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私
は
勤
務
先
の
法
政
大
学
工
学
部
の
教
養
科
目
で
、
妖
怪
に
関
す
る
授
業
を
行
っ
て
い
る
。
化
け
物
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
自
然
科

学
的
に
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
過
去
の
日
本
人
が
心
の
中
で
思
い
描
い
て
い
た
数
々
の
化
け
物
の
姿
や
性
質
に
つ
い

て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
前
近
代
の
人
々
が
非
合
理
的
な
世
界
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
、
彼
ら
の
世
界
観
や

自
然
観
に
ま
で
ふ
み
こ
ん
で
考
察
し
つ
つ
、
日
本
人
が
伝
統
的
に
作
り
上
げ
て
き
た
数
々
の
オ
バ
ケ
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
み
、
そ
れ
ら
が

現
代
の
日
本
文
化
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
解
明
し
た
い
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
冒
頭
の
学
生
の
コ
メ
ン
ト
は
、
昨
年
度

の
私
の
授
業
に
対
す
る
授
業
評
価
ア
ン
ケ
ー
ト
に
あ
っ
た
も
の
だ
。
無
記
名
な
の
で
、
ど
う
い
う
学
生
に
よ
る
感
想
な
の
か
は
よ
く
わ
か

ら
な
い
う
え
、
短
い
コ
メ
ン
ト
な
の
で
真
意
が
は
か
り
か
ね
る
が
、
「
妖
怪
な
ん
て
、
子
ど
も
の
マ
ン
ガ
な
ど
に
出
て
く
る
も
の
で
あ
っ

て
、
大
人
が
扱
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
」
と
言
い
た
い
の
だ
と
思
う
。

自
然
科
学
的
な
知
識
が
社
会
に
浸
透
し
、
ま
と
も
な
教
育
を
受
け
た
大
人
が
化
け
物
の
存
在
を
信
じ
な
く
な
る
の
は
、
洋
の
東
西
を
問

「
大
学
生
に
も
な
っ
て
、
妖

と
、
あ
る
学
生
か
ら
言
わ
れ
た

は
じ
め
に

現
代
の
子
ど
も
絵
本
と
カ
ッ
パ

妖
怪
の
話
と
は
ち
と
き
つ
い
」

。
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わ
ず
近
代
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
近
代
社
会
に
お
い
て
、
「
オ
バ
ケ
は
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
も
の
、
す
る
と
し
て
も
、
子
ど
も
の
想

像
の
世
界
の
中
に
限
定
さ
れ
る
も
の
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
「
オ
バ
ケ
Ⅱ
子
ど
も
向
け
」
と
い
う
図
式
が
で
き
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
意
味
で
、
当
該
学
生
の
「
オ
バ
ケ
Ⅱ
子
ど
も
向
け
」
と
い
う
感
覚
は
、
今
の
世
の
常
識
で
は
あ
る
。
た
だ
、
現
代
の
常
識
は
あ
く
ま

で
現
代
の
常
識
で
あ
り
、
必
ず
し
も
過
去
の
あ
る
い
は
未
来
の
常
識
と
同
一
で
は
な
ど
」
と
を
、
私
は
学
生
に
は
考
え
て
も
ら
い
た
い
と

思
っ
て
い
る
。
授
業
中
に
、
オ
バ
ケ
Ⅱ
子
ど
も
の
文
化
と
し
て
説
明
し
た
お
ぼ
え
は
な
く
、
前
近
代
の
社
会
に
お
い
て
は
、
死
者
の
霊
を

ど
う
扱
う
か
が
政
治
的
な
問
題
に
も
な
り
う
る
の
で
、
オ
バ
ケ
Ⅱ
高
度
な
大
人
の
文
化
と
し
て
扱
っ
て
き
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
当
該

学
生
の
「
オ
バ
ケ
ー
子
ど
も
向
け
」
と
い
う
常
識
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
反
省
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
「
オ
バ
ケ
Ⅱ
子
ど
も
向
け
と
い
う
現
代
の
図
式
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
素
朴
な

