
韓
国
︵
朝
鮮
半
島
︶
の
﹁
も
ぐ
ら
の
婚
姻
﹂

︱
日
本
の
﹁
鼠
の
嫁
入
り
﹂
と
の
比
較

︱

邊

恩

田

�

は
じ
め
に
︱
“
鼠
”
か
“
も
ぐ
ら
”
か
？

日
本
に
﹁
鼠
の
嫁
入
り
﹂
と
い
う
昔
話
が
あ
る
︒
そ
の
お
よ
そ
の
筋
は
次
の

よ
う
で
あ
る
︒

鼠
の
親
が
︑
大
切
に
育
て
た
美
し
い
娘
に
こ
の
世
で
一
番
の
お
婿
さ
ん
を

求
め
て
︑
一
番
偉
い
︵
ま
た
は
強
い
︶
と
思
っ
た
太
陽
を
訪
ね
て
行
っ
た
︒

し
か
し
︑
太
陽
は
自
分
を
お
お
い
隠
す
雲
が
偉
い
と
い
う
の
で
雲
を
訪
ね

る
と
︑
雲
は
自
分
を
吹
き
飛
ば
す
風
が
偉
い
と
い
う
︒
そ
こ
で
風
を
訪
ね

る
と
風
は
自
分
よ
り
壁
が
偉
い
と
い
う
︒
壁
を
訪
ね
る
と
︑
自
分
を
か
じ

り
穴
を
あ
け
る
鼠
が
偉
い
と
い
う
の
を
聞
い
た
鼠
の
親
は
︑
自
分
た
ち
と

同
じ
鼠
の
若
者
を
婿
に
し
た
︒

こ
の
話
は
︑
イ
ン
ド
古
代
の
教
訓
説
話
集
﹃
パ
ン
チ
ャ
タ
ン
ト
ラ
﹄
の
第
�

巻
第
�
話
﹁
地
に
堕
ち
た
白
衣
﹂
の
な
か
に
そ
の
本
源
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
︑

八
世
紀
半
ば
に
は
ア
ラ
ビ
ア
語
の
説
話
集
﹃
カ
リ
ー
ラ
と
デ
ィ
ム
ナ
﹄
の
﹁
少

女
に
変
身
し
た
二
十
日
ね
ず
み
﹂
に
︑
そ
し
て
一
六
七
八
年
頃
に
は
フ
ラ
ン
ス

の
ラ
・
フ
オ
ン
テ
ー
ヌ
作
﹃
寓
話
﹄
の
一
篇
﹁
娘
に
変
わ
っ
た
ハ
ツ
カ
ネ
ズ

ミ
﹂
に
︑
そ
の
伝
播
・
伝
承
が
確
認
で
き
る
︒
世
界
的
な
分
布
を
も
つ
民
間
説

話
で
あ
る
︒

ア
ー
ル
ネ
／
ト
ム
ソ
ン
の
Ａ
Ｔ
で
は
︑
�
�
�
�
﹇
S
tro
n
g
e
r
a
n
d

S
tro
n
g
e
st﹈
と
し
︑
の
ち
の
ウ
ッ
タ
ー
の
Ａ
Ｔ
Ｕ
で
は
︑
�
�
�
�
Ｃ

﹇
T
h
e
M
ig
h
tie
st
B
e
in
g
a
s
H
u
sb
a
n
d
fo
r
th
e
D
a
u
g
h
te
r﹈︵
娘
の
婿
と

し
て
の
最
も
偉
大
な
存
在
︶
と
分
類
し
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
﹁
鼠
の
嫁
入
り
﹂
は
︑
娘
の
た
め
に
“
強
い
・
偉
大
な
・
立
派

な
”
結
婚
相
手
を
探
そ
う
と
す
る
話
で
あ
り
︑
最
終
的
に
﹁
婿
﹂
に
し
た
の
は
︑

ほ
か
で
も
な
く
同
類
の
鼠
で
あ
っ
た
と
か
た
る
話
と
言
え
る
︒

日
本
に
お
い
て
こ
の
話
は
︑
ど
う
名
付
け
ら
れ
分
類
さ
れ
て
き
た
か
を
見
る

韓
国
︵
朝
鮮
半
島
︶
の
﹁
も
ぐ
ら
の
婚
姻
﹂

二
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と
︑﹃
日
本
昔
話
名
彙
﹄︵
一
九
四
八
︶
に
は
︑﹁﹁
土
鼠
の
聟
取
﹂︵
鼠
と
も
︶﹂

と
あ
っ
て
︑
土
鼠
︵
も
ぐ
ら
︶
と
し
つ
つ
も
︑
鼠
が
登
場
す
る
話
も
あ
る
と
注

記
し
て
い
る
︒
ま
た
﹃
日
本
昔
話
集
成

第
三
部
﹄︵
一
九
五
七
︶
と
﹃
日
本

昔
話
大
成
�
﹄︵
一
九
七
九
年
︶
で
は
︑﹁
土
竜
の
嫁
入
﹂
と
す
る
タ
イ
プ
名
に

﹁
土
竜
﹂︵
も
ぐ
ら
︶
を
挙
げ
て
い
る
︒
そ
し
て
﹃
日
本
昔
話
通
観
﹄︵
一
九
七

七
～
一
九
八
九
年
︶
で
は
︑﹁
鼠
の
婿
選
び
﹂
と
い
う
話
型
を
示
し
︑﹁
も
ぐ

ら
﹂
で
は
な
く
﹁
鼠
﹂
を
挙
げ
て
い
る
︒

登
場
す
る
主
人
公
は
﹁
も
ぐ
ら
﹂
な
の
か
﹁
鼠
﹂
な
の
か
︑
気
に
か
か
る
問

題
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
韓
国
に
お
い
て
こ
の
話
は
︑

﹁
두
더
지
의

혼
인
﹂︵
も
ぐ
ら
の
婚
姻

（
け
っ
こ
ん
）

)①

と
い
う
話
型
名
で
分
類
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
あ
と
で
見
る
よ

う
に
︑﹁
も
ぐ
ら
﹂
で
は
な
く
﹁
鼠
﹂
と
す
る
資
料
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
︑
こ

の
こ
と
は
︑
世
界
に
お
け
る
伝
承
と
の
関
わ
り
︑
と
り
わ
け
日
本
と
朝
鮮
半
島

を
め
ぐ
る
関
係
性
や
伝
播
の
問
題
を
示
唆
し
︑
興
味
深
い
︒

こ
う
し
た
問
題
を
念
頭
に
︑
本
稿
で
は
︑
韓
国
︵
朝
鮮
半
島
︶
に
お
け
る
文

献
︵
書
承
︶
と
口
承
の
資
料
を
整
理
し
新
資
料
も
含
め
て
紹
介
し
︑
さ
ら
に
日

本
の
﹁
鼠
の
嫁
入
り
﹂
の
特
徴
を
確
認
し
な
が
ら
比
較
考
察
を
進
め
て
い
く
︒

�

﹁
婿
﹂
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
訪
ね
て
行
っ
た
相
手
は
誰
か
？

話
の
﹁
主
人
公
﹂
と
と
も
に
注
目
し
た
い
の
は
︑
娘
の
﹁
婿
﹂
に
し
よ
う
と

訪
ね
て
行
っ
た
相
手
は
誰
か
︑
と
い
う
点
で
あ
る
︒
次
か
ら
次
へ
と
訪
ね
て
行

っ
た
相
手
は
︑
先
掲
の
三
資
料
で
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
︒

﹃
パ
ン
チ
ャ
タ
ン
ト
ラ②
﹄

：
太
陽
︵
神
)↓
雲
↓
風
↓
山

﹃
カ
リ
ー
ラ
と
デ
ィ
ム
ナ③
﹄

：
太
陽
↓
雲
↓
風
↓
山

﹃
寓
話④
﹄

：
太
陽
↓
雲
↓
風
↓
山

ま
ず
﹁
太
陽
﹂
を
訪
ね
て
い
る
点
︑
次
に
﹁
雲
﹂
を
︑
さ
ら
に
﹁
風
﹂
を
訪

ね
て
行
き
︑
最
後
に
訪
ね
た
の
が
﹁
山
﹂
で
あ
る
点
︑
三
資
料
と
も
ま
っ
た
く

同
じ
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
が
︑
揺
る
ぎ
な
い
伝
承
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
︒で

は
︑
朝
鮮
半
島
の
﹁
も
ぐ
ら
の
婚
姻
﹂
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
訪
ね
て

行
く
の
が
誰
々
な
の
か
︑
と
り
わ
け
“
最
後
は
誰
か
”
に
着
目
し
た
い
が
︑
結

論
を
こ
こ
で
先
に
言
え
ば
︑
そ
れ
は
﹁
弥
勒
仏
﹂︵﹁
恩
津
弥
勒
﹂︑
単
に
﹁
弥

勒
﹂﹁
石
仏
﹂
と
も
︶
で
あ
っ
た
︒

世
界
の
伝
承
に
比
し
︑
こ
の
﹁
弥
勒
仏
﹂
と
い
う
の
は
き
わ
め
て
特
異
で
あ

る
︒
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
︑
伝
承
の
背
景
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
︒

�

日
本
語
に
よ
る
紹
介
と
翻
訳

朝
鮮
に
お
け
る
こ
の
話
が
︑
日
本
人
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
の
は
︑
一
九
一

二
年
︵
明
治
四
五
︶
が
も
っ
と
も
早
い
よ
う
で
あ
る
︒

靑
柳
綱
太
郎
編
輯
の
﹃
朝
鮮
野
談
集⑤
﹄
に
載
る
﹁
野
鼠
天
下
の
巨
族
に
婚
を

韓
国
︵
朝
鮮
半
島
︶
の
﹁
も
ぐ
ら
の
婚
姻
﹂
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図
�

