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書 

評
　

高
木
昌
史
著

『
グ
リ
ム
童
話
と
日
本
昔
話　

比
較
民
話
の
世
界
』加 

藤　

耕 

義

は
じ
め
に

本
書
は
、
昔
話
の
国
際
比
較
研
究
の
論
考
で
あ

る
。
第
一
章
か
ら
第
六
章
ま
で
は
、
個
々
の
テ
ー

マ
に
基
づ
い
た
国
際
比
較
研
究
で
あ
り
、
第
七
章

は
比
較
研
究
の
基
礎
を
築
い
て
き
た
研
究
者
た
ち

と
そ
の
研
究
に
つ
い
て
の
概
説
で
あ
る
。

第
一
章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
比
較
研
究
を
貫

い
て
い
る
二
本
の
太
い
柱
は
、
世
界
の
口
承
文
芸

研
究
の
起
点
と
な
っ
た
グ
リ
ム
兄
弟
の
『
子
供
と

家
庭
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
集
』
と
日
本
に
お
け
る
口
承

文
芸
研
究
を
切
り
拓
い
た
柳
田
國
男
の
研
究
で
あ

る
。
高
木
氏
に
よ
る
比
較
研
究
は
『
子
供
と
家
庭

の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
集
』
を
起
点
に
、
そ
の
「
原
注
」

と
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
に
よ
る
大
著
『
ド
イ
ツ
神

話
学
』
を
介
し
て
、ゲ
ル
マ
ン
神
話
や
『
エ
ッ
ダ
』

へ
と
視
野
が
広
が
り
、
ま
た
柳
田
國
男
の
研
究
を

通
じ
て
は
『
古
事
記
』
に
至
る
ま
で
神
話
の
世
界

へ
と
視
野
が
広
が
る
。
そ
し
て
歴
史
的
比
較
研
究

の
軸
を
な
す
の
は
、
グ
リ
ム
の
「
原
注
」
を
基
礎

に
生
じ
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
学
派
の
ア
ー
ル
ネ
／
ト

ム
ソ
ン
の
『
昔
話
の
話
型（
１
）』（

一
九
六
一
）（
略
号

Ａ
Ｔ
）、
お
よ
び
池
田
弘
子
の
『
日
本
昔
話
の
話

型
と
モ
テ
ィ
ー
フ・イ
ン
デ
ッ
ク
ス（
２
）』（

一
九
七
一
）

な
ど
で
あ
る
。
池
田
は
ト
ム
ソ
ン
の
指
導
の
も
と

こ
の
話
型
カ
タ
ロ
グ
を
著
し
た
。
し
た
が
っ
て
Ａ

Ｔ
と
同
じ
体
系
に
基
づ
い
た
話
型
カ
タ
ロ
グ
で
あ

り
、
本
書
で
は
日
本
の
昔
話
と
西
欧
の
昔
話
を
比

較
す
る
際
の
橋
渡
し
の
役
割
を
し
て
い
る
。
さ
て

以
上
は
い
ず
れ
も
四
〇
年
以
上
前
の
資
料
に
な
る

が
、
最
新
の
研
究
成
果
は
、
二
〇
一
五
年
に
つ
い

に
第
十
五
巻
で
完
結
し
た
『
メ
ル
ヒ
ェ
ン
百
科
事

典（
３
）』

に
よ
っ
て
補
わ
れ
て
い
る
。

高
木
氏
に
よ
る
各
章
の
研
究
は
、
右
に
は
挙
げ

切
れ
な
い
幅
広
い
先
行
研
究
に
の
っ
と
っ
た
実
証

的
な
論
考
で
あ
り
、
比
較
研
究
に
お
け
る
多
様
な

視
点
を
示
し
て
い
る
。

ま
ず
、
目
次
を
示
す
が
、
最
初
の
六
つ
の
章
が

比
較
研
究
で
あ
る
。

第 

一
章　

果
実
か
ら
の
誕
生
│
三
つ
の
オ
レ

ン
ジ
（
ス
ペ
イ
ン
民
話
）
／
瓜
子
姫
（
島
根

県
）

第 

二
章　

羽
衣
物
語
│
七
羽
の
鳩
（
ド
イ
ツ

民
話
）
／
天
人
女
房
（
島
根
県
）

第 

三
章　

呪
敵
逃
走
│
水
の
魔
女
（
Ｋ
Ｈ
Ｍ

七
九
）
／
三
枚
の
御
札
（
新
潟
県
）

第 

四
章　

骨
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
│
歌
う
骨
（
Ｋ

Ｈ
Ｍ
二
八
）
／
踊
る
骸
骨
（
新
潟
県
）

第 

五
章　

兄
弟
を
捜
す
妹
│
六
羽
の
白
鳥
（
Ｋ

Ｈ
Ｍ
四
九
）
／
七
羽
の
白
鳥
（
南
西
諸
島
）

第 

六
章　

橋
の
不
思
議
│
橋
の
上
の
宝
の
夢

（
ド
イ
ツ
伝
説
）
／
味
噌
買
い
橋
（
岐
阜
県
）

第 

七
章　

比
較
民
話
│
研
究
の
歴
史
（
グ
リ

ム
兄
弟
／
柳
田
国
男
／
Ｃ
・
Ｇ
・
ユ
ン
グ
）

個
々
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
よ

く
知
ら
れ
た
昔
話
や
伝
説
で
あ
る
。
各
章
は
独
立
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し
て
い
る
が
、
す
べ
て
通
し
て
読
む
と
六
つ
の
章

に
共
通
の
テ
ー
マ
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
は
、
誕

生
と
死
と
再
生
で
あ
り
、
ま
た
マ
ッ
ク
ス
・
リ
ュ

テ
ィ
が
い
う
意
味
で
の
此
岸
と
彼
岸
と
の
触
れ
合

い
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
魔
法
昔
話
ま
た

は
本
格
昔
話
と
呼
ば
れ
る
説
話
群
や
伝
説
に
お
い

て
は
当
然
の
こ
と
と
も
い
え
る
が
、
高
木
氏
の

論
を
読
み
進
め
て
い
く
と
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お

い
て
も
そ
う
し
た
テ
ー
マ
が
根
底
に
あ
る
こ
と
が

は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
こ
に
高

木
氏
の
、
昔
話
の
魅
力
の
本
質
を
捉
え
た
研
究
、

比
較
研
究
の
一
貫
し
た
態
度
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
次
に
個
々
の
章
に
つ
い
て
見
て
い
き

