
中
島
敦
「
狐
憑
」
論

―
「
木
乃
伊
」
と
の
関
係
か
ら

―

杉　
　

岡　
　

歩　
　

美

は
じ
め
に

　

中
島
敦
「
狐
憑
」
は
、
第
一
創
作
集
『
光
と
風
と
夢
』（
昭
17
・
７

）
に

《
古
譚
》
の
総
題
の
下
、
採
録
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。《
古
譚
》
は
「
狐
憑
」

「
木
乃
伊
」「
山
月
記
」「
文
字
禍
」
四
篇
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
佐
々
木
充

が
「
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
こ
の
四
篇
が
、
つ
ね
に
〈
文
字
・
言
葉
〉
を
め

ぐ
っ
て
展
開
す
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る①
。」
と
指
摘
し
て
以
来
、《
古

譚
》
は
「〈
文
字
・
言
葉
〉」
を
中
心
に
読
解
さ
れ
て
き
た
。「
狐
憑
」
に
関
し

て
佐
々
木
は
、「「
狐
憑
」
は
い
わ
ば
人
類
最
初
の
〈
詩
人
〉
の
誕
生
と
死
の
物

語
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
日
常
的
実
用
に
発
し
た
言
語
が
、
遂
に
詩
的
世
界

の
創
造
に
参
画
す
る
、
そ
の
記
念
す
べ
き
瞬
間
が
捉
え
ら
れ
て
い
る②
」
と
し
、

〈
言
葉
〉
を
生
み
出
す
「〈
詩
人
〉
の
誕
生
」
を
「
狐
憑
」
の
主
題
と
し
た
。
以

後
そ
れ
を
受
け
る
形
で
さ
ま
ざ
ま
な
読
解
が
試
み
ら
れ
、
同
時
代
戦
時
下
の
言

論
統
制
に
関
す
る
批
判
を
読
み
取
る
論
も
多
く
出
た③
。
そ
れ
ら
の
論
は
お
お
よ

そ
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
に
収
斂
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
本
稿
で
は
、

な
ぜ
「
狐
憑
」
な
の
か
、
そ
の
根
本
的
な
疑
問
か
ら
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
。

　

ま
た
、
こ
の
四
篇
に
は
そ
の
掲
載
順
を
記
し
た
と
お
ぼ
し
き
「
ノ
ー
ト
第

三
」
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
当
初
は
「
つ
き
も
の
」「
木
乃
伊
」「
文
字
禍
」

「
人
虎
伝
」
だ
っ
た
ら
し
い
。「
つ
き
も
の
」
は
「
狐
憑
」、「
人
虎
伝
」
は
「
山

月
記
」
を
指
す
と
推
測
で
き
る
。「
つ
き
も
の
」
で
あ
っ
た
作
品
が
「
狐
憑
」

に
変
わ
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、「
狐
憑
」
と
い
う
語
句
の
分
析
を
通
し
、
考
察
を

深
め
る
。
な
お
、《
古
譚
》
の
う
ち
、「
山
月
記
」「
文
字
禍
」
は
「
文
学
界
」

（
昭
17
・
２

）
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
四
作
品
の
う
ち
二
作
品
が
選
出
さ
れ
た

の
は
偶
然
だ
が
、「
狐
憑
」「
木
乃
伊
」
二
作
品
が
選
出
さ
れ
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

こ
と
も

偶
発
的
な
必
然
だ
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。「
狐
憑
」
と
「
木
乃
伊
」
は
と
も

に
ヘ
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』
を
素
材
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
二
者
を
結
び
つ
け
て
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語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
本
稿
で
は
「
狐
憑
」「
木
乃
伊
」
を

対
と
な
る
二
作
品
と
し
て
位
置
付
け
て
み
た
い
。

一

　
「
狐
憑
」「
木
乃
伊
」
二
作
品
の
共
通
項
と
し
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
両
者
と

も
に
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
『
歴
史
』
に
取
材
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ

し
、
宮
田
一
生
が
「『
歴
史
』
に
記
述
さ
れ
た
事
項
を
恣
意
的
に
断
片
的
に
切

り
取
り
、
繋
ぎ
合
わ
せ
」
た
も
の
で
、「
い
わ
ば
古
代
の
再
現
の
た
め
の
佳
景

で
あ
っ
て
、
と
り
た
て
て
注
意
す
る
必
要
は
な
い
」
と
指
摘
す
る④
よ
う
に
、

『
歴
史
』
に
取
材
し
た
と
て
、『
李
陵
』
な
ど
他
の
作
品
と
違
い
忠
実
に
作
品
に

援
用
し
た
の
で
は
な
い
。

　

ヘ
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』
は
「
散
文
作
品
と
し
て
は
世
界
最
古
に
し
て
最
長
」

で
あ
り
、「
最
大
の
武
器
は
旅
と
聞
き
取
り
調
査
」、「『
歴
史
』
に
書
き
こ
ま
れ

た
話
の
中
に
は
、
今
日
の
用
語
で
言
え
ば
昔
話
や
伝
説
と
す
べ
き
も
の
が
多

い⑤
」
と
さ
れ
る
。
大
正
時
代
に
は
既
に
「
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
史
料
を
蒐
集
し
之
を

巧
み
に
叙
述
す
る
の
技
倆
は
之
を
具
へ
た
る
も
相
矛
盾
せ
る
言
ひ
伝
へ
に
就
て

之
が
取
捨
選
択
を
試
む
る
の
批
評
眼
は
之
を
欠
け
り
。
要
す
る
に
ヘ
ロ
ド
ト
ス

の
真
価
は
科
学
的
な
る
の
点
に
在
ら
ず
し
て
文
学
的
な
る
の
点
に
あ
つ
て
存
す

と
云
ふ
可
く⑥
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
口
承
の
「
歴
史
」
の
「
聞
き
取
り
」
を
行
っ
た
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の

『
歴
史
』
は
、「
昔
話
」
や
「
伝
説
」
を
採
録
し
た
「
文
学
的
」「
物
語
風
の
歴

史⑦
」
と
評
価
さ
れ
、
史
実
的
価
値
よ
り
も
そ
の
虚
構
性
が
価
値
付
け
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
中
島
が
「
恣
意
的
に
断
片
的
に
切
り
取
」
っ
た
の
は
、
そ
う
し

た
『
歴
史
』
の
側
面
に
対
応
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、《
古
譚
》

の
「
文
字
禍
」
に
お
い
て
「
書
か
れ
な
か
つ
た
事
は
、
無
か
つ
た
事
じ
や
。

（
略
）
歴
史
と
は
な
、
こ
の
粘
土
板
の
こ
と
じ
や
。」
と
老
博
士
が
口
に
す
る
よ

う
に
、「
文
字
」
に
は
永
続
性
が
あ
り
、
書
か
れ
た
瞬
間
そ
の
言
葉
は
力
を
持

つ
が
、
同
時
に
「
書
か
れ
な
か
つ
た
事
」
は
そ
の
瞬
間
消
え
去
る
こ
と
に
な
る
。

　
『
歴
史
』
に
取
材
し
つ
つ
、「
断
片
的
に
切
り
取
」
る
こ
と
で
、〈
文
字
〉
の

な
い
社
会
の
出
来
事
を
〈
文
字
〉
で
書
く
時
点
で
、
書
き
手
に
よ
る
恣
意
性
が

生
じ
る
こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
狐
憑
」
も
「
木
乃
伊
」
も
と
も

に
明
ら
か
な
形
で
〈
近
代
〉
的
な
語
り
手
が
登
場
す
る
の
も
そ
の
意
図
を
補
強

で
き
よ
う
。
た
と
え
ば
「
狐
憑
」
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

　

ネ
ウ
リ
部
落
の
シ
ャ
ク
に
憑
き
も
の
が
し
た
と
い
ふ
評
判
で
あ
る
。

色
々
な
も
の
が
此
の
男
に
の
り
移
る
の
だ
さ
う
だ
。
鷹
だ
の
狼
だ
の
獺
だ

の
の
霊
が
哀
れ
な
シ
ャ
ク
に
の
り
移
つ
て
、
不
思
議
な
言
葉
を
吐
か
せ
る

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。（
以
下
、
引
用
部
分
の
傍
線
は
引
用
者
が
行
う
）

