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功
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□

要

旨

本
稿
は
四
国
か
ら
九
州
に
か
け
て
存
在
し
た
憑
物
﹁
犬
神
﹂
に
関

し
て
従
来
の
研
究
を
顧
み
て
︑
改
め
て
犬
神
の
実
態
に
迫
る
こ
と
を

目
標
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
今
回
犬
神
に
関
す
る
民
俗
学
的
報
告
資
料
や
先
行
研
究

を
①
犬
神
の
性
質
︑
②
犬
神
筋
に
到
る
経
緯
︑
こ
の
二
点
に
焦
点
を

あ
て
て
情
報
を
整
理
し
︑
考
察
を
し
た
も
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
中
国
に
存
在
す
る
蠱
毒
を
犬
神
の
原
型
と
す
る
現
時
点

で
の
有
力
な
説
に
対
し
︑
こ
れ
を
再
検
証
す
る
こ
と
で
改
め
て
未
だ

謎
の
多
い
犬
神
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
れ
ば

幸
い
で
あ
る
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

犬
神

犬
神
筋

憑
物

蠱
毒

は

じ

め

に

近
代
よ
り
進
め
ら
れ
て
き
た
憑
物
研
究
は
︑
憑
物
筋
発
生
を
﹁
近
代
以

降
に
広
ま
っ
た
貨
幣
経
済
に
よ
る
村
落
共
同
体
内
の
経
済
格
差
﹂
を
起
因

と
し
た
富
者
へ
の
社
会
的
制
裁
で
あ
る
と
し
た
︒
こ
れ
は
従
来
の
憑
物
筋

差
別
は
不
当
で
︑
彼
ら
が
忌
避
さ
れ
る
理
由
な
ど
存
在
し
な
い
こ
と
を
示

し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

こ
う
し
た
研
究
成
果
は
憑
物
筋
差
別
の
根
絶
に
大
き
く
寄
与
し
た
が
︑
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一
方
で
そ
の
内
容
に
は
問
題
点
が
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
酒
井
貴
広
は
こ
れ

を
︑
憑
物
を
包
括
的
に
捉
え
た
こ
と
に
よ
る
憑
物
自
身
の
個
別
性
の
軽
視

と
︑
憑
物
を
否
定
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
研
究
者
の
中
立
性
の
欠
如
だ

と
指
摘
し
て
い
る
︵
ⅰ
︶

︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
﹁
憑
物
の
個
別
性
﹂﹁
憑
物
に
対
す
る
中
立
な
立
場
﹂

を
根
底
に
置
き
︑
憑
物
の
中
で
比
較
的
資
料
が
多
く
︑
そ
の
実
態
に
謎
の

多
い
﹁
犬
神
﹂
を
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
︒
そ
し
て
︑
本
稿
の
目
的
を
犬

神
の
歴
史
的
経
緯
の
解
明
と
し
︑
先
行
研
究
の
内
容
を
再
確
認
し
た
う
え

で
改
め
て
犬
神
が
ど
う
い
っ
た
存
在
で
あ
る
か
を
見
て
い
き
た
い
︒

第
一
章

民
俗
学
的
報
告
の
分
析

こ
れ
ま
で
に
収
集
さ
れ
た
犬
神
に
纏
わ
る
報
告
資
料
の
多
く
は
憑
物
に

否
定
的
な
バ
イ
ア
ス
の
か
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
資
料
に
対

し
石
塚
尊
俊
は
そ
の
正
確
性
に
否
定
的
な
立
場
を
と
っ
た
が
︑
そ
れ
で
も

当
時
の
様
子
や
地
域
性
を
知
る
う
え
で
貴
重
な
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
点
に

関
し
て
は
石
塚
も
そ
の
価
値
を
認
め
て
い
る
︒

本
章
で
は
こ
の
点
に
注
目
し
︑
犬
神
に
関
す
る
情
報
の
内
︑﹁
犬
神
筋

に
到
る
経
緯
﹂
﹁
犬
神
の
性
質
﹂
に
つ
い
て
分
類
す
る
こ
と
で
犬
神
に
関

す
る
情
報
を
整
理
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
︒

第
一
節

犬
神
筋
に
到
る
経
緯

犬
神
筋
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
に
は
︑
犬
神
を
製
造
し
て
こ

れ
を
祀
っ
た
も
の
と
︑
外
的
要
因
に
よ
り
犬
神
を
憑
け
ら
れ
た
も
の
が
あ

る
︒
本
稿
で
は
前
者
を
祭
祀
型
犬
神
筋
︑
後
者
を
憑
依
型
犬
神
筋
と
し
て

今
後
扱
っ
て
い
く
︒

尚
︑
一
方
で
犬
神
筋
に
到
る
経
緯
が
不
明
な
も
の
も
あ
る
︒
こ
れ
は
単

な
る
調
査
不
足
の
可
能
性
も
あ
る
が
︑
中
に
は
本
当
に
経
緯
が
不
明
な
犬

神
筋
も
存
在
す
る
︒
こ
の
タ
イ
プ
は
そ
の
内
容
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
不

可
能
で
あ
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
祭
祀
型
・
憑
依
型
に
つ
い
て
説
明
し
て

い
く
︒

祭
祀
型
の
特
徴
と
し
て
は
︑
ほ
ぼ
同
一
の
製
造
過
程
を
持
つ
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
︑
広
い
範
囲
に
存
在
し
て
い
る
︒
製
造
過
程
に
つ
い
て
は
鈴
木
道

大
や
︵
ⅱ
︶

佐
光
白
峯
ら
︵
ⅲ
︶

の
報
告
資
料
に
詳
細
に
記
さ
れ
て
お
り
︑
次
の
よ
う
な

流
れ
で
行
わ
れ
て
い
る
︒

一
︑
犬
を
土
に
埋
め
る
︒
あ
る
い
は
拘
束
す
る
︒

二
︑
食
事
を
与
え
ず
︑
犬
を
飢
え
さ
せ
る
︒

三
︑
身
動
き
が
取
れ
な
い
飢
え
た
犬
の
眼
前
に
食
物
を
置
く
︒

四
︑
犬
が
食
物
を
口
に
し
よ
う
と
首
を
伸
ば
し
た
と
こ
ろ
を
︑
刃
物
で

首
を
切
り
落
と
す
︒

五
︑
切
り
落
と
し
た
首
を
箱
に
入
れ
て
祀
る
︒
眼
前
に
置
い
て
い
た
食
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物
を
術
者
が
食
べ
る
例
も
あ
る
︒

こ
う
し
た
過
程
を
経
て
犬
神
を
製
造
し
た
と
さ
れ
た
祭
祀
型
は
︑
こ
の

儀
式
を
執
り
行
っ
て
い
た
と
周
囲
か
ら
認
識
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
た
め
に

犬
神
筋
等
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

一
方
︑
憑
依
型
は
祭
祀
型
と
比
べ
存
在
す
る
地
域
は
狭
く
︑
特
定
の
地

域
で
見
ら
れ
る
︒
こ
の
タ
イ
プ
は
一
宮
佐
内
の
報
告
︵
ⅳ
︶

で
そ
の
実
態
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
元
か
ら
そ
の
地
域
に
存
在
す
る
犬
神
が

