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口
裂
け
女
は
話
さ
れ
た
か

　
 

―
「
俗
信
」
と
「
説
話
」―

伊 

藤　
龍 

平

は
じ
め
に 

―
―
四
十
年
目
の
「
口
裂
け
女
」
―
―

「
口
裂
け
女
」
の
流
行
か
ら
、
す
で
に
四
十
年
の
歳
月
が
過
ぎ
た
。
各
分

野
で
の
研
究
の
蓄
積
も
あ
る）

1
（

。
口
承
文
芸
研
究
で
は
、
は
や
く
に
野
村
純
一

が
発
言
し
て
き
た
。
野
村
は
、
世
間
話
で
あ
る
「
口
裂
け
女
」
が
次
第
に
類

型
化
し
て
い
き
、
昔
話
と
し
て
の
形
式
を
整
え
て
い
く
こ
と
に
言
及
し
て
い

る
。
今
日
、「
口
裂
け
女
」
論
は
、
野
村
の
世
間
話
研
究
の
代
表
的
な
も
の

と
さ
れ
、
ま
た
、
都
市
伝
説
研
究
の
先
駆
け
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

…
…
と
、
柳
田
國
男
が
提
唱
し
た
「
世
間
話
」
と
い
う
語
と
、
ジ
ャ
ン
・
ハ

ロ
ル
ド
・
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
が
提
唱
し
た
「
都
市
伝
説
（urban legend

）」
と

い
う
語
を
無
前
提
に
混
用
し
て
み
た
が
、
さ
ほ
ど
違
和
感
を
抱
く
人
は
い
な

い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
「
世
間
話
」
と
い
う
語
と
「
都
市
伝
説
」
と
い
う
語

は
、
口
承
文
芸
研
究
学
界
で
は
馴
染
み
や
す
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
が
偶
然
で
は
な
い
こ
と
は
、
語
史
を
辿
れ
ば
明
ら
か
だ
。
一
九
八
〇

年
代
末
、
既
成
の
民
俗
学
の
方
法
論
が
通
用
し
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
、
新
た

な
方
向
性
と
し
て
都
市
民
俗
学
の
可
能
性
が
模
索
さ
れ
て
い
た
こ
ろ
、
重
信

幸
彦
は
久
し
く
等
閑
視
さ
れ
て
い
た
「
世
間
話
」
と
い
う
術
語
に
新
た
な
意

味
を
見
出
し
た）

2
（

。
話
型
に
と
ら
わ
れ
ず
、
自
由
な
談
話
の
技
術
と
し
て
の
世

間
話
を
問
う
姿
勢
、「
世
間
話
を4

研
究
す
る
」
の
で
は
な
く
、「
世
間
話
で4

研

究
す
る
」
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。
以
降
、
世
間
話
研
究
に
は
、
昔
話
・
伝
説

研
究
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
面
が
生
ま
れ
た
。
重
信
は
、
当
時
を
ふ
り

返
り
、「
都
市
伝
説
」
の
「
都
市
」
に
「
世
間
話
」
の
「
世
間
」
を
重
ね
合

わ
せ
た
と
述
懐
し
て
い
る）

3
（

。
実
際
、『
消
え
る
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
カ
ー
』
の
日
本

語
訳
で
は
、
原
著
者
の
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
が
使
用
し
て
い
た
以
上
の
意
味
を

「
都
市
」
と
い
う
語
に
込
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
仕
組
み
と
し
て
の
都
市
」

で
あ
る）

4
（

。
一
方
、「
世
間
話
を4

研
究
す
る
」
立
場
の
代
表
的
な
研
究
者
が
、
野
村
で

あ
っ
た
。
野
村
は
「
話
型
」
と
「
モ
チ
ー
フ
」
に
執
拗
に
こ
だ
わ
っ
て
み

せ
た
。「
都
市
」
と
い
う
語
は
野
村
も
使
用
し
て
い
る
が
、
重
信
ら
が
込
め

た
よ
う
な
意
味
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
「
口
裂
け
女
」
は
「
話
（
説
話
）」
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
？
と
い
う
の
が
、
小
学
校
一
年
生
の
と
き
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
こ
の
噂

に
ふ
れ
た
私
の
年
来
の
疑
問
で
あ
る）

5
（

。
教
室
内
で
の
友
達
と
の
会
話
で
「
ど

こ
そ
こ
の
交
差
点
で
口
裂
け
女
を
見
た
」
と
話
題
に
し
て
い
た
こ
と
、
母
が

「
う
っ
か
り
マ
ス
ク
も
で
き
な
い
」
と
話
し
て
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
が
、

は
た
し
て
、
そ
れ
は
説
話
と
呼
べ
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
解
く
鍵
が
「
俗
信
」
に
あ
る
と
い
う
の
が
、
私
の
立
て
た

見
通
し
だ
。
俗
信
を
通
し
て
「
口
裂
け
女
」
を
考
え
、「
口
裂
け
女
」
を
通

し
て
「
俗
信
」
を
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
に
併
せ
て
、

い
く
つ
か
の
提
言
を
し
て
み
た
い
。

一
、
野
村
純
一
が
用
い
た
「
口
裂
け
女
」
資
料

最
初
に
、「
口
裂
け
女
」
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
た
野
村
純
一
の
論
を
検
討

し
て
み
よ
う
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
も
と
に
独
自
の
「
語
り
手
論
」
を

構
築
し
た
野
村
が
、
現
代
説
話
を
扱
う
こ
と
は
、
当
時
、
驚
き
を
も
っ
て

受
け
止
め
ら
れ
た
と
い
う）

6
（

。
野
村
は
、
昔
話
研
究
で
得
た
知
見
か
ら
「
口

裂
け
女
」
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
鎌
の
習
俗
で
あ
り
、

「
ポ
マ
ー
ド
」
と
い
う
呪
言
で
あ
り
、
逃
走
譚
の
話
型
で
あ
り
、「
三
人
姉

妹
の
末
妹
」
と
い
う
設
定
に
見
ら
れ
る
「
三
」
の
モ
チ
ー
フ
な
ど
だ
っ
た
。

野
村
は
「
口
裂
け
女
」
の
今
後
を
「
昔
話
へ
の
類
型
化
の
道
を
た
ど
る
の

で
は
な
い
か
」
と
予
測
し
て
い
る
。

野
村
は
「
口
裂
け
女
」
に
関
す
る
論
考
を
い
く
つ
か
書
い
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
『
日
本
の
世
間
話
』
に
収
録
さ
れ
た
「
口
裂
け
女
そ
の
他
」
を

参
照
す
る）

7
（

。
な
ぜ
な
ら
、
同
論
考
は
、
野
村
の
「
口
裂
け
女
」
研
究
の
到

達
点
と
見
な
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

最
初
に
、
野
村
は
「
件ク
ダ
ン」

伝
承
の
変
容
に
言
及
し
、「
土
地
人
は
こ
れ
ま

で
に
な
い
話
に
遭
遇
し
て
も
、
何
故
な
お
旧
慣
、
慣
習
に
則
っ
て
こ
れ
へ

の
対
応
を
示
し
、
対
処
抑
制
し
よ
う
と
し
た
の
か
」
と
問
題
化
す
る
。
そ

し
て
武
田
正
が
報
告
し
た
「
食
わ
ず
女
房
」
の
話
者
の
地
語
り
の
部
分
に

お
い
て
「
何
と
、
ほ
い
つ
ぁ
口
裂
け
女
で
、
耳
ま
で
口
裂
け
で
で
」
と
あ

る
の
に
注
目
す
る）

8
（

。
一
般
的
な
「
食
わ
ず
女
房
」
で
は
、
女
の
頭
頂
部
に

口
が
あ
る
が
、こ
の
話
の
場
合
は
違
っ
た
。
そ
れ
を
野
村
は
流
行
中
の
「
口

裂
け
女
」
の
影
響
と
捉
え
、
モ
チ
ー
フ
の
「
ご
く
近
い
時
期
に
お
け
る
受

容
、
享
受
」
と
判
断
し
た
。

そ
の
後
、
野
村
は
、「
口
裂
け
女
」
が
類
型
化
し
て
い
く
こ
と
を
指
摘
す

る
の
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
論
を
展
開
す
る
際
に
使
用
し
た

資
料
で
あ
る
。
野
村
が
最
初
に
ふ
れ
た
の
は
、
天
野
清
子
の
報
告
で
、
仙

台
市
の
例
で
あ
る）

9
（

。
天
野
の
報
告
に
も
以
下
に
ふ
れ
る
事
柄
は
表
れ
て
い

る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
野
村
自
身
が
「
口
裂
け
女
そ
の
他
」
で
提
示
し