　
「
狐
憑
」
は
冒
頭
か
ら
「
評
判
で
あ
る
」「
さ
う
だ
」「
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
」

と
伝
聞
形
式
を
多
用
す
る
。
そ
し
て
、
後
に
あ
る
「
但
し
、
斯
う
し
て
次
か
ら

次
へ
と
故
知
ら
ず
生
み
出
さ
れ
て
来
る
言
葉
共
を
後
々
迄
も
伝
へ
る
べ
き
文
字
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と
い
ふ
道
具
が
あ
つ
て
も
い
い
筈
だ
と
い
ふ
こ
と
に
、
彼
は
未
だ
思
ひ
到
ら
な

い
。
今
、
自
分
の
演
じ
て
ゐ
る
役
割
が
、
後
世
ど
ん
な
名
前
で
呼
ば
れ
る
か
と

い
ふ
こ
と
も
、
勿
論
知
る
筈
が
な
い
。」
と
の
文
章
に
よ
っ
て
、〈
近
代
〉
認
識

を
持
つ
語
り
手
が
こ
の
物
語
を
語
っ
て
い
る
こ
と
が
諒
解
さ
れ
る
。

　
〈
近
代
〉
的
な
語
り
手
は
伝
聞
形
式
で
し
か
語
り
得
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の

真
偽
は
〈
文
字
〉
に
さ
れ
た
も
の
か
ら
は
わ
か
り
得
な
い
の
で
あ
る
。「
山
月

記
」
と
「
文
字
禍
」
が
〈
文
字
〉
に
関
連
し
て
肉
体
的
／
精
神
的
死
を
遂
げ
る

二
作
品
だ
と
す
れ
ば
、「
狐
憑
」
と
「
木
乃
伊
」
は
〈
書
か
れ
な
か
っ
た
歴
史
〉

に
関
連
し
て
肉
体
的
／
精
神
的
死
を
迎
え
る
二
作
品
だ
と
い
え
よ
う
。

　

さ
て
、「
狐
憑
」「
木
乃
伊
」
二
作
品
を
結
び
つ
け
る
の
は
『
歴
史
』
の
存
在

だ
け
で
は
な
い
。「
狐
憑
」
の
題
名
で
あ
る
「
狐
憑
き
」（
杉
岡
注
：
以
下
、
中

島
敦
の
作
品
を
「
狐
憑
」、
概
念
上
の
現
象
を
引
用
箇
所
以
外
で
は
「
狐
憑
き
」

と
書
き
分
け
る
。）
に
ま
つ
わ
る
言
説
が
関
わ
っ
て
く
る
。

　

新
井
通
郎
は
、
中
島
が
日
常
的
に
用
い
て
い
た
辞
書
、『
辞
林
』
と
『
大
日

本
国
語
辞
典
』
を
参
考
に
、「
つ
き
も
の
」
と
「
狐
憑
」
の
語
句
の
違
い
を
、

「
一
般
認
識
と
し
て
、「
つ
き
も
の
」
は
、
人
に
憑
く
霊
を
指
し
、「
き
つ
ね
つ

き
」
は
、
憑
か
れ
た
者
を
指
す
と
い
え
る
。「
狐
憑
」
に
こ
の
意
味
概
念
を
戻

し
た
と
き
、「
つ
き
も
の
」
は
シ
ャ
ク
に
憑
く
種
々
雑
多
な
も
の
に
な
り
、「
き

つ
ね
つ
き
」
は
憑
か
れ
た
人
物
、
つ
ま
り
シ
ャ
ク
を
示
す
こ
と
に
な
ろ
う⑧
」
と

述
べ
る
。

　
「
狐
憑
」
へ
の
変
更
が
、「
シ
ャ
ク
を
示
す
こ
と
」
に
な
る
の
は
間
違
い
な
い
。

だ
が
、「
つ
き
も
の
」
と
「
狐
憑
」
は
、「
憑
く
霊
」
と
「
憑
か
れ
た
人
物
」
と

の
違
い
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、「
ノ
ー
ト
第
三
」
に
「
○
つ
き
も

の
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
原
題
で
あ
る
「
つ
き
も
の
」
か
ら
「
狐
憑
」
へ
の
変
更

は
意
図
的
に
な
さ
れ
た
と
判
断
出
来
る
。
付
け
加
え
る
な
ら
そ
の
変
更
に
は
、

「
狐
憑
き
」
と
い
う
概
念
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
作
品
「
狐
憑
」
に
は
「
狐
」
は
登
場
し
な
い
。「
シ
ャ
ク
」
は

「
此
の
部
落
の
下
の
湖
を
泳
ぎ
廻
る
鯉
」「
ト
オ
ラ
ス
山
の
隼
」「
草
原
の
牝
狼
」

な
ど
多
く
の
動
物
の
言
葉
を
語
る
。
逆
に
言
え
ば
「
狐
」
に
憑
か
れ
る
描
写
は

な
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
「
狐
憑
」
な
の
か
。「
明
治
６

年
に
は
、
従
来
民
間
療
法
の
役

割
を
果
た
し
て
い
た
「
憑
祈
祷
」
や
「
狐
下
げ
」
を
禁
止
す
る
法
令
が
出
さ

れ⑨
」
る
な
ど
、「
こ
れ
ま
で
の
感
覚
・
知
覚
、
そ
し
て
認
識
の
仕
方
を
批
判
す

る
う
え
で
、
格
好
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
槍
玉
に
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
狐
憑

き⑩
」
と
の
川
村
邦
光
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、「
狐
憑
き
」
は
〈
近
代
〉
に
入

り
、
盲
信
だ
と
西
洋
科
学
・
医
学
か
ら
否
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。

　
「
狐
憑
き
」
に
関
し
て
は
、
す
で
に
石
井
要
が
「
悲
劇
の
主
人
公
＝
人
間
と

い
う
解
釈
枠
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
存
在
―
動
物
―
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
、
小

説
を
ど
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
て
い
る
か
」
と
問
題
提
起
し
、
概
要
を
ま
と
め
て

い
る⑪
。
石
井
は
「
明
治
期
に
西
洋
の
精
神
生
理
学
、
脳
医
学
が
導
入
さ
れ
て
以
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来
、
狐
憑
は
、
狐
を
は
じ
め
と
し
た
動
物
の
霊
に
憑
か
れ
る
超
自
然
的
な
現
象

だ
け
で
な
く
、
精
神
に
異
常
を
き
た
す
現
象
、
ま
た
は
そ
の
異
常
者
自
身
を
指

す
言
葉
と
し
て
、
一
般
に
流
布
し
て
い
た
」
と
指
摘
し
、「
小
説
「
狐
憑
」
の

背
景
に
は
、
動
物
霊
魂
の
憑
依
、
狐
憑
を
、
身
体
・
精
神
の
「
故
障
」
や
、
共

同
体
の
「
未
開
」・「
児
童
的
」
な
特
徴
へ
と
回
収
し
よ
う
と
す
る
動
き
と
、
そ

れ
ら
の
現
象
の
実
在
を
生
物
学
的
に
認
め
て
い
こ
う
と
す
る
動
き
に
引
き
裂
か

れ
た
言
説
空
間
が
あ
っ
た
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
た
だ
し
「
当
時
圧
倒
的
に
受

け
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
進
化
論
に
基
づ
く
人
間
優
位
な
生
物
観
」
と
の
注

釈
も
あ
る
よ
う
に
、「
共
同
体
の
「
未
開
」・「
児
童
的
」
な
特
徴
へ
と
回
収
し

よ
う
と
す
る
動
き
」
が
多
く
働
く
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
「
身
体
・
精
神
の
「
故
障
」」
と
は
、〈
近
代
〉
以
後
も
た
ら
さ
れ
た
概
念
で

あ
り
、「
西
洋
の
精
神
生
物
学
、
脳
医
学
」
が
導
入
さ
れ
て
以
降
、「
狐
憑
き
」

は
〈
未
開
〉
社
会
特
有
の
症
状
と
し
て
認
識
、
把
握
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