た
い
。

第
一
章　

果
実
か
ら
の
誕
生
─
三
つ
の
オ
レ
ン

ジ
（
ス
ペ
イ
ン
民
話
）
／
瓜
子
姫
（
島
根
県
）

こ
の
章
は
、「
誕
生
」「
輪
廻
転
生
」「
敵
対
者
」

と
い
う
大
き
な
三
つ
の
テ
ー
マ
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
高
木
氏
の
研
究
法
に
つ
い
て
も
触
れ
た

い
の
で
、
少
し
詳
し
く
扱
う
。

〈
誕
生
に
つ
い
て
〉

誕
生
に
関
し
て
高
木
氏
は
ま
ず
、
日
本
の
「
瓜

子
姫
」に
つ
い
て
の
柳
田
國
男
の
説
を
紹
介
す
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、柳
田
國
男
は
『
桃
太
郎
の
誕
生
』

に
お
い
て
、「
異
常
の
経
過
を
取
っ
て
人
界
に
出

現
し
た
童
子
が
、
後
に
成
長
し
て
異
常
の
事
業
を

な
し
遂
げ
た
と
い
う
要
点
」
に
お
い
て
「
桃
太
郎
」

と
「
瓜
子
姫
子
」
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
、
さ
ら
に
「『
川
上
の
清
く
高
き
処
』
か
ら
流

れ
来
た
瓜
子
姫
（
＝
異
常
誕
生
）、
卓
越
し
た
機

織
り
の
技
能
を
持
つ
（
＝
異
常
の
事
業
）
彼
女
の

姿
に
は
、
織
姫
＝
神
に
仕
え
る
少
女
＝
巫
女
と
い

う
遙
か
な
宗
教
的
要
素
が
投
影
さ
れ
て
い
る
」
と

い
う
内
容
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
日
本
の
「
瓜
子
姫
」
と
ス
ペ
イ
ン
の
「
三

つ
の
オ
レ
ン
ジ
」
の
誕
生
に
関
す
る
共
通
点
と
し

て
、
高
木
氏
は
「
果
物
か
ら
の
誕
生
と
い
う
〈
奇

瑞
〉」
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
Ｖ
・
プ
ロ
ッ
プ
の
説
を

引
い
て
、
そ
こ
に
共
通
す
る
の
は
果
物
（
植
物
）

の
豊
穣
の
力
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
違
い

と
し
て
は
瓜
子
姫
は
桃
太
郎
同
様
〈
小
さ
子
〉
で

あ
る
が
、
ス
ペ
イ
ン
の
「
三
つ
の
オ
レ
ン
ジ
」
や

イ
タ
リ
ア
の
「
三
つ
の
シ
ト
ロ
ン
」
で
は
、
そ
れ

が
裸
の
成
人
女
性
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
ア
ー
ル
ネ
／
ト
ム
ソ
ン
の
話
型
カ

タ
ロ
グ
に
お
い
て
は
、
こ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
「
Ｄ

七
二
一
．
五　

果
物
（
花
）
を
開
け
て
魔
法
を
解

く
こ
と
に
よ
る
果
物
か
ら
救
済
」
に
振
り
分
け
ら

れ
て
い
る
。
一
方
「
瓜
子
姫
」
に
池
田
カ
タ
ロ
グ
が

付
け
て
い
る
モ
テ
ィ
ー
フ
番
号
は
「
Ｔ
五
四
三　

植

物
か
ら
の
誕
生
」
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
ト
ム
ソ
ン

は
「
三
つ
の
オ
レ
ン
ジ
」
で
、
果
物
か
ら
出
て

来
る
の
が
赤
子
で
は
な
い
た
め
に
、（T543.3.1. 

Birth from
 orange.

と
い
う
番
号
が
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
）「
果
物
か
ら
の
救
済
」
と
し
た
の

だ
ろ
う
。
確
か
に
ペ
ン
タ
メ
ロ
ー
ネ
の
場
合
に

は
、「
ど
ん
な
罪
の
な
い
ひ
と
で
も
、
彼
女
を
見

れ
ば
、
欲
望
の
絞
首
台
に
送
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ

う
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
「
裸
」
が
性
的
な
意
味

合
い
も
持
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
が
、
同

時
に
「
裸
」
に
は
誕
生
の
意
味
合
い
も
あ
ろ
う
。

実
際
ペ
ン
タ
メ
ロ
ー
ネ
に
は
「
こ
の
シ
ト
ロ
ン
か

ら
生
ま
れ
た

0

0

0

0

美
し
い
乙
女
（cossì bello partoro 

de no citro

）」
と
も
書
か
れ
て
い
る
。
高
木
氏

は
、
ト
ム
ソ
ン
が
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
「
果
物
か

ら
の
救
済
」
と
し
た
こ
と
は
問
題
に
せ
ず
、「
誕

生
」
と
し
て
比
較
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
日
本
の

昔
話
か
ら
類
推
す
る
に
正
し
い
態
度
で
あ
ろ
う
。
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「
3
つ
の
オ
レ
ン
ジ
」
に
お
い
て
も
「
３
つ
の
シ

ト
ロ
ン
」
に
お
い
て
も
、
果
物
か
ら
乙
女
が
出
て

く
る
こ
と
は
、「
救
済
」
や
後
に
み
る
よ
う
に
「
転

生
」、「
変
身
」
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、

「
誕
生
」
と
理
解
す
る
こ
と
に
な
ん
ら
不
合
理
な

点
は
な
い
。

〈
輪
廻
転
生
に
つ
い
て
〉

『
メ
ル
ヒ
ェ
ン
百
科
事
典
』
が
「
三
つ
の
オ
レ

ン
ジ
」
は
ペ
ル
シ
ャ
起
源
で
あ
り
、
主
人
公
の
鳥

や
樹
木
へ
の
変
身
に
は
東
洋
的
な
輪
廻
思
想
が
認

め
ら
れ
る
と
推
察
し
て
い
る
こ
と
を
高
木
氏
は
紹

介
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
瓜
子
姫
が
ア
マ
ノ
ジ
ャ

ク
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
新
潟
や
福
島
の
類
話

を
例
に
、
物
語
の
最
後
に
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
が
籠
に

乗
っ
て
い
る
こ
と
を
鳥
が
暴
露
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
高
木
氏
は
、
こ
の
鳥
は
瓜
子
姫
の
生
ま
れ
変

