
総盗》の栂図一六道の辻の女菩薩と女夜叉

《
倫
盗
》
（
『
中
央
公
輪
』
大
正
六
年
四
月
、
七
月
号
）
は
、
芥
川
龍
之
介
み
ず
か
ら
失
敗
作
と
認
め
て
、
改
稿
の
意
欲
は
も
ち
な
が
ら

つ
い
に
果
た
さ
れ
ず
、
生
前
ど
の
単
行
本
に
も
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
作
品
の
意
義
が
改
め
て
認
識
さ
れ
、
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
る

（
１
）

よ
う
に
な
る
に
つ
い
て
は
、
海
老
井
英
次
の
研
究
が
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
。
海
老
井
に
よ
れ
ば
、
《
倫
盗
》
は
、
《
羅
生
門
》
を
継
承

す
る
作
品
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
《
羅
生
門
》
の
下
人
が
駆
け
去
っ
た
「
黒
洞
々
た
る
夜
」
Ⅱ
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
超
克
す
る
原
理
た
る
〈
何

（
２
）
・

も
の
か
〉
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
．
し
か
し
、
そ
の
主
題
把
握
の
不
十
分
さ
は
、
こ
の
作
品
を
「
安
い
絵
双
紙
」
「
支
離
滅
裂
」
（
大
正
六

年
三
月
一
一
十
九
日
、
四
月
二
十
五
日
、
松
岡
譲
宛
書
簡
）
に
終
わ
ら
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
早
く
か
ら
櫛
想
さ
れ
、
期
す
る
と
こ
ろ
が

大
き
か
っ
た
だ
け
に
、
芥
川
の
味
わ
っ
た
幻
滅
は
大
き
か
っ
た
。

《
倫
盗
》
を
め
ぐ
る
近
年
の
賭
騰
は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
こ
の
海
老
井
の
視
点
を
承
け
て
、
拡
大
、
深
化
、
修
正
、
批
判
を
試
み
て

い
る
。
そ
れ
ら
は
、
《
倫
盗
》
一
箇
の
失
敗
の
ゆ
え
ん
を
問
う
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
芥
川
の
原
質
を
（
あ
る
い
は
少
な

く
と
も
そ
の
初
期
の
基
軸
を
問
お
う
と
し
て
い
る
。
本
稿
も
ま
た
、
そ
う
し
た
試
み
の
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
、
芥
川
が
拠
っ
た
と

一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
、
批
評
家
も
ま
た
そ
れ
を
も
っ
て
芥
川
を
裁
断
で
き
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
と
こ

《
倫
盗
》
の
構
図

’
六
道
の
辻
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女
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《
倫
盗
》
の
人
物
た
ち
を
取
り
巻
い
て
い
る
の
は
、
衰
滅
の
諸
相
で
あ
る
。
暑
さ
、
渇
き
、
無
風
、
疫
病
、
腐
敗
な
ど
さ
ま
ざ
ま
の
素

材
を
取
り
そ
ろ
え
て
、
そ
の
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
物
語
の
始
ま
り
を
告
げ
る
、
猪
熊
の
婆
と
太
郎
が
出
会
う
場
面
、
朱
雀
綾
小
路
の
辻
に
は
、

枝
の
疎
な
、
ひ
ょ
ろ
長
い
葉
柳
が
一
本
、
こ
の
頃
流
行
る
疫
病
に
で
も
擢
つ
た
か
と
思
ふ
姿
で
、
形
ば
か
り
の
影
を
地
の
上
に
落
し

て
ゐ
る
．

そ
し
て
、
そ
の
路
上
に
は
、

ろ
の
近
代
的
理
知
の
場
か
ら
、
こ
の
作
品
を
い
ま
少
し
広
い
場
へ
導
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
走

〆

っ
た
観
念
や
こ
わ
ば
っ
た
表
現
の
下
か
ら
、
あ
る
構
図
が
明
瞭
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

車
の
輪
に
ひ
か
れ
た
、
小
さ
な
蛇
も
、
切
れ
口
の
肉
を
育
ま
せ
な
が
ら
、
始
め
は
尾
を
ぴ
く
ぴ
く
や
っ
て
ゐ
た
が
、
何
時
か
脂
ぎ
っ

た
腹
を
上
へ
向
け
て
、
も
う
鱗
一
つ
動
か
さ
な
い
や
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

と
い
う
で
き
ご
と
が
生
起
す
る
。
生
気
を
失
っ
た
柳
、
息
絶
え
て
い
く
蛇
の
姿
に
、
こ
の
世
界
の
現
在
と
行
く
末
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
京
の
町
の
随
所
に
無
残
な
死
骸
が
横
た
わ
り
、
腐
臭
や
死
臭
が
漂
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
街
に
は
ほ
と
ん
ど
人

影
も
絶
え
、
家
々
も
静
ま
り
か
え
っ
て
、
「
町
中
の
人
が
悉
、
死
に
絶
え
て
し
ま
っ
た
か
と
さ
へ
思
は
れ
る
」
と
い
う
叙
述
も
み
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
、
衰
滅
を
死
と
慨
き
換
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
な
か
で
こ
そ
、
旺
盛
な
生
命
力
を
み
せ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
蛇
の
死
骸
に
た
か
る
青
蝿
、
人
を
恐
れ
ぬ
鴫
の
群
、

棄
て
ら
れ
た
病
人
を
狙
う
野
犬
、
子
供
の
死
骸
に
つ
い
た
蟻
、
い
ず
れ
も
死
の
周
辺
に
生
き
る
野
性
の
生
き
物
た
ち
で
あ
る
。
ま
た
、
洛

中
に
盛
ん
に
繁
っ
て
い
る
の
は
、
蔀
、
蓬
、
薄
な
ど
の
、
荒
れ
地
に
生
え
る
雑
草
で
あ
っ
た
。
《
倫
盗
》
と
は
、
何
よ
り
も
こ
う
い
う
世
界

二
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六道の辻の女菩薩と女夜叉《借盗》 の栂図

京
の
大
路
小
路
に
、
雑
草
が
は
え
た
や
う
に
、
自
分
の
心
も
、
も
う
荒
ん
だ
こ
と
を
苦
に
し
な
い
程
、
荒
ん
で
し
ま
っ
た
。

と
。
太
郎
も
、
盗
賊
団
に
入
る
前
に
放
免
を
し
て
い
た
頃
は
、
「
三
宝
を
敬
ふ
事
も
忘
れ
な
け
れ
ば
、
王
法
に
遵
ふ
事
も
怠
ら
な
か
っ
た
」

が
、
『
何
時
の
間
に
か
、
悪
事
を
働
く
の
が
、
人
間
の
自
然
か
も
知
れ
な
い
と
思
い
出
し
た
』
。

あ
ら
ゆ
る
文
化
的
、
伝
統
的
な
も
の
が
価
値
を
失
っ
て
、
野
蛮
な
も
の
が
支
配
し
て
い
る
世
界
で
は
、
人
間
も
ま
た
人
間
と
し
て
生
き

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
は
、
畜
生
や
雑
草
と
等
し
く
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
猪
熊
の
婆
が
、
「
蝋
の
顔
を
思
は
せ
」
て
卑
し
げ
で
あ
り
、
「
東
鶏
の
や
う
な
笑
声
を
立
て
』
、
「
猿
の
や
う
な
雄
子
姿
」
で

歩
を
運
ぶ
と
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
偶
然
で
は
な
い
。
動
物
の
比
聴
を
も
っ
て
形
容
さ
れ
る
こ
の
姿
が
、
「
猿
の
や
う
な
」
「
鶏
の
足
の
や

う
な
」
「
肉
食
鳥
の
や
う
な
」
『
鴨
の
晴
く
や
う
な
」
「
蝋
の
つ
ぶ
や
く
や
う
な
」
と
描
写
さ
れ
る
、
《
羅
生
門
》
の
老
婆
の
姿
を
継
承
し
て

（
３
）

い
る
こ
と
に
は
、
幾
度
も
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
娘
の
沙
金
の
姿
は
、
次
郎
の
目
に
は
、
「
獣
の
や
う
な
心
」
「
猫
の
や
う
な
敏

捷
さ
」
『
恐
し
い
野
性
と
異
常
な
美
し
さ
」
を
そ
な
え
、
「
目
が
、
野
猫
の
や
う
に
、
鋭
く
』
「
語
の
中
に
は
、
蝿
の
や
う
に
、
人
を
刺
す
も

の
が
あ
る
」
と
映
っ
て
い
る
．
そ
の
沙
金
と
夫
の
猪
熊
の
爺
と
が
通
じ
て
い
る
の
を
黙
認
し
て
い
る
、
猪
熊
の
婆
の
こ
と
を
、
太
郎
は
「
畜

生
よ
り
、
無
残
な
奴
だ
」
と
思
う
。
そ
し
て
、
猪
熊
の
爺
と
太
郎
と
は
、
互
い
に
相
手
を
「
畜
生
」
と
の
の
し
り
合
っ
て
争
う
。
猪
熊
の

爺
は
、
太
郎
に
向
か
っ
て
「
畜
生
で
も
、
親
殺
し
は
す
ま
い
て
」
と
罵
督
を
投
げ
つ
け
、
は
て
は
み
ず
か
ら
を
も
『
畜
生
」
と
決
め
つ
け

て
は
ば
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
藤
判
官
家
の
侍
の
一
人
は
「
妾
の
云
ふ
事
な
ら
、
何
で
も
、
犬
の
や
う
に
き
く
」
と
、
沙
金
に
評
さ
れ

る
．
そ
れ
に
、
爺
と
婆
と
沙
金
の
住
ま
い
が
、
「
猪
熊
」
（
「
猪
隈
」
と
も
表
記
さ
れ
る
）
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
も
偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
太
郎
は
、
『
ど
う
せ
み
ん
な
畜
生
だ
」
と
つ
ぶ
や
く
。
こ
う
し
て
、
人
間
が
畜
生
で
あ
る
ほ
か
な
い
世
界
、
そ
れ
が
《
倫
盗
》
で
あ
っ

た
。

で
あ
っ
た
。

猪
熊
の
婆
は
述
懐
す
る
、
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い
っ
て
、
よ
い

餓
鬼
道
は
，
飢
え
と
渇
き
の
世
界
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

ど
こ
も
か
し
こ
も
、
炎
天
の
挨
を
浴
び
た
こ
の
町
の
辻
で
、
僅
に
一
滴
の
湿
り
を
点
じ
た
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
蛇