人
に
憑
く
こ
と
で
犬
神
筋
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
た
め
︑
憑
依
型
の
成
立
に
は
蓋
然
性
が
あ
り
︑
祭
祀
型
と
は
大
き
く

異
な
る
点
と
な
る
︒
ま
た
︑
憑
依
型
が
残
る
地
域
で
は
あ
る
種
の
救
済
措

置
が
伝
承
と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
︑
犬
神
が
元
々
棲
ん
で
い
た
場
所
に
捨

て
る
︑
あ
る
い
は
犬
神
に
憑
け
ら
れ
な
い
よ
う
特
殊
な
行
動
を
と
る
と

い
っ
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
い
る
︒

こ
の
様
に
犬
神
筋
に
到
る
経
緯
に
は
不
明
な
も
の
も
含
め
て
三
通
り
の

パ
タ
ー
ン
が
存
在
す
る
︒

第
二
節

犬
神
の
性
質

犬
神
の
性
質
は
大
き
く
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

一
つ
は
人
に
憑
い
て
害
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
︑
も
う
一
つ
は
憑
い
た
家

を
裕
福
に
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
前
者
を
悪
霊
型
︑
後
者
を
蓄
財

型
と
し
て
扱
っ
て
い
く
︒

悪
霊
型
は
他
者
に
対
す
る
妬
み
嫉
み
︑
ま
た
は
羨
む
気
持
ち
が
誘
因
と

な
っ
て
他
者
に
憑
く
と
さ
れ
て
い
る
︒
伝
承
範
囲
も
広
く
︑
犬
神
が
伝
わ

る
地
域
の
大
多
数
で
土
井
曉
風
や
︵
ⅴ
︶

濱
田
重
道
ら
︵
ⅵ
︶

多
数
の
研
究
者
が
そ
の
性

質
を
報
告
し
て
い
る
︒
犬
神
に
憑
か
れ
た
人
は
狂
乱
状
態
に
陥
る
と
さ
れ

て
い
る
場
合
が
多
く
︑
中
に
は
犬
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
外
傷
が
出
る

こ
と
も
あ
る
︒

悪
霊
型
は
犬
神
の
基
本
的
性
質
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
悪
霊

型
と
正
反
対
の
性
質
を
持
つ
犬
神
の
報
告
も
僅
か
に
だ
が
存
在
す
る
︒
細

川
敏
太
郎
が
報
告
し
た
﹁
香
川
縣
三
豐
郡
の
一
例
﹂
に
は
祭
祀
型
の
犬
神

持
ち
が
︑
自
分
た
ち
が
祀
っ
て
い
る
犬
神
を
他
人
に
貸
す
こ
と
で
病
人
を

癒
す
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︵
ⅶ
︶

︒
こ
の
犬
神
に
つ
い
て
細
川
は

﹁
公
然
た
る
守
護
霊
﹂
と
評
し
︑
こ
の
報
告
を
発
表
し
た
堀
一
郎
は
一
種

の
蠱
神
呪
術
だ
と
述
べ
て
い
る
︒

も
う
一
方
の
性
質
で
あ
る
蓄
財
型
は
他
家
か
ら
財
を
奪
う
タ
イ
プ
や
騙

し
取
る
タ
イ
プ
が
あ
り
︑
悪
霊
型
と
比
べ
存
在
量
が
少
な
い
︒
騙
し
取
る

手
法
は
一
宮
や
杉
本
尚
雄
ら
︵
ⅷ
︶

が
報
告
し
た
﹁
枡
の
量
り
込
み
︑
量
り
出
し

の
不
正
﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
ま
た
︑
特
殊
な
例
と
し
て
犬
神

筋
の
者
と
結
婚
す
る
こ
と
で
伝
播
す
る
犬
神
の
性
質
が
新
家
の
財
産
事
情

を
左
右
す
る
例
も
報
告
さ
れ
て
い
る
︒

蓄
財
型
は
不
正
な
手
段
で
財
を
増
や
す
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
︑
そ

の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
悪
霊
型
と
の
親
和
性
が
高
い
と
い
う

犬
神
に
関
す
る
一
考
察
︵
戸
川
︶
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点
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
事
実
︑
犬
神
に
関
す
る
報
告
資
料
で
は
悪
霊
型
・
蓄

財
型
両
方
の
性
質
を
記
し
た
も
の
を
複
数
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
は

蓄
財
型
の
性
質
の
み
を
報
告
し
た
資
料
よ
り
も
多
く
︑
蓄
財
型
単
独
の
資

料
の
少
な
さ
も
特
徴
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒
家
に
富
貴
を
齎
す
と
す
る
報
告

の
多
い
キ
ツ
ネ
等
他
の
憑
物
資
料
と
正
反
対
な
割
合
を
持
つ
犬
神
資
料
の

個
別
性
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

第
二
章

犬
神
に
関
す
る
調
査
研
究

近
代
以
降
の
憑
物
研
究
は
各
地
の
憑
物
を
一
つ
の
憑
物
現
象
と
し
て
包

括
し
て
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
環

境
で
は
憑
物
資
料
の
大
半
を
占
め
る
﹁
キ
ツ
ネ
﹂
と
異
な
る
特
徴
を
持
つ

犬
神
を
理
解
す
る
の
に
不
向
き
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒

本
章
で
は
そ
う
い
っ
た
環
境
の
中
で
憑
物
研
究
者
達
が
ど
の
様
に
犬
神

を
論
じ
て
き
た
か
を
確
認
す
る
こ
と
と
共
に
︑
現
在
の
犬
神
観
を
理
解
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
︒

第
一
節

柳
田
國
男
の
説

柳
田
は
祭
祀
型
の
犬
神
製
造
儀
礼
に
着
目
し
︑
こ
れ
を
他
の
類
似
す
る

習
俗
と
関
連
付
け
る
こ
と
で
犬
神
の
実
態
を
説
明
し
て
い
る
︵
ⅸ
︶

︒
そ
の
類
似

す
る
習
俗
と
し
て
歩
き
巫
女
ら
が
儀
式
の
際
に
用
い
る
﹁
外
法
箱
﹂
を
挙

げ
︑
犬
神
製
造
儀
礼
は
犬
神
筋
が
御
神
体
を
造
り
上
げ
て
い
く
重
要
な
過

程
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
御
神
体
を
箱
に
入
れ
る
理
由
は
持
ち
運
ぶ
こ
と

が
容
易
で
あ
る
為
で
あ
り
︑
こ
の
様
に
宗
教
的
な
も
の
を
持
ち
運
び
歩
き

回
る
例
と
し
て
六
十
六
部
の
厨
子
や
淡
島
願
人
が
持
つ
杖
頭
の
御
神
体
を

紹
介
し
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
事
か
ら
柳
田
は
︑
犬
神
筋
を
元
々
は
荒
神
を
祀
り
託
宣
を