疑
問
を
感
じ
た
。
私
は
江
戸
時
代
の
資
料
に
接
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
ら
を
見
る
限
り
、
大
人
も
化
け
物
を
信
じ
た
り
、
恐
れ
た
り
、

時
に
は
笑
い
の
対
象
と
し
て
お
り
、
「
オ
バ
ケ
Ⅱ
子
ど
も
向
け
」
と
い
う
図
式
は
こ
の
時
代
に
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
オ
バ
ヶ
が

子
ど
も
向
け
に
な
っ
た
過
程
や
、
現
代
の
子
ど
も
向
け
オ
バ
ヶ
文
化
の
特
色
な
ど
を
、
私
た
ち
研
究
者
は
も
っ
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
じ
っ
さ
い
、
子
ど
も
は
一
般
的
に
オ
バ
ヶ
が
大
好
き
で
、
真
剣
に
怖
が
り
な
が
ら
も
、
オ
バ
ヶ
の
話
を
求
め
る
。

い
っ
た
い
、
現
代
の
子
ど
も
に
と
っ
て
「
オ
バ
ケ
」
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
の
だ
ろ
う
麺
・
私
は
こ
れ
ま
で
特
に
現
代
文
化
を
研
究

の
対
象
と
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
妖
怪
に
関
心
を
持
っ
て
き
た
者
と
し
て
、
本
稿
を
記
す
こ
と
と
し
た
。

「
オ
バ
ケ
」
と
い
っ
て
も
多
種
多
様
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
比
較
的
現
代
の
子
ど
も
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
カ
ッ
パ
」
に
焦
点
を

一
現
代
の
子
ど
も
に
と
っ
て
「
オ
バ
ケ
」
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
の
か
、
「
カ
ッ
パ
」
を
例
に
考
察
す
る
。

ｏ
 

一
一
「
カ
ッ
パ
」
が
、
子
ど
も
向
け
の
現
代
の
絵
本
で
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
、
前
近
代
の
「
カ
ッ
パ
」
と
の
共
通
点
と
相

本
稿
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
主
に
次
の
二
点
で
あ
る
。

「
カ
ッ
パ
」
が
、

違
点
を
考
え
る
。
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江
戸
時
代
に
お
い
て
、
カ
ッ
パ
伝
承
は
大
人
と
子
ど
も
の
区
別
な
く
、
広
く
知
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
子
ど
も
を
対
象
と

し
た
絵
本
に
、
カ
ッ
パ
が
登
場
す
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
例
え
ば
、
羽
川
珍
重
の
『
是
は
御
ぞ
ん
じ
の
ば
け
物
に
て
ご
ざ
候
」
（
刊
年
不

明
）
で
は
「
か
わ
つ
ば
の
川
太
郎
」
が
、
化
け
物
同
士
の
合
戦
に
参
加
し
て
い
る
し
、
富
川
房
信
の
『
平
家
ば
け
物
た
い
ぢ
』
で
は
、

カ
ッ
パ
は
川
の
淵
や
沼
な
ど
に
出
没
す
る
水
怪
で
あ
り
、
頭
頂
部
に
水
を
い
れ
る
く
ぼ
み
が
あ
り
、
人
間
や
家
畜
を
害
す
る
と
考
え
ら

れ
て
い
た
。
現
在
の
カ
ッ
パ
研
究
の
最
高
水
準
と
評
さ
れ
る
中
村
禎
里
『
河
童
の
日
本
史
』
に
よ
れ
ば
、
カ
ッ
パ
の
基
本
イ
メ
ー
ジ
は
近

世
の
日
本
に
お
い
て
創
り
出
さ
れ
た
と
い
苑
・
文
献
か
ら
見
ら
れ
る
カ
ッ
パ
の
性
格
の
変
容
を
、
中
村
は
次
の
よ
う
に
記
す
。
ま
ず
、
十