の
切
れ
口
か
ら
出
た
、
眠
い
腐
れ
水
ば
か
り
で
あ
ら
う
。

の
一
文
は
、
洛
中
が
渇
き
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
．
飢
え
に
つ
い
て
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
疫
病
の
流
行
に

●
飢
餓
は
つ
き
も
の
で
あ
り
、
瀕
死
の
病
人
の
枕
も
と
に
、
「
縁
の
欠
け
た
土
器
が
た
っ
た
一
つ
（
底
に
飯
粒
が
へ
ば
り
つ
い
て
ゐ
る
所
を
見

る
と
、
元
は
粥
で
も
入
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
）
捨
て
た
や
う
に
置
い
て
あ
っ
て
』
と
い
う
一
節
に
暗
示
さ
れ
、
野
良
犬
が
人
を
襲
う
の
も
、

人
間
が
飢
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
藤
判
官
家
を
襲
撃
し
た
盗
賊
団
と
迎
え
撃
つ
侍
た
ち
と
の
闘
争
が
描
か
れ
、
そ
れ
は
修
羅
闘
課
の
世
界
と
み
な
さ
れ
る
。
就
中

次
郎
は
、
始
め
狩
犬
に
、
続
い
て
野
犬
の
群
に
襲
わ
れ
る
、
つ
ま
り
畜
生
と
同
じ
次
元
で
果
て
し
な
い
戦
い
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
た
し
か
に
《
倫
盗
》
は
、
《
羅
生
門
》
に
お
け
る
下
人
の
「
餓
死
を
す
る
か
盗
人
に
な
る
か
」
、
換
言
す
れ
ば
、
餓
鬼
道
を
甘
受

す
る
か
畜
生
の
生
き
方
を
選
ぶ
か
と
い
う
課
題
を
、
拡
大
し
て
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
直
接
に
は
大
正
四
年
春
、
吉
田
弥
生
と
の
恋
愛
事
件
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
家
族
と
の
対
立
、
葛
藤
を
契
機
に
、
芥
川

の
内
部
に
生
じ
た
思
念
の
具
体
化
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
。
彼
は
、
友
人
た
ち
に
送
っ
た
書
簡
に
繰
り
返
し
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

イ
ゴ
イ
ズ
ム
の
あ
る
愛
に
は
、
人
と
人
と
の
間
の
障
壁
を
わ
た
る
こ
と
は
出
来
な
い
．
人
の
上
に
落
ち
て
く
る
生
存
苦
の
寂
翼
を
癒

〈
畜
生
〉
と
は
、
単
に
動
物
と
い
う
言
葉
の
置
き
換
え
で
も
な
け
れ
ば
、
単
な
る
罵
倒
語
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
仏
教
で
い
う
と
こ
ろ

の
、
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
修
羅
、
人
間
、
天
の
六
道
の
一
つ
で
あ
る
。
《
倫
盗
》
に
は
、
ま
さ
に
そ
の
六
道
の
諸
相
が
描
か
れ
て
い
る
と

三
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す
こ
と
は
出
来
な
い
。
（
中
略
）
周
囲
は
醜
い
。
自
己
も
醜
い
。
（
中
略
）
し
か
し
僕
に
は
こ
の
ま
ふ
回
避
せ
ず
に
す
ふ
む
べ
く
強
ひ

る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
も
の
は
僕
に
周
囲
と
自
己
の
醜
さ
を
見
よ
と
命
ず
る
。
（
三
月
九
日
、
恒
藤
恭
宛
）

芥
川
は
、
こ
こ
で
現
実
と
人
間
存
在
の
醜
悪
さ
に
改
め
て
立
ち
会
わ
さ
れ
、
し
か
し
、
そ
れ
を
身
を
も
っ
て
引
き
受
け
よ
う
と
宣
言
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
教
の
六
道
の
観
念
と
結
び
付
け
ら
れ
て
、
そ
う
し
た
醜
悪
さ
に
さ
ま
ざ
ま
の
名
辞
と
形
容
が
与
え
ら
れ
た
。
後
年

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
人
間
獣
」
（
《
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
》
）
、
あ
る
い
は
、
「
地
獄
よ
り
も
地
獄
的
」
な
『
人
生
」
（
《
像
儒
の

言
葉
》
〈
地
獄
〉
）
、
あ
る
い
は
『
修
羅
、
餓
鬼
、
地
獄
、
畜
生
等
の
世
界
は
い
つ
も
」
そ
の
外
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
「
現
世
」

（
《
今
昔
物
語
鑑
賞
》
）
。
こ
う
し
た
思
念
に
添
っ
て
、
『
目
前
の
境
界
が
、
す
ぐ
そ
の
ま
ふ
、
地
獄
の
苦
顛
を
現
前
す
る
』
と
こ
ろ
の
《
孤

独
地
獄
》
（
大
正
五
年
三
月
）
、
『
人
面
獣
心
」
と
評
さ
れ
る
良
秀
が
、
地
獄
変
の
扉
風
を
描
く
た
め
に
、
車
も
ろ
と
も
最
愛
の
娘
の
焼
き
殺

さ
れ
る
の
を
目
の
あ
た
り
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
《
地
獄
変
》
（
大
正
七
年
四
月
）
も
書
か
れ
た
で
あ
ろ
う
ｐ
六
道
の
観
念
は
、
初
期
芥

芥
川
が
、
《
倫
盗
》
に
仏
教
的
な
世
界
観
を
も
っ
て
枠
組
み
を
与
え
て
い
る
と
解
し
て
よ
い
根
拠
は
、
こ
の
題
号
自
体
に
も
見
出
さ
れ
る
。

〈
倫
盗
〉
と
は
、
仏
教
固
有
の
語
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
・
不
殺
生
、
不
倫
盗
、
・
不
邪
淫
、
不
妄
語
、
不
飲
酒
の
五
戒
の
な
か
の
、
，
犯

し
て
は
な
ら
な
い
一
つ
で
あ
る
．
ま
た
は
、
仏
教
で
い
う
十
悪
、
す
な
わ
ち
殺
生
？
倫
盗
？
邪
淫
、
妄
語
、
両
舌
、
悪
口
、
統
語
何
貧
欲
、

賦
悪
、
邪
見
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
《
倫
盗
》
の
な
か
の
人
物
た
ち
は
、
五
戒
の
こ
と
ご
と
く
を
破
り
、
そ
の
所
業
は
十
悪
の
す
ぺ
て
を
尽
く
し
て
い
る
と
い
っ
て

よ
い
。
〈
倫
盗
〉
は
い
わ
ば
彼
ら
の
生
業
で
あ
る
。
〈
殺
生
〉
も
た
め
ら
わ
な
い
。
〈
邪
淫
〉
は
、
沙
金
お
よ
び
彼
女
を
め
ぐ
る
主
要
な
人
物

た
ち
す
べ
て
の
ふ
る
ま
い
で
あ
る
。
沙
金
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
男
た
ち
に
身
を
任
せ
る
だ
ゅ
け
で
な
く
、
義
理
の
父
猪
熊
の
爺
と
も
通
じ
て
い

る
。
太
郎
と
次
郎
の
兄
弟
は
、
そ
の
沙
金
を
争
っ
て
い
る
。
猪
熊
の
爺
は
、
母
（
猪
熊
の
婆
）
と
娘
（
沙
金
）
と
に
通
じ
、
召
使
の
娘
阿

濃
を
犯
し
て
季
ま
せ
る
。
〈
妄
語
〉
〈
両
舌
〉
も
日
常
茶
飯
事
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
沙
金
は
『
絶
え
ず
嘘
を
つ
く
』
と
叙
述
さ
れ
、
猪

川
の
基
軸
の
一
つ
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
．

芥
川
が
、
《
倫
盗
》
に
仏
教
的
な
世
界
観
を

〈
倫
盗
〉
と
は
、
仏
教
固
有
の
語
と
は
い
雲
妥

2５
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熊
の
爺
は
ｐ
婆
と
の
馴
れ
初
め
を
太
郎
に
語
っ
て
聞
か
せ
た
あ
と
、
「
あ
れ
は
、
み
ん
な
嘘
ぢ
や
。
（
中
略
）
わ
し
は
、
嘘
つ
き
ぢ
や
よ
・
」

と
富
い
捨
て
る
。
そ
の
一
方
で
『
人
殺
し
。
親
殺
し
．
嘘
つ
き
。
親
殺
し
．
親
殺
し
』
ｌ
の
ち
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
そ
の
じ

つ
阿
濃
の
胎
の
児
を
堕
そ
う
と
し
て
い
た
爺
は
、
子
殺
し
を
企
て
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
太
郎
へ
の
非
難
『
親
殺
し
』
の

震
む
な
し
い
鱒
み
ず
か
ら
鐙
〈
畜
生
〉
と
称
し
て
は
ば
か
ら
な
い
こ
と
と
呼
応
す
る
ｌ
と
い
う
〈
悪
口
〉
を
太
郎
に
向
か
っ
て

投
げ
つ
け
る
。
こ
の
よ
う
に
争
う
場
面
で
、
爺
は
『
酒
肥
り
に
肥
つ
た
、
禿
頭
の
老
人
」
と
し
て
登
場
し
、
太
郎
の
眼
に
は
『
酒
飲
み
の
、

狭
猪
な
、
卑
し
い
老
人
』
と
映
り
、
顔
を
寄
せ
ら
れ
る
と
「
酒
く
さ
い
臭
ひ
が
、
ぷ
ん
と
す
る
』
と
い
う
の
は
、
〈
不
飲
酒
〉
の
破
戒
が
強

調
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
沙
金
が
、
藤
判
官
家
の
侍
を
た
ぷ
ら
か
し
、
言
葉
巧
み
に
次
郎
を
そ
そ
の
か
し
て
太
郎
を
陥

れ
る
計
画
を
も
ち
か
け
る
の
は
、
〈
統
語
〉
と
称
し
て
よ
い
。

《
倫
盗
》
の
人
物
た
ち
は
、
さ
な
が
ら
畜
生
道
を
生
き
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
救
済
の
か
す
か
な
可
能
性
が
動
き
始
め
て
い
る
。
彼