た
と
え
ば
、
昼
田
源
四
郎
は
「
病
気
や
狂
気
の
原
因
を
、
邪
悪
な
霊
魂
が
祟
り

を
し
た
り
憑
依
し
た
た
め
に
生
じ
た
と
考
え
る
病
理
観
は
、
古
代
医
学
や
い
わ

ゆ
る
未
開
民
族
の
病
理
観
と
し
て
、
か
な
り
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
も
の
」
で
あ

り
、「
病
気
や
疾
病
を
ひ
き
お
こ
す
何
者
か
の
邪
悪
な
意
志
」
を
感
じ
た
人
々

は
「
悪
霊
は
個
人
や
共
同
体
の
外
部
か
ら
到
来
し
た
も
の
だ
と
い
う
外
因
論
的

な
信
念
」
を
持
っ
て
い
た
と
す
る⑫
。

　
「
狐
憑
」
冒
頭
に
は
、「
後
に
希
臘
人
が
ス
キ
ュ
テ
ィ
ア
人
と
呼
ん
だ
未
開
の

人
種
の
中
で
も
、
こ
の
種
族
は
特
に
一
風
変
つ
て
ゐ
る
。」「
ネ
ウ
リ
部
落
の

シ
ャ
ク
は
、
斯
う
し
た
湖
上
民
の
最
も
平
凡
な
一
人
で
あ
つ
た
。」
と
あ
り
、

「
シ
ャ
ク
」
が
〈
未
開
〉
社
会
の
な
か
の
「
最
も
平
凡
な
一
人
」
だ
か
ら
こ
そ
、

〈
未
開
〉
表
象
が
補
強
さ
れ
る
よ
う
「
狐
憑
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
付
け
ら
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
な
に
よ
り
着
目
し
た
い
の
は
、「
狐
憑
き
」

が
、「
こ
れ
ま
で
の
感
覚
・
知
覚
、
そ
し
て
認
識
の
仕
方
を
批
判
す
る
う
え
で
、

格
好
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
槍
玉
に
あ
げ
ら
れ
」、「
精
神
に
異
常
を
き
た
す
現

象
、
ま
た
は
そ
の
異
常
者
自
身
を
指
す
言
葉
と
し
て
、
一
般
に
流
布
し
て
い

た
」
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
後
述
し
た
い
。

二

　

さ
て
、「
共
同
体
の
外
部
か
ら
到
来
し
た
も
の
」
と
し
て
の
「
憑
き
も
の
」

概
念
は
作
品
に
ど
う
生
か
さ
れ
た
の
か
。「
狐
憑
」
本
文
に
戻
ろ
う
。「
狐
憑
」

の
「
憑
き
も
の
」
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

　
「
弟
の
デ
ッ
ク
が
死
ん
で
」「
間
も
な
く
シ
ャ
ク
は
妙
な
譫
言
を
い
ふ
や
う

に
」
な
る
。「
蛮
人
に
斬
取
ら
れ
た
彼
の
弟
デ
ッ
ク
の
右
手
が
し
や
べ
つ
て
ゐ

る
の
に
違
ひ
な
い
と
い
ふ
結
論
に
達
」
し
、「
四
五
日
す
る
と
、
シ
ャ
ク
は
又

別
の
霊
の
言
葉
を
語
り
出
」
し
、「
密
か
に
デ
ッ
ク
の
魂
が
兄
の
中
に
忍
び
入

つ
た
の
だ
と
人
々
は
考
へ
」
る
。

　
「
未
開
の
人
種
」
の
共
同
体
の
な
か
で
は
、
当
然
な
が
ら
「
シ
ャ
ク
」
は
、

中
島
敦
「
狐
憑
」
論
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「
弟
デ
ッ
ク
の
右
手
」「
デ
ッ
ク
其
の
人
」「
シ
ャ
ク
と
関
係
の
な
い
動
物
や
人

間
共
」（「
共
同
体
の
外
部
」
）
に
「
憑
」
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
彼
の
弟

デ
ッ
ク
の
右
手
」
と
「
デ
ッ
ク
其
の
人
」
と
は
「
別
の
霊
」
で
あ
り
、「
彼
の

最
も
親
し
い
肉
親
、
及
び
其
の
右
手
」
と
記
載
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、「
狐
憑
」

の
「
ネ
ウ
リ
部
族
」
と
い
う
共
同
体
に
お
い
て
、「
デ
ッ
ク
」
と
「
右
手
」
は

別
物
で
あ
り
、
一
つ
の
統
一
し
た
主
体
と
し
て
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
様
が
描

か
れ
る
。

　

こ
の
「
右
手
」
に
関
し
て
は
、
大
原
祐
治
が
「
文
字
を
書
く
部
位
に
他
な
ら

な
い
「
手
」
に
関
す
る
象
徴
的
な
描
写
」
と
論
じ
て
い
る⑬
。
重
要
な
指
摘
で
あ

り
、
中
島
敦
が
「
シ
ャ
ク
」
が
語
り
始
め
た
最
初
の
部
位
を
「
右
手
」
に
し
た

こ
と
の
意
味
の
一
つ
で
は
あ
ろ
う
が
、「
文
字
を
持
た
な
い
ネ
ウ
リ
部
族
の

人
々
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
右
手
が
し
や
べ
」
る
の
だ
と
表
現
す
る
こ
と
の
裏
に
は
、

「
右
手
」
と
は
表
現
す
る
部
位
な
の
だ
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
を
彼
ら
が
十
分

に
認
識
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
透
け
て
見
え
る
。」
と
続
く
、
こ
の

点
に
関
し
て
は
些
か
疑
問
を
感
じ
る
。「
右
手
」
で
あ
る
の
が
「
シ
ャ
ク
」
が

〈
書
く
〉
こ
と
か
ら
疎
外
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
は
間

違
い
な
い
。
た
だ
、
物
語
内
部
に
お
い
て
〈
未
開
〉
社
会
の
人
々
が
認
識
し
て

い
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
「
右
手
」
な
の
か
。
本
文
を
見
て
い
こ
う
。

　

血
に
染
ん
だ
湖
畔
の
土
の
上
に
、
頭
と
右
手
と
の
無
い
屍
体
ば
か
り
が

幾
つ
か
残
さ
れ
て
ゐ
た
。
頭
と
右
手
だ
け
は
、
侵
略
者
が
斬
取
つ
て
持
つ

て
帰
つ
て
了
つ
た
。
頭
蓋
骨
は
、
そ
の
外
側
を
鍍
金
し
て
髑
髏
杯
を
作
る

た
め
、
右
手
は
、
爪
を
つ
け
た
ま
ま
皮
を
剥
い
で
手
袋
と
す
る
た
め
で
あ

る
。

　
「
弟
デ
ッ
ク
の
右
手
」
は
、「
手
袋
」
に
さ
れ
て
い
る
。「
右
手
」
が
「
手
袋
」

に
さ
れ
る
描
写
は
中
島
が
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
『
歴
史
』
か
ら
変
更
を
加
え
た
箇
所

で
あ
る
。「
死
体
の
右
腕
」
を
「
矢
筒
の
被
り
」
に
す
る
と
い
う
『
歴
史
』
で

の
記
載
が
、「
弟
デ
ッ
ク
の
右
手
」
が
「
侵
略
者
」
の
「
手
袋
」
に
な
っ
た
と

の
描
写
に
変
え
て
ら
れ
て
い
る
。
中
島
が
採
用
し
た
箇
所
で
は
な
い
が
、『
歴

史
』
に
も
「
レ
オ
デ
ュ
キ
デ
ス
」
が
「
手
袋
」
を
用
い
た
と
の
文
章
が
あ
り
、

「
手
袋
」
は
古
代
か
ら
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。「
手
袋
」
と
は

自
分
や
他
人
の
手
を
覆
う
も
の
で
あ
る
。「
侵
略
者
」
に
「
斬
取
」
ら
れ
た

「
弟
デ
ッ
ク
の
右
手
」
は
、「
侵
略
者
」＝〈
他
者
〉
を
纏
う
存
在
と
捉
え
る
こ
と

が
出
来
る
。

　

ま
た
、「
頭
」
で
は
な
く
「
右
手
」
が
語
る
の
は
、「
右
手
」
の
「
象
徴
的
な

描
写
」
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
「
頭
」
で
は
な
い
の
か
、
と
の
問
い
の
方
が

