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笑
ひ
茸
笑
つ
て
ば
か
り
ゐ
ら
れ
な
い�

斉
藤
久
美
子

　

笑
茸
は
毒
き
の
こ
。
毒
が
回
る
と
顔
が
引
き
攣
っ
て
し
ま
い
、

そ
れ
が
笑
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
と
か
。
決
し
て
好
き
で

笑
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
作
者
は
そ
の
こ
と
を
十
分
に
承
知

し
な
が
ら
「
笑
つ
て
ば
か
り
ゐ
ら
れ
な
い
」
と
深
刻
に
言
う
。

宵
の
秋
ひ
と
り
の
影
を
濃
く
歩
く�

島
　
　
昌
子

　
「
宵
の
秋
」
は
秋
の
宵
で
、
秋
の
日
が
暮
れ
て
ま
も
な
い
暫
く
の

間
。
ま
だ
影
が
残
り
、
そ
の
自
分
の
影
を
踏
み
な
が
ら
作
者
は
道

を
進
む
。「
濃
く
歩
く
」
の
「
濃
く
」
は
独
り
で
い
る
心
の
重
さ

と
心
細
さ
が
も
た
ら
す
、
自
身
の
歩
み
の
濃
度
を
い
っ
て
い
る
。

節
守
れ
と
父
の
説
諭
や
曼
珠
沙
華�

清
水
　
悠
太

　

こ
の
句
の
「
節
」
は
志
を
守
る
こ
と
。
志
を
立
て
た
ら
そ
れ
を

一
生
貫
く
こ
と
。
作
者
は
こ
の
父
の
言
葉
を
忘
れ
ず
今
も
精
進
さ

れ
る
。
そ
れ
は
曼
珠
沙
華
の
芯
の
強
さ
に
も
通
ず
る
。

燗
熱
く
じ
よ
ん
が
ら
熱
く
夜
吹
雪�

嶋
谷
　
宗
泰

　

じ
ょ
ん
が
ら
と
い
う
と
、
画
家
の
斎
藤
真
一
が
描
い
た
雪
に
埋

も
れ
た
世
界
や
越
後
の
瞽
女
さ
ん
を
想
う
。
デ
ジ
タ
ル
社
会
、
Ａ

Ｉ
と
は
対
極
に
あ
る
民
俗
の
世
界
。
こ
の
句
に
出
て
く
る
燗
酒
、

じ
ょ
ん
が
ら
、
吹
雪
は
、
松
永
伍
一
氏
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば

「
日
本
人
の
中
に
あ
っ
た
哀
し
み
の
系
譜
」
に
連
な
る
も
の
だ
ろ

う
。「
熱
く
」
の
リ
フ
レ
ー
ン
が
見
事
。
熱
気
に
圧
倒
さ
れ
た
。

落
葉
流
る
終
の
住
処
を
探
す
ま
で�

首
藤
　
久
枝

　

落
葉
の
行
く
末
を
見
守
る
心
優
し
い
作
者
。
普
通
は
「
落
葉
か

な
」
で
結
句
す
る
と
こ
ろ
を
、
水
に
流
れ
る
落
葉
を
擬
人
化
し
て

「
終
の
住
処
」
を
探
し
に
旅
立
っ
た
と
詠
む
。
昔
の
ア
ニ
メ
「
み

な
し
ご
ハ
ッ
チ
」
の
ハ
ッ
チ
を
見
て
い
る
気
分
に
な
っ
た
。

冬
青
草
児
は
す
ぐ
転
ぶ
母
の
前�

正
田
　
和
子

　

歩
く
こ
と
を
覚
え
た
子
が
母
の
目
の
前
で
何
回
も
転
ぶ
。
で
も

大
丈
夫
、
草
の
上
だ
か
ら
。
転
ぶ
と
い
う
事
態
が
解
か
ら
な
い
の

で
、
そ
の
子
は
に
こ
に
こ
笑
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
こ
と

が
想
わ
れ
た
。
冬
青
草
は
冬
な
お
青
く
枯
れ
残
っ
て
い
る
冬
草
。

新
藁
を
束
ね
る
紐
の
千
切
れ
け
り�

新
海
あ
ぐ
り

　

刈
っ
た
稲
を
稲
架
に
掛
け
、
後
日
そ
れ
を
脱
穀
す
る
。
残
っ
た

茎
を
新
藁
と
も
今
年
藁
と
も
い
う
。
そ
れ
を
干
し
て
乾
い
た
ら
一

抱
え
ず
つ
紐
（
畳
の
縁
）
で
結
わ
く
。
そ
れ
が
藁
塚
。
畳
縁
は
緑

色
や
金
色
も
混
じ
り
田
圃
に
行
く
と
よ
く
見
掛
け
る
。
こ
の
句
の

「
閏
」
一
句
鑑
賞

守
屋
　
明
俊

（
五
十
音
順
）
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「
千
切
れ
け
り
」
は
こ
の
畳
縁
の
経
年
劣
化
。
或
る
日
と
う
と
う

千
切
れ
た
の
で
あ
る
。
米
作
り
は
こ
う
い
う
こ
と
の
積
み
重
ね
。

誰
が
た
め
に
生
き
て
ゐ
る
の
か
夜
の
長
し�

菅
原
　
淑
子

　

夜
の
長
い
秋
だ
か
ら
こ
そ
の
自
問
自
答
。
お
一
人
の
暮
し
で
病

気
も
な
さ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
の
人
に
尽
く
し
て
き
た
が

今
は
い
ろ
い
ろ
の
人
の
助
け
を
受
け
な
が
ら
生
き
て
お
ら
れ
る
。

私
と
は
？　

生
き
る
と
は
？　

こ
れ
は
難
問
で
あ
る
。

退
社
後
の
歳
暮
生
き
る
を
称
へ
合
ふ�

杉
渕
真
喜
子

　