ら
は
、
幼
か
っ
た
日
々
、
あ
る
い
は
若
か
っ
た
頃
を
回
想
す
る
。

猪
熊
の
婆
の
心
の
中
に
は
、
か
う
云
ふ
考
〔
す
べ
て
が
変
っ
た
や
う
で
変
っ
て
ゐ
な
い
〕
が
、
漠
然
と
な
が
ら
『
浮
ん
で
来
た
。
そ

の
さ
び
し
い
心
も
ち
に
、
つ
ま
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
、
円
い
眼
が
や
さ
し
く
な
っ
て
、
螺
の
や
う
な
顔
の
肉
が
、
何
時
か
、
ゆ
る
ん

で
来
る
。
（
下
略
）

太
郎
の
心
に
は
、
一
瞬
の
間
、
幼
か
っ
た
昔
の
記
憶
が
、
‐
１
１
弟
と
一
し
よ
に
、
五
条
の
橋
の
下
で
、
腕
を
釣
っ
た
昔
の
記
憶
が
、

こ
の
炎
天
に
通
ふ
微
風
の
や
う
に
、
か
な
し
く
、
返
っ
て
来
た
。
（
下
略
）

懸
想
し
た
猪
熊
の
爺
と
、
懸
想
さ
れ
た
猪
熊
の
婆
と
、
太
郎
は
、
自
ら
自
分
の
顔
に
、
一
脈
の
微
笑
が
浮
ん
で
来
る
の
を
感
じ
た
の

で
あ
る
。

四
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ま
た
、
彼
ら
の
救
済
の
い
ま
一
つ
の
具
体
的
な
し
る
し
は

月
と
星
で
あ
る
。
猪
熊
の
婆
は
、
爺
の
身
代
わ
り
に
な
っ
て
傷
を
負
い
、

息
絶
え
る
．
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2７

唯
、
自
分
の
上
に
ひ
ろ
が
っ
て
ゐ
る
大
き
な
夜
の
空
と
へ
そ
の
中
に
か
坐
っ
て
ゐ
る
小
さ
な
白
い
月
と
、
‐
そ
れ
よ
り
外
の
も
の
は
、

何
一
つ
は
っ
き
り
と
わ
か
ら
な
い
。

ま
た
へ
和
解
を
遂
げ
た
太
郎
と
次
郎
の
頭
上
に
は
、
「
涼
し
い
天
の
河
が
か
き
っ
て
ゐ
る
」
。

芥
川
の
知
識
の
な
か
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
月
は
勢
至
菩
薩
の
化
身
と
考
え
ら
れ
て
い

南
無
帰
命
月
天
子
、
本
地
大
勢
至
。
（
能
《
羽
衣
》
）

月
は
か
の
如
来
〔
阿
弥
陀
〕
の
脇
士
と
し
て
、
有
縁
を
殊
に
導
き
、
重
き
罪
を
軽
ん
ず
る
，
天
上
の
力
を
得
る
ゆ
ゑ
に
、
大
勢
至
と

は
号
す
と
か
。
（
能
《
媒
捨
》
）

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
安
息
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
彼
ら
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
．
救
済
の
予
感
と
救
済
の
し
る
し
と
を
媒

介
す
る
の
は
阿
濃
の
存
在
で
あ
る
。
阿
濃
は
、
仲
間
の
盗
賊
た
ち
を
送
り
出
し
た
あ
と
、
彼
ら
が
繰
り
広
げ
て
い
る
修
羅
闘
瀞
の
巷
よ
り

一
段
高
い
羅
城
門
の
楼
上
に
あ
っ
て
、
他
の
誰
よ
り
も
先
に
、
「
微
笑
」
と
と
も
に
空
の
彼
方
の
月
と
星
を
望
む
の
で
あ
っ
た
。

「
微
風
時
の
よ
う
に
訪
れ
る
追
憶
、
回
想
が
お
の
ず
と
き
そ

割
微
笑

陸

彼
ら
の
救
済
を
予
感
さ
せ
る
。
や
が
て
、
そ
れ
は
救
済
の

し
る
し
と
な
る
で
あ
ろ
う
で
次
郎
陸
》
太
郎
に
よ
っ
て
野
犬
の
群
の
な
か
か
ら
救
い
出
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
、

馬
上
に
あ
る
事
も
忘
れ
た
や
う
に
、
次
郎
は
そ
の
時
愈
し
か
と
兄
を
抱
く
と
、
う
れ
し
さ
う
に
微
笑
し
な
が
ら
、
頬
を
紺
の
水
千
の

胸
に
あ
て
て
、
は
ら
は
ら
と
涙
を
落
し
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
深
手
を
負
っ
て
羅
城
門
ま
で
引
き
上
げ
て
来
た
猪
熊
の
爺
は
、
仲
間
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
息
を
引
き
取
る
．

と
思
ふ
と
、
ふ
る
へ
る
唇
の
ほ
と
り
に
は
、
不
思
議
な
微
笑
の
波
が
漂
っ
て
、
今
迄
に
な
い
無
邪
気
な
表
情
が
、
何
時
か
顔
中
の
筋

と
思
ふ
と
、
暖

肉
を
柔
げ
た
。



な
い
け
れ
ど
も
、
極
楽
は
、

微
風
、
し
ず
か
に
動
い
て
、
も
ろ
も
ろ
の
技
葉
を
吹
く
に
、
無
堂
の
妙
法
の
音
声
を
演
ぺ
出
す
。
（
中
略
）
自
然
の
微
風
、
徐
か
に
起

り
て
微
動
す
。
そ
の
風
、
調
和
に
し
て
、
寒
か
ら
ず
暑
か
ら
ず
、
暖
涼
柔
軟
に
し
て
、
遅
か
ら
ず
疾
か
ら
ず
。
も
ろ
も
ろ
の
羅
網
お

よ
び
も
ろ
も
ろ
の
宝
樹
を
吹
く
に
、
無
量
の
微
妙
の
法
音
を
演
発
し
、
万
種
の
温
雅
の
徳
香
を
流
布
す
。
そ
れ
（
徳
香
）
を
聞
く
こ

と
あ
ら
ん
者
に
、
塵
労
垢
習
、
自
然
に
起
ら
ず
、
風
、
そ
の
身
に
触
れ
な
ば
、
み
な
快
楽
を
う
。
（
大
無
避
寿
経
）
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つ
く
し
く
傷
し
い
夢
匡
の
あ
り
処
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
月
、
星
と
呼
応
す
る
も
の
が
、
葬
ら
れ
る
爺
を
包
む
凌
替
花
の
香
と
そ
れ
を
運
ぶ
微
風
で
あ
っ
た
。

有
明
の
月
の
う
す
い
光
に
蒲
条
と
し
た
薮
が
、
微
か
に
梢
を
そ
よ
め
か
せ
て
、
凌
番
花
の
に
ほ
ひ
が
、
愈
濃
く
、
甘
く
漂
っ
て
ゐ
る
。

時
々
か
す
か
な
音
の
す
る
の
は
、
竹
の
葉
を
、
起
る
露
で
あ
ら
う
．

こ
れ
ら
夜
明
け
の
微
風
と
凌
番
花
の
香
と
露
と
は
、
昼
間
の
無
風
と
雑
草
と
死
臭
と
渇
き
と
に
対
照
さ
れ
て
、
も
う
一
つ
の
安
息
と
救
済

2８

阿
濃
は
、
そ
の
空
へ
眼
を
や
っ
て
疎
ら
な
星
に
、
う
つ
と
り
眺
め
入
っ
た
．

と
、
繰
り
返
さ
れ
る
。
空
の
遠
く
の
月
と
星
は
、
『
一
切
の
悪
が
、
眼
底
を
払
っ
て
、
消
え
て
し
ま
ふ
』
と
こ
ろ
の
『
現
な
が
ら
の
」
「
う

の
し
る
し
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
曇

門
上
の
楼
に
、
お
ぼ
つ
か
な
い
灯
が
と
も
っ
て
、
窓
が
一
つ
、
が
た
り
と
開
く
と
、
そ
の
窓
か
ら
、
遠
い
月
の
出
を
眺
め
て
ゐ
る
、

小
さ
な
女
の
顔
が
出
た
。
阿
濃
は
、
か
う
し
て
、
次
第
に
明
く
な
っ
て
行
く
京
の
町
を
、
目
の
下
に
見
下
ろ
し
な
が
ら
、
胎
児
の
動

く
の
を
感
じ
る
毎
に
、
独
り
う
れ
し
さ
う
に
、
ほ
ふ
笑
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
（
下
略
）

し
か
し
、
そ
の
間
も
阿
濃
だ
け
は
、
安
ら
か
な
微
笑
を
浮
ぺ
な
が
ら
、
羅
生
門
の
楼
上
に
件
ん
で
、
遠
く
の
月
の
出
を
眺
め
て
ゐ
る
。

し
か
し
、

（
下
略
）

そ
れ
ら
は
極
楽
世
界
の
微
風
と
芳
香
に
通
う
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
芥
川
の
知
職
の
な
か
に
あ
っ
た
と
の
保
証
は
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そ
の
凌
舞
花
の
芳
香
も
ま
た
、
ま
ず
楼
上
の
阿
濃
の
周
囲
に
漂
い
始
め
る
こ
と
を
見
の
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
深
い
夜
の
底
で
は
、

盗
賊
た
ち
が
絶
望
的
な
闘
争
を
続
け
て
い
る
さ
な
か
で
あ
っ
た
。

町
を
め
ぐ
る
山
々
も
、
日
中
の
ほ
と
ぼ
り
を
返
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
、
自
ら
頂
を
随
げ
な
月
明
り
に
ぼ
か
し
な
が
ら
、
ど
の
峰
も
、

ぢ
っ
と
物
を
思
っ
て
で
も
ゐ
る
や
う
に
．
う
す
い
寵
の
上
か
ら
．
静
に
荒
廃
し
た
町
を
見
下
し
て
ゐ
る
Ｉ
と
．
そ
の
中
で
．
か
す

か
に
凌
舞
花
の
に
ほ
ひ
が
し
た
。

と
描
か
れ
る
よ
う
な
世
界
で
あ
っ
た
。
な
お
、
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
凌
番
花
の
香
り
は
、
異
香
が
漂
う
と
い
う
、
極
楽
往
生
の
最
も
一

般
的
な
奇
瑞
に
擬
せ
ら
れ
て
も
い
る

こ
の
芳
香
が
微
風
に
運
ば
れ
て
、
猪
熊
の
爺
は
じ
め
盗
賊
た
ち
の
も
と
に
届
く
の
は
、
彼
ら
が
羅
城
門
に
引
上
げ
て
来
て
、
や
が
て
爺
が