八
世
紀
初
期
ま
で
の
カ
ッ
パ
の
特
徴
と
し
て
は
「
人
や
馬
に
攻
撃
を
し
か
け
、
捕
ら
え
ら
れ
る
と
票
る
」
と
い
う
点
が
あ
る
。
ま
た
、
十

八
世
紀
前
半
に
、
「
人
に
捕
ら
え
ら
れ
る
と
謝
罪
し
、
返
礼
を
贈
る
」
「
人
間
の
女
性
を
犯
す
」
な
ど
の
特
徴
が
加
わ
る
。
さ
ら
に
十
八
世

紀
末
以
降
は
、
カ
ッ
パ
が
祭
祀
の
対
象
と
さ
れ
る
。
カ
ッ
パ
が
山
や
海
に
ま
で
活
動
範
囲
を
広
げ
る
の
も
、
こ
の
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
要

す
る
に
、
カ
ッ
パ
伝
承
は
、
江
戸
時
代
に
誕
生
し
、
徐
々
に
そ
の
性
格
を
多
様
に
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
近
世
の
文
献
上
、
カ

ッ
パ
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
い
る
の
は
、
相
撲
好
き
の
男
性
や
馬
（
力
の
強
い
も
の
）
、
あ
る
い
は
成
人
女
性
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
当
時

絞
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
子
ど
も
文
化
と
い
っ
て
も
、
現
代
は
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
、
ゲ
ー
ム
な
ど
多
種
多
様
な
も
の
が
あ
る
が
、
本
稿

で
は
絵
本
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
し
煙
。
な
お
、
近
代
に
「
カ
ッ
パ
」
と
い
う
統
一
名
称
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
水
怪
に
は
、

元
来
日
本
の
各
地
で
異
な
る
呼
称
が
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
現
代
の
文
化
現
象
を
扱
う
た
め
、
基
本
的
に
は
近
代
の
統
一
呼
称
「
カ
ッ
パ
」

を
使
う
こ
と
と
し
、
特
定
の
作
品
の
中
で
「
カ
ッ
パ
」
以
外
の
名
称
が
使
わ
れ
て
い
る
時
は
、
そ
の
つ
ど
そ
れ
に
従
う
。

は
子
ど
も
だ
け
に
特
別
縁
の
あ
る
化
け
物
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

前
近
代
の
カ
ッ
パ
の
イ
メ
ー
ジ

(159） 



「
か
つ
ば
先
生
」
の
招
き
で
古
狸
の
親
分
ら
が
集
ま
り
、
新
し
い
化
け
方
を
工
夫
し
て
い
る
。
両
作
品
と
も
、
カ
ッ
パ
は
登
場
は
す
る
が
、

中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
は
い
な
い
。
特
に
『
平
家
ば
け
物
た
い
ぢ
』
の
「
か
つ
ば
先
生
」
は
、
古
狸
ら
を
招
く
こ
と
こ
そ
す
れ
ど
、

最
初
の
場
面
に
登
場
す
る
だ
け
で
化
け
方
を
工
夫
す
る
こ
と
も
せ
ず
、
退
治
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
知
ら
れ
て
は
い
る
が
、
子
ど
も
絵

最
初
の
場
面
に
登
場
す
る
だ
け
で
、
化
け
方
を
工
夫

本
の
主
役
に
な
る
ほ
ど
の
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
で

近
世
の
子
ど
も
絵
本
に
お
い
て
、
カ
ッ
パ
が
あ
ま
り
活
躍
し
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
当
時
の
人
々
が
カ

ッ
パ
に
「
リ
ア
ル
な
恐
怖
」
を
感
じ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
み
た
い
。
『
河
童
の
日
本
史
』
で
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

江
戸
期
の
カ
ッ
パ
は
、
大
人
の
男
性
や
馬
も
狙
う
存
在
で
あ
っ
た
。
十
八
世
紀
に
は
、
人
間
に
捕
ら
え
ら
れ
て
謝
罪
す
る
と
い
う
伝
承
が

