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は
じ
め
に

本
稿
で
は
﹃
今
昔
物
語
集
﹄︵
以
下
﹃
今
昔
﹄
と
略
す
︶
巻
二
十
七
の
第

三
十
七
話
﹁
狐
変
二
大
榅
木
一
被
二
射
殺
一
語
﹂
に
お
け
る
狐
の
変
化
に
注
目
す
る
。

今
回
取
り
上
げ
る
こ
の
一
話
に
お
い
て
、
狐
は
巨
大
な
杉
に
化
け
、
や
が
て
人
に

射
殺
さ
れ
て
絶
命
す
る
と
い
う
話
素
を
有
し
て
い
る
。
狐
が
杉
に
化
け
る
こ
と

は
、﹃
今
昔
﹄
に
お
い
て
も
、
同
時
代
の
狐
話
に
お
い
て
も
極
め
て
珍
し
い
。
管

見
の
限
り
、
平
安
時
代
の
説
話
に
お
い
て
、
狐
が
杉
に
化
け
る
話
は
わ
ず
か
に
こ

の
一
話
の
み
で
あ
る
。

中
村
禎
里
氏
は
﹁
何
の
た
め
に
狐
が
大
杉
に
化
け
た
の
か
不
可
解
だ
が
、
狐
は

樹
霊
信
仰
と
習
合
し
は
じ
め
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
﹂
と
指
摘
し
、
狐
が
杉
に
化

け
た
こ
と
の
背
景
を
、
狐
と
樹
霊
信
仰
と
の
習
合
に
求
め
た

1

。
し
か
し
、
氏
は
ま

た
、﹁
そ
の
傍
証
は
な
い
﹂
と
重
ね
て
指
摘
し
、
単
に
一
つ
の
推
測
に
す
ぎ
な
い

こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
陳
明
姿
氏
は
こ
の
一
話
と
﹃
捜
神
記
﹄
巻
十
八

の
張
華
の
話
と
の
類
似
性
に
注
目
し
、﹁
張
華
の
話
を
踏
ま
え
て
い
る
と
は
限
ら

な
い
が
、
同
じ
く
狐
と
木
と
の
関
わ
り
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
と
い
う
点
で
興

味
深
い
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
も
の
の

2

、
こ
の
よ
う
に
簡
単
な
指
摘
に
止
ま
り
、
狐

と
杉
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
深
く
掘
り
下
げ
て
は
い
な
い
。

本
論
は
本
話
成
立
時
の
杉
と
狐
の
イ
メ
ー
ジ
を
分
析
し
、
さ
ら
に
、
中
国
詩
文

の
影
響
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
狐
が
杉
に
化
け
る
話
柄
の
意
味
す
る
こ
と
を
考
察

し
、
先
行
研
究
の
不
足
を
補
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
本
話
の
あ
ら
す
じ

本
話
は
巻
二
十
七
﹁
本
朝
付
霊
鬼
﹂
に
お
い
て
、
第
三
十
七
話
の
位
置
に
配
列

さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
配
列
上
の
特
徴
を
述
べ
る
と
、
本
巻
に
お
け
る
本
話
以
前
の

説
話
で
は
、
怪
異
な
現
象
を
狐
の
仕
業
と
見
な
す
話
が
並
べ
ら
れ
て
は
い
る
が
、

話
に
狐
そ
の
も
の
は
登
場
し
て
い
な
い
。
狐
が
話
の
中
に
初
め
て
登
場
す
る
の
は

本
話
以
降
で
あ
る
。
本
文
の
末
尾
に
、﹁
此
ノ
事
ハ
、
只
此
ノ
二
三
年
ガ
内
ノ
事

ナ
ル
ベ
シ
。
世
ノ
末
ニ
モ
此
ル
希
有
ノ
事
ハ
有
ケ
リ
﹂

3

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
判
断
す
る
と
、
恐
ら
く
﹃
今
昔
﹄
の
編
者
は
口
承
の
世
間
話
を
基
に
し
、
潤
色

早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要　

別
冊　
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を
加
え
な
が
ら
記
録
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
本
話
の
成
立
年
代
は
、

﹃
今
昔
﹄
の
成
立
年
代
と
推
測
さ
れ
る
一
一
一
〇
～
一
一
四
〇
年
の
間
で
あ
ろ
う
。

編
者
に
つ
い
て
も
解
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
文
学
の
教
養
を
持
つ
知
識
人
で
あ
る

と
推
定
さ
れ
る
。
本
話
の
内
容
は
以
下
の
五
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

①  

中
大
夫
で
あ
る
男
の
馬
が
、
草
を
食
べ
て
い
る
う
ち
に
、
姿
が
見
え
な
く
な

り
、
男
は
従
者
と
共
に
胡
籙
を
背
負
っ
て
探
し
に
行
っ
た
。

②  

二
人
は
奈
良
の
京
の
南
に
あ
た
る
三
橋
か
ら
東
の
山
に
行
き
、
日
が
暮
れ
る

と
、
中
大
夫
は
そ
こ
で
見
た
こ
と
が
な
い
ほ
ど
大
き
な
杉
を
、
目
の
当
た
り

に
し
た
。

③  

あ
ま
り
に
も
大
き
な
杉
で
あ
る
た
め
、
中
大
夫
は
自
分
の
目
を
信
じ
ら
れ

ず
、
従
者
に
﹁
お
前
も
杉
の
木
が
見
え
た
か
﹂
と
、
杉
の
存
在
を
確
認
し
、

従
者
は
﹁
見
え
ま
す
﹂
と
答
え
た
。
男
は
き
っ
と
迷
わ
し
神
に
会
っ
て
、
思

い
が
け
ぬ
と
こ
ろ
に
来
た
と
思
い
、
恐
怖
を
感
じ
て
逃
げ
よ
う
と
し
た
。

④  

そ
の
時
、
従
者
は
中
大
夫
に
、
杉
の
木
に
矢
を
射
立
て
て
夜
が
明
け
て
か
ら

様
子
を
見
よ
う
と
助
言
し
、
中
大
夫
は
同
意
し
た
。
二
人
は
杉
に
矢
を
射
た

と
こ
ろ
、
杉
の
木
は
消
え
失
せ
た
。
二
人
は
驚
き
、
逃
げ
る
よ
う
に
そ
の
場

を
去
っ
た
。

⑤  

夜
が
明
け
、
確
認
の
た
め
、
二
人
は
ま
た
昨
夜
の
場
所
に
行
く
と
、
そ
こ
に

毛
の
な
い
老
狐
が
杉
の
枝
を
一
本
口
に
銜
え
、
腹
に
二
本
の
矢
を
射
立
て
ら

れ
て
死
ん
で
い
た
。
昨
夜
の
杉
は
こ
の
狐
が
化
け
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

判
明
し
た
。

こ
の
あ
ら
す
じ
か
ら
さ
ら
に
本
論
と
関
係
す
る
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
、
す
な
わ

ち
﹁
巨
大
な
杉
﹂、﹁
迷
わ
し
神
﹂、﹁
無
毛
の
老
狐
﹂
を
抽
出
し
、
順
番
に
分
析
し

な
が
ら
、
狐
と
杉
と
の
関
連
を
探
究
し
た
い
。

二
、
巨
大
な
杉

お
よ
そ
本
話
成
立
の
時
代
に
お
け
る
杉
の
イ
メ
ー
ジ
を
ま
ず
見
て
い
く
。
本
話

の
タ
イ
ト
ル
と
本
文
で
は
、
ス
ギ
の
漢
字
表
記
は
﹁
榅
﹂
と
な
っ
て
い
る
。﹃
和

名
類
聚
抄
﹄
に
﹁
榅　

ス
キ
﹂、﹃
色
葉
字
類
抄
﹄
に
﹁
杉　

サ
ム　

ス
キ　

榅　

ウ
ン　

同　

俗
用
之
非
也
﹂
と
あ
り
、
俗
字
な
ど
の
要
素
を
除
い
て
、﹁
榅
﹂
は

﹁
杉
﹂
と
同
じ
く
、
植
物
の
ス
ギ
を
指
す
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
杉
は
古
く
か

ら
神
が
宿
る
神
木
と
さ
れ
て
い
る
。﹃
万
葉
集
﹄
巻
九
の
﹁
弓
削
皇
子
に
献
る
歌
﹂

に
は
、神

奈
備
の　

神
依
り
板
に　

す
る
杉
の　

思
ひ
も
過
ぎ
ず　

恋
の
繁
き
に

と
あ
り

4

、
相
手
を
恋
い
慕
っ
て
や
ま
な
い
心
境
を
詠
っ
て
い
る
。﹁
神
奈
備
﹂
は

神
霊
が
鎮
ま
る
場
所
を
表
し
、
大
和
の
三
輪
山
が
著
名
で
あ
る
。﹁
神
依
り
板
に

す
る
杉
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら
、
杉
の
板
に
三
輪
の
神
の
霊
が
宿
る
と
見
な
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
契
沖
の
注
釈
を
借
り
れ
ば
、