わ
り
の
霊
鳥
で
あ
る
と
し
、
こ
こ
に
輪
廻
思
想
の

名
残
を
見
る
。

〈
敵
対
者
に
つ
い
て
〉

さ
て
、
高
木
氏
が
こ
の
類
話
比
較
に
お
い
て
重

要
視
し
て
い
る
の
が
、
敵
対
者
の
存
在
で
あ
る
。

「
瓜
子
姫
」
に
登
場
す
る
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
に
つ
い

て
、
高
木
氏
は
柳
田
の
「
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
が
神
の

計
画
の
妨
碍
者
で
あ
り
、
し
か
も
通
例
は
〈
負
け

る
敵
〉
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
弘
く
他
の
民
間
伝
承

に
も
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
を
引
用
し
、

「
意
地
悪
で
常
に
神
に
逆
ら
う
も
の
の
、
神
に
匹

敵
す
る
ほ
ど
の
力
は
な
く
、『
常
に
負
け
る
者
の

憎
ら
し
さ
と
可
笑
味
と
を
具
え
て
い
た
』『
ワ
キ

役
』、
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
の
本
性
を
柳
田
は
そ
こ
に

見
る
」
と
ま
と
め
て
い
る
。

一
方
、「
3
つ
の
オ
レ
ン
ジ
」
の
敵
役
「
ジ
プ

シ
ー
の
魔
女
」
に
つ
い
て
は
、
十
五
世
紀
以
来
迫

害
さ
れ
て
き
た
「
ジ
プ
シ
ー
の
受
難
の
歴
史
」
や

「
魔
女
裁
判
」
の
歴
史
が
「
ジ
プ
シ
ー
の
魔
女
」

に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
高
木
氏
は
指
摘
す
る
。
そ

し
て
「『
瓜
子
姫
』
の
敵
役
で
あ
る
ア
マ
ノ
ジ
ャ

ク
が
、
主
人
公
を
危
機
に
陥
れ
る
恐
怖
の
存
在
で

あ
る
一
種
の
妖
怪
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
西
洋
の

敵
役
は
階
級
や
身
分
差
を
示
す
社
会
的
な
存
在
と

い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
と
し
、「
柳
田
國
男
は

こ
の
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
に
、
あ
る
種
、
ト
リ
ッ
ク
ス

タ
ー
的
な
性
格
を
認
め
て
い
た
が
、
別
の
観
点
か

ら
見
る
と
、
こ
の
怪
物
の
背
後
に
は
、
何
か
歴
史

的
な
も
の
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
」
と
推
論
す
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
高
木
氏
の
比
較
の
ひ
と

つ
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
日
本
の
昔
話
の
根
底
に
あ

る
信
仰
や
歴
史
背
景
を
さ
ぐ
り
、
そ
れ
を
西
欧
の

類
話
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
（
誕
生
が
そ
の

例
）、
ま
た
は
西
欧
の
昔
話
の
根
底
に
あ
る
信
仰

や
歴
史
背
景
を
さ
ぐ
り
、
そ
れ
を
日
本
の
類
話
に

見
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
（
輪
廻
と
敵
対
者
が
そ

の
例
）
と
考
察
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
う
。
こ

う
し
た
比
較
に
よ
っ
て
、
表
に
は
見
え
て
い
な
い

昔
話
の
奥
底
に
潜
ん
で
い
る
も
の
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

第
二
章　

羽
衣
物
語
─
七
羽
の
鳩
（
ド
イ
ツ
民

話
）
／
天
人
女
房
（
島
根
県
）

こ
の
章
の
大
き
な
注
目
点
は
、
柳
田
の
い
う

と
こ
ろ
の
「
昔
話
の
驚
く
べ
き
東
西
の
一
致
」
で

あ
る
。
こ
の
章
で
は
、
島
根
県
の
「
天
人
女
房
」、

ド
イ
ツ
の
「
七
羽
の
鳩
」
に
加
え
、
最
古
の
記
録

と
し
て
、
四
世
紀
中
国
の
『
捜
神
記
』、
ま
た
日

本
の
記
録
と
し
て
は
七
二
四
年
『
近
江
国
風
土

記
』
を
紹
介
し
、
い
ず
れ
も
、
娘
（
神
女
）
た
ち

の
「
衣
」
が
鳥
の
羽
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。

そ
し
て
五
世
紀
頃
に
記
録
さ
れ
た
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
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『
エ
ッ
ダ
』
の
「
ヴ
ェ
ル
ン
ド
の
歌
」
を
類
話
と

し
て
挙
げ
、『
捜
神
記
』『
近
江
国
風
土
記
』『
エ
ッ

ダ
』
の
「
ヴ
ェ
ル
ン
ド
の
歌
」
が
こ
れ
ほ
ど
早
い

時
期
に
、
し
か
も
時
代
的
に
も
近
い
時
期
に
東
西

に
流
布
し
て
い
た
不
思
議
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
の

類
話
に
「
白
鳥
処
女
」
の
原
風
景
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
と
述
べ
る
。

ま
た
、
エ
ス
キ
モ
ー
の
「
人
間
の
妻
に
な
っ
た

鴨
」
や
ア
イ
ヌ
の
「
ル
ル
パ
の
少
年
」
を
紹
介
し
、

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
端
沖
（
日
本
）
か
ら
西
端

沖
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
）
ま
で
東
西
に
広
く
伝
承
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
広
が
り

に
つ
い
て
『
メ
ル
ヒ
ェ
ン
百
科
事
典
』
に
て
、
こ

の
分
布
が
北
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム

地
域
と
一
致
し
、
密
接
な
関
わ
り
を
推
測
さ
せ
る

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
章
の
最
初
に
高
木
氏
は
ア
ー
ル
ネ
／
ト
ム
ソ