た
一
四
の
事
例
か
ら
挙
げ
る
。「
昭
和
五
十
六
（
一
九
八
一
）
年
以
後
、
両

三
年
の
間
に
協
力
を
得
た
女
子
学
生
諸
君
か
ら
の
直
接
回
答
に
も
と
づ
く
」

と
あ
り
、
詳
細
は
不
明
な
が
ら
、
一
二
〇
〇
例
ほ
ど
集
ま
っ
た
と
い
う
か

ら
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る）

10
（

。

【
事
例
一
】

　
耳
の
と
こ
ろ
ま
で
あ
る
白
い
大
き
な
マ
ス
ク
を
し
て
い
て
、
そ
れ
を



217 216 『口承文芸研究』第 44号　2021年 3月

取
る
と
真
っ
赤
な
口
が
耳
元
ま
で
避
け
て
い
る
。
通
行
人
と
逆
の
方
向

に
立
っ
て
い
る
。
急
に
後
ろ
を
振
り
向
き
、「
私
、
き
れ
い
？
」
と
い
っ

て
マ
ス
ク
を
は
ず
す
。
そ
の
口
を
見
せ
ら
れ
た
人
は
、
み
ん
な
驚
い
て

逃
げ
出
そ
う
と
す
る
。「
私
、
き
れ
い
」
に
答
え
な
け
れ
ば
ナ
イ
フ
で
嚇

さ
れ
る
。
百
メ
ー
ト
ル
を
三
秒
で
走
っ
て
追
っ
て
く
る
。
口
裂
け
女
は

髪
に
つ
け
る
ポ
マ
ー
ド
が
き
ら
い
。 

（
那
覇
市　
盛
島
一
江
）

【
事
例
二
】

　
マ
ス
ク
を
し
て
片
手
に
斧
を
持
っ
て
い
る
。「
あ
た
し
っ
て
、
き
れ

い
？
」
と
訊
ね
る
。
そ
の
と
き
の
マ
ス
ク
を
取
っ
て
、
大
き
く
裂
け
た

口
を
見
せ
る
。
驚
い
て
叫
ぶ
と
追
い
掛
け
て
く
る
。
つ
か
ま
る
と
殺
さ

れ
る
。
相
手
は
バ
イ
ク
と
同
じ
速
さ
で
走
っ
て
く
る
。
た
だ
一
つ
助
か

る
方
法
は
「
ポ
マ
ー
ド
」
と
い
う
か
、
い
つ
も
ポ
マ
ー
ド
を
つ
け
て
い

る
こ
と
。
噂
の
流
れ
た
と
き
に
は
、パ
ト
カ
ー
が
近
所
を
巡
回
し
て
「
口

裂
け
女
が
現
れ
ま
す
。
早
く
家
に
帰
り
ま
し
ょ
う
」
と
注
意
を
訴
え
て

い
た
。 

（
平
塚
市　
安
藤
幸
代
）

【
事
例
三
】

　
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て
出
没
す
る
。
一
人
で
歩
い
て
い
る
と
、
口
に

大
き
な
マ
ス
ク
を
し
た
女
の
人
が
「
私
、
き
れ
い
？
」
と
後
ろ
か
ら
聞

く
。「
き
れ
い
」
と
答
え
る
と
、
マ
ス
ク
を
は
ず
し
て
、
耳
ま
で
避
け
た

口
を
見
せ
て
「
こ
れ
で
も
か
？
」
と
い
う
。
逃
げ
出
す
と
鎌
を
振
り
上

げ
て
追
い
掛
け
て
く
る
。
走
る
の
が
速
く
、
鎌
で
襲
う
。
口
裂
け
女
は

べ
っ
こ
う
あ
め
が
好
き
な
の
で
、
そ
れ
を
あ
げ
る
と
許
し
て
く
れ
る
。

 

（
千
葉
市　
高
橋
圭
子
）

以
下
も
事
例
は
続
く
が
省
略
す
る
。
一
読
し
て
わ
か
る
の
が
、
ほ
と
ん

ど
の
文
末
が
「
た
形
」（「
口
が
耳
元
ま
で
裂
け
て
い
た
」、「
立
っ
て
い
た
」）

で
は
な
く
、
現
在
形
（「
口
が
耳
元
ま
で
裂
け
て
い
る
」、「
立
っ
て
い
る
」）

で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る）

11
（

。
こ
の
後
に
野
村
が
挙
げ
た
事
例
で
も
、

す
べ
て
「
口
裂
け
女
」
の
特
徴
は
現
在
形
で
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合

の
現
在
形
は
、
一
般
的
な
法
則
や
習
慣
を
説
明
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
（
例
え
ば
「
朝
に
な
る
と
、
太
陽
が
上
る
」、「
太
陽
が
上
る

と
、
明
る
く
な
る
」）。

文
法
学
者
の
岸
彩
子
は
、「
現
在
形
が
解
釈
さ
れ
る
2
種
類
の
領
域
」
と

し
て
「
ｔ
領
域
」
と
「
非
ｔ
領
域
」
を
提
唱
し
て
い
る）

12
（

。
岸
に
よ
る
と
、

「
ｔ
領
域
」
と
は
「
１
時
空
に
限
定
さ
れ
る
」
も
の
で
「
文
は
直
接
的
な
体

験
に
基
づ
く
知
覚
の
表
現
と
解
釈
さ
れ
る
」。
一
方
、「
非
ｔ
領
域
」
は
「
１

時
空
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
」
も
の
で
、「
個
々
の
時
点
の
差
は
捨
象

さ
れ
」、「
文
は
記
憶
に
基
づ
く
知
識
表
現
と
解
釈
さ
れ
る
」。
こ
れ
に
な
ら

え
ば
、
先
に
引
用
し
た
「
口
裂
け
女
」
の
事
例
は
、
特
定
の
時
間
や
場
所

に
限
定
さ
れ
ず
、「
知
覚
」
で
は
な
く
「
知
識
」
を
記
し
た
「
非
ｔ
領
域
」

に
属
す
る
も
の
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
野
村
の
挙
げ
た
事
例
の
み
な
ら
ず
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
一

般
に
「
口
裂
け
女
」
と
し
て
流
通
し
て
い
る
の
は
現
在
形
で
綴
ら
れ
た
、

「
非
ｔ
領
域
」
に
属
す
る
言
説
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
一
連
の
「
口
裂
け
女
」
の
事
例
に
は
登
場
人
物
が
い
な
い
し
、

話
と
し
て
の
展
開
部
も
な
い
。
た
だ
、「
口
裂
け
女
」
の
特
徴
と
し
て
「
マ

ス
ク
を
し
て
い
る
」、「
鎌
を
持
っ
て
い
る
」、「
コ
ー
ト
を
着
て
い
る
」、

「「
私
、
き
れ
い
？
」
と
問
い
か
け
る
」、「
走
る
の
が
速
い
」
…
…
等
々
、

容
姿
や
行
動
の
特
徴
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
例
え
ば
「
河
童
」
は
「
頭
に
皿
が
あ
る
」、「
水
か
き
が
あ
る
」、

「
背
中
に
甲
羅
が
あ
る
」、「
人
を
水
に
引
き
込
む
」、「
天
狗
」
は
「
鼻
が
高

い
」、「
顔
が
赤
い
」、「
山
伏
の
姿
を
し
て
い
る
」、「
子
ど
も
を
さ
ら
う
」

…
…
と
説
明
し
て
い
る
の
と
同
じ
で
、
け
っ
し
て
説
話
で
は
な
い
。
断
片

的
な
情
報
の
集
積
な
の
だ
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
妖
怪
と
す
ら
言
い

か
ね
る
。「
口
裂
け
女
」
の
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
多
く
は
、
人
間
の

身
体
的
特
徴
を
羅
列
し
て
い
る
の
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。

二
、「
口
裂
け
女
俗
信
」
と
「
口
裂
け
女
説
話
」

こ
う
し
た
「
非
ｔ
領
域
」
に
属
す
る
「
口
裂
け
女
」
の
言
説
を
、
便
宜

上
、
こ
こ
で
は
「
俗
信
」
と
呼
ん
で
お
く
。
必
ず
し
も
適
切
な
用
語
で
は

な
い
と
は
思
う
が
、
俗
信
に
お
け
る
時
間
・
空
間
性
の
な
さ
、
知
覚
で
は

な
く
知
識
で
あ
る
こ
と
は
「
非
ｔ
領
域
」
の
特
徴
だ
か
ら
だ
。
例
え
ば
、

「
カ
ラ
ス
鳴
き
が
悪
い
と
人
が
死
ぬ
」
と
い
う
俗
信
は
、
一
般
的
な
法
則
で

あ
っ
て
、
個
別
の
時
間
・
空
間
に
限
定
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
俗
信
が

個
別
の
時
間
・
空
間
に
適
用
さ
れ
た
と
き
、
そ
こ
に
説
話
が
生
ま
れ
る
。

例
え
ば
│
│
「
昨
日
、
お
隣
さ
ん
の
家
の
屋
根
で
カ
ラ
ス
が
変
な
鳴
き
方

を
す
る
な
あ
っ
て
思
っ
て
た
の
よ
。
そ
し
た
ら
、
そ
の
家
の
ご
主
人
が
亡

く
な
っ
て
ね
…
…
」。

俗
信
と
し
て
「
口
裂
け
女
」
を
記
述
す
る
と
、「
夜
中
に
子
ど
も
が
一
人

で
歩
い
て
い
る
と
、
口
が
耳
ま
で
裂
け
て
い
る
女
に
襲
わ
れ
る
」
と
な
る
。

こ
の
「
口
が
耳
ま
で
裂
け
て
い
る
」
の
部
分
は
他
の
「
口
裂
け
女
」
の
特

徴
（「
マ
ス
ク
を
し
て
い
る
」、「
鎌
を
持
っ
て
い
る
」
な
ど
）
と
入
れ
替
え

可
能
で
あ
る
。

俗
信
が
民
俗
学
の
研
究
領
域
と
し
て
定
着
し
て
久
し
い
が
、
常
光
徹
に

よ
る
と
、
語
の
由
来
も
定
義
も
不
明
瞭
な
部
分
が
多
い
と
い
う）

13
（

。
そ
れ
を

ふ
ま
え
た
う
え
で
、
先
行
研
究
か
ら
最
大
公
約
数
的
に
俗
信
の
条
件
を
提

示
す
る
と
、「
断
片
的
で
あ
る
こ
と
」、「
非
体
系
的
で
あ
る
こ
と
」
が
挙
げ

ら
れ
る）

14
（

。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
先
に
見
た
「
口
裂
け
女
」
の
伝
承
の
あ
り
よ

