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鬼
子
母
神
の
物
語
論
的
研
究

中

　井

　本

　蓉

は
じ
め
に

　

日
蓮
宗
に
お
い
て
鬼
子
母
神
は
広
く
信
仰
を
集
め
て
お
り
、「
鬼
子
母
神
の
物
語
」
と
聞
け
ば
、
あ
る
特
定
の
型
を
持
っ
た
物
語
を
多

く
の
人
が
想
起
し
、
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
物
語
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
経
典
は
複
数
存
在
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、「
鬼
子
母
神
の
物
語
」
に
は
、「
人
々
の
「
語
り
」
の
な
か
に
あ
る
物
語
」
と
、「
経
典
（
テ
キ
ス
ト
）
と
し
て
保
存

さ
れ
て
い
る
物
語
」
の
二
種
類
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
仮
定
し
た
。

　

そ
こ
で
本
研
究
で
は
、「
現
在
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
物
語
」
と
「
鬼
子
母
神
が
釈
尊
に
帰
依
し
た
こ
と
（
帰
仏
）
を
説
く
経
典
」

と
の
比
較
を
と
お
し
て
、
両
者
の
あ
い
だ
の
差
異
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、「
物
語
論
」
に
お
け
る
「
機
能
」
と
い
う
概
念
を
も
ち
い
て
、

両
者
の
あ
い
だ
の
共
通
点
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
い
。

現
在
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
物
語

　

現
在
、
日
蓮
宗
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
物
語
は
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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�

昔
、
鬼
子
母
神
が
人
の
子
ど
も
を
さ
ら
っ
て
食
べ
る
の
で
、
人
々
が
釈
尊
に
助
け
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
釈
尊
は
五
百
人
と
も
千
人
と

も
（
あ
る
い
は
一
万
人
と
も
）
い
わ
れ
る
鬼
子
母
神
の
子
ど
も
の
う
ち
、
一
番
末
の
子
ど
も
を
隠
し
た
。
最
も
か
わ
い
が
っ
て
い
た

末
子
が
い
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
鬼
子
母
神
は
髪
を
振
り
乱
し
て
わ
が
子
を
探
し
求
め
、
七
日
間
さ
ま
よ
っ
た
の
ち
、
八
日
目
に
つ

い
に
釈
尊
の
も
と
へ
た
ど
り
着
い
た
。
鬼
子
母
神
は
、
な
ん
と
か
し
て
子
ど
も
に
会
わ
せ
て
ほ
し
い
と
釈
尊
に
懇
願
し
た
。
す
る
と

釈
尊
は
、「
た
く
さ
ん
の
子
ど
も
の
う
ち
の
一
人
を
失
っ
た
だ
け
で
も
お
前
は
こ
ん
な
に
苦
し
ん
で
い
る
。
一
人
か
二
人
し
か
い
な

い
子
ど
も
を
失
っ
た
親
の
嘆
き
は
い
か
ば
か
り
で
あ
ろ
う
か
」
と
鬼
子
母
神
を
諭
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
鬼
子
母
神
は
自
分
が
い
か

に
む
ご
い
行
い
を
し
て
き
た
か
を
さ
と
り
、
も
う
二
度
と
人
の
子
ど
も
を
食
べ
ず
、
こ
れ
か
ら
は
釈
尊
に
帰
依
し
、
小
さ
い
子
ど
も

の
守
護
神
と
な
る
こ
と
を
誓
っ
た
の
で
、
釈
尊
は
隠
し
て
い
た
子
ど
も
を
鬼
子
母
神
に
返
し
た
。

　

現
在
、
こ
の
よ
う
な
物
語
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
実
は
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
内
容
の
経
典
は
見
当
た
ら
な
い
（
詳
細
は
次
章
に
お
い