重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
頭
」
に
は
「
脳
」
が
あ
り
、
そ
こ
で
思
考
す
る
と

認
識
し
て
い
る
〈
近
代
〉
的
視
点
を
相
対
化
す
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

「
頭
蓋
骨
」
は
「
鍍
金
」
さ
れ
、〈
外
部
〉
を
覆
わ
れ
る
、
対
し
て
、「
右
手
」

は
「
手
袋
」
と
な
っ
て
〈
外
部
〉
に
あ
る
。「
手
袋
」
は
「
手
」
を
覆
い
は
す

る
も
の
の
着
脱
可
能
で
あ
る
。
取
り
外
し
の
き
く
〈
外
部
〉
に
あ
る
、
こ
れ
が

中
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「
右
手
」
で
あ
っ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。
追
加
す
る
な
ら
ば
「
現
代
の
英
語
の

sinister
（
不
吉
）
は
古
代
の
羅
馬
人
と
し
て
は
左
利
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ

つ
た⑭
」
と
の
文
章
も
大
正
時
代
に
見
受
け
ら
れ
、〈
古
代
〉
社
会
が
「
左
手
」

を
忌
む
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
「
シ
ャ
ク
」
に
憑
い
た
「
憑
き
も
の
」
が
「
手
袋
」
に
さ
れ

た
「
手
」
で
あ
る
の
は
、〈
外
部
〉
性
を
強
く
印
象
づ
け
る
た
め
で
は
な
い
か
。

　

前
述
し
た
が
、「
狐
憑
き
」
は
「
外
部
か
ら
到
来
し
た
も
の
」
で
あ
る
。〈
外

部
〉
に
関
す
る
考
察
と
し
て
、
示
唆
に
富
ん
だ
言
説
が
あ
る⑮
。

　

憑
依
す
る
狐
は
可
視
の
実
体
で
あ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
不
可
視
の
も
の

で
も
あ
っ
た
が
、
観
念
的
に
実
体
化
さ
れ
た
〈
モ
ノ
〉
だ
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
〈
モ
ノ
〉
は
、
人
間
の
心
身
の
働
き
を
混
乱
・
中
断
さ
せ
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
、
破
壊
す
る
も
の

と
は
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
心
身
内
に
侵
入
す
る
こ

と
も
あ
れ
ば
、
ま
た
追
い
払

う
こ
と
も
で
き
る
。
超
自
然

の
外
在
的
な
〈
モ
ノ
〉
と
み

な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
狐
（
狐
の

霊
）
に
憑
依
さ
れ
た
者
は
そ

れ
を
心
身
内
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
狐
憑
き
の
状
態
か
ら
常
態

へ
と
復
帰
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
。
決
し
て
狐
憑
き
は
不
可
逆
の
治
療

不
能
な
事
態
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
世
俗
的
な
道
徳
に
よ
っ
て
非
難
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
「
狐
憑
き
」
は
、「
外
在
的
な
〈
モ
ノ
〉」
で
あ
り
、「
心
身
内
か
ら
排
除
」
で

き
、「
常
態
へ
と
復
帰
す
る
こ
と
が
可
能
」
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、「
狐
憑
き
」

は
、「
憑
か
れ
た
」
も
の
の
〈
外
部
〉
に
存
在
し
、
い
ず
れ
「
常
態
」
に
戻
る

と
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
伊
藤
慎
吾
が
「
狐
憑
き
と
脳
病
」
の
な
か
で
、

掲
載
し
た
挿
絵
（【
図
１

】）
は
そ
の
こ
と
を
わ
か
り
や
す
く
示
し
て
い
る
。

「
四
国
霊
場
の
一
つ
阿
波
の
真
言
宗
立
江
寺
で
は
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
に

『
延
命
地
蔵
大
菩
薩
霊
験
記
』
と
題
す
る
二
四
頁
か
ら
成
る
小
冊
子
を
刊
行
し

た
。」「
挿
絵
を
こ
こ
に
載
せ
た
が
、
こ
の
絵
で
は
狐
は
首
元
か
ら
外
に
出
て
き

て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
近
世
の
絵
画
に
は
夢
や
魂
を
同
じ
く
頭
で
は

な
く
胸
元
な
い
し
首
元
か
ら
描
く
も
の
が
多
く
、
そ
れ
に
倣
っ
た
も
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る⑯
」
と
あ
る
。「
狐
」
た
ち
は
「
頭
で
は
な
く
胸
元
な
い
し
首

元
」
か
ら
「
外
に
出
」
て
お
り
、「
外
在
的
な
〈
モ
ノ
〉」
で
あ
っ
た
こ
と
が
明

示
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
心
身
内
か
ら
排
除
」
で
き
る
は
ず
の
「
狐
憑
き
」
は
、
し
か

し
な
が
ら
、
作
品
「
狐
憑
」
に
は
描
か
れ
な
い
。「
憑
き
も
の
は
落
ち
た
」

「
シ
ャ
ク
」
は
、「
祖
先
伝
来
の
し
き
た
り
に
従
つ
て
処
分
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。

【図１】

電子データのため不掲載

中
島
敦
「
狐
憑
」
論

一
九
三

同志社国文学98号　三校　（杉岡歩美様）　Ａ



な
ぜ
〈
外
部
〉
に
あ
り
、「
常
態
」
に
復
帰
で
き
る
は
ず
の
「
未
開
の
人
種
」

の
な
か
の
「
最
も
平
凡
な
一
人
」
で
あ
っ
た
「
シ
ャ
ク
」
は
「
処
分
」
さ
れ
た

の
か
。

三

　
「
シ
ャ
ク
が
変
に
な
り
始
め
た
の
は
」
と
、
物
語
冒
頭
か
ら
「
シ
ャ
ク
」
は

「
変
」
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
異
質
な
存
在
と
し
て
の
「
シ
ャ
ク
」
は
、
次

第
に
「
憑
き
も
の
」
の
所
為
だ
と
さ
れ
て
い
く
。

　

そ
の
後
間
も
な
く
シ
ャ
ク
は
妙
な
譫
言
を
い
ふ
や
う
に
な
つ
た
。
何
が

此
の
男
に
の
り
移
つ
て
奇
怪
な
言
葉
を
吐
か
せ
る
の
か
、
初紘
紘
紘
紘
紘

め
近
所
の

人紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

々
に
は
判
ら
な
か
つ
た
。
言紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

葉
つ
き
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
そ
れ
は
生
き

な
が
ら
皮
を
剥
が
れ
た
野
獣
の
霊
で
で
も
あ
る
や
う
に
思紘
紘
紘
紘

は
れ
る
。
一紘
紘同

が紘
紘
紘
紘
紘

考
へ
た
末
、
そ
れ
は
、
蛮
人
に
斬
取
ら
れ
た
彼
の
弟
デ
ッ
ク
の
右
手
が

し
や
べ
つ
て
ゐ
る
の
に
違
ひ
な
い
と
い
ふ
結紘
紘
紘
紘
紘
紘

論
に
達
し
た
。
四
五
日
す
る

と
、
シ
ャ
ク
は
又
別
の
霊
の
言
葉
を
語
り
出
し
た
。
今
度
は
、
そ
れ
が
何

の
霊
で
あ
る
か
、
直紘
紘
紘
紘
紘
紘

ぐ
に
判
つ
た
。
武
運
拙
く
戦
場
に
斃
れ
た
顛
末
か
ら
、

死
後
、
虚
空
の
大
霊
に
頸
筋
を
掴
ま
れ
無
限
の
闇
黒
の
彼
方
へ
投
げ
や
ら

れ
る
次
第
を
哀
し
げ
に
語
る
の
は
、
明
ら
か
に
弟
デ
ッ
ク
其
の
人
と
、

誰紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

も
が
合
点
し
た
。
シ
ャ
ク
が
弟
の
屍
体
の
傍
に
茫
然
と
立
つ
て
ゐ
た
時
、

密
か
に
デ
ッ
ク
の
魂
が
兄
の
中
に
忍
び
入
つ
た
の
だ
と
人紘
紘々
は紘
紘
紘
紘

考
へ
た
。

　