ン
の
『
昔
話
の
型
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
当
該
話

型
Ａ
Ｔ
四
〇
〇
の
流
布
し
て
い
る
地
域
を
挙
げ
て

い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
一
九
六
一
年
ま
で
の
研

究
成
果
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
ア
ー
ル
ネ
／
ト

ム
ソ
ン
の
話
型
カ
タ
ロ
グ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
資
料

に
偏
っ
て
お
り
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
に
お
い
て

も
む
ら
が
あ
る
こ
と
が
ハ
ン
ス
＝
イ
ェ
ル
ク
・
ウ

タ
ー
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
４
）。

そ
の
後
四
十

年
以
上
が
た
ち
、（
池
田
カ
タ
ロ
グ
も
含
む
）
各

国
の
新
た
な
カ
タ
ロ
グ
の
成
果
が
、
ウ
タ
ー
の

『
国
際
昔
話
話
型
カ
タ
ロ
グ
』（
Ａ
Ｔ
Ｕ
）
に
は
含

ま
れ
て
い
る
。
Ａ
Ｔ
四
〇
〇
と
Ａ
Ｔ
Ｕ
四
〇
〇
に

掲
載
の
流
布
地
域
を
比
べ
る
と
、
お
も
に
ア
フ
リ

カ
か
ら
中
東
に
か
け
て
の
類
話
が
Ａ
Ｔ
Ｕ
で
は
追

加
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
地
域
の
類
話
に
も
目

を
広
げ
る
と
、
北
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
シ
ャ
ー
マ
ニ

ズ
ム
地
域
以
外
の
特
徴
な
ど
が
新
た
に
見
え
て
く

る
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
限

ら
ず
、
ア
フ
リ
カ
や
西
ア
ジ
ア
も
含
め
た
シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
地
域
に
流
布
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
確
認
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
。

第
三
章　

呪
敵
逃
走
─
水
の
魔
女
（
Ｋ
Ｈ
Ｍ

七
九
）
／
三
枚
の
御
札
（
新
潟
県
）

こ
の
章
で
は
グ
リ
ム
童
話
「
水
の
魔
女
」
と

「
め
っ
け
鳥
」、
日
本
の
「
三
枚
の
御
札
」、
ギ
リ

シ
ア
神
話
「
ア
タ
ラ
ン
テ
ー
の
物
語
」
と
王
女
メ

デ
ア
の
物
語
、
日
本
の
『
古
事
記
』
が
例
と
し
て

示
さ
れ
て
い
る
。『
メ
ル
ヒ
ェ
ン
百
科
事
典
』
が

「
呪
的
逃
走
」
を
「
被
追
者
の
変
身
」（
変
身
型
）

と
「
魔
法
の
品
の
投
擲
」（
障
碍
型
）
に
分
類
し

て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
上
記
の
も
の

で
は
「
め
っ
け
鳥
」
の
み
が
変
身
型
で
、
ほ
か
は

投
擲
型
で
あ
る
。
そ
し
て
高
木
氏
は
、
Ｊ
・
グ
リ

ム
、
柳
田
國
男
、
Ｖ
・
プ
ロ
ッ
プ
等
の
呪
敵
逃
走

に
つ
い
て
の
論
考
を
紹
介
し
、
こ
の
話
型
の
神
話

と
の
結
び
つ
き
の
強
さ
を
示
し
て
み
せ
る
。

ま
ず
Ｊ
・
グ
リ
ム
の
「
イ
ル
ミ
ン
の
道
と
イ
ル

ミ
ン
柱　

ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
の
神
話
学
論
文
」

が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ヤ
ー
コ
プ
は
、
エ

ジ
プ
ト
、
ギ
リ
シ
ア
、
北
欧
の
逃
走
神
話
を
比
較

し
て
い
る
。
エ
ジ
プ
ト
の
伝
説
で
は
、
穀
物
の
母

イ
シ
ス
（
デ
メ
ー
テ
ー
ル
）
が
テ
ュ
ホ
ン
か
ら
逃

げ
る
と
き
、彼
に
向
か
っ
て
一
束
の
穂
を
投
げ
る
。

そ
の
穂
は
空
一
面
に
飛
び
散
っ
て
、
一
筋
の
道
を

形
づ
く
る
。
高
木
氏
は
こ
れ
を
、
ヤ
ー
コ
プ
が
壮

大
な
光
景
（
空
を
飛
ぶ
穀
物
の
穂
＝
天
の
川
）
と

重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
イ
メ
ー
ジ
を
豊
か
に
描
き
出

し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

ま
た
ヤ
ー
コ
プ
に
よ
れ
ば
、
エ
ジ
プ
ト
の
あ
る

叙
情
詩
で
は
逆
に
、
テ
ュ
ホ
ン
が
オ
シ
リ
ス
の
遺

体
を
切
り
刻
み
、
そ
の
破
片
を
ま
き
散
ら
す
。
す
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る
と
イ
シ
ス
は
歩
み
出
て
、
人
が
落
ち
穂
を
拾
う