萬
宗
齋
本
﹃
於
于
野
譚
﹄︵
李
忠
九
監
修
・
朴
明
姫
他
訳
注
︑
伝
統
文
化
研
究
会
︑

二
〇
〇
一
よ
り
︶

求
む
﹂
と
題
し
た
一
篇
が
そ
れ
で
あ
る
︒
古
典
文
学
の
柳
夢
寅
著
﹃
於
于
野

譚
﹄
の
当
該
原
文
を
︑
日
本
の
漢
文
訓
読
法
に
よ
っ
て
読
み
下
し
た
も
の
で
あ

る
︒原

漢
文
︵
図
�
参
照
︶
に
ほ
ぼ
基
づ
い
た
訓
読
文
で
は
あ
る
が
︑
抄
訳
が
か

な
り
見
う
け
ら
れ
た
︒
た
と
え
ば
︑
原
文
の
冒
頭
︵
適
宜
句
読
点
を
付
し
た
︒

以
下
同
︶︑

古
來
︑
因
國
婚
嫁
禍
者
不
可
�
記
︒
是
不
如
野
鼠
之
婚
于
同
類
也
︒
何
者
︒

は
︑
す
べ
て
省
い
て
し
ま
い
︑
そ
こ
に
靑
柳
自
身
の
作
に
よ
る

凡
て
婚
姻
の
道
︑
之
を
望
む
太
だ
濫
な
れ
ば
︑
必
ず
成
る
の
理
無
し

と
い
う
文
を
入
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
原
文
末
尾
に
あ
る
柳
夢
寅
自
身
の
評
文
︑

夫
人
也
不
自
知
分
︑
敢
與
國
婚
︑
侈
然
自
享
︑
卒
嫁
其
禍
︑
曾
不
野
鼠
若

乎
︒

に
つ
い
て
も
︑
靑
柳
自
身
の
評
文
︑

亦
た
以
て
世
間
求
婚
者
の
鑑
戒
と
爲
す
可
し

に
取
り
換
え
て
い
る
︒
ま
た
︑
原
文
中
に
四
度
出
て
い
る
繰
り
返
し
表
現
︑
訪

ね
て
行
っ
た
天
︑
雲
︑
風
︑
弥
勒
仏
に
婚
を
請
う
発
言
の
︑

吾
生
一
子
︑
愛
之
重
之
︒
必
擇
無
雙
巨
族
爲
婚

も
省
い
て
い
る
が
︑
そ
の
際
︑﹁
其
故
を
告
げ
﹂
や
﹁
前
言
の
如
く
し
て
﹂﹁
又

た
﹂
な
ど
の
表
現
で
つ
な
い
で
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
靑
柳
は
︑
作
品
を
味
読
し

評
価
し
︑
自
ら
の
判
断
で
作
品
に
手
を
加
え
て
紹
介
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

八
年
後
の
一
九
二
〇
年
︑
山
崎
日
城
の
﹃
朝
鮮
の
奇
談
と
伝
説⑥
﹄
に
﹁
鼠
の

婚
禮
＝
母
國
譚
其
儘
＝
﹂
と
い
う
紹
介
が
あ
っ
た
︒
こ
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
�
母

国
譚
そ
の
ま
ま
�
と
い
う
の
は
︑
日
本
と
対
比
し
て
感
じ
た
山
崎
自
身
の
感
想

を
付
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
︑
同
様
に
訳
文
の
書
き
出
し
の
と
こ
ろ
に
も
﹁
此

の
話
も
内
地
の
話
に
な
つ
て
ゐ
る
⁝
⁝
﹂
と
い
う
一
文
を
入
れ
て
い
る
が
︑
こ

こ
に
︑
朝
鮮
か
ら
日
本
︵
当
時
﹁
内
地
﹂
と
称
し
て
い
た
︶
へ
の
“
伝
播
”
を

想
定
し
た
山
崎
の
理
解
が
う
か
が
え
る
︒

そ
の
後
一
九
三
二
年
に
は
︑
中
里
龍
雄
に
よ
る
﹁
朝
鮮
民
譚

も
ぐ
ら
の
嫁

韓
国
︵
朝
鮮
半
島
︶
の
﹁
も
ぐ
ら
の
婚
姻
﹂
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探
し⑦
﹂
が
﹃
俚
俗
と
民
譚
﹄
誌
に
掲
載
さ
れ
た
︒

原
漢
文
の
内
容
に
も
と
づ
き
な
が
ら
︑
文
語
体
の
な
か
に
昔
話
の
語
り
口
調

を
ま
じ
え
た
︑
こ
な
れ
た
文
体
に
な
っ
て
い
て
読
み
や
す
い
︒
上
記
し
た
四
度

の
繰
り
返
し
文
も
︑
す
べ
て
省
く
こ
と
な
く
訳
出
し
て
い
る
︒
た
だ
︑
原
文
の

﹁
果
川
石
弥
勒
﹂
を
�
川
邊
り
の
石
彌
勒
�
と
し
た
の
は
誤
訳
で
果
川
は
地
名

で
あ
る
︒︵
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
︶

と
こ
ろ
で
︑
訳
文
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
中
里
は
︑
自
身
が
知
る
日
本
の

昔
話
と
対
比
し
て
の
印
象
を
︑
次
の
よ
う
に
書
き
加
え
て
い
る
︒

亦
こ
の
話
は
︑
私
の
幼
い
頃
︑
ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
︑
こ
の
本

に
は
︑
野
鼠
と
あ
る
が
︑
土
龍
と
太
陽
で
あ
っ
た
し
︑
石
彌
勒
と
い
ふ
の

は
︑
石
地
藏
で
あ
つ
た
︒
ど
ち
ら
で
も
同
じ
譯
だ
が
︑
い
ま
文
献
を
調
べ

る
餘
裕
が
な
い
︒
ど
な
た
か
︑
御
報
導
下
さ
ら
ば
︑
大
へ
ん
悅
ば
し
く
思

ふ
︒

こ
れ
を
見
る
と
︑
中
里
が
鋭
い
比
較
の
視
点
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

一
九
八
〇
年
に
な
っ
て
︑
渋
沢
青
花
に
よ
る
翻
訳
﹃
朝
鮮
民
話
集⑧
﹄︵
四
〇

話
︶
に
﹁
野
鼠
の
婿
え
ら
び
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
収
め
ら
れ
た
︒﹁
野
鼠
﹂

の
語
に
は
﹁
も
ぐ
ら
﹂
と
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
︒
本
文
は
現
代
日
本
語
で
親

し
み
や
す
い
文
体
と
言
え
る
︒
た
だ
先
に
指
摘
し
た
繰
り
返
し
文
の
と
こ
ろ
は
︑

省
略
や
端
折
る
と
い
う
処
理
を
し
て
い
る
︒

“
語
り
”
に
お
け
る
“
繰
り
返
し
”
表
現
と
い
う
の
は
︑
文
字
で
は
く﹅

ど﹅

く﹅

見
え
る
が
︑
耳
で
聞
く
と
生
き
生
き
と
し
た
語
り
口
と
リ
ズ
ム
を
感
じ
さ
せ
る

重
要
な
機
能
を
持
つ
表
現
で
あ
り
︑
こ
の
点
や
や
惜
し
ま
れ
る
が
︑
四
〇
話
の

朝
鮮
民
話
が
広
く
読
ま
れ
る
の
に
寄
与
し
た
と
評
価
さ
れ
よ
う
︒

�

﹃
於
于
野
譚
﹄

さ
て
︑
以
上
で
取
り
あ
げ
て
き
た
紹
介
・
翻
訳
は
︑
す
べ
て
朝
鮮
王
朝
中
期

の
文
人
柳
夢
寅

ユ
ウ
モ
ン
イ
ン

︵
一
五
五
九
～
一
六
二
三
︶
の
筆
記
文
学
﹃
於
于
野
譚

オ

ウ

ヤ

ダ

ム

﹄︵﹁
於

于
﹂
は
号
︶
収
録
さ
れ
る
一
篇
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

﹃
於
于
野
譚
﹄
は
︑
朝
鮮
王
朝
時
代
文
学
の
な
か
で
は
﹁
筆
記
文
学
﹂
と
い

う
ジ
ャ
ン
ル
に
置
か
れ
︑
の
ち
に
大
き
く
盛
行
す
る
﹁
野
談

ヤ

ダ

ム

﹂
文
学
の
嚆
矢
と

し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
︒

柳
夢
寅
は
王
朝
の
高
官
の
地
位
に
あ
っ
た
が
︑
下
野
し
た
︒
民
衆
の
生
活
と

文
化
に
親
し
む
暮
ら
し
の
な
か
で
︑
そ
れ
ま
で
に
見
聞
き
し
て
い
た
事
件
や
人

物
に
つ
い
て
︑
野
史
や
巷
談
︑
世
相
の
さ
ま
ざ
ま
に
つ
い
て
多
く
を
筆
記
し
て

残
し
た
︒
そ
れ
ら
が
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
作
品
﹃
於
于
野
譚
﹄
で
あ
る
︒