杉
ハ
神
奈
備
ノ
神
木

4

4

ニ
テ
愛
シ
タ
マ
フ
物
ナ
レ
ハ
、
ソ
レ
ヲ
板
ニ
ヒ
キ
テ
社

ノ
内
ニ
コ
メ
オ
ク
ヲ
、
神
ノ
ソ
レ
ニ
依
タ
マ
フ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ト
テ
カ
ク
ハ
名
付
ル
ナ
ル

ベ
シ
。
4

と
あ
る

5
。
三
輪
の
神
木
は
杉
な
の
で
、
三
輪
の
神
が
杉
ま
た
は
杉
の
板
に
宿
る
こ

と
を
説
明
し
て
お
り
、
杉
の
神
木
と
し
て
の
性
質
に
触
れ
て
い
る
。
ま
た
、
時
代

が
下
り
、﹃
今
昔
﹄
の
成
立
年
代
に
近
い
﹃
大
鏡
﹄︵
十
一
世
紀
後
半
か
十
二
世
紀
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前
半
に
成
立
す
る
と
見
る
説
が
多
い
︶
に
、

太
政
大
臣
実
頼
︵
中
略
︶
南
面
に
は
、
御
髻
放
ち
て
は
出
で
た
ま
ふ
こ
と
な

か
り
き
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
稲
荷
の
杉
の
あ
ら
は
に
見
ゆ
れ
ば

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、﹁
明
神

4

4

、
御4

覧
ず
ら
む
に

4

4

4

4

4

、
い
か
で
か
な
め
げ
に
て
は
出
で
む
⋮

と
あ
り

6

、
藤
原
実
頼
は
南
の
方
角
に
見
え
る
稲
荷
山
の
杉
に
対
し
、
大
変
敬
意
を

払
っ
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
杉
の
方
か
ら
﹁
明
神
、
御
覧
ず
ら
ん
﹂
と

言
う
の
で
、
杉
に
神
が
宿
っ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。︵
古

文
献
の
み
な
ら
ず
、﹃
日
本
伝
説
大
系
﹄
に
収
録
さ
れ
る
﹁
神
代
杉
﹂
と
い
う
伝

説
に
お
い
て
も
、
杉
は
神
木
と
さ
れ
て
い
る

7

。
こ
れ
も
一
つ
の
側
面
か
ら
、
杉
の

神
聖
性
を
反
映
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。︶
お
よ
そ
樹
齢
を
重
ね
る
ほ
ど
、
神
木
と

し
て
の
神
聖
さ
が
増
し
、
よ
り
篤
く
人
々
に
崇
信
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
神
木
と
し
て
の
杉
は
聖
な
る
も
の
で
あ
る
一
方
、
木
の
霊
が
妖
怪
と

な
る
と
も
見
な
さ
れ
て
い
た
。﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
手
習
﹂
巻
の
一
節
か
ら
も
、

恐
ら
く
本
話
の
成
立
年
代
に
、
木
の
霊
が
妖
怪
に
近
い
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
た

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。﹁
手
習
﹂
巻
で
は
、
横
川
の
僧
都
が
宇
治
院
の
裏
手

に
倒
れ
て
い
た
女
を
発
見
し
た
際
に
、
女
が
化
け
物
で
は
な
い
か
と
疑
い
、

﹁
⋮
た
と
ひ
、
ま
こ
と
に
人
な
り
と
も
、
狐
木
霊
や
う
の
物
の

4

4

4

4

4

4

4

4

、
あ
ざ
む
き

て
取
り
も
て
来
た
る
に
こ
そ
は
べ
ら
め
。
い
と
不
便
に
も
は
べ
り
け
る
か

な
。
穢
ら
ひ
あ
る
べ
き
所
に
こ
そ
は
べ
め
れ
﹂

と
言
っ
た

8

。﹁
木
霊
︵
こ
だ
ま
︶﹂
と
は
、
木
の
神
の
こ
と
で
あ
り
、﹃
和
名
類
聚

抄
﹄
で
は
﹁
樹
神
﹂
と
記
し
て
お
り
、
古
く
か
ら
木
の
神
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て

い
た
。﹃
延
喜
式
﹄︵
巻
三
︶﹁
造
二
遣
唐
使
舶
一
木
霊

4

4

并
山
神
祭
﹂
の
記
述
か
ら
も

そ
れ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
神
は
神
聖
な
存
在
で
あ
る
が
、
僧
都
の
言
葉
で
は
木
霊

を
狐
と
並
べ
、
木
霊
や
狐
を
﹁
穢
ら
ひ
あ
る
﹂
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
こ
の
木
霊

は
既
に
神
聖
さ
を
失
い
、
狐
妖
に
近
く
妖
し
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
本
話
の
成

立
時
、
杉
は
神
聖
な
神
木
と
さ
れ
る
一
方
、
妖
し
い
存
在
と
も
見
な
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。︵
ま
た
、
巨
大
の
杉
が
妖
精
に
化
け
る
内
容
を
持
つ
﹁
私
語
橋
﹂

と
い
う
伝
承
も
あ
る
。
こ
の
伝
承
は
﹃
今
昔
﹄
の
成
立
年
代
に
近
い
近
衛
天
皇

︹
一
一
四
二
～
一
一
五
二
在
位
︺
の
時
代
の
話
と
さ
れ
る
が
、
も
し
そ
の
当
時
に

間
違
い
な
く
存
在
し
た
な
ら
ば
、
本
話
の
成
立
当
時
、
巨
木
の
杉
が
妖
怪
と
な
る

と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
も
な
る
で
あ
ろ
う

9

。︶

三
、
迷
わ
し
神

本
話
で
は
﹁
迷
ハ
シ
神
﹂
は
も
と
よ
り
、﹁
迷
ハ
シ
﹂﹁
迷
ハ
サ
レ
﹂
の
語
も
見

ら
れ
る
。
迷
わ
し
神
と
は
、
人
を
迷
わ
せ
る
と
い
う
神
で
あ
り
、﹁
迷
い
神
﹂、﹁
迷

わ
か
し
神
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
。
本
話
以
外
に
も
、﹃
今
昔
﹄
に
は
迷
わ
し
神
に
関

連
す
る
説
話
が
二
話
あ
る
。
巻
十
九
の
第
十
九
話
で
は
、
一
人
の
僧
侶
が
道
を
間

違
え
て
山
の
中
で
迷
っ
て
し
ま
い
、
ふ
ら
ふ
ら
歩
き
な
が
ら
、

﹁
我
ハ
何
ニ
成
ヌ
ル
ニ
カ
。
迷
ヒ
神

4

4

4

ニ
値
タ
ル
者
コ
ソ
此
ク
ハ
有
ナ
レ
。
何

チ
行
ニ
カ
有
ラ
ム
。
怪
ク
モ
有
カ
ナ
﹂

と
呟
い
た
。
そ
し
て
、
す
で
に
死
去
し
た
あ
る
僧
と
出
会
い
、
死
者
の
世
界
に
迷

い
込
ん
だ
。
迷
わ
し
神
に
遭
え
ば
道
に
迷
っ
て
し
ま
い
、
不
思
議
な
異
界
に
迷
い

込
む
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
巻
二
十
七
の
第
四
十
二
話
で
は
、

属
邦
利
延
が
長
岡
の
寺
戸
界
隈
を
繰
り
返
し
ぐ
る
ぐ
る
回
り
歩
い
て
い
た
こ
と
が
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記
さ
れ
、
そ
れ
は
迷
わ
し
神
に
取
り
憑
か
れ
た
の
だ
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
話
の

最
後
に
、

迷
ハ
シ
神

4

4

4

4

ニ
値
ヌ
ル
ハ
、
希
有
ノ
事
也
。
此
ク
心
ヲ
モ
□
カ
シ
、
道
ヲ
モ
違

ヘ
テ
謀
ル
也
。
狐
ナ
ド
ノ
為
ル
ニ
ヤ
有
ラ
ム
。

と
あ
り
、
迷
わ
し
神
は
狐
な
ど
の
仕
業
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。﹃
今
昔
﹄

の
巻
二
十
七
を
通
覧
す
る
と
、
当
時
の
人
々
は
霊
的
で
不
思
議
な
も
の
を
、
す
べ

て
狐
の
せ
い
と
す
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
恐
ら
く
狐
は
よ
く
人
を
騙

し
、
ま
た
は
、
人
に
取
り
憑
く
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
迷
わ
し
神
は
狐
の
せ

い
だ
ろ
う
と
解
釈
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

再
度
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
一
話
の
本
文
に
戻
っ
て
見
よ
う
。
中
大
夫
は
異
常