て
確
認
す
る
）。
ま
た
、
こ
の
物
語
は
語
る
人
に
よ
っ
て
細
か
い
点
（
鬼
子
母
神
や
末
子
の
呼
び
名
等
）
に
お
い
て
違
い
が
見
ら
れ
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
が
別
個
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、「
鬼
子
母
神
の
物
語
」
と
い
う
共
通
の
も
の
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
も
の
と

見
な
さ
れ
て
い
る
。

鬼
子
母
神
の
帰
仏
を
説
く
経
典

　

次
に
、「
鬼
子
母
神
の
帰
仏
を
説
く
経
典
」
と
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
鬼
子
母
神
に
関
す
る
経
典
に
つ
い
て
は
、
金
岡

秀
友
「
鬼
子
母
の
思
想
の
成
立
」（
宮
崎
英
修
編
『
鬼
子
母
神
信
仰
』、
一
九
九
二
年
）
に
お
い
て
詳
し
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

れ
ば
、
鬼
子
母
神
に
関
す
る
経
典
の
種
類
は
、
鬼
子
母
神
が
釈
尊
に
帰
依
す
る
説
話
を
含
む
も
の
だ
け
で
な
く
、
別
の
話
の
な
か
に
鬼
子

母
神
が
登
場
し
た
り
、
鬼
子
母
神
に
関
す
る
修
法
や
儀
軌
、
陀
羅
尼
等
に
つ
い
て
書
か
れ
た
密
教
系
の
も
の
、
そ
し
て
鬼
子
母
神
の
名
前
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の
み
出
て
く
る
も
の
等
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。

　

本
研
究
は
、「
釈
尊
の
教
化
に
よ
っ
て
鬼
子
母
神
が
仏
教
に
帰
依
し
、
子
ど
も
の
守
護
神
と
な
る
」
と
い
う
「
鬼
子
母
神
の
帰
仏
物
語
」

に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
た
め
、
鬼
子
母
神
に
関
す
る
経
典
の
な
か
で
も
、「
鬼
子
母
神
の
帰
仏
を
説
く
経
典
」
を
取
り

上
げ
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
「
鬼
子
母
神
の
帰
仏
を
説
く
経
典
」
と
し
て
、
金
岡
［
一
九
九
二
］
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。（
傍
線
部
は

「
現
在
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
物
語
」
と
異
な
る
点
）

　

①
義
浄
訳
『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雑
事
』
巻
第
三
十
一
第
七
門
第
一
子
（
大
正
二
十
四
、
三
六
〇
中
─
三
六
三
中
）

　
　

�

ま
ず
、
薬
叉
女
の
「
歓
喜
」
が
生
ま
れ
成
長
す
る
過
程
が
語
ら
れ
、
次
に
「
歓
喜
」
が
結
婚
し
て
子
ど
も
を
五
百
人
産
ん
だ
の
ち
、

人
の
子
を
食
べ
る
よ
う
に
な
り
、「
訶
梨
帝
薬
叉
女
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
釈
尊
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
た
末
子
の
名
前
は
「
愛

児
」
で
、
こ
の
末
子
を
探
し
た
日
数
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。「
訶
梨
帝
薬
叉
女
」
が
帰
仏
し
た
あ
と
、「
訶
梨
帝
薬
叉
女
」
の
前
生

の
因
縁
（
牛
飼
い
の
妻
で
あ
っ
た
と
き
の
出
来
事
）
が
詳
細
に
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、「
訶
梨
帝
薬
叉
女
」
が
釈
尊
の
教

団
を
守
護
し
な
が
ら
生
活
し
は
じ
め
、
彼
女
が
食
べ
る
も
の
を
教
団
が
用
意
す
る
等
、
教
団
の
な
か
に
新
し
い
決
ま
り
ご
と
が
生
ま

れ
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
る
。

　

②
釈
宝
雲
訳
『
仏
本
行
経
』
巻
第
四
広
度
品
第
十
九
（
大
正
四
、
八
二
上
─
八
三
下
）

　
　