生
ま
れ
て
い
る
の
で
、
や
や
力
が
衰
え
た
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
不
気
味
な
存
在
感
を
持
っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
日
本
の
妖
怪
研
究
の
先
駆
者
で
あ
る
柳
田
國
男
（
明
治
八
年
生
ま
れ
）
は
、
『
妖
怪
談
義
」
の
序
文
で
「
川
童
を
私
な

ど
の
故
郷
で
は
ガ
タ
ロ
す
な
わ
ち
川
太
郎
と
申
し
ま
し
た
。
家
が
市
川
の
流
れ
と
渡
し
に
近
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の
実
害
は
二
夏
と
途
絶

え
た
こ
と
は
な
く
、
小
学
校
の
話
題
は
秋
の
か
か
り
ま
で
、
ガ
タ
ロ
で
持
ち
切
り
と
い
う
姿
で
あ
り
ま
し
た
」
と
書
い
て
い
率
明
治
初

期
の
生
ま
れ
の
柳
田
が
、
カ
ッ
パ
は
現
実
的
な
恐
怖
の
対
象
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
江
戸
期
の
子
ど
も
も
そ
う
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
近
世
の
出
版
業
界
が
、
子
ど
も
を
恐
怖
で
う
ち
の
め
す
よ
う
な
内
容
の
子
ど
も
絵
本
を
作
る
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
時

代
の
カ
ッ
パ
は
、
絵
本
の
主
役
と
し
て
、
子
ど
も
の
心
を
と
ら
え
る
存
在
に
は
な
り
に
く
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
目
を
現
代
に
転
じ
て
み
る
と
、
数
々
の
カ
ッ
パ
絵
本
、
カ
ッ
パ
を
主
役
と
し
た
作
品
の
多
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。
現
代
入
手
可
能

な
作
品
の
傾
向
を
知
る
た
め
、
一
九
七
○
年
代
以
降
の
絵
本
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
す
る
。
本
稿
で
扱
っ
た
絵
本
は
、
『
カ
ッ
パ
の
力

現
代
の
子
ど
も
絵
本
と
カ
ッ
パ

は
な
か
ろ
う
か
。
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ま
た
、
椋
鳩
十
作
、
赤
羽
末
吉
絵
の
『
ほ
う
ま
ん
の
池
の
カ
ッ
パ
」
（
銀
河
社
、
一
九
七
五
年
）
は
、
国
際
ア
ン
デ
ル
セ
ン
賞
優
良
作

品
賞
、
小
学
館
絵
画
賞
に
輝
く
、
注
目
す
べ
き
作
品
で
あ
る
。
椋
鳩
十
は
昭
和
五
年
に
法
政
大
学
文
学
部
を
卒
業
し
た
後
、
鹿
児
島
に
住

処
を
う
つ
し
、
文
学
活
動
を
行
っ
た
。
一
般
的
に
は
児
童
向
け
の
動
物
文
学
作
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
作
品
の
幅
は
広
く
、
昭
和

一
一
○
年
代
の
末
頃
か
ら
鹿
児
島
に
伝
わ
る
民
話
を
も
と
に
し
た
作
品
を
書
き
、
昭
和
四
○
年
代
後
半
に
は
、
奇
想
天
外
な
日
本
的
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
を
出
版
し
て
い
範
。
『
ほ
う
ま
ん
の
池
の
カ
ッ
パ
』
も
、
種
子
島
を
舞
台
と
し
た
、
奇
想
天
外
な
日
本
的
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
一
作

で
あ
る
。

１
ル
く
ん
」
を
の
ぞ
き
、
す
べ
て
、
一
般
書
店
で
購
入
で
き
る
、
現
役
作
品
ば
か
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
さ
ね
と
う
．
あ
き
ら
作
、
井
上
洋
介
絵
の
『
か
つ
ば
の
め
だ
ま
』
（
理
論
社
、
’
九
七
三
年
〉
を
挙
げ
る
。
大
郎
ぶ
ち
の
へ
り

に
一
人
の
商
人
が
や
っ
て
来
て
、
か
つ
ぱ
に
「
自
分
は
お
ま
え
の
仲
間
だ
っ
た
が
、
人
間
に
な
り
た
く
て
こ
う
ら
を
干
し
た
の
だ
」
と
嘘