に
巨
大
な
杉
を
発
見
し
、
不
思
議
と
思
い
従
者
に
、

﹁
若
シ
、
我
ガ
僻
目
カ
。
亦
物
ノ
ニ
迷
ハ
サ
レ
テ

4

4

4

4

4

不
思
懸
ヌ
方
ニ
来
ニ
タ
ル

カ
。
此
ノ
立
ル
榅
ノ
木
ハ
、
和
尊
ノ
目
ニ
ハ
見
ユ
ヤ
﹂

と
問
い
か
け
た
。
従
者
は
﹁
見
え
て
い
る
﹂
と
答
え
る
と
、
中
大
夫
は
ま
た
、

﹁
然
テ
ハ
、
我
ガ
僻
目
ニ
ハ
非
デ
、
迷
ハ
シ
神
ニ
値
テ

4

4

4

4

4

4

4

、
不
思
懸
ヌ
所
ニ
来

ニ
タ
ル
ニ
コ
ソ
有
ナ
レ
。
此
ノ
国
ニ
取
テ
、
此
許
ノ
榅
ノ
木
有
ト
ハ
何
コ
ニ

テ
カ
見
タ
ル
﹂

と
迷
わ
し
神
に
遭
い
、
思
い
が
け
ぬ
場
所
に
迷
い
込
ん
だ
こ
と
を
言
い
な
が
ら
、

﹁
此
ノ
国
ニ
取
テ
﹂
以
下
、
経
験
知
に
照
ら
し
て
﹁
榅
ノ
木
﹂
の
存
在
を
確
認
す

べ
く
、
再
び
従
者
に
聞
い
た
。
従
者
は
﹁
確
か
に
見
た
こ
と
が
な
い
﹂
こ
と
を
、

﹁
更
ニ
思
エ
不
侍
ズ
。
其
々
ニ
ゾ
榅
ノ
木
一
本
侍
レ
ド
モ
、
其
レ
ハ
小
キ
木
也
﹂

と
、
実
地
に
蓄
え
ら
れ
た
デ
ー
タ
に
基
づ
く
的
確
な
判
断
か
ら
返
事
す
る
と
、
中

大
夫
は
さ
ら
に
、

﹁
然
レ
バ
ヨ
。
既
ニ
迷
ハ
サ
レ
ニ
ケ
ル
ゾ

4

4

4

4

4

4

4

4

。
何
ガ
セ
ム
ト
為
ル
。﹂

と
言
い
、
迷
わ
し
神
に
惑
わ
さ
れ
て
巨
大
な
杉
に
遭
遇
し
た
と
解
釈
し
た
。
ま
た
、

狐
の
正
体
を
見
た
後
に
、

﹁
然
レ
バ
コ
ソ
、
夜
前
ハ
此
ノ
奴
ノ
迷
ハ
シ
ケ
ル

4

4

4

4

4

也
ケ
リ
﹂

と
納
得
し
た
。

巻
十
九
の
第
十
九
話
と
同
様
に
、
本
話
で
も
迷
わ
し
神
に
出
会
い
、﹁
不
思
懸

ヌ
﹂
異
界
に
踏
み
込
ん
だ
。
迷
わ
し
神
の
多
く
は
狐
の
仕
業
だ
と
、
当
時
の
人
々

が
疑
っ
て
い
た
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
、
巨
大
な
杉
の
霊

は
妖
し
い
存
在
の
一
面
も
持
ち
、
人
間
世
界
で
遭
遇
し
た
こ
と
が
な
い
、
異
常
に

大
き
な
杉
の
出
現
は
、
ち
ょ
う
ど
迷
わ
し
神
に
遭
遇
し
、
迷
い
込
ん
だ
異
界
の
妖

異
な
雰
囲
気
に
相
応
し
い
。
か
く
し
て
、﹁
迷
わ
し
神
﹂、﹁
狐
﹂、﹁
巨
大
な
杉
﹂

と
い
う
三
者
が
関
連
性
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
中
大
夫
が
迷
わ
し
神
に
遭
遇
し
、

巨
大
な
杉
に
驚
き
、
そ
し
て
杉
の
不
思
議
を
知
覚
し
て
退
治
に
及
び
、
最
後
に
杉

の
本
体
が
狐
で
あ
っ
た
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
が
加
え
ら
れ
た
、
と
解
釈
し
て
い
い
だ

ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
解
釈
に
は
、
ひ
と
つ
の
問
題
点
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
巨
大
な
杉
は
妖
し
い
存
在
と
さ
れ
る
た
め
、
本
話
で
の
出
現
は
、
確
か
に
迷

わ
し
神
に
遭
遇
し
、
入
り
込
ん
だ
異
界
の
妖
し
さ
に
相
応
し
い
が
、
巨
大
な
杉
自

体
は
迷
わ
し
神
、
あ
る
い
は
狐
と
直
接
関
連
し
て
い
な
い
。
巨
大
な
杉
の
ほ
か
に

も
、
異
界
の
妖
し
い
雰
囲
気
に
合
う
も
の
が
沢
山
あ
る
が
︵
例
え
ば
、
巨
大
な
石

な
ど
︶、
本
話
で
は
、
な
ぜ
杉
の
木

4

4

4

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
右
の
各
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点
以
外
に
も
他
の
要
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
話
が
杉
の
木
と
特
定
し
た
の
は
、
恐
ら
く
漢
籍
か
ら
の
影
響
を
受
け
た
結
果

で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。
古
代
中
国
に
は
、
日
本
の
神
木
と
同
じ
性
質
を

持
つ
﹁
社
樹
﹂
が
存
在
し
て
い
る
︵﹁
社
樹
﹂
の
種
類
に
つ
い
て
、
松
、
柏は
く

、
栗り
つ

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

0

︶。
し
か
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
白
居
易
や
元
稹
の
漢
詩

に
よ
れ
ば
、
こ
の
﹁
社
樹
﹂
は
狐
の
巣
窟
と
な
り
、
狐
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
。

本
話
は
、
迷
わ
し
神
や
杉
な
ど
の
伝
承
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
漢
籍
か
ら
の
影
響
と

融
合
し
、
狐
が
巨
大
な
杉
に
化
け
た
話
素
を
加
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

ま
た
、
本
話
の
表
現
に
着
目
す
る
と
、﹁
毛
モ
無
ク
老
タ
リ
ケ
ル
狐
﹂
と
い
う
表

現
が
入
っ
て
い
る
。
こ
の
表
現
は
、
中
国
的
な
狐
の
形
象
が
反
映
さ
れ
た
痕
跡
で

あ
り
、
漢
籍
か
ら
の
影
響
だ
と
思
わ
れ
る
。﹁
社
樹
﹂
と
狐
の
関
連
を
論
じ
る
の

に
先
ん
じ
て
、﹁
無
毛
の
老
狐
﹂
と
い
う
形
象
が
、
な
に
ゆ
え
中
国
由
来
と
言
え

る
の
か
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

四
、
無
毛
の
老
狐

杉
に
矢
を
射
た
翌
日
、
中
大
夫
と
従
者
の
二
人
は
現
場
に
行
き
、
そ
こ
に
杉
の

枝
を
銜
え
た
ま
ま
、
息
絶
え
た
狐
を
発
見
し
た
。
原
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

従
者
ト
二
人
行
テ
見
ケ
レ
バ
、
毛
モ
無
ク
老
タ
リ
ケ
ル
狐

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ノ
榅
ノ
枝
ヲ
一
ツ

咋
ヘ
タ
リ
ケ
ル
ガ
、
腹
ニ
箭
ヲ
二
ツ
被
射
立
テ
コ
ソ
死
テ
臥
タ
リ
ケ
レ
。

右
の
よ
う
に
、
狐
を
﹁
毛
モ
無
ク
老
タ
リ
ケ
ル
﹂
と
描
い
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、

な
ぜ
毛
の
な
い
こ
と
、
な
ら
び
に
老
い
て
い
る
こ
と
だ
け
が
強
調
さ
れ
て
い
る
で

あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
漢
籍
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
安
時
代
に
、﹃
捜
神
記
﹄
が
当
時
の
文
学
に
一
定
の
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
主
に
﹃
捜
神
記
﹄
を
使
い
、﹁
無
毛
の

老
狐
﹂
と
い
う
形
象
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
、﹁
老
狐
﹂
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

巻
十
八
に
、

吴
中
有
二
一
書
生
一
、
皓
首
、
稱
二
胡
博
士
一
、
教
二
授
諸
生
一
。
忽
復
不
レ

見
。
九
月
初
九
日
、
士
人
相
與
登
レ
山
遊
觀
、
聞
二
講
レ
書
聲
一
、
命
レ
僕
尋
レ

之
。
見
二
空
冢
中
、
羣
狐
羅
列
、
見
レ
人
卽
走
一
。
老
狐

4

4

獨
不
レ
去
、
乃
是
皓

首
書
生
。

と
あ
り

!