�

鬼
子
母
神
が
人
の
子
を
食
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
釈
尊
が
教
化
し
て
改
心
さ
せ
、
鬼
子
母
神
が
授
戒
し
た
こ
と
が
簡
潔
に
説
か
れ
て
い

る
。
鬼
子
母
神
の
名
は
「
諸
鬼
母
」
ま
た
は
「
諸
鬼
子
母
」、
末
子
の
こ
と
は
単
に
「
最
小
子
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
の
数

と
、
子
供
を
探
し
た
日
数
は
不
明
で
あ
る
。「
諸
鬼
子
母
」
が
釈
尊
に
帰
依
し
た
あ
と
、
野
原
を
埋
め
尽
く
す
ほ
ど
の
多
く
の
男
女
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や
そ
の
子
孫
、
そ
し
て
鬼
の
子
の
男
女
が
釈
尊
に
帰
依
し
た
と
あ
る
。

　

③
不
空
訳
『
大
薬
叉
女
歓
喜
母
并
愛
子
成
就
法
』（
大
正
二
十
一
、
二
八
六
上
─
二
八
九
中
）

　
　

�「
支
那
国
」
に
住
む
「
歓
喜
」
と
名
付
け
ら
れ
た
「
大
薬
叉
女
」
が
釈
尊
の
も
と
に
詣
で
る
。「
歓
喜
」
は
五
千
人
の
眷
属
を
従
え
、

子
ど
も
は
五
百
人
で
あ
る
。
釈
尊
は
「
歓
喜
」
に
、「
暴
悪
」
な
気
質
を
捨
て
、
王
舎
城
お
よ
び
贍
部
州
（
閻
浮
提
）
の
す
べ
て
の

女
性
が
生
ん
だ
子
ど
も
を
守
護
す
る
よ
う
命
じ
る
。「
歓
喜
」
が
、
自
分
と
子
ど
も
た
ち
は
何
を
食
べ
て
生
き
て
い
け
ば
よ
い
の
か

と
聞
く
と
、
釈
尊
の
弟
子
た
ち
が
食
事
を
用
意
す
る
の
で
、
名
前
を
呼
ば
れ
た
時
に
来
れ
ば
よ
い
と
言
わ
れ
、「
歓
喜
」
は
釈
尊
の

言
う
通
り
に
子
ど
も
を
守
護
す
る
こ
と
を
誓
い
、
陀
羅
尼
を
説
く
。
こ
の
経
典
に
お
い
て
は
、「
歓
喜
」＝「
暴
悪
」
な
（
お
そ
ら
く

人
の
子
を
食
べ
る
）
薬
叉
女
、
と
い
う
前
提
で
話
が
展
開
し
、「
歓
喜
」
が
人
の
子
ど
も
を
食
べ
る
場
面
も
、
隠
さ
れ
た
末
子
を
探

し
て
さ
ま
よ
う
姿
も
描
か
れ
な
い
。

　

④
吉
迦
夜
・
曇
曜
共
訳
『
雑
宝
蔵
経
』（
一
〇
六
）
鬼
子
母
失
子
縁
（
大
正
四
、
四
九
二
上
）

　
　

�「
鬼
子
母
」
が
人
の
子
ど
も
を
さ
ら
っ
て
食
べ
る
の
で
、
人
々
が
釈
尊
に
助
け
を
求
め
る
。
釈
尊
は
一
万
人
い
る
「
鬼
子
母
」
の
子

ど
も
の
う
ち
、
末
子
の
「
嬪
伽
羅
」
を
隠
し
た
。「
鬼
子
母
」
は
「
嬪
伽
羅
」
を
探
し
て
世
界
中
を
七
日
間
さ
ま
よ
っ
た
の
ち
、
釈

尊
の
も
と
に
た
ど
り
着
き
、
釈
尊
に
諭
さ
れ
、
受
戒
し
て
帰
仏
し
、「
嬪
伽
羅
」
を
返
し
て
も
ら
う
。
最
後
に
、「
鬼
子
母
」
の
過
去