そ
こ
に
は
退
屈
ざ
ま
し
の
破
閑
的
笑
い
︑
鋭
い
現
実
批
判
と
風
刺
︑
そ
し
て

実
学
的
な
教
訓
が
う
か
が
え
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
︒

も
と
も
と
原
漢
文
に
は
題
目
︵
話
の
タ
イ
ト
ル
︶
の
よ
う
な
も
の
は
付
さ
れ

て
い
な
い
た
め
︑
韓
国
の
現
代
語
訳
︑
研
究
論
稿
︑
そ
し
て
日
本
語
の
紹
介
な

ど
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
タ
イ
ト
ル
を
付
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
前
項
で
取
り

韓
国
︵
朝
鮮
半
島
︶
の
﹁
も
ぐ
ら
の
婚
姻
﹂
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あ
げ
た
の
は
︑
こ
の
代
表
的
な
朝
鮮
古
典
文
学
を
日
本
に
知
ら
せ
ん
と
し
た
成

果
の
数
々
と
言
え
る
︒

さ
て
作
品
﹃
於
于
野
譚
﹄
に
つ
い
て
は
︑
梅
山
秀
幸
に
よ
る
本
格
的
な
日
本

語
訳
本
が
二
〇
〇
六
年
に
出
て
い
る⑨
︒
全
訳
で
は
な
い
も
の
の
︑
原
作
に
載
る

膨
大
な
数
の⑩
説
話
や
筆
記
文
の
多
く
が
翻
訳
さ
れ
た
の
は
大
き
い
成
果
で
あ
る
︒

そ
の
翻
訳
本
で
は
タ
イ
ト
ル
を
﹁
野
鼠
の
結
婚
﹂
と
し
て
い
る
︒
と
こ
ろ
で
︑

原
文
冒
頭
の
訳
文
は
︑

昔
か
ら
︑
王
室
の
婚
姻
に
よ
っ
て
禍
が
出
来
し
た
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
︒

こ
れ
は
野
鼠
が
同
類
と
結
婚
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
は
い
か
な
い
︒
ど
う

い
う
こ
と
か
︒

と
あ
る
が
︑
付
線
部
分
の
と
こ
ろ
は
そ
の
意
味
が
明
瞭
に
伝
わ
り
に
く
い
︒

柳
夢
寅
が
こ
の
話
に
よ
っ
て
表
そ
う
と
し
た
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
︒
そ
れ

が
こ
の
前
言
部
分
に
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
︑
そ
れ
は
﹁
国
婚
﹂︵
王
室
と
の

結
婚
︶
に
よ
っ
て
︑
い
わ
ゆ
る
“
外
戚
”
と
し
て
政
治
権
力
を
握
ろ
う
と
す
る

人
間
へ
の
批
判
で
あ
る
︒

そ
う
い
う
人
間
は
︑“
は
じ
め
は
結
婚
相
手
を
高
望
み
し
た
け
れ
ど
最
後
は

同
類
と
結
婚
し
た
野
鼠

も

ぐ

ら

”
に
及﹅

ば﹅

な﹅

い﹅

︑
野
鼠
に﹅

も﹅

劣﹅

る﹅

と
厳
し
く
断
じ
た
の

が
︑
こ
の
付
線
部
分
な
の
で
あ
る
︒

実
際
︑
歴
史
上
で
外
戚
に
よ
る
政
争
に
よ
っ
て
禍
を
転
嫁
さ
れ
犠
牲
と
な
っ

た
人
物
は
数
多
く
︑
柳
夢
寅
は
そ
の
こ
と
を
見
聞
き
し
知
っ
て
い
た
︒
そ
し
て

彼
自
身
︑
仁
祖
反
正

イ
ン
ジ
ョ
パ
ン
ジ
ョ
ン

︵
一
六
二
三
年
の
政
変
︶
の
際
誣
告
に
よ
る
謀
反
の
嫌

疑
で
処
刑
と
な
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
︒
︵
の
ち
こ
の
冤
罪
は
解
か
れ
た
︶

す
な
わ
ち
こ
の
一
篇
は
︑
柳
夢
寅
が
︑
そ
の
時
代
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
民
間

説
話
﹁
も
ぐ
ら
の
婚
姻
﹂
を
借
り
︑
﹁
国
婚
﹂
を
し
て
他
人
に

禍
わ
ざ
わ
い

を
転
嫁
す

る
人
間
は
“
も
ぐ
ら
”
に
も
劣
る
と
揶
揄
す
る
“
笑
い
”
を
提
供
し
た
文
学
作

品
で
あ
っ
た
︒

�

文
献
資
料

こ
の
﹃
於
于
野
譚
﹄
の
ほ
か
に
︑
﹁
も
ぐ
ら
の
婚
姻
﹂
に
関
す
る
文
献
資
料

に
﹃
旬
五
志
﹄
が
あ
る
と
い
う
報
告
は
︑
一
九
九
六
年
に
な
さ
れ
て
い
た
︒
曺

喜
雄
は
︑
洪
萬
宗
︵
一
六
四
三
～
一
七
二
五
︶
著
﹃
旬
五
志
﹄
に
本
説
話
が
見

ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た⑪
︒
さ
ら
に
曺
喜
雄
は
︑
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
に
あ
る

﹁
猫
の
首
に
鈴
を
つ
け
る
﹂︵﹁
ネ
ズ
ミ
の
相
談
﹂︑
B
e
llin
g
th
e
C
a
t︶
の
話
が
︑

﹁
猫
項
懸
鈴
﹂
と
い
う
漢
文
タ
イ
ト
ル
で
﹃
旬
五
志
﹄
に
記
載
が
あ
る
こ
と
も

明
ら
か
に
し
た
の
で
︑
漢
文
学
で
あ
る
﹃
旬
五
志
﹄
は
︑
民
間
説
話
研
究
に
お

い
て
も
非
常
に
重
要
な
文
献
と
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

つ
い
で
金
南
馨
は
︑
さ
ら
に
新
資
料
と
し
て
高
尚
顔

コ
サ
ン
ア
ン

︵
一
五
五
三
～
一
六
二

三
︶
著
﹃
效
嚬
雑
記

ヒ
ョ
ビ
ン
ジ
ャ
プ
キ

﹄
を
紹
介
し
た⑫
︒
そ
の
後
︑
黄
仁
徳
に
よ
る
比
較
研
究
が

出
て
以
降
︑﹁
も
ぐ
ら
の
婚
姻
﹂
に
関
す
る
研
究
が
続
い
た⑬
︒

以
上
述
べ
た
よ
う
に
︑
現
在
の
と
こ
ろ
文
献
資
料
に
次
の
三
点
が
あ
る
︒

韓
国
︵
朝
鮮
半
島
︶
の
﹁
も
ぐ
ら
の
婚
姻
﹂
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①
﹁︵
題
目
な
し
︶｣

：
天
↓
雲
↓
風
↓
果
川
の
石
弥
勒

柳
夢
寅

ユ
ウ
モ
ン
イ
ン

﹃
於
于
野
譚

オ

ユ

ヤ

ダ

ム

﹄︵
一
六
二
一
～
一
六
二
二
年
筆
了
︶

②
﹁︵
題
目
な
し
︶｣

：
日
↓
月
↓
雲
↓
風
↓
石
仏

高
尚
顔

コ
サ
ン
ア
ン

﹃
效
嚬
雑
記

ヒ
ョ
ビ
ン
ジ
ャ
プ
キ

』⑭
︵
一
六
一
八
～
一
六
二
二
年
間
︶

③
﹁
鼴
鼠
婚
﹂
ま
た
は
﹁
鼠
婚
｣

：
天
↓
日
月
↓
雲
↓
風
↓
石
仏

洪
萬
宗

ホ
ン
マ
ン
ジ
ョ
ン

﹃
旬
五
志

ス

ノ

ジ

』⑮
︵
一
六
七
八
年
︶

①
お
よ
び
②
の
原
漢
文
に
は
︑
話
の
タ
イ
ト
ル
は
示
さ
れ
て
い
な
い
︒
①
は

﹁
人
倫
﹂
篇
の
﹁
婚
姻
﹂
項
に
置
か
れ
︵
但
し
こ
れ
は
後
人
に
よ
る
も
の
︶︑
②

は
﹁
鼹
鼠

も

ぐ

ら

婚
姻
﹂
と
い
う
四
字
熟
語
︵
こ
と
わ
ざ
︶
の
意
味
を
説
く
一
文
と
な

っ
て
い
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
②
の
著
者
高
尚
顔
も
官
職
に
あ
っ
た
が
︑
時
の
乱
政
︵
光
海
君

代
︶
に
下
野
し
︑
郷
里
に
隠
居
し
学
問
と
著
述
に
専
念
し
た
と
い
う
︒
①
の
柳

夢
寅
と
も
ど
も
︑
同
時
代
を
生
き
た
二
人
の
儒
者
・
文
人
の
筆
記
に
民
間
説
話

の
﹁
も
ぐ
ら
の
婚
姻
﹂
譚
が
書
き
と
ど
め
ら
れ
た
の
は
驚
く
べ
き
と
言
え
る
︒

む
ろ
ん
固
有
語
の
表
現
が
漢
文
化
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
︑
彼
ら
が
残
し
た

筆
記
作
品
か
ら
︑
民
間
の
文
学
︑
口
承
文
学
に
関
す
る
情
報
を
も
う
か
が
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
︑
ま
こ
と
に
貴
重
な
こ
と
と
言
え
る
︒

特
に
②
の
資
料
か
ら
得
ら
れ
る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
一
六
二
二
年
当
代
の
時
点

で
四
字
熟
語
と
し
て
定
着
し
て
い
た
と
わ
か
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
よ
っ
て
﹁
も

ぐ
ら
の
婚
姻
﹂
譚
も
相
当
古
く
か
ら
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
︒

