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ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
は
誰
の
も
の
か 
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竣 
 

  
 一 

文
化
を
所
有
す
る 

 

伝
説
は
誰
の
も
の
か
―
―
序
に
か
え
て 

 

柳
田
国
男
の
口
承
文
芸
論
は
、
文
化
の
創
造
と
所
有
を
め
ぐ
る
、
極
め
て
ポ
リ
テ
ィ

カ
ル
な
議
論
で
あ
っ
た
。
柳
田
は
、
文
字
が
抜
き
ん
で
て
優
位
を
占
め
た
近
代
に
お

い
て
、
〈
口
承
〉
が
本
来
持
っ
て
い
る
集
合
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
発
見
す
る
こ
と
で
、

書
字
シ
ス
テ
ム
が
創
造
性
や
文
化
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
つ
つ
、
寡
占
支
配
す
る
と
い

う
状
況
に
抗
し
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
伝
説
研
究
が
そ
う
で
あ
る
。 

伝
説
は
歌
物
語
、
民
間
説
話
＝
昔
話
と
と
も
に
、
も
と
も
と
神
話
か
ら
分
裂
し
て

き
た
も
の
だ
が
、
語
り
方
や
事
柄
の
興
味
よ
り
も
、
叙
述
の
真
実
に
利
害
を
感
じ
、

そ
れ
だ
け
は
必
ず
記
憶
し
、
信
じ
て
行
お
う
と
す
る
の
が
伝
説
で
あ
る
〔
柳
田 

一

九
四
二 

一
八
七
〕。
神
話
か
ら
脱
却
し
て
成
長
し
た
伝
説
は
、
い
か
に
珍
し
い
話
で

も
探
せ
ば
遠
く
離
れ
た
十
箇
所
、
二
十
箇
所
に
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
分
布
し
て
い
る

場
合
が
多
い
。
理
由
は
「
同
胞
国
民
の
精
神
生
活
が
一
様
で
、
か
つ
久
し
い
間
ち
ょ

う
ど
伝
説
の
成
育
に
適
し
た
共
通
の
心
理
を
も
っ
て
い
た
」
か
ら
で
あ
る
〔
柳
田 

同

前 

一
九
〇
〕。
伝
説
を
研
究
す
る
際
に
柳
田
が
し
ば
し
ば
神
話
、
す
な
わ
ち
「
一
つ

の
根
源
」〔
柳
田 

一
九
四
〇 

七
〇
〕
へ
遡
及
す
る
態
度
を
と
る
の
は
、
や
や
も
す

る
と
一
頃
の
固
有
信
仰
や
一
国
民
俗
学
に
対
す
る
よ
う
な
批
判
を
呼
び
か
ね
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
第
一
に
伝
説
を
史
実
と
捉
え
る
こ
と
を
危
惧
し
た
た
め
で
あ
る
。 

日
本
の
伝
説
は
、
書
か
れ
た
も
の
す
な
わ
ち
歴
史
の
知
識
の
影
響
で
、
も
と
も
と

あ
る
型
に
固
有
名
詞
と
年
代
勘
定
を
補
う
傾
向
が
あ
る
。
柳
田
は
そ
の
こ
と
を
「
合

理
化
」
ま
た
は
「
歴
史
化
」
と
呼
び
、
日
本
に
お
け
る
伝
説
の
一
大
変
化
と
考
え
た
。

そ
の
結
果
、
例
え
ば
平
家
谷
の
よ
う
な
、
同
型
の
し
か
も
両
存
し
が
た
い
伝
説
が
全

国
十
数
所
に
「
割
拠
没
交
渉
」〔
柳
田 

一
九
四
二 

一
八
五
、
一
九
四
〇 

六
八
〕

す
る
と
い
う
事
態
が
生
ま
れ
る
。
柳
田
の
伝
説
研
究
は
、
合
理
化
の
弊
害
を
指
摘
し
、

固
有
名
詞
を
意
図
的
に
排
除
し
た
が
、
そ
の
こ
と
は
、
口
承
を
書
承
と
の
対
比
で
捉

え
る
認
識
か
ら
は
至
極
当
然
の
結
果
で
あ
っ
た
。 

柳
田
が
伝
説
の
歴
史
化
を
危
惧
し
た
の
は
、
お
い
お
い
新
し
い
教
育
が
行
き
渡
っ

て
、
歴
史
知
識
の
普
及
ま
た
は
民
衆
化
が
進
む
に
つ
れ
、
一
つ
を
正
し
い
も
の
、
他
の

全
て
を
贋
作
と
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
切
実
な
理
由
か
ら
だ
っ
た
。 