行
っ
て
い
た
民
間
宗
教
者
で
あ
り
︑
仏
教
の
浸
透
に
よ
る
信
仰
の
衰
退
︑

や
が
て
邪
宗
と
し
て
忌
み
嫌
わ
れ
た
存
在
と
な
っ
た
こ
と
が
起
源
で
は
な

い
か
と
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
柳
田
は
犬
神
が
家
筋
の
中
で
も
女
に
限
ら
れ
て
伝
わ
っ
て
い
る

点
に
注
目
し
︑
犬
神
は
家
の
神
で
は
な
く
個
人
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
し
た
︒
そ
の
根
拠
と
し
て
︑
犬
神
が
術
者
の
感
情
に

よ
っ
て
他
者
に
憑
き
悪
さ
を
す
る
と
い
う
性
質
を
挙
げ
て
い
る
︒

第
二
節

速
水
保
孝
の
説

速
水
は
︑
資
金
を
持
つ
新
興
地
主
と
土
着
農
民
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立

に
よ
っ
て
﹁
憑
物
持
ち
﹂
が
発
生
し
た
と
す
る
理
論
を
組
み
立
て
た
︒
し

か
し
︑
こ
の
理
論
で
は
農
村
の
地
域
性
が
異
な
る
犬
神
持
ち
の
発
生
を
説

明
出
来
な
い
こ
と
を
自
ら
も
認
め
て
い
る
︒
速
水
の
理
論
で
は
︑
農
業
と

そ
れ
に
付
随
す
る
商
工
業
が
程
々
に
発
達
し
︑
新
興
地
主
よ
り
旧
体
制
側

が
優
位
な
状
態
が
長
く
続
く
こ
と
が
憑
物
持
ち
の
発
生
に
必
要
で
あ
る
︒
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だ
が
︑
犬
神
持
ち
の
存
在
す
る
地
域
で
は
そ
の
条
件
に
満
た
し
て
い
な
い

の
で
あ
る
︒

こ
の
問
題
に
対
し
︑
速
水
は
﹁
疎
外
の
理
論
﹂
を
用
い
る
こ
と
で
答
え

を
出
し
た
︵
ⅹ
︶

︒
犬
神
持
ち
の
存
在
す
る
地
域
は
可
耕
地
が
少
な
い
厳
し
い
環

境
で
あ
る
の
で
︑
先
住
者
が
生
き
残
る
為
に
行
っ
た
他
所
者
の
排
斥
が
犬

神
持
ち
の
発
生
で
あ
る
と
速
水
は
推
測
し
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
犬
神
の
祟
り
神
的
性
格
も
﹁
疎
外
の
理
論
﹂
に
依
る
も
の
と
し
︑

そ
の
背
景
に
犬
神
人
忌
避
の
伝
承
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
︒

そ
し
て
犬
神
を
含
む
憑
物
の
起
源
に
つ
い
て
は
︑
元
は
古
代
氏
族
の
守

護
動
物
で
あ
り
︑
こ
れ
が
私
有
財
産
の
観
念
が
発
達
し
︑
他
氏
族
と
の
競

争
が
始
ま
っ
た
時
代
に
悪
神
へ
貶
め
ら
れ
た
も
の
が
大
陸
の
蠱
道
の
影
響

を
受
け
て
誕
生
し
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
︒

第
三
節

小
松
和
彦
の
説

小
松
は
犬
神
筋
を
犬
の
霊
を
祀
る
家
で
あ
る
と
し
︑
こ
の
犬
の
霊
に
つ

い
て
二
種
類
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
︵
ⅺ
︶

︒
一
つ
目
は
祭
祀
型
に
見
ら
れ
る
犬

神
製
造
儀
礼
の
際
に
殺
し
た
犬
の
霊
と
す
る
説
で
あ
り
︑
こ
の
場
合
犬
神

は
儀
礼
の
際
に
殺
し
た
犬
と
い
う
事
に
な
る
︒
二
つ
目
の
説
は
高
知
県
物

部
村
に
伝
わ
る
﹁
い
ざ
な
ぎ
流
﹂
の
祭
文
の
一
つ
﹁
こ
う
て
い
菩
薩
の
祭

文
﹂
に
出
て
く
る
千
匹
の
犬
の
霊
と
す
る
説
で
あ
る
︒
千
匹
の
犬
の
霊
と

は
こ
う
て
い
菩
薩
が
奈
落
に
沈
め
て
殺
し
た
と
さ
れ
る
犬
の
霊
で
あ
り
︑

こ
れ
が
犬
神
と
す
る
説
で
あ
る
︒

ま
た
︑
犬
神
に
つ
い
て
小
松
は
犬
神
筋
の
人
達
が
き
ち
ん
と
﹁
犬
神
祭

祀
﹂
を
行
っ
て
い
れ
ば
そ
の
家
に
富
貴
を
齎
し
︑
こ
れ
を
怠
れ
ば
他
人
に

災
厄
を
与
え
る
存
在
だ
と
し
た
︒
犬
神
祭
祀
と
は
恵
比
寿
の
左
脇
に
犬
神

を
祀
り
︑
三
月
三
日
︑
五
月
五
日
︑
九
月
九
日
︑
十
二
月
二
十
四
日
に
手

水
の
ぬ
か
の
白
餅
を
神
棚
に
供
え
る
犬
神
祭
の
こ
と
で
あ
り
︑
犬
神
筋
の

人
達
は
こ
の
祭
祀
を
積
極
的
︑
あ
る
い
は
消
極
的
に
行
っ
て
い
た
と
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
︒
小
松
は
こ
の
祭
祀
に
つ
い
て
犬
神
を
勧
請
し
て
裕
福
に

な
れ
る
よ
う
祈
願
す
る
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
︑
犬
神
を
使
役
し
て
富
を
得

よ
う
と
す
る
二
面
性
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
お
り
︑
犬
神
は
祭
祀
者
に

と
っ
て
守
護
神
と
使
役
神
の
二
面
性
を
持
っ
た
存
在
だ
と
論
じ
て
い
る
︒

第
四
節

石
塚
尊
俊
の
調
査

石
塚
の
調
査
研
究
は
従
来
の
資
料
に
あ
る
非
中
立
性
へ
の
批
判
か
ら
始

ま
っ
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
そ
れ
を
改
め
る
為
に
自
ら
大
分
県
で
犬
神
筋
の

社
会
調
査
を
行
っ
て
い
る
︵
ⅻ
︶

︒
こ
の
調
査
で
は
始
め
に
部
落
ご
と
の
犬
神
筋

の
存
在
量
を
測
定
し
て
い
る
︒
そ
の
結
果
︑
全
て
の
家
が
犬
神
筋
と
さ
れ

る
部
落
が
あ
る
一
方
で
︑
一
軒
も
犬
神
筋
が
存
在
し
な
い
部
落
が
あ
る
こ

と
が
判
明
し
て
い
る
︒
石
塚
は
こ
う
し
た
差
は
地
域
へ
の
入
植
時
期
が
大

き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
し
︑
こ
の
地
域
の
犬
神
筋
と
さ
れ
る
家
が
第
二
期