う
と
共
通
す
る
も
の
だ
っ
た
。

先
に
挙
げ
た
事
例
に
も
部
分
的
に
時
間
性
・
空
間
性
の
あ
る
個
所
は
あ

る
。【
事
例
二
】
の
「
噂
の
流
れ
た
と
き
に
は
、
パ
ト
カ
ー
が
近
所
を
巡
回

し
て
「
口
裂
け
女
が
現
れ
ま
す
。
早
く
家
に
帰
り
ま
し
ょ
う
」
と
注
意
を

訴
え
て
い
た
」
と
い
う
部
分
が
そ
れ
だ
。
直
接
、
口
裂
け
女
が
登
場
す
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
部
分
に
関
し
て
い
う
な
ら
、
報
告
者
の
子
ど
も

時
代
（
時
間
）
に
、
神
奈
川
県
平
塚
市
（
空
間
）
と
い
う
土
地
を
舞
台
と

し
た
説
話
で
あ
っ
た
。

野
村
が
提
示
し
た
事
例
の
う
ち
、
報
告
全
体
を
説
話
と
見
な
せ
る
の
は

【
事
例
五
】
で
、
終
始
、
た
形
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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【
事
例
五
】

　
私
は
そ
の
頃
、
阿
寒
町
か
ら
釧
路
市
内
の
高
校
に
通
っ
て
い
た
。
東

京
に
出
現
し
て
か
ら
二
、三
日
す
る
と
札
幌
に
来
た
。
そ
の
後
さ
ら
に

二
、三
日
で
釧
路
に
入
っ
た
。
市
内
（
釧
路
）
の
白
樺
台
と
桜
ヶ
丘
に
四

時
か
ら
五
時
に
か
け
て
現
れ
た
。
そ
の
た
め
に
、
そ
ち
ら
に
帰
宅
す
る

生
徒
は
注
意
を
求
め
ら
れ
た
。 

（
釧
路
町
、
松
実
知
子
）

こ
こ
に
は
、
確
か
に
時
間
（
報
告
者
が
高
校
生
の
こ
ろ
）
と
空
間
（
北

海
道
釧
路
市
）
が
あ
る
。「
札
幌
に
来
た
」、「
釧
路
に
入
っ
た
」、「
四
時
か

ら
五
時
に
か
け
て
現
れ
た
」
の
主
語
が
「
口
裂
け
女
」
で
あ
る
の
は
文
脈

か
ら
明
ら
か
な
の
で
、【
事
例
二
】
と
異
な
り
「
口
裂
け
女
」
も
登
場
し
て

い
る
。
こ
こ
で
の
「
口
裂
け
女
」
は
俗
信
で
は
な
い
。

ま
た
、
私
自
身
の
例
で
い
う
と
、
教
室
で
友
達
と
話
し
て
い
た
「
口
裂

け
女
」
の
特
徴
の
数
々
は
俗
信
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
時
間
・
空
間
の
限
定

は
な
か
っ
た
が
、「
交
差
点
で
「
口
裂
け
女
」
を
見
た
」
と
い
う
話
題
に

な
っ
た
瞬
間
、
そ
こ
に
説
話
は
あ
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
通
学

路
に
佇
む
「
口
裂
け
女
」
は
、
自
分
た
ち
を
登
場
人
物
と
し
た
時
間
・
空

間
の
な
か
に
あ
っ
た
。

つ
ま
り
一
九
七
〇
年
代
末
の
「
口
裂
け
女
」
伝
承
に
は
、「
口
裂
け
女
俗

信
」
と
「
口
裂
け
女
説
話
」
の
二
相
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
圧
倒
的
に
多
か
っ

た
の
は
「
口
裂
け
女
俗
信
」
の
ほ
う
で
あ
り
、「
口
裂
け
女
説
話
」
は
、
つ

い
に
話
型
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
な
く
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
当
時
、
巷
間
に
流
行
し
て
い
た
「
口
裂
け
女
」
の
多
く
が
説

話
で
は
な
く
俗
信
だ
っ
た
こ
と
に
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

学
校
を
舞
台
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
学
校
で
形
成
さ
れ
た
学

級
共
同
体
を
伝
承
母
体
と
し
て
い
た
こ
と
、
通
学
路
と
い
う
拡
張
さ
れ
た

学
校
空
間
で
の
怪
異
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
口
裂
け
女
」
は
広
義
の
学
校
の

怪
談
と
い
え
る）

15
（

。
学
校
の
怪
談
で
あ
る
か
否
か
は
、
伝
承
の
時
と
場
か
ら

判
断
さ
れ
る
べ
き
だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
山
田
厳
子
は
、
柳
田
國
男
の

論
を
引
用
し
、
学
校
の
怪
談
は
、
子
ど
も
の
「
社
交
」
と
「
ふ
る
ま
い
」

の
な
か
に
あ
っ
た
と
い
う
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る）

16
（

。
逆
に
い
え
ば
、
子

ど
も
の
「
社
交
」
と
「
ふ
る
ま
い
」
の
な
か
に
あ
っ
た
か
ら
、「
学
校
」
を

舞
台
に
し
て
い
る
の
だ
。

当
時
の
「
口
裂
け
女
」
は
単
体
で
話
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

教
室
で
の
友
達
と
の
雑
談
の
な
か
に
「
口
裂
け
女
」
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
多
く
は
俗
信
で
あ
り
、
説
話
だ
っ
た
と
し
て
も
「
口
裂
け
女
を
見
た
」

と
い
う
だ
け
の
内
容
の
極
め
て
乏
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
座
持
ち

に
な
っ
た
の
は
、
友
達
同
士
と
い
う
人
間
関
係
の
な
か
で
話
さ
れ
て
い
た

か
ら
だ
。

あ
ら
た
め
て
、
野
村
の
論
に
寄
り
添
い
な
が
ら
考
え
て
み
よ
う
。
野
村

も
指
摘
し
て
い
る
が
、「
口
裂
け
女
」
に
は
逃
走
譚
の
モ
チ
ー
フ
が
見
ら
れ

る
。
昔
話
の
話
型
で
い
う
な
ら
、「
食
わ
ず
女
房
」、「
牛
方
山
姥
」、「
三
枚

の
護
符
」
な
ど
が
そ
う
だ
。『
日
本
昔
話
大
成
』
に
載
る
「
食
わ
ず
女
房
」

は
次
の
よ
う
だ）

17
（

。

1
、 

男
が
飯
を
食
わ
ぬ
女
房
を
欲
し
が
る
。
飯
を
食
わ
ぬ
女
が
訪
ね
て

き
た
の
で
女
房
に
す
る
。

2
、
飯
を
食
わ
な
い
の
で
の
ぞ
く
と
、
頭
の
穴
に
飯
を
入
れ
て
い
る
。

3
、 

追
い
出
そ
う
と
す
る
と
、
彼
を
桶
の
な
か
に
入
れ
て
山
に
か
つ
い

で
行
く
。
男
は
途
中
で
の
が
れ
て
、
菖
蒲
・
蓬
（
譲
り
葉
）
の
中

に
か
く
れ
る
。

4
、 

山
姥
（
鬼
女
・
狸
・
蛙
・
蛇
・
蜘
蛛
）
に
な
っ
て
追
い
か
け
て
来

る
が
、
男
の
い
る
と
こ
ろ
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

5
、 （
そ
の
日
が
五
月
五
日
で
、
そ
れ
以
来
菖
蒲
・
蓬
を
軒
に
さ
す
よ
う

に
な
る
）

右
の
モ
チ
ー
フ
の
う
ち
の
ど
れ
か
が
欠
け
た
り
順
序
が
錯
綜
し
た
り
し
て

い
た
場
合
、
そ
れ
は
も
は
や
不
条
理
劇
の
様
相
を
呈
す
る
。
実
際
、
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
で
そ
う
し
た
例
に
接
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
大
抵
は
資
料
集
に

は
入
れ
ら
れ
な
い
。
國
學
院
大
學
説
話
研
究
会
で
は
「
断
片
」
と
し
て
処
理

し
て
い
た
。
発
端
か
ら
結
末
ま
で
を
間
断
な
く
追
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
説

話
に
あ
っ
て
は
、
要
素
が
抜
け
落
ち
る
こ
と
は
禁
物
な
の
だ
。

三
、「
学
校
の
俗
信
」
の
な
か
の
「
口
裂
け
女
」

そ
れ
に
対
し
て
、「
口
裂
け
女
俗
信
」
に
は
モ
チ
ー
フ
の
連
続
に
よ
る
話

型
は
な
い
。
不
足
を
感
じ
た
ら
後
か
ら
補
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
口
頭
表
現
能
力
の
乏
し
い
小
学
校
低
学
年
の
児
童
で
も
話
題
に
で
き

