
語
る
怪
談
と
読
む
怪
談

－
－
－
小
泉
八
雲
の
　
「
洛
」
　
の
場
合

太
刀
川

清

江
戸
時
代
に
百
物
語
と
い
う
怪
談
合
が
流
行
し
た
。
暗
夜
に
人
々
が
寄
り
集
っ
て
、
青
い
紙
を
貼
っ
た
行
灯
に
百
筋
の
灯

心
を
点
し
、
互
に
怖
し
い
話
を
ひ
と
つ
語
っ
て
は
、
灯
心
を
一
筋
ず
つ
消
し
て
行
く
。
次
第
に
灯
も
微
か
に
な
っ
て
、
い
よ

く
百
筋
目
が
消
え
て
あ
た
り
が
其
晴
に
な
っ
た
と
き
、
化
物
が
出
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
初
期
、
寛
文
六
年

二
六
六
六
）
　
に
出
版
さ
れ
た
　
『
伽
脾
子
』
　
の
巻
末
「
怪
を
詰
れ
ば
怪
至
る
」
　
に
は

む
か
し
よ
り
人
の
い
ひ
つ
た
へ
し
お
そ
ろ
し
き
事
、
あ
や
し
き
事
を
あ
つ
め
て
、
百
　
話
す
れ
ば
か
な
ら
ず
お
そ
ろ

し
き
事
、
あ
や
し
き
事
あ
り
と
い
へ
り
、
百
物
語
に
は
法
式
あ
り
、
月
く
ら
き
夜
、
行
灯
に
火
を
点
じ
、
そ
の
行
灯
は
青

き
紙
に
て
は
り
た
て
、
百
筋
の
灯
心
を
点
じ
、
ひ
と
つ
の
物
語
に
灯
心
一
筋
づ
つ
引
と
り
ぬ
れ
ば
、
座
中
漸
々
暗
く
な

り
、
青
き
紙
の
色
う
つ
ろ
ひ
て
、
何
と
な
く
物
す
ご
く
な
り
行
也
、
そ
れ
に
話
つ
づ
く
れ
ば
、
か
な
ら
ず
、
あ
や
し
き
事

お
そ
ろ
し
き
事
あ
ら
は
る
ゝ
と
か
や

と
、
そ
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
習
俗
が
い
つ
の
頃
か
ら
始
っ
た
の
か
定
か
で
な
い
が
、
当
初
は
練
胆
の
場

で
も
あ
っ
て
、
集
っ
た
人
々
も
真
撃
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
そ
れ
が
懐
疑
的
な
も
の
と
な
り
、
つ
い
に
は
化
物
を
見

（注1）

た
い
と
い
う
好
奇
心
も
手
伝
っ
て
享
楽
的
な
遊
戯
へ
と
変
っ
て
来
た
と
い
う
い
き
さ
つ
が
あ
る
。

語
る
怪
談
と
読
む
怪
談



一
二

百
物
語
怪
談
会
は
誰
で
も
何
処
で
も
行
な
う
こ
と
が
出
来
た
が
、
話
は
そ

の
場
そ
の
時
の
一
回
き
り
で
消
え
て
行
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
そ
の
話
を
纏

め
る
こ
と
で
新
し
い
怪
談
集
が
出
来
上
る
こ
と
に
思
い
到
る
。
「
何
々
百
物

語
」
と
い
う
怪
談
本
で
、
こ
の
類
の
も
の
が
ま
た
盛
ん
に
出
廻
る
こ
と
に

（注2）
な
る
。百

物
語
の
怪
談
集
の
出
版
は
勿
論
読
者
を
意
識
し
た
読
み
も
の
と
し
て
の

怪
談
で
あ
る
。
百
物
語
は
語
る
　
（
話
す
）
　
怪
談
の
場
で
あ
る
。
怪
談
の
世
界

も
語
る
怪
談
か
ら
読
者
を
意
識
し
た
読
む
怪
談
へ
と
い
う
新
し
い
事
態
を
み

る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
表
現
描
写
の
上
で
本
質
的
な
違
い
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
治
二
七
年
　
（
一
八
九
四
）
　
七
月
扶
桑
堂
出
版
の
町
田
宗
七
編
『
盲
物

語
』
　
は
、
「
愛
に
方
有
名
の
諸
大
家
及
び
諸
談
落
語
の
親
玉
株
、
一
夕
集
っ

（
『
教
訓
百
物
語
』
か
ら
）
　
て
戯
れ
て
百
物
語
を
為
す
…
…
」
と
、
三
十
四
の
怪
談
を
収
め
る
。
そ
の
三

十
三
席
で
御
山
苔
於
が
語
っ
た
怪
談
は
東
京
の
紀
伊
国
坂
に
出
た
瀬
の
化
物



の
話
で
あ
っ
た
。
こ
の
化
物
の
話
は
江
戸
時
代
初
期
の
怪
談
本
『
諸
国
百
物
語
』
　
（
延
宝
五
年
二
六
七
七
）
　
の
「
会
津
須