さ
て
、
そ
れ
迄
は
、
彼
の
最
も
親
し
い
肉
親
、
及
び
其
の
右
手
の
こ
と

と
て
、
彼
に
の
り
移
る
の
も
不
思
議
は
な
か
つ
た
が
、
其
の
後
一
時
平
静

に
復
つ
た
シ
ャ
ク
が
再
び
譫
言
を
吐
き
始
め
た
時
、
人紘
紘
紘
紘
紘
紘

々
は
驚
い
た
。
今

度
は
凡
そ
シ
ャ
ク
と
関
係
の
な
い
動
物
や
人
間
共
の
言
葉
だ
つ
た
か
ら
で

あ
る
。
今
迄
に
も
憑
き
も
の
の
し
た
男
や
女
は
あ
つ
た
が
、
斯
ん
な
に

種
々
雜
多
な
も
の
が
一
人
の
人
間
に
の
り
移
つ
た
例
し
は
な
い
。

　
「
憑
き
も
の
」
だ
と
「
人
々
」
が
判
断
を
下
す
の
は
、「
シ
ャ
ク
」
の
「
妙
な

譫
言
」
の
理
由
が
「
判
ら
な
か
つ
た
」
か
ら
で
あ
る
。
高
橋
紳
吾
は
、「
狐
憑

き
」
は
な
ぜ
「
狐
だ
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
に
、「
キ
ツ
ネ
ツ
キ
の
キ
ツ
ネ

は
、
象
徴
と
し
て
の
「
怖
い
、
危
険
な
、
特
殊
な
能
力
を
も
っ
た
」
他
者
の
記

号
で
、
ヒ
ト
の
感
情
を
可
視
的
な
も
の
に
変
換
し
た
も
の
だ
。」「「
×
×
に
は

キ
ツ
ネ
が
憑
い
て
い
る
」
と
い
う
場
合
、
そ
れ
が
病
気
や
不
幸
の
社
会
的
説
明

体
系
と
し
て
機
能
す
る
。
つ
ま
り
あ
る
不
運
な
出
来
事
に
名
を
与
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
そ
れ
を
可
視
化
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る⑰
。

　
「
狐
憑
き
」
は
主
に
〈
未
開
〉
社
会
の
な
か
で
異
常
が
起
き
た
と
き
、「
怖
い
、

危
険
な
、
特
殊
な
能
力
を
も
っ
た
」
他
者
を
、「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
可
能
な
存

在
と
し
て
変
換
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
「
シ
ャ
ク
」
の
「
奇
妙
な
」
状
態
に
「
憑
き
も
の
」
だ
と
「
名
を
与
え
」「
可

視
化
」
す
る
こ
と
で
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
下
に
置
こ
う
と
す
る
人
々
の
動
態
が
、
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「
狐
憑
」
で
も
看
取
さ
れ
る
。
こ
れ
も
、「
狐
憑
」
が
、「
狐
憑
」
と
名
付
け
ら

れ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。
人
々
が
「
シ
ャ
ク
」
を
「
狐
憑
き
」
と
名
付
け
、
そ
の

存
在
を
諒
解
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
波
線
部
で
引
い
た
箇
所
は
す
べ
て
「
人
々
」
の
思
惑
が
「
シ
ャ
ク
」

を
形
づ
く
っ
て
い
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
妙
な
譫
言
」
を
言
う
「
シ
ャ
ク
」
を
、

「
近
所
の
人
々
」
は
、「
判
断
」
し
、「
考
へ
」「
結
論
に
達
し
」「
判
」
っ
て
い

く
。
こ
う
し
た
「
人
々
」
の
存
在
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
読
解
は
多
く
行
わ
れ

て
き
た
。
た
と
え
ば
、
諸
岡
知
徳
が
「
シ
ャ
ク
が
語
り
手
に
な
る
過
程
が

「
人
々
」
の
判
断
や
結
論
な
ど
、「
人
々
」
の
視
点
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
う
し
た
「
人
々
」
の
視
点
は
「
狐
憑
」
全
編
に
貫
か
れ
て
い
る
と
い

え
る
。」
と
指
摘
す
る⑱
よ
う
に
、「
憑
き
も
の
」
だ
と
判
断
す
る
の
も
、「
憑
き

も
の
が
落
ち
た
」
と
認
識
す
る
の
も
す
べ
て
「
人
々
」
で
あ
る
。

　

憑
き
も
の
は
落
ち
た
が
、
以
前
の
勤
勉
の
習
慣
は
戻
つ
て
来
な
か
つ
た
。

働
き
も
せ
ず
、
さ
り
と
て
、
物
語
を
す
る
で
も
な
く
、
シ
ャ
ク
は
毎
日
ぼ

ん
や
り
湖
を
眺
め
て
暮
ら
し
た
。
其
の
樣
子
を
見
る
度
に
、
以
前
の
物
語

の
聴
手
達
は
、
こ
の
莫
迦
面
の
怠
け
者
に
、
貴
い
自
分
達
の
冬
籠
り
の
食

物
を
頒
け
て
や
つ
た
こ
と
を
腹
立
た
し
く
思
出
し
た
。

　

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
新
井
通
郎
は
「
周
囲
の
人
物
を
題
材
に
す
る
よ
う
に

な
っ
た
時
、
シ
ャ
ク
の
譫
言
が
限
界
に
達
し
て
い
た
と
述
べ
た
。
シ
ャ
ク
は
空

白
の
時
間
に
お
い
て
、
限
界
を
超
え
た
崩
壊
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
憑
き
も
の

が
つ
い
て
い
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
憑
き
も
の
の
せ
い
に
さ
れ
て
き
た
シ
ャ
ク

で
あ
る
。
そ
の
シ
ャ
ク
の
姿
が
、
ま
さ
に
呆
け
た
よ
う
な
神
経
病
の
姿
、「
き

つ
ね
つ
き
」
の
状
態
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
譫
言
を
い
う
者
の
み

が
「
き
つ
ね
つ
き
」
で
は
な
い
。
冬
籠
り
か
ら
明
け
た
後
の
シ
ャ
ク
の
姿
も
神

経
病
患
者
の
姿
、「
き
つ
ね
つ
き
」
の
姿
な
の
で
あ
る
。」
と
す
る⑲
。

　

果
た
し
て
、「
神
経
病
患
者
の
姿
」
が
こ
こ
で
は
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
語
り
手
が
〈
近
代
〉
視
点
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
も
物
語
は
〈
未
開
〉
を

舞
台
に
し
て
い
る
。
事
実
「
憑
き
も
の
が
落
ち
た
」「
シ
ャ
ク
」
は
、「
部
落
に

と
つ
て
有
害
無
用
と
一
同
か
ら
認
め
ら
れ
た
者
は
、
協
議
の
上
で
之
を
処
分
す

る
こ
と
が
出
来
る
」
と
い
う
「
祖
先
伝
来
の
し
き
た
り
に
従
つ
て
処
分
さ
れ

る
」
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
「
神
経
病
患
者
の
姿
」
で
は
な
く
、「
憑
き
も
の
が

落
ち
た
」
に
も
関
わ
ら
ず
「
常
態
に
復
帰
」
し
得
な
い
姿
を
捉
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
着
目
す
べ
き
は
、「
憑
き
も
の
が
落
ち
た
」
と
判
断
す
る
の
も

ま
た
「
人
々
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
人
々
は
、
彼
が
最
早
物
語
を
し
な
く
な
つ
た
の
に
気
が
付
い
た
」「
言
葉
つ

き
も
す
つ
か
り
生
彩
を
失
つ
て
了
つ
た
。
人
々
は
言
つ
た
。
シ
ャ
ク
の
憑
き
も

の
が
落
ち
た
と
」
と
の
文
章
か
ら
は
、「
物
語
」
は
し
な
く
な
っ
た
が
、「
生
彩

を
失
」
い
つ
つ
も
「
言
葉
」
を
話
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
も
そ
も
物
語

の
冒
頭
で
「
シ
ャ
ク
」
は
「
物
語
」
で
は
な
く
「
妙
な
譫
言
」「
奇
妙
な
言
葉
」
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を
吐
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