開
拓
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
彼
ら
は
先
祖
株
と
さ
れ
る
先

犬
神
に
関
す
る
一
考
察
︵
戸
川
︶
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住
者
を
凌
ぐ
勢
い
を
持
っ
た
為
︑
こ
れ
を
脅
威
と
感
じ
た
先
住
者
側
に
警

戒
心
・
畏
怖
心
が
起
こ
り
︑
そ
の
結
果
犬
神
筋
が
発
生
し
た
と
石
塚
は
結

論
付
け
て
い
る
︒
ま
た
︑
犬
神
筋
は
集
落
の
外
れ
に
点
在
し
て
お
り
︑
こ

う
し
た
配
置
も
先
住
者
側
の
恐
れ
か
ら
来
た
も
の
で
は
な
い
か
と
し
て

い
る
︒

石
塚
の
調
査
は
犬
神
筋
の
性
質
に
も
触
れ
て
お
り
︑
犬
神
筋
が
必
ず
し

も
裕
福
で
は
な
く
︑
普
通
の
生
活
を
送
る
家
の
方
が
実
際
に
は
多
い
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
従
来
の
経
済
格
差
を
起
因
と
す
る
憑
物
筋
の

発
生
で
は
説
明
で
き
な
い
も
の
と
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
犬
神
筋
の
司
祭
者
に
つ
い
て
も
調
査
を
行
っ
て
お
り
︑
そ
の
結

果
犬
神
筋
の
多
数
地
域
で
は
司
祭
者
が
は
っ
き
り
し
て
お
ら
ず
︑
近
隣
の

少
数
地
域
で
は
そ
の
家
の
女
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
︒
石
塚
は
こ
の
結

果
か
ら
犬
神
筋
の
少
数
地
域
で
は
女
系
に
伝
わ
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
が

婚
姻
を
通
し
て
周
囲
に
伝
播
す
る
も
の
と
し
て
い
る
︒
こ
の
司
祭
者
と
さ

れ
る
女
は
精
神
病
的
特
徴
が
あ
る
こ
と
︑
民
間
宗
教
者
の
役
割
を
持
つ
こ

と
か
ら
︑
多
数
地
域
に
存
在
す
る
犬
神
筋
よ
り
古
型
で
あ
る
と
し
た
︒
更

に
少
数
地
域
で
は
犬
神
を
封
じ
て
棄
て
る
場
所
が
存
在
し
て
お
り
︑
こ
う

し
た
場
所
に
近
づ
く
こ
と
で
犬
神
が
憑
く
と
さ
れ
て
い
る
︒
少
数
地
域
の

犬
神
筋
は
こ
う
し
た
地
で
犬
神
を
迎
え
入
れ
︑
家
の
守
護
神
と
し
て
祀
っ

た
こ
と
か
ら
誕
生
し
た
と
石
塚
は
推
測
し
て
い
る
︒

第
五
節

吉
田
禎
吾
ら
の
共
同
調
査

石
塚
の
後
継
者
で
あ
る
吉
田
禎
吾
は
犬
神
筋
が
存
続
す
る
要
因
に
地
域

の
社
会
構
造
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
と
し
︑
こ
れ
が
犬
神
筋
に
ど
の
様

に
影
響
し
て
き
た
か
を
犬
神
筋
の
多
数
地
域
で
あ
る
四
国
南
西
部
の
谷
ノ

木
部
落
︵
仮
称
︶
で
数
人
が
か
り
の
合
同
調
査
研
究
を
行
っ
た
︵
�
︶

︒
こ
れ
は

谷
ノ
木
部
落
を
構
成
す
る
三
つ
の
﹁
組
﹂
組
織
を
軸
に
調
査
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
︒

そ
れ
に
よ
れ
ば
犬
神
筋
は
三
つ
の
組
︑
上
組
・
中
組
・
下
組
で
特
徴
的

に
分
布
し
て
い
る
事
が
わ
か
る
︒
上
組
で
は
三
十
一
戸
中
三
十
戸
が
犬
神

筋
で
あ
る
︒
残
り
の
一
戸
は
中
組
か
ら
移
り
住
ん
だ
家
で
あ
り
︑
上
組
は

元
々
犬
神
筋
で
構
成
さ
れ
て
い
た
事
が
わ
か
る
︒
中
組
で
は
犬
神
筋
と
さ

れ
る
家
が
一
戸
も
無
い
︒
よ
っ
て
中
組
は
非
犬
神
筋
で
構
成
さ
れ
た
も
の

と
言
え
る
︒
下
組
は
総
戸
数
三
十
五
戸
の
内
︑
犬
神
筋
は
十
三
戸
で
犬
神

筋
と
非
犬
神
筋
が
混
在
し
て
い
る
︒
吉
田
ら
は
こ
の
様
に
三
つ
の
タ
イ
プ

に
分
離
し
た
理
由
と
し
て
組
自
体
が
部
落
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
事
を
挙

げ
た
︒
そ
し
て
︑
谷
ノ
木
部
落
で
は
部
落
レ
ベ
ル
と
組
レ
ベ
ル
の
共
同
体

組
織
の
二
重
構
造
が
存
在
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒

｢組
﹂
組
織
の
社
会
経
済
的
関
係
を
見
る
と
︑
犬
神
筋
の
家
は
戦
後
の

農
地
改
革
以
前
は
小
作
階
層
に
属
し
て
お
り
︑
中
組
は
地
主
階
層
で
あ
っ

た
の
で
︑
犬
神
筋
の
人
達
は
非
犬
神
筋
の
家
に
従
属
し
て
い
た
と
さ
れ
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る
︒
つ
ま
り
︑
谷
ノ
木
で
は
犬
神
筋
は
経
済
的
弱
者
と
し
て
蔑
ま
れ
て
い

た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
戦
後
の
農
地
改
革
以
降
は
犬
神
筋
の
家
も
土
地

を
手
に
入
れ
︑
現
在
で
は
中
組
を
経
済
的
に
凌
駕
す
る
様
に
な
っ
た
︒
一

方
︑
中
組
は
﹁
自
分
達
は
犬
神
筋
で
は
な
い
﹂
と
血
統
の
良
さ
を
誇
り
︑

犬
神
筋
に
対
す
る
優
位
性
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
︒
こ
う
し
た
対
立
意
識

が
両
組
の
統
合
を
強
め
た
と
す
る
面
も
あ
る
︒

谷
ノ
木
の
社
会
階
層
は
犬
神
筋
︱
小
作
農
︑
非
犬
神
筋
︱
地
主
と
す

る
家
筋
の
区
分
と
社
会
経
済
的
階
層
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
た
支
配
従
属
関