波
の
宮
首
番
と
云
ぼ
け
物
の
事
」
　
（
巻
こ
　
の
「
首
の
番
　
（
朱
の
番
）
」
　
や
、
『
宿
直
草
』
　
（
延
宝
五
年
二
六
七
七
）
　
の

「
武
州
浅
草
に
ぼ
け
物
あ
る
事
」
　
（
巻
こ
　
に
顆
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
苔
桧
の
話
の
直
接
拠
っ
た
の
は
　
『
老
姐
茶
話
』
　
（
寛

保
二
年
成
・
一
四
二
成
）
　
の
「
会
津
諏
訪
の
朱
の
盤
」
　
（
巻
三
）
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
い
ま
は
触

れ
な
い
。
要
す
る
に
こ
の
瀬
の
化
物
の
話
が
百
物
語
で
話
し
た
そ
の
ま
ゝ
の
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
語
る
怪
談
で
あ
る
こ
と

が
、
そ
の
言
い
ま
わ
し
、
そ
の
表
現
か
ら
確
認
さ
れ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

拙
者
の
宅
に
年
久
し
く
仕
へ
ま
す
る
佐
太
郎
と
い
ふ
実
直
な
老
僕
が
御
坐
り
ま
す
が
、
こ
の
男
が
若
い
時
に
遭
遇

し
た
話
し
だ
さ
う
で
御
坐
い
ま
す
が
、
或
日
の
こ
と
赤
坂
か
ら
四
谷
へ
参
る
急
用
が
出
来
ま
し
た
が
、
生
憎
雨
は
降
ま

す
し
殊
に
夜
中
の
事
で
御
坐
い
ま
す
か
ら
ド
ッ
ト
い
た
し
ま
せ
ん
次
第
で
御
坐
い
ま
す
が
、
急
用
ゆ
ゑ
致
方
な
く
ス

ま
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に

は

か

タ
く
と
や
ッ
て
参
り
紀
の
国
坂
の
中
程
へ
差
掛
ッ
た
頃
に
は
雨
は
車
軸
を
流
す
が
如
く
に
降
て
ま
ゐ
り
風
さ
へ
俄
に

加
は
り
ま
し
て
物
凄
き
こ
と
一
計
は
む
方
も
御
坐
り
ま
せ
ん
か
ら
な
ん
で
も
早
く
指
す
方
へ
ま
ゐ
ら
う
と
飛
ぶ
が
如
く
に

駈
出
し
ま
す
と
、
ボ
ン
ト
何
や
ら
蹴
付
た
も
の
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
ハ
ッ
ト
思
ッ
て
提
灯
を
差
し
付
て
見
る
と
、
コ
ハ

い

か

に

た

か

し

ま

だ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

き

ん
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お

ど

ろ

如
何
高
島
田
に
フ
サ
く
と
金
紗
を
か
け
た
形
姿
も
親
し
か
ら
ざ
る
一
人
の
女
が
仰
向
に
屈
ん
で
居
り
ま
す
か
ら
、
驚

き
な
が
ら
も
貴
女
ど
う
な
さ
い
ま
し
た
卜
問
と
仰
向
た
ま
ゝ
持
病
の
府
が
起
り
ま
し
て
と
い
ふ
か
ら
ヲ
、
夫
ハ
唾
か
し

お
困
り
、
ム
、
幸
ひ
持
合
せ
の
薄
荷
が
あ
り
ま
す
か
ら
差
上
ま
せ
う
、
サ
、
お
手
を
お
出
し
な
さ
い
と
言
ふ
と
、
ハ
イ

誠
に
御
親
切
様
に
あ
り
が
た
う
御
坐
い
ま
す
と
礼
を
述
な
が
ら
、
ぬ
ッ
と
上
た
顔
を
見
る
と
顔
の
長
さ
が
二
尺
も
あ

ら
う
と
い
ふ
化
物
、
ア
ッ
と
言
て
逃
出
し
た
の
な
ん
の
と
夢
中
に
な
ッ
て
三
四
町
も
ま
ゐ
る
と
、
向
ふ
の
方
か
ら
蕎
麦

語

る

怪

談

と

読

む

怪

談
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三



語

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

四

う
わ
ウ
イ
ー
チ
ン
リ
ン
〈
と
一
人
の
夜
鷹
蕎
麦
屋
が
ま
ゐ
り
ま
し
た
か
ら
、
ヤ
レ
嗜
し
や
と
駈
寄
て
、
そ
ゝ
蕎
麦
屋

さ
ん
助
け
て
く
れ
ト
申
し
ま
す
と
蕎
麦
屋
も
驚
き
ま
し
て
、
貴
郎
ト
ビ
如
何
な
さ
い
ま
し
た
。
イ
ヤ
も
う
ど
う
の
か
う