 

「
同
種
の
伝
説
を
抱
え
て
い
る
二
つ
の
土
地
は
、
排
撃
し
合
い
ま
た
諍
わ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
め
っ
た
に
突
き
合
わ
せ
る
よ
う
な
機
会
が
な
い
と
い

う
一
事
で
、
辛
う
じ
て
一
時
凌
ぎ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

伝
説
の
学
問
を
永
く
今
日
の
状
態
に
、
打
ち
棄
て
て
お
け
な
い
実
際
上
の
理
由

で
、
世
人
は
む
し
ろ
学
者
よ
り
以
上
に
、
そ
の
急
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

〔
柳
田 

一
九
四
〇 

六
八
〕 



（ 2 ）

こ
う
意
気
込
む
背
景
は
、
お
そ
ら
く
当
時
の
陵
墓
問
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
国
学
が
隆
盛
を
誇
っ
た
江
戸
時
代
中
期
か
ら
尊
皇
思
想
が
台
頭
し
た
幕
末

に
か
け
て
、
諸
陵
探
索
の
集
大
成
で
あ
る
修
陵
が
行
わ
れ
、
天
皇
や
皇
族
な
ど
の
陵

墓
は
被
葬
者
が
決
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
近
代
に
な
る
と
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年

の
陵
墓
全
国
調
査
を
は
じ
め
、
同
一
〇
～
二
〇
年
代
の
御
陵
墓
伝
説
地
、
御
陵
墓
伝

説
参
考
地
の
調
査
を
経
て
、
同
三
〇
年
代
～
大
正
時
代
に
お
け
る
『
陵
墓
一
覧
』『
陵

墓
要
覧
』
の
刊
行
と
「
皇
室
陵
墓
令
施
行
規
則
」
の
制
定
、
さ
ら
に
、
昭
和
一
〇
（
一

九
三
五
）
年
の
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
の
発
足
に
至
る
ま
で
、
陵
墓
問
題
は
め
ま
ぐ

る
し
い
動
き
を
見
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
陵
墓
参
考
地
と
は
、
記
録
の
み

な
ら
ず
伝
承
、
墳
丘
の
規
模
、
副
葬
品
な
ど
に
よ
っ
て
皇
室
関
係
者
の
墳
墓
と
認
定

さ
れ
た
が
、
被
葬
者
を
特
定
す
る
資
料
ま
た
は
墳
墓
の
種
別
を
特
定
す
る
資
料
の
な

い
所
を
い
う
。 

 

「
最
近
に
東
西
数
十
箇
所
の
郷
土
に
、
同
時
に
出
現
し
て
い
る
長
慶
天
皇
の
御

遺
跡
な
ど
は
、（
…
）
実
際
ま
た
そ
の
よ
う
に
数
多
く
、
御
所
や
御
陵
が
あ
る
わ

け
は
な
い
か
ら
、
つ
ま
り
国
民
の
全
部
は
ど
こ
か
で
そ
う
し
た
否
認
を
ぜ
ひ
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
私
な
ど
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
多
数
の
自

称
聖
跡
の
競
立
、
す
な
わ
ち
同
種
伝
説
の
併
存
と
い
う
こ
と
ほ
ど
、
興
味
深
い

現
象
は
な
く
、
こ
れ
を
相
持
し
て
譲
ら
ぬ
土
地
人
の
感
情
の
ご
と
き
も
、
必
ず

そ
の
原
由
を
前
代
に
も
っ
て
い
る
、
い
ま
だ
討
究
せ
ら
れ
ざ
る
社
会
事
実
で
あ

る
。
こ
れ
が
何
物
か
に
対
す
る
大
切
な
史
料
で
な
い
は
ず
は
な
い
の
だ
が
、
一

国
の
全
史
し
か
説
こ
う
と
せ
ぬ
学
者
ま
で
が
、
い
ま
だ
に
こ
れ
を
利
用
し
た
跡

は
な
い
の
で
あ
る
。
比
較
に
よ
ら
な
け
れ
ば
こ
の
史
料
の
本
質
が
判
ら
ぬ
た
め

か
と
思
う
。」〔
柳
田 

一
九
四
四 

四
三
四
〕 

し
て
み
る
と
、
柳
田
に
と
っ
て
、
伝
説
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
化
と
同
時
に
「
全