世
に
つ
い
て
、「
迦
葉
仏
の
時
代
に
、
羯
膩
王
の
第
七
番
目
の
王
女
と
し
て
生
ま
れ
た
時
、
功
徳
は
大
い
に
積
ん
だ
が
、
持
戒
を
怠

っ
た
た
め
、
鬼
形
に
生
ま
れ
た
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

　

⑤
失
訳
『
仏
説
鬼
子
母
経
』（
大
正
二
十
一
、
二
九
〇
下
─
二
九
一
下
）
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�

釈
尊
が
弟
子
と
共
に
「
大
兜
国
」
を
遊
行
し
て
い
る
時
に
、「
鬼
子
母
」
に
子
ど
も
を
食
べ
ら
れ
、
わ
け
も
分
か
ら
ず
親
た
ち
が
嘆

き
苦
し
ん
で
い
る
と
い
う
状
況
に
遭
遇
す
る
と
こ
ろ
か
ら
話
が
始
ま
る
。「
鬼
子
母
」
の
子
ど
も
は
天
上
に
五
百
人
、
地
上
に
五
百

人
い
て
、
全
員
が
凶
悪
な
鬼
王
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
鬼
子
母
」
に
悪
事
を
や
め
さ
せ
る
た
め
に
、
釈
尊
の
弟
子
た
ち
が
十
数
人
の

子
ど
も
を
さ
ら
っ
て
く
る
。「
鬼
子
母
」
は
我
が
子
を
求
め
て
十
日
間
さ
ま
よ
い
、
釈
尊
の
弟
子
の
導
き
に
よ
っ
て
釈
尊
の
も
と
へ

た
ど
り
着
く
。「
鬼
子
母
」
は
釈
尊
の
教
化
に
よ
っ
て
改
心
し
戒
を
受
け
、
子
ど
も
を
返
し
て
も
ら
う
。
さ
ら
に
、
釈
尊
の
教
え
に

よ
っ
て
、
自
分
だ
け
で
な
く
千
人
の
子
ど
も
た
ち
（
鬼
王
）
が
犯
し
て
い
る
罪
を
深
く
悔
い
た
の
で
、
須
陀
洹
の
さ
と
り
を
得
る
。

そ
し
て
母
子
共
に
釈
尊
の
精
舎
に
留
ま
り
、
人
々
に
子
ど
も
を
授
け
、
苦
悩
を
除
く
こ
と
を
誓
っ
た
。

　

⑥
釈
曇
景
『
摩
訶
摩
耶
経
』
巻
上
（
大
正
十
二
、
一
〇
〇
五
上
─
一
〇
一
五
上
）

　
　

�

忉
利
天
に
お
い
て
、
摩
耶
夫
人
が
釈
尊
の
徳
を
讃
え
る
な
か
で
、
鬼
子
母
神
の
帰
仏
物
語
が
説
か
れ
る
。「
鬼
子
母
」
が
人
の
子
ど

も
を
と
っ
て
食
べ
て
い
た
の
で
、
釈
尊
が
「
鬼
子
母
」
の
子
ど
も
を
隠
し
て
彼
女
に
子
ど
も
を
探
さ
せ
、
や
っ
と
釈
尊
の
と
こ
ろ
へ

た
ど
り
着
い
た
と
き
、
な
ぜ
他
人
の
子
に
も
そ
の
よ
う
な
慈
し
み
の
心
を
持
た
な
い
の
か
と
諭
す
。「
鬼
子
母
」
は
改
心
し
て
受
戒

し
、
さ
と
り
（
道
果
）
を
得
た
の
ち
に
、
子
ど
も
を
返
し
て
も
ら
う
。
子
供
の
数
と
、
子
供
を
探
し
た
日
数
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

