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竜
火
と
同
源
も
し
く
は
そ
れ
よ
り
出
た
名
」（
二
・
一
九
六
）
だ
と
論
駁
し
、

つ
い
で
山
燈
・
天
燈
・
神
燈
・
仙
燈
・
文
殊
燈
・
聖
燈
・
菩
薩
燈
と
い
っ
た

類
似
現
象
を
列
挙
す
る
。
そ
し
て
、「
こ
れ
ら
の
火
光
は
こ
と
ご
と
く
一
類
の

も
の
で
な
く
、
原
因
種
々
あ
る
べ
き
も
、
概
し
て
言
え
ば
西
洋
で
エ
ル
モ
尊
者

の
火
と
称
え
る
も
の
を
指
す
の
だ
ろ
う
」（
二
・
二
〇
四
）
と
続
け
て
い
る
。

悪
天
候
の
折
に
、
船
の
マ
ス
ト
の
先
端
が
発
光
す
る
現
象
は
、
船
乗
り
の
守
護

聖
人
で
あ
る
聖
エ
ル
モ
に
由
来
し
、
尖
っ
た
物
体
の
先
端
で
静
電
気
が
発
生

し
た
結
果
、
青
白
い
光
に
見
え
る
と
い
う
自
然
現
象
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

熊
楠
は
「
こ
れ
を
最
も
多
く
見
る
は
冬
月
風
雪
中
お
よ
び
そ
の
後
、
ま
た
迅
雷

中
に
も
し
ば
し
ば
生
ず
」（
二
・
二
〇
四
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

「
龍
燈
」は「
尾
芝
君
が
想
う
ほ
ど
の
人
間
界
の
不
思
議
な
ど
で
は
決
し
て
な
い
」

（
二
・
二
一
五
）
も
の
で
あ
り
、
最
初
は
自
然
現
象
の
誤
認
で
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
が
、「
種
々
の
秘
計
も
て
人
為
の
龍
燈
を
点
ず
る
」（
二
・
二
一
五
）
よ
う

に
な
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
熊
楠
は
そ
の
傍
証
と
し
て
、
風
雨
の
際
な
ど
に

小
さ
な
火
で
も
大
き
く
見
え
る
と
い
う
古
老
か
ら
の
聞
き
書
き
や
、
自
ら
の

体
験
を
ひ
い
て
い
る
（
二
・
二
〇
五
～
二
〇
六
）。
ま
た
、
ゴ
イ
サ
ギ
・
ミ
ド

サ
ギ
・
ジ
ョ
ロ
ウ
グ
モ
と
い
っ
た
闇
夜
に
光
る
生
物
が
以
前
に
は
多
く
見
ら
れ
、

か
つ
発
光
す
る
季
節
も
決
ま
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
当そ

の

夜よ

を
待
ち
設
け
て

眺
め
て
そ
の
霊
異
を
讃
嘆
し
、
種
々
の
迷
信
を
付
会
し
た
の
が
竜
燈
崇
拝
の

起
こ
り
だ
ろ
う
」（
二
・
二
一
四
）
と
喝
破
す
る
。

　

山
人
を
猿
の
誤
認
と
考
え
、
竜
灯
（
龍
燈
）
に
つ
い
て
は
、
悪
天
候
時
の

放
電
現
象
か
ら
、
そ
れ
を
元
に
し
た
人
間
の
作
為
だ
と
解
明
す
る
熊
楠
。
こ
こ

か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
た
し
か
に
「
科
学
す
る
眼
」
だ
と
言
え
よ
う
⑻
。
け
れ

ど
も
そ
れ
は
、「
山
人
の
正
体
は
猿
だ
」
と
か
「
竜
灯
は
自
然
現
象
も
し
く
は

人
為
現
象
だ
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
あ
る
Ｘ
の
事
象
の
「
正
体
」
が
Ｙ
だ

と
い
う
と
き
、
未
知
の
現
象
に
既
知
の
事
象
を
当
て
は
め
、
後
者
に
対
す
る

錯
覚
と
し
て
前
者
が
実
は
成
立
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

熊
楠
の
趣
意
は
そ
う
で
は
な
く
、「
Ｘ
」
も
「
Ｙ
」
も
実
在
し
て
い
る
が
、
取
り

違
え
ら
れ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
一
義
的
に
真
実
を
規
定

す
る
よ
う
な「
正
体
探
し
」で
は
な
く
、
現
象
の
複
雑
な
様
相
を
、
複
雑
な
ま
ま

に
掬
い
と
ろ
う
と
す
る
態
度
が
作
動
し
て
い
る
。
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

二
〇
一
三
年
に
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
『
妖
怪
ウ
ォ
ッ
チ
』
が
発
売
さ
れ
た
こ
と
も

一
つ
の
契
機
に
は
な
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
二
〇
一
五
年
以
降
の
妖
怪
研
究
は

隆
盛
し
て
い
る
。
関
連
の
論
集
や
事
典
の
刊
行
は
相
次
い
で
い
る
が
、
注
目

す
べ
き
な
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
の
前
提
を
問
う
よ
う
な
、
い
わ
ば
哲
学

と
交
錯
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
現
れ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
⑼
。
従
来
の
民
俗

学
的
・
人
類
学
的
な
妖
怪
研
究
に
お
い
て
は
、
研
究
者
の
前
提
と
し
て
妖
怪
の

非
実
在
性
と
超
自
然
性
が
据
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
研
究
者
た
ち
が

調
査
対
象
と
す
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
や
文
字
記
録
の
伝
承
と
は
前
提
が
す
れ

違
う
場
合
が
あ
る
。
こ
の
と
き
に
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
研
究
者
が
主
に
無

自
覚
に
依
拠
し
て
い
る
自
然
／
文
化
の
切
り
分
け
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く

実
在
／
非
実
在
の
区
分
で
あ
る
⑽
。
存
在
論
的
転
回
と
呼
ば
れ
る
現
代
の
文
化

人
類
学
は
、
こ
う
し
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
問
い
に
付
し
、「
他
者
を
真
剣
に

受
け
取
る
」
を
合
言
葉
に
、
怪
異
・
妖
怪
・
精
霊
と
い
っ
た
現
象
の
意
味
を

問
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
⑾
。
熊
楠
も
ま
た
、
柳
田
宛
の
書
簡
に
お
い
て
、

「
小
生
は
、
民
俗
と
か
神
誌
と
か
い
う
も
の
は
仮
想
や
詩
想
や
寓
意
に
出
で
し

も
の
に
あ
ら
ず
。
そ
の
当
時
の
人
の
理
想
や
実
験
説
を
の
べ
た
も
の
」
⑿
で

あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
こ
こ
に
は
、
自
然
科
学
的
認
識
を
持
た
な
か
っ
た
昔
の

人
々
を
未
熟
だ
と
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、「
他
者
を
真
剣
に
受
け

取
る
」
態
度
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
代
の
人
類
学
的
知
見
を
補
助

線
と
し
て
、
さ
ら
に
熊
楠
の
妖
怪
観
に
立
ち
入
っ
て
み
よ
う
。 

 
 

 「
竜
燈
」
談
義
よ
り

　
「
事
物
心
一
切
至
極
の
と
こ
ろ
を
見
ん
に
は
、
そ
の
至
極
の
と
こ
ろ
に
直じ

き

入
に
ゅ
う

す
る
の
他
な
し
」（
七
・
四
五
五
）⑴
。

　