を
つ
く
。
商
人
は
殿
様
に
珍
し
い
も
の
を
所
望
さ
れ
、
「
か
つ
ば
の
こ
う
ら
」
を
持
っ
て
来
る
と
約
束
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
う

と
は
知
ら
な
い
か
つ
ば
は
、
人
間
に
な
り
た
く
な
り
、
太
陽
に
あ
た
っ
て
い
る
う
ち
に
の
び
て
し
ま
っ
た
。
商
人
が
大
郎
ぶ
ち
に
行
く
と
、

し
な
び
た
か
つ
ば
が
「
お
ら
の
こ
う
ら
な
く
な
っ
た
か
ね
」
と
聞
い
た
。
商
人
は
ぞ
っ
と
し
て
「
も
う
じ
き
だ
」
と
答
え
て
逃
げ
る
。

一
一
一
日
後
、
商
人
が
ま
た
出
か
け
て
み
る
と
、
さ
ら
に
カ
ラ
カ
ラ
に
な
っ
た
か
つ
ば
が
「
お
ら
の
こ
う
ら
な
く
な
っ
た
か
ね
」
と
聞
い
た
。

商
人
は
腰
を
ぬ
か
し
て
「
も
う
じ
き
」
と
答
え
た
。
か
つ
ぱ
の
あ
た
ま
が
ど
ん
ど
ん
し
な
び
て
、
ふ
ち
に
落
ち
て
沈
ん
だ
。
こ
う
ら
だ
け

が
岩
に
残
っ
て
い
た
の
で
、
商
人
が
殿
様
に
持
っ
て
い
こ
う
と
す
る
と
、
「
お
ら
の
こ
う
ら
な
く
な
っ
た
か
ね
」
と
い
う
声
が
し
て
、

岩
の
く
ぼ
み
に
残
っ
た
か
つ
ば
の
め
だ
ま
が
こ
ち
ら
を
見
て
い
た
。
商
人
は
こ
う
ら
を
抱
い
た
ま
ま
、
太
郎
ぶ
ち
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
。

か
つ
ぱ
の
め
だ
ま
は
今
も
残
っ
て
い
て
、
誰
か
が
来
る
の
を
待
っ
て
い
る
と
い
う
物
語
。
孤
独
な
か
つ
ぱ
が
「
人
間
に
な
り
た
い
と
願
う
」

と
い
う
点
は
、
’
九
六
八
年
放
映
の
テ
レ
ビ
ァ
ニ
メ
「
妖
怪
人
間
ベ
ム
』
と
の
共
通
性
を
感
じ
さ
せ
る
。
人
間
以
上
に
人
間
的
な
心
を
持

つ
か
つ
ば
の
哀
れ
さ
と
怖
さ
が
、
印
象
に
残
る
作
品
で
あ
る
。
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椋
は
種
子
島
の
民
話
に
取
材
し
、
力
持
ち
の
と
ら
ま
つ
と
い
う
男
が
カ
ッ
パ
に
魚
を
と
ら
れ
、
復
讐
す
る
が
、
ま
た
報
復
さ
れ
て
逃
げ

出
す
と
い
う
話
を
書
い
た
。
カ
ッ
パ
が
体
の
大
き
さ
を
自
由
に
変
え
、
最
後
に
は
闇
い
つ
ぱ
い
に
ま
で
な
る
と
い
う
、
そ
の
変
幻
自
在
ぶ

り
が
面
白
い
・
カ
ッ
パ
の
変
身
の
表
現
に
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
う
ま
く
使
わ
れ
て
い
率
不
気
味
な
手
が
地
面
か
ら
出
て
来
る
の
は
「
ぬ
く

り
ん
ぬ
く
り
ん
」
、
池
か
ら
カ
ッ
パ
が
顔
を
出
す
の
は
「
ぬ
く
ん
ぬ
く
ん
ぬ
く
ん
」
、
そ
し
て
身
を
小
さ
く
す
る
時
は
「
ぴ
ょ
こ
ん