時
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
破
片
を
注
意
深
く
拾
い

上
げ
る
。
ヤ
ー
コ
プ
は
こ
れ
と
ギ
リ
シ
ア
の
王
女

メ
デ
ア
の
物
語
と
の
類
似
性
を
示
す
。
メ
デ
ア
は

自
分
の
子
ど
も
た
ち
の
寸
断
さ
れ
た
身
体
を
投
げ

捨
て
、
彼
女
の
敵
た
ち
は
そ
れ
ら
を
集
め
よ
う
と

し
て
手
間
取
る
。

ヤ
ー
コ
プ
は
次
に
エ
ジ
プ
ト
神
話
を
北
欧
神
話

と
比
較
し
て
い
る
と
高
木
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘

す
る
。「
ヤ
ー
コ
プ
は
、
テ
ュ
ホ
ン
（
＝
ト
セ
）
に

追
わ
れ
る
イ
シ
ス
を
、
テ
ュ
ホ
ン
（
＝
狼
フ
ェ
ン

リ
ル
）
に
呑
み
込
ま
れ
る
月
に
譬
え
て
、
エ
ジ
プ

ト
と
北
欧
の
神
話
を
二
重
映
し
に
し
た
の
で
あ
る
」。

そ
し
て
高
木
氏
は
「
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
は
呪
的

逃
走
の
遙
か
な
起
源
を
こ
の
天
体
神
話
と
結
び
つ

け
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
に
、
神
話
学
的
な
解
釈

を
繰
り
広
げ
る
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
呪
的
逃
走

に
お
け
る
投
擲
と
い
う
行
為
が
、
神
話
学
の
解
釈

で
は
種
ま
き
や
収
穫
、
そ
し
て
死
と
再
生
、
月
の

満
ち
欠
け
に
結
び
つ
く
と
い
う
と
こ
ろ
が
面
白
い
。

〈
柳
田
國
男
〉

高
木
氏
は
、
柳
田
が
『
桃
太
郎
の
誕
生
』
で

述
べ
て
い
る
逃
竄
説
話
論
を
次
の
よ
う
に
解
説
す

る
。「

怖
畏
」
は
、
例
え
ば
、
死
の
現
実
を
覗
き

見
た
古
代
人
の
衝
撃
（『
古
事
記
』
上
巻
五

「
黄
泉
国
」）
に
そ
の
遙
か
な
る
源
を
辿
る
こ

と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。し
か
し
後
の
時
代
、

そ
う
し
た
衝
撃
は
恐
怖
を
疑
似
体
験
す
る

あ
る
種
の
愉
し
み
と
化
し
て
、「
民
間
文
芸
」

へ
と
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。
柳

田
は
逃
竄
説
話
を
そ
の
中
間
の
プ
ロ
セ
ス
に

位
置
づ
け
て
い
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
高
木
氏
は
、柳
田
が
『
祭
日
考
』

（
一
九
四
六
）
の
中
で
、
別
の
逃
竄
説
話
で
あ
る

「
牛
方
山
姥
」
に
つ
い
て
紹
介
し
た
文
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。

柳
田
は
、
恐
ろ
し
い
「
山
姥
」
の
も
う
一
つ

の
側
面
と
し
て
の
「
愚
か
な
悪
者
」
像
に
注

目
す
る
。
彼
に
よ
る
と
、
山
姥
は
西
洋
の
昔

話
のO

gres
に
似
て
い
る
。「
人
に
対
し
て

無
法
な
害
を
す
る
が
、
ど
こ
か
魯
鈍
な
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
騙
さ
れ
や
す
く
、
従
っ
て
折
々

は
や
っ
つ
け
ら
れ
る
」。
あ
る
意
味
、
愛
嬌

の
あ
る
存
在
な
の
だ
〈
中
略
〉「
身
の
毛
も

よ
だ
つ
」
恐
怖
物
語
の
只
中
に
さ
え
、
遊
戯

的
な
要
素
が
内
在
し
て
い
る
点
に
、
柳
田
は

昔
話
の
本
質
を
見
て
い
る
。

ど
ち
ら
の
引
用
も
共
通
し
て
述
べ
て
い
る
こ
と

は
、
逃
竄
譚
の
昔
話
で
は
本
当
の
恐
ろ
し
さ
の
中

身
を
抜
い
て
面
白
く
語
っ
て
い
る
が
、『
古
事
記
』

ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
逃
竄
譚
の
根
底
に
は
「
怖

畏
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
死
」
と
関
わ
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
死
」
と
の
関
わ
り

を
指
摘
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
柳
田
も
グ
リ
ム

や
次
に
見
る
プ
ロ
ッ
プ
と
も
共
通
し
て
い
る
。

〈
プ
ロ
ッ
プ
〉

次
に
高
木
氏
は
プ
ロ
ッ
プ
の
『
魔
法
昔
話
の
起

源
』で
の
変
身
逃
走
論
に
つ
い
て
引
用
し
て
い
る
。

プ
ロ
ッ
プ
は
動
物
へ
の
変
身
を
死
と
仮
定
し
、
鴨

の
イ
メ
ー
ジ
が
死
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
し
、
人

間
へ
戻
る
の
は
生
へ
の
帰
還
で
あ
る
と
す
る
。
そ

し
て
「
変
身
を
す
る
の
は
水
と
関
連
の
あ
る
存
在

で
あ
る
」
と
す
る
。
さ
ら
に
高
木
氏
は
プ
ロ
ッ
プ

の
論
を
引
い
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。

と
こ
ろ
で
、プ
ロ
ッ
プ
は
先
の
「
呪
的
逃
走
」

論
の
中
で
、「
逃
走
と
追
跡
の
基
本
的
な
種

類
は
歴
史
的
展
望
に
立
っ
て
見
る
と
、
死
者

の
国
か
ら
生
者
の
国
へ
の
帰
還
を
も
と
に
し
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て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
語
り
、「
水
、