、
先
生
に
化
け
た
狐
の
正
体
が
暴
か
れ
、
後
に
﹁
士
人
﹂
に
見
つ
け
ら
れ

た
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
、﹁
老
狐
﹂
と
い
う
語
が
出
て
い
る
。
こ
の

一
話
の
ほ
か
に
、
同
巻
の
﹁
張
華
﹂
の
話
や
、
宋
大
賢
が
鬼
と
化
し
た
狐
を
退
治

す
る
話
に
も
、﹁
老
狐
﹂
の
語
が
あ
り
、﹁
老
狐
﹂
は
漢
籍
の
狐
譚
で
し
ば
し
ば
登

場
す
る
。

﹁
老
狐
﹂
で
あ
る
理
由
に
つ
い
て
も
、﹃
捜
神
記
﹄
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
巻

十
九
に
は
、
背
が
妙
に
高
い
人
が
孔
子
を
尋
ね
た
が
、
結
局
孔
子
の
弟
子
と
戦
っ

て
破
れ
、
大
き
な
鯰
の
正
体
に
戻
っ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
孔
子
は
鯰
の
妖
怪
が
、

な
ぜ
自
分
を
尋
ね
に
き
た
か
を
分
析
し
た
際
に
、

此
物
也
、
何
爲
來
哉
。
吾
聞
、
物
老
則
羣
精
依
レ
之
、
因
レ
衰
而
至
︵
中
略
︶

物
老
則
爲
レ
怪
、
殺
レ
之
則
已
、
夫
何
患
焉
。

と
、
動
物
や
植
物
が
長
生
き
す
れ
ば
、
妖
怪
に
な
る
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
﹁
物
老

為
レ
怪
﹂
の
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
恐
ら
く
﹃
捜
神
記
﹄
が

成
立
し
た
当
時
に
お
け
る
、
道
教
的
な
内
丹
思
想
と
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
長
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生
き
を
す
れ
ば
、
霊
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
い
う
思
想
に
基
づ
い
た
も
の
で

あ
る
。

続
い
て
、﹁
無
毛
﹂
に
関
し
て
は
、
同
じ
く
巻
十
八
に
見
え
る
。
北
部
督
郵
到

伯
夷
は
館
で
妖
怪
と
会
い
、
そ
の
妖
怪
と
戦
っ
て
撃
退
し
、
妖
怪
が
正
体
を
現
す

が
、

照
二
視
之
一
、
老
狐
正
赤
、
略
無

4

4

二
衣
毛

4

4

一
。
持
下
燒
殺
。
明
旦
、
發
二
樓
屋
一
、

得
二
所
レ
髡
人
髻
一
百
余
。
因
レ
此
遂
絕
。

と
い
う
よ
う
に
、﹁
略
ぼ
衣
毛
無
し
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
毛
の
な
い
狐

が
異
常
な
も
の
な
の
で
、
特
別
な
妖
力
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
も

し
れ
な
い
。
こ
の
表
現
は
、﹃
捜
神
記
﹄
以
外
の
文
献
に
も
見
ら
れ
、
当
時
の
中

国
人
の
狐
魅
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
は
、﹁
無
毛
﹂
と
い
う
共
通
の
特
徴
の
あ
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

﹃
太
平
広
記
﹄
巻
四
百
四
十
九
に
﹁
鄭
宏
之
﹂︵
出
﹃
紀
聞
﹄︶
と
い
う
話
が
載

せ
ら
れ
て
い
る

@

。
鄭
宏
之
が
人
間
に
化
け
た
妖
怪
に
会
い
、
剣
で
妖
怪
を
傷
つ
け
、

窮
地
に
追
い
込
ん
だ
際
、
そ
こ
に
い
た
の
は
、﹁
裸
而
無
レ
毛
﹂
の
﹁
老
狐
﹂
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
巻
第
四
百
五
十
の
﹁
辛
替
否
﹂︵
出
﹃
広
異
記
﹄︶
で
は
、
辛
替
否
の

母
が
亡
く
な
っ
た
後
、
霊
柩
か
ら
よ
く
人
の
話
し
声
が
聞
こ
え
る
。
替
否
の
従
弟

が
怪
し
い
と
思
い
、
そ
の
霊
柩
に
い
る
妖
怪
を
退
治
し
た
。
そ
の
妖
は
﹁
一
の
毛

無
き
牝
野
狐
﹂
で
あ
っ
た
。

﹁
毛
モ
無
ク
老
タ
リ
ケ
ル
﹂
と
い
う
狐
の
描
写
に
は
、
漢
籍
か
ら
受
け
た
影
響

の
痕
跡
が
う
か
が
わ
れ
る
。﹁
物
老
為
レ
怪
﹂
と
い
う
考
え
方
は
、
恐
ら
く
中
国

の
宗
教
的
な
観
念
の
影
響
下
に
あ
り
、
決
し
て
日
本
古
来
の
も
の
で
は
な
い
。

よ
っ
て
、﹁
無
毛
﹂
と
い
う
特
別
な
形
象
も
、
当
時
の
中
国
人
の
狐
に
対
す
る
共

通
の
認
識
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

五
、
狐
と
「
社
樹
」

１
、「
社
」
と
「
社
樹
」

神
木
と
さ
れ
る
杉
の
よ
う
に
、
古
代
中
国
に
お
い
て
も
、
人
々
に
信
仰
の
対
象

と
さ
れ
た
木
が
あ
る
。
そ
れ
は
﹁
社
樹
﹂︵
複
数
の
場
合
は
﹁
社
林
﹂︶
と
呼
ば

れ
る
。﹁
社
﹂
と
い
う
字
は
、
甲
骨
文
や
金
文
に
も
見
ら
れ
る
、
古
い
歴
史
を
持

つ
漢
字
で
あ
る
。
甲
骨
文
で
は
﹁
示
﹂
偏
が
加
え
ら
れ
ず
、﹁
土
﹂
だ
け
と
な
っ

て
お
り
、
元
々
土
の
神
と
い
う
意
を
表
す
。
古
代
中
国
は
二
十
五
家
族
を
一
単
位

と
し
て
、
一
つ
の
単
位
は
一
つ
の
土
の
神
を
祭
る
祭
場
を
持
つ
。
そ
の
祭
場
の
こ

と
も
﹁
社
﹂
と
呼
ば
れ
た
︵
日
本
語
は
社
を
﹁
や
し
ろ
﹂
と
訓
じ
、
神
を
祭
る
建

物
の
意
味
合
い
を
持
つ
。
こ
こ
で
い
う
土
の
神
を
祭
る
祭
場
は
、
必
ず
し
も
固
定

の
建
物
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
以
下
は
社
に
括
弧
を
つ
け
て
、﹁
社し
ゃ

﹂

と
読
む
︶。
金
文
で
は
さ
ら
に
神
と
関
わ
る
意
を
示
す
﹁
示
﹂
偏
を
つ
け
、
し
ば

し
ば
﹁
土
﹂
の
上
に
﹁
木
﹂
も
加
え
、﹁

﹂
と
い
う
形
で
現
わ
さ
れ
る
。
こ
の

字
形
か
ら
、﹁
社
﹂
と
い
う
空
間
は
、
木
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
。
こ
の
関
わ
り
は
、﹃
周
礼
﹄
に
も
見
ら
れ
る
。
大
司
徒
の
職
務
に
つ
い

て
記
し
た
条
︵
巻
十
﹁
大
司
徒
﹂
篇
︶
に
、

大
司
徒
之
職
、
掌
レ
建
二
邦
之
土
地
之
圖
一
︵
中
略
︶
辨
二
其
邦
國
都
鄙
之
數
一
、

制
二
其
畿
疆
一
而
溝
二
封
之
一
、
設4

二
其
社
稷
之

4

4

4

4

壝4

一
而
樹

4

4

二
之
田
主

4

4

4

一
、
各
以
二

其
野
之
所
レ
宜
木
一
、
遂
以
名
三
其
社
與
二
其
野
一
。
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と
あ
る
。
鄭
玄
が
こ
の
部
分
に
対
し
、
さ
ら
に
、﹁
田
主
、
田
神
后
土
、
田
正
之4

所4

レ
依
也

4

4

﹂
と
注
し

#

、﹁
田
主
﹂
の
意
味
を
、
后
土
と
田
正
の
二
人
の
田
の
神
が

宿
る
木
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。﹃
周
礼
﹄
の
こ
の
部
分
に
お
い
て
、
大
司
徒

は
地
図
を
作
り
、
そ
れ
を
利
用
し
て
﹁
社
稷
﹂︵﹁
稷
﹂
は
穀
物
の
神
、
よ
く
土
の

神
﹁
社
﹂
と
一
緒
に
祭
ら
れ
る
︶
を
祭
る
祭
場
の
囲
い
︵﹁
壝
﹂
は
祭
壇
を
囲
む

塀
︶
を
定
め
る
。
神
の
依
り
所
と
し
て
相
応
し
い
木
を
植
え
、
そ
の
木
の
名
を
社

の
名
と
す
る
、
と
い
う
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
社
樹
は
﹁
社
﹂
と
い
う
空
間
に

お
い
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
た
め
、
そ
の
後
、﹁
社
﹂
と
﹁
樹
﹂
が
熟
語
化
さ
れ
、

祭
場
の
神
が
宿
る
木
を
、﹁
社
樹
﹂
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

２
、
狐
と
「
社
」

さ
て
、
狐
は
ど
う
や
っ
て
社
樹
と
関
わ
り
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

狐
が
﹁
社
﹂
と
い
う
空
間
に
棲
み
つ
い
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の