会
社
を
辞
め
て
か
ら
の
歳
月
。
か
つ
て
の
仲
間
と
は
御
歳
暮
を

通
じ
、
年
一
回
消
息
を
確
か
め
合
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
作
者
は

「
生
き
る
を
称
へ
合
ふ
」
と
詠
む
。
良
く
頑
張
っ
て
い
る
わ
ね
、
と
。

翳
り
て
は
ま
た
照
り
返
す
紅
葉
山�
鈴
木
　
智
子

　

紅
葉
の
美
し
さ
が
際
立
つ
一
句
。
流
れ
て
き
た
雲
が
一
瞬
紅
葉

山
を
覆
い
、
過
ぎ
去
る
と
今
度
は
日
差
し
が
戻
っ
て
紅
葉
山
の
紅

葉
が
く
っ
き
り
と
。「
ま
た
照
り
返
す
」
で
景
が
完
成
し
た
。

新
米
の
検
査
に
安
堵
若
夫
婦�

鈴
木
　
藤
子

　

初
出
荷
米
の
検
査
で
あ
る
。
昨
年
は
各
地
で
猛
暑
に
よ
り
米
の

品
質
が
落
ち
一
等
米
か
ら
格
下
げ
さ
れ
た
地
域
も
あ
っ
た
。
で
も

こ
の
若
夫
婦
の
作
っ
た
米
は
合
格
。「
安
堵
」
の
二
字
が
眩
し
い
。

誰
も
彼
も
志
ん
生
に
な
る
年
酒
か
な�

高
橋
　
章
子

　

古
今
亭
志
ん
生
が
酒
を
始
め
た
の
は
十
四
、
五
の
年
か
ら
。
そ

の
頃
か
ら
賭
場
に
出
入
り
し
、
勝
て
ば
そ
の
金
で
酒
を
飲
ん
だ
と

い
う
筋
金
入
り
。
結
婚
し
た
翌
日
に
は
女
郎
買
い
に
出
た
と
い
う

か
ら
、
褒
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
で
も
、
噺
の
稽
古
だ
け
は

ど
ん
な
時
で
も
忘
れ
な
か
っ
た
そ
う
で
、「
替
り
目
」
と
い
う
噺

で
は
、
ぐ
で
ん
ぐ
で
ん
の
酔
っ
払
い
を
見
事
に
演
じ
て
い
る
。
深

夜
女
房
に
お
で
ん
を
買
い
に
行
か
せ
る
場
面
な
ど
は
殊
に
秀
逸
。

掲
出
句
の
志
ん
生
も
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
志
ん
生
な
の
だ
ろ

う
。
み
ん
な
年
酒
を
酌
み
、
ぐ
だ
ぐ
だ
言
っ
て
い
る
。

こ
の
節
の
証
の
や
う
に
葱
届
く�

髙
橋
満
利
子

　

葱
は
一
年
中
買
う
こ
と
が
出
来
る
が
、
や
は
り
鍋
の
季
節
は
何

と
言
っ
て
も
葱
で
あ
る
。
鴨
南
蛮
に
も
も
ち
ろ
ん
葱
が
入
っ
て
い

て
美
味
。
こ
の
時
期
、
町
を
歩
け
ば
み
な
葱
を
手
に
し
て
い
る
。

〈
十
人
の
う
ち
九
人
は
葱
を
持
ち　

明
俊
〉
と
い
う
駄
句
も
あ
る

く
ら
い
だ
。
ま
こ
と
に
「
こ
の
節
の
証
」
の
よ
う
。

柿
簾
ゆ
た
か
に
夜
の
帳
降
る�

高
橋
美
智
子

　

出
荷
用
に
簾
の
ご
と
く
柿
が
吊
る
さ
れ
て
い
る
の
は
本
当
に
壮

観
で
あ
る
。
家
庭
で
も
上
階
の
物
干
し
場
に
吊
し
て
い
る
の
を
よ

く
見
掛
け
る
。
そ
の
柿
簾
に
日
暮
が
訪
れ
、
や
が
て
「
夜
の
帳
」

に
包
ま
れ
る
。「
ゆ
た
か
に
」
は
、
情
感
溢
れ
る
美
し
い
措
辞
。
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履
初
め
の
幼
ふ
ん
ば
る
大
花
野�

竹
森
　
美
喜

　

靴
と
言
っ
て
も
柔
ら
か
く
小
さ
な
も
の
。
そ
れ
を
初
め
て
履
い

た
幼
児
が
元
気
に
歩
く
。
踏
ん
張
っ
て
踏
ん
張
っ
て
、
と
う
と
う

大
花
野
ま
で
。「
大
花
野
」
で
景
に
広
が
り
が
出
た
。
愛
孫
句
か
。

秋
夕
焼
い
つ
も
の
町
が
名
シ
ー
ン�

田
中
　
　
京

　

何
の
変
哲
も
な
い
い
つ
も
の
町
が
、
あ
ら
不
思
議
、
秋
夕
焼
が

現
れ
た
だ
け
で
映
画
の
一
シ
ー
ン
と
化
し
た
。『
三
丁
目
の
夕
日
』

な
ど
を
思
い
出
す
。

冬
の
蝶
枯
原
は
君
の
パ
レ
ッ
ト�

寺
田
　
幸
子

　