川
が
最
後
の
障
碍
物
で
あ
る
こ
と
が
多
い
」

と
結
論
す
る
。
生
と
死
の
「
境
界
と
し
て
の

水
」
で
あ
る
。

そ
し
て
高
木
氏
は
「
三
枚
の
御
札
」
の
場
合
は
、

小
僧
が
よ
う
や
く
逃
げ
込
ん
だ
「
寺
」
が
現
世
と

彼
岸
の
境
界
で
あ
り
、呪
敵
逃
走
は
そ
の
「
境
界
」

で
終
わ
り
を
告
げ
る
と
述
べ
て
い
る
。
Ｊ
・
グ
リ

ム
、
柳
田
國
男
、
プ
ロ
ッ
プ
の
論
か
ら
も
、
呪
的

逃
走
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
も
死
と
生
が
深
く
関
わ
っ

て
い
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
と
な
り
、
興
味
深
い
。

第
四
章　

骨
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
─
歌
う
骨
（
Ｋ

Ｈ
Ｍ
二
八
）
／
踊
る
骸
骨
（
新
潟
県
）

ま
ず
、「
歌
う
骨
」（
グ
リ
ム
）「
踊
る
骸
骨
」

（
日
本
）、「
継
子
と
尺
八
」（
日
本
）、「
笛
を
吹
く

骨
」（
イ
ン
ド
／
パ
ン
ジ
ャ
ブ
）、「
ク
ジ
ャ
ク
の

羽
」（
イ
タ
リ
ア
）
が
類
話
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

高
木
氏
は
「
歌
う
骨
」
の
類
話
の
多
く
に
お
い

て
、
犯
罪
（
殺
人
）
を
暴
く
の
が
、
人
間
の
身
体

の
一
部
（
骨
／
毛
髪
）
か
ら
作
ら
れ
た
楽
器
（
角

笛
／
竪
琴
／
フ
ル
ー
ト
）
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し

て
い
る
。
そ
し
て
、「
継
子
と
尺
八
」
に
お
い
て

も
、
楽
器
が
犯
罪
の
暴
露
に
介
在
す
る
こ
と
で
、

全
体
の
印
象
は
哀
愁
を
帯
び
た
西
欧
の
バ
ラ
ー
ド

調
に
近
い
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
八
二
二
年
頃

の
『
日
本
霊
異
記
』
に
あ
る
類
話
を
示
し
、
骨
に

魂
が
宿
る
と
い
う
信
仰
が
こ
れ
ら
の
物
語
の
根
底

に
あ
る
と
指
摘
す
る
。

次
に
『
旧
約
聖
書
』
の
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
と

『
エ
ッ
ダ
』
の
「
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
た
ぶ
ら
か
し
」
を

例
と
し
て
挙
げ
、
骨
か
ら
の
復
活
が
描
か
れ
て
い

る
こ
と
を
示
し
、「
骨
が
生
命
力
の
源
で
あ
る
と

い
う
信
仰
は
、
時
代
や
民
族
を
超
え
て
広
く
浸
透

し
て
い
る
よ
う
だ
」
と
述
べ
る
。
最
後
に
「
ね

ず
の
木
の
話
」（
Ｋ
Ｈ
Ｍ
四
七
）
を
挙
げ
、
こ
こ

で
は
死
者
の
魂
が
鳥
に
転
生
し
大
空
を
飛
翔
す
る

「
魂
の
鳥
」Seelenvogel

信
仰
、
人
間
の
魂
が
、

死
後
、
肉
体
を
離
れ
て
他
の
存
在
に
生
ま
れ
変
わ

る
輪
廻
思
想
の
表
れ
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

グ
リ
ム
に
代
表
さ
れ
る
Ａ
Ｔ
七
八
〇
の
「
歌
う

骨
」
は
、
悲
し
い
結
末
で
終
わ
る
が
、「
骨
」
に

注
目
し
て
他
の
説
話
群
ま
で
視
野
を
広
げ
る
と
、

死
と
復
活
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
説
話
も
あ

り
、
そ
こ
に
は
共
通
し
て
魂
へ
の
信
仰
が
あ
る
こ

と
が
見
え
て
き
て
お
も
し
ろ
い
。

第
五
章　

兄
弟
を
捜
す
妹
─
六
羽
の
白
鳥
（
Ｋ

Ｈ
Ｍ
四
九
）
／
七
羽
の
白
鳥
（
南
西
諸
島
）

こ
の
章
で
高
木
氏
は
、
こ
の
話
型
（
Ａ
Ｔ

四
五
一
）
に
お
い
て
、「
兄
弟
と
妹
（
姉
）
と

い
う
パ
タ
ー
ン
が
定
着
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
」

「
鳥
へ
の
変
身
が
圧
倒
的
に
多
い
の
は
な
ぜ
か
」

「
ガ
ラ
ス
山
は
ど
の
よ
う
な
場
所
か
」「
妹
が
課
さ

れ
る
沈
黙
の
試
練
（
シ
ャ
ツ
作
り
を
含
む
）
は
何

を
意
味
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
を
掲
げ
て
考
察

し
て
い
る
。

ま
ず
、
高
木
氏
は
、
親
が
発
す
る
呪
い
に
よ
る

子
供
の
心
の
傷
を
「
魂
の
死
」
と
捉
え
る
。
そ
し

て
「
鳥
へ
の
変
身
」
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
民

間
信
仰
に
お
い
て
、
鳥
は
霊
的
で
予
言
を
す
る
存

在
、
鳥
の
姿
を
し
た
死
者
の
魂
と
さ
れ
る
こ
と
を

挙
げ
る
。
そ
の
「
魂
の
鳥
」
の
代
表
的
な
種
類
は

鴉
で
あ
る
こ
と
を
、
北
欧
神
話
の
ヴ
ァ
ル
キ
ュ
ー

レ
や
、
Ｊ
・
グ
リ
ム
の
『
ド
イ
ツ
神
話
学
』
か
ら

説
明
し
、
特
に
北
欧
で
は
鴉
は
神
聖
視
さ
れ
て
お

り
、
死
の
世
界
と
の
関
わ
り
が
深
く
、
予
言
能
力

を
有
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
白
鳥
に
つ
い

て
も
古
く
か
ら
超
自
然
的
な
性
格
を
付
与
さ
れ
、
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鴉
と
同
様
、
死
と
縁
が
深
い
と
し
て
い
る
。

「
ガ
ラ
ス
山
」
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
・
グ
リ
ム
の

『
ド
イ
ツ
神
話
学
』
を
引
用
し
、
リ
ト
ア
ニ
ア
人

や
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
も
と
で
は
、
罰
を
下
さ
れ
た

魂
は
、
ガ
ラ
ス
山
を
登
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
し
か
も
足
を
頂
上
に
置
く
た
び
に
、
滑
っ
て

転
落
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
ド
イ
ツ
の

昔
話
や
歌
謡
で
は
死
者
達
の
滞
在
場
所
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
、「
氷
河
を
い
た
だ
い
て
孤
高
に
輝

く
（
魂
の
）
山
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
」
と
述
べ
て

い
る
。

「
妹
が
課
さ
れ
る
沈
黙
の
試
練
（
シ
ャ
ツ
作
り

を
含
む
）」
に
つ
い
て
は
、
行
方
不
明
の
兄
弟
を

捜
す
妹
が
、
兄
弟
を
呪
縛
し
て
い
る
魔
力
と
戦
う

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
沈
黙
に
よ
っ
て
蓄
積
す
る
と
解
釈

す
る
。
そ
し
て
シ
ャ
ツ
を
織
り
上
げ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
Ｊ
・
グ
リ
ム
が
『
ド
イ
ツ
神
話
学
』
の
中