係
が
特
徴
と
言
え
る
︒
そ
の
た
め
農
地
改
革
に
よ
っ
て
地
主
︱
小
作
農

の
社
会
経
済
的
階
層
関
係
が
崩
壊
し
て
も
非
犬
神
筋
︱
犬
神
筋
の
関
係

が
現
在
の
谷
ノ
木
に
お
い
て
も
影
響
を
残
し
て
い
る
と
し
て
い
る
︒

吉
田
ら
は
谷
ノ
木
に
残
る
犬
神
に
関
す
る
説
話
も
調
査
し
て
お
り
︑
そ

の
中
に
次
の
様
な
話
を
紹
介
し
て
い
る
︒
犬
神
筋
の
人
達
は
周
囲
と
異
な

る
神
を
信
仰
し
て
お
り
︑
こ
れ
が
イ
ヌ
ガ
ミ
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た

と
す
る
説
で
あ
る
︒
こ
の
地
方
で
は
贋
を
イ
ヌ
と
言
い
︑
犬
神
筋
の
祀
る

神
は
贋
の
神
︑
即
ち
イ
ヌ
ガ
ミ
と
な
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
話
で
非
犬
神
筋

が
ホ
ン
ガ
ミ
と
呼
ば
れ
て
い
る
事
か
ら
︑
吉
田
ら
は
信
仰
対
象
の
相
違
を

示
す
も
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
︒

こ
こ
ま
で
犬
神
に
関
す
る
主
な
調
査
研
究
及
び
考
察
を
取
り
上
げ
て
き

た
が
︑
彼
ら
の
犬
神
論
は
概
ね
同
じ
結
論
に
到
る
面
も
あ
れ
ば
異
な
る
点

も
あ
る
事
が
わ
か
る
︒
例
え
ば
犬
神
祭
祀
に
つ
い
て
そ
の
主
体
を
担
っ
て

い
る
の
が
女
と
す
る
点
で
柳
田
︑
石
塚
は
共
通
し
て
い
る
が
︑
犬
神
に
憑

い
て
柳
田
は
個
人
の
神
︑
石
塚
は
家
の
守
護
神
と
反
す
る
主
張
を
し
て
お

り
︑
小
松
は
ど
ち
ら
の
面
も
持
つ
神
と
し
て
い
る
︒

犬
神
筋
の
発
生
に
つ
い
て
は
信
仰
を
失
っ
た
民
間
宗
教
者
と
す
る
柳
田

と
︑
他
所
者
に
対
す
る
攻
撃
と
す
る
速
水
の
説
が
あ
る
︒
石
塚
の
調
査
で

は
多
数
地
域
で
は
速
水
説
の
根
拠
と
な
り
え
る
調
査
結
果
が
︑
少
数
地
域

で
は
柳
田
説
に
み
ら
れ
る
民
間
宗
教
的
側
面
が
窺
え
る
︒
ま
た
︑
多
数
地

域
の
犬
神
筋
は
経
済
的
優
位
性
を
必
ず
し
も
持
っ
て
い
な
い
事
が
わ
か

り
︑
こ
の
点
は
吉
田
ら
の
調
査
で
も
同
様
の
結
果
が
出
て
い
る
︒

こ
の
様
に
彼
ら
の
犬
神
研
究
は
異
な
る
点
は
あ
る
も
の
の
互
い
の
犬
神

像
を
補
完
し
合
っ
て
い
る
様
に
も
思
わ
れ
る
︒
そ
の
為
︑
犬
神
に
つ
い
て

共
通
し
て
い
る
部
分
は
そ
こ
か
ら
発
展
さ
せ
︑
異
な
る
部
分
は
そ
の
理
由

を
探
求
し
て
い
く
事
が
重
要
で
あ
る
だ
ろ
う
︒

第
三
章

犬
神
と
蠱
毒

犬
神
の
実
態
を
解
明
す
る
上
で
避
け
て
通
れ
な
い
も
の
に
中
国
の
﹁
蠱

毒
﹂
が
あ
る
︒
速
水
や
石
塚
の
様
に
憑
物
の
発
生
は
古
代
の
信
仰
に
中
国

蠱
道
が
影
響
を
与
え
て
成
立
し
た
と
す
る
説
は
現
在
で
も
主
流
で
あ
る
︒

特
に
犬
神
は
干
寶
著
﹃
捜
神
記
﹄
の
﹁
犬
蠱
﹂
と
同
一
︑
あ
る
い
は
類
似

犬
神
に
関
す
る
一
考
察
︵
戸
川
︶
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し
た
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
︒
そ
の
根
拠
は
江
戸
期
に
書
き
残
さ
れ

て
き
た
犬
神
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
文
献
資
料
で
あ
る
︒﹃
牛
山
活
套
﹄

や
﹃
倭
訓
栞
﹄
︑
﹃
大
祓
詞
後
釈
﹄
等
数
多
く
の
文
献
が
犬
神
の
背
景
に
蠱

毒
・
犬
蠱
の
影
響
が
あ
る
事
を
示
唆
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
本
章
で
は
こ
れ

ま
で
見
て
き
た
犬
神
に
関
す
る
情
報
を
基
に
犬
神
と
蠱
毒
・
犬
蠱
を
比
較

し
︑
川
野
明
正
の
論
文
﹁
中
国
南
部
の
︿
蠱
毒
﹀
と
日
本
の
︿
憑
き
も
の
﹀﹂

を
参
照
に
し
な
が
ら
犬
神
の
起
源
が
中
国
蠱
毒
で
あ
る
と
言
え
る
か
改
め

て
考
察
す
る
事
を
目
的
と
す
る
︒

第
一
節

蠱
毒
・
犬
蠱
の
性
質

犬
蠱
と
は
﹃
捜
神
記
﹄
に
記
さ
れ
て
い
る
蠱
毒
の
一
種
で
あ
り
︑
そ
の

内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
︵
�
︶

︒

犬
蠱

瀋
陽
趙
壽
有
二

犬
蠱
一︑
有
二

陳
岑
詣
阿

壽
︑
忽
有
二

大
黄
犬
六
七
一︑
羣
出
吠
レ

岑
︒
後
余
伯
婦
與
二

壽
婦
一

食
︑
吐
レ

血
幾
死
︑
屑
二

桔
梗
一

以
飲
レ

之
︑
乃
愈
︒

犬
蠱
の
性
質
と
し
て
特
徴
的
な
も
の
は
口
に
す
る
と
死
に
到
る
と
い
う

点
で
あ
る
︒
だ
が
こ
う
し
た
点
は
蠱
毒
一
般
に
見
ら
れ
る
も
の
で
︑
犬
蠱

特
有
の
特
徴
は
無
い
と
言
え
る
︒
そ
こ
で
比
較
対
象
を
蠱
毒
全
体
に
移
し

た
い
︒

蠱
毒
は
﹃
隋
書
﹄﹁
地
理
志
下
﹂
に
そ
の
詳
細
が
書
か
れ
て
い
る
︒
そ

こ
か
ら
判
明
す
る
蠱
毒
の
特
徴
は
次
の
五
つ
で
あ
る
︵
ⅹⅴ
︶

︒

①
異
な
る
種
類
の
生
物
を
一
ケ
所
に
集
め
て
互
い
に
喰
わ
せ
合
い
︑
生

き
残
っ
た
生
物
で
蠱
の
種
類
が
決
ま
る
︒

②
狙
っ
た
人
に
蠱
を
食
べ
さ
せ
る
と
体
の
五
臓
が
食
い
尽
く
さ
れ
て
死

に
到
る
︒

③
相
手
が
死
ぬ
と
︑
そ
の
家
の
財
産
を
蠱
主
の
家
に
移
す
︒

④
蠱
術
を
一
定
期
間
行
わ
な
い
と
蠱
は
蠱
主
に
害
を
与
え
︑
一
族
の
中

で
継
承
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
の
家
の
女
が
嫁
い
で
も
一
緒
に
附