た
の
だ
ろ
う
。「
口
裂
け
女
」
が
全
国
に
蔓
延
し
た
の
は
、
こ
れ
が
説
話
で

は
な
く
俗
信
だ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。「
口
裂
け
女
」
の
特
徴
の
数
々

に
順
序
は
な
い
。

ま
た
、
俗
信
の
場
合
、
モ
チ
ー
フ
を
追
加
す
る
こ
と
も
容
易
で
あ
る
。

例
え
ば
「
三
人
姉
妹
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
、「
整
形
に
失
敗
し
て
口
が
裂
け

た
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
説
話
の
流
れ
の
な
か
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
相

応
に
複
雑
な
作
業
が
必
要
に
な
る
が
、
俗
信
な
ら
ば
難
し
い
こ
と
で
も
な

い
。
も
し
「
食
わ
ず
女
房
」
の
話
に
係
累
を
入
れ
た
り
、
前
日
譚
を
入
れ

た
り
す
る
と
な
る
と
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
内
容
そ
の
も
の
を
ふ
く
め
た
大
幅

な
改
変
が
必
要
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
「
口
裂
け
女
」
伝
承
の
担
い
手
を
多
層
的
に
見
る
必
要
は
あ

る
。
高
学
年
に
な
れ
ば
、
説
話
と
し
て
の
「
口
裂
け
女
」
の
内
容
を
改
変

す
る
こ
と
も
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
現
在
の
報
告
例
か
ら
窺
う

に
、「
口
裂
け
女
説
話
」
に
そ
う
し
た
バ
リ
ア
ン
ト
は
見
ら
れ
な
い
。

見
て
き
た
よ
う
に
、「
口
裂
け
女
」
伝
承
の
多
く
は
、
俗
信
で
あ
っ
て
説

話
で
は
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
世
間
話
で
は
な
い
。
そ
う
考
え

る
と
、
世
間
話
研
究
の
文
脈
で
「
口
裂
け
女
」
を
取
り
上
げ
る
の
が
不
適

切
で
あ
る
の
は
明
ら
か
だ
。
な
ら
ば
、
な
ぜ
野
村
は
誤
っ
た
の
か
。

思
い
出
さ
れ
る
光
景
が
あ
る
。
私
が
大
学
院
生
の
こ
ろ
（
一
九
九
〇
年

代
後
半
）、
あ
る
日
の
講
義
で
、「
佐
川
急
便
の
飛
脚
の
絵
の
赤
褌
を
触
る

と
幸
せ
に
な
る
」
と
い
う
伝
承
に
つ
い
て
、野
村
は
「
あ
れ
は
世
間
話
じ
ゃ

な
い
よ
。
現
代
の
俗
信
だ
」
と
発
言
し
た
こ
と
が
あ
る
。
野
村
は
、
明
確

に
、
説
話
と
俗
信
を
分
け
て
考
え
て
い
た
。
そ
れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
「
口

裂
け
女
」
を
説
話
と
し
て
扱
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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お
そ
ら
く
「
口
裂
け
女
俗
信
」
が
話
さ
れ
る
と
き
（
あ
る
い
は
報
告
さ

れ
る
と
き
）、
先
の
事
例
の
よ
う
に
複
数
の
特
徴
が
列
挙
さ
れ
る
た
め
、
野

村
の
目
に
は
そ
れ
が
一
続
き
の
説
話
の
よ
う
に
見
え
た
の
だ
ろ
う
。
い
や
、

野
村
だ
け
で
は
な
く
、
以
降
の
研
究
者
が
、「
口
裂
け
女
」
を
説
話
と
し
て

扱
っ
た
の
も
、
特
徴
の
羅
列
か
ら
、
時
間
と
空
間
が
あ
る
か
の
よ
う
に
錯

覚
し
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

敷
衍
す
る
と
、「
学
校
の
怪
談
」
と
し
て
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
伝
承
の

多
く
が
説
話
で
は
な
く
、
俗
信
だ
っ
た
。
夜
の
学
校
で
、「
音
楽
室
の
ベ
ー

ト
ー
ベ
ン
の
肖
像
画
の
目
が
光
る
」、「
二
宮
金
次
郎
の
像
が
動
く
」、「
誰
も

い
な
い
ト
イ
レ
の
個
室
を
ノ
ッ
ク
す
る
と
、
中
か
ら
返
事
が
あ
る
」
…
…

等
々
の
怪
談
の
多
く
は
、
話
と
し
て
の
展
開
部
を
持
た
な
い
俗
信
だ
っ
た
。

そ
う
考
え
る
と
、「
学
校
の
怪
談
」
が
、
俗
信
研
究
を
得
意
と
す
る
常
光

徹
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
理
由
も
見
え
て
く
る）

18
（

。「
学
校
の
怪
談
」
と
し
て

括
ら
れ
る
常
光
の
一
連
の
研
究
対
象
は
、「
学
校
の
俗
信
」
と
呼
ぶ
の
が
正

確
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
学
校
の
俗
信
」
と
い
う
問
題
設
定
に
し
て
い
れ
ば
、

恐
怖
を
と
も
な
わ
な
い
学
校
文
化
を
も
対
象
に
し
得
た
は
ず
で
あ
る
。

常
光
の
「
学
校
の
怪
談
」
研
究
に
は
、
高
木
史
人
に
よ
る
批
判
が
あ
る）

19
（

。

高
木
は
、「
常
光
の
興
味
は
「
口
承
」
に
は
な
く
、「
心
意
伝
承
」
に
こ
そ

存
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
し
、「
学
校
の
怪
談
」
で
は
な
く
「
学
校

の
怪
異
・
妖
怪
」
こ
そ
が
常
光
の
研
究
対
象
を
指
す
に
ふ
さ
わ
し
い
語
だ

と
述
べ
、
と
く
に
事
例
の
扱
い
方
に
つ
い
て
〈
口
承
〉
研
究
の
立
場
か
ら

違
和
感
を
表
明
す
る
。
い
わ
く
│
│
「
常
光
の
「
学
校
の
怪
談
」
に
示
さ

れ
る
事
例
は
、
こ
れ
は
口
承
文
芸
の
示
し
方
で
は
な
い
。
俗
信
や
伝
説
を

示
す
手
つ
き
に
近
い
。「
ど
の
よ
う
に
」
よ
り
は
、「
何
を
」
に
注
目
し
た

資
料
の
示
し
方
で
あ
る
。
コ
ト
バ
で
は
な
く
コ
ト
と
し
て
「
学
校
の
怪
談
」

を
分
析
し
て
い
る
」。

至
極
真
っ
当
な
指
摘
だ
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
「
学
校

の
怪
談
」
の
多
く
は
説
話
で
は
な
く
、
ま
さ
に
高
木
が
言
う
よ
う
に
、
俗

信
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
あ
い
だ
で
流
通
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た

ろ
う
か
。「
ツ
バ
メ
が
低
く
飛
ぶ
と
、
雨
が
降
る
」
の
と
同
じ
よ
う
に
、
一

行
知
識
と
し
て
「
夜
中
の
学
校
に
行
く
と
、
階
段
が
一
段
増
え
る
」
と
い

う
俗
信
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

思
い
起
こ
せ
ば
、
柳
田
が
「
妖
怪
」
と
し
て
提
示
し
た
事
例
の
多
く
は
、

説
話
で
は
な
く
俗
信
だ
っ
た
。
柳
田
の
「
妖
怪
名
彙
」
か
ら
例
を
引
く
と
、

以
下
の
よ
う
で
あ
る）

20
（

。

フ 

ク
ロ
サ
ゲ　
信
州
大
町
の
附
近
に
は
、
昔
狸
が
出
て
白
い
袋
を
下
げ
た

の
で
、
袋
下
げ
と
い
っ
て
い
る
処
が
あ
る
。
田
屋
の
下
の
飯
つ
ぎ
転
ば

し
と
い
う
の
も
同
じ
怪
で
あ
っ
た
と
い
う
（
北
安
曇
郡
郷
土
誌
稿
巻
七
）。

ヤ 

カ
ン
ヅ
ル　
夜
遅
く
森
の
中
を
通
る
と
樹
の
上
か
ら
薬
罐
が
下
が
る

と
い
っ
て
い
る
（
長
野
附
近
俗
信
集
）。

現
在
形
で
記
さ
れ
る
右
の
記
述
は
、
説
話
で
は
な
い
。
そ
の
他
の
妖
怪

も
同
じ
よ
う
に
綴
ら
れ
て
い
る
。「
名
彙
」
と
い
う
性
質
も
あ
る
が
、
柳
田

が
定
義
す
る
妖
怪
は
、
俗
信
と
し
て
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
俗
信

か
ら
説
話
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
一
例
を
示
せ
ば
、「
妖
怪
名
彙
」
で