枯
野
原
を
さ
ま
よ
う
蝶
。
作
者
は
愛
を
籠
め
て
「
君
」
と
呼

ぶ
。
枯
れ
一
色
の
原
っ
ぱ
を
、
君
は
ど
ん
な
色
で
埋
め
よ
う
と
す

る
の
か
。
君
の
パ
レ
ッ
ト
は
君
だ
け
の
も
の
。

銀
杏
拾
ふ
次
も
次
の
も
視
野
の
中�

長
井
　
敦
子

　

ば
ら
撒
か
れ
た
小
銭
を
拾
う
よ
う
な
感
覚
を
想
像
す
る
。
こ
の

句
で
は
落
ち
て
い
る
ぎ
ん
な
ん
を
拾
う
の
で
あ
る
が
、
拾
い
つ
つ

そ
の
先
の
、
ま
た
そ
の
先
の
ぎ
ん
な
ん
に
目
が
い
っ
て
、
そ
れ
を

「
視
野
の
中
」
と
適
切
に
作
者
は
表
現
し
た
。
面
白
い
。

頂
に
若
き
棋
士
立
つ
空
高
し�

中
嶋
き
よ
し

　

藤
井
聡
太
棋
士
の
八
冠
を
祝
し
て
の
一
句
。
棋
界
の
頂
点
に
立

つ
若
き
棋
士
。「
空
高
し
」
を
座
五
に
置
き
、
彼
の
更
な
る
飛
躍

を
願
う
。

穏
や
か
な
海
の
日
暮
や
土
瓶
蒸
し�

中
村
　
敬
子

　

日
が
暮
れ
て
か
ら
の
土
瓶
蒸
し
の
味
や
如
何
に
。
海
は
穏
や
か

で
何
よ
り
。
心
ま
で
穏
や
か
に
な
り
、
酒
も
進
む
。
松
茸
、
ハ
モ
、

海
老
、
三
つ
葉
、
ぎ
ん
な
ん
…
。
出
汁
が
き
い
て
美
味
し
く
酸
橘

の
香
り
も
い
い
。
ど
う
し
た
ら
こ
の
よ
う
な
暮
し
が
出
来
る
の
か
。

変
声
期
の
少
年
絶
叫
愛
の
羽
根�

中
村
　
東
子

　

駅
前
や
街
頭
に
整
列
し
「
愛
の
羽
根
」
の
寄
付
を
呼
び
掛
け
る

少
年
少
女
た
ち
。
作
者
は
そ
の
中
に
声
変
り
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
少
年
を
発
見
し
た
。
声
が
低
音
に
な
っ
て
の
絶
叫
と
い
う
の
は

野
太
く
、
聴
い
て
い
て
解
か
る
の
だ
ろ
う
。

息
白
し
独
り
ご
ち
な
る
ス
マ
ホ
人�

中
村
　
幹
子

　

ス
マ
ホ
と
い
う
歩
く
電
話
機
・
ネ
ッ
ト
端
末
を
持
ち
歩
く
ス
マ

ホ
び
と
。
寒
い
街
中
で
そ
の
ス
マ
ホ
か
ら
白
い
息
が
上
が
る
の
を

作
者
は
見
逃
さ
な
か
っ
た
。
ス
マ
ホ
も
文
明
の
利
器
な
の
だ
ろ
う

が
、
何
か
一
人
一
人
分
断
さ
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
、
私
な
ど
は

怖
い
。「
独
り
ご
ち
」
か
ら
出
る
白
息
を
作
者
も
怖
い
と
思
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
俳
句
で
現
代
社
会
を
詠
む
こ
と
も
大
切
。
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木
枯
し
に
地
球
を
歩
く
落
ち
も
せ
ず�

野
沢
　
慶
子

　

今
年
は
東
京
に
木
枯
し
が
吹
い
た
。
三
年
振
り
で
あ
る
。
作
者

は
歩
い
て
い
て
木
枯
し
に
吹
か
れ
た
が
、
ど
っ
こ
い
、
吹
き
飛
ば

さ
れ
ず
地
球
か
ら
落
ち
な
か
っ
た
と
、
そ
う
詠
む
。
面
白
い
着
想

の
一
句
。
落
ち
た
ら
、
富
士
山
に
摑
ま
る
の
も
方
法
。

神
さ
び
の
日
向
棚
田
の
田
ご
と
稲
架�

橋
本
　
恭
子

　

神
さ
び
は
神
々
し
い
様
。
日
向
の
国
の
棚
田
、
田
毎
の
月
な
ら

ぬ
「
田
ご
と
稲
架
」
の
夥
し
い
数
の
稲
架
が
組
ま
れ
、
稲
が
掛
け

ら
れ
て
い
る
。
日
差
し
を
受
け
れ
ば
黄
金
色
に
輝
き
、「
神
さ
び
」

と
は
こ
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

よ
そ
ゆ
き
の
母
に
縋
る
子
金
木
犀�
長
谷
川
菊
男

　
「
行
か
な
い
で
」
と
子
が
母
に
縋
る
。
よ
そ
ゆ
き
は
余
所
行
き
。

薄
化
粧
し
普
段
着
か
ら
別
の
衣
服
に
着
替
え
る
。
金
木
犀
の
匂
い

が
し
た
そ
の
日
。
子
は
反
射
的
に
、
お
母
さ
ん
は
ど
こ
か
へ
行
っ

て
し
ま
う
の
だ
と
怯
え
る
。
哀
切
極
ま
り
な
い
句
で
あ
る
。

老
木
の
実
は
甘
か
ろ
う
小
鳥
来
る�

長
谷
部
幸
子

　