人
々
は
珍
し
が
つ
て
シ
ャ
ク
の
譫
言
を
聞
き
に
来
た
。
を
か
し
い
の
は
、

シ
ャ
ク
の
方
で
も
（
或
ひ
は
、
シ
ャ
ク
に
宿
る
靈
共
の
方
で
も
）
多
く
の

聞
き
手
を
期
待
す
る
や
う
に
な
つ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
「
人
々
」
が
「
珍
し
が
つ
て
」「
譫
言
を
聞
き
に
来
た
」
結
果
、「
シ
ャ
ク
の

方
で
も
（
或
ひ
は
、
シ
ャ
ク
に
宿
る
霊
共
の
方
で
も
）
多
く
の
聞
き
手
を
期
待

す
る
や
う
に
な
つ
た
」
と
の
描
写
か
ら
は
、「
譫
言
」
に
興
味
を
持
っ
た

「
人
々
」
の
た
め
に
、「
シ
ャ
ク
」
が
語
り
始
め
る
構
造
が
見
て
取
れ
る
。

　
「
言
葉
つ
き
」
が
「
生
彩
を
失
」
っ
た
と
感
じ
る
の
は
「
人
々
」
で
あ
り
、

「
妙
な
譫
言
」「
奇
妙
な
言
葉
」
を
「
珍
し
」
く
思
い
聞
き
に
行
く
の
も
「
人
々
」

な
の
で
あ
る
。「
働
か
な
い
」
よ
う
に
な
っ
た
事
実
は
あ
れ
ど
、「
話
の
蒸
し
返

し
」
で
あ
れ
、
こ
と
「
譫
言
」
に
関
し
て
は
然
程
変
化
は
な
か
っ
た
と
捉
え
ら

れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
か
ら
は
「
人
々
の
判
断
」
が
全

て
を
決
定
づ
け
て
い
く
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。「
譫
言
」
を
言
う
「
シ
ャ
ク
」

は
変
わ
ら
ず
そ
こ
に
存
在
す
る
の
だ
が
、「
譫
言
」
の
中
身
を
「
物
語
」
と
し

て
意
味
付
け
た
「
人
々
」
は
、「
譫
言
」
の
「
物
語
」
と
し
て
の
価
値
の
消
失

と
と
も
に
「
シ
ャ
ク
」
の
存
在
価
値
も
見
失
う
。
こ
う
し
た
共
同
体
の
利
己
的

な
姿
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
共
同
体
は
異
質
な
存
在
を
「
憑
き
も

の
」
と
い
う
枠
に
入
れ
込
み
、
そ
こ
か
ら
洩
れ
た
も
の
は
ま
た
別
の
枠
に
押
し

込
み
、
排
除
し
て
い
く
。
し
か
も
「
奸
譎
な
老
人
は
、
占
卜
者
を
牛
角
杯
二
箇

で
以
て
買
收
し
、
不
吉
な
シ
ャ
ク
の
存
在
と
、
最
近
の
頻
繁
な
雷
鳴
と
を
結
び

付
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
」
と
描
か
れ
る
よ
う
に
、
公
的
な
ル
ー
ル
（
枠
）
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
私
的
な
ル
ー
ル
で
の
排
除
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

異
質
な
存
在
を
〈
前
近
代
〉
的
社
会
の
「
人
々
」
が
ど
の
よ
う
に
排
除
し
て

い
く
か
が
描
か
れ
た
作
品
が
「
狐
憑
」
だ
と
い
え
よ
う
。

四

　

次
に
、「
狐
憑
き
」
が
〈
近
代
〉
に
入
り
変
容
し
て
い
っ
た
事
実
か
ら
、「
木

乃
伊
」
作
品
と
の
関
連
を
指
摘
し
た
い
。
そ
こ
で
、〈
近
代
〉
に
於
け
る
「
狐

憑
き
」
に
ま
つ
わ
る
言
説
を
整
理
し
て
い
こ
う
。

　

た
と
え
ば
、
一
八
七
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
増
山
守
正
『
旧
習
一
新
』
の
「
憑

狐
」
と
題
さ
れ
た
頁
に
は
「
世
に
伝
ふ
狐
の
性
人
魂
を
惑
す
と
検
し
出
す
神
経

脳
の
病
の
原
開
化
仁
恩
遍
く
物
に
及
ぶ
野
干
当
に
雪
ぐ
べ
し
罪
名
の
冤
（
杉

岡
：
書
き
下
し
文
に
直
し
た⑳
）」（【
図
２

】）
と
あ
り
、「
狐
憑
」
が
す
で
に

「
神
経
」「
脳
の
病
」
へ
と
転
化
し
た
様
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
狐
憑
」
は
明
治
に
入
り
、「
脳
・
神
経
の
作
用
」
と
さ
れ
、

「
旧
習
」
と
し
て
批
判
さ
れ
る
べ
き
対
象
へ
と
変
化
し
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　

明
治
に
入
り
起
こ
っ
た
急
激
な
認
識
の
変
化
に
つ
い
て
、
川
村
邦
光
は
、
次

の
よ
う
に
指
摘
す
る㉑
。
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狐
憑
き
は
脳
の
障
害
・
故
障
に
よ
る
妄
想
と
さ
れ
、
狐
と
い
う
霊
・
生

き
物
は
姿
を
消
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
神
経
や
脳
の
病
気
と
し
て
、
狐

憑
き
は
身
体
の
内
部
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。（
略
）
狐
は
人
間

の
身
体
内
か
ら
出
入
り
可
能
だ
っ
た
。
治
療
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
が
治
療
不
能
へ
逆
転
す
る
。
神
経
・
脳
の
病
気
と
し
て
、
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ヴ
の
転
換
が
一
般
化
・
通
俗
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
「
狐
憑
き
」
は
近
代
に
入
り
「
迷
信
」
だ
と
断
罪
さ
れ
、「
脳
病
」「
神
経
病
」

の
枠
に
落
と
し
込
ま
れ
る
。
前
々
章
で
見
た
よ
う
に
、「
狐
憑
き
」
は
「
外
在

的
な
〈
モ
ノ
〉」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
共
同
体
に
お
い
て
は
排

除
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、「
神
経
や
脳
の
病
気
」
と
名
付
け
ら
れ
る
こ

と
で
、
原
因
は
個
人
へ
と
還
元
さ
れ
、「
治
療
不
能
」
へ
と
陥
っ
て
い
く
。

　

ま
た
、「
憑
依
」
つ
い
て
も
、
重
要
な
指
摘
が
あ
る㉒
。

　

憑
依
と
い
う
自
体
を
非
歴
史
的
に
現
象
的
な
側
面
か
ら
叙
述
し
て
み
よ

う
。
そ
れ
は
、
生
活
世
界
の
日
常
的
な
意
識
や
心
身
の
状
態
や
行
動
ス
タ

イ
ル
が
何
ら
か
の
要
因
や
作
用
、
影
響
に
よ
っ
て
変
化
し
た
、
あ
る
い
は

逸
脱
し
た
と
み
な
さ
れ
る
状
態
（
変
性
意
識
状
態
）
を
想
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
逸
脱
を
生
じ
さ
せ
た
要
因
や
作
用
、
影
響
が
生
活
世
界
の

外
部
に
存
在
す
る
と
さ
れ
る
場
合
に
、
憑
依
と
み
な
さ
れ
よ
う
。
他
方
、

内
部
に
存
在
す
る
と
さ
れ
る
場
合
は
、
気
違
い
、
狂
気
、
精
神
異
常
な
ど

と
名
指
し
さ
れ
、
異
な
っ
た
解
釈
や
処
置
法
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
あ

ろ
う
。

　
「
逸
脱
し
た
と
み
な
さ
れ
る
状
態
」
が
〈
外
部
〉
に
存
在
す
る
と
き
「
憑
依
」

と
さ
れ
、〈
内
部
〉
に
存
在
す
る
と
き
「
精
神
異
常
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
憑