さ
て
︑
③
の
﹃
旬
五
志
﹄
は
︑
そ
の
自
序
に
︑
病
臥
の
折
に
そ
れ
ま
で
に
聞

い
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
話
や
俗
談

こ
と
わ
ざ

な
ど
を
一
五
日
間
︵
旬
五
︶
で
記
述
し
置
い

た
も
の
と
記
し
て
い
る
︒
写
本
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ
た
た
め
写
本
が
多
く
伝
存

す
る
が
︑
筆
者
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
︑
伝
本
に
よ
っ
て
二
種
の
タ
イ
ト
ル
﹁
鼴

鼠
婚
﹂
と
﹁
鼠
婚
﹂
が
確
認
で
き
た
︒
こ
れ
は
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
︑
す
な
わ

ち
こ
の
事
実
は
︑
③
成
立
の
一
七
世
紀
後
半
こ
ろ
に
︑
主
人
公
を
﹁
も
ぐ
ら
﹂

と
﹁
鼠
﹂
と
す
る
二
種
類
の
伝
承
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
判
断

し
て
よ
い
︒

著
者
の
洪
萬
宗
は
幼
少
よ
り
病
弱
で
あ
っ
た
た
め
︑
士
大
夫
と
し
て
官
僚
の

道
に
は
進
ま
な
か
っ
た
よ
う
で
︑
長
生
術
を
求
め
る
な
か
で
﹁
道
教
や
神
仙
術

に
心
酔
し
た⑯
﹂
人
物
と
さ
れ
て
い
る
︒
本
文
に
﹁
日
月
﹂
を
登
場
さ
せ
て
︑

﹁
天
﹂
を
訪
ね
た
﹁
も
ぐ
ら
﹂
に
︑﹁
私
の
徳
は
︑
日
月
が
い
な
け
れ
ば

顕
あ
ら
わ

さ

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
︵
非
日
月
則
無
以
顯
吾
德
﹂
と
天
に
言
わ
し
め
て

い
る
内
容
は
︑
彼
の
そ
う
し
た
哲
学
と
関
わ
る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
︒

こ
の
三
資
料
に
つ
い
て
は
︑
よ
り
詳
し
い
研
究
が
求
め
ら
れ
る
︒

 

口
承
資
料

さ
て
次
に
︑
こ
れ
ま
で
に
筆
者
が
入
手
し
た
口
承
資
料
を
次
に
提
示
す
る
︒

タ
イ
ト
ル
と
出
典
を
示
す
︒︵
原
文
を
筆
者
訳
に
よ
っ
て
示
す
︒
②
⑥
は
日
本

語
訳
が
あ
り
そ
れ
に
よ
っ
た
︒
⑦
～
⑪
は
韓
国
精
神
文
化
研
究
院
一
九
八
〇
～

韓
国
︵
朝
鮮
半
島
︶
の
﹁
も
ぐ
ら
の
婚
姻
﹂
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〇



表 韓国（朝鮮半島）の「もぐらの婚姻」文献・口承資料対比表

資料 タイトル 主人公 子ども 訪ねる相手・その順序

文献 ① （なし） 野鼠
も ぐ ら

子 天→雲→風→果川の石弥勒

② （なし） 鼴鼠
も ぐ ら

，鼴
もぐら

女
（むすめ）

日→月→雲→風→石仏

③ 鼴鼠婚，鼠婚 鼴鼠
も ぐ ら

雛
（こども）

天→日月→雲→風→石仏

口承 ① もぐらの婿 もぐら 娘 太陽→雲→風→恩津弥勒

② ネズミの花婿 鼠 娘 太陽→雲→風→恩津の弥勒石仏

③ 鼠の婚姻 鼠 息子 太陽→雲→風→果川の石弥勒仏

④ もぐらの婿 もぐら 娘 太陽→雲→風→恩津弥勒

⑤ 鼠の婿候補 鼠 娘 太陽→雲→風→恩津弥勒

⑥ ネズミの婿選び 鼠 娘 太陽→雲→風→恩津弥勒

⑦ もぐらの新郎選び もぐら 娘 太陽→雲→風→恩津弥勒

⑧ 鼠ともぐらの婚事 鼠 （語らない）玉皇→雲→風→弥勒(→もぐらと結婚)

⑨ もぐらの婚姻 もぐら （語らない）太陽→雲→風→恩津弥勒

⑩ 鼠の婚姻 鼠 娘 太陽→雲→風→壁

⑪ 鼠の配匹はもぐら 鼠 娘 太陽→雲→風→弥勒(→もぐらと結婚)

⑫ 鼠の求婚 鼠 息子 月→雲→風→牡丹峰
モランボン

八
二
年
刊
︶

①
﹁
も
ぐ
ら
の
婿
﹂﹃
任
晳
宰
全
集
�
﹄
平
民
社
︑
一
九
九
一
︵
採
録
一
九
三

二
年
︶

②
﹁
ネ
ズ
ミ
の
花
婿
﹂
鄭
寅
燮
﹃
温
突
夜
話
﹄
三
弥
井
書
店
︑
一
九
八
三
︵
採

録
一
九
四
五
年
︶

③
﹁
鼠
の
婚
姻
﹂
李
周
洪
﹃
韓
国
風
流
笑
譚
﹄
成
文
閣
︑
一
九
六
二

④
﹁
も
ぐ
ら
の
婿
﹂﹃
任
晳
宰
全
集
10
﹄
平
民
社
︑
一
九
九
三
︵
採
録
一
九
七

〇
年
︶

⑤
﹁
鼠
の
婿
候
補
﹂
任
晳
宰
編
﹃
イ
ェ
ン
ナ
ル
イ
ヤ
ギ

む

か

し

ば

な

し

選
集

わ
が
国
篇
Ⅲ
﹄

教
学
社
︑
一
九
七
一

⑥
﹁
ネ
ズ
ミ
の
婿
選
び
﹂
任
東
権
編
／
熊
谷
治
編
訳
﹃
韓
国
の
民
話
﹄
雄
山
閣
︑

一
九
九
五
︵
原
書
は
一
九
七
二
年
刊
︶

⑦
﹁
も
ぐ
ら
の
新
郎
選
び
﹂﹃
韓
国
口
碑
文
学
大
系
�
・
�

慶
尚
南
道
﹄

⑧
﹁
鼠
と
も
ぐ
ら
の
婚
事

縁

組

み

﹂﹃
韓
国
口
碑
文
学
大
系
!
・
�

慶
尚
北
道
﹄

⑨
﹁
も
ぐ
ら
の
婚
姻
﹂﹃
韓
国
口
碑
文
学
大
系
�
・
 

慶
尚
南
道
﹄

⑩
﹁
鼠
の
婚
姻
﹂﹃
韓
国
口
碑
文
学
大
系
�
・
!

京
畿
道
﹄

⑪
﹁
鼠
の
配
匹

結
婚
相
手

は
も
ぐ
ら
﹂﹃
韓
国
口
碑
文
学
大
系
 
・
�

全
羅
南
道
﹄

⑫
﹁
鼠
の
求
婚
﹂
キ
ム
ジ
ョ
ン
ソ
ル
編
﹃
平
壌
の
伝
説
﹄
朝
鮮
口
伝
文
学
資
料

集
・
社
会
科
学
出
版
社
︑
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
・
平
壌
︑
一
九
九
〇

文
献
資
料
三
点
と
こ
れ
ら
口
承
資
料
一
二
点
に
つ
い
て
︑
内
容
を
精
査
し
対

韓
国
︵
朝
鮮
半
島
︶
の
﹁
も
ぐ
ら
の
婚
姻
﹂
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図
�

恩
津
弥
勒

ウ
ン
ジ
ン
ミ
ル
ク

︵
正
式
名
﹁
灌
燭
寺
石
造
弥
勒
菩
薩
立
像
﹂

︵
﹃
韓
国
民
族
文
化
大
百
科
事
典
﹄︶

比
表
を
作
成
し
た
︒

こ
の
表
か
ら
得
ら
れ
た
重
要
な
特
徴
に
つ
い
て
︑
次
に
ま
と
め
た
︒

�

主
人
公
は
︑
文
献
資
料
の
①
②
③
で
は
す
べ
て
﹁
も
ぐ
ら⑰
﹂
で
あ
る
︒
し

か
し
文
献
③
は
︑
本
文
で
は
主
人
公
を
﹁
も
ぐ
ら
﹂︵
漢
字
の
﹁
鼴

鼠
﹂

﹁
鼴
﹂︶
と
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
は
﹁
鼴
鼠
婚
﹂﹁
鼠

婚
﹂
の
二
種
が
見
ら
れ
た
︒
こ
れ
は
齟
齬
と
も
混
乱
︵
筆
写
者
の
誤
写
︶
と

も
言
え
る
が
︑﹁
も
ぐ
ら
﹂
と
﹁
鼠
﹂
の
伝
承
の
存
在
を
う
か
が
わ
せ
た
︒

一
方
︑
口
承
資
料
に
お
い
て
も
︑
⑧
⑪
で
は
︑
主
人
公
は
﹁
鼠
﹂
で
あ
る

の
に
︑
最
後
に
結
婚
し
た
相
手
は
﹁
も
ぐ
ら
﹂
に
な
っ
て
い
て
︑
こ
こ
に
も

﹁
も
ぐ
ら
﹂
と
﹁
鼠
﹂
の
混
在
が
見
ら
れ
た
︒
こ
の
⑧
⑪
を
含
め
る
と
﹁
も

ぐ
ら
﹂
は
六
話
に
な
り
︑
文
献
と
口
承
一
五
話
中
の
九
話
を
占
め
る
多
さ
と

な
る
︒

す
な
わ
ち
︑
韓
国
︵
朝
鮮
半
島
︶
の
﹁
も
ぐ
ら
の
婚
姻
﹂
は
︑
イ
ン
ド
な

ど
の
古
伝
承
に
お
け
る
﹁
鼠
﹂
を
保
持
し
つ
つ
︑﹁
も
ぐ
ら
﹂
の
伝
承
を
強

く
併
せ
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
が
判
明
し
た
︒

管
見
の
限
り
︑
他
民
族
他
国
の
伝
承
に
確
認
で
き
な
い
﹁
も
ぐ
ら
﹂
は
︑

韓
国
︵
朝
鮮
半
島
︶
の
特
徴
と
判
じ
て
よ
い
︒
お
そ
ら
く
﹁
鼠
﹂
の
伝
承
が

先
行
し
︑
の
ち
﹁
も
ぐ
ら
﹂
の
伝
承
が
生
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
︒