よ
う
に
、
土
の
神
﹁
社
﹂
と
穀
物
の
神
﹁
稷
﹂
を
一
緒
に
祭
る
習
慣
が
あ
り
、
両

者
並
立
し
て
﹁
社
稷
﹂
と
呼
ば
れ
る
。﹁
稷
狐
﹂
は
、
狐
が
﹁
社
﹂
に
棲
み
つ
く

こ
と
、
ま
た
そ
の
狐
を
意
味
す
る
︵﹃
淵
鑑
類
函
﹄
巻
一
六
七
﹁
礼
儀
部
十
四
﹂﹁
社

稷
四
﹂
に
は
﹁
社
狐
﹂
の
語
を
挙
げ
、
後
述
す
る
元
稹
の
﹁
古
社
﹂
を
引
く
も
の

の
、﹁
社
狐
﹂
の
語
自
体
の
用
例
は
未
見
︶

$

。﹁
稷
狐
﹂
に
つ
い
て
は
、
劉
向
の
﹃
説

苑
﹄﹁
善
説
﹂
篇
に
、

且
夫
狐
者
、
人
之
所
レ
攻
也
。
鼠
者
、
人
之
所
レ
燻
也
。
臣
未
三
嘗
見
二
稷
狐

見
レ
攻
、
社
鼠
見
一レ
燻
也
。
何
則
、
所
レ
託
者
然
也
。

と
あ
り

%

、﹁
社
﹂
に
棲
み
つ
く
狐
を
退
治
で
き
な
い
の
は
、
頼
る
も
の
が
あ
る
か

ら
だ
と
述
べ
て
い
る
。
狐
は
穴
に
棲
む
動
物
で
あ
り
、
狐
は
ま
た
社
樹
の
根
っ
こ

な
ど
に
あ
る
穴
に
棲
み
つ
く
。﹁
社
﹂
と
い
う
空
間
は
神
聖
な
場
所
で
あ
り
、
狐

が
棲
み
つ
く
と
具
合
が
悪
い
の
で
、
退
治
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
簡
単
に
退
治
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。﹃
韓
非
子
﹄
は
﹁
稷
狐
﹂
の
連
中
で
あ

る
﹁
社
鼠
﹂
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る

^

。

君
亦
見
二
夫
為
レ
社
者
一
乎
。
樹
レ
木
而
塗
レ
之
、
鼠
穿
二
其
間
一
、
掘
レ
穴
託
二

其
中
一
。
燻
レ
之
則
恐
レ
焚
レ
木
、
灌
レ
之
則
恐
二
塗
阤
一
、
此
社
鼠
之
所
二
以

不
一レ
得
也
。

そ
こ
に
棲
み
つ
く
狐
も
当
然
社
鼠
と
同
じ
く
、
簡
単
に
退
治
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。﹁
社
﹂
と
い
う
空
間
が
狐
の
隠
れ
る
所
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

﹁
稷
狐
﹂︵
ま
た
は
﹁
社
狐
﹂︶
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
意
味
か
ら
さ
ら
に
拡
大
し
、﹁
社
﹂
は
君
主
や
権
力
者
の
譬
え
、
狐
は
君
主
の

側
近
に
置
か
れ
、
悪
弊
を
な
す
者
の
譬
え
と
な
っ
た
。
そ
れ
を
好
ん
で
詠
じ
た
の

が
﹁
元
白
﹂、
す
な
わ
ち
元
稹
と
白
居
易
で
あ
る
。
白
居
易
の
﹁
代
レ
書
詩
一
百

韻
寄
二
微
之
一
﹂
に
、

下
韝
驚
燕
雀　
　

韝ゆ
ご
てを
下お
ろ

し
て
燕
雀
を
驚
か
し

當
衟
懾
狐
狸　
　

衟
に
當
り
て
狐
狸
を
懾
れ
し
む

の
一
聯
が
あ
る

&

。﹁
燕
雀
﹂
は
、﹃
史
記
﹄﹁
陳
渉
世
家
﹂
の
﹁
燕
雀
安
知
二
鴻
鵠

之
志
一
哉
﹂
を
踏
ま
え
、
遠
大
な
抱
負
を
持
た
な
い
平
凡
な
人
を
指
す
。
下
の
句

の
﹁
狐
狸
﹂
は
、
悪
弊
を
為
す
小
人
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
一
聯
に
は
﹁
社
﹂

は
登
場
し
な
い
が
、
こ
の
詩
に
和
し
た
元
稹
の
﹁
酬
二
翰
林
白
學
士
代
レ
書
一
百

韻
一
﹂
に
、
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廟
堂
雖
稷
契　
　

廟
堂
に
稷
契
あ
り
と
雖
も

城
社
有
狐
狸　
　

城
社
に
狐
狸
有
り

と
あ
り

*
、
城
壁
や
﹁
社
﹂
に
棲
み
つ
く
狐
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。﹁
稷
契
﹂
と
は

尭
・
舜
に
仕
え
た
二
人
の
名
臣
の
こ
と
で
、
有
能
な
臣
下
の
意
を
表
す
。﹁
社
﹂

に
棲
み
つ
く
﹁
狐
狸
﹂
は
﹁
稷
契
﹂
に
対
し
て
、
小
人
の
意
を
表
す
。

以
上
の
用
例
で
は
、
狐
が
﹁
社
﹂
と
い
う
空
間
に
棲
み
つ
く
こ
と
に
言
及
し

て
い
る
が
、
そ
の
境
内
に
生
じ
る
社
樹
は
、﹁
社
﹂
と
い
う
空
間
に
お
い
て
、
極

め
て
重
要
な
存
在
で
あ
る
し
、
狐
の
棲
み
か
と
し
て
、
適
切
な
場
所
で
も
あ
る
。

﹁
社
﹂
と
い
う
空
間
に
頼
る
狐
と
い
え
ば
、
自
然
と
し
て
社
樹
に
棲
み
つ
く
狐
が

思
い
浮
か
ぶ
で
あ
ろ
う
。
狐
が
社
樹
に
棲
み
つ
く
こ
と
を
、
さ
ら
に
明
ら
か
に
述

べ
て
い
る
の
が
、﹁
元
白
﹂
の
以
下
の
詩
歌
で
あ
る
。

３
、
狐
と
「
社
樹
」

白
居
易
﹁
有
木
詩
﹂
其
四
の
全
文
を
掲
示
す
る
。

有
木
名
杜
梨　
　

木
有
り
て
杜
梨
と
名
づ
く

陰
森
覆
丘
壑　
　

陰
森
と
し
て
丘
壑
を
覆
ふ

心
蠹
已
空
朽　
　

心
は
蠹
し
て
已
に
空
朽

根
深
尙
盤
薄　
　

根
は
深
く
し
て
尙
ほ
盤
薄
た
り

媚
狐
言
語
巧　
　

媚
狐　

言
語
巧
み
に
し
て

妖
鳥
聲
音
惡　
　

妖
鳥　

聲
音
惡
し

憑
此
爲
巢
穴　
　

此
を
憑
み
て
巢
穴
と
爲
し

往
來
互
棲
託　
　

往
來
し
て
互
ひ
に
棲
託
す

四
傍
五
六
本　
　

四
傍
の
五
六
本

枝
葉
相
交
錯　
　

枝
葉　

相
交
錯
す

借
問
因
何
生　
　

借
問
す　

何
に
因
り
て
生
ず
る
や

秋
風
吹
子
落　
　

秋
風
吹
き
て
子
落
つ

爲
長
社
壇
下　
　

長
じ
て
社
壇
の
下
た
る
が
爲

無
人
敢
芟
斫　
　

人
と
し
て
敢
へ
て
芟
斫
す
る
無
し

幾
度
野
火
來　
　

幾
度
か
野
火
來
る
も

風
迴
燒
不
著　
　

風
迴
り
て
燒
き
著
く
さ
ず

﹁
社
﹂
の
祭
壇
の
近
く
に
、
社
樹
で
あ
る
杜
梨
︵
バ
ラ
科
の
と
げ
が
あ
る
喬
木
︶

が
生
え
、
虫
に
食
わ
れ
て
幹
の
中
が
空
洞
で
あ
る
。
狐
は
そ
れ
を
自
分
の
巣
と
し

て
棲
み
つ
く
が
、
神
が
宿
る
社
樹
な
の
で
、
村
民
は
伐
り
た
く
と
も
伐
れ
な
か
っ

た
。
何
度
も
山
に
火
を
つ
け
て
枯
草
を
焼
い
た
が
、
風
が
火
の
方
向
を
変
え
、
ど

う
し
て
も
社
樹
が
燃
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い

の
が
、
狐
の
棲
み
つ
く
場
所
で
あ
る
。
空
洞
に
な
っ
て
い
る
社
樹
の
幹
を
表
現
す

る
所
に
は
、﹁
心
蠹
﹂
と
い
う
形
容
が
あ
る
。﹁
心
﹂
は
中
心
、
内
部
の
こ
と
で
、

木
の
最
も
核
心
の
部
分
で
あ
る
。
そ
の
重
要
な
部
分
が
、
狐
の
生
活
の
場
所
と
さ

れ
て
い
る
。
し
か
も
、
狐
は
そ
の
中
に
﹁
棲
託
﹂
し
、
社
樹
に
身
を
託
し
て
い
る
。

社
樹
は
た
だ
単
に
棲
み
か
と
い
う
の
で
は
な
く
、
狐
が
自
分
の
身
を
守
り
、
身
を

隠
す
所
と
も
な
っ
て
い
る
。
詩
歌
が
描
く
狐
と
社
樹
の
関
係
は
、
不
可
分
な
も
の

で
あ
り
、
社
樹
の
内
部
に
身
を
託
す
た
め
、
狐
は
社
樹
の
一
部
分
と
な
っ
て
い
る

と
も
捉
え
ら
れ
よ
う
。

詩
に
現
れ
た
狐
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
る
と
、﹁
言
語
巧
﹂
と
い
う
よ
う
に
し
、
巧
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言
を
弄
す
る
狡
賢
い
狐
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、﹁
媚
狐
﹂
は
、
妖
媚
を