依
」
と
「
精
神
異
常
」
と
の
関
係
は
、「
狐
憑
」
と
「
木
乃
伊
」
と
の
関
係
に

も
見
い
だ
せ
る
。「
狐
憑
」
の
「
シ
ャ
ク
」
が
語
る
「
譫
言
」
は
、「
右
手
」
や

「
狼
」
な
ど
の
「
憑
き
も
の
」
と
い
っ
た
〈
外
部
〉
に
あ
っ
た
の
に
対
し
、「
木

乃
伊
」
の
「
パ
リ
ス
カ
ス
」
の
「
譫
言
」
は
、「
瘋
癲
病
者
の
発
作
」
や
「
明

ら
か
な
狂
気
の
兆
候
を
見
せ
」
た
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
木
乃
伊
」
に
お
い

て
「
逸
脱
し
た
と
み
な
さ
れ
る
状
態
」
は
、「
神
経
や
脳
の
病
気
と
し
て
」〈
内

部
〉
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
状
態
で
描
写
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、「
狐
憑
」
と
「
木
乃
伊
」
を
並
べ
比
べ
る
と
、
同
じ
よ
う
な
語
句

が
複
数
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
狐
憑
」
と
「
木
乃
伊
」
の
対
照
表
を
次

【図２】

電子データのため不掲載
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【
表
１

】　
「
狐
憑
」「
木
乃
伊
」
対
照
表
（
傍
線
引
用
者
）

「
狐
憑
」

「
木
乃
伊
」

平
凡

・ 
ネ
ウ
リ
部
落
の
シ
ャ
ク
は
、
斯
う
し
た
湖
上
民
の
最
も
平
凡
な
一
人
で
あ
つ

た
。

・
生
来
凡
庸
な
あ
の
シ
ャ
ク

・
見
飽
き
る
程
見
て
来
た
平
凡
な
木
乃
伊
で
あ
る
。

譫
言

・ 

そ
の
後
間
も
な
く
シ
ャ
ク
は
妙
な
譫
言
を
い
ふ
や
う
に
な
つ
た
。
何
が
此
の

男
に
の
り
移
つ
て
奇
怪
な
言
葉
を
吐
か
せ
る
の
か
、
初
め
近
所
の
人
々
に
は
判

ら
な
か
つ
た
。
言
葉
つ
き
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
そ
れ
は
生
き
な
が
ら
皮
を
剥
が

れ
た
野
獣
の
霊
で
で
も
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

・
人
々
は
珍
し
が
つ
て
シ
ャ
ク
の
譫
言
を
聞
き
に
来
た
。

・ 

翌
日
、
他
の
部
隊
の
波
斯
兵
が
パ
リ
ス
カ
ス
を
発
見
し
た
時
、
彼
は
固
く
木
乃

伊
を
抱
い
た
ま
ま
、
古
墳
の
地
下
室
に
倒
れ
て
ゐ
た
。
介
抱
さ
れ
て
漸
く
息
を

ふ
き
返
し
は
し
た
が
、
最
早
、
明
ら
か
な
狂
気
の
徴
侯
を
見
せ
て
、
あ

ら
ぬ
譫
言
を
し
や
べ
り
出
し
た
。

空
想

夢
想

・ 

之
が
元
来
空
想
的
な
傾
向
を
有
つ
シ
ャ
ク
に
、
自
己
の
想
像
を
以
て

自
分
以
外
の
も
の
に
乗
り
移
る
こ
と
の
面
白
さ
を
教
へ
た
。

・ 

空
想
物
語
の
構
成
は
日
を
逐
う
て
巧
み
に
な
る
。
想
像
に
よ
る
情
景
描
写

は
益
々
生
彩
を
加
へ
て
來
る
。
自
分
で
も
意
外
な
位
、
色
々
な
場
面
が
鮮
か
に

且
つ
微
細
に
、
想
像
の
中
に
浮
び
上
つ
て
来
る
の
で
あ
る
。

・ 

何
處
か
夢
想
的
な
所
が
あ
り
、
そ
の
為
、
相
当
な
位
置
に
ゐ
た
に
も
拘
は

ら
ず
、
何
時
も
人
々
の
嘲
笑
を
買
つ
て
ゐ
た
。

・ 

と
に
か
く
、
何
時
も
の
夢
想
か
ら
醒
め
て
、
ひ
よ
い
と
気
が
付
い
て
見
た
ら
、

た
つ
た
一
人
で
古
い
墓
室
の
薄
暗
が
り
の
中
に
ゐ
た
、
と
い
ふ
よ
り
外
は
な
い
。

異
常

・ 

今
迄
に
も
憑
き
も
の
の
し
た
男
や
女
は
あ
つ
た
が
、
斯
ん
な
に
種
々
雜
多
な

も
の
が
一
人
の
人
間
に
の
り
移
つ
た
例
し
は
な
い
。

・ 

人
々
は
言
つ
た
。
シ
ャ
ク
の
憑
き
も
の
が
落
ち
た
と
。
多
く
の
物
語
を

シ
ャ
ク
に
語
ら
せ
た
憑
き
も
の
が
、
最
早
、
明
ら
か
に
落
ち
た
の
で
あ
る
。

・ 

敗
れ
た
埃
及
軍
を
追
う
て
、
古
の
白
壁
の
都
メ
ム
フ
ィ
ス
に
入
城
し
た
時
、
パ

リ
ス
カ
ス
の
沈
鬱
な
興
奮
は
更
に
著
し
く
な
つ
た
。
癲
癇
病
者
の
発
作
直
前

の
様
子
を
思
は
せ
る
こ
と
も
屡
〻
で
あ
る
。
以
前
は
嗤
つ
て
ゐ
た
朋
輩
達
も

少
々
気
味
が
悪
く
な
つ
て
來
た
。

・ 

翌
日
、
他
の
部
隊
の
波
斯
兵
が
パ
リ
ス
カ
ス
を
発
見
し
た
時
、
彼
は
固
く
木
乃

伊
を
抱
い
た
ま
ま
、
古
墳
の
地
下
室
に
倒
れ
て
ゐ
た
。
介
抱
さ
れ
て
漸
く
息
を

ふ
き
返
し
は
し
た
が
、
最
早
、
明
ら
か
な
狂
気
の
徴
侯
を
見
せ
て
、
あ

ら
ぬ
譫
言
を
し
や
べ
り
出
し
た
。 

そ
の
言
葉
も
、
波
斯
語
で
は
な
く
て
、

み
ん
な
埃
及
語
だ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
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に
示
す
こ
と
と
す
る
（【
表
１

】）。

　
「
平
凡
」
な
「
シ
ャ
ク
」
が
「
妙
な
譫
言
」
を
言
い
始
め
た
と
き
、「
元
来
空

想
的
な
傾
向
を
持
つ
」
彼
に
は
「
憑
き
も
の
」
が
憑
い
た
と
「
人
々
」
に
言
わ

れ
る
。
一
方
で
「
木
乃
伊
」
の
「
パ
リ
ス
カ
ス
」
は
「
夢
想
的
な
所
」
が
あ
り
、

「
譫
言
」
を
し
ゃ
べ
り
出
し
、「
瘋
癲
病
者
」「
狂
気
の
兆
候
」
と
「
人
々
」
に

思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
譫
言
」「
空
想
」／「
夢
想
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
を

同
じ
く
す
る
存
在
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
内
の
「
人
々
」
に
、
片
方
は
「
憑
き

も
の
」
と
さ
れ
、
も
う
片
方
は
「
病
気
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
狐
憑
き
」
と
い
う
現
象
が
、〈
前
近
代
〉
に
は
「
外
部
か
ら
来
る
も
の
」

「
憑
き
も
の
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
、〈
近
代
〉
に
は
「
内
部
に
あ
る
も
の
」「
脳

病
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
事
実
を
考
え
る
と
き
、
こ
れ
ら
は
偶
然
で
は
な
い
と

思
わ
れ
る
。「
狐
憑
」
と
「
木
乃
伊
」
は
、
単
に
同
じ
『
歴
史
』
に
取
材
し
た

作
品
だ
け
で
は
な
く
、「
狐
憑
き
」
を
め
ぐ
る
言
説
と
い
っ
た
核
も
示
せ
る
の

で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
指
摘
に
と
ど
め
る
こ
と
と
し
、「
木
乃
伊
」
に
お

け
る
〈
内
部
〉
の
問
題
に
関
し
て
は
紙
面
の
都
合
上
、
次
稿
に
譲
り
た
い
。

お
わ
り
に

　