そ
の
根
拠
が
﹁
恩
津
弥
勒
﹂︑﹁
弥
勒
﹂
で
あ
る
︒
そ
れ
は
な
ぜ
か
︑
�
で
述

べ
る
︒

�

主
人
公
が
最
後
に
訪
ね
た
の
は
︑
⑩
の
壁
︑
⑫
の
山
を
除
き
︑
す
べ
て
弥

勒
で
あ
る
︒
表
に
見
る
よ
う
に
﹁
恩
津
弥
勒
﹂
﹁
弥
勒
﹂﹁
石
仏
﹂
な
ど
の
呼

称
で
登
場
す
る
︒

弥
勒
信
仰
は
︑
三
国
時
代
よ
り
盛
ん
で
高
麗
時
代
︵
九
一
八
～
一
三
九
二

年
︶
に
大
き
く
盛
行
し
た
︒
多
く
の
弥
勒
菩
薩
像
が
全
土
に
置
か
れ
信
仰
を

集
め
た
が
︑
な
か
で
も
忠
清
南
道
恩
津

ウ
ン
ジ
ン

に
あ
る
﹁
恩
津
弥
勒⑱
﹂
は
︑
そ
の
高

さ
一
八
・
二
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
巨
大
な
石
仏
で
あ
り
︑﹁
ウ
ン
ジ
ン
ミ
ル

ク
﹂
と
民
衆
か
ら
親
し
み
を
も
っ
て
呼
ば
れ
た
︒
︵
図
�
写
真
参
照
︶

韓
国
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朝
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半
島
︶
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﹁
風
﹂
が
﹁
も
ぐ
ら
﹂
に
言
う
︒
い
く
ら
強
く
吹
い
て
も
倒
せ
な
い
﹁
恩

津
弥
勒
﹂
が
自
分
よ
り
も
っ
と
偉
い
と
︒
し
か
し
そ
の
巨
大
で
重
い
弥
勒
石

仏
を
倒
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
︑
足
も
と
の
土
を
掘
り
ト
ン
ネ
ル
を
掘
り
進

ん
で
土
台
を
崩
し
て
し
ま
う
﹁
も
ぐ
ら
﹂
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
﹁
鼠
﹂
に
は

で
き
な
い
ワ
ザ
で
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
恩
津
弥
勒
は
も
ぐ
ら
に
︑﹁
も
ぐ
ら

は
私
よ
り
力
が
強
く
立
派
だ
か
ら
︑
私
よ
り
も
力
が
強
く
て
立
派
な
婿
に
な

る
の
で
︑
も
ぐ
ら
に
婿
に
な
っ
て
く
れ
と
言
っ
て
ご
ら
ん
︒﹂︵
口
承
①
︶
と

ほ
め
て
︑
も
ぐ
ら
た
ち
の
価
値
を
悟
ら
せ
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
て
﹁
恩
津
弥
勒
﹂
と
﹁
も
ぐ
ら
﹂
が
そ
ろ
っ
て
こ
の
話
に
登
場
し
︑

よ
り
説
得
力
あ
る
“
笑
い
”
を
提
供
し
た
と
筆
者
は
推
測
す
る
︒
弥
勒
石
仏

こ
そ
は
︑﹁
も
ぐ
ら
﹂
と
と
も
に
最
も
重
要
な
韓
国
︵
朝
鮮
半
島
︶
の
特
徴⑲

な
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
﹁
恩
津
弥
勒
﹂
で
は
な
く
﹁
果
川
石
弥
勒
﹂
と
す
る
の
が
文
献

①
で
あ
る
︒
こ
れ
は
京
畿
道
果
川

ク
ヮ
チ
ョ
ン

に
あ
る
弥
勒
石
像
の
こ
と
で
︑
果
川
は
︑

①
の
著
者
柳
夢
寅
が
隠
居
し
て
い
た
道
峯
山

ト
ボ
ン
サ
ン

か
ら
南
方
に
あ
る
地
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
柳
夢
寅
は
︑
身
近
に
よ
く
知
る
﹁
果
川
弥
勒
﹂
を
︑﹁
恩
津
弥
勒
﹂

の
代
わ
り
に
登
場
さ
せ
た
と
理
解
で
き
よ
う
︒
現
実
に
即
し
た
柳
夢
寅
の
改

作
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

�

訪
ね
て
行
っ
た
最
後
が
﹁
山
﹂
で
あ
る
の
は
︑
⑫
の
一
話
の
み
で
あ
る
︒

﹁
山
﹂
は
︑
イ
ン
ド
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
伝
承
に
見
ら
れ
た
こ
と
は
最
初

に
指
摘
し
て
い
た
が
︑
唯
一
口
承
資
料
⑫
が
︑
そ
れ
を
保
持
し
て
い
た
︒

し
か
し
︑
⑫
の
そ
れ
は
︑
単
な
る
一
般
名
詞
の
﹁
山
﹂
で
は
な
か
っ
た
︒

平
壌

ピ
ョ
ン
ヤ
ン

の
名
勝
と
し
て
名
高
い
﹁
牡
丹
峰

モ
ラ
ン
ボ
ン

﹂
と
い
う
山
で
あ
っ
た
︒
⑫
の
採

録
地
が
平
壌

ピ
ョ
ン
ヤ
ン

で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
平
壌
に
あ
る
名
山
の
登
場
は
︑

ま
さ
し
く
朝
鮮
的
な
改
変
と
評
価
で
き
る
︒

!

日
本
の
﹁
鼠
の
嫁
入
り
﹂

︱
﹁
も
ぐ
ら
﹂
と
﹁
地
蔵
﹂
の
視
点
か
ら

︱

さ
て
︑
こ
れ
ま
で
韓
国
︵
朝
鮮
半
島
︶
の
﹁
も
ぐ
ら
の
婚
姻
﹂
資
料
を
提
示

し
︑
伝
承
の
様
相
を
見
て
き
た
が
︑
こ
こ
で
日
本
の
﹁
鼠
の
嫁
入
り
﹂
を
取
り

あ
げ
︑
比
較
の
視
点
か
ら
考
察
を
進
め
た
い
︒
着
眼
点
は
﹁
も
ぐ
ら
﹂﹁
最
後

に
訪
ね
た
候
補
者
﹂
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
文
献
資
料
に
つ
い
て
は
︑
先
行
研
究⑳
と
筆
者
調
査
に
よ
っ
て
次
の
三

資
料
を
確
認
し
た
︒

①
﹁
貧び
ん

窮ぐ
う

追お
ひ

タ
ル
事
﹂

：
日に
つ

天て
ん

子し

↓
雲
↓
風
↓
築
地

無
住
﹃
沙
石
集㉑
﹄
︵
一
二
八
三
年
成
立
︶
巻
第
七
・
拾
遺
六
九

②
﹁
一
休
ね
ず
ミ
は
な
し
の
事
﹂：
日
天
子
↓
雲
↓
風
↓
築
地

一
休
宗
純
﹃
一
休
諸
国
物
語㉒
﹄
︵
一
六
七
二
年
頃
刊
︶
巻
二
第
十
五

③
﹁
鼠
為
女
擇
配
﹂

：
天
上
ノ
日
↓
雲
↓
風
↓
墻

岡
白
駒
﹃
奇
談
一
笑㉓
﹄
︵
一
八
九
七
︶
第
十
二
話

韓
国
︵
朝
鮮
半
島
︶
の
﹁
も
ぐ
ら
の
婚
姻
﹂
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三
資
料
と
も
︑﹁
鼠
﹂
が
主
人
公
で
あ
る
︒
そ
し
て
最
後
に
訪
ね
た
の
は

﹁
築つ
い

地ぢ

﹂
や
﹁
墻
﹂
で
あ
る
と
す
る
︒
①
の
﹃
沙
石
集
﹄
は
本
話
の
初
出
文
献

に
な
り
︑
そ
の
成
立
は
一
二
八
三
年
と
さ
れ
る
の
で
︑
一
三
世
紀
後
半
に
は
︑

す
で
に
日
本
の
伝
承
世
界
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

①
の
無む

住
じ
ゅ
う

︵
一
二
一
六
～
一
三
一
二
︶
と
②
の
一い
っ

休
き
ゅ
う

宗そ
う

純
じ
ゅ
ん

︵
一
三
九
四

～
一
四
八
一
︶︑
と
も
に
僧
侶
が
こ
の
話
の
伝
承
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
︒
①
は
教
訓
的
傾
向
が
強
い
が
︑
②
は
︑
教
訓
的
な
話
よ
り
も

若
干
の
風
刺
と
笑
い
を
込
め
た
滑
稽
ば
な
し
の
側
面
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
︒
江