で
ヴ
ァ
ル
キ
ュ
ー
レ
を
例
に
「
そ
の
よ
う
な
シ
ャ

ツ
は
魔
法
を
解
く
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
は
勝

利
を
確
実
な
も
の
に
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と

を
引
用
し
、「
救
済
す
べ
き
兄
弟
の
た
め
に
末
の

妹
が
沈
黙
の
う
ち
に
シ
ャ
ツ
を
織
る
姿
に
は
、
こ

の
よ
う
な
伝
承
的
背
景
が
あ
る
」
と
ま
と
め
る
。

「
兄
弟
と
妹
（
姉
）
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
定
着

し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
」と
い
う
問
に
つ
い
て
は
、

Ｊ
・
グ
リ
ム
の
『
ド
イ
ツ
神
話
学
』
を
引
用
し
つ

つ
、
困
難
な
状
況
を
切
り
抜
け
る
た
め
の
忠
告
や

預
言
を
与
え
る
仕
事
が
女
性
に
任
さ
れ
て
い
た
こ

と
、
そ
こ
に
「
ゲ
ル
マ
ン
的
な
女
性
崇
拝
」
の
起

源
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
妹
が
兄
た
ち
を
救
済

す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
多
い
の
は
、
そ
う
し
た

女
性
崇
拝
の
名
残
と
推
論
す
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
推
論
が
日
本
の
伝
承
状
況
か
ら

裏
付
け
ら
れ
る
。
高
木
氏
は
Ａ
Ｔ
四
五
一
の
類
話

が
日
本
で
は
も
っ
ぱ
ら
琉
球
伝
承
圏
に
限
定
さ
れ

て
い
る
と
『
日
本
昔
話
通
観
』
に
書
か
れ
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
柳
田
國
男
が
「
ヲ
ナ
リ

信
仰
」
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ

し
て
こ
の
南
西
諸
島
の
類
話
が
仮
に
西
欧
か
ら
伝

播
し
た
も
の
だ
と
し
て
も
、「
ヲ
ナ
リ
神
の
信
仰

が
こ
の
地
方
に
浸
透
し
て
い
た
が
た
め
に
、
妹
が

兄
弟
を
救
済
す
る
感
動
的
な
物
語
で
あ
る
Ａ
Ｔ

四
五
一
の
趣
旨
は
容
易
に
こ
こ
に
土
着
し
生
育
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
」
と
結
論
す
る
。

こ
の
章
で
も
、
昔
話
の
奥
に
潜
む
神
話
の
名
残

を
見
つ
め
る
こ
と
で
、
昔
話
の
表
に
は
見
え
て
い

な
い
死
と
復
活
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
し

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
沖
縄
と
い
う
遠
く
離
れ
た
地

域
に
こ
の
昔
話
が
定
着
し
て
い
る
背
景
に
は
、
類

似
の
文
化
現
象
（
女
性
崇
拝
と
ヲ
ナ
リ
信
仰
）
が

あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
と
て
も
興
味
深
く
、
説
得

力
が
あ
る
。

第
六
章　

橋
の
不
思
議
─
橋
の
上
の
宝
の
夢
（
ド

イ
ツ
伝
説
）
／
味
噌
買
い
橋
（
岐
阜
県
）

「
橋
の
上
の
宝
の
夢
」
と
「
味
噌
買
い
橋
」
は

Ａ
Ｔ
一
六
四
五
に
属
す
る
。
高
木
氏
は
橋
に
注
目

す
る
こ
と
で
、
東
西
一
致
の
不
思
議
を
探
ろ
う
と

す
る
。「
橋
の
上
の
宝
の
夢
」
の
よ
り
古
い
類
話

は
『
千
夜
一
夜
物
語
』
に
も
あ
る
。
高
木
氏
に
よ

れ
ば
、
グ
リ
ム
は
そ
う
し
た
西
ア
ジ
ア
の
類
話
に

は
橋
が
出
て
こ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
伝
説
に
お
い
て
橋
が
重
要
な
の
は
、「
橋
は

多
く
の
民
衆
が
通
り
、
ま
た
人
々
の
集
合
場
所
で

あ
る
。
他
の
折
に
は
、
例
え
ば
、
裁
判
が
行
わ
れ

る
所
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
橋
は
宝
を
探
す
者

を
派
遣
す
る
の
に
適
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
最
も

容
易
に
情
報
が
入
手
で
き
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
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さ
ら
に
、
柳
田
國
男
が
「
味
噌
買
橋
」
と
い
う

論
考
の
中
で
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
架

橋
土
木
が
発
達
し
、
評
判
に
な
っ
て
い
た
の
で
、

話
者
が
話
の
中
心
を
橋
に
し
た
こ
と
が
大
い
に
当

た
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
こ
こ
が
新
し
い

文
化
の
表
現
で
あ
っ
た
の
で
、
橋
が
占
い
や
呪
な

ど
の
場
所
に
使
わ
れ
、
神
秘
を
説
く
の
に
ふ
わ
し

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
こ
と
を

紹
介
し
て
い
る
。

ま
た
高
木
氏
は
、
柳
田
が
予
想
し
た
と
お
り
日

本
の
「
味
噌
買
い
橋
」
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
承
の

翻
案
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
柳

田
が
「
夢
」
と
「
橋
」
を
一
組
で
考
え
た
こ
と
が

こ
の
伝
説
の
解
釈
に
新
た
な
地
平
を
開
い
た
と
高

く
評
価
し
て
い
る
。

そ
し
て
高
木
氏
は
、
数
々
の
伝
説
を
引
用
し
な

が
ら
、橋
と
悪
魔
と
の
結
び
つ
き
の
強
さ
を
示
し
、

そ
こ
で
は
「
架
橋
工
事
の
困
難
さ
故
に
、
人
間
に

は
及
ば
な
い
部
分
を
、
何
か
超
人
的
な
力
を
持
つ

存
在
、
例
え
ば
悪
魔
に
人
々
が
依
存
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
事
情
」
を
指
摘
す
る
。