民
俗
学
、
人
類
学
、
博
物
学
、
粘
菌
研
究
な
ど
、
幅
広
い
知
的
活
動
で
知
ら

れ
る
南
方
熊
楠（
一
八
六
七
～
一
九
四
一
）に
お
け
る
思
考
の
秘
密
に
触
れ
よ
う

と
試
み
る
と
き
、
こ
の
親
し
い
友
人
に
熊
楠
自
ら
が
与
え
た
示
唆
は
、
そ
の

妖
怪
研
究
の
特
質
に
つ
い
て
考
え
る
上
に
お
い
て
も
、
大
き
な
手
が
か
り
と

な
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
柳
田
國
男（
一
八
七
五
～
一
九
六
二
）と
の

交
流
を
想
起
し
て
み
よ
う
。山
中
に
棲
む
と
さ
れ
て
い
る
人
型
の
妖
怪
「
山
人
」

に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
て
い
た
柳
田
に
対
し
、
熊
楠
は
そ
の
持
て
る
博
覧

強
記
の
力
を
惜
し
げ
な
く
ふ
る
い
、
山
男
や
山
爺
、
ヤ
マ
コ
と
い
っ
た
事
象
に

関
す
る
伝
聞
や
文
献
資
料
を
披
瀝
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、「
山
男
の
話
は

も
と
猴
を
人
と
混
じ
て
起
こ
り
し
話
と
存
じ
候
」⑵
と
あ
っ
さ
り
書
き
つ
け
て

い
る
。「
山
人
」
は
明
治
日
本
に
お
い
て
も
山
中
に
実
在
す
る
と
考
え
て
い
た

柳
田
が
、
こ
う
し
た
熊
楠
と
の
書
簡
の
往
復
を
通
し
て
、
そ
の
よ
う
な
自
ら
の

仮
説
を
棄
却
し
、「
山
人
」
の
実
在
／
非
実
在
で
は
な
く
、
民
俗
と
し
て
伝
承

さ
れ
て
い
る
「
心
意
」
の
あ
り
か
た
に
関
心
の
焦
点
を
移
動
し
て
い
っ
た
こ
と

は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
⑶
。

　

も
う
一
つ
、
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
日
本
各
地
に
知
ら
れ
る
怪
火
と
し
て
、

「
龍
灯
」
と
い
う
現
象
が
知
ら
れ
て
い
る
。
龍
神
が
灯
す
火
と
い
う
意
味
で
、

と
り
わ
け
神
社
仏
閣
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
⑷
。
柳
田
は
大
正
四
年

（
一
九
一
五
）に
自
ら
が
主
宰
す
る
『
郷
土
研
究
』
に
お
い
て
、「
尾
芝
古
欅
」
と

い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
用
い
て
「
龍
燈
松
伝
説
」
を
掲
載
し
、
龍
燈
松
と
は
、

「
天
然
の
樹
木
を
利
用
し
た
柱
松
の
古
跡
で
あ
る
」⑸
と
い
う
解
釈
を
基
軸
と

し
て
、「
龍
燈
と
い
う
漢
語
は
、
も
と
水
辺
の
怪あ

や
し
び火

を
意
味
し
て
い
る
」⑹
と

述
べ
、
さ
ら
に
あ
る
浪
人
が
射
止
め
た
龍
燈
は
実
は
巨
大
な
鷺
で
あ
っ
た
と

い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
あ
げ
た
の
ち
に
、「
こ
れ
に
反
し
て
毎
年
特
定
の
一
夜
ま
た

は
数
夜
、
特
定
の
木
の
上
に
来
て
懸か

か

る
と
い
う
龍
燈
に
至
っ
て
は
、
す
な
わ
ち

人
間
界
の
不
思
議
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
」⑺
と
続
け
る
。こ
う
し
た
柳
田
の
立
論

に
対
し
て
、
熊
楠
は
翌
年
に
や
は
り
『
郷
土
研
究
』
に
「
龍
燈
に
つ
い
て
」
を

掲
載
し
、
柳
田
の
立
論
を
批
判
的
に
検
討
し
て
い
る
が
、
そ
の
筆
致
は
な
か

な
か
に
辛
辣
で
あ
る
。
ま
ず
、「
水
辺
の
怪
火
」
を
意
味
す
る
「
龍
燈
」
と
い
う

漢
語
は
和
漢
の
書
籍
に
見
え
ず
、「
高
空
中
に
現
ず
る
怪
火
を
龍
燈
と
い
う
は
、

MARCH 2023

Rumblings 8 Qs about New Possibilities
for NARA

EURO-NARASIA Q
NARA
NARAS
NARASIA
NARASIA NARASIA  │  STUDY

N
A
R
A
S
I
A
 
 
 
 
 
 
 

│ 
 
 
 
 
 
 S
T
U
D
Y
�

K
O
U
D
A
�Retsu

南
方
熊
楠
の
妖
怪
観�

甲
田�

烈

EU_NARASIA_Q_24.indd   30-31EU_NARASIA_Q_24.indd   30-31 2023/02/15   13:172023/02/15   13:17



33 32 ←�セクションマーカー
で設定

MARCH 2023

Rumblings 8 Qs about New Possibilities
for NARA

EURO-NARASIA Q
NARA
NARAS
NARASIA
NARASIA

蟾ひ
き
が
え
る蜍

・
蜜
蜂
な
ど
、
日
本
に
お
け
る
多
種
の
動
物
・
昆
虫
崇
拝
の
痕
跡
を
博
捜

す
る
中
で
、「
今
も
紀
州
に
予
の
ご
と
く
熊
を
名
と
す
る
者
多
く
は
、
古
熊
を

ト
テ
ム
と
せ
る
民
族
あ
り
し
や
ら
ん
」（
二
・
七
八
）
と
、
ア
イ
ヌ
の
熊
崇
拝

と
の
関
連
も
示
唆
し
な
が
ら
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、「
動
物
」

崇
拝
を
考
察
す
る
こ
の
論
考
に
「
野
槌
」
が
立
項
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

熊
楠
に
よ
れ
ば
、
紀
州
田
辺
湾
の
沿
岸
で
あ
る
堅
田
に
は
、
方
言
で
ホ
ラ
と

呼
ば
れ
る
険
し
い
谷
穴
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
ノ
ー
ヅ
ツ
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

土
地
の
伝
承
で
は
、
こ
こ
に
は
「
野
槌
」
と
い
う
蛇
が
棲
ん
で
い
た
と
い
う

の
だ
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、「
野
槌
」の
立
ち
現
れ
に
つ
い
て
は
、「
も
し
く
は

地
崩
る
る
時
、螺
類
の
化
石
露
出
す
る
に
よ
れ
る
か
。古
え
堅
田
に
、山
崩
れ
て

件く
だ
んの

谷
、
穴
を
な
す
際
、
異
様
の
爬
虫
化
石
出
で
し
よ
り
、
こ
れ
を
野
槌
蛇
と

心
得
て
件
の
譚
を
生
ぜ
し
に
や
」（
二
・
八
八
）
と
熊
楠
は
論
を
進
め
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
は
、
山
人
と
龍
燈
に
、
猿
と
放
電
現
象
を
確
認
し
て
い
く
発
想
と

同
型
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
止
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
こ
の
考
察
は
野
槌
の

語
義
に
及
ん
で
い
る
。「
ミ
ヅ
チ
は
俗
に
い
う
水
の
主ぬ

し

ま
た
蛇
の
主
、
野
槌
は

野
の
主
と
い
う
こ
と
な
る
べ
し
」（
二
・
八
九
）
と
す
る
の
だ
。
ま
た
こ
う
し
た

神
蛇
へ
の
崇
拝
に
関
し
て
は
、
一
七
〇
〇
年
代
の
イ
ン
ド
に
も
、
そ
の
国
の
王

と
と
も
に
生
死
す
る
と
い
う
「
ナ
イ
ク
・
ベ
ン
ス
」
と
い
う
類
似
の
伝
承
が

あ
る
と
い
う
。
こ
の
「
ヌ
シ
」
論
に
つ
い
て
は
次
節
に
あ
ら
た
め
て
触
れ
よ
う
。

留
意
し
て
お
い
て
よ
い
こ
と
は
、
こ
こ
で
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
と
妖
怪
出
現
の
場
所