戸
中
後
期
に
は
“
笑
話
”
と
し
て
享
受
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒
③
の
岡お
か

白は
っ

駒く

︵
一
六
九
二
～
一
七
六
七
︶
は
漢
学
者
で
あ
っ
て
︑
中
国
白
話
小
説
の
翻
訳
な

ど
も
行
っ
た
人
物
で
あ
り
︑﹃
奇
談
一
笑
﹄
に
は
漢
文
訓
読
体
で
収
ま
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
︑
中
国
の
何
ら
か
の
作
品
や
資
料
か
ら
紹
介
し
た
可
能
性
が
大

き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒﹁
墻
﹂
と
い
う
語
が
そ
の
根
拠
で
︑
こ
の

語
が
中
国
の
類
話
に
多
く
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
文
献
に
つ
い
て

は
さ
ら
な
る
研
究
が
必
要
で
あ
る
︒

以
上
︑
日
本
の
文
献
資
料
に
︑﹁
も
ぐ
ら
﹂
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
確
認
し

て
お
く
︒﹁
も
ぐ
ら
﹂
は
次
に
見
る
口
承
資
料
に
多
く
登
場
し
て
い
る
︒

＊

日
本
の
口
承
資
料
に
つ
い
て
は
︑
立
石
展
大
氏
の
詳
細
な
報
告
﹁
日
中
﹁
鼠

の
嫁
入
り
﹂
の
比
較
研
究㉔
﹂
が
あ
る
︒
全
国
各
地
の
こ
れ
ま
で
の
採
録
話
を
収

集
・
整
理
し
︑
そ
の
内
容
を
項
目
別
に
対
比
し
た
﹁
調
査
話
一
覧
﹂
表
を
示
し
︑

さ
ら
に
中
国
に
お
け
る
類
話
を
翻
訳
紹
介
し
日
中
の
比
較
考
察
を
進
め
て
い
る
︒

そ
の
一
覧
表
に
は
﹁
鼠
の
嫁
入
り
﹂
と
し
て
五
二
話
が
示
さ
れ
た
︒
そ
し
て
こ

の
五
二
話
以
外
に
﹁
循
環
形
式
の
話
﹂
と
し
て
一
一
話
が
挙
が
っ
て
い
る
が
︑

筆
者
は
﹁
鼠
の
嫁
入
り
﹂
は
結
婚
譚
と
認
定
す
る
立
場
で
あ
り
こ
こ
で
は
循
環

型
は
除
く
︒

ま
ず
︑
こ
の
五
二
話
に
つ
い
て
︑
そ
の
後
新
た
に
加
わ
る
資
料
六
話
が
確
認

で
き
た
の
で
︑
こ
こ
で
報
告
し
た
い
︒
次
の
Ａ
～
Ｆ
で
あ
る
︒
タ
イ
ト
ル
︑
訪

ね
て
行
く
相
手
と
順
序
︵
原
文
の
ま
ま
︶
︑
出
典
︑
採
録
地
を
示
す
︒

Ａ
﹁
も
ぐ
ら
も
ち
の
嫁
さ
ん
﹂：
天
道
様
↓
雲
↓
風
の
神
↓
地
蔵
様

︵﹃
昔
話
研
究
﹄
第
二
巻
一
号
︑
一
九
三
六
・
五
︒
新
潟
県
見
附
市
今
町
︶

Ｂ
﹁
鼠
の
嫁
入
り
﹂

：
お
天
道
様
↓
雲
↓
風
↓
壁

︵
國
學
院
大
學
民
俗
文
化
研
究
会
編
﹃
伝
承
文
芸
﹄
第
三
号
︑
一
九
六

五
・
三
︒
新
潟
県
岩
船
郡
︶

Ｃ
﹁
ね
ず
み
の
嫁
入
り
﹂

：
お
日
い
さ
ん
↓
雲
↓
風
↓
壁

︵
國
學
院
大
學
民
俗
文
化
研
究
会
編
﹃
伝
承
文
芸
﹄
第
九
号
︑
一
九
七

二
・
六
︒
福
井
県
勝
山
市
︶

Ｄ
﹁
ね
ず
み
の
聟
選
び
﹂

：
お
日
様
↓
雲
↓
風
↓
壁

︵
野
村
純
一
﹁﹁
老
鼠
娶
親
﹂
の
道
﹂﹃
昔
話
伝
説
研
究
﹄
13
号
︑
一
九
八

七
・
七
︒
愛
知
県
北
設
楽
郡
津
具
村
︶

韓
国
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Ｅ
﹁
い
な
ば
の
白
ね
ず
み
﹂

：
太
陽
↓
雲
↓
風
↓
土
壁

︵
廣
田
収
責
任
編
集
﹃
桜
井
小
菊
昔
話
記
録
集
﹄
私
家
版
︑
二
〇
一
二
︒

長
野
県
下
伊
那
郡
清
内
路
村
︶

Ｆ
﹁
鼠
の
嫁
取
り
﹂

：
お
て
ん
と
さ
ま
↓
お
月
さ
ま
↓
雲
↓
風
↓
壁

︵
大
島
建
彦
﹁
阿
武
隈
山
地
の
昔
話
(二
)﹂﹃
昔
話
︱
研
究
と
資
料
﹄
41
号
︑

二
〇
一
三
・
三
︒
福
島
県
郡
山
市
中
田
町
駒
板
︶

以
上
の
六
話
を
加
え
て
︑
日
本
の
﹁
鼠
の
嫁
入
り
﹂
口
承
資
料
は
︑
五
八
話

と
な
っ
た
︒

＊

こ
の
五
八
話
に
つ
い
て
︑
ま
ず
“
主
人
公
”
に
注
目
し
原
文
に
あ
た
り
調
べ

た
と
こ
ろ
︑﹁
も
ぐ
ら
﹂
が
主
人
公
で
あ
る
一
六
話
が
確
認
で
き
た
︒
五
八
話

中
の
一
六
話
と
い
う
多
さ
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
︒

こ
の
一
六
話
の
︑
原
題
・
採
録
地
・
訪
ね
て
行
っ
た
相
手
と
順
序
に
つ
い
て

①
～
⑯
に
示
す㉕
︒

①
﹁
も
ぐ
ら
も
ず
の
婿
さ
が
し
﹂
宮
城
県
：
太
陽
↓
雲
↓
風
↓
地
蔵

②
﹁
モ
グ
ラ
モ
ズ
の
婿
探
す
﹂
宮
城
県

：
太
陽
↓
雲
↓
風
↓
地
蔵

③
﹁
モ
グ
ラ
の
嫁
入
り
﹂
山
形
県

：
太
陽
↓
空
↓
雲
↓
風
↓
山

④
﹁
土
龍
の
嫁
入
り
﹂
福
島
県

：
太
陽
↓
空
↓
雲
↓
風
↓
土
手

⑤
﹁
土
竜

も

ぐ

ら

嫁
入
﹂
福
島
県

：
太
陽
↓
月
↓
風
↓
壁
↓
地
蔵

⑥
﹁
も
っ
く
ら
も
ち
﹂
新
潟
県

：
太
陽
↓
雲
↓
風
↓
岩
山

⑦
﹁
も
っ
く
れ
も
ち
の
嫁
﹂
新
潟
県

：
太
陽
↓
雲
↓
風
↓
山

⑧
﹁
土
龍
の
嫁
さ
ん
﹂
新
潟
県

：
太
陽
↓
空
↓
雲
↓
風
↓
土
堤

⑨
﹁
土
龍
の
嫁
入
﹂
新
潟
県

：
太
陽
↓
雲
↓
風
↓
土
手

⑩
﹁
も
ぐ
ら
も
ち
の
嫁
さ
ん
﹂
新
潟
県

：
太
陽
↓
雲
↓
風
の
神
↓
地
蔵

⑪
﹁
も
く
ろ
の
聟
取
り
﹂
鳥
取
県

：
太
陽
↓
雲
↓
風
↓
山

⑫
﹁
も
ぐ
ら
の
聟
さ
が
し
﹂
岡
山
県

：
太
陽
↓
雲
↓
風
↓
壁
↓
土
台

⑬
﹁︵
原
題
不
詳
︶
﹂
岡
山
県

：
太
陽
↓
雲
↓
風
↓
土
塀

⑭
﹁
も
ぐ
ら
の
嫁
さ
ん
﹂
広
島
県

：
太
陽
↓
空
↓
雲
↓
風
↓
土

⑮
﹁
白
い
も
ぐ
ら
の
子
﹂
福
岡
県

：
太
陽
↓
雲
↓
風
↓
大
地

⑯
﹁
も
ぐ
ら
の
聟
取
り
﹂
大
分
県

：
太
陽
↓
黒
雲
↓
風
↓
練
塀

＊

こ
の
一
六
話
に
つ
い
て
︑
次
に
注
目
し
た
い
の
は
“
最
後
に
訪
ね
た
の
は
誰

か
”
で
あ
る
︒
驚
く
こ
と
に
﹁
地
蔵
﹂
と
す
る
も
の
が
四
話
あ
っ
た
︒
①
︑
②
︑

⑤
︑
⑩
で
あ
る
︒
一
六
話
中
の
四
話
︑
25
％
を
占
め
る
多
さ
で
あ
る
︒
実
の
と

こ
ろ
筆
者
は
︑
﹁
地
蔵
﹂
と
い
う
語
に
目
を
見
張
っ
た
︒
﹁
も
ぐ
ら
﹂
が
“
仏

像
”
を
訪
ね
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
も
そ
の
仏
像
が
﹁
も
ぐ
ら
に
は
か
な