国
共
通
の
型
」〔
柳
田 

一
九
四
〇 

六
二
〕
を
担
保
す
る
た
め
の
概
念
が
、
す
な
わ

ち
神
話
で
あ
り
、
そ
の
神
話
へ
の
遡
及
は
、
い
わ
ば
プ
ロ
ッ
プ
の
形
態
や
レ
ヴ
ィ
＝

ス
ト
ロ
ー
ス
の
構
造
と
同
様
、
鳥
の
眼
で
伝
説
を
比
較
す
る
た
め
の
方
法
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
県
史
・
郡
誌
の
類
が
、
例
え
ば
、
地
元
の
伝

説
を
進
ん
で
『
古
事
記
』
な
ど
の
神
話
に
結
び
つ
け
る
と
い
っ
た
あ
り
か
た
は
、
合

理
化
＝
歴
史
化
の
弊
害
そ
の
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
柳
田
は
他
所
と
ろ
く
に

比
較
も
せ
ず
お
国
自
慢
に
陥
り
が
ち
な
郷
土
誌
を
批
判
し
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
れ
か
ら
の
議
論
の
主
眼
は
そ
こ
に
は
な
い
。 

 

フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
の
囲
い
込
み 

 

柳
田
が
近
代
の
は
じ
め
に
行
っ
た
伝
説
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
文
化
の
所
有
、
保
存

と
創
造
に
か
か
わ
る
社
会
技
術
が
、
口
承
に
よ
る
記
憶
か
ら
書
承
に
よ
る
記
録
へ
と

変
化
し
、
そ
こ
で
、
人
間
の
「
知
識
の
集
団
的
性
質
」
が
根
本
的
に
変
容
し
た
と
い

う
文
脈
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
印
刷
文
化
の
隆
盛
は
「
影
響

へ
の
不
安
」、
つ
ま
り
、
新
た
に
作
ら
れ
た
作
品
は
そ
れ
以
前
の
作
品
に
影
響
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
、
完
全
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
に
基
づ

く
か
ら
だ
〔
マ
ク
ロ
ー
ド 

二
〇
〇
五 

三
八
、
六
一
〕
。
そ
の
不
安
は
、
近
代
の

長
編
小
説

ロ

マ

ー

ン

が
生
ま
れ
る
産
屋
で
あ
り
、
孤
独
の
う
ち
に
あ
る
個
人
の
も
の
で
あ
る
。

長
篇
小
説
こ
そ
が
、
物
語

ゲ
シ
ヒ
テ

ま
た
は
物
語
る
こ
と
（das Erzӓhlen

）
の
長
い
歴
史
的

プ
ロ
セ
ス
を
終
結
さ
せ
た
張
本
人
で
あ
り
、
そ
れ
を
書
く
と
は
、
人
間
の
生
の
描
写

に
お
い
て
、
他
と
通
約
不
可
能
な
も
の
を
極
限
に
ま
で
推
し
進
め
る
こ
と
に
他
な
ら

な
い
の
で
あ
る
〔
ベ
ン
ヤ
ミ
ン 

一
九
九
六 

二
九
二
～
二
九
三
〕。 

だ
が
、
こ
こ
で
、
口
承
と
書
承
に
お
け
る
表
現
と
思
考
の
本
質
的
な
違
い
や
、
さ



（ 3 ）

ら
に
は
電
気
ま
た
は
電
子
メ
デ
ィ
ア
へ
と
進
む
技
術
化
が
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
と
感

覚
に
も
た
ら
し
た
変
容
に
関
す
る
議
論
を
繰
り
返
す
つ
も
り
は
な
い
〔
姜 

二
〇
〇

二 

二
八
七
～
二
九
七
〕。
あ
く
ま
で
本
稿
の
主
眼
は
、
そ
う
し
た
書
字
シ
ス
テ
ム
の

寡
占
支
配
や
メ
デ
ィ
ア
の
技
術
化
が
、
文
化
の
利
用
や
所
有
の
あ
り
方
を
い
か
に
変

え
た
か
と
い
う
問
題
に
あ
る
（
一
）
。
そ
こ
で
、
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
フ
ォ
ー
ク
・

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
や
ブ
ル
ー
ス
の
よ
う
な
、
も
と
も
と
生
活
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
民

俗
音
楽
が
、
商
業
音
楽
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
な
っ
て
い
く
過
程
で
、
い
か
に
私
的
な
所

有
に
囲
い
込
ま
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
研
究
を
紹
介
し
つ
つ
、
本
稿

の
問
題
意
識
を
よ
り
明
確
に
し
、
以
下
の
議
論
の
見
取
り
図
を
描
い
て
お
き
た
い
。 

誕
生
日
会
の
定
番
「
ハ
ッ
ピ
ー
・
バ
ー
ス
デ
ィ
・
ト
ゥ
ー
・
ユ
ー
」
は
、
じ
つ
は

原
曲
が
定
か
で
は
な
く
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
著
作
権
者
の
監
視
の
も
と
で
、