の
と
言
て
話
し
に
は
な
ら
な
い
化
物
に
此
先
で
遭
ひ
ま
し
た
。
イ
ヤ
夫
は
〈
シ
テ
ど
ん
な
化
物
で
御
坐
い
ま
し
た
。

イ
ヤ
モ
ど
ん
な
と
言
て
真
似
も
出
来
ま
せ
ん
ド
ヾ
ど
う
か
ミ
、
水
を
一
杯
　
　
下
さ
い
ト
言
ふ
と
お
易
い
御
用
と
茶
碇

へ
　
水
を
汲
で
く
れ
な
が
ら
、
モ
シ
そ
の
化
物
の
顔
ハ
こ
ん
な
で
ハ
御
坐
い
ま
せ
ん
か
ト
、
言
ッ
た
蕎
麦
屋
の
顔
が
、

ま
た
弐
尺
、
今
度
は
あ
ッ
と
言
た
健
気
を
失
ッ
て
し
ま
ひ
ま
し
て
、
時
過
て
通
り
か
、
ツ
た
人
に
助
け
て
も
ら
ひ
ま

し
た
が
、
後
に
閉
ま
す
る
と
、
そ
れ
ハ
御
堀
に
栖
む
瀬
の
所
行
だ
ら
う
と
い
ふ
評
判
で
御
坐
い
ま
し
た
が
、
こ
の
説
話

は
決
し
て
瀬
の
皮
で
は
な
い
さ
う
で
御
坐
い
ま
す
。

こ
ゝ
で
苔
桧
の
怪
談
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
こ
れ
が
後
に
小
泉
八
雲
　
（
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン

っ
て
読
む
怪
談
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

ー
∞
諾
－
－
筈
告
　
に
よ

二

八
雲
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
怪
談
を
再
話
と
呼
ぶ
慣
わ
し
が
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
の
古
い
時
代
の
怪
談
の
単
な
る
逐
語
訳
で

も
な
け
れ
ば
訳
述
で
も
な
い
。
そ
こ
に
骨
を
借
り
た
八
雲
自
身
の
創
作
で
あ
る
。
八
雲
の
創
作
七
は
夫
人
の
小
泉
節
子
が
係

わ
っ
て
い
た
こ
と
は
周
知
で
あ
る
が
、
そ
の
節
子
は
「
思
い
出
の
記
」
　
の
中
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
が
昔
話
を
ヘ
ル
ン
に
致
し
ま
す
時
に
は
、
い
つ
も
始
め
に
そ
の
話
の
筋
を
大
体
申
し
ま
す
。
面
白
い
と
な
る
と
、
そ



の
筋
を
書
い
て
お
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
委
し
く
話
せ
と
申
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
幾
度
と
な
く
話
さ
せ
ま
す
。
私
が
本
を
見

な
が
ら
話
し
ま
す
と
、
「
本
を
見
る
、
い
け
ま
せ
ん
。
た
ゞ
あ
な
た
の
話
、
あ
な
た
の
言
葉
、
あ
な
た
の
考
え
で
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
」
と
申
し
ま
す
故
、
自
分
の
物
に
し
て
し
ま
っ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
夢
に
ま
で
見
る
や
う

に
な
っ
て
参
り
ま
し
た
。

実
は
こ
ゝ
に
再
話
の
方
法
、
す
な
わ
ち
八
雲
の
創
作
の
方
法
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
体
、
創
作
の
基
本
を
な
す
も
の
に
主
題
、
素
材
、
構
成
、
表
現
の
四
つ
の
要
素
が
あ
る
。
八
雲
の
場
合
で
は
素
材
は
す

で
に
原
話
と
し
て
あ
る
。
こ
の
原
話
を
ど
う
換
骨
奪
胎
す
る
か
に
主
題
、
構
成
、
表
現
が
問
題
に
な
る
。
こ
れ
を
節
子
夫
人

に
別
し
て
言
え
ば
「
あ
な
た
の
話
」
は
構
成
を
、
「
あ
な
た
の
言
葉
」
は
表
現
を
、
そ
し
て
「
あ
な
た
の
考
え
」
と
は
主
題

を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
ま
い
か
。
八
雲
の
怪
談
は
明
か
に
語
る
怪
談
の
骨
を
借
り
て
す
る
読
む
怪
談
の
創
作
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

三

御
山
苔
桧
の
語
っ
た
怪
談
は
M
u
j
i
n
a
と
し
て
再
話
化
さ
れ
て
、
K
w
a
i
d
a
n
（
－
警
亘
　
に
収
め
ら
れ
た
。
苔
桧
の
話
は

瀬
で
あ
っ
た
が
、
八
雲
は
こ
れ
を
猶
に
か
え
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
人
を
託
す
も
の
同
志
で
あ
っ
た
が
、
瀬
が
O
t
t
e
r
の

称
呼
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
く
分
布
す
る
の
と
違
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ア
ナ
グ
マ
　
（
b
a
d
e
r
）
で
あ
り
、
ま
た
タ
ヌ
キ