は
、
フ
ク
ロ
サ
ゲ
、
ヤ
カ
ン
ヅ
ル
に
続
け
て
立
項
さ
れ
た
、
ア
ブ
ラ
ス
マ

シ
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

ア 

ブ
ラ
ス
マ
シ　
肥
後
天
草
島
の
草
隅
越
と
い
う
山
路
で
は
、
こ
う
い

う
名
の
怪
物
が
出
る
。
あ
る
時
孫
を
連
れ
た
一
人
の
婆
様
が
、
こ
こ

を
通
っ
て
こ
の
話
を
思
い
出
し
、
こ
こ
に
は
昔
油
瓶
下
げ
た
の
が
出

た
そ
う
だ
と
い
う
と
、「
今
も
出
る
ぞ
」
と
い
っ
て
油
す
ま
し
が
出
て

き
た
と
い
う
話
も
あ
る
（
天
草
民
俗
誌
）。
ス
マ
シ
と
い
う
語
の
意
味

は
不
明
で
あ
る
。

最
初
の
一
行
「
肥
後
天
草
島
の
草
隅
越
と
い
う
山
路
で
は
、
こ
う
い
う
名

の
怪
物
が
出
る
」
は
説
話
で
は
な
く
俗
信
だ
が
、
こ
れ
に
続
く
「
あ
る
時

（
…
…
中
略
…
…
）
と
い
う
話
も
あ
る
」
と
い
う
箇
所
は
登
場
人
物
が
い
て
、

展
開
部
を
持
っ
た
説
話
で
あ
る
。「
妖
怪
名
彙
」
の
項
目
の
う
ち
、
説
話
と

見
な
せ
る
部
分
を
有
す
る
も
の
と
し
て
は
、
ほ
か
に
オ
ッ
パ
シ
ョ
イ
シ
、
ヒ

ヲ
カ
セ
、オ
サ
ビ
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
俗
信
は
説
話
で
は
な
い
も
の
の
、

説
話
の
存
在
・
生
成
を
予
感
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。「
妖
怪
名
彙
」
の
本
文

に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
フ
ク
ロ
サ
ゲ
や
ヤ
カ
ン
ヅ
ル
な
ど
に
し
て
も
、

ア
ブ
ラ
ス
マ
シ
の
項
目
の
よ
う
に
、
説
話
が
生
ま
れ
得
た
は
ず
だ
。

四
、「
怪
人
」
伝
承

「
口
裂
け
女
俗
信
」
も
ま
た
、
説
話
を
予
感
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ

は
「
か
つ
て
、
こ
う
い
う
話
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
」
と
い
う
推
測
で
あ
り
、

「
こ
れ
か
ら
、
こ
う
い
う
話
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
予
測
で
あ
る
。

後
者
に
関
し
て
い
え
ば
、「
自
分
が
こ
の
話
の
主
人
公
に
な
る
（
＝
襲
わ
れ

る
）
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
予
測
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
「
狐

は
人
を
道
に
迷
わ
せ
る
」
と
い
う
俗
信
を
知
っ
て
い
た
人
が
道
に
迷
っ
た

際
に
、
自
分
が
置
か
れ
た
状
況
を
「
狐
に
化
か
さ
れ
て
い
る
」
と
判
断
す

る
よ
う
な
も
の
だ
。
彼
が
自
身
の
体
験
を
人
に
話
す
と
き
、「
狐
に
化
か
さ

れ
た
話
」
が
生
ず
る
。

次
に
、「
口
裂
け
女
俗
信
」
の
要
素
を
タ
イ
プ
別
に
分
類
し
て
み
よ
う
。

タ
イ
プ
①
は
「
外
見
」
に
関
す
る
要
素
。「
白
い
マ
ス
ク
を
し
て
い
る
」、

「
口
が
耳
元
ま
で
裂
け
て
い
る
」、「
赤
い
レ
イ
ン
コ
ー
ト
を
着
て
い
る
」

…
…
等
々
。

タ
イ
プ
②
は
「
行
動
」
に
関
す
る
要
素
。「「
私
、
き
れ
い
？
」
と
問
い

か
け
る
」、「
鎌
で
子
ど
も
に
襲
い
か
か
る
」、「
足
が
バ
イ
ク
よ
り
速
い
」

…
…
等
々
。

タ
イ
プ
③
は
「
嗜
好
」
に
関
す
る
要
素
。「
ポ
マ
ー
ド
が
嫌
い
」、「
べ
っ

こ
う
ア
メ
が
好
き
」、「「
燃
え
ろ
い
い
女
」
を
歌
う
と
現
れ
る
（
あ
る
い
は
、

逃
げ
る
）」
…
…
等
々
。

タ
イ
プ
④
は
「
出
自
」
に
関
す
る
要
素
。「
三
人
姉
妹
で
あ
る
（
三
人
と

も
「
口
裂
け
女
」
で
あ
る
場
合
と
、
末
娘
だ
け
が
「
口
裂
け
女
」
で
あ
る

こ
と
が
あ
る
）」、「
整
形
手
術
に
失
敗
し
て
口
が
裂
け
た
（
も
し
く
は
、
交

通
事
故
に
よ
っ
て
口
が
裂
け
た
）」、「
気
が
狂
っ
て
自
分
で
口
を
裂
い
た
」、

「
精
神
病
院
か
ら
抜
け
出
し
て
き
た
」
…
…
等
々
。
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タ
イ
プ
①
と
②
は
「
口
裂
け
女
」
の
基
本
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
し

て
い
る
。
そ
れ
は
ユ
ン
グ
心
理
学
な
ら
ば
「
元
型
」（
こ
の
場
合
で
い
え
ば

「
グ
レ
ー
ト
マ
ザ
ー
」）
に
当
た
る
も
の
で
、
こ
の
方
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ

し
た
研
究
も
あ
る）

21
（

。

野
村
が
注
目
す
る
の
は
主
に
タ
イ
プ
③
と
タ
イ
プ
④
で
、
こ
こ
に
「
口

裂
け
女
」
の
類
型
化
を
見
出
し
て
い
る
。
新
た
な
要
素
が
付
け
加
え
ら
れ

や
す
か
っ
た
の
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
説
話
で
は
な
く
俗
信
だ
っ
た

か
ら
だ
と
お
ぼ
し
い
。
そ
れ
で
は
、
な
に
ゆ
え
要
素
が
付
け
加
え
ら
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
野
村
は
何
も
言
及
し
て
い
な
い
が
、
察
す
る
に
、

「
口
裂
け
女
」
と
い
う
理
不
尽
な
怪
が
存
在
す
る
理
由
や
、
行
動
の
動
機
の

説
明
を
、
話
し
手
・
聞
き
手
た
る
子
ど
も
た
ち
が
欲
し
た
か
ら
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。「
口
裂
け
女
」
は
、理
由
も
な
く
子
ど
も
た
ち
の
前
に
現
わ
れ
、

問
答
無
用
で
切
り
か
か
っ
て
く
る
通
り
魔
の
よ
う
な
存
在
だ
。
実
際
に
子

ど
も
を
狙
っ
た
痛
ま
し
い
事
件
は
各
地
で
起
き
て
い
て
、大
人
た
ち
も
「
口

裂
け
女
」
を
そ
の
文
脈
で
捉
え
て
い
た
。
だ
か
ら
、
警
察
が
出
動
し
た
り
、

集
団
下
校
を
行
な
っ
た
り
し
た
の
で
あ
る）

22
（

。
要
素
を
増
や
し
て
「
口
裂
け

女
」
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
危
機
を
回
避
す
る
た
め
の
子
ど
も
な

り
の
自
己
防
御
本
能
が
働
い
た
と
解
釈
で
き
る
。

一
九
七
〇
年
代
後
半
の
時
点
で
、
通
俗
的
「
妖
怪
」
概
念
は
子
ど
も
た

ち
の
間
に
浸
透
し
て
い
た）

23
（

。
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
「
口
裂
け
女
」
に
接
し
た

子
ど
も
た
ち
は
、
こ
の
怪
女
を
妖
怪
と
は
見
て
い
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
ま

た
、「
口
裂
け
女
」
の
行
動
も
、
怪
異
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

子
ど
も
た
ち
が
感
じ
た
の
は
、も
っ
と
即
物
的
な
常
軌
を
逸
し
た
他
者
（
大

人
）
に
対
す
る
恐
怖
の
ま
な
ざ
し
だ
っ
た
。　

高
校
生
の
と
き
に
、「
口
裂
け
女
」
に
接
し
た
京
極
夏
彦
は
、「
最
初
に

聞
い
た
と
き
は
、
精
神
に
障
害
を
き
た
し
た
女
性
が
子
供
に
悪
さ
し
て
い

る
と
い
う
よ
う
な
文
脈
だ
っ
た
か
ら
、
本
当
に
信
じ
た
。
妖
怪
や
オ
カ
ル

ト
抜
き
だ
っ
た
か
ら
」
と
話
し
、
多
田
克
己
と
村
上
健
司
も
こ
れ
に
同
調

し
て
い
る
。
村
上
（
当
時
、
小
学
生
）
の
母
親
は
、「
本
当
に
そ
ん
な
人
が

い
る
の
。
危
な
い
わ
ね
」
と
話
し
た
と
い
う）

24
（

。

「
口
裂
け
女
」
を
形
づ
く
る
一
連
の
特
徴
は
通
常
の
人
間
で
も
あ
り
得
る

も
の
だ
。「
バ
イ
ク
よ
り
速
い
」
と
も
言
わ
れ
る
異
常
な
脚
力
以
外
に
「
口

裂
け
女
」
の
非
人
間
性
を
保
証
す
る
も
の
は
な
い
。【
事
例
三
】
や
【
事
例

五
】
の
よ
う
に
異
常
な
脚
力
に
関
す
る
描
写
が
な
か
っ
た
ら
、
そ
れ
は
京

極
が
い
う
よ
う
な
「
精
神
に
障
害
を
き
た
し
た
女
性
」
に
過
ぎ
な
い
（【
事

例
三
】
に
は
「
走
る
の
が
速
く
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
な
ら
通
常
の
人