以
上
、「
鬼
子
母
神
の
帰
仏
を
説
く
経
典
」
の
内
容
と
、「
現
在
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
物
語
」
と
の
相
違
点
に
つ
い
て
簡
潔
に
紹

介
し
た
。
内
容
を
比
較
し
て
み
る
と
、「
現
在
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
物
語
」
に
一
番
近
い
の
は
④
『
雑
宝
蔵
経
』
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、「
鬼
子
母
神
の
帰
仏
を
説
く
経
典
」
の
内
容
に
は
、「
現
在
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
物
語
」
と
は
異
な
る
要
素
や
、
ほ
と
ん

ど
知
ら
れ
ず
に
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
要
素
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
〈
図
一
〉。
そ
の
な
か
の
ど
れ
が
正
し
く
、
ど
れ
が
間
違
っ
て

い
る
か
を
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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図一

図二
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つ
ま
り
、「
鬼
子
母
神
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
」
に
は
、
経
典
だ
け
で
な
く
、
絵
画
、
像
、
僧
侶
の
説
法
等
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
も
の

が
あ
る
が
、「
鬼
子
母
神
そ
の
も
の
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
は
、
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
〈
図
二
〉。

「
鬼
子
母
神
の
帰
仏
物
語
」
に
共
通
す
る
「
機
能
」

　

次
に
、「
物
語
論
」（
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
）
に
お
け
る
「
機
能
」
と
い
う
考
え
方
を
も
ち
い
て
、
両
者
の
あ
い
だ
の
共
通
点
に
つ
い
て
検
討

し
て
み
た
い
。

　

文
体
論
と
比
較
詩
学
を
専
門
と
す
る
橋
本
陽
介
氏
は
、『
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
入
門
─
プ
ロ
ッ
プ
か
ら
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
ま
で
の
物
語
論
─
』（
水

声
社
、
二
〇
一
四
年
）
の
な
か
で
、
旧
ソ
連
の
民
俗
学
者
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
プ
ロ
ッ
プ
（
一
八
九
五
─
一
九
七
〇
）
の
説
を
解
説
し
て
い

る
（
橋
本
［
二
〇
一
四
］
二
二
─
二
三
頁
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
の
魔
法
物
語
に
分
類
さ
れ
る
物
語
に
は
「
一
つ
の
設
計
図
」
が

あ
り
、
そ
の
設
計
図
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
が
、
物
語
の
筋
の
進
行
に
直
接
影
響
を
与
え
る
「
定
項
」
で
あ
る
と
い
う
。
一
方
、
物
語

に
よ
っ
て
異
な
る
要
素
を
「
不
定
項
」
と
い
う
。
前
章
に
お
い
て
確
認
し
た
、「
現
在
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
物
語
」
と
、「
鬼
子
母

神
の
帰
仏
を
説
く
経
典
」
と
の
あ
い
だ
の
差
異
は
、
こ
の
「
不
定
項
」
に
あ
た
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
鬼
子
母
神
の
物
語
に
お
け
る
「
定
項
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
言
う
「
定
項
」
と
は
、「
物
語
の

筋
の
展
開
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
人
物
の
行
為
」
で
あ
り
、「
機
能
」
と
呼
ば
れ
る
。「
現
在
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
物
語
」
と
、

「
鬼
子
母
神
の
帰
仏
を
説
く
経
典
」
の
内
容
を
見
て
み
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
「
機
能
」
が
あ
っ
て
、「
鬼
子
母
神
の
帰
仏
物
語
」

を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　

①
鬼
子
母
神
が
人
の
子
ど
も
を
さ
ら
っ
て
食
べ
る
。

　
　

②
人
々
（
さ
ら
わ
れ
た
子
ど
も
の
親
）
が
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
を
釈
尊
が
知
る
。
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③
鬼
子
母
神
の
子
ど
も
が
隠
さ
れ
る
。

　
　

④
鬼
子
母
神
が
自
分
の
子
ど
も
を
探
す
。

　
　