老
木
は
人
間
で
い
え
ば
後
期
高
齢
。「
呆
け
老
人
」
と
蔑
ま
れ

て
も
後
期
高
齢
者
に
は
長
年
蓄
積
し
た
生
活
の
知
恵
が
あ
る
。
若

者
と
は
異
な
る
味
わ
い
が
あ
る
。「
老
木
の
実
は
甘
か
ろ
う
」
を

私
は
勝
手
に
そ
う
理
解
し
た
。
老
木
へ
の
労
り
の
一
句
。

木
の
葉
散
る
小
鳥
も
と
き
に
葉
の
や
う
に�

畠
山
　
奈
於

　

木
の
葉
が
は
ら
は
ら
と
突
然
に
散
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、

小
鳥
が
た
い
そ
う
な
勢
い
で
目
の
前
を
落
下
す
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
句
で
は
そ
れ
を
「
葉
の
や
う
に
」
と
表
現
し
て
い
る
。
小
鳥

も
木
の
葉
の
よ
う
に
し
な
や
か
に
生
き
て
い
る
。

箒
目
を
隠
す
数
多
の
落
葉
か
な�

浜
田
　
優
子

　

庭
に
木
の
葉
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
落
ち
る
。
掃
き
掃
除
し
て
も

い
つ
の
間
に
か
た
く
さ
ん
落
ち
て
き
て
、
と
う
と
う
箒
目
ま
で
隠

し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
句
は
箒
目
に
着
目
し
た
の
が
良
か
っ
た
。

出
稼
ぎ
や
出
て
行
く
黙
と
残
る
黙�

原
田
ミ
チ
子

　

雪
の
積
も
る
時
期
、
農
山
村
な
ど
で
は
仕
事
が
な
く
な
り
現
金

収
入
を
求
め
出
稼
ぎ
す
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。
出
稼
ぎ
す
る
と
春

の
農
作
業
が
始
ま
る
ま
で
家
を
空
け
る
こ
と
に
な
る
。
掲
出
句
で

は
出
て
行
く
本
人
と
そ
の
帰
り
を
待
つ
家
族
の
そ
れ
ぞ
れ
の
黙
を

詠
ん
で
い
て
身
に
つ
ま
さ
れ
る
。
出
稼
ぎ
の
例
句
を
『
八
戸
俳
句

歳
時
記
』
か
ら
引
く
。〈
出
稼
ぎ
の
荷
に
ひ
そ
ま
せ
て
母
の
針　

川

村
静
香
〉〈
出
稼
ぎ
の
父
待
つ
子
等
の
父
の
絵
よ　

三
ケ
森
秋
香
〉

ア
カ
ペ
ラ
の
ご
と
く
並
び
て
冬
木
立�

春
田
　
千
歳

　

こ
の
冬
木
立
は
す
で
に
葉
を
落
し
た
木
で
あ
ろ
う
。
目
に
は
見

え
な
い
が
、
裸
木
な
が
ら
す
で
に
次
期
に
向
け
た
準
備
が
着
々
と
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進
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
句
で
は
そ
の
冬
木
立
が
ア
カ
ペ

ラ
（
無
伴
奏
の
歌
唱
）
の
如
く
並
ん
で
い
る
と
の
こ
と
。
葉
の
繁
っ

て
い
る
頃
に
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
如
く
歌
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、

冬
木
立
た
ち
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
な
ん
か
に
頼
ら
ず
、
文
字
通
り
自

立
し
、
春
に
向
け
、
腹
か
ら
声
を
出
し
て
自
ら
を
奮
い
立
た
せ
て

い
る
。
ア
カ
ペ
ラ
の
比
喩
を
私
は
そ
の
よ
う
に
受
け
取
っ
た
。

に
ん
げ
ん
の
何
し
て
よ
う
が
鰯
雲�

平
野
　
豊
雄

　

人
間
が
何
を
し
て
い
よ
う
が
鰯
雲
に
は
関
わ
り
の
な
い
こ
と
。

鰯
雲
は
ひ
た
す
ら
満
天
を
泳
ぎ
、
そ
の
眼
下
に
は
人
間
の
様
々
な

営
み
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。「
何
し
て
よ
う
が
」
の
言
い
様
は
極

め
て
冷
め
て
い
て
、
戦
争
し
よ
う
が
裏
金
を
キ
ッ
ク
バ
ッ
ク
し
よ

う
が
そ
れ
は
愚
か
な
人
類
の
す
る
こ
と
。
こ
の
句
、「
に
ん
げ
ん
」

の
平
仮
名
書
き
が
そ
の
愚
を
当
て
擦
っ
て
い
る
。

夫
は
寄
鍋
わ
れ
は
ビ
フ
テ
キ
卓
割
れ
る�

平
野
　
美
子

　

互
い
の
気
持
ち
を
忖
度
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
が
好
き
な
も
の
を
食

べ
る
。
小
市
民
で
あ
れ
ば
互
い
に
寄
鍋
と
ビ
フ
テ
キ
を
少
し
ず
つ

分
け
合
い
、
幸
せ
気
分
を
共
有
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
句
で
は

お
構
い
な
し
に
我
が
道
を
往
く
。
そ
れ
を
是
と
す
る
家
風
の
よ
う

で
あ
る
。
夫
婦
が
迎
合
す
る
こ
と
な
く
、
好
き
な
も
の
を
食
べ
ら

れ
る
と
い
う
の
は
、
究
極
の
と
こ
ろ
愛
情
が
濃
い
と
い
う
こ
と
。

延
命
は
し
な
い
約
束
冬
の
蜂�

本
多
　
遊
子

　