性
が
結
び
つ
け
て
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
単
に
「
妖
怪
は
場
所
に

出
現
す
る
」
と
い
う
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
柳
田
妖
怪
論
と
異
な
る
と
こ
ろ
は

な
い
⒂
。
し
か
し
、
決
定
的
な
差
異
は
「
場
所
」
の
解
釈
と
関
連
し
て
、
諸
外
国

の
み
な
ら
ず
、
日
本
に
お
け
る
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
だ
ろ
う
。
熊
楠
に
よ
れ
ば
、「
野
槌
は
古
え
の
神
蛇
と
し
て
崇
拝
さ
れ
し

も
、
後
世
そ
の
伝
を
失
い
、
異
様
畸
形
の
蛇
を
呼
ぶ
こ
と
と
な
り
、
種
々
の

怪
談
を
生
ず
る
」（
二
・
九
〇
）
と
い
う
経
緯
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
熊
楠
の
思
考
に
沿
い
な
が
ら
、「
ツ
チ
ノ
コ
（
野
槌
）」

と
「
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
現
代
に
お
い
て
、
こ
の

両
者
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を

簡
略
に
検
討
し
て
お
こ
う
。「
ツ
チ
ノ
コ
」に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
研
究
を
も
の

し
て
い
る
伊
藤
龍
平
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
一
般
的
に
は
「
幻
の
蛇
」
の
よ
う
に

イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
が
、
民
間
伝
承
や
文
献
に
お
い
て
姿
形
は
一
定
せ
ず
、

蛇
の
よ
う
な
姿
や
、
民
具
の
槌
に
酷
似
す
る
そ
れ
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
⒃
。

伊
藤
の
考
察
に
お
い
て
興
味
深
い
現
象
と
し
て
、
東
北
の
民
俗
神
で
あ
る

「
ウ
ン
ナ
ン
サ
マ
」
は
、鰻
の
神
様
で
あ
り
、岩
手
で
は
鰻
の
こ
と
を
「
ミ
ヅ
チ
」

と
「
ツ
チ
」
を
つ
け
て
呼
ぶ
場
合
が
あ
る
こ
と
や
⒄
、
静
岡
県
浜
名
郡
新
居
町

の
二
宮
神
社
内
に
あ
る
「
短
蛇
大
明
神
」
と
い
う
、
農
夫
が
助
け
た
金
色
の

短
い
蛇
が
入
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
瓶
を
祀
る
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
⒅
。

し
か
し
、こ
れ
ら
の
事
例
は
、ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。

「
ツ
チ
ノ
コ
」
の
背
景
と
し
て
「
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
」
を
推
定
す
る
熊
楠
の
説
は

独
自
の
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

そ
れ
で
は
、「
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
」概
念
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
あ
ろ

う
か
。
ま
ず
、「
ト
ー
テ
ム
」（totem

）
と
は
、
北
米
東
部
の
ア
ル
ゴ
ン
キ
ン
系

諸
民
族
の
言
葉
が
語
源
で
あ
り
、「
父
系
氏
族（
の
成
員
）」を
示
す「
ド
デ
ム
」と

い
う
言
葉
が
、「
ト
テ
ム
」
や
「
ト
ー
テ
ム
」
と
し
て
記
録
さ
れ
た
の
が
始
ま
り

で
あ
る
。個
々
の
人
間
と
、個
体
と
し
て
の
動
物
が
一
対
一
で
対
応
し
て
お
り
、

前
者
が
後
者
に
守
護
し
て
も
ら
う
と
い
う
関
係
性
が
成
り
立
つ「
個
人
ト
ー
テ
ム
」

と
、
特
定
の
人
間
集
団
が
、
種
と
し
て
の
動
植
物
に
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う

「
集
団
ト
ー
テ
ム
」
に
こ
れ
は
分
類
さ
れ
る
⒆
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
世
紀
ま
で
の

人
類
学
を
支
配
し
て
き
た
こ
の
「
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
」
概
念
を
批
判
し
た
の
が

構
造
人
類
学
を
提
唱
し
た
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
だ
っ
た
。
彼
は
自
然
の
側
に

あ
る
動
植
物
と
、
文
化
の
側
に
あ
る
人
間
と
の
関
係
を
考
え
た
場
合
、
自
然

ツ
チ
ノ
コ
論
か
ら
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
へ

　
「
四
歳
で
重
病
の
時
、
家
人
に
負
わ
れ
て
父
に
伴
わ
れ
、
未
明
か
ら
楠
神
に

詣
っ
た
の
を
あ
り
あ
り
と
今
も
眼
前
に
見
る
。
ま
た
楠
を
見
る
ご
と
に
、
口
に

い
う
べ
か
ら
さ
る
特
殊
の
感
じ
を
発
す
る
」（
三
・
四
三
九
）。

　

大
正
九
年（
一
九
二
六
）の「
南
紀
特
有
の
人
名
」に
記
さ
れ
た
こ
の
一
節
は
、

熊
楠
の
主
体
感
覚
を
示
す
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
⒀
。

「
熊
楠
」
と
い
う
名
は
、
紀
伊
藤
白
王
子
社
の
神
官
に
授
か
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

幼
少
時
に
病
弱
だ
っ
た
熊
楠
は
、
こ
の
社
に
樹
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
楠
に

詣
で
る
こ
と
で
、ま
さ
に
そ
の
名
を
身
体
に
刻
印
し
た
。ま
た
彼
の
兄
弟
・
姉
妹

も
、
兄
は
藤
吉
、
姉
は
熊
、
妹
が
藤
枝
、
残
り
の
兄
弟
は
名
前
の
下
に
楠
の
一
字

を
い
た
だ
い
て
い
る
。
楠
の
巨
木
と
、
そ
れ
に
絡
ま
り
合
う
藤
と
い
う
植
物
的

イ
メ
ー
ジ
、
そ
し
て
熊
と
い
う
動
物
的
イ
メ
ー
ジ
と
の
つ
な
が
り
か
ら
、
熊
楠

は
個
体
と
そ
れ
を
超
え
る
も
の
と
の
つ
な
が
り
を
感
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
⒁
。
実
際
、
熊
楠
も
こ
の
論
考
に
お
い
て
、「
楠
を
族
霊
と
し
て
人
に

な
づ
け
る
こ
と
紀
州
に
限
ら
ず
、
土
佐
に
も
多
し
」（
三
・
四
四
一
）
と
し
て
、

命
名
と
族
霊
（
ト
ー
テ
ム
）
の
関
係
に
つ
い
て
論
を
進
め
て
い
る
。
ま
た
、

ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
命
名
論
の
続
編
の
よ
う
な
位
置
を

占
め
る
大
正
一
〇
年（
一
九
二
七
）の
「
ト
ー
テ
ム
と
命
名
」
に
お
い
て
は
、

「
米
、
阿
、
豪
、
亜
諸
州
の
諸
民
が
そ
れ
ぞ
れ
、
あ
る
天
然
物
と
自
家
と
の
間
に

不
思
議
な
縁
故
連
絡
あ
り
と
信
じ
、
そ
の
物
名
を
自
分
の
名
と
し
、
父
子
ま
た

は
母
子
代
々
襲
名
す
る
を
指
す
」（
三
・
四
四
六
）
と
説
明
を
加
え
て
い
る
。

　