臨
終
を
迎
え
よ
う
と
す
る
頃
で
あ
っ
た
。
猫
の
鳴
き
声
が
す
る
と
言
う
者
が
い
る
。

皆
、
一
時
に
ひ
っ
そ
り
と
な
っ
た
。
そ
の
中
を
、
絶
え
絶
え
に
つ
づ
く
猪
熊
の
爺
の
坤
り
声
と
一
つ
に
な
っ
て
、
か
す
か
に
猫
の
声

が
聞
え
て
来
る
。
と
流
れ
風
が
、
始
め
て
な
ま
温
く
、
柱
の
間
を
吹
い
て
、
う
す
甘
い
凌
舞
花
の
に
ほ
ひ
が
、
何
処
か
ら
か
そ
っ
と

一
同
の
鼻
を
襲
っ
た
．

猫
の
鳴
き
声
と
聞
こ
え
た
も
の
は
、
阿
濃
の
産
ん
だ
赤
ん
坊
の
泣
き
声
で
あ
っ
た
。
あ
た
か
も
、
阿
濃
母
子
の
も
と
か
ら
微
風
が
吹
き
始

め
、
そ
れ
に
乗
っ
て
芳
香
も
も
た
れ
さ
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

阿
漉
は
盗
賊
た
ち
を
救
う
赤
ん
坊
を
送
り
届
け
た
。
ま
ず
こ
の
赤
ん
坊
は
、
盗
賊
た
ち
の
さ
さ
く
れ
だ
っ
た
心
を
な
ご
ま
せ
る
。
、
彼
ら

は
、
「
別
人
の
や
う
に
、
や
さ
し
い
微
笑
を
含
ん
で
、
こ
の
命
が
宿
っ
た
ば
か
り
の
、
赤
い
ｐ
醜
い
肉
塊
を
見
守
っ
た
」
、
そ
し
て
「
一
同

が
、
創
も
忘
れ
た
や
う
に
、
ど
っ
と
笑
ふ
』
。
そ
れ
ま
で
『
息
の
つ
ま
っ
た
や
う
な
笑
ひ
声
」
し
か
洩
ら
さ
な
か
っ
た
彼
ら
が
初
め
て
見
せ

る
穏
や
か
な
微
笑
で
あ
り
、
初
め
て
あ
げ
る
明
る
い
笑
い
声
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
猪
熊
の
爺
は
赤
ん
坊
を
見
つ
め
、
そ
の
指
に
触
れ
な

が
ら
、
赤
ん
坊
が
我
が
子
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
て
、
息
を
引
き
取
る
の
で
あ
る
。

2９
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ら
で
あ
る
。

唯
、
彼
の
顔
に
は
、
秘
密
な
喜
び
が
、
折
か
ら
吹
き
出
し
た
明
け
近
い
風
の
や
う
に
、
静
に
、
心
地
よ
く
、
溢
れ
て
来
る
．
彼
は
、

こ
の
藍
暗
い
夜
の
向
う
に
ｌ
人
間
の
鰻
の
と
蜜
か
な
い
、
遠
く
の
差
さ
び
し
く
冷
か
に
明
け
て
行
く
．
不
雲
梨

明
を
見
た
の
で
あ
る
。

猪
熊
の
爺
の
見
た
、
こ
の
「
不
滅
な
、
蕊
明
」
は
、
羅
城
門
楼
上
の
阿
渡
に
よ
っ
て
予
告
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
、
「
坊
や
は
い
い
児
だ
ね
。

お
と
な
し
く
、
ね
ん
ね
し
て
お
出
で
、
今
に
ぢ
き
夜
が
明
け
る
よ
。
」
と
、
や
が
て
生
ま
れ
よ
う
と
す
る
胎
児
に
さ
さ
や
き
か
け
て
い
た
か

救
済
の
可
能
性
と
し
て
の
微
笑
、
あ
る
い
は
救
済
へ
の
憧
僚
と
し
て
の
夜
の
月
と
星
か
ら

救
済
の
し
る
し
と
し
て
の
微
笑
お
よ
び
明

け
方
の
凌
智
花
の
芳
香
へ
ど
の
よ
う
に
導
く
か
、
ま
た
獅
救
済
の
内
実
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。

第
一
に
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
『
《
倫
盗
》
の
世
界
を
照
ら
す
月
は
遠
い
空
の
彼
方
に
あ
っ
て
、
し
か
も
、
そ
の
投
げ
か
け

る
光
は
ま
こ
と
に
は
倉
か
な
げ
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
？

〔
阿
濃
が
眺
め
て
い
る
と
〕
早
に
痩
せ
た
月
は
、
徐
に
さ
み
し
く
、
・
中
空
へ
登
っ
て
行
く
。
（
下
略
）

唯
、
自
分
〔
猪
熊
の
婆
〕
の
上
に
ひ
ろ
が
っ
て
ゐ
る
大
き
な
夜
の
空
と
、
そ
の
中
に
か
ふ
つ
て
ゐ
る
小
さ
な
白
い
月
と
、
そ
れ
よ
り

外
の
も
の
は
、
何
一
つ
は
っ
き
り
と
わ
か
ら
な
い
。

こ
の
．
「
痩
せ
た
」
「
小
さ
な
」
月
と
「
疎
ら
な
星
」
は
、
救
済
の
頼
り
な
さ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
深
く
広
い
の
は
夜
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、

ｌ
阿
慧
ど
の
時
唄
を
う
た
ひ
な
が
ら
、
遠
い
所
を
見
る
や
う
な
鰻
を
し
て
、
蚊
に
刺
さ
れ
る
の
も
知
ら
ず
に
、
現
な
が
ら

の
夢
を
見
た
。
人
間
の
苦
し
み
を
忘
れ
た
、
し
か
も
又
人
間
の
苦
し
み
に
色
づ
け
ら
れ
た
、
う
つ
く
し
く
、
傷
し
い
夢
で
あ
る
。
（
涙

五
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と
、
夢
Ⅱ
救
済
は
人
の
悲
し
み
に
彩
ら
れ
て
い
る
。

《
倫
盗
》
の
中
心
部
分
は
、
昼
か
ら
夜
を
経
て
夜
明
け
に
至
る
一
日
で
あ
る
。
そ
れ
は
？
盗
賊
た
ち
が
餓
鬼
道
、
畜
生
道
か
ら
修
羅
道
を

（
４
）

経
て
？
人
間
へ
回
帰
す
る
と
い
う
、
作
品
の
構
成
と
正
確
に
呼
応
し
て
い
る
。
清
水
康
次
は
、

「
倫
盗
」
執
筆
の
目
的
は
、
（
中
略
）
空
虚
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
〔
存
在
」
を
、
あ
る
い
は
本
当
の
生
を
、
可
能
な
ら
し
め
よ
う

と
す
る
試
み
な
の
で
あ
る
。
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と
説
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
単
純
に
憎
か
ら
愛
へ
、
悪
か
ら
善
へ
、
罪
か
ら
救
済
へ
と
図
式
化
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
《
愉
盗
》

に
あ
っ
て
は
、
憎
と
愛
、
罪
悪
と
救
済
は
常
に
背
中
合
わ
せ
の
関
係
に
あ
っ
て
、
憎
と
罪
悪
の
き
わ
み
に
、
愛
と
救
済
と
が
は
じ
め
て
訪

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
太
郎
、
次
郎
の
兄
弟
の
和
解
が
な
る
場
面
も
そ
う
で
あ
る
。

彼
〔
太
郎
は
〕
は
空
も
見
な
か
っ
た
。
路
も
見
な
か
っ
た
。
月
は
猶
更
眼
に
は
い
ら
な
か
っ
た
。
唯
見
た
の
は
、
限
り
な
い
夜
で
あ

る
。
夜
に
似
た
愛
憎
の
深
み
で
あ
る
。
（
下
略
）

怪
し
く
熱
し
て
ゐ
る
〔
太
郎
の
〕
隻
眼
に
、
次
郎
は
、
殆
ど
憎
悪
に
近
い
愛
が
、
１
１
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
、
不
思
議
な
愛
が
燃

え
立
っ
て
ゐ
る
の
を
見
た
の
で
あ
る
。
．

た
だ
し
、
こ
こ
で
た
し
か
に
太
郎
は
一
旦
は
弟
を
見
棄
て
よ
う
と
し
て
、
馬
首
を
廻
ら
し
て
助
け
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
次
郎
は
救
い
上

げ
ら
れ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
我
執
を
克
服
し
え
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
次
郎
が
狩
犬
、
野
犬

に
囲
ま
れ
て
苦
闘
し
、
死
の
危
機
に
瀕
す
る
場
面
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
。
次
郎
が
闘
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

（
５
》

た
の
は
、
彼
の
内
な
る
畜
生
性
で
あ
っ
た
。
馬
上
に
這
い
上
が
ろ
う
と
す
る
次
郎
に
牙
が
迫
る
。
し
か
し
、

を
知
ら
な
い
も
の
壁
見
る
事
が
出
来
る
夢
で
は
な
い
。
）
そ
こ
で
は
、
一
切
の
悪
が
、
眼
底
を
払
っ
て
、
消
え
て
し
ま
ふ
。
が
、
人
間

の
悲
し
み
だ
け
は
Ｉ
空
を
み
た
し
て
ゐ
る
月
の
光
の
や
う
に
、
大
き
な
人
間
の
悲
し
み
だ
け
は
や
は
り
さ
び
し
く
厳
に
残
つ

て
い
る
。
．
…
…

可
能
な
ら
し
め
よ
う
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犬
は
、
空
し
く
次
郎
の
腔
布
を
食
ひ
ち
ぎ
っ
て
、
う
づ
ま
く
獣
の
波
の
中
へ
、
ま
っ
さ
か
さ
ま
に
落
ち
て
行
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
振
り
切
っ
た
も
の
こ
そ
彼
自
身
の
畜
生
性
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
こ
こ
に
も
み
ず
か
ら
の
畜
生
性
を
生
き
抜
き
へ

そ
れ
と
闘
い
抜
い
た
果
て
に
、
よ
う
や
く
「
安
息
」
は
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。