い
て
く
る
︒

⑤
主
を
失
っ
た
蠱
は
野
を
漂
い
︑
こ
れ
に
当
た
っ
た
人
は
死
ぬ
︒

こ
の
中
で
注
目
す
べ
き
点
は
①
︑
③
︑
④
で
あ
る
︒

①
は
蠱
毒
の
製
造
法
で
あ
り
︑
こ
れ
は
﹁
蠱
﹂
の
漢
字
の
由
来
で
も
あ

る
︒
そ
の
為
︑
蠱
は
①
に
示
し
た
方
法
で
製
造
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
︒
③
は
蠱
の
使
用
目
的
で
あ
り
︑
そ
れ
は
財
産
を
奪
う
事

で
あ
っ
た
事
が
わ
か
る
︒
相
手
を
殺
す
の
は
あ
く
ま
で
過
程
で
あ
り
︑
主

目
的
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
︒
④
は
蠱
家
に
つ
い
て
で
あ
り
︑
蠱
が
必

ず
し
も
蠱
主
に
と
っ
て
有
益
な
存
在
で
な
い
事
︑
蠱
が
一
族
に
継
承
さ
れ

る
事
が
わ
か
る
︒

蠱
の
特
徴
と
し
て
こ
こ
に
挙
げ
た
も
の
は
中
国
で
は
広
く
信
じ
ら
れ
て
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お
り
︑
こ
の
特
徴
を
持
つ
蠱
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
二
節

川
野
明
正
の
論
説

川
野
は
︑
蠱
毒
と
日
本
の
憑
物
に
共
通
点
が
あ
る
と
し
︑
こ
れ
ら
の
比

較
研
究
を
行
っ
て
い
る
︵
ⅹⅵ
︶

︒
そ
の
中
に
は
犬
神
と
蠱
毒
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る
︒

始
め
に
川
野
は
双
方
の
製
造
法
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
り
︑
本
居
内
遠

著
﹃
賤
者
考
﹄
に
あ
る
﹁
猛
く
す
ぐ
れ
た
る
犬
を
多
く
嚙
合
せ
て
こ

と
〴
〵
く
他
を
嚙
殺
し
て
殘
れ
る
一
匹
の
犬
﹂
︵
ⅹⅶ
︶

を
犬
神
製
造
儀
礼
に
使
う

犬
と
し
た
と
す
る
記
述
を
前
節
に
紹
介
し
た
蠱
毒
の
特
徴
①
に
類
似
す
る

も
の
だ
と
し
た
︒

ま
た
︑
金
鉷
の
﹃
広
西
通
志
﹄
に
残
さ
れ
て
い
る
蠱
毒
禁
止
の
触
書
﹁
厳

査
養
蠱
以
除
民
患
示
﹂
の
一
文
﹁
藏
畜
日
久
更
有
滋
生
︑
蠱
仔
遺
・
漸
繁

爲
害
日
衆
﹂
を
引
用
し
て
蠱
の
増
殖
性
を
示
し
︑
こ
れ
を
山
崎
里
雨
が
報

告
し
た
﹁
七
十
五
匹
を
以
つ
て
一
眷
属
と
す
る
﹂
と
い
う
犬
神
の
性
質
に

近
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
川
野
は
こ
の
性
質
を
共
に
富
の
繁
殖
性

に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
り
︑
蠱
と
犬
神
の
増
殖
性
は
軌
を
一
に
す
る
民
俗

概
念
だ
と
し
て
い
る
︒

更
に
蠱
が
女
系
に
伝
わ
り
︑
婚
姻
を
通
じ
て
蠱
家
が
増
え
る
事
も
犬
神

筋
に
多
く
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
り
︑
こ
の
点
も
犬
神
が
蠱
毒
の
影
響
に

あ
っ
た
と
す
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
い
る
︒

こ
う
し
た
多
く
の
共
通
点
と
蠱
毒
伝
承
が
残
る
中
国
沿
岸
部
と
憑
物
信

仰
が
多
く
残
る
西
日
本
の
近
さ
と
い
う
地
理
的
要
因
か
ら
川
野
は
︑
憑
物

は
蠱
毒
と
密
接
な
関
係
を
持
ち
︑
強
く
影
響
を
受
け
た
存
在
だ
と
結
論
付

け
て
い
る
︒

第
三
節

川
野
説
の
問
題
点

先
の
川
野
説
に
こ
れ
ま
で
得
た
犬
神
の
情
報
を
当
て
嵌
め
て
み
る
と
幾

つ
か
の
問
題
点
が
出
て
く
る
︒
そ
こ
で
本
節
で
は
こ
れ
ら
問
題
点
を
挙
げ

て
い
き
︑
今
一
度
犬
神
と
蠱
毒
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
︒

川
野
説
の
問
題
点
と
し
て
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
川
野
自
身
の
憑
物

を
包
括
的
に
捉
え
て
認
識
し
て
い
る
点
で
あ
り
﹁
憑
物
の
個
別
性
﹂
を
無

視
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
︒

第
二
に
両
者
の
製
造
法
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
川
野
は
犬
神
と
蠱
毒

の
共
通
点
に
製
造
法
を
挙
げ
て
お
り
︑
そ
の
理
由
と
し
て
﹃
賤
者
考
﹄
の

一
文
を
紹
介
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
が
事
実
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
か
が
曖

昧
な
点
で
あ
る
︒
曖
昧
な
理
由
と
し
て
は
﹁
猛
く
す
ぐ
れ
た
る
⁝
⁝
﹂
と

す
る
過
程
が
他
の
文
献
資
料
に
一
切
記
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
近
代
以
降
の
調

査
研
究
で
も
全
く
見
当
た
ら
な
い
事
が
あ
る
︒
本
来
︑
こ
の
過
程
は
祭
祀

に
使
う
犬
を
選
出
す
る
重
要
な
も
の
で
あ
り
︑
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
と

す
る
な
ら
ば
何
ら
か
の
痕
跡
が
他
の
資
料
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
は
ず
で

あ
る
︒
だ
が
実
際
に
は
そ
う
し
た
資
料
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
の

犬
神
に
関
す
る
一
考
察
︵
戸
川
︶
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為
︑
こ
の
過
程
は
実
際
に
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
見
た
方
が
自
然
で