し
か
し
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
へ
の
言
及
は
、
実
は
こ
れ
よ
り
遡
る
。
す
で
に

明
治
四
三
年（
一
九
一
〇
）の
「
本
邦
に
お
け
る
動
物
崇
拝
」
に
お
い
て
、
猿
・

熊
・
鼬
・
犬
・
狼
・
牛
・
野
猪
・
海
豚
・
梟
・
烏
・
鷲
・
鳩
・
燕
・
海
亀
・
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自
然
を
切
り
刻
む
の
で
は
な
く
、
場
所
の
多
様
性
を
讃
え
て
、
そ
の
生
態
系
を

知
悉
す
る
と
い
う
先
住
民
の
感
覚
と
も
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
だ
。
で
は
、

以
上
の
よ
う
な
観
点
を
お
い
て
、
も
う
少
し
そ
の
「
ヌ
シ
」
論
を
検
討
し
て

み
よ
う
。 

 
 「

ヌ
シ
」
の
い
る
場
所
で

　
「
類
推
す
る
に
、
亀
姫
、
オ
サ
カ
ベ
等
も
人
柱
に
立
て
ら
れ
た
女
の
霊
が

城
の
ヌ
シ
と
な
っ
た
の
で
、
の
ち
に
狐
、
狢む

じ
な

と
混
同
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
」

（
二
・
四
三
五
～
四
三
六
）。

　

大
正
一
二
年（
一
九
二
三
）の
関
東
大
震
災
に
お
い
て
倒
壊
し
た
皇
居
の

二
重
櫓
の
改
修
工
事
中
に
、
直
立
し
た
姿
の
人
骨
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と

は
大
正
一
四
年（
一
九
二
五
）六
月
二
四
日
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
朝
刊
に

「
宮
城
二
重
櫓
の
地
下
か
ら
立
姿
の
四
個
の
『
人
柱
』
現
は
る
」
と
い
う
見
出
し

の
も
と
に
報
道
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
年
六
月
二
九
日
に
は
、
発
見
さ
れ
た

人
骨
は
一
六
体
ま
で
に
な
り
、
宮
内
省
は
東
京
帝
大
の
黒
板
勝
美
に
、
こ
れ
ら

の
人
骨
の
調
査
を
全
面
的
に
委
嘱
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
黒
板
は
同
日
に
現
地

に
赴
き
、
一
時
間
半
ほ
ど
の
調
査
の
後
に
、
こ
れ
ら
の
人
骨
は
築
城
工
事
時
の

殉
難
者
を
埋
め
た
も
の
で
あ
り
、「
人
柱
」で
は
な
い
と
い
う
判
断
を
明
ら
か
に

し
た
。
し
か
し
、
同
年
八
月
に
は
雑
誌
『
中
央
史
壇
』
誌
上
で
「
生
類
犠
牲

研
究
」
と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
る
な
ど
、
社
会
的
に
「
人
柱
」
へ
の
関
心
は

一
時
的
に
高
ま
っ
て
い
く
�
。

　

こ
の
「
人
柱
」
事
件
へ
の
熊
楠
の
反
応
は
早
く
、
事
件
と
同
年
の
六
月
三
日

と
七
月
一
日
の
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
誌
上
に
「
人
柱
の
話
」
を
連
載
し
、
さ
ら
に

九
月
に
は
『
変
態
心
理
』
誌
上
に
同
名
の
論
考
を
発
表
す
る
。
こ
の
「
人
柱
の

話
」
の
後
半
に
熊
楠
の
妖
怪
論
は
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
前
半
に
は
イ
ン
ド
を

皮
切
り
に
日
本
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
及
び
、
河
川
改
修
・
築
城
な
ど
土
木

工
事
の
際
に
生
き
た
人
間
を
犠
牲
に
す
る
「
人
柱
」
が
広
く
見
ら
れ
た
こ
と
に

つ
い
て
、
事
例
を
畳
み
掛
け
る
よ
う
に
し
て
述
べ
て
い
く
。
そ
し
て
、「
こ
ん
な

こ
と
が
外
国
へ
聞
こ
え
て
は
大
き
な
国
辱
と
い
う
人
も
あ
ら
ん
か
な
れ
ど
、

そ
ん
な
国
辱
は
ど
こ
の
国
に
も
あ
る
」（
二
・
四
二
九
）
と
論
を
進
め
て
い
る
。

熊
楠
は
、
当
時
の
民
俗
学
に
お
け
る
、
土
着
信
仰
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
が
一
般
化

す
る
プ
ロ
セ
ス
の
解
釈
に
沿
い
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、「
こ
の
教
は
一
神
を
奉
ず
る
か
ら
地
神
な
ど
は
さ
っ
ぱ
り
も
て
な
く

な
り
、
人
を
牲
に
供
え
て
地
神
を
慰
め
る
と
い
う
考
え
は
、
お
い
お
い
人
柱
で

土
地
の
占
有
を
確
定
し
、
建
築
を
堅
固
に
し
て
崩
れ
動
か
ざ
ら
占
め
る
と
い
う

考
え
に
変
わ
っ
た
」（
二
・
四
二
九
）
の
で
あ
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
キ
リ
ス
ト
教

布
教
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
、
そ
れ
以
降
に
お
い
て
も
、「
人
柱
」
は

行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
意
味
は
変
遷
し
て

い
く
。
も
と
も
と
は
土
着
の
土
地
神
に
対
し
て
、
そ
の
場
所
を
荒
ら
す
と
い
う

建
築
・
土
木
工
事
に
対
し
て
、
そ
の
荒
ぶ
る
行
為
を
慰
撫
す
る
目
的
で
な
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
、
や
が
て
人
間
側
に
よ
る
土
地
占
有
の
行
為
を
表
示
し
、
そ
れ

を
堅
固
に
す
る
も
の
へ
と
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
人
間
・

建
築
物
・
土
地
神
と
い
う
自
然
／
人
為
を
ま
た
ぐ
三
項
の
抗
争
と
融
和
の
た
め

の
駆
け
引
き
の
跡
が
見
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
人
柱
は
呪
術
的
行
為

で
あ
る
。「
大
抵
マ
ジ
ナ
イ
ご
と
は
秘
密
に
行
な
う
も
の
で
、
人
に
知
れ
る
と

き
か
ぬ
と
い
う
が
定
則
だ
。
そ
れ
を
鰻
屋
の
出
前
の
ご
と
く
、
今
何
人
人
柱
に

立
っ
た
な
ど
書
き
つ
く
べ
き
や
」（
二
・
四
二
八
）
と
な
る
。
熊
楠
は
文
献
に

記
録
が
な
い
か
ら
、
日
本
に
は
人
柱
が
な
か
っ
た
と
論
じ
る
日
本
の
学
者
に

対
し
て
手
厳
し
い
。「
こ
れ
は
日
記
に
見
え
ぬ
か
ら
、
わ
が
子
が
自
分
の
子
で

な
い
と
い
う
に
近
い
」（
二
・
四
二
八
）
と
。

（
個
々
の
動
植
物
・
種
と
し
て
の
動
植
物
）
と
文
化
（
個
々
の
人
間
と
集
団
と

し
て
の
人
間
）と
い
う
四
項
が
考
え
ら
れ
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
概
念
は
こ
の
う
ち
、

動
植
物
種
と
人
間
個
人
、
動
植
物
と
人
間
集
団
と
い
う
二
項
の
組
み
合
わ
せ

し
か
考
慮
し
て
い
な
い
と
し
た
の
だ
。
こ
う
し
た
批
判
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、

さ
ら
に
「
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
」
概
念
を
復
興
し
た
の
は
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス

の
晩
年
の
弟
子
で
あ
る
デ
ス
コ
ラ
で
あ
る
。
彼
は
自
然
／
文
化
の
二
元
論
を

批
判
し
た
上
で
、
世
界
の
中
に
存
在
す
る
四
つ
の
同
定
の
モ
ー
ド
を「
存
在
論
」

と
し
て
摘
出
し
、
そ
の
一
つ
と
し
て
「
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
」
を
位
置
づ
け
て
い
る
。

こ
こ
で
「
同
定
」
と
い
う
の
は
、
身
体
（
外
形
性
）
と
精
神
（
内
質
性
）
と
を

分
節
し
た
場
合
、
自
己
と
他
者
の
異
質
性
と
同
質
性
を
認
識
す
る
た
め
の
基
準

と
い
う
意
味
で
あ
る
⒇
。
さ
て
、
デ
ス
コ
ラ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
「
項
」

（term
s

）
と
「
関
係
」（relations

）
と
し
て
分
節
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
西
洋
の
一
般
的
な
同
定
様
式
で
あ
る
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム

（
自
然
主
義
）
に
お
い
て
は
、「
項
」
は
「
関
係
性
」
に
優
先
す
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
物
質
的
肉
体（
項
）は
多
種（
動
植
物
な
ど
）と
同
型
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

精
神
的
な
内
実
（
関
係
）
は
著
し
く
異
な
る
か
ら
だ
。
直
観
的
な
例
を
あ
げ
れ

ば
、「
人
間
も
動
植
物
種
も
同
じ
物
質
（
素
粒
子
な
ど
）
か
ら
形
作
ら
れ
て
い
る

が
、
知
性
は
異
な
る
（
人
間
は
思
考
で
き
る
け
れ
ど
も
、
植
物
は
思
考
能
力
を

持
た
な
い
）」と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
態
度
と
対
極
的
な
の
は

「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
で
あ
り
、「
項
」（
身
体
的
異
質
性
）
と
「
関
係
」（
精
神
的
同
質

性
）
の
関
係
が
「
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
」
と
は
真
逆
に
な
る
。
人
間
も
動
植
物
も

外
形
は
異
な
る
が
、
魂
は
共
通
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
存
在
論
が
こ
こ
か
ら

展
開
す
る
。
で
は
、「
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
」
の
場
合
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

場
合
、「
項
」
も
「
関
係
」
も
同
質
と
い
う
こ
と
に
な
る
�
。
た
と
え
ば
あ
る

氏
族
や
個
人
が
同
一
の
動
植
物
と
起
源
を
同
じ
く
す
る
と
同
時
に
、
任
意
の

多
種
と
も
同
一
で
あ
る
と
い
う
存
在
論
が
こ
こ
か
ら
成
り
立
つ
。
た
と
え
ば
、

「
鰻
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
」と
い
う
食
忌
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
地
域
の
人
々

と
鰻
と
は
祖
先
が
共
通
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
食
べ
て
し
ま
う
と
は
、

カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
と
な
っ
て
し
ま
う
た
め
に
、
同
族
の
殺
害
を
忌
む
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
の
か
わ
り
、
鰻
は
そ
の
地
域
の
人
々
を
同
じ
「
鰻
」
性
を
分
有

す
る
も
の
と
し
て
、
守
護
す
る
の
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
、
も
し
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
が
こ
の
よ
う
な
動
植
物
種
と
人
間
の
二
者

関
係
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
れ
ば
、
先
に
触
れ
た
妖
怪
の
場
所
性
が
抜
け
落
ち
て

し
ま
う
だ
ろ
う
。
人
類
学
者
の
デ
ボ
ラ
・
ロ
ー
ズ
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
伝
承
を
精
査
し
つ
つ
、
カ
ン
ト
リ
ー
（country

）
に
着
目
し
て

い
る
。
大
地
・
海
・
海
岸
・
磯
・
海
中
の
植
物
藻
・
天
空
・
淡
水
源
な
ど
は
、

ア
ボ
リ
ジ
ニ
に
と
っ
て
多
層
的
な
カ
ン
ト
リ
ー
で
あ
り
、
知
ら
れ
、
名
づ
け

ら
れ
、
歌
わ
れ
、
踊
ら
れ
、
大
切
に
さ
れ
て
い
る
�
。
つ
ま
り
、「
カ
ン
ト
リ
ー
」

と
い
う
項
は
、
人
間
と
動
植
物
と
い
う
二
項
関
係
に
加
え
て
、
第
三
項
の
場
所

性
を
示
唆
す
る
も
の
な
の
だ
。「
海
と
大
地
は
、
人
間
が
つ
く
っ
た
か
ら
っ
ぽ
の

小
屋
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
あ
る
も
の
が
い
る
の
だ
」�
。

　

さ
て
、
熊
楠
の
妖
怪
論
に
戻
ろ
う
。
幼
少
時
に
楠
の
大
樹
を
祀
る
神
社
の

神
官
か
ら
「
熊
」
と
「
楠
」
の
名
前
を
授
か
り
、
楠
に
触
れ
る
た
び
に
「
口
に

い
う
べ
か
ら
ざ
る
特
殊
の
感
じ
を
発
す
る
」
経
験
を
し
て
い
た
熊
楠
が
、
な
ぜ

ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
着
目
し
た
か
が
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
楠
」

は
多
種
が
混
合
す
る
熊
楠
の
主
体
感
覚
を
形
成
す
る
こ
と
に
寄
与
し
て
い
た
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、楠
が
そ
の
場
所
に
生
え
て
い
る
こ
と
は
、熊
楠
に
お
い
て

「
カ
ン
ト
リ
ー
」
だ
っ
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
彼
は
「
ヌ
シ
」
と
し
て
の

動
植
物
へ
の
関
心
を
深
め
、
な
ぜ
多
種
が
崇
拝
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を

文
献
精
査
や
聞
き
書
き
だ
け
で
は
な
く
、
直
観
的
に
も
理
解
で
き
た
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
は
大
地
と
天
空
の
「
場
所
」
で
あ
り
、
同
時
に
近
代

人
で
も
あ
っ
た
熊
楠
は
、
そ
こ
に
自
然
科
学
的
な
解
明
の
知
見
を
持
ち
込
む

こ
と
に
も
、
抵
抗
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
単
な
る
客
観
的
な
対
象
と
し
て
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そ
れ
で
は
、
日
本
に
お
け
る
人
柱
は
、
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
江
戸

後
期（
一
八
二
一
～
一
八
四
一
）に
、
肥
前
平
戸
藩
第
九
代
の
藩
主
・
松
浦
静
山

が
編
纂
し
た
『
甲
子
夜
話
』
の
五
九
巻
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

麹
町
八
丁
目
の
あ
る
邸
宅
は
以
前
加
藤
清
正
の
も
の
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
。「
又
こ
の
千
畳
敷
の
天
井
に
乗
物
を
〔
籠
を
云
〕
を
釣
下
げ
て
あ
り
。

人
の
開
き
見
る
こ
と
を
禁
ず
。
或
は
云
、
清
正
の
妻
の
屍
を
容
れ
て
あ
り
。
或

は
云
。
こ
の
中
妖
怪
ゐ
て
、
時
と
し
て
内
よ
り
戸
を
開
く
を
見
る
に
、
老
婆
の

形
な
る
も
の
見
ゆ
と
」�
。
熊
楠
は
こ
れ
を
も
と
に
、「
こ
れ
は
ド
イ
ツ
で
人
柱

の
代
わ
り
に
空
棺
を
埋
め
た
如
く
、
人
屍
の
代
り
に
葬
式
の
乗
物
を
下
げ
て

千
畳
敷
の
ヌ
シ
と
し
た
の
で
あ
る
ま
い
か
」（
二
・
四
三
四
）
と
説
い
て
い
る
。

つ
ま
り
旧
加
藤
清
正
邸
の
「
妖
怪
」
と
「
ヌ
シ
」
の
背
景
に
、
人
柱
の
慣
習
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
話
は
さ
ら
に
続
く
。
同
じ
『
甲
子
夜
話
』
の