愛
も
救
済
も
、
対
立
す
る
は
ず
の
憎
と
罪
悪
と
に
内
側
か
ら
支
え
ら
れ
て
い
る
、
こ
う
し
た
境
界
は
、
「
一
切
の
分
別
が
眼
底
を
払
っ
て
、

消
え
て
し
ま
ふ
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
『
本
当
の
生
」
と
は
何
か
。

越
智
治
雄
陸
逗
「
限
り
な
い
夜
の
中
に
い
る
者
の
み
の
知
る
、
感
傷
と
は
無
縁
な
愛
」
と
説
い
た
。
さ
ら
に
下
坂
恵
は
、
芥
川
の
書
簡
の

（
７
）

・
な
か
の
、
「
自
分
に
は
善
と
悪
と
が
相
反
的
に
な
ら
ず
相
関
的
に
な
っ
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
す
」
「
善
悪
一
如
の
も
の
を
自
分
は
見
て
ゐ
る

や
う
な
気
が
す
る
也
」
（
大
正
三
年
一
月
二
十
一
日
、
恒
藤
恭
宛
）
を
引
き
な
が
ら
、
そ
の
「
善
悪
一
如
の
も
の
」
を
現
前
さ
せ
る
と
い
う

モ
チ
ー
フ
を
導
き
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
な
ら
っ
て
、
芥
川
は
〈
愛
憎
一
如
〉
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
．猪

熊
の
爺
の
見
た
、
あ
の
『
不
雲
霞
睦
『
暗
い
夜
の
向
う
に
ｌ
人
間
の
眼
の
と
蜜
か
な
い
．
遠
く
の
空
に
』
、
か
ろ
う

じ
て
見
え
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
て
、
阿
波
が
、
羅
城
門
の
上
か
ら
望
ん
で
い
た
「
遠
い
所
」
、
息
絶
え
て
ゆ
く
婆
の
眼
に
映
っ
た
「
大
き

な
空
」
、
太
郎
の
見
た
「
限
り
な
い
夜
」
の
向
こ
う
に
あ
る
も
の
と
同
質
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
臨
終
の
爺
の
微
笑
を
形
容
す
る
『
不
思
議

な
」
と
い
う
語
は
、
次
郎
の
見
た
『
愛
」
を
も
形
容
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
原
義
通
り
、
人
間
の
思
議
を
越
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
思
議
を
越
え
た
、
言
い
換
え
れ
ば
、
『
一
切
の
分
別
」
か
ら
自
由
な
と
こ
ろ
こ
そ
、
「
愛
憎
の
深
み
」
「
憎
悪
に
近
い
愛
」
、
換
言
す
れ
ば

〈
愛
憎
一
如
〉
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
彼
ら
を
救
済
す
る
原
理
〈
何
も
の
か
〉
は
、
そ
の
な
か
に
悪
、
罪
、
憎
を
内
包
し
て
い

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
ま
で
は
太
郎
を
の
の
し
り
、
苦
痛
に
苦
し
み
つ
つ
、
死
へ
の
恐
怖
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
爺
を
救
っ
た
の
は
、
赤
ん
坊
で
あ
っ
た
。

正
確
に
言
い
換
え
る
と
ｙ
死
に
ゆ
く
者
と
、
生
命
が
宿
っ
た
ば
か
り
の
赤
ん
坊
と
は
別
人
で
は
な
い
。
爺
は
、
こ
の
赤
ん
坊
に
生
ま
れ
変

3２
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（
８
）

わ
っ
た
の
で
あ
る
。
赤
ん
坊
を
見
つ
め
る
爺
に
つ
い
て
、
「
今
迄
に
な
い
無
邪
気
な
表
情
が
、
何
時
か
顔
中
の
筋
肉
を
柔
げ
た
」
と
い
う
の

は
、
彼
が
嬰
児
に
還
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

嬰
児
に
還
る
こ
と
に
よ
る
救
済
、
そ
れ
は
次
郎
の
救
済
に
通
う
。
第
一
に
、
次
郎
が
野
犬
の
牙
か
ら
脱
出
し
た
こ
と
は
、
彼
の
擬
死
再

生
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、

彼
は
内
限
り
な
い
安
息
が
、
徐
に
心
を
満
し
て
来
る
の
を
感
じ
た
．
母
の
膝
を
離
れ
て
か
ら
、
何
年
に
も
感
じ
た
事
の
な
い
、
静
な

力
強
い
安
息
で
あ
る
。
ｌ

と
、
そ
の
安
息
が
、
母
親
の
膝
の
上
の
そ
れ
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
幼
児
に
回
帰
し
た
吹
郎
を
暗
示
し
て
い
る
．
救
済
を
予
感
さ
せ

（
９
）

て
い
た
追
憶
が
、
一
気
に
こ
こ
に
集
約
さ
れ
る
．
一
二
好
行
雄
は
、
『
阿
濃
の
〈
母
〉
は
砿
実
に
猪
熊
を
救
済
し
た
」
、
ま
た
『
次
郎
の
こ
の

安
息
か
ら
阿
濃
の
〈
母
〉
ま
で
の
距
離
は
ほ
ん
の
一
跳
び
に
す
ぎ
ぬ
よ
う
に
見
え
る
」
と
論
じ
て
い
る
．

畜
生
、
修
羅
の
世
界
を
生
き
た
《
倫
盗
》
の
人
物
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
人
間
を
取
り
戻
し
た
。
し
か
し
、
一
切
の
悪
と
罪
を
負
わ
さ

れ
よ
う
に
し
て
、
た
だ
独
り
奈
落
の
底
に
沈
ん
で
い
っ
た
女
が
い
る
。
最
後
に
、
太
郎
、
次
郎
に
殺
さ
れ
る
沙
金
で
あ
る
。
阿
濃
の
〈
母
〉

の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、
こ
の
沙
金
に
対
し
て
と
り
あ
え
ず
の
一
瞥
を
与
え
て
面
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

沙
金
は
、
彼
女
を
除
く
主
要
な
登
場
人
物
た
ち
と
対
照
的
で
あ
る
。

第
一
に
、
彼
女
は
自
己
の
内
面
を
決
し
て
う
か
が
わ
せ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
女
は
追
憶
に
ふ
け
る
こ
と
も
な
い
。
第
二
に
、
彼
女

の
時
折
み
せ
る
微
笑
は
、
「
冷
な
微
笑
」
『
気
味
悪
く
、
微
笑
」
「
微
笑
を
絶
た
な
い
顔
に
、
一
脈
の
殺
気
を
浮
べ
な
が
ら
」
と
、
他
の
人
物

た
ち
の
浮
か
べ
る
そ
れ
と
異
質
で
あ
っ
た
．
そ
し
て
、
そ
の
美
貌
、
そ
の
知
謀
、
そ
の
冷
酷
さ
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
阿
濃
と
対
照
的
で

（
叩
）

あ
る
。
こ
の
〈
宿
命
の
女
〉
に
だ
け
は
、
救
済
の
可
能
性
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

｛
ハ

3３
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次
郎
は
沙
金
に
向
か
っ
て
言
う
、

『
内
心
女
夜
叉
さ
ね
．
お
前
は
。
」

こ
れ
は
、
仏
教
的
な
観
点
か
ら
女
人
の
罪
障
の
深
さ
を
い
う
、
よ
く
知
ら
れ
た
言
葉
「
女
人
地
献
使
、
能
断
仏
種
子
、
外
面
如
（
似
）
菩

薩
、
内
心
如
夜
叉
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
「
女
夜
叉
」
と
は
、
た
し
か
に
誤
用
で
あ
る
。
た
だ
し
、
芥
川
は
こ
れ
と
同
系
の
「
女
菩
薩
」
と

（
、
）

い
う
語
を
し
ば
し
ば
用
い
て
い
る
し
、
先
例
も
あ
る
ｐ

乞
食
の
や
う
な
姿
を
し
た
沙
門
が
、
何
か
頻
に
し
や
く
り
な
が
ら
、
見
慣
れ
ぬ
女
菩
薩
の
画
像
を
掲
げ
た
旗
竿
を
片
手
に
つ
き
立
て

て
、
件
ん
で
ゐ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
．
（
《
邪
宗
門
》
大
正
七
年
十
一

わ
た
し
に
は
あ
の
女
の
顔
が
、
女
菩
薩
の
や
う
に
見
え
た
の
で
す
。
（
《
薮
の
中
》
大
正
八
年
十
二
月
）

グ
ア
ワ
は
何
と
い
ふ
女
菩
薩
で
あ
ら
う
。
現
に
仏
画
師
は
グ
ア
ワ
の
こ
と
を
蓮
華
夫
人
と
滝
名
し
て
ゐ
る
。
実
際
川
ば
た
の
枝
垂
れ

柳
の
下
に
乳
の
み
児
を
抱
い
て
ゐ
る
妻
の
姿
は
円
光
を
負
っ
て
ゐ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
（
《
第
四
の
夫
か
ら
》
大
正
十
三

年
三
月
）

沙
金
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
「
内
心
女
夜
叉
」
は
、
当
然
『
外
面
如
（
女
）
菩
薩
』
を
含
意
す
る
。
そ
し
て
も
し
、
阿
波
と
の
対
照
が
構
え

ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
阿
濃
こ
そ
、
『
外
面
如
（
女
）
夜
叉
、
内
心
如
（
女
）
菩
薩
」
と
評
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
じ
つ

（
鰹
）

は
、
一
二
好
行
雄
が
、
阿
濃
の
〈
母
な
る
も
の
〉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

畜
生
道
に
落
ち
た
悪
を
〈
人
間
の
悲
し
み
〉
に
ま
で
浄
化
す
る
存
在
、
あ
ら
ゆ
る
悪
を
つ
つ
み
こ
ん
で
、
そ
れ
を
〈
悲
し
み
〉
と
し

て
ひ
き
う
け
る
抱
擁
者
Ｉ
〈
母
〉
に
よ
る
救
済
の
モ
チ
ー
フ
は
あ
ざ
や
か
で
あ
る
．

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
、
も
う
菩
薩
の
慈
悲
と
呼
び
換
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
．
阿
波
は
〈
母
〉
で
あ
り
、
菩
薩
で
あ
っ
た
。

菩
薩
と
は
、
仏
に
な
る
た
め
に
修
行
を
続
け
て
い
る
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、
完
全
な
悟
り
を
得
る
以
前
の
菩
薩
は
、
衆
生
と
同
じ
地
平