な
す
狐
の
意
で
、
引
い
て
は
、
男
を
た
ぶ
ら
か
す
狐
の
意
で
あ
る
。
こ
の
語
を
逆

に
し
た
﹁
狐
媚
﹂
と
い
う
語
も
あ
り
、
こ
の
言
葉
は
、
よ
く
狐
女
に
よ
る
妖
魅
の

色
合
い
が
濃
い
場
合
に
使
わ
れ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る

(

。
こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
、

狐
女
が
権
力
者
に
頼
り
、
人
を
惑
わ
す
媚
態
が
思
い
浮
か
ぶ
。
こ
の
よ
う
な
狐
に

棲
み
つ
か
れ
た
た
め
、
神
聖
な
社
樹
は
穢
さ
れ
、
尊
さ
が
失
わ
れ
、﹁
陰
森
﹂
と

い
う
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。﹁
陰
森
﹂
に
は
﹁
う
す
ぐ
ら
く
物
寂
し
い
さ
ま
﹂

の
意
味
が
あ
る
が
、
屡
々
鬼
や
妖
怪
を
形
容
す
る
場
合
に
も
使
わ
れ
る

)
 

。
こ
の
言

葉
か
ら
、
穢
さ
れ
た
社
樹
が
想
像
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

元
稹
の
﹁
古
社
﹂
で
も
、
社
樹
に
棲
む
狐
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
は
、

古
社
基
阯
在　
　

古
社　

基
阯
在
る
も

人
散
社
不
神　
　

人
散
じ
て
社　

神
な
ら
ず

唯
有
空
心
樹　
　

唯
だ
有
り
空
心
の
樹

妖
狐
藏
魅
人　
　

妖
狐
藏
れ
て
人
を
魅
は
す

狐
惑
意
顛
倒　
　

狐
に
惑
さ
れ
て
意　

顛
倒
し

臊
腥
不
復
聞　
　

臊
腥
す
ら
復
た
聞
は
ず

と
い
う
部
分
か
ら
始
ま
り
、
最
初
か
ら
狐
が
社
樹
に
棲
み
つ
く
こ
と
を
語
っ
て
い

る
。
こ
こ
に
も
﹁
空
心
﹂
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、﹁
有
木
詩
﹂
其
四
と
同
様
に
、

狐
は
空
洞
と
な
っ
た
社
樹
の
幹
に
巣
を
作
っ
て
い
る
。﹁
藏
﹂
の
言
葉
か
ら
、
狐

は
社
樹
の
内
部
に
、
身
を
隠
す
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。﹁
有
木
詩
﹂
其
四
と
同

じ
く
、
社
樹
の
内
部
に
隠
れ
る
狐
は
、
社
樹
の
中
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
詩
で
は
﹁
妖
狐
﹂
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
妖
異
な
狐
に
棲
み

つ
か
れ
て
穢
さ
れ
、
社
廟
・
社
祠
は
人
に
祀
ら
れ
て
い
な
い
所
と
な
り
、
詩
で
は

﹁
不
神
﹂
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
社
樹
は
狐
の
臭
い
匂
い
に
付
か

れ
、
生
臭
い
意
味
を
表
す
﹁
臊
腥
﹂
で
表
現
し
た
。
狐
は
独
特
な
臭
気
を
有
し
、

現
代
中
国
で
は
、
わ
き
が
の
こ
と
を
、﹁
狐
臊
﹂
も
し
く
は
﹁
狐
臭
﹂
と
呼
ぶ
。

元
稹
の
詩
で
も
﹁
臊
腥
﹂
と
表
現
さ
れ
、﹁
社
﹂
と
い
う
空
間
、
特
に
そ
こ
に
あ

る
社
樹
が
、
尊
い
存
在
か
ら
、
穢
れ
た
も
の
へ
と
堕
と
さ
れ
た
。

﹁
魅
人
﹂
ま
た
は
﹁
狐
惑
﹂
と
、
人
が
畏
敬
す
る
社
樹
と
い
う
神
聖
な
る
権
威

に
依
附
し
て
、
人
を
惑
わ
す
狐
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
惑
わ
さ
れ
た
人
は

﹁
顛
倒
﹂
し
、
錯
乱
状
態
と
な
っ
て
お
り
、﹁
有
木
詩
﹂
其
四
と
同
様
に
、
狐
が
人

を
巧
み
に
惑
わ
す
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
引
用
の
後
に
続
く
末
尾
の
部
分
に
お
い
て
、
狐
は
退
治
さ
れ
、
悲
惨
な
目

に
遭
う
こ
と
を
通
し
、
権
力
者
に
頼
っ
て
悪
弊
を
為
す
朝
廷
の
小
人
が
、
必
ず
天

罰
を
受
け
滅
さ
れ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

こ
の
詩
に
応
じ
、
白
居
易
も
唱
和
詩
を
作
っ
た
。﹁
和
二
古
社
一
﹂
の
冒
頭
で
、

廢
村
多
年
樹　
　

廢
村　

多
年
の
樹

生
在
古
社
隈　
　

生
じ
て
古
社
の
隈
に
在
り

爲
作
妖
狐
窟　
　

爲
に
妖
狐
の
窟
と
作
り

心
空
身
未
摧　
　

心　

空
し
く
し
て
身
未
だ
摧
け
ず

妖
狐
變
美
女　
　

妖
狐　

美
女
に
變
じ

社
樹
成
樓
臺　
　

社
樹　

樓
臺
と
成
る

と
詠
じ
て
い
る
。
元
稹
の
﹁
古
社
﹂
と
同
様
に
、
こ
こ
で
も
社
樹
が
﹁
心
空
﹂
と

表
現
さ
れ
、
狐
が
社
樹
の
内
部
に
巣
窟
を
作
る
こ
と
か
ら
、
狐
は
社
樹
の
中
の
一
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部
と
な
っ
て
い
る
。

元
稹
の
詩
で
は
、﹁
人
を
魅ま
ど

は
す
﹂
と
記
す
の
み
だ
が
、
白
居
易
の
和
詩
で
は
、

狐
が
人
を
惑
わ
す
様
が
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
狐
は
美
女
と
変
化
し
、
社
樹

を
楼
台
に
変
え
、
男
を
誘
惑
し
て
そ
こ
に
連
れ
込
む
。
社
樹
は
妖
狐
に
棲
み
つ
か

れ
て
﹁
妖
狐
窟
﹂
に
変
じ
、
尊
さ
を
全
く
失
っ
て
妖
気
を
帯
び
て
い
る
。
詩
の
最

後
に
、寄

言
狐
媚
者　
　

言
を
寄
す　

狐
媚
す
る
者
に

天
火
有
時
來　
　

天
火　

時
と
し
て
来
る
有
ら
ん
と

と
い
う
作
者
の
見
方
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
元
稹
の
﹁
古
社
﹂
と
比
べ
、
こ
こ
に

い
う
﹁
狐
媚
者
﹂
は
、
君
主
の
側
近
く
に
い
る
、
君
主
を
惑
わ
す
美
女
の
こ
と
を

特
に
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
者
は
必
ず
天
誅
が
下
さ
れ
る
、
と

い
う
作
者
の
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

﹁
元
白
﹂
の
詩
作
を
通
じ
て
、
そ
こ
に
現
れ
た
狐
と
社
樹
を
見
て
き
た
。
そ
れ

を
ま
と
め
る
と
、
狐
は
空
洞
と
な
っ
た
社
樹
の
内
部
に
棲
み
つ
き
、
身
を
隠
す
こ

と
で
、
社
樹
の
一
部
と
な
っ
て
お
り
、
社
樹
と
密
接
か
つ
不
可
分
な
関
係
を
保
っ

て
い
る
。
社
樹
に
棲
み
つ
く
狐
は
﹁
狐
媚
﹂
や
﹁
妖
狐
﹂
と
表
現
さ
れ
、
君
主

や
権
力
者
に
頼
っ
て
人
を
惑
わ
し
、
悪
弊
を
為
す
妖
し
い
も
の
に
擬
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
妖
異
な
狐
に
棲
み
つ
れ
た
社
樹
は
、
や
が
て
穢
さ
れ
て
神
聖
さ

を
失
い
、
不
気
味
さ
の
漂
う
存
在
と
な
っ
た
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

４
、「
元
白
」
詩
の
伝
来

詩
に
現
れ
た
狐
と
社
廟
・
社
樹
と
の
関
わ
り
は
、﹁
元
白
﹂
の
文
集
や
詩
集
の

日
本
伝
来
に
よ
っ
て
、
本
話
の
成
立
時
に
既
に
知
識
人
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄
の
三
十
九
﹁
別
集
家
﹂
の
類
別