三
〇
巻
に
は
、「
姫
路
の
城
中
に
ヲ
サ
カ
ベ
と
云
妖
魅
あ
り
。
城
中
に
年
久
し
く

住
り
と
云
ふ
。
或あ

る
ひ
は
い
ふ云

、
天
守
櫓や

ぐ
ら

の
上
層
に
居
て
、
常
に
人
の
入
る
こ
と
を

嫌
ふ
。
年
に
一
度
、
其
城
主
の
み
こ
れ
に
対
面
す
。
其
余
は
人
怯
れ
て
登
ら
ず
。

城
主
対
面
す
る
時
、
妖
其
形
を
現
す
に
老
婆
な
り
と
云
」�
と
あ
る
。
ま
た
こ
の

「
オ
サ
カ
ベ
」
に
関
し
て
は
、
寛
保
二
年（
一
七
四
二
）に
編
ま
れ
た
『
老
媼

茶
話
』
に
は
、
こ
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。
加
藤
明
成
は
猪
苗
代
城
代
と
し
て

堀
部
主
膳
を
置
い
て
い
た
。
寛
永
一
七
年（
一
六
四
〇
）の
こ
と
、
堀
部
が
座
敷

で
一
人
い
る
と
こ
ろ
に
、
忽
然
と
童
子
が
現
れ
て
、
長
く
城
に
い
な
が
ら
、

「
未
だ
城
主
に
謁
見
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
礼
節
を
正
し
て
お
目
見
え
せ
よ
」

と
い
う
こ
と
を
言
う
。
堀
部
は
そ
れ
に
対
し
、「
こ
の
城
の
主
は
加
藤
明
成
だ
」

と
叱
責
し
た
と
こ
ろ
、
童
子
は
「
姫
路
の
オ
サ
カ
ベ
姫
と
猪
苗
代
の
亀
姫
を

知
ら
ず
や
。
汝
が
命
数
す
で
に
尽
き
た
り
」
と
言
っ
て
消
失
す
る
。
堀
部
は

そ
の
翌
年
正
月
に
患
い
つ
い
て
亡
く
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
�
。
熊
楠
は

こ
う
し
た
「
オ
サ
カ
ベ
」
や
「
亀
姫
」
伝
承
に
関
し
て
、
本
節
冒
頭
に
ひ
い
た

よ
う
に
、
人
柱
に
立
て
ら
れ
た
女
の
霊
が
ヌ
シ
に
な
っ
た
、
と
解
釈
す
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
妖
怪
の
起
源
の
一
つ
に
人
柱
を
据
え
る
と
い
う
発
想
は
、

「
奴
婢
賎
民
の
多
い
地
方
に
は
人
権
乏
し
い
男
女
小
児
を
家
の
土
台
に
埋
め
た

こ
と
は
必
ず
あ
る
べ
く
、
そ
の
霊
を
家
の
ヌ
シ
と
し
た
の
が
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
等

と
し
て
残
っ
た
と
惟
わ
る
」（
二
・
四
三
六
）
と
、
東
北
の
「
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
」

伝
承
に
ま
で
及
ぶ
。

　

で
は
、
こ
う
し
た
ヌ
シ
＝
妖
怪
論
の
射
程
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
注
目

し
て
よ
い
こ
と
は
、
動
物
の
主
（m

aster/lord of anim
als

）
は
狩
猟
民
社
会

に
広
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
ア
フ
リ
カ
の
ブ
ッ
シ
ュ
マ
ン
や

イ
ト
ゥ
リ
・
ピ
グ
ミ
ー
に
お
い
て
は
、
半
人
半
獣
や
小
型
、
あ
る
い
は
黒
色

と
い
っ
た
目
立
つ
姿
で
人
間
の
前
に
現
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
�
。

と
り
わ
け
東
北
ア
ジ
ア
か
ら
シ
ベ
リ
ア
に
か
け
て
の
北
方
狩
猟
民
に
お
い
て

は
、
動
物
の
主
の
観
念
は
発
達
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
男
神
で
あ
る
場
合
も

あ
れ
ば
、
女
神
で
あ
る
場
合
も
あ
り
、
性
格
は
厳
格
で
、
多
数
の
禁
忌
を
護
ら

な
け
れ
ば
、
人
間
か
ら
獲
物
を
隠
し
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
動
物
の

主
が
女
神
で
あ
る
場
合
で
は
、
狩
人
を
性
的
に
誘
惑
し
て
、
猟
運
を
授
け
る
と

い
っ
た
、
人
間
と
の
婚
姻
譚
が
豊
富
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
日
本
の
山
の
神

信
仰
と
も
共
通
点
が
あ
り
、
山
姥
の
伝
承
に
も
連
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
る
�
。
こ
う
し
た
研
究
に
よ
る
限
り
、
動
物
の
主
と
人
柱
の
習
俗
と
の
直
接

的
関
係
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
動
物
の
主
は
あ
る
特
定
の

地
域
を
占
有
し
、
そ
の
土
地
の
人
間
と
積
極
的
に
交
渉
す
る
と
い
う
点
に

お
い
て
、
顕
著
な
場
所
性
を
有
し
て
い
る
し
、「
老
婆
」
の
姿
と
し
て
描
か
れ
る

こ
と
は
少
な
い
も
の
の
、
女
神
と
し
て
の
性
格
を
濃
厚
に
持
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
日
本
の
「
ヌ
シ
」
伝
承
に
目
を
転
ず
る
な
ら
ば
、
長
期
に
わ
た
り
同
じ

場
所
に
棲
む
こ
と
に
よ
っ
て
巨
大
と
な
り
、
霊
力
を
得
た
生
物
で
あ
る
こ
と
が

多
く
、
人
間
に
対
し
て
生
贄
を
要
求
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
�
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
熊
楠
の
「
人
柱
の
話
」
に
お
け
る
妖
怪
論
の
中
核

は
「
ヌ
シ
」
解
釈
に
あ
り
、
そ
れ
は
彼
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
理
解
と
体
感
を
基
礎

と
し
た
場
所
性
の
解
明
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
自
然
／
文
化
や
自
然
／
人
為
を

単
純
に
切
り
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
文
献
に
見
ら
れ
な
い
か
ら
と

い
っ
て
、
根
拠
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ヌ
シ
と
な
っ
た
人
柱
の
背
景
に
は
、

土
地
を
占
有
し
よ
う
と
試
み
た
人
間
種
と
多
種
と
の
抗
争
、
そ
し
て
牲
と
な
り
、

生
贄
と
さ
れ
、
ま
た
や
が
て
そ
の
土
地
の
主
人
と
な
る
死
者
た
ち
と
の
、
ハ
イ

ブ
リ
ッ
ド
な
関
係
性
が
伏
在
し
て
い
る
の
だ
。 

 
 

多
種
と
場
所
の
妖
怪
学
へ

　

こ
れ
ま
で
の
検
討
を
通
じ
て
、
熊
楠
の
妖
怪
観
の
特
質
が
見
え
て
き
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
、「
多
種
と
場
所
の
妖
怪
学
」
と

し
て
発
展
・
継
承
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
多
種
と
は
、
妖
怪
の
起
源