に
降
り
立
っ
て
、
彼
ら
を
救
お
う
と
す
る
。
菩
薩
は
、
致
富
、
幸
福
な
結
婚
、
子
宝
な
ど
Ｐ
衆
生
の
現
世
的
な
利
益
の
願
い
を
満
た
す
で
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あ
ろ
う
．
ま
た
。
善
根
を
植
え
る
こ
と
も
か
な
わ
ず
、
罪
業
を
積
み
重
ね
る
ほ
か
な
い
、
し
た
が
っ
て
来
世
は
悪
道
に
沈
む
で
あ
ろ
う
衆

生
を
、
決
し
て
拒
む
こ
と
は
な
い
、
菩
薩
は
、
そ
う
い
う
衆
生
の
劣
っ
た
機
根
に
合
わ
せ
て
導
く
の
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
菩
薩
へ
の

信
仰
は
、
特
に
観
音
、
地
蔵
に
対
し
て
広
く
永
い
。
こ
の
う
ち
特
に
阿
濃
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
べ
き
は
、
観
音
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
，

そ
の
絵
像
、
彫
像
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
観
音
は
、
し
ば
し
ば
両
性
具
有
な
い
し
女
性
或
い
は
母
性
の
か
た
ち
で
表
象
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
、

そ
の
よ
う
に
、
観
音
が
両
性
具
有
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
女
性
原
理
な
い
し
母
性
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
仏
教
に
組
み

入
れ
ら
れ
る
以
前
の
性
格
を
失
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
民
族
学
、
宗
教
学
、
神
話
学
は
、
仏
教
の
菩
薩
の
前
身
が
、
世
界
に
ほ
ぼ
普

（
砲
）

遍
的
な
大
地
母
神
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
女
神
は
、
人
類
の
信
仰
の
古
層
に
棲
ん
で
い
て
、
誕
生
、
豊
穣
お
よ
び

死
を
司
っ
て
い
る
。
彼
女
は
、
す
べ
て
の
も
の
を
産
み
だ
し
、
育
み
、
そ
し
て
死
せ
る
も
の
を
抱
き
取
り
、
収
め
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス

（
鳩
）

ト
教
の
マ
リ
ア
も
ま
た
こ
の
女
神
の
後
商
で
あ
つ
に
弧
）
石
田
英
一
郎
に
よ
れ
ば
、
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
生
み
出
し
た
マ
リ
ア
観
音
は
、
同

じ
根
か
ら
分
か
れ
た
母
子
神
が
異
な
る
経
路
を
た
ど
っ
た
末
に
、
文
化
の
接
触
に
よ
っ
て
ふ
た
た
び
出
会
い
、
結
び
付
く
べ
く
し
て
結
び

付
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

た
だ
し
、
菩
薩
と
し
て
の
阿
濃
は
自
分
の
季
ん
だ
の
が
誰
の
子
で
あ
る
か
も
分
か
ら
な
い
ほ
ど
、
『
白
痴
に
近
い
天
性
を
持
っ
て
生
ま
れ

た
」
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
三
好
行
雄
ボ
、
そ
の
「
認
職
の
腐
臭
か
ら
も
っ
と
も
と
お
い
単
純
無
職
の
魂
」
に
こ

そ
、
聖
母
マ
リ
ア
の
〈
母
な
る
も
の
〉
と
も
ひ
び
き
あ
う
も
の
を
認
め
る
観
点
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
、
「
白
痴
に
近
い
」
者
こ
そ
神

仏
に
最
も
近
い
と
い
う
の
が
、
近
代
以
前
の
通
念
で
あ
っ
た
こ
と
を
付
け
加
え
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
阿
濃
の
生
涯
は
、
汚
辱
に
ま
み
れ
て
い
た
。

或
時
は
、
町
の
子
供
に
い
ぢ
め
ら
れ
て
、
五
条
の
橋
の
上
か
ら
河
原
へ
、
さ
か
さ
ま
に
つ
き
落
と
さ
れ
た
。
或
時
は
、
磯
に
せ
ま
っ

て
し
た
盗
み
の
答
で
、
・
裸
の
侭
、
地
蔵
堂
の
梁
へ
つ
り
上
げ
ら
れ
た
ｐ
そ
れ
が
ふ
と
沙
金
に
助
け
ら
れ
て
、
自
然
と
こ
の
盗
人
の
群
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阿
濃
が
菩
薩
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

な
め
て
神
と
な
り
、
そ
う
し
た
坐

る
。
芥
川
は
、
そ
う
い
う
神
を
、
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え
す
・
き
り
す
と
様
、
さ
ん
た
・
ま
り
や
姫
に
恋
を
な
さ
れ
、
焦
が
れ
死
に
果
て
さ
せ
給
う
た
に
よ
っ
て
、
わ
れ
と
同
じ
苦
し
み
に

悩
む
も
の
を
、
救
う
て
と
ら
せ
う
と
思
召
し
、
宗
門
神
と
な
ら
れ
た
げ
で
ご
ざ
る
。
（
《
じ
ゅ
り
あ
の
．
吉
助
》
大
正
八
年
八
月
）

と
描
き
出
し
て
い
る
。

3６

（
女
夜
叉
〉
と
し
て
の
沙
金
は
、
母
の
慈
愛
あ
る
い
は
菩
薩
の
慈
悲
か
ら
最
も
遠
い
存
在
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
大
方
の
読
者
の
描

く
沙
金
像
は
、
次
郎
の
視
線
と
述
懐
を
通
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
．
１
１
『
女
夜
叉
」
の
語
も
次
郎
の
口
か
ら
吐
か

《
Ⅳ
）

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
石
割
透
は
、
『
観
念
か
ら
も
倫
理
か
ら
も
解
放
さ
れ
た
、
自
然
そ
の
ま
ま
の
悪
』
と
評
す
る
が
、
し
か
し
、
次
の

よ
う
な
一
面
を
読
み
落
と
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

藤
判
官
家
の
襲
撃
に
向
か
お
う
と
す
る
と
き
、
沙
金
は
、
『
し
ょ
ん
ぼ
り
、
指
を
噛
ん
で
立
っ
て
ゐ
る
」
阿
濃
に
や
さ
し
く
声
を
か
け
、

阿
濃
は
、
「
子
供
の
や
う
に
、
う
つ
と
り
、
沙
金
の
顔
を
見
』
る
し
、
阿
渡
に
と
っ
て
、
「
ふ
だ
ん
は
何
か
と
軸
っ
て
く
れ
る
沙
金
」
で
あ

っ
た
。
た
と
え
ば
、
ま
た
次
郎
の
背
後
か
ら
鉾
を
栂
え
て
忍
び
寄
る
藤
判
官
家
の
侍
を
射
倒
し
た
「
た
か
う
す
べ
の
矢
」
が
、
沙
金
の
弓

か
ら
放
た
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、
彼
は
気
付
い
た
か
ど
う
か
。
さ
ら
に
、
息
を
引
き
取
る
猪
熊
の
爺
を
「
傍
か
ら
そ
っ
と
支
へ
た
」

の
も
沙
金
で
あ
っ
た
。
単
に
、
そ
の
美
貌
や
性
的
魅
力
や
残
虐
さ
に
よ
っ
て
、
彼
女
が
盗
賊
団
の
首
領
と
な
っ
た
の
で
な
い
こ
と
は
、
も

の
も
沙
金
で
あ
っ
た
。
呼

は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

に
は
い
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
苦
し
い
目
に
あ
ふ
事
は
、
以
前
と
少
し
も
変
り
が
な
い
。

（
焔
）

が
菩
薩
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
和
辻
哲
郎
が
指
摘
し
た
日
本
的
な
く
苦
し
む
神
〉
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
は
人
と
し
て
の
辛
酸
を

て
神
と
な
り
、
そ
う
し
た
前
身
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
そ
の
神
は
衆
生
の
苦
し
み
を
我
が
苦
し
み
と
し
て
、
衆
生
を
救
い
う
る
の
で
あ
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（
咽
）

《
倫
盗
》
は
メ
リ
メ
の
《
カ
ル
メ
ン
》
を
粉
本
と
し
て
、
沙
金
は
カ
ル
メ
ン
に
当
た
る
と
い
う
、
吉
田
精
一
の
指
摘
を
受
け
て
、
」
長
野

（
四
）

嘗
一
は
ヘ
メ
リ
メ
の
そ
れ
●
に
及
ば
な
い
女
主
人
公
の
造
型
の
失
敗
が
《
倫
盗
》
失
敗
の
根
因
と
論
ず
る
。
し
か
し
、
造
型
の
不
完
全
さ
を

（
釦
）
．

「
作
者
の
腕
の
相
違
」
の
み
に
帰
せ
ら
れ
る
か
ど
う
か
。
む
し
ろ
、
平
岡
敏
夫
は
、
沙
金
の
内
面
に
立
ち
入
っ
て
い
な
い
こ
と
に
触
れ
て
、
、

こ
れ
は
、
沙
金
の
よ
う
な
女
の
心
は
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
と
す
る
女
性
認
織
、
言
い
か
え
れ
ば
、
信
じ
が
た
い
女
性
の
存
在
を
、

他
の
諸
人
物
と
は
区
別
さ
れ
る
、
こ
の
よ
う
な
特
別
な
方
法
に
よ
っ
て
描
い
た
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

《
創
）

と
，
し
て
、
後
年
の
《
薮
の
中
》
（
大
正
十
一
年
一
月
）
の
真
砂
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
言
及
す
る
。
た
だ
し
、
当
面
重
要
な
問
題
は
、
「
認

識
し
が
た
い
女
性
の
存
在
に
芥
川
は
ぶ
つ
か
っ
た
』
と
い
う
よ
う
な
、
芥
川
の
女
性
観
で
は
な
く
て
、
そ
の
『
特
別
な
方
法
に
よ
っ
て
」
、

（
狸
）

善
悪
の
基
準
だ
け
で
は
計
れ
な
い
、
つ
ま
り
〈
善
悪
一
如
〉
の
存
在
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
高
橋
陽
子
が
、
．

ｐ
Ｈ
常
に
お

い
て
は
ふ
つ
う
覆
い
か
く
さ
れ
て
い
る
本
源
的
な
く
禁
忌
〉
」
を
体
現
す
る
存
在
と
解
し
て
い
る
の
は
至
当
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
非
日
常
的
な
く
禁
忌
〉
は
何
に
根
ざ
し
て
い
る
か
．
相
反
す
る
も
の
が
併
存
す
る
沙
金
像
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に