あ
る
︒
よ
っ
て
﹃
賤
者
考
﹄
を
根
拠
と
す
る
犬
神
と
蠱
毒
の
共
通
点
は
信

用
性
が
低
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

第
三
に
川
野
は
蠱
の
持
つ
富
の
増
殖
性
を
犬
神
の
蓄
財
型
の
性
質
に
共

通
す
る
も
の
と
し
て
い
る
が
︑
犬
神
の
場
合
︑
蓄
財
型
は
一
部
の
地
域
に

見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
り
︑
江
戸
期
の
文
献
資
料
に
も
見
当
た
ら
な
い
事
か

ら
近
世
以
降
に
登
場
し
た
経
済
格
差
に
起
因
す
る
後
発
の
犬
神
筋
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
為
︑
蠱
毒
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
問
題
が
犬
神
に
蠱
毒
が
影
響
を
与
え
た
︑
あ
る
い
は
犬
神
の

起
源
そ
の
も
の
と
す
る
説
が
抱
え
る
問
題
で
あ
る
︒
確
か
に
婚
姻
を
通
し

た
伝
播
や
︑
家
で
継
承
さ
れ
る
と
い
っ
た
性
質
は
共
通
す
る
も
の
で
あ
る

が
︑
こ
れ
ら
は
他
の
憑
物
に
も
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
り
︑
犬
神
と
蠱
毒
を

関
連
付
け
る
に
は
弱
い
︒
よ
っ
て
犬
神
と
蠱
毒
は
同
一
の
存
在
で
は
無

く
︑
ま
た
︑
影
響
に
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

総
括

犬
神
の
歴
史
的
経
緯

本
稿
で
は
犬
神
の
歴
史
的
経
緯
を
辿
る
為
︑
近
代
以
降
の
犬
神
に
関
す

る
情
報
を
収
集
し
︑
考
察
し
て
き
た
︒
次
に
ま
と
め
た
も
の
は
そ
の
結
果

で
あ
る
︒

①
犬
神
の
性
質
は
当
初
は
悪
霊
型
で
あ
り
︑
蓄
財
型
は
近
世
以
降
の
経

済
格
差
に
よ
っ
て
発
生
し
た
別
筋
の
犬
神
と
考
え
ら
れ
る
︒
速
水
や

石
塚
の
説
明
す
る
様
に
︑
犬
神
筋
は
経
済
格
差
を
起
因
と
す
る
発
生

の
条
件
に
一
致
し
な
い
地
域
に
も
存
在
す
る
︒
そ
こ
で
他
所
者
に
対

す
る
﹁
疎
外
の
理
論
﹂
を
用
い
る
事
で
解
決
を
目
指
し
た
が
︑
こ
の

理
論
の
み
で
は
蓄
財
型
性
質
の
発
生
を
説
明
す
る
事
が
難
し
い
︒

よ
っ
て
︑
こ
れ
は
経
済
格
差
に
よ
る
発
生
条
件
に
一
致
す
る
地
域
で

は
蓄
財
型
の
犬
神
が
そ
の
地
域
に
先
行
し
て
存
在
す
る
犬
神
の
名
を

借
り
て
誕
生
し
た
本
来
の
犬
神
筋
と
は
別
物
の
存
在
で
は
な
い
か
と

推
測
で
き
る
︒
蓄
財
型
性
質
の
分
布
範
囲
の
狭
さ
も
資
料
の
少
な
さ

も
こ
う
し
た
点
が
原
因
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑﹁
疎
外

の
理
論
﹂
で
発
生
し
た
犬
神
筋
は
石
塚
の
示
す
通
り
祭
祀
者
が
不
明

と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
犬
神
筋
認
定
が
警
戒
心
・
畏
怖
心
か
ら
の

排
斥
行
動
が
主
目
的
と
な
っ
て
お
り
︑
犬
神
は
排
斥
行
為
の
名
分
に

過
ぎ
な
か
っ
た
為
で
あ
ろ
う
︒
不
明
型
の
経
緯
を
持
つ
犬
神
筋
は
こ

う
し
た
﹁
疎
外
の
理
論
﹂
の
排
斥
行
為
に
よ
っ
て
発
生
し
た
と
考
え

ら
れ
る
︒
こ
の
不
明
型
よ
り
古
型
と
さ
れ
る
の
が
家
の
女
を
祭
祀
者

と
す
る
犬
神
筋
で
あ
り
︑
女
の
妬
み
嫉
み
と
い
っ
た
感
情
が
悪
霊
型

犬
神
が
他
者
に
害
を
与
え
る
時
の
誘
因
と
な
る
点
か
ら
悪
霊
型
犬
神

が
原
型
に
近
い
存
在
と
言
え
る
の
で
あ
る
︒

②
犬
神
筋
に
到
る
経
緯
の
内
︑
祭
祀
型
と
憑
依
型
は
元
は
一
つ
の
犬
神
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信
仰
か
ら
分
派
し
て
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
両
者

の
分
岐
点
は
﹁
儀
礼
が
残
さ
れ
て
い
る
か
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
儀
礼
の

一
つ
が
犬
神
製
造
法
で
あ
る
︒
こ
れ
を
残
す
家
が
祭
祀
型
と
な
り
︑

儀
礼
を
失
っ
た
地
域
に
住
む
犬
神
信
仰
の
家
が
憑
依
型
と
し
て
そ
れ

ぞ
れ
発
生
し
た
の
で
あ
る
︒
彼
ら
が
犬
神
を
信
仰
し
て
い
た
こ
と

は
︑
両
者
に
見
ら
れ
る
犬
神
＝
守
護
神
的
存
在
と
考
え
る
点
か
ら
も

推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

③
犬
神
は
婚
姻
を
通
し
て
周
囲
に
伝
播
し
て
い
く
と
さ
れ
て
お
り
︑
こ

の
性
質
か
ら
犬
神
筋
は
共
同
体
内
か
ら
婚
姻
忌
避
を
さ
れ
て
き
た
︒

こ
の
性
質
は
中
国
の
蠱
毒
伝
承
と
類
似
す
る
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
点

か
ら
犬
神
は
蠱
毒
の
影
響
に
よ
り
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た

が
︑
犬
神
と
蠱
毒
は
性
質
・
製
造
法
・
術
を
行
う
目
的
が
異
な
る
為
︑

犬
神
と
中
国
蠱
毒
を
関
連
付
け
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
︒
ま

た
︑
犬
神
＝
中
国
蠱
毒
の
根
拠
と
さ
れ
る
江
戸
期
に
書
き
記
さ
れ
た

文
献
資
料
に
関
し
て
は
当
時
漢
籍
が
広
く
読
ま
れ
て
い
た
中
で
そ
の

多
く
が
双
方
を
関
連
付
け
る
根
拠
が
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題

点
が
あ
り
︑
こ
の
説
は
江
戸
期
に
誕
生
し
た
仮
説
の
一
つ
に
過
ぎ
な

い
と
言
え
る
︒

今
回
︑
本
稿
で
は
犬
神
が
中
国
蠱
毒
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
は
無
い

と
い
っ
た
結
論
に
到
っ
た
︒
で
あ
る
な
ら
ば
近
世
以
前
の
犬
神
は
一
体
ど

の
様
な
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
あ
く
ま
で
推
測
に
過
ぎ
な
い