や
誤
認
の
過
程
が
、
人
間
の
み
に
限
ら
れ
ず
、
多
く
の
動
植
物
種
に
わ
た
っ
て

い
る
こ
と
や
、
そ
の
相
互
の
関
係
を
意
味
す
る
。
妖
怪
の「
正
体
」を
同
定
す
る

こ
と
が
自
然
科
学
的
ま
な
ざ
し
だ
と
す
れ
ば
、
熊
楠
の
思
考
は
そ
う
し
た
こ
と

に
限
定
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
見
間
違
え
や
誤
認
は
錯
覚
で
は
な
く
、
そ
こ

に
は
あ
る
現
象
と
そ
れ
と
は
異
な
る
現
象
の
差
異
と
同
一
性
を
把
握
し
よ
う
と

試
み
る
存
在
論
が
作
動
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
場
所
と
は
、

「
ヌ
シ
」
に
関
す
る
考
察
が
典
型
的
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
多
種
の
関
係

は
、
人
間
対
動
物
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
互
い
が
息
づ
い
て
い
る
土
地

（
大
地
）
を
も
一
つ
の
行
為
主
体
と
し
て
、
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
実
は
、
熊
楠
の
論
考
に
お
い
て
、「
妖
怪
」
と
い
う
言
葉
を
明
示
的
に

用
い
た
例
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
論
考
の
表
題
に
限
定
す
れ
ば
、
大
正
一
四

年（
一
九
二
五
）に
『
日
本
土
俗
資
料
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
妖
怪
が
他
の
妖
怪
を

滅
ぼ
す
法
を
洩
ら
し
た
話
」
の
み
な
の
だ
。
し
か
も
そ
の
冒
頭
の
「『
巨
樹
の

翁
の
話
』
の
中
に
し
ば
し
ば
出
し
た
、
妖
怪
が
他
の
妖
怪
を
滅
ぼ
す
方
法
を
人

に
聞
か
せ
洩
ら
し
た
譚
は
、
も
っ
ぱ
ら
日
本
と
支
那
を
例
に
取
っ
た
が
、
こ
こ

で
は
さ
ら
に
イ
ン
ド
の
一
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
」（
二
・
六
五
）
に
よ
っ
て
、

そ
の
二
年
前
に
『
土
の
鈴
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
巨
樹
の
翁
の
話
」
が
妖
怪
論

で
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
そ
し
て
熊
楠
の
「
妖
怪
」

概
念
の
射
程
は
広
く
、「
鬼
」
と
近
い
意
味
で
用
い
ら
れ
、
欧
米
の“troll”

や

“fairy”

な
ど
も
、
熊
楠
蔵
書
の
書
き
込
み
な
ど
に
お
い
て
は
、「
鬼
」
と
同
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
�
。
こ
こ
か
ら
は
、
世
界
各
地
に

わ
た
る
文
献
に
精
通
し
た
熊
楠
の
、
惑
星
規
模
の
比
較
妖
怪
研
究
へ
の
志
向
が

見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

熊
楠
の
広
範
な
妖
怪
談
義
に
つ
ら
れ
て
、
つ
い
長
話
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
ろ
そ
ろ
本
稿
を
お
開
き
と
し
よ
う
。
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
現
代
の

哲
学
と
人
類
学
が
「
存
在
論
」
を
め
ぐ
っ
て
交
錯
す
る
よ
う
な
状
況
の
中
で
、

熊
楠
の
妖
怪
観
は
、
人
間
の
み
に
限
ら
れ
て
い
な
い
世
界
を
開
く
た
め
に
再
考

さ
れ
る
価
値
が
あ
り
、
ま
た
さ
ら
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
を
待
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
本
論
に
お
い
て
も
、
検
討
し
た
の
は
そ
の
厖
大
な
和
文
論
考
の
一
部
で

あ
り
、
英
文
論
考
を
も
視
野
に
入
れ
て
さ
ら
に
考
究
す
る
こ
と
は
、
今
後
の

課
題
で
あ
ろ
う
。
も
は
や
熊
楠
を
学
際
的
な
天
才
に
閉
じ
込
め
て
お
く
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
多
種
の
た
だ
な
か
に
い
る
妖
怪
た
ち
は
、
テ
ク
ス
ト

と
伝
承
の
深
み
か
ら
、
人
間
の
み
な
ら
ず
多
種
の
生
命
へ
の
扉
を
開
い
て
く
れ

て
い
る
の
だ
か
ら
。

 

（
了
）
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� 
 

松
浦
静
山
著
／
中
村
幸
彦
・
中
野
三
敏
校
訂
『
甲
子
夜
話
』
（
四
）
、
東
洋
文
庫
、

一
九
七
八
年
、
一
九
四
ペ
ー
ジ
。

� 
 

松
浦
静
山
著
／
中
村
幸
彦
・
中
野
三
敏
校
訂
『
甲
子
夜
話
』
（
二
）
、
東
洋
文
庫
、

一
九
七
七
年
、
二
四
七
〜
二
四
八
ペ
ー
ジ
。

� 
 

高
田
衛
校
訂
『
近
世
奇
談
集
成
』
（
一
）
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
二
年
、
六
一
〜
六
二

ペ
ー
ジ
参
照
。

� 
 

山
田
仁
史
『
人
類
の
精
神
史
─
─
宗
教
・
資
本
主
義
・G

o
o
g
l
e

』
筑
摩
書
房
、
二
〇
二
二

年
、
九
四
〜
九
五
ペ
ー
ジ
参
照
。

� 
 

北
方
狩
猟
民
に
お
け
る
「
主
」
の
諸
性
格
に
つ
い
て
は
、
高
島
葉
子
『
畏
怖
す
べ
き

女
神
の
源
流
─
─
最
果
て
の
妖
婆
た
ち 

山
姥
と
ハ
ッ
グ
妖
精
』
三
弥
井
書
店
、
三
四
七

〜
三
五
四
参
照
。
ま
た
山
姥
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
同
書
三
八
二
〜
三
八
五
ペ
ー
ジ

参
照
。

� 
 

伊
藤
龍
平
『
ヌ
シ
─
─
神
か
妖
怪
か
』
笠
間
書
院
、
二
〇
二
一
年
、
五
〜
六
ペ
ー
ジ

参
照
。
同
書
は
日
本
に
お
け
る
「
ヌ
シ
」
研
究
と
し
て
は
現
時
点
で
最
も
網
羅
的
な

も
の
で
あ
る
。

� 
 

熊
楠
に
お
け
る
「
鬼
」
概
念
を
関
連
す
る
欧
語
や
「
妖
怪
」
「
幽
霊
」
と
い
っ
た
関
連

す
る
言
葉
も
比
較
し
つ
つ
精
査
し
た
も
の
と
し
て
、
伊
藤
慎
吾
『
南
方
熊
楠
と
日
本

文
学
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三
年
、
二
六
四
〜
二
八
〇
ペ
ー
ジ
参
照
。

注⑴ 
 

南
方
熊
楠
著
／
岩
村
忍
・
入
矢
義
高
・
岡
本
清
造
監
修
／
飯
村
照
平
校
訂
『
南
方
熊
楠

全
集
』
第
七
巻
、
平
凡
社
、
一
九
七
五
年
、
四
五
五
ペ
ー
ジ
。
以
下
、
熊
楠
の
全
集
版

テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
指
示
は
、
本
文
中
に
漢
数
字
で
（
巻
数
・
ペ
ー
ジ
数
）
の
よ
う
に