（
b
a
d
e
r
）
　
と
混
同
さ
れ
る
猶
の
怪
事
は
確
か
に
東
洋
の
、
日
本
の
怪
で
あ
っ
た
。
西
洋
で
称
呼
の
な
い
猶
を
八
雲
は
日
本

語

る

怪

談

と

読

む

怪

談
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語

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

六

の
称
呼
の
ま
ゝ
M
u
j
i
n
a
と
題
名
と
し
た
の
で
あ
る
。
M
u
j
i
ロ
a
は
ま
さ
し
く
珍
し
い
日
本
の
怪
事
で
あ
っ
て
西
洋
に
紹
介

す
る
意
味
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

短
か
い
原
話
に
対
し
て
八
雲
の
M
u
j
i
ロ
a
は
邦
訳
で
そ
の
約
二
倍
度
の
小
篇
で
あ
る
。

東
京
の
赤
坂
に
は
紀
伊
国
坂
と
い
う
坂
が
あ
る
。
そ
の
坂
道
が
な
ぜ
こ
う
呼
ば
れ
る
の
か
そ
の
わ
け
は
知
ら
な
い
。

坂
の
片
側
は
古
い
お
濠
で
、
深
く
て
幅
も
な
か
な
か
広
く
、
緑
の
土
手
が
ど
こ
ぞ
の
お
邸
の
お
庭
ら
し
い
場
所
ま
で
高

く
も
り
あ
が
っ
て
い
る
。
他
の
側
は
御
所
の
高
い
壁
で
、
石
垣
が
長
く
長
く
続
い
て
い
る
。
街
灯
や
人
力
車
が
世
に
現

わ
れ
る
以
前
、
こ
の
界
隈
は
日
が
暮
れ
た
後
は
人
気
が
絶
え
て
た
い
へ
ん
物
淋
し
か
っ
た
。
そ
れ
で
家
路
に
遅
れ
た
徒

歩
の
人
は
、
日
没
後
ひ
と
り
で
紀
伊
国
坂
を
の
ぼ
っ
て
帰
る
よ
り
は
、
何
町
遠
回
り
し
て
も
よ
い
か
ら
よ
そ
の
道
を

ま
わ
っ
て
帰
っ
た
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
み
な
そ
の
あ
た
り
に
出
没
す
る
一
匹
の
猶
の
ゆ
え
で
あ
っ
た
。

そ
の
猶
を
最
後
に
見
か
け
た
人
は
京
橋
に
住
ん
で
い
た
年
老
い
た
商
人
で
、
も
う
三
十
年
前
ぐ
ら
い
に
亡
く
な
っ

た
。
以
下
は
そ
の
老
人
が
物
語
っ
た
ま
ま
の
話
で
あ
る
。
1

あ
る
晩
、
か
な
り
夜
も
更
け
た
時
刻
、
そ
の
男
が
紀
伊
国
坂
を
す
た
す
た
と
急
ぎ
足
で
の
ぼ
っ
て
行
く
と
、
お
藻
端

に
女
が
う
つ
む
け
に
か
が
ん
で
い
る
の
に
気
が
つ
い
た
。
ひ
と
り
き
り
で
、
ひ
ど
く
し
ゃ
く
り
あ
げ
て
泣
い
て
い
た
。

さ
て
は
お
濠
に
身
を
投
げ
て
死
ぬ
つ
も
り
か
、
と
察
し
た
男
は
、
な
に
か
助
け
て
や
れ
ぬ
も
の
か
、
な
に
か
自
分
の
で

き
る
こ
と
で
慰
め
て
や
れ
ぬ
も
の
か
、
と
思
っ
て
立
ち
ど
ま
っ
た
。
ほ
っ
そ
り
と
し
た
上
品
な
女
で
、
身
な
り
も
い
や

し
か
ら
ず
、
髪
は
良
家
の
子
女
の
よ
う
に
高
島
田
に
結
っ
て
あ
る
。



止
し
よ
ち
ゆ
ふ
ノ

「
お
女
中
」

と
男
は
大
声
で
呼
び
か
け
な
が
ら
近
づ
い
た
　
（
そ
の
こ
ろ
は
身
分
の
あ
る
見
知
ら
ぬ
若
い
女
に
は
「
お
女
中
」
と
呼

び
か
け
る
の
が
礼
儀
だ
っ
た
）
。

「
お
女
中
、
そ
う
泣
き
な
さ
る
な
。
な
に
か
困
り
事
で
も
あ
る
な
ら
言
う
て
く
だ
さ
い
。
も
し
お
助
け
で
き
る
こ
と

が
あ
る
な
ら
、
喜
ん
で
お
助
け
い
た
し
ま
し
ょ
う
」

（
商
人
が
そ
う
言
っ
た
の
は
心
底
か
ら
そ
の
つ
も
り
だ
っ
た
。
商
人
は
本
当
に
親
切
心
に
富
ん
で
い
た
の
で
あ
る
）