⑤
鬼
子
母
神
が
釈
尊
の
も
と
に
た
ど
り
着
く
。

　
　

⑥
釈
尊
が
鬼
子
母
神
を
教
化
す
る
。

　
　

⑦
鬼
子
母
神
が
釈
尊
に
帰
依
す
る
。

　
　

⑧
鬼
子
母
神
に
子
ど
も
が
返
さ
れ
る
。

　

橋
本
氏
に
よ
れ
ば
、
同
じ
設
計
図
に
基
づ
く
物
語
で
あ
っ
て
も
、「
機
能
」
の
す
べ
て
を
含
ん
で
い
る
と
は
限
ら
ず
、
省
略
さ
れ
る
こ

と
も
あ
り
得
る
と
い
う
。
た
だ
、「
機
能
」
の
順
番
が
入
れ
替
わ
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
常
に
同
じ
順
番
で
物
語
の
筋
が
進
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
橋
本
［
二
〇
一
四
］
二
六
頁
）。
し
た
が
っ
て
、
鬼
子
母
神
の
子
ど
も
の
数
や
、
子
ど
も
を
探
し
て
さ
ま
よ
っ
た
日
数
が

異
な
っ
て
い
た
り
、
そ
も
そ
も
そ
の
場
面
が
省
略
さ
れ
て
い
て
も
、「
機
能
」
が
順
番
ど
お
り
に
進
ん
で
い
れ
ば
、「
鬼
子
母
神
の
帰
仏
物

語
」
で
あ
る
と
言
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
現
在
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
物
語
」
お
よ
び
「
鬼
子
母
神
の
帰
仏
を
説
く
経
典
」
は
、
共
通
す
る
「
一
つ

の
設
計
図
」
に
基
づ
い
て
い
な
が
ら
、
物
語
の
筋
の
進
行
に
影
響
し
な
い
部
分
に
お
い
て
は
ざ
ま
ざ
ま
な
異
な
る
要
素
を
持
っ
て
お
り
、

ひ
と
つ
の
豊
か
な
「
鬼
子
母
神
の
帰
仏
物
語
」
と
い
う
世
界
を
作
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

「
ス
ト
ー
リ
ー
」
か
ら
「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
へ

　

次
に
、「
現
在
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
物
語
」
と
「
鬼
子
母
神
の
帰
仏
を
説
く
経
典
」
の
「
あ
り
方
」
の
違
い
に
つ
い
て
考
察
し

て
い
き
た
い
。「
あ
り
方
」
と
は
、「
ど
の
よ
う
な
形
で
存
在
し
て
い
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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「
鬼
子
母
神
の
帰
仏
を
説
く
経
典
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
経
典
と
し
て
個
別
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、「
現
在
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神

の
物
語
」
に
つ
い
て
は
、
根
拠
と
な
る
特
定
の
経
典
は
見
当
た
ら
な
い
も
の
の
、「
鬼
子
母
神
の
帰
仏
物
語
」
の
「
機
能
」
を
備
え
、
変

更
可
能
な
要
素
（
不
定
項
）
に
関
し
て
は
、
特
定
の
経
典
の
記
述
を
部
分
的
に
採
用
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
現
在
語

ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
物
語
」
が
文
章
化
さ
れ
た
も
の
は
書
籍
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
数
多
く
見
ら
れ
る
が
、
内
容
は
厳
密
に
は
統

一
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
個
別
に
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
別
々
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
語
る
人

に
よ
っ
て
微
妙
に
形
が
変
わ
り
つ
つ
も
、�

同
じ
「
鬼
子
母
神
の
物
語
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
が
「
現
在
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神

の
物
語
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
、「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」（narrative

）
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
こ
の
よ
う
な
「
現
在
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
物
語
」
の
「
あ

り
方
」
の
説
明
を
試
み
た
い
。「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
と
は
、「
物
語
」
を
意
味
す
る
英
語
で
あ
る
。「
物
語
」
を
意
味
す
る
英
語
と
し
て
は