記
す
。

⑵ 
 

明
治
四
四
年
五
月
二
五
日
・
柳
田
國
男
宛
書
簡
。
飯
倉
照
平
編
『
柳
田
国
男 

南
方
熊
楠 

往
復
書
簡
集
』
平
凡
社
、
一
九
七
六
年
、
二
五
ペ
ー
ジ
。

⑶ 
 

熊
楠
と
柳
田
の
「
山
人
」
を
め
ぐ
る
交
流
と
論
争
、
そ
れ
を
受
け
て
の
柳
田
説
の
変
遷

過
程
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
詳
し
い
。
赤
坂
憲
雄
『
山
の
精
神
史
─
─
柳
田
国
男
の

発
生
』
小
学
館
、
一
九
九
一
年
、
一
二
四
〜
一
二
七
ペ
ー
ジ
。
永
池
健
二
『
柳
田
国
男

─
─
物
語
作
者
の
肖
像
』
梟
社
、
二
〇
一
〇
年
、
三
七
〜
八
四
ペ
ー
ジ
。

⑷ 
 

村
上
健
司
『
妖
怪
事
典
』
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
六
四
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑸ 
 『

柳
田
國
男
全
集
』
第
一
四
巻
、
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
九
〇
年
、
三
六
ペ
ー
ジ
。

⑹ 
 

同
書
、
三
四
ペ
ー
ジ
。

⑺ 
 

同
書
、
三
五
ペ
ー
ジ
。

⑻ 
 

伊
藤
慎
吾
・
飯
倉
義
之
・
広
川
英
一
郎
著
『
怪
人
熊
楠
、
妖
怪
を
語
る
』
三
弥
井
書
店
、

二
〇
一
九
年
、
六
六
〜
七
七
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑼ 
 

二
〇
一
〇
年
代
の
妖
怪
研
究
の
隆
盛
と
そ
の
概
観
に
つ
い
て
は
、
香
川
雅
信
「
『
妖
怪

ウ
ォ
ッ
チ
』
の
せ
い
な
の
か
？
─
─
妖
怪
研
究
の
新
た
な
画
期
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
第

三
〇
〇
号
、
二
○
一
九
年
）
、
一
六
七
〜
一
八
〇
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑽ 
 

妖
怪
研
究
の
学
説
史
に
お
け
る
研
究
者
の
前
提
に
つ
い
て
は
、
廣
田
龍
平
『
妖
怪
の

誕
生
─
─
超
自
然
と
怪
奇
的
自
然
の
存
在
論
的
歴
史
人
類
学
』
青
弓
社
、
一
一
〜
五
五

ペ
ー
ジ
を
参
照
。
な
お
同
書
は
、
本
稿
で
言
及
し
て
い
る
存
在
論
的
転
回
に
加
え
、

Ａ
Ｎ
Ｔ
（
ア
ク
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
理
論
）
と
い
っ
た
諸
動
向
を
踏
ま
え
て
お
り
、
全
体

に
わ
た
り
示
唆
的
な
も
の
で
あ
る
。

⑾ 
 

現
代
人
類
学
に
お
け
る
「
他
者
を
真
剣
に
受
け
取
る
」
と
い
う
態
度
に
つ
い
て
は
、

と
り
わ
け
南
米
先
住
民
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
主
義
を
剔
抉
し
た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
イ
ロ
ス
・

デ
・
カ
ス
ト
ロ
や
、
本
文
で
も
取
り
上
げ
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
デ
ス
コ
ラ
の
研
究
が
参
考

に
な
る
。
こ
れ
ら
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
里
見
龍
樹
『
不
穏
な
熱
帯
─
─
人
間
〈
以
前
〉

と
〈
以
降
〉
の
人
類
学
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
二
二
年
、
八
六
〜
一
四
八
ペ
ー
ジ

参
照
。

⑿ 
 

大
正
三
年
四
月
一
四
日
・
柳
田
國
男
宛
書
簡
。
飯
倉
照
平
編
『
柳
田
国
男 

南
方
熊
楠 

往
復
書
簡
集
』
平
凡
社
、
一
九
七
六
年
、
三
五
四
ペ
ー
ジ
。

⒀ 
 

中
沢
新
一
『
森
の
バ
ロ
ッ
ク
』
せ
り
か
書
房
、
一
九
九
二
年
、
一
五
ペ
ー
ジ
参
照
。

⒁ 
 

同
書
、
一
六
ペ
ー
ジ
参
照
。

⒂ 
 

柳
田
國
男
の
妖
怪
論
の
特
質
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
幽
霊
と
対
比
し
て
妖
怪

が
特
定
の
場
所
に
現
れ
、
相
手
を
選
ば
ず
、
明
け
方
や
晩
と
い
う
薄
明
か
り
の
時
間
帯

に
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
詳
細
に
つ
い
て
は
香
川
雅
信
「
妖
怪
の
思
想
史
」

（
小
松
和
彦
編
『
妖
怪
学
の
基
礎
知
識
』
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）
、
四
五
〜
四
八

ペ
ー
ジ
参
照
。

⒃ 
 

伊
藤
龍
平
『
ツ
チ
ノ
コ
の
民
俗
学
─
─
妖
怪
か
ら
未
確
認
動
物
へ
』
二
〇
〇
八
年
、

青
弓
社
、
一
二
〜
七
七
ペ
ー
ジ
参
照
。

⒄ 
 

同
書
、
四
〇
ペ
ー
ジ
参
照
。

⒅ 
 

同
書
、
八
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

⒆ 
 

以
下
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
語
義
に
つ
い
て
の
記
述
は
山
田
仁
史
『
人
類
の
精
神
史
─
─

宗
教
・
資
本
主
義
・G

o
o
g
l
e

』
筑
摩
書
房
、
二
〇
二
二
年
、
五
二
〜
五
四
ペ
ー
ジ
参
照
。

⒇ 
 

ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
関
す
る
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
か
ら
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
デ
ス
コ
ラ
に

至
る
学
説
史
に
つ
い
て
は
、
同
書
五
五
〜
五
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

� 
 

デ
ス
コ
ラ
の
理
論
に
お
け
る
「
項
」
と
「
関
係
」
に
関
す
る
以
下
の
記
述
に
つ
い
て
は
、

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
デ
ス
コ
ラ
著
・
小
林
徹
訳
『
自
然
と
文
化
を
越
え
て
』
水
声
社
、
三
二
一

〜
三
三
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

� 
 

デ
ボ
ラ
・
Ｂ
・
ロ
ー
ズ
著
・
保
刈
実
訳
『
生
命
の
大
地
─
─
ア
ボ
リ
ジ
ニ
文
化
と
エ
コ

ロ
ジ
ー
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
三
年
、
二
五
〜
二
六
ペ
ー
ジ
参
照
。

� 
 

同
書
、
二
六
ペ
ー
ジ
。

� 
 

こ
の
事
件
の
経
緯
と
学
界
の
反
応
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
六
車
由
実
『
神
、
人
を
喰
う

─
─
人
身
御
供
の
民
俗
学
』
新
曜
社
、
二
〇
〇
三
年
，
三
五
〜
四
五
ペ
ー
ジ
参
照
。

こうだ・れつ

1971（昭和46）年生まれ。東洋大学印度哲学科を

卒業後、同大学大学院文学研究科博士後期課程

単位取得満期退学（仏教学専攻）。相模女子大学

非常勤講師を経て、現在、東洋大学井上円了哲学

センター客員研究員。関心領域は比較思想・イン

テグラル理論・妖怪研究。単著は『手にとるよう

に哲学がわかる本』（かんき出版）、『水木しげる

と妖怪の哲学』（イーストプレス）、共著に『入門 

インテグラル理論』（日本能率協会マネジメント

センター）がある。また、「井上円了と民俗学」

（『論集 井上円了』所収）、「往還存在論の試み」

（『たぐい』Vol.2所収）など関連論文多数。
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