わ
な
い
︑
も
ぐ
ら
が
も
っ
と
偉
い
﹂
と
言
う
か
ら
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
例
を
挙

げ
る
と
︑
次
の
よ
う
に
も
ぐ
ら
に
言
う
の
で
あ
る
︒
︑

﹁
俺
が
な
ん
ぼ
え
ば
っ
て
も
︑
も
ぐ
ら
も
ず
さ
ん
に
は
土
を
掘
っ
た
で
ら

れ
で
ひ
く
り
げ
え
っ
て
し
ま
う
が
ら
︑
も
ぐ
ら
も
ず
さ
ん
に
は
と
っ
て
も

韓
国
︵
朝
鮮
半
島
︶
の
﹁
も
ぐ
ら
の
婚
姻
﹂

三
五



か
な
わ
ね
え
が
す
︒
俺
よ
り
も
も
ぐ
ら
も
ず
の
方
が
ず
っ
と
偉
え
ど
思
い

す
︒﹂︵
①
の
資
料
︒
地
蔵
の
こ
と
ば
︶

﹁
俺
が
な
ん
ぼ
え
ば
っ
て
も
︑
⁝
⁝
モ
グ
ラ
モ
ズ
さ
ん
ぬ
は
︑
と
っ
て
も

か
な
え
ン
︒
俺
よ
り
も
︑
モ
グ
ラ
モ
ズ
さ
ん
の
方
が
︑
ず
っ
と
え
れ
ェ
ど

思
え
す
︵
思
い
ま
す
︶﹂︵
②
の
資
料
︒
地
蔵
の
こ
と
ば
︶

こ
の
よ
う
に
﹁
も
ぐ
ら
﹂
と
﹁
地
蔵
﹂︵
仏
像
︶
が
セ
ッ
ト
で
登
場
す
る
モ

チ
ー
フ
と
展
開
は
︑
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
韓
国
︵
朝
鮮
半
島
︶
の
﹁
も
ぐ
ら
の

婚
姻
﹂
と
ま
っ
た
く
同
じ
と
言
え
︑
強
い
伝
承
の
関
係
性
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
︒
朝
鮮
半
島
か
ら
の
伝
播
に
よ
る
も
の
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

む
ろ
ん
“
伝
播
”
と
い
う
問
題
は
難
し
く
そ
の
特
定
は
容
易
と
は
い
え
な
い
︒

こ
の
問
題
を
論
じ
る
際
に
は
︑
同
じ
“
漢
字
文
化
圏
”
と
い
う
く
く
り
か
ら
し

て
︑
特
に
朝
鮮
半
島
と
日
本
の
比
較
に
お
い
て
︑
中
国
を
除
外
し
て
の
議
論
は

成
果
が
望
み
に
く
い
と
さ
れ
︑
筆
者
も
そ
れ
に
は
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
﹁
鼠
の
嫁
入
り
﹂
の
場
合
︑
こ
れ
ま
で
紹
介
が
あ
っ
た
中
国

民
間
説
話
︑
昔
話
の
翻
訳
等
に
は
見
あ
た
ら
ず
︑
立
石
訳
の
中
国
類
話㉖
に
お
い

て
も
﹁
も
ぐ
ら
﹂
や
仏
像
の
類
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
︑
こ
の
特

徴
が
中
国
に
発
す
る
と
は
考
え
に
く
い
︒

伝
播
の
時
期
や
ル
ー
ト
な
ど
を
具
体
的
に
特
定
す
る
こ
と
は
︑
こ
と
に
口
承

文
学
の
場
合
非
常
に
困
難
で
あ
る
が
︑
一
つ
の
大
き
な
手
が
か
り
が
﹁
恩
津
弥

勒
﹂
に
あ
る
︒
こ
の
石
像
が
高
麗
時
代
初
期
九
六
八
年
の
造
成
で
あ
る
こ
と
か

ら
推
測
す
れ
ば
︑
そ
れ
以
降
に
︑
お
そ
ら
く
か
な
り
経
っ
た
時
期
に
日
本
に
伝

わ
っ
た
と
い
う
推
測
が
可
能
と
な
る
︒

日
本
に
お
い
て
﹁
地
蔵
﹂
は
︑
古
く
か
ら
の
広
く
篤
い
地
蔵
信
仰
の
も
と
︑

六
地
蔵
や
地
蔵
堂
な
ど
日
本
全
土
に
数
多
く
存
在
し
︑﹁
お
地
蔵
さ
ん
﹂
と
親

し
ま
れ
る
身
近
な
仏
像
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
な
ら
︑﹁
弥
勒
﹂
が
﹁
地
蔵
﹂

へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
は
︑
日
本
の
信
仰
・
文
化
に
そ
っ
た
変
容
で
あ
っ
た

と
理
解
さ
れ
る
︒

注①

﹁
婚
姻
﹂
と
い
う
漢
字
語
は
︑
朝
鮮
語
に
お
い
て
は
︑
日
本
で
い
う
﹁
結
婚
﹂
の

意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
ル
ビ
を
付
し
た
︒

②

田
中
於
菟
弥
・
植
村
勝
彦
訳
﹃
ア
ジ
ア
の
民
話
12
﹄
大
日
本
絵
画
︑
一
九
八
〇
︒

③

菊
池
淑
子
訳
﹃
カ
リ
ー
ラ
と
デ
ィ
ム
ナ
﹄
平
凡
社
・
東
洋
文
庫
︑
一
九
七
八
︒

④

今
野
一
雄
訳
／
ラ
・
フ
オ
ン
テ
ー
ヌ
﹃
寓
話
︵
下
︶﹄
岩
波
文
庫
・
岩
波
書
店
︑

一
九
七
二
︒

⑤

靑
柳
綱
太
郎
﹃
朝
鮮
野
談
集
﹄
朝
鮮
研
究
会
︑
一
九
一
二
︒

⑥

山
崎
日
城
﹃
朝
鮮
の
奇
談
と
伝
説
﹄
ウ
ツ
ボ
ヤ
書
籍
店
︑
一
九
二
〇
︒

⑦

中
里
龍
雄
﹃
俚
俗
と
民
譚
﹄
一
巻
五
号
︑
一
九
三
二
年
六
月
︒

⑧

渋
沢
青
花
﹃
朝
鮮
民
話
集
﹄
社
会
思
想
社
︑
一
九
八
〇
︒

⑨

梅
山
秀
幸
﹃
於
于
野
譚
﹄
作
品
社
︑
二
〇
〇
六
︒
続
は
二
〇
一
九
年
刊
︒

⑩

申
翼
澈
・
李
亨
大
・
趙
隆
煕
・
盧
英
美
共
訳
﹃
於
于
野
譚
﹄︵
韓
国
学
中
央
研
究

院
・
ト
ル
ペ
ゲ
︑
二
〇
〇
六
︶
の
﹁
解
題
﹂
に
よ
れ
ば
︑
写
本
・
版
本
等
の
異
本
約

三
〇
本
を
蒐
集
し
調
査
し
た
結
果
︑
従
来
の
主
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
萬
宗
齋
本
︵
五
二

韓
国
︵
朝
鮮
半
島
︶
の
﹁
も
ぐ
ら
の
婚
姻
﹂
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一
話
︶
に
は
な
い
三
八
話
を
新
た
に
発
掘
し
た
結
果
︑﹃
於
于
野
譚
﹄
収
載
の
説
話

数
は
五
五
九
に
な
っ
た
と
い
う
︒

⑪

曺
喜
雄
﹃
韓
国
説
話
の
類
型
﹄
増
補
改
正
版
・
一
潮
閣
︑
一
九
九
六
︑
三
三
頁
︒

⑫

金
南
馨
﹁
泰
村
高
尚
顔
の
﹃
效
嚬
雑
記
﹄
に
つ
い
て
﹂﹃
漢
文
教
育
研
究
﹄
第
10

号
︑
一
九
九
六
︒
な
お
二
〇
〇
七
年
に
同
氏
訳
注
﹃
效
嚬
雑
記
﹄︵
啓
明
大
学
校
出

版
部
︶
が
出
て
い
る
︒

⑬

黄
仁
徳
﹁﹁
も
ぐ
ら
の
婚
姻
﹂
説
話
の
印
・
中
・
韓
比
較
考
察
﹂﹃
語
文
研
究
﹄
第

48
号
︑
二
〇
〇
五
・
八
︒
琴
榮
辰
﹁
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
﹁
鼠
の
嫁
入
り
﹂
の
享

受
﹂﹃
日
語
日
文
学
研
究
﹄
第
79
輯
︑
二
〇
一
一
・
琴
榮
辰
﹁﹃
旬
五
志
﹄
に
見
え
る

東
ア
ジ
ア
の
共
通
説
話

︱
﹁
桃
太
郎
﹂・﹁
鼠
の
嫁
入
り
﹂
の
類
話
新
資
料
を
め
ぐ

っ
て

︱
﹂﹃
説
話
文
学
研
究
﹄
第
47
号
︑
二
〇
一
二
︒
金
均
泰
﹁
鼠
︵
も
ぐ
ら
︶

婚
姻
譚
の
叙
事
的
意
味
と
文
学
治
療
の
活
用
﹂﹃
文
学
治
療
﹄
第
28
輯
︑
二
〇
一

三
・
一
︒

⑭

﹃
泰
村
集
﹄
巻
之
四
︵﹃
韓
国
文
集
叢
刊
59
﹄
一
九
九
一
︶

⑮

﹃
洪
萬
宗
全
集
﹄
上
巻
︑
太
学
社
︑
一
九
九
七
︒

⑯

注
⑮
の
解
題
﹁
洪
萬
宗
の
著
述
﹂︑
九
頁
︒

⑰

大
会
発
表
時
︑
文
献
①
の
原
文
﹁
野
鼠
﹂
は
も
ぐ
ら
な
の
か
と
い
う
質
問
が
あ
っ

た
︒
漢
字
の
意
味
だ
け
を
辞
典
に
見
て
﹁
の
ね
ず
み
﹂
と
理
解
し
が
ち
だ
が
︑
同
じ

漢
字
で
あ
っ
て
も
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
の
文
化
に
よ
る
意
味
の
相
違
が
発
生
す
る
と