し
か
し
女
は
泣
き
続
け
た
、
　
－
　
そ
し
て
長
い
袖
の
片
方
で
泣
顔
を
男
か
ら
隠
し
て
い
た
。

「
お
女
中
」

と
男
は
で
き
る
だ
け
や
さ
し
い
口
調
で
ま
た
声
を
か
け
た
、

「
ま
あ
、
ど
う
か
、
私
の
言
う
こ
と
を
お
聞
き
な
さ
い
。
…
…
こ
の
辺
は
ど
う
見
て
も
若
い
女
が
夜
分
に
出
歩
く
よ
う

な
場
所
で
は
な
い
。
お
願
い
だ
か
ら
、
お
泣
き
な
さ
る
な
。
さ
、
ど
う
す
れ
ば
私
が
な
に
か
お
役
に
立
つ
か
、
そ
れ
を

言
う
て
く
だ
さ
い
」

ゆ
っ
く
り
と
女
は
腰
を
あ
げ
て
立
ち
あ
が
っ
た
が
、
し
か
し
背
を
男
の
方
に
向
け
た
ま
ま
、
顔
を
長
い
袖
に
隠
し
て

泣
き
じ
ゃ
く
っ
た
。
男
は
そ
つ
と
女
の
肩
に
手
を
や
っ
て
、
言
い
聞
か
せ
た
、

「
お
女
中
、
お
女
中
、
お
女
中
…
…
ま
あ
私
の
言
う
こ
と
を
お
聞
き
な
さ
い
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
の
間
で
い
い
か
ら
。

…
…
お
女
中
、
お
女
中
」

…
…
す
る
と
そ
の
時
、
女
は
こ
ち
ら
を
振
向
い
て
袖
を
落
す
と
、
自
分
の
顔
を
そ
の
手
で
つ
る
り
と
撫
で
た
。
　
－

語

る

怪

談

と

読

む

怪

談
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一

八

と
見
れ
ば
女
の
顔
に
は
眼
も
な
け
れ
ば
、
鼻
も
な
い
、
口
も
な
い
、
　
－
　
ア
ッ
と
男
は
悲
鳴
を
あ
げ
て
逃
げ
出
し
た
。

紀
伊
国
坂
を
上
の
方
へ
、
上
の
方
へ
無
我
夢
中
で
逃
げ
出
し
た
。
あ
た
り
は
一
面
の
真
暗
闇
、
前
方
は
空
無
で
な
に

一
つ
見
え
な
い
。
怖
さ
の
あ
ま
り
よ
う
後
を
振
向
く
こ
と
も
で
き
ず
男
は
ひ
た
走
り
に
足
っ
た
。
す
る
と
や
っ
と
の
こ

と
で
提
灯
の
火
が
見
え
た
が
、
遠
く
の
方
で
辛
う
じ
て
螢
の
火
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
に
見
え
た
。
男
が
一
目
散
で
そ
れ

に
向
か
っ
て
駐
寄
る
と
、
道
端
で
屋
台
を
開
い
た
夜
鷹
蕎
麦
の
提
灯
と
わ
か
っ
た
。
し
か
し
あ
あ
し
た
目
に
あ
っ
た
後

で
は
、
ど
ん
な
光
で
あ
れ
、
ど
ん
な
人
で
あ
れ
、
と
に
か
く
そ
こ
に
口
の
利
け
る
人
が
い
る
と
い
う
だ
け
で
そ
れ
で
良

か
っ
た
。
男
は
駈
込
み
ざ
ま
蕎
麦
屋
の
足
も
と
に
へ
な
へ
な
と
崩
れ
折
れ
る
と
、
た
だ
も
う
「
あ
あ
、
あ
あ
、
あ
あ
」

と
声
に
な
ら
ぬ
叫
び
声
で
坤
い
た
。

「
こ
れ
、
こ
れ
」

と
蕎
麦
屋
は
突
憧
貧
に
言
っ
た
、

「
こ
れ
、
い
っ
た
い
ど
う
し
ま
し
た
？
　
誰
か
あ
な
た
に
怪
我
で
も
負
わ
せ
ま
し
た
か
？
」

「
い
や
、
誰
も
私
に
怪
我
を
さ
せ
た
の
じ
ゃ
な
い
」

と
男
は
、
は
あ
、
は
あ
、
喘
ぎ
な
が
ら
言
っ
た
、

「
た
だ
…
…
」

「
た
だ
あ
な
た
を
お
ど
し
た
だ
け
で
す
か
？
」

と
屋
台
曳
き
の
蕎
麦
屋
は
い
た
っ
て
冷
淡
な
た
ず
ね
た
、
「
そ
れ
で
は
追
剥
ぎ
で
す
か
？
」

「
い
や
追
剥
ぎ
じ
ゃ
な
い
、
追
剥
ぎ
じ
ゃ
な
い
」



と
恐
怖
に
お
び
え
た
男
は
喘
い
だ
、

「
出
た
ん
だ
よ
…
…
出
た
ん
だ
よ
女
が
。
　
－
　
お
濠
端
で
。
　
－
　
そ
し
て
あ
の
女
が
見
せ
た
も
の
…
…
あ
あ
、
あ
の
女