間
描
写
の
範
疇
で
あ
る
）。
だ
か
ら
、
大
人
で
す
ら
信
じ
た
の
で
あ
る
。
当

時
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
「
口
裂
け
女
」
は
少
な
く
と
も
妖
怪
で
は
な

か
っ
た
。
研
究
者
の
立
場
か
ら
見
て
も
、
妖
怪
と
は
言
い
か
ね
る
面
が
あ

る
。
そ
れ
で
は
、
何
と
呼
ぶ
べ
き
存
在
だ
っ
た
の
か
。

「
口
裂
け
女
」
に
は
、
子
ど
も
を
脅
か
す
「
怪
人
」
と
し
て
の
側
面
が
あ

る
。
夕
闇
に
ま
ぎ
れ
て
現
れ
、
子
ど
も
を
襲
う
（
さ
ら
う
、
殺
す
）
怪
人

の
伝
承
は
古
く
か
ら
あ
る
が
（
カ
マ
ス
シ
ョ
イ
、
カ
ク
レ
ザ
ト
ウ
、
フ
ク

ロ
カ
ツ
ギ
、
ア
ブ
ラ
ト
リ
、
赤
マ
ン
ト
…
…
）、「
口
裂
け
女
」
は
ま
ぎ
れ

も
な
く
、
そ
の
系
譜
に
連
な
る
存
在
だ
っ
た）

25
（

。

私
は
以
前
、「
動
物
」
と
「
妖
怪
」
の
中
間
項
と
し
て
「
幻
獣
」
と
い
う

概
念
を
設
け
た
ら
ど
う
か
と
の
提
案
を
し
た
こ
と
が
あ
る）

26
（

。そ
れ
と
同
様
に
、

「
人
間
」
と
「
妖
怪
」
の
中
間
項
と
し
て
「
怪
人
」
と
い
う
概
念
を
導
入
す

る
と
、
研
究
の
視
野
が
広
が
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
見
た
目

も
行
動
も
人
間
で
あ
り
な
が
ら
も
人
間
と
は
言
い
切
れ
ず
、
幽
霊
（
生
霊
・

死
霊
）
で
も
な
け
れ
ば
、
狐
狸
狢
が
人
に
化
け
た
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
で

い
て
妖
怪
的
な
不
気
味
さ
・
脅
威
を
も
っ
て
人
々
（
と
く
に
子
ど
も
）
に
受

け
止
め
ら
れ
て
い
る
存
在
の
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
の
伝
承
世
界
に
は
、
し

ば
し
ば
「
怪
人
」
と
し
か
呼
び
よ
う
の
な
い
怪
異
主
体
が
登
場
す
る）

27
（

。

そ
れ
を
思
え
ば
、
現
在
、「
妖
怪
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
モ
ノ
の
な

か
に
も
、
伝
承
が
生
成
し
た
初
発
の
段
階
で
は
「
怪
人
」
と
見
ら
れ
て
い

た
モ
ノ
が
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

怪
人
た
ち
は
、
な
ぜ
子
ど
も
を
襲
う
の
か
。
│
│
お
そ
ら
く
子
取
り
怪

人
の
伝
承
の
初
発
は
「
子
ど
も
を
襲
う
」
と
い
う
一
点
の
み
で
、
そ
の
後
、

容
姿
や
行
動
な
ど
の
要
素
が
増
殖
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
日

が
暮
れ
る
ま
で
に
家
に
帰
っ
て
く
る
よ
う
に
」
と
い
う
親
の
教
え
と
と
も

に
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
が
怪
人
の
行
動
理
由
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

伝
承
は
膨
ら
ん
で
い
っ
た
。

従
来
の
怪
人
が
子
ど
も
を
襲
う
理
由
は
「
油
を
取
る
た
め
」、「
サ
ー
カ

ス
に
売
る
た
め
」
な
ど
だ
っ
た
。
こ
こ
で
、
現
実
社
会
の
経
済
活
動
の
文

脈
で
話
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
経
済
活
動
が
こ
こ
で
は
な
い
ど
こ
か
で

行
な
わ
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
点
に
留
意
し
た
い
。
怪
異
の
合
理
化
と

矮
小
化
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
「
口
裂
け
女
」
の
場
合
は
、

「
整
形
手
術
で
失
敗
し
た
か
ら
」、「
交
通
事
故
で
顔
に
傷
を
負
っ
た
か
ら
」

精
神
に
異
常
を
き
た
し
、
子
ど
も
を
襲
う
よ
う
に
な
っ
た
と
の
説
明
が
な

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
口
裂
け
女
」
の
由
来
と
行
動
の
謎
を
補
完
す
る
か

た
ち
で
、
伝
承
が
発
展
し
て
い
る
の
だ
。

お
わ
り
に 

―「
俗
信
」と「
説
話
」の
間
の
埋
め
が
た
き
溝
―

本
稿
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
整
理
す
る
と
、
①
「
口
裂
け
女
」
伝
承
に

は
俗
信
と
説
話
の
二
相
が
あ
り
、
前
者
の
ほ
う
が
優
勢
だ
っ
た
こ
と
、
②

「
口
裂
け
女
」
の
多
く
は
、
俗
信
で
あ
る
が
ゆ
え
に
新
た
な
要
素
を
付
け
加

え
や
す
か
っ
た
こ
と
、
③
「
口
裂
け
女
」
で
新
た
な
要
素
が
付
け
加
え
ら

れ
た
の
は
、
謎
を
補
う
方
向
で
あ
っ
た
こ
と
、
の
三
点
と
な
る
。
付
随
し

て
、
怪
人
伝
承
に
も
言
及
し
た
。

俗
信
は
、い
く
ら
連
ね
ら
れ
て
も
説
話
に
は
な
ら
な
い
。
俗
信
と
説
話
は
、

伝
承
が
存
立
す
る
た
め
の
論
理
が
異
な
る
の
だ
。
俗
信
に
は
物
語
へ
の
意
思

が
な
い
。
俗
信
が
説
話
に
な
る
に
は
、
個
々
の
要
素
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
落

と
し
込
ん
だ
う
え
で
、
そ
れ
を
発
端
か
ら
結
末
ま
で
順
序
だ
て
て
並
べ
（
プ

ロ
ッ
ト
化
し
）、
切
れ
目
の
な
い
一
本
の
糸
で
貫
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
方
、
説
話
が
断
片
化
さ
れ
て
俗
信
に
な
る
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の

時
点
で
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
し
て
い
て
、
す
で
に
説
話
の
特
質
（
物
語
構
造

と
語
り
な
ど
）
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
口
裂
け
女
俗
信
」
と
「
口

裂
け
女
説
話
」
の
あ
い
だ
の
溝
は
、
思
い
の
ほ
か
深
い
と
い
え
る
。

実
際
、「
口
裂
け
女
」
に
限
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
世
間
話
研
究
と
し
て
な
さ
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れ
て
い
た
論
考
の
な
か
に
は
、説
話
研
究
で
な
い
も
の
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。

内
容
に
瑕
疵
は
な
く
と
も
、
そ
れ
ら
は
世
間
話
研
究
と
は
一
線
を
画
す
べ
き

だ
ろ
う
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、世
間
話
研
究
で
の
蓄
積
に
も
と
づ
き
、

談
話
の
技
術
と
い
う
面
か
ら
俗
信
を
考
え
て
み
る
と
、
新
た
な
沃
野
が
見
え

て
く
る
だ
ろ
う
。「
口
裂
け
女
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
俗
信
の
話
さ

れ
る
場
と
、
説
話
の
話
さ
れ
る
場
は
、
共
通
す
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
。

ま
た
、
研
究
史
上
、「
口
裂
け
女
」
が
世
間
話
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
事

実
も
興
味
深
い
。
俗
信
の
累
積
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
が
物
語

の
よ
う
に
見
え
、
実
際
に
そ
こ
か
ら
物
語
が
生
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（
こ
こ
で
は
創
作
作
品
を
指
し
て
い
る
）。「
学
校
の
怪
談
」
の
俗
信
か
ら
さ

ま
ざ
ま
な
物
語
が
紡
ぎ
だ
さ
れ
た
こ
と
も
、
こ
こ
か
ら
説
明
で
き
よ
う
。

都
市
伝
説
の
ほ
う
に
目
を
向
け
て
み
る
。
そ
も
そ
も
都
市
伝
説
に
は
、
説

話
と
し
て
の
在
り
方
と
俗
信
と
し
て
の
在
り
方
が
あ
る
。
例
え
ば
「
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
下
水
道
に
棲
む
白
い
ワ
ニ
」
な
ど
は
物
語
の
展
開
部
が
な
く
、
説

話
で
は
な
く
俗
信
で
あ
る
（
そ
の
ワ
ニ
に
襲
わ
れ
た
人
の
体
験
談
な
ら
ば
、

説
話
に
な
る
）。
こ
れ
が
世
間
話
な
ら
ば
、
説
話
で
あ
る
以
上
、
展
開
部
が

な
い
と
い
う
ケ
ー
ス
は
考
え
ら
れ
な
い
。世
間
話
と
都
市
伝
説
の
あ
い
だ
に
、

俗
信
を
補
助
線
と
し
て
引
く
と
、
両
者
の
違
い
が
見
え
て
く
る
。

注（
1
） 

本
稿
で
は
、
口
承
文
芸
学
以
外
の
「
口
裂
け
女
」
研
究
史
に
つ
い
て
詳

述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
大
き
く
分
け
て
、
社
会
学
、
心
理
学
、
児
童