に
、﹁
白
氏
文
集
七
十
﹂、﹁
元
氏
長
慶
集
二
十
五
﹂、﹁
白
氏
長
慶
二
十
九
巻
﹂
と

記
さ
れ

a

、
す
で
に
平
安
初
期
に
白
居
易
と
元
稹
の
作
品
が
、
日
本
に
伝
来
し
て
い

た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。
ま
た
、﹃
文
徳
実
録
﹄
の
仁
寿
元
年
︵
八
五
一
︶
九

月
二
十
六
日
の
条
に
は
、﹁︵
藤
原
岳
守
︶
出
爲
二
大
宰
少
貳
一
。
因
レ
撿
二
校
大
唐

人
貨
物
一
、
適
得
二
元
白
詩
筆
一
奏
上
。﹂
と
あ
り

b

、
白
居
易
と
元
稹
の
詩
集
が
、

当
時
の
人
々
に
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
﹁
有
木

詩
﹂、﹁
古
社
﹂、﹁
和
二
古
社
一
﹂
は
、
そ
れ
ぞ
れ
詩
人
の
文
集
や
詩
集
に
入
っ
て

い
る
。﹁
元
白
﹂
詩
集
の
伝
来
に
よ
っ
て
、
詩
に
現
れ
た
狐
と
社
樹
の
関
わ
り
も
、

日
本
人
に
読
ま
れ
て
吸
収
さ
れ
、
狐
と
社
樹
と
が
不
可
分
の
組
み
合
わ
せ
と
し

て
、
理
解
さ
れ
た
に
相
違
な
い
。

周
知
の
ご
と
く
、
白
居
易
は
平
安
文
学
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
作
品

は
、
詩
歌
や
物
語
な
ど
、
多
種
多
様
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
亘
っ
て
、
影
響
を
及
ぼ

し
た
。
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
そ
の
中
に
現
れ
た
狐
と
社
樹
の
関
わ
り
が
、

説
話
集
﹃
今
昔
﹄
所
収
の
本
話
に
も
、
吸
収
摂
取
さ
れ
た
可
能
性
が
十
分
あ
る
と

考
え
る
。
ま
た
、
元
稹
に
つ
い
て
も
、
大
江
維
時
が
編
纂
し
た
﹃
千
載
佳
句
﹄
に
、

六
十
六
首
の
詩
歌
の
摘
句
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
数
は
白
居
易
に
次
い
で
二

番
目
に
多
い
。
藤
原
公
任
が
編
ん
だ
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
に
も
、
元
稹
の
詩
句
が
選

録
さ
れ
て
お
り
、
平
安
時
代
に
、
元
稹
の
詩
歌
が
人
々
に
広
く
読
ま
れ
、
重
視
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
文
学
の
教
養
を
持
つ
﹃
今
昔
﹄
の
編
者
も
、

元
稹
の
詩
を
読
み
、
そ
れ
を
本
話
に
融
合
し
、
狐
が
杉
に
化
け
る
内
容
を
加
え
た
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可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

最
後
に
、
狐
と
社
樹
と
の
関
わ
り
が
、
ど
の
よ
う
に
本
話
と
繋
っ
た
の
か
、
と

い
う
問
題
に
関
し
て
、
筆
者
は
三
つ
の
接
点
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。

ま
ず
、
日
本
に
お
い
て
、
神
木
は
神
が
宿
る
所
と
さ
れ
、﹁
元
白
﹂
の
応
酬
で

も
知
ら
れ
る
中
国
の
社
樹
も
、
神
の
依
る
所
と
さ
れ
、
日
本
の
神
木
と
同
じ
性
質

を
持
つ
た
め
、
両
者
は
同
一
視
さ
れ
や
す
い
。
日
本
の
神
木
の
中
に
、
松
や
榊
な

ど
も
あ
る
が
、
そ
の
長
寿
と
樹
形
の
大
き
さ
は
杉
に
及
ば
な
い
。
杉
は
長
寿
の
樹

木
で
あ
り
、
千
年
を
超
え
て
巨
木
で
あ
る
杉
は
、
現
在
も
国
内
で
は
、
一
万
本
以

上
存
在
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る

c

。
本
話
で
は
﹁
巨
木
﹂
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ

て
い
る
た
め
、
杉
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。

第
二
に
、﹁
元
白
﹂
詩
で
は
、
社
樹
は
妖
し
い
狐
に
棲
み
つ
か
れ
た
た
め
、
穢

さ
れ
て
尊
さ
を
失
い
、
不
気
味
さ
を
帯
び
る
存
在
と
な
っ
た
。
本
話
で
は
、
杉
の

巨
大
さ
が
恐
怖
を
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
異
様
で
あ
り
、
不
気
味
さ
が
漂
っ
て
い
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
、
本
話
の
巨
大
な
杉
は
、﹁
元
白
﹂
詩
に
現
れ
た
社
樹
と
同
様

の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
。

第
三
に
、﹁
元
白
﹂
の
詩
歌
に
現
れ
た
狐
は
、
空
洞
と
な
っ
た
社
樹
の
内
部
に

棲
み
つ
き
、
社
樹
と
は
密
接
に
し
て
不
可
分
な
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま

た
、﹁
元
白
﹂
の
詩
歌
の
伝
来
に
よ
っ
て
日
本
に
伝
わ
り
、
当
時
の
人
々
に
吸
収

さ
れ
た
。
文
学
教
養
を
持
つ
﹃
今
昔
﹄
の
編
者
は
、
こ
の
よ
う
な
漢
籍
に
お
け
る

社
樹
の
性
質
、
ま
た
は
狐
と
社
樹
と
の
関
係
を
意
識
し
、
狐
に
神
木
の
イ
メ
ー
ジ

を
結
び
つ
け
た
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、

狐

―
樹
木

と
い
う
連
想
が
成
り
立
つ
。

ま
た
、﹁
有
木
詩
﹂
と
﹁
和
二
古
社
一
﹂
で
は
、﹁
狐
媚
︵
ま
た
は
媚
狐
︶﹂
の
語

を
使
い
、
狐
が
人
を
惑
わ
す
こ
と
を
描
く
。﹁
古
社
﹂
に
は
﹁
狐
惑
意
顛
倒
﹂
と

い
う
一
句
も
あ
り
、
人
が
狐
に
惑
わ
さ
れ
て
精
神
が
錯
乱
し
て
い
る
こ
と
を
語
っ

て
い
る
。
本
話
で
は
、
中
大
夫
が
迷
わ
し
神
に
遭
遇
し
、﹁
亦
物
ノ
ニ
迷
ハ
サ
レ

4

4

4

4

テ
テ

4

4

不
思
議
懸
ヌ
方
ニ
来
ニ
タ
ル
カ
﹂
と
言
い
、
狐
に
惑
わ
さ
れ
て
錯
乱
し
て
、

不
思
議
な
所
に
迷
い
込
ん
だ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。﹁
元
白
﹂
詩
に
現
れ
た
狐
が

人
を
惑
わ
す
の
も
、
ち
ょ
う
ど
本
話
の
迷
わ
し
神
と
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
。
こ

の
点
か
ら
考
え
、

狐

―
迷
わ
し
神

と
い
う
連
想
も
成
立
す
る
。
狐
と
樹
木
と
の
関
連
を
合
わ
せ
る
と
、

樹
木

―
狐

―
迷
わ
し
神

と
い
う
三
者
の
関
係
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
繋
が
り
が
あ
る
た
め
、
本
話
で
は
、

﹁
中
大
夫
が
迷
わ
し
神
に
惑
わ
さ
れ
、
杉
の
巨
木
に
遭
遇
し
て
恐
怖
を
感
じ
、
そ

し
て
、
杉
の
巨
木
に
矢
を
射
て
︵
い
わ
ゆ
る
﹁
破
邪
﹂
の
行
為
︶、
杉
の
巨
木
は

狐
の
化
け
た
も
の
だ
と
や
っ
と
わ
か
っ
た
﹂、
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
が
設
定
さ
れ
た

と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

﹃
今
昔
﹄
の
編
者
が
、
身
近
な
口
承
の
話
や
参
考
し
た
資
料
を
忠
実
に
再
現
し

た
の
で
は
な
く
、
作
意
を
加
え
て
潤
色
加
工
を
施
し
た
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
本
話
の
成
立
は
、
当
時
の
日
本
の
風
土
に
お
け
る
杉
や
狐
に
対
す
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る
観
念
の
み
な
ら
ず
、
漢
籍
、
特
に
﹁
元
白
﹂
詩
に
現
れ
た
狐
と
﹁
稷
狐
﹂﹁
社

樹
﹂
と
の
関
連
も
、
反
映
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
本
話
の
枠
を
越
え
、﹃
今
昔
﹄

の
全
体
に
お
い
て
本
話
を
考
察
す
る
必
要
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
今
後
の
課
題
と
し

て
残
し
た
い
。

注1

　

 

中
村
禎
里
氏
﹃
狐
の
日
本
史
︵
古
代
・
中
世
篇
︶﹄・
第
一
章
︵
二
〇
〇
一　

日
本

エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
社
︶。

　

2

　

 

陳
明
姿
氏
﹁﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
け
る
狐
説
話
と
中
国
文
学
﹂︵
二
〇
〇
九
﹃
台

大
日
本
語
文
研
究
﹄
18
︶。

　

3

　

 