が
私
に
見
せ
た
も
の
を
お
ま
え
さ
ん
に
口
で
言
っ
た
っ
て
話
に
な
ら
な
い
！
」

「
へ
え
！
　
も
し
、
ひ
ょ
い
と
し
て
女
が
あ
な
た
に
見
せ
た
も
の
は
こ
ん
な
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
？
」

と
一
声
言
う
と
蕎
麦
屋
は
、
そ
の
自
分
の
顔
を
手
で
つ
る
り
と
撫
で
た
、
　
－
　
と
途
端
に
蕎
麦
屋
の
顔
は
大
き
な
卵

の
よ
う
に
の
っ
べ
ら
ぼ
う
と
な
っ
た
。
…
…
そ
し
て
、
そ
れ
と
同
時
に
、
屋
台
の
火
も
消
え
た
。

四

「
洛
」
は
東
京
の
紀
伊
国
坂
の
説
明
か
ら
始
ま
る
。
日
が
暮
れ
て
か
ら
は
こ
の
坂
は
人
通
り
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

れ
が
一
匹
の
猶
の
せ
い
で
あ
る
と
い
う
前
置
き
が
あ
る
。
そ
し
て
続
い
て
、

そ
の
猶
を
最
後
に
見
か
け
た
人
は
京
橋
に
住
ん
で
い
た
年
老
い
た
商
人
で
、
も
う
三
十
年
前
く
ら
い
に
亡
く
な
っ
た
。

こ
う
し
て
こ
の
話
の
語
り
手
が
紹
介
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
老
商
人
の
名
も
明
か
に
さ
れ
ず
、
し
か
も
三
十
年
前
に
そ
の
人

は
亡
く
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
後
は
誰
も
紀
伊
国
坂
で
猶
に
出
合
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
苔
桧
の
話
と
違
っ

て
具
体
的
に
そ
の
人
を
明
ら
か
に
せ
ず
、
い
ま
に
至
る
適
当
な
歳
月
の
隔
り
を
設
け
た
の
も
、
こ
の
話
が
信
憑
性
を
斉
す
も

の
で
、
再
話
は
す
で
に
し
て
怪
談
と
し
て
の
形
を
と
る
。

怪
談
は
多
分
に
聞
き
手
や
読
者
の
心
象
に
係
わ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
享
受
者
に
徒
な
ら
ぬ
雰
囲
気
を
思
わ
せ
る
情
景
が
必

語

る

怪
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二

〇

要
で
あ
る
。
雨
降
り
の
夜
中
、
風
も
出
て
来
る
、
雨
は
更
に
激
し
く
降
っ
て
来
る
。
少
し
で
も
早
く
と
飛
ぶ
よ
う
に
駈
け
出

す
老
僕
、
原
話
で
は
こ
ん
な
情
景
を
語
っ
て
、
苔
松
は
最
高
の
雰
囲
気
づ
く
り
を
し
て
聞
き
手
に
臨
ん
で
い
る
。
し
か
し
再

話
で
は
、
「
あ
る
晩
、
か
な
り
夜
も
更
け
た
時
刻
」
と
だ
け
あ
っ
て
何
の
情
景
描
写
も
な
い
の
は
如
何
し
た
こ
と
か
。
老
商

人
は
こ
れ
か
ら
出
合
う
化
物
な
ど
を
微
塵
も
考
え
て
い
な
い
か
ら
で
透
る
。
こ
の
あ
と
出
合
う
女
が
化
物
で
あ
る
と
十
分
に

予
測
出
来
る
語
り
ぶ
り
の
原
話
と
違
っ
て
、
再
話
で
は
「
お
濠
に
身
を
投
げ
て
死
ぬ
つ
も
り
」
　
の
女
と
思
わ
せ
る
だ
け
で
十

分
で
、
原
話
の
よ
う
な
情
景
描
写
は
特
に
必
要
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
か
わ
り
老
商
人
は
身
投
げ
を
思
い
と
ど
め
よ

う
と
必
死
で
、
一
方
的
な
慰
留
の
会
話
が
つ
づ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
言
葉
に
は
商
人
が
優
し
く
親
切
な
老
人
で
あ

る
こ
と
が
的
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
持
病
の
癖
で
腑
向
き
に
屈
ん
で
い
た
女
と
、
身
投
げ
を
思
わ
せ
る
女
と
で
は
、
同
じ
親
切
な
行
為
で
も
対
応
に

違
い
が
あ
る
。
再
話
で
は
女
を
慰
留
す
る
う
ち
に
訝
し
さ
も
な
く
な
り
、
恐
怖
心
も
薄
れ
て
行
く
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
は