考
え
る
︒
意
味
・
用
法
が
三
国
に
同
じ
と
は
限
ら
な
い
︒
ま
し
て
﹁
두
더
지
﹂︵
も

ぐ
ら
︶
は
固
有
語
で
あ
る
た
め
︑
漢
字
に
置
き
か
え
る
際
︑
漢
字
語
の
﹁
鼴
鼠
﹂
を

あ
て
た
の
が
文
献
②
︑﹁
鼴
﹂
を
あ
て
た
の
が
文
献
③
で
︑
①
は
﹁
野
鼠
﹂
の
語
を

あ
て
た
︑
と
判
断
す
る
︒
難
し
い
漢
字
語
﹁
鼴
鼠
﹂﹁
鼴
﹂
よ
り
民
間
に
な
じ
む

﹁
野
鼠
﹂
を
柳
夢
寅
は
選
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
ま
た
①
の
原
文
に
は
﹁
野
鼠

掘
土
于
吾
趾
﹂
と
あ
る
︒
土
を
“
掘
る
”
行
為
は
︑
鼠
よ
り
も
ぐ
ら
が
理
に
か
な
う
︒

鼠
な
ら
“
か
じ
る
”
も
し
く
は
“
穴
を
あ
け
る
”
で
あ
ろ
う
︒
韓
国
に
お
け
る
こ
れ

ま
で
の
﹃
於
于
野
譚
﹄
訳
注
本
・
現
代
語
訳
本
・
研
究
論
文
等
に
お
い
て
﹁
野
鼠
﹂

を
﹁
の
ね
ず
み
﹂
と
す
る
事
例
は
一
点
の
み
で
あ
っ
た
︒
以
上
の
根
拠
か
ら
筆
者
は

﹁
野
鼠

も

ぐ

ら

﹂
に
従
う
︒

⑱

﹁
恩
津
弥
勒
﹂
は
忠
清
道
論
山
郡
恩
津
面
︵
現
在
の
忠
清
南
道
論
山
市
︶
所
在

﹁
灌
燭
寺
﹂
に
あ
る
石
造
の
弥
勒
菩
薩
立
像
︒
高
さ
一
八
・
二
メ
ー
ト
ル
に
な
る
国

内
最
大
の
弥
勒
像
で
あ
り
︑
高
麗
時
代
初
期
九
六
八
年
造
成
の
記
録
が
あ
る
︒
恩
津

弥
勒
に
関
す
る
説
話
は
非
常
に
多
く
伝
わ
る
︒
小
林
純
子
氏
は
﹁﹃
韓
国
口
碑
文
学

大
系
﹄
弥
勒
説
話
の
類
型
﹂
︵
日
韓
比
較
文
学
研
究
会
二
〇
一
三
年
大
会
で
の
発
表
︶

に
お
い
て
三
〇
話
の
口
承
資
料
を
提
示
し
た
︒

⑲

石
仏
に
つ
い
て
︑
注
⑬
の
琴
榮
辰
論
稿
︵
後
者
二
二
七
頁
︶
は
﹁
よ
り
に
よ
っ
て

な
ぜ
石
の
﹁
仏
﹂
な
の
か
と
い
う
疑
問
は
依
然
と
し
て
残
る
︒﹂
と
し
︑
恩
津
弥
勒

や
弥
勒
石
仏
へ
の
言
及
が
な
い
︒

⑳

松
村
武
雄
﹁
﹃
鼠
の
嫁
入
り
﹄
説
話
研
究
﹂︵
﹃
東
洋
学
芸
雑
誌
﹄
三
二
巻
四
〇
六

号
︑
一
九
一
五
・
七
︶
が
文
献
③
を
︑
南
方
熊
楠
﹁﹃
鼠
の
嫁
入
り
﹄
の
噺
に
つ
い

て
﹂︵﹃
東
洋
学
芸
雑
誌
﹄
三
二
巻
四
〇
七
号
︑
一
九
一
五
・
八
︶
が
文
献
①
を
指
摘

し
た
︒

㉑

渡
辺
綱
也
校
注
﹃
沙
石
集
﹄
日
本
古
典
文
学
大
系
85

岩
波
書
店
︑
一
九
六
六
︒

㉒

武
藤
禎
夫
・
岡
雅
彦
編
﹃
噺
本
大
系

第
三
巻
﹄
東
京
堂
出
版
︑
一
九
七
六
︒

㉓

﹃
奇
談
一
笑
﹄
赤
志
忠
雅
堂
︑
一
八
九
七
︒
︵
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
に
よ
る
︶

㉔

立
石
展
大
﹁
日
中
﹁
鼠
の
嫁
入
り
﹂
の
比
較
研
究
﹂﹃
説
話
・
伝
承
学
﹄
第
!
号
︑

一
九
九
九
・
四
︒
﹃
日
中
民
間
説
話
の
比
較
研
究
﹄
︵
汲
古
書
院
︑
二
〇
一
三
︶
収
載
︒

㉕

注
㉔
の
立
石
氏
﹁
調
査
話
一
覧
﹂
の
21
番
の
原
文
は
﹁
鼠
﹂
で
あ
る
の
で
除
外
︒

①
～
⑯
の
出
典
は
次
の
と
お
り
︒
①
大
内
金
光
﹃
ふ
る
さ
と
の
民
話
﹄
一
迫
町
公
民

館
︑
一
九
七
三
︵﹃
日
本
昔
話
通
観
﹄
�
︶
︒
②
佐
々
木
徳
夫
編
﹃
む
が
す
む
が
す
あ

っ
た
ご
ぬ
﹄
日
本
の
民
話
13
︑
未
来
社
︑
一
九
六
九
︒
③
佐
藤
義
則
﹃
羽
前
最
上
小

韓
国
︵
朝
鮮
半
島
︶
の
﹁
も
ぐ
ら
の
婚
姻
﹂

三
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国
郷
の
ト
ン
ト
昔
コ
﹄
一
九
六
六
︒
④
小
島
一
男
﹃
会
津
昔
話
抄
﹄
一
九
七
四
︵
通

観
!
︶︒
⑤
山
本
明
﹃
鬼
の
子
小
綱
︱
福
島
の
昔
話
﹄
桜
楓
社
︑
一
九
七
四
︒
⑥
松

代
高
等
学
校
文
芸
部
﹃
く
び
き
の
民
話
﹄
一
九
六
七
︵
通
観
10
︶︒
⑦
水
沢
謙
一

﹃
と
ん
と
一
つ
あ
っ
た
て
ん
が
な
﹄
日
本
の
民
話
�
︑
未
来
社
︑
一
九
五
七
︒
⑧
文

野
白
駒
﹃
加
無
波
良
夜
譚
﹄
玄
久
社
︑
一
九
三
二
︒
⑨
野
村
純
一
﹃
増
補
改
訂

吹

谷
松
兵
衛
昔
話
集
﹄
一
九
七
五
︒
⑩
﹃
昔
話
研
究
﹄
第
二
巻
一
号
︑
一
九
三
六
・
五
︒

⑪
稲
田
浩
二
・
福
田
晃
﹃
昔
話
研
究
資
料
叢
書
�

大
山
北
麓
の
昔
話
﹄
三
弥
井
書

店
︑
一
九
七
〇
︒
⑫
稲
田
浩
二
・
立
石
憲
利
﹃
昔
話
研
究
資
料
叢
書
�

奥
備
中
の

昔
話
﹄
三
弥
井
書
店
︑
一
九
七
三
︒
⑬
仙
田
実
・
山
内
靖
子
﹁
和
気
稿
﹂
41
号
︑
一

九
七
六
︵
通
観
19
︶︒
⑭
垣
内
稔
﹃
安
芸
・
備
後
の
民
話
第
二
集
﹄
日
本
の
民
話
23
︑

未
来
社
︑
一
九
五
九
︒
⑮
福
岡
県
教
育
委
員
会
﹃
全
国
昔
話
資
料
集
成
11
﹄
岩
崎
美

術
社
︑
一
九
七
五
︒
⑯
宮
崎
一
枝
﹃
昔
話
研
究
資
料
叢
書
�

国
東
半
島
の
昔
話
﹄

三
弥
井
書
店
︑
一
九
六
九
︒
な
お
原
文
の
︑
お
て
ん
と
さ
ま
・
天
道
・
日
輪
・
日
は

﹁
太
陽
﹂
と
し
た
︒

㉖

注
㉔
の
論
稿
︑
87
頁
︒

︹
付
記
︺

本
稿
は
︑
二
〇
一
九
年
度
日
本
昔
話
学
会
大
会
︵
七
月
七
日
︶
に
お
い
て
発

表
し
た
﹁
朝
鮮
半
島
の
﹁
も
ぐ
ら
の
婚
姻
﹂︵
鼠
の
嫁
入
り
︶

︱
文
献
と
口

承
資
料

︱
﹂
の
一
部
を
増
補
し
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒

韓
国
︵
朝
鮮
半
島
︶
の
﹁
も
ぐ
ら
の
婚
姻
﹂
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