延
命
措
置
を
取
ら
な
い
と
い
う
お
身
内
と
の
約
束
か
。
近
い
将

来
そ
の
よ
う
な
事
態
と
な
っ
た
場
合
を
想
定
し
て
の
真
摯
な
約
束
。

「
冬
の
蜂
」
が
巧
い
と
思
っ
た
。
冬
の
蜂
と
い
う
と
〈
冬
蜂
の
死

に
所
な
く
歩
き
け
り　

村
上
鬼
城
〉
が
す
ぐ
に
思
い
出
さ
れ
る
。

そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
冬
の
蜂
を
、
作
者
は
お
身
内
の
今
の
境
涯
の
象

徴
と
し
て
用
い
て
い
る
。
よ
く
読
む
と
、
と
て
も
切
な
い
句
だ
。

鬼
瓦
目
に
風
花
の
染
み
て
消
え�

松
本
　
余
一

　

風
花
の
行
方
を
追
っ
て
い
た
ら
、
舞
っ
て
い
た
風
花
が
鬼
瓦
の

目
に
着
地
し
、
暫
く
し
た
ら
融
け
て
消
え
た
と
い
う
。
堅
実
な
写

実
の
句
で
、
風
花
の
本
意
を
よ
く
捉
え
て
い
る
。

朝
風
呂
に
湯
を
溢
れ
さ
せ
敬
老
日�

持
田
き
よ
え

　

何
の
気
兼
ね
も
な
く
朝
か
ら
風
呂
に
入
る
こ
と
が
で
き
、
今
日

ば
か
り
は
老
人
（
敬
老
の
日
を
昔
は
老
人
の
日
と
い
っ
た
）
の
天

国
。
湯
治
場
で
な
く
て
も
家
庭
の
風
呂
に
朝
日
で
も
差
せ
ば
幸
せ

な
気
分
。
湯
を
溢
れ
さ
せ
る
贅
沢
は
格
別
で
あ
る
。

里
神
楽
か
の
世
へ
耳
目
遊
ば
せ
て�

森
尻
　
礼
子

　

民
俗
芸
能
の
一
つ
で
あ
る
里
神
楽
。
神
代
の
物
語
に
取
材
し
た

劇
が
多
く
、
人
が
神
に
扮
装
し
て
舞
っ
た
り
踊
っ
た
り
、
時
に
笑

い
を
振
り
ま
い
た
り
も
す
る
。
神
楽
は
神
を
迎
え
、
そ
の
前
で
長
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命
を
祈
る
芸
能
で
あ
る
。
こ
の
句
の
「
か
の
世
」
は
来
世
で
あ

り
、
作
者
は
耳
目
を
遊
ば
せ
な
が
ら
、
里
神
楽
か
ら
未
来
の
命
と

い
う
も
の
を
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

冬
薔
薇
夫
と
お
ぼ
し
き
星
仰
ぐ�

八
尋
　
信
子

　

亡
夫
を
偲
ん
で
の
一
句
。
作
者
が
仰
い
だ
「
夫
と
お
ぼ
し
き

星
」
は
、
銀
河
の
中
で
も
一
番
輝
い
て
い
る
星
だ
っ
た
に
違
い
な

い
。
冬
薔
薇
は
勿
論
、
夫
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
。

銀
杏
は
大
粒
日
本
大
通
り�

山
田
　
雅
子

　

横
浜
の
日
本
大
通
り
。
こ
こ
は
銀
杏
並
木
が
綺
麗
で
、
殊
に
銀

杏
黄
葉
が
散
る
様
は
壮
観
。
道
に
散
っ
た
葉
が
自
動
車
の
後
を
追

い
か
け
て
い
く
美
し
い
場
面
を
見
た
こ
と
も
あ
る
。
ぎ
ん
な
ん
も

相
当
に
落
ち
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
作
者
の
発
見
は
そ
の
ぎ
ん
な
ん

が
「
大
粒
」
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
れ
だ
け
で
俳
句
は
成
立
す
る
。

数
へ
日
の
現
実
逃
避
ゴ
ジ
ラ
観
る�

横
須
賀
智
子

　

年
末
は
早
々
と
ク
リ
ス
マ
ス
ソ
ン
グ
や
「
も
う
い
く
つ
寝
る

と
」
の
歌
が
流
れ
て
き
た
り
し
て
、
人
々
の
心
を
急
か
す
。
新
し

い
年
を
迎
え
る
た
め
の
用
意
も
多
々
あ
り
、
掲
出
句
の
よ
う
に
一

時
的
に
現
実
か
ら
逃
避
し
た
く
な
る
気
分
は
よ
く
解
る
。
逃
避
と

い
っ
て
も
映
画
館
や
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
て
い
る
ゴ
ジ
ラ
映
画
を

観
る
こ
と
ぐ
ら
い
で
、
終
れ
ば
ま
た
現
実
に
帰
る
の
で
あ
る
。

松
の
残
生
ね
ん
ご
ろ
に
菰
を
巻
く�

和
田
　
郁
子

　

松
に
は
太
い
の
も
あ
れ
ば
細
い
の
も
あ
る
。
高
い
の
も
あ
れ
ば

低
い
も
の
も
あ
る
。
曲
が
っ
て
い
る
も
の
あ
れ
ば
真
っ
直
ぐ
の
も

の
も
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
て
菰
が
巻
か
れ
て
い
る
。
巻
く
位

置
も
異
な
り
、
職
人
た
ち
の
技
が
光
る
。「
松
の
残
生
」
を
汲
み
、

ね
ん
ご
ろ
に
巻
か
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
心
を
寄
せ
た
一
句
。