文
化
学
な
ど
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
り
、
私
が
見
た
と
こ
ろ
、
学
際

的
な
連
携
が
で
き
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

左
記
論
考
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

 

　

中
尾
裕
子
「
口
裂
け
女
は
、
妖
怪
か
」『
史
苑
』
六
六
巻
一
号　

二
〇
〇
五　
立
教
大
学

（
2
） 

重
信
幸
彦
「「
世
間
話
」
再
考
―
―
方
法
と
し
て
の
世
間
話
へ
」『
日
本

民
俗
学
』
一
八
〇
号　
一
九
八
九　
日
本
民
俗
学
会

（
3
） 

今
日
の
口
承
文
芸
研
究
の
立
場
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
「
都
市
伝
説
」
を
考

え
た
の
が
『
口
承
文
芸
研
究
』
三
六
号
（
左
記
）
に
載
る
特
集
「
口
承
文

芸
研
究
は
都
市
伝
説
を
ど
う
扱
う
か
」
で
、
小
池
純
一
、
飯
倉
義
之
、
重

信
幸
彦
、
山
田
厳
子
、
渡
部
圭
一
ら
が
論
考
を
寄
せ
て
い
る
（
執
筆
順
）。

本
文
の
重
信
の
発
言
も
、
こ
の
特
集
記
事
の
論
考
（
左
記
）
に
よ
る
。

 

　
重
信
幸
彦
「「
都
市
伝
説
」
と
い
う
憂
鬱
」『
口
承
文
芸
研
究
』
三
六

号　
二
〇
一
三　
日
本
口
承
文
芸
学
会

（
4
） 

ジ
ャ
ン
・
ハ
ロ
ル
ド
・
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン 

著　
大
月
隆
寛
・
菅
谷
裕
子
・

重
信
幸
彦 

訳
『
消
え
る
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
カ
ー　
都
市
の
想
像
力
の
ア
メ
リ

カ
』
一
九
八
八　
新
宿
書
房　
※
原
著
は
一
九
八
一
刊

（
5
） 

記
憶
を
辿
る
と
、
一
九
七
九
年
八
月
十
五
日
刊
行
の
『
コ
ロ
コ
ロ
コ

ミ
ッ
ク
』
九
月
号
に
載
っ
た
細
井
雄
二
の
漫
画
「
怪
奇
！　
口
裂
け
女
」

を
読
ん
だ
時
点
で
、
私
は
「
口
裂
け
女
」
を
知
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
、
教
室
で
友
達
と
「
口
裂
け
女
」
を
話
題
に
し
て
い
た
の
は
、
夏
休

み
前
。
遅
く
と
も
同
年
の
七
月
上
旬
に
は
、
北
海
道
千
歳
市
の
小
学
校

で
こ
の
噂
は
流
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

（
6
） 
齊
藤
純
「
解
説　
怪
異
の
話
、
そ
し
て
話
の
怪
異
」『
世
間
話
と
怪
異
』

（
野
村
純
一
著
作
集
、
第
七
巻
）
二
〇
一
二　
清
文
堂

（
7
） 

野
村
純
一
『
日
本
の
世
間
話
』（
一
九
九
五　

東
京
書
籍
）
に
載
る

「「
口
裂
け
女
」
そ
の
他
」
は
、
左
記
論
考
を
増
補
改
稿
し
た
も
の
。
こ

れ
以
降
も
野
村
は
「
口
裂
け
女
」
に
関
す
る
発
言
を
し
て
い
る
が
、
論

の
大
略
は
こ
こ
で
出
尽
く
し
て
い
る
。
本
稿
で
の
野
村
の
発
言
は
、
同

論
考
か
ら
の
引
用
。

 

　
野
村
純
一
「「
口
裂
け
女
」
そ
の
他
」『
口
頭
伝
承
の
比
較
研
究
Ⅰ
』

一
九
八
四　
弘
文
堂

（
8
） 

武
田
、
野
村
は
「
喰
わ
ず
女
房
」
の
表
記
を
用
い
て
い
る
が
、
本
稿
で

は
『
日
本
昔
話
大
成
』
に
話
型
名
と
し
て
採
ら
れ
て
い
る
「
食
わ
ず
女

房
」
の
表
記
に
統
一
し
た
。

 

　
武
田
正
『
佐
藤
家
の
昔
話
』
一
九
八
二　
桜
楓
社

（
9
） 

天
野
清
子
「
口
裂
け
女
の
話
」『
民
話
と
文
学
の
会
会
報
』
二
〇
号　

一
九
七
九　
民
話
と
文
学
の
会

（
10
） 

前
掲
、
註
（
7
）
参
照
。

（
11
） 

日
本
語
の
「
た
形
」
は
、
文
法
教
育
で
は
「
過
去
形
」
と
呼
ば
れ
る
こ

と
が
多
い
が
、
厳
密
に
は
異
な
る
。
日
本
語
文
法
学
会 

編
『
日
本
語
文

法
事
典
』（
二
〇
一
四　

大
修
館
書
店
）
に
よ
る
と
、
助
動
詞
「
た
」

の
用
法
は
一
四
種
類
に
も
及
び
、「
過
去
」
は
そ
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。

（
12
） 

岸
は
フ
ラ
ン
ス
語
学
者
だ
が
、
こ
こ
で
の
提
言
は
日
本
語
の
例
に
も
当
て

は
ま
る
。
な
お
、
同
論
考
は
、
榊
祐
一
氏
の
ご
教
示
に
よ
っ
て
知
っ
た
。

 

　
岸
彩
子
「
情
報
の
部
分
性
と
全
体
性　
実
況
中
継
に
用
い
ら
れ
る
現

在
形
を
巡
っ
て
」
春
木
仁
孝
、
東
郷
雄
二 

編
『
フ
ラ
ン
ス
語
学
の
最
前

線
2
』（
特
集
・
時
制
）
二
〇
一
四　
ひ
つ
じ
書
房

（
13
） 

常
光
徹
『
妖
怪
の
通
り
道
―
―
俗
信
の
想
像
力
』
二
〇
一
三　
吉
川

弘
文
館

（
14
） 「
俗
信
」
の
定
義
を
ふ
く
む
論
考
に
左
記
が
あ
る
。

 

　
井
之
口
章
次
『
日
本
の
俗
信
』
一
九
七
五　
弘
文
堂

 

　

 

鈴
木
棠
三 

編
『
日
本
俗
信
辞
典　
動
・
植
物
編
』
一
九
八
二　
角
川

書
店

 

　
吉
成
直
樹
『
俗
信
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
』
一
九
九
八　
白
水
社

 

　
板
橋
作
美
『
俗
信
の
論
理
』
一
九
九
八　
東
京
堂
出
版

 

　
常
光
徹
『
妖
怪
の
通
り
道
―
―
俗
信
の
想
像
力
』
前
掲
（
註
（
12
））

（
15
） 

学
校
の
怪
談
に
関
す
る
私
の
見
解
は
、
左
記
拙
著
の
序
章
「
学
校
の
怪

談
の
背
景
」
を
参
照
。

 

　
伊
藤
龍
平
、
謝
佳
静
『
現
代
台
湾
鬼
譚　
海
を
渡
っ
た
「
学
校
の
怪

談
」』
二
〇
一
二　
青
弓
社

（
16
） 

山
田
厳
子
「「
社
交
」
と
「
ふ
る
ま
い
」
―
―
学
校
と
い
う
舞
台
」
一

柳
廣
孝 

編
『「
学
校
の
怪
談
」
は
さ
さ
や
く
』
二
〇
〇
五　
青
弓
社

（
17
） 

関
敬
吾
、
野
村
純
一
、
大
島
廣
志 

編
『
日
本
昔
話
大
成
』
十
一
巻
（
資

料
編
）、
一
九
八
〇　
角
川
書
店

（
18
） 

常
光
が
学
校
の
怪
談
を
初
め
て
論
じ
た
の
は
一
九
八
六
年
の
左
記
論
考

が
最
初
で
あ
る
。
の
ち
に
『
学
校
の
怪
談
―
―
口
承
文
芸
の
展
開
と
諸

相
』（
一
九
九
三　
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ
の

後
の
常
光
の
研
究
歴
を
辿
る
と
、『
う
わ
さ
と
俗
信
―
―
民
俗
学
の
手

帖
か
ら
』（
一
九
九
七　
高
知
新
聞
社
）、『
親
指
と
霊
柩
車
―
―
ま
じ
な

い
の
民
俗
』（
二
〇
〇
〇　
歴
史
民
俗
博
物
館
振
興
会
）、『
し
ぐ
さ
の
民

俗
学
―
―
呪
術
的
と
心
性
』（
二
〇
〇
六　
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）、『
妖
怪

の
通
り
道
―
―
俗
信
の
想
像
力
』（
前
掲
、
註
12
）
…
…
と
続
き
、
書

名
を
見
た
だ
け
で
も
、
常
光
の
関
心
が
俗
信
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

 

　
常
光
徹
「
学
校
の
世
間
話
│
│
中
学
生
の
妖
怪
伝
承
に
み
る
異
界
的

空
間
―
―
」『
昔
話
伝
説
研
究
』
一
二
号　
一
九
八
六　
昔
話
伝
説
研
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究
会