ま
た
橋
と
聖
人
の
結
び
つ
き
の
強
さ
を
示
し
、

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
そ
れ
以
前
か
ら
、
橋
梁
建
設

は
あ
の
世
へ
の
〈
架
け
橋
〉
の
性
格
（
寄
進
）
も

あ
っ
た
の
で
、
橋
に
は
、
様
々
な
意
味
で
、
宗
教

的
な
も
の
が
介
在
し
て
い
た
」
と
指
摘
す
る
。

そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
日
本
の
橋
と
亡
霊

や
鬼
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
こ
と
を
示
し
、「
困

難
な
架
橋
工
事
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
、
人
命
を

犠
牲
に
し
た
人
柱
の
風
習
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
そ

の
深
層
に
見
て
い
る
。
そ
し
て
、
高
木
氏
は
「
橋

の
伝
説
は
こ
の
〈
根
源
〉
あ
る
い
は
〈
原
因
〉
を
、

歴
史
の
遙
か
な
深
み
か
ら
時
折
ふ
と
、
我
々
に
覗

か
せ
て
く
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
ま
と
め

て
い
る
。

こ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
「
橋
の
上
の
宝
の
夢
」

等
が
伝
説
で
あ
る
た
め
か
、
こ
の
章
で
は
も
っ
ぱ

ら
歴
史
的
、
現
実
的
な
側
面
か
ら
、
説
話
の
背
景

と
東
西
の
共
通
性
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意

味
で
、
こ
れ
ま
で
の
章
と
は
ま
た
別
の
ア
プ
ロ
ー

チ
で
あ
り
、
高
木
氏
の
比
較
研
究
の
幅
の
広
さ
が

う
か
が
え
る
。

高
木
氏
の
論
考
を
読
ん
で
、
思
い
出
さ
れ
る
の

は
、
グ
リ
ム
童
話
（
た
と
え
ば
Ｋ
Ｈ
Ｍ
二
九
「
黄

金
の
毛
が
三
本
あ
る
悪
魔
」）
に
も
出
て
く
る
此

岸
と
彼
岸
を
隔
て
る
川
で
あ
る
。『
メ
ル
ヒ
ェ
ン

百
科
事
典
』
の
「
橋
（Brücke

）」
の
項
に
は
、

「
太
古
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
此
岸
と
彼
岸
は
川

に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
お
り
、
渡
し
守
か
橋
に

よ
っ
て
渡
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
古
の
諸
文
化
は

渡
し
守
し
か
知
ら
ず
、
こ
の
神
話
的
な
人
物
は
今

日
ま
で
信
仰
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
多
く
の
民
族

の
説
話
に
残
っ
て
い
る
。〈
中
略
〉
も
ち
ろ
ん
死

者
の
国
で
あ
れ
、
天
国
で
あ
れ
、
極
楽
の
よ
う
な

不
思
議
な
世
界
で
あ
れ
、彼
岸
へ
の
橋
の
概
念
は
、

人
間
が
こ
の
種
の
建
築
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

初
め
て
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
。
こ
う

し
た
此
岸
と
彼
岸
の
境
界
と
い
う
概
念
が
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
も
日
本
で
も
夢
や
お
告
げ
と
い
っ
た
超

越
的
な
出
来
事
と
結
び
つ
く
背
景
に
あ
る
の
で
は

な
い
か
。
ま
た
、
本
書
第
一
章
で
扱
わ
れ
た
柳
田

國
男
の
考
え
方
も
思
い
出
さ
れ
る
。「
海
か
ら
次

第
に
遠
ざ
か
っ
て
、
山
々
の
間
に
入
っ
て
住
ん
だ

日
本
人
は
、
天
か
ら
直
接
に
高
い
嶺
の
上
へ
、
そ

れ
か
ら
さ
ら
に
麓
に
降
り
た
ま
う
神
々
を
迎
え
祭

る
習
わ
し
に
な
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
ま
た
谷
水
の

流
れ
に
沿
う
て
、
人
界
に
近
よ
ろ
う
と
す
る
精

霊
を
信
じ
た
の
で
あ
っ
た（
５
）」。

こ
う
し
た
川
へ
の

信
仰
が
、
そ
こ
に
架
か
っ
た
橋
と
い
う
場
所
で
お



227

告
げ
が
あ
る
と
い
う
物
語
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
背

景
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た

様
々
な
こ
と
を
考
え
る
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ

る
論
考
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
章
の
注
番
号
に
欠
落
と
番
号

の
ず
れ
が
あ
る
の
で
、本
書
の
利
用
者
の
た
め
に
、

注
に
付
し
て
お
く
（
６
）。

第
七
章　

比
較
民
話
─
研
究
の
歴
史
（
グ
リ
ム

兄
弟
／
柳
田
国
男
／
Ｃ
・
Ｇ
・
ユ
ン
グ
）

こ
の
章
は
、
昔
話
の
比
較
研
究
の
基
礎
を
築
い

て
き
た
研
究
者
と
そ
の
理
論
の
概
説
で
あ
る
。
扱

わ
れ
て
い
る
の
は
、以
下
の
研
究
者
た
ち
で
あ
る
。

Ａ
・
ア
ー
ル
ネ
／
Ｋ
・
ク
ロ
ー
ン
（
フ
ィ
ン
ラ
ン

ド
学
派
）、
Ｃ
・
Ｇ
・
ユ
ン
グ
（
深
層
心
理
学
）、

Ｍ
・
ラ
ー
ツ
ァ
ル
ス
／
Ｈ
・
シ
ュ
タ
イ
ン
タ
ー
ル

（
民
族
心
理
学
）、
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
（
社
会

学
）、
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
（
民
族
心
理
学
）、
柳
田
國
男
。

各
項
目
が
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
柳

田
國
男
が
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
の
ど
の
本
を
所
有

し
て
い
た
か
も
書
か
れ
て
い
る
。
比
較
研
究
を
行

う
者
に
と
っ
て
大
い
に
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
、
高
木
氏
は
膨

大
な
資
料
を
も
と
に
、
極
め
て
実
証
的
に
論
を
進

め
て
い
る
。
高
木
氏
の
『
グ
リ
ム
童
話
を
読
む
辞

典
』
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
高
木
氏
が
積
み
重
ね

て
き
た
正
確
な
研
究
に
基
づ
く
広
範
な
知
識
に
は

感
嘆
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
知
識
の
深
さ
と
広
さ
に

支
え
ら
れ
、
本
書
で
は
各
章
で
多
様
な
視
点
と
ア

プ
ロ
ー
チ
の
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
。
昔
話
の
歴

史
的
比
較
研
究
を
志
す
者
に
と
っ
て
、
大
い
に
刺

激
と
な
り
、
範
と
な
る
本
だ
と
思
う
。
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