初
も
み
ぢ
余
生
楽
し
む
ご
と
揺
る
る�

東
　
　
祥
子

　

自
身
の
余
生
を
初
紅
葉
に
託
す
。
も
っ
と
楽
し
ま
な
け
れ
ば
と

い
う
思
い
。
紅
葉
狩
に
は
ま
だ
早
い
け
れ
ど
初
紅
葉
に
心
と
き
め

い
た
作
者
は
、
そ
の
紅
葉
が
揺
れ
て
い
る
こ
と
に
、
紅
葉
も
ま
た

余
生
を
楽
し
ん
で
い
る
の
だ
と
、
そ
う
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。
一
句

全
体
が
余
生
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ム
キ
ム
キ
と
育
つ
筋
肉
春
だ
か
ら�

阿
部
　
草
薫

　

希
望
な
の
か
、
現
実
な
の
か
。
作
者
な
の
か
、
幼
子
な
の
か
。

ム
キ
ム
キ
と
育
っ
た
筋
肉
を
目
の
前
に
し
て
の
「
春
だ
か
ら
」
の

呟
き
は
説
得
力
が
あ
る
。
座
五
に
置
い
て
成
功
し
た
。

結
婚
記
念
日
じ
つ
く
り
戻
す
干
し
茸�

伊
澤
や
す
ゑ

　

時
間
を
掛
け
て
よ
き
ご
家
庭
を
作
っ
て
き
た
様
子
が
解
か
る
。

結
婚
記
念
日
を
迎
え
て
の
さ
さ
や
か
な
感
慨
が
「
じ
つ
く
り
戻
す

干
し
茸
」
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
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語
る
や
う
に
誘
ふ
や
う
に
薄
の
穂�

市
村
　
啓
子

　

風
に
揺
れ
る
薄
の
穂
か
ら
の
い
ざ
な
い
。「
語
る
や
う
に
」「
誘

ふ
や
う
に
」
作
者
の
耳
目
に
届
い
た
薄
の
穂
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
。

心
の
扉
を
開
き
そ
れ
を
感
受
す
る
作
者
の
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
。

秋
の
日
を
大
事
に
仕
舞
ふ
遠
き
富
士�

岩
根
　
　
甲

　
「
大
事
に
仕
舞
ふ
」
と
感
じ
表
現
し
た
と
こ
ろ
が
こ
の
句
の
よ

ろ
し
さ
。
秋
の
日
が
遠
富
士
に
落
ち
て
行
っ
た
と
い
う
だ
け
の
句

は
誰
で
も
作
れ
る
。
俳
人
の
目
の
鋭
さ
、
柔
ら
か
さ
。

右
往
左
往
の
落
葉
定
ま
る
夕
間
暮
れ�

牛
込
は
る
子

　

舞
い
終
え
た
落
葉
が
風
に
吹
か
れ
翻
弄
さ
れ
「
右
往
左
往
」
し

て
い
た
が
、
夕
刻
に
は
風
も
止
み
、
落
葉
た
ち
は
し
か
る
べ
き
所

に
重
な
り
動
か
な
い
。「
落
葉
定
む
る
」
に
表
現
の
工
夫
が
あ
る
。

急
に
冬
手
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
突
つ
込
め
り�

内
海
　
範
子

　
「
突
つ
込
め
り
」
の
少
し
乱
暴
な
言
葉
が
、
よ
り
寒
さ
を
伝
え

て
い
る
。「
急
に
冬
」
の
唐
突
な
導
入
も
同
様
だ
。
秋
を
飛
ば
し
て

夏
か
ら
冬
に
入
っ
た
と
い
う
今
年
の
異
常
な
気
候
下
で
の
句
作
。

寒
牡
丹
秘
宝
咲
か
す
る
志�

大
下
　
壽
櫻

　

菰
を
被
っ
た
寒
牡
丹
。
蕾
の
ま
ま
こ
れ
か
ら
咲
く
も
の
も
牡
丹

園
に
は
並
べ
ら
れ
、
好
事
家
に
は
堪
え
ら
れ
な
い
こ
の
季
節
。
作

者
も
ま
た
そ
う
な
の
だ
ろ
う
、
寒
牡
丹
に
秘
宝
と
し
て
の
品
格
を

感
じ
、
秘
宝
た
ら
ん
と
す
る
寒
牡
丹
の
志
に
期
待
を
寄
せ
る
。

音
も
な
く
人
は
老
い
ゆ
く
天
の
川�

太
田
　
裕
子

　

年
末
に
写
真
ア
ル
バ
ム
の
断
捨
離
を
し
て
い
て
、
七
十
数
年
間

の
自
分
の
そ
の
時
々
の
姿
か
た
ち
に
唖
然
と
し
た
。
当
り
前
だ
が

今
よ
り
若
い
。
心
の
方
も
写
真
の
よ
う
に
残
っ
て
い
な
い
け
れ
ど

や
は
り
若
か
っ
た
だ
ろ
う
。
心
身
の
疲
弊
は
こ
の
句
の
よ
う
に「
音

も
な
く
」
静
か
に
潜
航
し
、
天
の
川
の
星
々
を
仰
い
だ
時
に
浮
上

し
て
老
い
を
意
識
す
る
。
が
、
こ
れ
は
哀
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

店
頭
に
故
郷
が
あ
り
柿
の
山�

小
河
原
政
子

　