（
19
） 

な
お
、
同
論
考
中
で
、
高
木
は
常
光
の
批
判
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
と
注
記
し
て
い
る
。

 
　
高
木
史
人
「
怪
談
の
階
段
」
一
柳
廣
孝
編
『「
学
校
の
怪
談
」
は
さ

さ
や
く
』（
前
掲
、
註
16
）

（
20
） 

具
体
的
な
考
察
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
板
橋
作
美
も
、
前
掲
著
（
註

14
）
で
「
ふ
つ
う
俗
信
の
一
分
野
に
入
れ
ら
れ
る
妖
怪
」
と
述
べ
、
最

近
の
具
体
例
と
し
て
、「
口
裂
け
女
や
ト
イ
レ
の
妖
怪
」「
〇
〇
小
学
校

の
七
不
思
議
」
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
井
之
口
の
前
掲
著
（
註
14
）

で
も
、
二
章
を
「
妖
怪
」
に
割
い
て
い
る
。

 

　
柳
田
國
男
「
妖
怪
名
彙
」『
妖
怪
談
義
』
一
九
五
七　
修
道
社

（
21
）
私
自
身
は
、
心
理
学
的
研
究
は
結
論
あ
り
き
の
当
て
は
め
に
思
え
る
の

で
あ
ま
り
採
ら
な
い
が
、
世
相
を
反
映
し
た
解
釈
と
し
て
は
面
白
い
と

思
う
。
こ
こ
で
は
一
例
と
し
て
、
秋
山
の
左
記
論
考
を
挙
げ
る
。
秋
山

は
「
口
裂
け
女
」
の
口
を
「
歯
の
あ
る
子
宮
」
と
捉
え
、「
母
親
の
や

さ
し
さ
と
残
酷
さ
」
の
象
徴
だ
と
し
て
論
を
展
開
し
て
い
る
。

 

　

秋
山
さ
と
子
「
噂
話
の
深
層
心
理
」『
月
刊
言
語
』
二
一
六
号 

一
九
八
八　
大
修
館
書
店

（
22
） 「
口
裂
け
女
」
の
噂
に
よ
る
集
団
下
校
を
行
な
っ
た
自
治
体
は
い
く
つ

か
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
、
北
海
道
釧
路
市
だ
っ
た
。
野
村
が

「「
口
裂
け
女
」
そ
の
他
」
で
挙
げ
た
【
事
例
五
】
は
釧
路
市
の
例
で

（
本
文
参
照
）、
こ
の
と
き
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
23
） 

水
木
し
げ
る
が
自
身
の
考
え
る
「
妖
怪
」
概
念
を
大
成
さ
せ
た
『
妖
怪
な

ん
で
も
入
門
』（
小
学
館
）
を
刊
行
し
た
の
が
一
九
七
四
年
。
一
九
七
九

年
末
の
子
ど
も
た
ち
は
、
水
木
が
思
い
描
い
た
前
近
代
的
装
い
を
ま
と
っ

た
モ
ノ
を
「
妖
怪
」
と
し
て
見
て
お
り
、
都
市
に
現
れ
る
ス
タ
イ
リ
ッ

シ
ュ
な
「
口
裂
け
女
」
を
「
妖
怪
」
と
把
握
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ

う
。
な
お
、
同
書
に
つ
い
て
は
、
清
水
潤
に
論
考
が
あ
る
。

 

　
清
水
潤
「
一
九
七
〇
年
代
の
「
妖
怪
革
命
」
│
│
水
木
し
げ
る
『
妖

怪
な
ん
で
も
入
門
』」
清
水
潤
著　
怪
異
怪
談
研
究
会
編
『
鏡
花
と
妖

怪
』
二
〇
一
八　
青
弓
社

（
24
） 

京
極
夏
彦
・
多
田
克
己
・
村
上
健
司
『
妖
怪
馬
鹿
』
二
〇
〇
一　
新
潮
社

（
25
） 

こ
れ
ら
の
「
怪
人
」
た
ち
が
「
妖
怪
」
と
し
て
認
識
さ
れ
た
の
は
、
柳

田
國
男
が
『
妖
怪
談
義
』（
前
掲
、
注
20
）
で
取
り
上
げ
て
以
降
の
こ
と

だ
と
思
わ
れ
る
。
同
書
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
「
妖
怪
」
の
定
義
へ
の

批
判
は
多
い
が
、
そ
の
フ
レ
ー
ム
（
何
を
も
っ
て
「
妖
怪
」
と
見
な
す

か
）
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
も
無
自
覚
に
継
承
さ
れ
て
い
る
点
が
多
い
。

（
26
） 

左
記
著
作
で
述
べ
た
が
、
幻
獣
伝
承
の
一
部
は
、
近
現
代
に
な
っ
て
未

確
認
動
物
伝
承
へ
と
変
貌
し
た
。
一
方
、
動
物
と
妖
怪
と
の
関
連
に
つ

い
て
は
、
香
川
雅
信
に
論
考
が
あ
る
。

 

　
伊
藤
龍
平『
江
戸
幻
獣
博
物
誌　
妖
怪
と
未
確
認
動
物
の
は
ざ
ま
で
』

二
〇
一
〇　
青
弓
社

 

　
香
川
雅
信
「
妖
怪
と
し
て
の
動
物
」
山
中
由
里
子
、
山
田
仁
史 

編

『
こ
の
世
の
キ
ワ
│
│
〈
自
然
〉
の
内
と
外
』
二
〇
一
九　
勉
誠
出
版

（
27
） 「
妖
怪
」
が
想
像
上
の
存
在
と
し
て
話
さ
れ
が
ち
な
の
に
対
し
て
、「
怪

人
」
は
も
っ
と
リ
ア
ル
な
存
在
と
し
て
話
さ
れ
る
。
私
が
、「
怪
人
」

伝
承
関
連
の
先
行
研
究
と
見
な
し
て
い
る
の
は
、
左
記
論
考
で
あ
る
。

 
　
長
野
晃
子
「
Ｈ
君
と
ヤ
マ
ン
バ
│
│
現
代
・
都
会
っ
子
の
ヤ
マ
ン
バ

│
│
」『
世
間
話
研
究
』
一
一
号　
二
〇
〇
一　
世
間
話
研
究
会

 
（
い
と
う
・
り
ょ
う
へ
い
／
台
湾
・
南
台
科
技
大
学
助
理
教
授
）

◆ キーワード　説経／漂泊芸能／本地語り／物語構造／語問い

は
じ
め
に

説
経
は
中
世
末
か
ら
近

世
初
期
に
か
け
て
隆
盛
し

た
語
り
物
芸
能
で
あ
る
。

演
じ
る
様
子
は
近
世
の
都

市
図
や
祭
礼
図
の
片
隅
に

見
ら
れ）

1
（

、
寺
社
の
境
内
や

往
来
で
大
傘
を
立
て
、
筵

の
上
で
簓
を
摺
り
な
が
ら

語
る
説
経
説
き
）
2
（

が
描
か
れ

て
い
る
【
図
】。
周
り
に

は
老
若
男
女
が
集
い
、
な

か
に
は
俯
き
目
頭
を
押
さ

え
る
者
も
い
る
。

説
経
の
語こ

と

問と

う
力

　

 

―
本
地
語
り
の
意
味
と
そ
の
消
滅
に
つ
い
て
―

内 

藤　
久 
義

天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
頃
に
来
日
し
た
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
イ
エ
ズ
ス

会
宣
教
師
ロ
ド
リ
ゲ
ス
に
よ
る
『
日
本
大
文
典
』（
慶
長
九
年
〔
一
六
〇
四
〕

―
十
三
年
〔
〇
八
〕）
に
は
、「Sasara xecquio

（
さ
さ
ら
説
経
）。
喜
捨

を
乞
ふ
た
め
に
、
感
動
さ
せ
る
事
を
う
た
ふ
も
の
の
一
種
）
3
（

」
と
記
さ
れ
、

人
々
の
涙
を
誘
う
物
語
が
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
同
書

の
第
三
巻
数
詞
の
項
目
に
、「X

ichicojiqui

（
七
乞
食
）。
日
本
人
が
物
貰

ひ
と
言
っ
て
ゐ
る
も
の
、
又
は
、
日
本
で
最
も
下
賤
な
者
共
と
し
て
軽
蔑

さ
れ
て
ゐ
る
も
の
の
七
種
類
）
4
（

」
に
説
経
は
加
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
の
『
諸
国
遊
里
好
色
由
来
揃
』「
説
経
之

出
所
」
に
も
「
伊
勢
乞
食
さ
ゝ
ら
す
り
て
、
い
ひ
さ
ま
よ
ひ
し
を）

5
（

」
と
述

べ
ら
れ
て
お
り
、
当
時
の
人
々
に
説
経
と
は
漂
泊
芸
能
者
に
よ
る
最
下
級

の
芸
能
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
初
期
に
大

坂
与
七
郎
と
い
う
説
経
説
き
が
登
場
し
、
漂
泊
芸
能
で
あ
っ
た
説
経
を
人

形
操
り
と
結
び
つ
け
た
こ
と
に
よ
り
人
気
の
芸
能
と
な
り）

6
（

、
そ
れ
ま
で
往

来
や
門
付
け
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
説
経
が
劇
場
（
座
）
で
興
行
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。

説経が演じられる様子　「歌舞伎図巻」部分　徳川美術館蔵