中
島
敦
の
「
狐
憑
」
が
、「
狐
憑
」
と
い
う
題
を
持
つ
の
は
、「
狐
憑
き
」
の

語
句
が
持
つ
〈
未
開
〉
表
象
と
、〈
前
近
代
〉
に
お
け
る
「
狐
憑
き
」
が
〈
外

部
〉
に
あ
り
「
常
態
」
へ
「
回
復
」
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
理
由
で

あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
、〈
近
代
〉
に
お
い
て
「
狐
憑
き
」
が
、〈
外

部
〉
か
ら
〈
内
部
〉
へ
と
閉
じ
込
め
ら
れ
た
歴
史
に
も
意
識
を
向
け
る
必
要
が

あ
る
。
そ
う
し
た
歴
史
を
背
景
に
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』
を
題
材
に
し
た

「
狐
憑
」
と
「
木
乃
伊
」
は
成
立
し
て
い
る
。

　

中
島
は
、「
狐
憑
き
」
と
い
う
認
識
、「
狂
気
」
と
い
う
概
念
が
、「
人
々
」

に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
る
様
を
描
い
て
い
る
。「
こ
れ
ま
で
の
感
覚
・
知
覚
、

そ
し
て
認
識
の
仕
方
を
批
判
す
る
う
え
で
、
格
好
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
槍
玉

に
あ
げ
ら
れ
」
た
「
狐
憑
き
」
は
、「
人
々
」
の
急
激
な
認
識
変
化
を
象
徴
す

る
存
在
で
あ
る
。
そ
う
し
た
と
き
、
こ
の
作
品
の
批
評
性
は
、
中
島
敦
が
生
き

た
戦
時
下
の
日
本
へ
も
、
ま
た
、
作
家
と
し
て
の
中
島
が
置
か
れ
た
場
所
へ
も

向
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

注①　

佐
々
木
充
『
中
島
敦
の
文
学
』（
昭
和
四
十
八
年
六
月
十
五
日
、
桜
楓
社
）

②　

注
①
に
同
じ
。
ま
た
、
野
口
武
彦
も
「
こ
の
作
家
の
孤
独
な
精
神
が
生
み
出
し
た

世
界
最
初
の
小
説
家
の
誕
生
に
つ
い
て
の
、
一
つ
の
個
人
的
な
伝
説
で
あ
っ
た
」
と

す
る
。

③　

天
野
真
美
「
戦
時
下
の
「
古
譚
」

―
言
葉
と
暴
力
」（「
早
稲
田
大
学
教
育
学
部

学
術
研
究  

国
語
・
国
文
学
編
」
第
四
十
四
巻
、
平
成
七
年
）
な
ど
。

④　

宮
田
一
生
「
中
島
敦
「
狐
憑
」
論
」（「
日
本
文
芸
研
究
」
第
四
十
六
巻
第
一
号
、

平
成
六
年
六
月
）

⑤　

中
務
哲
郎
『
ヘ
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』
世
界
の
均
衡
を
描
く
』（
平
成
二
十
二
年
八
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月
二
十
五
日
、
岩
波
書
店
）

⑥　

田
中
萃
一
郎
「
希
臘
の
二
大
史
家
」（「
史
学
」
第
一
巻
第
一
号
、
大
正
十
年
十

月
）

⑦　

近
山
金
次
「
ヘ
ロ
ド
ト
ス
著  

青
木
巌
訳  

歴
史
（
ヒ
ス
ト
リ
ア
イ
）
上
巻
」

（「
史
学
」
第
十
九
巻
第
四
号
、
昭
和
十
五
年
十
月
）
に
は
、「
歴
史
の
父
と
言
は
れ

る
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
書
は
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
の
所
謂
物
語
風
の
歴
史
で
あ
り
、
ニ
ー
チ
エ

の
言
葉
を
藉
り
て
言
へ
ば
記
念
碑
的
な
歴
史
で
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
」
と
の
文
章
が
あ

る
。

⑧　

新
井
通
郎
「
中
島
敦
「
狐
憑
」
の
構
造
」（「
二
松  

大
学
院
紀
要
」
第
十
八
号
、

平
成
十
六
年
三
月
）

⑨　

永
井
順
子
「「
狐
憑
き
」
の
言
説
／「
精
神
病
者
」
の
言
説
」（「
科
学
研
論
集
」
第

一
巻
、
平
成
十
五
年
一
月
）

⑩　

川
村
邦
光
「
脳
病
の
神
話

―
〝
脳
化
〞
社
会
の
来
歴

―
」（「
日
本
文
学
」
第

四
十
五
巻
第
十
一
号
、
平
成
八
年
十
一
月
）

⑪　

石
井
要
「
憑
依
す
る
動
物
た
ち

―
中
島
敦
「
狐
憑
」
論

―
」（「
日
本
近
代
文

学
」
第
一
〇
一
号
、
令
和
元
年
十
一
月
）

⑫　

昼
田
源
四
郎
「
狐
憑
き
の
心
性
史
」（
小
松
和
彦
編
『
憑
き
も
の
』
所
収
、
平
成

十
二
年
六
月
九
日
、
河
出
書
房
新
社
）

⑬　

大
原
祐
治
「
物
語
と
右
手

―
中
島
敦
「
狐
憑
」
と
死
産
さ
れ
る
物
語
作
者
」

（「
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
公
共
学
府
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
」、
平
成
三
十
一

年
二
月
）

⑭　

赤
沢
義
人
『
新
し
い
発
明
及
び
発
見  

第
一
巻
』（
大
正
十
年
十
一
月
十
九
日
、

大
明
堂
書
店
）

⑮　

川
村
邦
光
「
狐
憑
か
ら
「
脳
病
」「
神
経
病
」
へ
」（
小
松
和
彦
編
『
憑
き
も
の
』

所
収
、
平
成
十
二
年
六
月
九
日
、
河
出
書
房
新
社
）

⑯　

伊
藤
慎
吾
「
狐
憑
き
と
脳
病
」（『
妖
怪
・
憑
依
・
擬
人
化
の
文
化
史
』
所
収
、
平

成
二
十
八
年
二
月
十
五
日
、
笠
間
書
院
）

⑰　

高
橋
紳
吾
『
き
つ
ね
つ
き
の
科
学
』（
平
成
五
年
九
月
二
十
日
、
講
談
社
）

⑱　

諸
岡
知
徳
「「
人
々
」
の
物
語

―
中
島
敦
「
狐
憑
」
論

―
」（「
甲
南
国
文
」

第
五
十
二
号
、
平
成
十
七
年
三
月
）

⑲　

注
⑧
に
同
じ
。

⑳　

増
山
守
正
『
旧
習
一
新
』（
一
八
九
五
年
）。
画
像
は
国
会
図
書
館
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

よ
り
借
用
し
た
。
同
様
の
指
摘
は
川
村
邦
光
が
『
幻
視
す
る
近
代
空
間
』（
平
成
九

年
十
月
三
十
日
、
青
弓
社
）
で
も
行
っ
て
い
る
。

㉑　

川
村
邦
光
「
狐
憑
か
ら
「
脳
病
」「
神
経
病
」
へ
」（
小
松
和
彦
編
『
憑
き
も
の
』

所
収
、
平
成
十
二
年
六
月
九
日
、
河
出
書
房
新
社
）

㉒　

川
村
邦
光
『
憑
依
の
近
代
と
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』（
平
成
十
九
年
二
月
二
十
三
日
、

青
弓
社
）

〔
付
記
〕　

本
稿
は
同
志
社
大
学
（
二
〇
一
六
年
度
）
で
の
講
義
の
一
部
を
元
に
し
た
論

文
で
あ
る
。
な
お
本
稿
で
引
用
し
た
中
島
敦
の
文
章
は
、『
中
島
敦
全
集
』
全

三
巻
・
別
巻
一
（
平
成
十
三
年
十
月
十
日
〜
平
成
十
四
年
五
月
二
十
日
、
筑
摩

書
房
）
を
底
本
と
す
る
。
原
則
と
し
て
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
直
し
、
ル
ビ
を
簡

略
化
し
た
。

中
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