馬
淵
和
夫
氏
校
註
﹃
今
昔
物
語
集
四
﹄︵
一
九
七
六　

小
学
館
︶。
本
文
の
﹃
今
昔
﹄

に
関
す
る
引
用
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。

　

4

　

 

小
島
憲
之
氏
校
註
﹃
万
葉
集
二
﹄・
巻
九
・﹁
相
聞
﹂︵
一
九
七
六　

小
学
館
︶。

　

5

　

 

久
松
潜
一
氏
校
訂
﹃
万
葉
代
匠
記
四
﹄︵
一
九
七
五　

岩
波
書
店
︶。

　

6

　

 

橘
健
二
氏
校
註
﹃
大
鏡
﹄・
巻
上
︵
一
九
七
四　

小
学
館
︶。

　

7

　

 

野
村
純
一
氏
﹃
日
本
伝
説
大
系
﹄・
第
七
巻
︵
一
九
八
二　

み
ず
う
み
書
房
︶
に
、

﹁
神
代
杉
﹂
の
伝
承
が
あ
る
。

　
　

 
 

長
野
県
真
楽
寺
に
﹁
神
代
杉
﹂
と
言
わ
れ
る
大
木
が
あ
り
、
か
つ
て
火
災
が
起
き

た
と
き
、
祀
ら
れ
る
神
で
あ
る
聖
天
様
が
杉
の
上
か
ら
人
間
に
向
か
っ
て
声
を
か

け
た
と
い
う
。

　

8

　

 

阿
部
秋
生
氏
校
註
﹃
源
氏
物
語
六
﹄・﹁
手
習
﹂︵
一
九
七
六　

小
学
館
︶。

　

9

　

 

前
掲
﹃
日
本
伝
説
大
系
﹄・
第
三
巻
に
よ
る
。
福
島
県
杉
妻
町
の
﹁
私
語
橋
﹂
と

い
う
伝
承
で
あ
る
。

　
　

 
 

近
衛
天
皇
の
御
代
、
内
裏
に
妖
し
い
こ
と
が
続
い
た
。
そ
れ
は
陸
奥
国
の
杉
の
精

の
仕
業
で
あ
る
と
陰
陽
師
が
言
っ
た
。
そ
の
木
を
伐
り
倒
し
た
が
、
引
い
て
も
微

動
だ
に
し
な
か
っ
た
。
杉
の
精
が
男
に
化
け
て
長
年
通
じ
て
い
る
寡
婦
が
い
た
が
、

そ
の
寡
婦
に
頼
み
、
寡
婦
は
木
に
囁
く
と
木
が
動
い
た
と
い
う
。

　

0

　

 ﹃
論
語
﹄﹁
八
佾
﹂
篇
に
、﹁
哀
公
問
二
社
於
宰
我
一
。
宰
我
對
曰
、
夏
后
氏
以
レ
松
、

殷
人
以
レ
柏
、
周
人
以
レ
栗
、
曰
、
使
二
民
戰
栗
一
﹂
と
あ
り
、﹁
社
樹
﹂
の
種
類
に

触
れ
て
い
る
。

　

!

　

 ﹃
捜
神
記
﹄
の
引
用
は
、
汪
紹
楹
氏
校
註
﹃
捜
神
記
﹄︵
一
九
七
九　

中
華
書
局
︶

に
よ
る
。
こ
れ
以
下
、
本
論
の
漢
文
・
漢
詩
の
引
用
は
、
筆
者
に
よ
っ
て
訓
点
を

適
宜
に
施
す
、
あ
る
い
は
書
き
下
す
。

　

@

　

 ﹃
太
平
広
記
﹄
の
引
用
は
、
中
華
書
局
︵
一
九
六
一
︶﹃
太
平
広
記
﹄
に
よ
る
。

　

#

　

 ﹃
周
礼
﹄
と
鄭
玄
の
注
の
引
用
は
、
王
文
錦
氏
点
校
﹃
周
礼
正
義
﹄・﹁
地
官
司
徒
・

大
司
徒
﹂︵
一
九
八
七　

中
華
書
局
︶
に
よ
る
。

　

$

　

 ﹁
稷
狐
﹂
と
後
述
の
﹁
社
鼠
﹂
に
関
す
る
説
明
は
、
堀
誠
氏
﹁
狐
変
妲
己
考
補
﹂

︵
一
九
九
〇
﹃
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
学
術
研
究
﹄
39
、
後
に
﹃
日
中
比
較
文
学
叢

考
﹄︹
二
〇
一
五　

研
文
出
版
︺
に
収
録
︶、﹁
城
狐
と
日
中
狐
譚
の
種
々
の
相
﹂︵﹃
日

中
比
較
文
学
叢
考
﹄
第
一
部
第
四
章
︶
の
指
摘
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
氏
は

﹁﹁
稷
狐
﹂、﹁
城
狐
﹂
は
君
主
の
側
近
く
仕
え
、
悪
弊
を
な
す
者
﹂
と
指
摘
す
る
。

　

%

　

 

向
宗
魯
氏
校
証
﹃
説
苑
校
證
﹄・
巻
十
一
︵
一
九
八
七　

中
華
書
局
︶。

　

^

　

 

陳
奇
猷
氏
校
註
﹃
韓
非
子
新
校
注
﹄・
巻
十
三
︵
二
〇
〇
〇　

上
海
古
籍
出
版
社
︶。

　

&

　

 

白
居
易
の
詩
の
引
用
は
、
朱
金
城
氏
﹃
白
居
易
集
箋
校
﹄ ︵
一
九
八
八　

上
海
古
籍

出
版
社
︶
に
よ
る
。﹁
代
書
詩
一
百
韻
寄
微
之
﹂
は
巻
十
三
、
後
述
の
﹁
有
木
詩
﹂

其
四
と
﹁
和
古
社
﹂
は
巻
二
に
所
収
。

　

*

　

 

元
稹
の
詩
の
引
用
は
、
冀
勤
氏
点
校
﹃
元
稹
集
﹄︵
一
九
八
二　

中
華
書
局
︶
に

よ
る
。﹁
酬
翰
林
白
學
士
代
書
一
百
韻
﹂
は
巻
十
、
後
述
の
﹁
古
社
﹂
は
巻
一
に
所
収
。

　

(

　

 

前
掲
堀
誠
氏
の
指
摘
に
よ
る
。

　

)

　

 

た
と
え
ば
、
唐
・
李
紳
﹁
過
荊
門
﹂
に
、﹁
陰
森
鬼
廟
當
二
郵
亭
一
、
雞
豚
日
宰

聞
二
膻
腥
一
﹂
と
あ
り
、
宋
・
李
廌
﹁
千
齡
檜
﹂
に
、﹁
陰
森
古
怪
神
物
附
、
雨
晦
每

見
蛟
龍
騫
﹂
と
あ
る
。

　
a

　

 

長
沢
規
矩
也
氏
編
集
﹃
日
本
書
目
大
成
﹄・
第
一
巻
︵
一
九
七
九　

汲
古
書
院
︶。

　
b

　

 

黒
板
勝
美
氏
編
輯
﹃
日
本
文
徳
天
皇
実
録
﹄・
巻
三
︵
一
九
八
四　

吉
川
弘
文
館
︶。

　

c
　

 

有
岡
利
幸
氏
﹃
杉
Ⅰ
﹄︵
二
〇
一
〇　

法
政
大
学
出
版
局
︶
七
十
五
ペ
ー
ジ
に
掲
載
。

環
境
庁
の
調
査
に
よ
る
。



三
七

老
狐
と
巨
杉
︵
馮
︶

ABSTRACT

The Aged Fox and the Gigantic Cedar

— Analysis on the Forming of a Tale in Konjaku Monogatarishu- —

Chaohong FENG

The Japanese folktales story collection Konjaku Monogatarishu-  contains a tale (Book 27, Tale 37) 

which goes like this: A fox assumed the form of a gigantic cedar tree in the mountain and played 

wicked pranks to people. The fox’s plot eventually failed and the fox ended up being shot dead. In 

this paper, I study the images of the fox and the cedar in the Japanese context during the period 

when the story was written and analyze the fox’s transformation to the cedar by examining the influ-

ence of Chinese classical literature has on this tale.

Chinese poets Zhen Yuan and Juyi Bai’s works were highly renowned in Japan and were closely 

studied by Japanese. In the poems of Yuan and Bai, there are two recurring images: “the fox”, who 

is commonly associated with the demonic spirit, lives in the temple where people perform sacrifices 

and rituals to worship the God of the Land and the God of the Harvest; “the tree” which was planted 

in the temple and meant to be the residence of the gods. The fox inhabits the tree and the tree is 

possessed by the evil spirit. As a consequence, the demonic fox and the possessed tree in Yuan and 

Bai’s literature are viewed as an undivided entity which together represents one evil spirit. Similarly, 

cedar tree is believed to be the dwelling of supernatural spirit in Japan. Based on this, I conclude 

that the tale of the fox’s transformation to cedar in Konjaku Monogatarishu-  is the incorporation of 

the images of the fox and the cedar in Japanese culture and religion, and at the same time, due to 

the influence of Chinese literature on Japanese literature, a Japanese variation of the similar images 

used in Chinese poetry.