そ
れ
が
猪
の
化
物
で
あ
っ
た
と
な
る
と
、
そ
の
驚
き
と
恐
怖
は
な
お
一
層
の
も
の
と
な
り
、
次
第
に
高
調
し
た
場
面
へ
と
展

開
す
る
こ
と
に
な
る
。
老
商
人
の
親
切
な
言
葉
に
も
全
く
応
答
の
な
か
っ
た
女
が
、

…
…
す
る
と
そ
の
時
、
女
は
こ
ち
ら
を
振
向
い
て
袖
を
落
す
と
、
自
分
の
顔
を
そ
の
手
で
つ
る
り
と
撫
で
た
。
－
－
－
と

見
れ
ば
女
の
顔
に
は
眼
も
な
け
れ
ば
、
鼻
も
な
い
、
口
も
な
い
　
－
　
ア
ッ
と
男
は
悲
鳴
を
あ
げ
て
逃
げ
出
し
た
。

原
話
で
は
「
ぬ
ッ
と
上
た
顔
を
見
る
と
顔
の
長
さ
が
二
尺
も
あ
ら
う
と
い
ふ
化
物
、
ア
ッ
と
言
て
逃
出
し
た
」
と
あ
る
と

こ
ろ
。
二
尺
ほ
ど
の
長
さ
の
顔
が
再
話
で
は
眼
鼻
の
な
い
顔
、
い
わ
ゆ
る
ノ
ツ
ぺ
ラ
ボ
ウ
と
い
う
化
物
で
、
し
か
も
そ
の
顔

を
見
せ
る
時
に
は
「
そ
の
手
で
つ
る
り
と
撫
で
る
」
と
、
恐
怖
を
具
象
的
に
表
現
し
た
怪
異
描
写
は
見
事
で
あ
る
。



そ
の
恐
怖
は
、
つ
ゞ
く
描
写
に
よ
っ
て
な
お
も
大
き
い
も
の
と
な
る
。
原
話
で
は
無
我
夢
中
で
逃
げ
出
す
と
「
蕎
麦
う
わ

ウ
イ
ー
チ
ン
リ
ン
く
」
と
好
運
に
も
向
か
う
か
ら
蕎
麦
屋
の
屋
台
が
や
っ
て
来
る
。
時
宜
を
得
た
屋
台
で
は
恐
怖
心
を
募

ら
せ
は
し
な
い
。
再
話
で
は
あ
た
り
は
其
暗
闇
、
前
方
は
空
無
で
何
一
つ
見
え
な
い
。
後
も
振
り
向
け
な
い
、
や
っ
と
迄
か

さ
き
に
螢
の
火
ほ
ど
の
提
灯
の
灯
を
見
つ
け
て
、
夢
中
で
そ
れ
に
向
っ
て
駈
け
て
行
く
。
老
商
人
の
恐
怖
と
そ
し
て
安
堵
と

わ
ず
か
の
部
分
で
は
あ
る
が
情
景
描
写
と
心
理
描
写
が
見
事
に
一
致
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

漸
く
た
ど
り
着
い
た
蕎
麦
屋
に
語
る
老
商
人
の
会
話
に
な
ら
な
い
言
葉
「
あ
あ
、
あ
あ
、
あ
あ
」
、
「
出
た
ん
だ
よ
…
…

出
た
ん
だ
よ
女
が
　
－
　
」
は
、
原
話
で
は
水
を
一
杯
所
望
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
あ
と
も
う
一
度
件
の
顔
が
現

わ
れ
趣
向
は
原
話
と
同
じ
で
あ
る
が
、
「
…
…
、
そ
し
て
、
そ
れ
と
同
時
に
、
屋
台
の
火
も
消
え
た
」
と
結
ん
で
、
怪
談
と

し
て
の
余
韻
を
残
し
た
再
話
に
対
し
て
、
原
話
「
瀬
の
皮
」
　
の
お
ち
は
余
り
に
も
座
興
で
あ
る
。
い
か
に
も
遊
興
的
な
百
物

語
の
様
子
が
努
紫
と
す
る
。

五

「
猶
」
を
も
っ
て
八
雲
の
再
話
の
方
法
を
考
え
た
と
こ
ろ
で
、
再
び
件
の
「
思
い
出
の
記
」
　
の
こ
と
に
も
ど
る
。
八
雲
が

夫
人
節
子
に
求
め
た
と
こ
ろ
を
八
雲
の
再
話
の
方
法
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
あ
な
た
の
話
」
と
し
て
ま
ず
化
物
と
の
出
合
い

が
あ
る
。
原
話
で
癖
と
思
っ
て
薬
を
与
え
よ
う
と
し
た
女
を
、
濠
に
身
を
投
げ
よ
う
と
す
る
女
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

た
め
そ
れ
を
慰
留
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
で
構
成
の
上
で
大
き
く
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
老
商
人
の
一
方
的
な
会
話
で