も
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
次
郎
に
よ
れ
ば
、
沙
金
の
よ
う
に
『
醜
い
魂
と
美
し
い
肉
身
と
を
持
っ
た
人
間
は
、
外
に
ゐ
な
い
」

と
い
う
。
一
方
、
太
郎
に
よ
れ
ば
、
彼
女
が
盗
人
の
頭
で
あ
る
こ
と
、
「
日
頃
は
容
色
を
売
っ
て
、
偲
侭
同
様
な
暮
し
を
し
て
ゐ
る
」
こ
と

が
だ
ん
だ
ん
分
か
っ
て
き
て
、
．
『
が
、
そ
れ
は
、
反
て
あ
の
女
に
、
双
紙
の
中
の
人
間
め
い
た
、
不
思
畿
な
円
光
を
か
け
る
ば
か
り
で
、
少

し
も
卑
し
い
な
ど
と
云
ふ
気
は
起
さ
せ
な
い
」
。
こ
れ
ら
は
、
兄
弟
の
対
照
的
な
女
性
観
を
語
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
沙
金
自
身
の
二
面

性
を
示
し
て
い
る
。

「
円
光
」
と
は
、
沙
金
の
隠
さ
れ
た
聖
な
る
側
面
で
あ
る
。
す
で
に
揚
げ
た
よ
う
に
、
四
人
の
夫
を
持
つ
グ
ア
ワ
ー
１
１
枝
垂
れ
柳
の
下

（
露
）

に
立
つ
姿
は
楊
柳
観
音
を
八
乳
飲
み
児
を
抱
く
姿
は
聖
母
マ
リ
ア
を
連
想
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
１
１
に
も
円
光
が
か
か
っ
て
い
た
し
（
《
第
四

の
夫
か
ら
》
）
、
ま
た
、
「
偲
偲
」
と
い
え
ば
、
良
秀
は
「
吉
祥
天
を
描
く
時
は
、
卑
し
い
偲
偲
の
顔
を
写
し
」
た
（
《
地
鍬
変
》
）
。
あ
る
い

は
、
「
〔
多
く
の
男
を
通
わ
せ
て
い
る
〕
和
泉
式
部
も
、
道
命
が
眼
に
は
麻
耶
夫
人
』
（
《
道
祖
問
答
》
大
正
五
年
十
二
月
）
と
映
る
の
で
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あ
っ
た
。
聖
な
る
も
の
の
遊
女
性
、
卑
賎
な
る
も
の
の
聖
母
性
、
そ
れ
ら
が
表
裏
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
、
し
か
も
そ
う
し
た
遊
女
性
と

（
鋼
）

聖
母
性
と
が
し
ば
し
ば
一
挙
に
反
転
す
る
と
い
う
観
念
は
、
ご
く
一
般
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
芥
川
は
、
天
女
の
ご
と
き
女
を

求
め
る
俗
の
夢
の
な
か
に
吉
祥
天
が
現
れ
て
、
そ
の
俗
と
契
っ
た
物
語
（
今
昔
物
語
集
巻
十
七
第
四
五
）
を
続
ん
だ
は
ず
で
あ
り
、
神
崎
．

の
遊
女
の
長
者
が
、
生
身
の
普
賢
菩
薩
で
あ
っ
た
〈
十
訓
抄
第
三
・
一
五
な
ど
）
と
い
う
、
よ
く
知
ら
れ
た
物
語
を
目
に
し
た
こ
と
も
疑

い
を
容
れ
な
い
。
《
手
帳
二
》
に
は
、
「
聖
母
マ
リ
ア
吉
原
の
女
郎
と
な
る
話
。
道
中
よ
り
昇
天
す
」
と
い
う
創
作
メ
モ
が
あ
る
。
こ
う
し

て
、
淫
蕩
な
沙
金
も
ま
た
聖
な
る
も
の
を
ひ
そ
ま
せ
て
い
た
。

ま
た
、
崇
高
な
る
も
の
と
卑
小
な
る
も
の
、
慈
愛
と
残
虐
と
が
同
居
し
て
い
る
〈
女
菩
薩
〉
は
、
《
黒
衣
聖
母
》
（
大
正
九
年
四
月
）
に

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

聖
母
は
黒
檀
の
衣
を
纏
っ
た
侭
、
や
は
り
そ
の
美
し
い
象
牙
の
顔
に
、
或
悪
意
を
帯
び
た
潮
笑
を
、
永
久
に
冷
然
と
湛
へ
て
ゐ
る
。

こ
の
聖
母
は
、
ま
こ
と
に
皮
肉
な
方
法
で
祈
る
者
の
願
い
を
か
な
え
た
と
い
う
伝
説
を
も
っ
て
い
る
。
そ
う
じ
た
『
或
悪
意
を
帯
び
た
』

救
済
は
、
《
運
》
（
大
正
五
年
十
二
月
）
に
も
語
ら
れ
て
い
る
。
「
一
生
安
楽
に
幕
せ
ま
す
や
う
に
」
と
、
消
水
の
観
音
に
願
を
か
け
た
女
が

恐
怖
と
自
ら
の
悪
事
を
引
き
換
え
に
、
願
い
を
聞
き
届
け
ら
れ
た
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
大
地
母
神
Ｉ
〈
女
菩
薩
〉
の
慈
悲
の
微
笑
の
裏

に
隠
さ
れ
た
冷
酷
な
一
面
、
そ
の
典
型
を
我
々
は
十
一
面
観
音
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
十
一
面
観
音
像
の
前
三
面
が
寂
静
相
で
あ
る
の

に
対
し
、
左
三
面
は
威
怒
相
、
右
三
面
は
利
牙
上
出
相
、
後
一
面
は
笑
怒
（
暴
悪
大
笑
）
相
を
示
す
。

こ
れ
ら
と
逆
に
、
常
に
嬬
差
を
見
せ
て
い
た
女
の
変
貌
を
語
る
《
あ
ば
ぱ
ぱ
ば
》
（
大
正
十
二
年
十
一
月
）
。

女
は
も
う
「
あ
の
女
」
で
は
な
い
。
度
胸
の
好
い
母
の
一
人
で
あ
る
。
一
た
び
子
の
為
に
な
っ
た
が
最
後
、
古
来
如
何
な
る
悪
事
を

も
犯
し
た
「
母
」
の
一
人
で
あ
る
。

．
ま
た
、
芥
川
に
お
け
る
母
性
と
悪
と
の
結
合
は
《
女
》
（
大
正
九
年
四
月
）
に
端
的
に
現
れ
る
Ｐ

ｌ
ｌ
無
数
の
仔
蜘
妹
を
生
ん
だ
雌
蜘
妹
は
（
中
略
）
母
親
の
限
り
な
い
歓
喜
を
感
じ
な
が
ら
、
何
時
か
死
に
就
い
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
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た
。
ｌ
ｌ
あ
の
蜂
を
噛
み
殺
し
た
。
殆
『
悪
」
そ
れ
自
身
の
や
う
な
、
真
夏
の
自
然
に
生
き
て
ゐ
る
女
は
。

真
夏
の
誕
生
と
死
、
蜘
妹
の
『
殺
裁
と
略
奪
」
と
『
母
親
の
限
り
な
い
歓
喜
」
は
、
．
《
倫
盗
》
に
通
う
と
こ
ろ
が
あ
ま
り
に
も
多
い
。

‐
（
湾
）

こ
う
し
て
、
沙
金
と
阿
濃
と
は
単
に
対
立
す
る
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
か
っ
た
．
二
人
は
梱
同
一
の
〈
太
母
〉
原
型
か
ら
、
生
と
死
、

与
え
る
も
の
と
奪
う
も
の
、
抱
き
と
め
る
も
の
と
む
さ
ぼ
り
食
う
も
の
、
保
護
す
る
も
の
ど
拒
絶
す
る
も
の
、
つ
ま
り
肯
定
的
な
も
の
と

否
定
的
な
も
の
と
に
分
割
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
一
・
般
に
「
如
（
女
）
菩
薩
」
と
「
如
（
女
）
夜
叉
」
と
が
、
女
性
の
一
一

面
性
を
外
面
と
内
心
と
に
分
け
て
と
ら
え
る
言
葉
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
阿
濃
と
沙
金
と
は
、
大
地
母
神
Ｉ
〈
女
菩
薩
〉
を
二
つ
の
人
格

に
分
割
し
て
み
せ
た
も
の
と
い
え
な
い
か
。
沙
金
の
死
を
見
届
け
る
の
が
阿
濃
で
あ
っ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
無
視
し
が
た
い
。

慈
愛
と
残
虐
と
を
合
わ
せ
具
え
た
大
地
母
神
Ｉ
〈
菩
薩
〉
の
統
合
が
、
そ
こ
で
図
ら
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
こ
そ
、
本
質

的
な
意
味
で
の
〈
善
悪
一
如
〉
〈
愛
憎
一
如
〉
が
実
現
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
み
ず
か
ら
性
急
に
世
界
を
救
済
し
よ
う
と
し
た
芥

川
は
、
夜
叉
と
し
て
の
半
身
を
抹
殺
す
る
に
と
ど
め
た
よ
う
で
あ
る
。

Ｉ
Ｉ
Ｊ
。

（
２
）
「
倫
盗
」

〔
注
〕

（
１
）
海
老
井
英
次
『
「
倫
盗
」
へ
の
一
視
角
』
（
『
語
文
研
究
』
皿
・
羽
合
併
号
一
九
七
一
年
一
○
月
、
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書

芥
川
龍
之
介
Ⅱ
』
に
再
録
）
。

『
〈
我
執
〉
か
ら
〈
救
済
〉
へ
の
ロ
マ
ン
ー
『
倫
盗
』
論
続
稿
』
（
『
近
代
文
学
考
』
２
号
一
九
七
四
年
三
月
『
日
本
文
学
研

究
資
料
叢
番
芥
川
龍
之
介
Ⅱ
』
に
再
録
）
。

『
芥
川
龍
之
介
論
孜
ｌ
畠
覚
醒
か
ら
解
体
へ
ｌ
農
第
一
部
第
四
章
第
二
節
『
『
倫
盗
』
ｌ
ロ
マ
ン
へ
の
野
心
と
そ
の
挫
折