「
ス
ト
ー
リ
ー
」（story

）
の
方
が
馴
染
み
が
あ
る
が
、「
ス
ト
ー
リ
ー
」
は
始
ま
り
か
ら
結
末
ま
で
内
容
が
固
定
さ
れ
て
お
り
、
テ
キ
ス

ト
と
し
て
保
存
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
な
「
物
語
」
を
指
す
。「
鬼
子
母
神
の
帰
仏
を
説
く
経
典
」
は
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
個
別
に
保
存
さ

れ
て
い
る
の
で
、「
ス
ト
ー
リ
ー
」
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

一
方
、「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
は
テ
キ
ス
ト
と
い
う
固
定
的
な
形
で
は
保
存
さ
れ
な
い
「
物
語
」
で
あ
る
。「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
と
い
う
概
念
に

お
い
て
は
、
人
の
「
語
り
」
と
い
う
点
が
よ
り
強
調
さ
れ
、
そ
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
「
物
語
」
は
語
る
人
に
よ
っ
て
そ
の
形
を
変
え
つ
つ
、

人
と
人
と
の
あ
い
だ
の
対
話
の
な
か
で
共
有
さ
れ
て
い
く
。

　
「
現
在
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
物
語
」
は
、
内
容
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
個
別
に
保
存
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、

同
じ
「
鬼
子
母
神
の
物
語
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
「
鬼
子
母
神
に
関
す
る
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
で
あ
る
と
言

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
現
在
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
物
語
」
は
「
鬼
子
母
神
の
帰
仏
を
説
く
経
典
」（
ス
ト
ー
リ
ー
）
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
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る
が
、
た
だ
経
典
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る
の
で
は
な
く
、「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
と
い
う
形
で
「
語
ら
れ
続
け
て
き
た
」
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、「
現
在
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
物
語
」
と
「
鬼
子
母
神
の
帰
仏
を
説
く
経
典
」
と
の
あ
い
だ
の
差
異
と
共
通
点
を
確
認
し
、

こ
れ
ら
が
ひ
と
つ
の
設
計
図
（
機
能
）
に
基
づ
い
た
う
え
で
多
彩
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
持
つ
「
鬼
子
母
神
の
帰
仏
物
語
」
の
集
ま
り
で

あ
り
、
そ
こ
に
「
鬼
子
母
神
の
物
語
」
と
い
う
豊
か
な
世
界
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、「
現
在
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神

の
物
語
」
は
、
人
々
に
よ
っ
て
「
語
ら
れ
続
け
る
」
と
い
う
形
で
存
在
す
る
「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。

　

こ
こ
で
、「
語
ら
れ
続
け
る
か
ど
う
か
」
は
、「
人
々
が
受
け
入
れ
、
必
要
と
す
る
か
ど
う
か
」
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
点
に
注
目
し
た

い
。
人
々
の
価
値
観
は
、
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
い
く
。
特
に
現
代
に
お
い
て
は
、
世
界
的
な
感
染
症
の
流
行
に
よ
っ
て
生
活
様
式
を

大
き
く
変
え
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
め
ま
ぐ
る
し
く
状
況
が
変
わ
り
、
先
行
き
が
見
え
な
い
な
か
で
、
人
々
の
価
値
観
も
ま
た
揺
れ
動
い

て
い
る
。
価
値
観
が
変
わ
れ
ば
、「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
も
変
わ
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
、「
古
く
な
っ
た
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
が
捨
て
ら
れ
る
」
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
人
々
の
あ
い
だ
の
対
話
の
な
か
で
、「
古
い
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
が
新
し
い
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
へ
と
形
を
変
え
て
い
く
」
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
た
が
っ
て
、「
現
在
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
物
語
」
を
「
鬼
子
母
神
に
関
す
る
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ

れ
も
や
は
り
時
代
の
変
化
に
伴
っ
て
形
を
変
え
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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