故
郷
の
柿
を
町
の
八
百
屋
の
店
頭
に
見
つ
け
た
の
だ
。
笊
の
上

に
沢
山
盛
ら
れ
た
柿
は
色
艶
が
よ
く
、
こ
こ
で
買
わ
ね
ば
女
が
す

た
る
。
重
い
が
家
に
買
っ
て
帰
っ
た
に
違
い
な
い
。
望
郷
の
句
。

天
高
し
パ
リ
パ
リ
食
べ
る
蛸
せ
ん
べ
い�

小
野
　
直
美

　

蛸
を
そ
の
ま
ま
プ
レ
ス
し
た
大
き
な
煎
餅
を
見
た
こ
と
が
あ

る
。
こ
の
句
の
蛸
せ
ん
べ
い
も
「
パ
リ
パ
リ
」
と
音
を
さ
せ
て
如

何
に
も
美
味
し
そ
う
。「
天
高
し
」
が
と
て
も
気
持
ち
良
い
。

農
作
の
品
評
会
や
胸
に
菊�

金
子
か
ほ
る

　

ア
メ
リ
カ
映
画
に
『
ス
テ
ー
ト
フ
ェ
ア
』（
一
九
四
五
年
）
が
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あ
っ
た
。
ス
テ
ー
ト
フ
ェ
ア
は
農
業
の
品
評
会
の
こ
と
で
、
育
て

た
豚
や
地
産
の
野
菜
な
ど
を
使
っ
た
料
理
が
品
評
さ
れ
る
。
掲
出

句
は
日
本
の
品
評
会
。多
く
の
生
産
者
の
胸
に
大
輪
の
菊
が
輝
く
。

崖
線
や
上
り
遠
富
士
下
り
稲
架�

金
田
　
知
子

　

崖
線
は
、
多
摩
川
な
ど
の
河
川
や
東
京
湾
の
海
の
浸
食
作
用
で

で
き
た
崖
地
の
連
な
り
で
、
国
分
寺
・
府
中
・
立
川
な
ど
区
市
町

村
を
超
え
て
連
続
す
る
緑
。
崖
線
下
に
は
多
く
の
湧
水
が
あ
る
。

作
者
は
そ
こ
を
上
る
時
に
富
士
山
、
下
る
時
に
稲
架
を
見
た
。

「
上
り
遠
富
士
下
り
稲
架
」
の
良
き
景
色
が
読
者
の
目
に
も
迫
る
。

熊
手
持
つ
手
と
り
ん
ご
飴
持
ち
た
る
手�

金
田
　
喜
子

　

酉
の
市
に
行
っ
て
出
店
の
り
ん
ご
飴
を
買
っ
て
も
ら
っ
た
子
。

片
手
に
は
小
さ
な
熊
手
を
持
ち
、
も
う
一
つ
の
手
に
り
ん
ご
飴
を

持
つ
。
そ
の
両
手
に
注
目
し
た
可
愛
ら
し
い
句
。

星
月
夜
木
橋
渡
れ
ば
家
明
り�

菊
地
　
孝
枝

　

木
橋
が
出
て
来
る
の
で
作
者
の
故
郷
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
星

月
夜
の
下
、
家
路
に
あ
る
そ
の
木
橋
を
渡
る
と
家
明
り
が
見
え
た

と
い
う
。
幼
い
頃
の
思
い
出
か
。
懐
か
し
く
美
し
い
抒
情
の
一
句
。

な
む
あ
み
だ
墓
石
の
上
に
冬
の
蝶�

北
　
　
好
夫

　

同
じ
作
品
に
〈
父
母
の
墓
人
恋
ふ
る
か
に
冬
の
蝶
〉
が
あ
る
。

こ
の
墓
の
上
に
冬
の
蝶
が
懐
く
よ
う
に
停
ま
っ
て
い
る
の
で
、
作

者
は
思
わ
ず
掌
を
合
せ
「
な
む
あ
み
だ
」
と
唱
え
た
の
だ
ろ
う
。

永
遠
の
命
を
持
つ
阿
弥
陀
仏
に
「
な
む
あ
み
だ
」
と
唱
え
れ
ば
極

楽
へ
往
生
で
き
る
。
冬
の
蝶
が
阿
弥
陀
仏
に
思
え
た
か
。

柿
膾
夫
よ
ろ
こ
ぶ
と
思
ひ
き
や�

木
山
　
有
衣

　

柿
膾
は
大
根
、
人
参
、
干
し
柿
（
生
の
柿
で
も
い
い
）
を
合
わ

せ
酢
に
ま
ぜ
た
も
の
で
、
正
月
の
お
節
料
理
と
し
て
親
し
ま
れ
て

い
る
。
柿
を
入
れ
る
こ
と
で
甘
味
旨
味
が
出
る
。
こ
の
句
、
柿
膾

を
作
っ
た
の
だ
が
「
夫
よ
ろ
こ
ぶ
と
思
ひ
き
や
」
と
い
う
結
果

に
。「
思
ひ
き
や
」
で
終
る
俳
句
に
初
め
て
接
し
た
。
面
白
い
。

虎
落
笛
口
針
嚙
ん
で
木
偶
泣
き
ぬ�

久
保
田
勝
一

　

志
摩
の
安
乗
埼
に
は
伝
承
芸
能
の
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
が
あ
り
、

そ
の
芝
居
小
屋
を
見
学
し
た
こ
と
が
あ
る
。
木
偶
を
保
管
す
る
木

偶
小
屋
も
あ
り
、
そ
こ
に
掲
出
句
の
よ
う
な
女
方
の
木
偶
も
居
た

か
と
思
う
。
人
形
の
口
元
に
口
針
と
い
う
釘
が
打
た
れ
て
い
て
、

歯
を
食
い
し
ば
っ
て
泣
い
た
り
す
る
時
に
そ
の
釘
に
着
物
の
袖
を

引
っ
掛
け
る
。
あ
ら
か
じ
め
口
針
が
打
た
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ

ろ
に
女
性
の
積
年
の
哀
し
み
が
あ
る
。
虎
落
笛
も
ま
た
哀
し
い
。

矢
玉
尽
く
落
武
者
の
如
し
曼
珠
沙
華�

栗
原
　
季
星

　

見
立
て
の
句
。
曼
珠
沙
華
が
矢
玉
の
尽
き
た
落
武
者
の
よ
う
だ
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と
。「
矢
玉
尽
く
」
が
と
て
も
リ
ア
ル
で
あ
る
。
そ
う
言
え
ば
曼
珠

沙
華
も
丸
腰
だ
し
血
だ
ら
け
だ
。
こ
の
見
立
て
、
無
理
が
な
い
。

か
つ
が
れ
て
葉
付
大
根
横
断
す�

小
圷
あ
ゆ
み

　

こ
の
句
の
大
根
が
担
が
れ
て
行
く
場
面
に
驚
き
、
次
い
で
道
を

「
横
断
す
」
の
措
辞
に
驚
い
た
。
葉
付
大
根
だ
か
ら
抜
い
た
ば
か

り
の
も
の
だ
ろ
う
。
何
人
か
で
担
ぐ
よ
う
な
大
き
い
大
根
を
想
像

し
て
も
い
い
。
難
し
い
こ
と
を
何
も
言
っ
て
な
く
て
、
す
ー
っ
と

胸
に
飛
び
込
ん
で
く
る
句
で
あ
る

男
等
は
戦
争
が
好
き
冬
に
入
る�

小
泉
ま
り
子

　

こ
の
句
の
「
好
き
」
か
ら
、
モ
ン
ロ
ー
映
画
の
邦
題
『
紳
士
は

金
髪
が
お
好
き
』
や
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
の
「
ウ
ィ
ス
キ
ー
が
お
好
き
で

し
ょ
」
を
一
瞬
思
っ
た
。
勿
論
、「
男
等
は
戦
争
が
好
き
」
は
男

に
は
ぐ
っ
と
堪
え
る
も
の
が
あ
っ
て
、
痛
い
所
を
突
か
れ
た
と
い

う
思
い
が
す
る
。
冬
の
時
代
に
逆
戻
り
し
、
地
球
は
こ
の
先
ど
う

な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

綿
虫
を
追
へ
ば
ふ
は
り
と
は
ぐ
ら
か
す�

幸
喜
美
恵
子

　

綿
虫
を
夢
中
に
追
う
。
い
ず
れ
見
失
う
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た

矢
先
、
や
は
り
何
処
か
へ
消
え
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
句
で

は
、
追
わ
れ
て
い
る
方
の
綿
虫
の
所
作
に
作
者
は
注
目
。「
ふ
は

り
と
は
ぐ
ら
か
す
」
は
観
察
の
目
が
行
き
届
い
て
い
る
。

秋
刀
魚
焼
く
皮
の
ふ
く
ふ
く
動
く
ま
で�

小
濱
け
え
子

　

秋
刀
魚
を
じ
ゅ
う
じ
ゅ
う
焼
い
て
い
る
時
の
様
子
が
事
細
か
に

表
現
さ
れ
て
い
る
。
電
気
で
は
な
く
昔
な
が
ら
の
炭
で
焼
い
て
い

る
の
だ
ろ
う
。
町
の
秋
刀
魚
祭
で
秋
刀
魚
の
煙
が
も
う
も
う
と
高

く
上
が
っ
て
い
く
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
が
、
煙
の
下
で
は
掲
出

句
の
よ
う
に
秋
刀
魚
の
皮
が
ふ
く
ふ
く
と
動
い
て
い
た
に
違
い
な

い
。「
ふ
く
ふ
く
」
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
い
い
味
を
出
し
、
見
事
な

焼
秋
刀
魚
が
完
成
し
た
。

公
家
の
手
と
そ
し
ら
れ
な
が
ら
年
用
意�

小
林
ゆ
き
お

　

青
っ
白
い
柔
な
手
を
し
て
お
ら
れ
る
の
か
、
家
で
は
常
々
皆
に

「
公
家
の
手
だ
」
と
誹
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
お
気
の
毒
と
申
し

上
げ
る
し
か
な
い
。
家
族
か
ら
す
れ
ば
、
家
事
は
自
分
た
ち
に
任

せ
、
作
者
に
は
お
と
な
し
く
し
て
い
て
欲
し
い
が
、
そ
う
言
っ
て

し
ま
え
ば
角
が
立
つ
の
で
「
公
家
の
手
」
を
持
ち
だ
し
て
や
い
の

や
い
の
冷
や
か
し
て
い
る
。
そ
う
推
測
し
た
が
如
何
に
。
何
と
も

微
笑
ま
し
い
年
用
意
で
あ
る
。

洋
梨
の
ど
こ
か
子
規
似
や
父
似
と
も�

小
林
　
　
玲

　

洋
梨
の
く
び
れ
た
所
な
の
だ
ろ
う
。
子
規
の
横
顔
と
い
わ
れ
て

み
れ
ば
、
然
う
か
と
も
思
う
。
子
規
は
く
だ
も
の
好
き
で
書
生
時

代
に
は
梨
で
あ
れ
ば
大
き
い
の
を
六
つ
七
つ
は
食
べ
た
。
洋
梨
は

ま
だ
無
か
っ
た
。
作
者
の
父
君
も
梨
が
お
好
き
だ
っ
た
の
で
は
。
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（「
俳
句
」
令
和
５
年
10
月
号
）