構
想
メ
モ
に
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。
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（
３
）
こ
の
よ
う
な
芥
川
の
人
間
観
に
関
し
て
は
、
東
郷
克
美
。
猿
の
や
う
な
賃
人
間
の
行
方
１
１
「
羅
生
門
」
「
倫
盗
」
か
ら
「
地
獄

変
』
ヘ
ー
ト
Ｊ
（
『
一
冊
の
鱗
座
芥
川
龍
之
介
』
）
参
照
。

（
４
）
消
水
康
次
ご
倫
盗
」
論
１
１
風
景
か
ら
の
仮
脱
１
１
』
（
『
女
子
大
文
学
』
犯
号
一
九
八
一
年
三
月
）
。

（
５
）
越
智
治
雄
・
菊
地
弘
・
平
岡
敏
夫
・
三
好
行
雄
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
芥
川
龍
之
介
の
志
向
し
た
も
の
ｌ
ｌ
初
期
の
作
品
を
め
ぐ
っ

て
ｌ
』
（
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
七
五
年
二
月
）
で
、
菊
地
は
次
郎
を
襲
う
野
犬
を
『
煩
脳
の
犬
』
と
解

し
て
い
る
。
な
お
、
菊
地
『
芥
川
龍
之
介
１
１
意
識
と
方
法
Ｉ
Ｉ
Ｌ
「
倫
盗
・
芋
粥
」
参
照
。

（
６
）
越
智
治
雄
『
作
品
蹄
倫
盗
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
七
二
年
一
二
月
）

（
７
）
下
坂
恵
「
倫
盗
」
賦
騰
」
（
『
方
位
』
加
号
一
九
八
六
年
一
二
月
）
。

（
８
）
輪
脈
は
異
な
る
が
、
宮
坂
覚
『
芥
川
髄
之
介
「
倫
盗
』
論
（
下
）
１
１
〈
黒
洞
々
た
る
夜
〉
に
お
け
る
〈
愛
〉
の
カ
オ
ス
Ｉ
Ｉ
Ｊ
『
香

椎
潟
』
妬
号
一
九
八
一
年
三
月
）
が
、
猪
熊
の
爺
は
み
ず
か
ら
の
命
を
赤
ん
坊
に
「
託
そ
う
と
思
い
入
れ
た
」
と
解
し
て
い
る
．

（
９
）
三
好
行
雄
『
芥
川
龍
之
介
論
』
『
下
人
の
ゆ
く
え
’
雲
』
論
の
試
み
１
１
』

（
ｍ
）
松
浦
暢
『
宿
命
の
女
愛
と
美
の
イ
メ
ジ
ャ
リ
ー
』
（
平
凡
社
一
九
八
七
年
）
参
照
。

（
、
）
《
二
人
小
町
》
に
は
『
内
心
如
夜
叉
』
と
す
る
と
こ
ろ
を
み
れ
ば
、
芥
川
の
無
知
を
言
い
立
て
る
に
及
ば
な
い
。
な
お
『
日
本
国
語

大
辞
典
』
（
小
学
館
）
は
、
「
女
菩
薩
』
「
女
夜
叉
」
の
項
に
、
柳
多
留
、
幸
田
露
伴
《
風
流
仏
》
、
樋
口
一
葉
《
や
み
夜
》
の
用
例

を
引
い
て
い
る
。

（
皿
）
注
（
９
）
論
文
。

〆宮、〆■、

１３１２
－グ、一

宛
四
ｍ
言
。

岩
本
裕
『
仏
教
説
話
研
究
第
三
巻
仏
教
説
話
の
伝
承
と
信
仰
』
（
開
明
書
院
一
九
七
八
年
）
「
観
音
－
ｌ
こ
の
不
思

園
日
参
の
届
吋
切
ｏ
日
の
目
冒
函
旨
昏
の
旦
胃
丙
口
の
の
の
》
》
の
。
望
の
ｇ
①
の
匡
関
ウ
３
９
関
旨
忌
の
⑦
鼻
①
ａ
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議
な
ほ
と
け
』
。

井
本
英
一
『
死
と
再
生
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
信
仰
と
習
俗
』
（
人
文
書
院
一
九
八
二
年
）
「
再
生
す
る
観
音
」
。

西
郷
信
綱
『
古
代
人
と
夢
』
（
平
凡
社
一
九
七
二
年
）
第
三
章
長
谷
寺
の
夢
。

、
沼
義
昭
『
日
本
人
の
信
仰
限
り
な
き
慈
し
み
観
音
』
（
佼
成
出
版
社
一
九
七
九
年
）
第
五
章
観
音
の
本
性
。

（
辺
）
植
田
重
雄
『
聖
母
マ
リ
ヤ
』
（
岩
波
新
書
一
九
八
七
年
）
。

石
井
美
喜
子
『
聖
母
マ
リ
ヤ
の
謎
』
（
白
水
社
一
九
八
八
年
）
。

（
鴫
）
石
田
英
雪
桃
太
郎
の
母
ｌ
比
較
民
族
学
的
論
集
‐
ｌ
生
（
法
政
大
学
出
版
局
一
九
五
六
年
）
『
桃
太
郎
の
母
ｌ
母
子
神

信
仰
の
比
較
民
族
学
的
研
究
序
説
１
１
］
。

（
焔
）
和
辻
哲
郎
「
埋
も
れ
た
日
本
‐
１
１
キ
リ
シ
タ
ン
渡
来
時
代
前
後
に
お
け
る
日
本
の
思
想
的
情
況
‐
１
Ｊ
（
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
三

巻
）
。

な
お
、
西
田
長
男
・
三
橋
健
『
神
々
の
原
影
』
（
平
河
出
版
社
一
九
八
三
年
）
に
も
詳
し
い
。

（
”
）
石
割
透
『
芥
川
龍
之
介
ｌ
初
期
作
品
の
展
開
Ｉ
坐
第
哩
章
雲
』
ｌ
現
実
回
帰
の
断
念
１
Ｊ
。

（
岨
）
吉
田
精
一
「
芥
川
龍
之
介
の
生
涯
と
芸
術
」
（
福
田
恒
存
編
『
作
家
研
究
叢
書
芥
川
龍
之
介
研
究
』
）
．

（
四
）
長
野
嘗
一
『
古
典
と
近
代
作
家
ｌ
ｌ
芥
川
龍
之
介
』
第
七
章
「
倫
盗
」
。

（
釦
）
平
岡
敏
夫
『
芥
川
龍
之
介
拝
情
の
美
学
』
。
倫
盗
」
の
世
界
１
１
あ
る
読
み
の
試
み
１
１
」
．

（
幻
）
真
砂
は
、
多
褒
丸
の
目
に
は
じ
め
「
女
菩
薩
」
と
映
り
、
の
ち
に
「
そ
の
燃
え
る
や
う
な
瞳
に
」
呪
縛
さ
れ

多
褒
丸
は
単
な
る

色
欲
を
こ
え
て
武
弘
へ
の
殺
意
を
抱
く
．
夫
の
武
弘
も
、
多
嚢
丸
に
言
い
寄
ら
れ
る
真
砂
を
、
「
あ
の
時
程
、
美
し
い
妻
を
見
た
事

が
な
い
」
と
思
い
、
の
ち
に
か
つ
て
聞
い
た
こ
と
も
な
い
「
あ
の
人
を
殺
し
て
下
さ
い
」
と
い
う
、
「
憎
む
べ
き
」
「
呪
は
し
い
」

言
葉
を
聞
く
。
こ
の
言
葉
が
、
武
弘
を
死
に
赴
か
せ
る
こ
と
に
な
る
．
な
お
付
け
加
え
れ
ば
、
こ
れ
は
《
袈
裟
と
盛
遠
》
の
袈
裟

《倫盗》の構図
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に
も
つ
な
が
る
。
盛
遠
は
、
夫
殺
し
の
相
談
を
も
ち
か
け
た
と
き
、
袈
裟
の
顔
に
「
不
思
譲
な
輝
き
」
を
見
る
と
と
も
に
「
万
一

己
が
承
知
し
な
い
場
合
に
、
袈
裟
が
己
に
加
え
よ
う
と
す
る
復
讐
」
を
読
み
取
っ
て
恐
怖
す
る
。
そ
の
あ
と
、
袈
裟
は
『
蒼
白
い

顔
に
方
硲
を
よ
せ
な
が
ら
、
目
を
伏
せ
て
笑
っ
た
」
。

（
躯
）
高
橋
陽
子
「
『
羅
生
門
』
と
「
倫
盗
上
（
『
会
誌
』
一
九
八
○
年
一
月
）
。

（
羽
）
大
地
母
神
が
樹
下
に
立
つ
女
神
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
エ
リ
ア
ー
デ
著
作
集
第
二
巻
豊
焼
と
再
生
』
（
久

米
博
訳
せ
り
か
書
房
一
九
七
四
年
）
に
詳
し
く
輪
じ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
芥
川
に
は
、
「
怪
し
げ
な
』
楊
柳
観
音
の
絵
像
が

懸
け
ら
れ
て
い
る
部
屋
で
、
妻
殺
し
の
体
験
が
語
ら
れ
る
《
疑
惑
》
と
い
う
作
品
も
あ
る
。

（
鯉
）
佐
伯
順
子
『
遊
女
の
文
化
史
ハ
レ
の
女
た
ち
』
（
中
公
新
書
一
九
八
七
年
）
参
照
。

（
妬
）
集
合
的
無
意
職
に
根
拠
を
も
つ
と
こ
ろ
の
〈
太
母
〉
に
つ
い
て
は
、
ユ
ン
グ
派
の
心
理
学
者
た
ち
の
次
の
よ
う
な
研
究
に
よ
る
。

エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ノ
イ
マ
ン
『
意
織
の
起
源
史
上
、
下
』
（
林
道
義
訳
紀
伊
国
屋
書
店
一
九
八
四
年
）
、
『
グ
レ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
』

（
福
島
章
・
他
訳
ナ
ッ
メ
社
一
九
八
二
年
）
。

Ｍ
・
エ
ス
タ
ー
・
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
『
女
性
の
神
秘
月
の
神
話
と
女
性
原
理
』
（
樋
口
和
彦
・
武
田
憲
道
訳
一
九
八
五
年
）
。

河
合
隼
雄
『
昔
話
の
深
届
』
（
岩
波
書
店
一
九
八
二
年
）
、
『
昔
話
と
日
本
人
の
心
』
（
福
音
館
書
店
一
九
七
七
年
）
。
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