語

る

怪

談

と

読

む

怪

談
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二

二

進
め
ら
れ
る
一
篇
の
重
要
な
段
落
で
あ
る
。
女
の
応
対
が
な
い
ま
、
に
O
j
O
C
h
D
（
お
女
中
）
　
の
呼
び
か
け
が
八
回
に
も
及

ん
で
い
る
。
こ
れ
が
優
し
い
親
切
な
老
商
人
を
具
象
化
す
る
人
物
描
写
に
な
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
こ
れ
は
「
あ
な
た

の
言
葉
」
　
に
係
わ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
も
描
写
が
不
十
分
と
は
思
い
ば
「
商
人
が
そ
う
言
っ
た
の
は
心
底

か
ら
そ
の
つ
も
り
だ
っ
た
。
商
人
は
本
当
に
親
切
心
に
富
ん
で
い
た
の
で
あ
る
」
と
ま
で
述
べ
て
徹
底
さ
せ
よ
う
と
も
す

る
。
そ
れ
に
顔
を
手
で
撫
で
ゝ
見
せ
る
目
鼻
の
な
い
顔
の
怪
異
描
写
は
、
異
常
さ
だ
け
の
二
尺
も
あ
る
長
い
顔
の
化
物
と
較

べ
る
な
ら
再
話
は
恐
怖
感
の
上
で
確
か
に
秀
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
「
あ
な
た
の
考
え
」
と
い
う
こ
と
で
は
、
原
話
も
再
話
も
化
物
の
怪
事
と
す
れ
ば
猫
も
猶
も
大
差
は
な
い
。
仮
り
に

節
子
夫
の
考
え
が
そ
こ
に
介
在
し
て
い
た
な
ら
、
か
か
る
心
優
し
い
親
切
な
老
人
を
驚
か
せ
怖
ら
す
な
ど
と
ん
で
も
な
い
猶

で
あ
る
と
い
う
気
持
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
女
に
化
け
た
紀
伊
国
坂
の
猶
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
テ
ィ
ー
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
「
あ
な
た
の
考
え
」
は
確
か
に
主
題
に
係
わ
っ
て
来
る
こ
と
に
な
る
。

八
雲
の
M
u
j
i
n
a
は
殊
更
の
傑
作
で
は
な
い
、
こ
こ
で
敢
て
と
り
あ
げ
た
の
は
八
雲
の
再
話
の
方
法
を
理
解
す
る
に
恰
好

な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
江
戸
時
代
を
通
じ
て
盛
ん
に
出
廻
っ
た
怪
談
を
素
材
と
す
る
こ
と
で
、
新

し
い
怪
談
の
創
作
が
可
能
で
あ
る
こ
と
も
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
注
1
）
　
拙
著
『
近
世
怪
異
小
説
研
究
』
　
（
昭
和
五
四
年
・
笠
間
書
院
）
　
第
一
章
「
百
物
語
怪
談
会
と
怪
異
小
説
」
。

（
注
2
）
　
近
世
を
通
じ
て
多
く
の
出
版
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
い
く
つ
か
を
記
す
と
、
『
諸
国
百
物
語
』
　
（
延
宝
五
年
）
　
『
諸
国

新
百
物
語
』
　
（
元
禄
五
年
）
　
『
御
伽
百
物
語
』
　
（
宝
永
三
年
）
　
『
太
平
百
物
語
』
　
（
享
保
一
七
年
）
　
な
ど
。



（
注
3
）
　
平
井
呈
一
氏
は
　
『
全
訳
小
泉
八
雲
作
品
集
』
第
九
巻
解
説
で
、

八
雲
の
怪
奇
談
は
再
話
文
学
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
は
翻
訳
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
一
般
に
い
う
と
こ
ろ
の

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
翻
案
で
も
あ
り
ま
せ
ん
…
…
こ
れ
は
風
変
り
の
珍
し
い
も
の
、
怪

奇
な
も
の
を
愛
す
る
か
れ
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
　
エ
ク
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
東
洋
お
よ
び
近
東
の
古
典
文
学
の
中
に
見

つ
け
た
妖
異
魂
凝
な
原
石
を
、
自
分
の
手
で
切
戟
し
た
象
紋
的
な
工
作
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
翻
訳
と
は
最
初

か
ら
意
図
と
目
的
を
異
に
す
る
も
の
で
、
す
く
な
く
と
も
骨
を
か
れ
に
借
り
自
分
で
細
工
す
る
と
い
う
工
人
的
な
創

意
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
り
ま
す
。

（
注
4
）
　
M
u
j
i
n
a
の
邦
訳
は
多
い
が
、
近
時
の
も
の
と
し
て
講
談
社
学
術
文
庫
版
の
平
川
祐
弘
氏
の
邦
訳
に
よ
っ
た
。

○
本
稿
は
平
成
十
年
度
上
田
女
子
短
期
大
学
開
放
講
座
で
の
「
怪
談
か
ら
怪
談
文
学
へ
」
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

語
る
怪
談
と
読
む
怪
談