し
わ
し
わ
ど
び
ん
ほ
ど
。
ぴ
ょ
こ
ん
し
わ
し
わ
ゆ
び
さ
き
ほ
ど
。
ぴ
ょ
｝
」
ん
し
わ
し
わ
ま
め
つ
ぶ
ほ
ど
」
、
さ
ら
に
大
き
く

な
る
時
は
、
ひ
と
と
び
す
る
た
び
に
、
「
ど
ぽ
り
ん
ど
ぽ
り
ん
い
く
ら
で
も
」
ふ
く
ら
ん
で
い
く
。
絵
本
は
子
ど
も
の
た
め
に
音
読

さ
れ
る
媒
体
で
あ
る
が
、
じ
っ
さ
い
に
朗
読
し
て
み
る
と
、
「
ぬ
く
り
ん
」
「
ど
ぽ
り
ん
」
な
ど
の
音
の
面
白
さ
が
耳
に
心
地
よ
い
。
ま
た
、

赤
羽
は
、
カ
ッ
パ
が
ひ
と
と
び
す
る
と
ふ
く
れ
あ
が
る
過
程
を
描
く
の
に
、
「
普
通
の
方
法
で
は
絵
に
な
ら
な
い
。
い
っ
そ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
に
グ
ル
グ
ル
回
っ
て
空
間
に
広
が
っ
て
ゆ
く
カ
ッ
パ
群
を
か
い
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
Ｉ
と
思
っ
た
．
そ
し
て
形
も
変
え
れ
ば
、
色

も
変
え
る
。
黒
い
カ
ッ
パ
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
、
だ
ん
だ
ん
赤
く
な
る
。
さ
ら
に
、
ま
つ
赤
な
目
玉
だ
け
が
ラ
ン
ラ
ン
と
闇
に
光
る
。

そ
れ
を
一
一
一
場
面
ぐ
ら
い
使
っ
て
や
ろ
宛
」
と
考
え
、
絵
画
化
し
た
。
そ
の
赤
羽
の
絵
は
「
ユ
ー
モ
ア
と
怖
さ
を
併
せ
持
つ
絵
」
と
し
て
、

ば
か
り
で
あ
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
こ
れ
ら
の
絵
本
で
は
、
カ
ー

太
刀
打
ち
で
き
な
い
相
手
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

物
語
の
う
え
で
、
カ
ッ
パ
が
怖
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
に
と

さ
て
、
七
○
年
代
の
「
か
つ
ば
の
め
だ
ま
』
雇
う
ま
ん
の
池
の
カ
ッ
パ
』
に
は
、
と
も
に
、
カ
ッ
パ
が
人
間
の
大
人
を
圧
倒
す
る
ほ

ど
の
強
い
霊
力
を
持
つ
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
『
か
つ
ば
の
め
だ
ま
』
で
は
、
だ
ま
さ
れ
た
か
つ
ば
の
票
り
で
人
間
が
死
に
、
雇
う
ま

ん
の
池
の
カ
ッ
パ
』
で
は
、
カ
ッ
パ
と
戦
っ
た
人
間
が
敗
北
す
る
。
カ
ッ
パ
と
人
間
の
間
に
友
好
関
係
は
築
か
れ
ず
、
カ
ッ
パ
の
怖
さ
が

描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
両
作
品
と
も
、
子
ど
も
向
け
の
絵
本
で
は
あ
る
が
、
カ
ッ
パ
と
接
す
る
の
は
人
間
の
大
人
（
男
性
）

ば
か
り
で
あ
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
こ
れ
ら
の
絵
本
で
は
、
カ
ッ
パ
を
「
大
人
さ
え
も
圧
倒
す
る
の
だ
か
ら
、
子
ど
も
な
ど
は
と
う
て
い

評
価
さ
れ
て
い
麺
。

カ
ッ
パ
が
怖
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
に
と
も
な
い
、
画
家
も
カ
ッ
パ
の
不
気
味
さ
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
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