が
︑
そ
の
答
え
は
犬
神
筋
と
非
犬
神
筋
の
犬
神
に
対
す
る
認
識
の
違
い
か

ら
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
︒
犬
神
筋
の
人
か
ら
犬
神
は
守
護
神
的
な
性
格

を
持
ち
信
仰
を
集
め
て
い
た
事
に
対
し
︑
非
犬
神
筋
か
ら
見
た
犬
神
は
忌

避
す
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
吉
田
ら
が
示
し
た
信
仰
対
象
の

相
違
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
本
居
宣
長
﹃
大
祓
詞
後

釈
﹄
に
は
蠱
物
爲
罪
の
項
に
犬
神
製
造
祭
祀
を
紹
介
し
て
お
り
︑
呪
術
を

行
う
こ
と
が
神
道
に
と
っ
て
国
津
罪
︑
即
ち
﹁
國
人
ど
も
の
犯
し
た
る
罪
﹂

で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
︒
こ
れ
が
一
体
何
を
意
味
す
る
こ
と
な
の
か
︒

今
後
の
犬
神
研
究
に
は
神
道
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
探
求
し
て
い
く

事
も
必
要
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
︒

註
︵
ⅰ
︶
酒
井
孝
宏
﹁
現
在
ま
で
の
憑
き
も
の
研
究
と
そ
の
問
題
点
︲
憑
き

も
の
研
究
の
新
た
な
る
視
座
獲
得
に
向
け
て
﹂﹃
早
稲
田
大
学
大
学

院
文
学
研
究
科
紀
要
・
第
四
分
冊
﹄︵
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研

究
科
︑
平
成
二
十
六
年
︶

︵
ⅱ
︶
鈴
木
道
大
﹁
熊
本
県
人
吉
市
﹂
谷
川
健
一
編
﹃
日
本
民
俗
文
化
資

料
集
成

第
七
巻

憑
き
も
の
﹄︵
三
一
書
房
︑
平
成
二
年
︶

︵
ⅲ
︶
佐
光
白
峯
﹁
讃
岐
の
犬
神
の
話
﹂﹃
民
族
と
歴
史

第
八
巻
一
号

憑
物
研
究
號
﹄︵
日
本
學
術
普
及
會
︑
大
正
十
一
年
︶

犬
神
に
関
す
る
一
考
察
︵
戸
川
︶
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︵
ⅳ
︶
一
宮
左
内
﹁
大
分
縣
の
犬
神
﹂﹃
民
間
伝
承
﹄
十
五
巻
二
号
︵
日

本
民
俗
学
会
︑
昭
和
二
十
六
年
︶

︵
ⅴ
︶
土
井
曉
風
﹁
肥
後
の
犬
神
﹂﹃
郷
土
研
究
﹄
第
二
巻
第
六
号
︵
大

正
三
年
︶

︵
ⅵ
︶
濱
田
重
道
﹁
土
佐
の
犬
神
筋
﹂﹃
民
族
と
歴
史

第
八
巻
一
号

憑
物
研
究
號
﹄
︵
日
本
學
術
普
及
會
︑
大
正
十
一
年
︶

︵
ⅶ
︶
細
川
敏
太
郎
﹁
諸
國
憑
物
問
狀
答
﹂
所
収
﹁
香
川
縣
三
豐
郡
の
一

例
﹂
﹃
民
間
伝
承
﹄
第
一
四
巻
四
・
五
号
︵
日
本
民
俗
学
会
︑
昭
和

二
五
年
︶

︵
ⅷ
︶
杉
本
尚
雄
﹁
諸
國
憑
物
問
狀
答
﹂
所
収
﹁
九
州
地
方
の
犬
神
例
﹂

﹃
民
間
伝
承
﹄
第
四
巻
十
四
・
十
五
号
︵
日
本
民
俗
学
会
︑
昭
和

二
十
五
年
︶

︵
ⅸ
︶
柳
田
國
男
﹁
巫
女
考
﹂﹃
定
本

柳
田
國
男
全
集
﹄
第
九
巻
︵
筑

摩
書
房
︑
昭
和
四
十
四
年
︶
256

−

269
頁

︵
ⅹ
︶
速
水
保
孝
﹁
狐
持
ち
研
究
へ
の
疑
問
﹂
谷
川
健
一
編
﹃
日
本
民
俗

文
化
資
料
集
成

第
七
巻

憑
き
も
の
﹄︵
三
一
書
房
︑
平
成
二
年
︶

︵
ⅺ
︶
小
松
和
彦
﹃
憑
霊
信
仰
論

妖
怪
研
究
へ
の
試
み
﹄︵
講
談
社
︑

平
成
六
年
︶
157

−

168
頁

︵
ⅻ
︶
石
塚
尊
俊
﹁
憑
物
筋
の
膨
張
と
そ
れ
以
前
︱
大
分
県
海
辺
地
方

憑
物
調
査
報
告
︱
﹂﹃
日
本
民
俗
学
﹄
第
四
巻
第
一
号
︵
日
本
民
俗

学
会
︑
昭
和
三
十
二
年
︶

︵

︶
吉
田
禎
吾
・
綾
部
恒
雄
﹁
四
国
・
谷
ノ
木
部
落
に
お
け
る
俗
信
と

社
会
構
造
﹂﹃
九
州
大
学
比
較
教
育
文
化
研
究
施
設
紀
要

十
八
﹄

︵
九
州
大
学
教
育
学
部
附
属
比
較
教
育
文
化
研
究
施
設
︑
昭
和

四
十
二
年
︶

︵
�
︶
干
寶
﹃
捜
神
記
﹄︵
中
華
書
局
︑
一
九
七
九
年
︶
157

−

158
頁

︵
�
︶
魏
徴
等
﹃
隋
書
﹄
第
三
巻

志
(中
華
書
局
︑
一
九
七
三
年
)886

−

887
頁

︵
ⅹⅵ
︶
川
野
明
正
﹁
中
国
南
部
の
︿
蠱
毒
﹀
と
日
本
の
︿
憑
き
も
の
﹀

︱
日
韓
中
の
霊
物
信
仰
に
み
る
特
定
家
庭
盛
衰
の
伝
承
(３
)
︱
﹂

﹃
人
文
学
報
﹄
三
八
八
号
︵
首
都
大
学
東
京
都
市
教
養
学
部
人
文
・

社
会
系
︑
平
成
十
九
年
︶

︵
ⅹⅶ
︶
本
居
内
遠
﹁
賤
者
考
﹂
谷
川
健
一
編
﹃
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
﹄

第
十
四
巻

部
落
︵
三
一
書
房
︑
昭
和
四
十
六
年
︶

︵
と
が
わ

こ
う
き
・

平
成
二
十
六
年
度
皇
學
館
大
学
文
学
部
神
道
学
科
卒
業
生
︶

︻
編
輯
委
員
会
付
記
︼
本
論
文
は
︑
平
成
二
十
六
年
度
皇
學
館
大
學
人
文

學
會
奨
励
賞
受
賞
論
文
で
あ
る
︒
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