現
に
ラ
イ
セ
ン
ス
の
契
約
な
し
に
、
例
え
ば
、
歌
う
電
報
に
使
う
こ
と
は
も
と
よ
り
、

ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
た
ち
が
キ
ャ
ン
プ
で
歌
う
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
と
い
う
事
実
を
ご

存
じ
だ
ろ
う
か
。
こ
の
曲
は
、
い
わ
ゆ
る
民
謡
で
は
な
い
が
、
未
だ
著
作
権
法
が
あ

ま
り
整
備
さ
れ
て
い
な
い
一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
近
い
扱
い

を
さ
れ
て
い
た
。
一
九
三
五
年
に
こ
の
曲
の
メ
ロ
デ
ィ
と
誕
生
日
版
の
歌
詞
と
を
著

作
権
登
録
し
た
ヒ
ル
姉
妹
が
、
は
じ
め
「
幼
稚
園
の
た
め
の
歌
物
語
」
と
い
う
本
に

「
グ
ッ
ト
・
モ
ー
ニ
ン
グ
・
ト
ゥ
ー
・
オ
ー
ル
」
と
い
う
曲
と
し
て
発
表
し
た
一
八

九
三
年
に
は
、
そ
れ
と
類
似
し
た
メ
ロ
デ
ィ
の
曲
が
多
数
存
在
し
て
い
た
の
だ
。
多

く
の
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
同
様
、
単
一
の
「
作
者
」
な
ど
お
ら
ず
、
多
く
の
無
名
の
人
々

の
貢
献
を
経
て
次
第
に
作
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
著
作
権
は
そ
の
後
、
あ
る

音
楽
出
版
社
に
渡
り
、
さ
ら
な
る
強
化
を
経
て
、
よ
う
や
く
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ド
メ
イ

ン
に
入
る
の
は
二
〇
三
〇
年
で
あ
る
〔
マ
ク
ロ
ー
ド 

二
〇
〇
五 

二
二
～
二
六
〕。 

さ
ら
に
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
民
族
音
楽
に
端
を
発
す
る
ブ
ル
ー
ス
は
、

白
人
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
た
ち
が
そ
れ
を
借
用
し
て
著
作
権
登
録
を
し
た
こ
と
が
、

ジ
ャ
ン
ル
の
伝
統
的
な
制
作
法
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
意
識
に
重
大
な
変
化
を
も
た
ら

し
た
。
も
と
も
と
ブ
ル
ー
ス
が
〈
口
承
〉
に
属
す
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
こ
と
は
、
そ

の
音
楽
家
が
即
興
と
作
曲
と
を
ほ
と
ん
ど
区
別
せ
ず
、
共
同
体
の
中
で
み
な
が
共
有

し
て
い
る
詞
と
曲
を
、
自
由
に
引
き
出
し
て
い
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら

か
だ
。
白
人
た
ち
も
、
模
倣
や
盗
用
と
い
っ
た
方
法
で
ブ
ル
ー
ス
を
借
用
し
、
例
え

ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
人
気
グ
ル
ー
プ
の
レ
ッ
ド
・
ツ
ェ
ッ
ペ
リ
ン
も
最
初
の
二
枚
の
ア

ル
バ
ム
で
既
存
の
ブ
ル
ー
ス
曲
の
一
部
を
微
妙
に
変
え
る
だ
け
で
借
用
し
、
し
か
も
、

著
作
権
登
録
ま
で
し
て
い
る
の
だ
。
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
が
互
い
に
行
う

借
用
は
、
文
化
的
な
コ
モ
ン
ズ
か
ら
素
材
を
得
て
い
る
が
、
し
か
し
、
強
力
な
レ
ー

ベ
ル
や
弁
護
士
を
味
方
に
つ
け
た
白
人
の
英
国
の
グ
ル
ー
プ
の
そ
れ
に
は
、
ま
っ
た

く
別
の
力
学
が
働
く
。
ブ
ル
ー
ス
音
楽
家
た
ち
は
、
白
人
た
ち
に
曲
を
奪
わ
れ
る
の

を
防
ぐ
た
め
、
著
作
権
法
に
埋
め
込
ま
れ
た
西
欧
的
な
「
作
者
」
と
い
う
概
念
を
導

入
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
か
く
し
て
二
〇
世
紀
半
ば
頃
か
ら
は
、
祖
先
の
音
楽
の
借
用
は

少
な
く
な
っ
た
。
ブ
ル
ー
ス
で
の
伝
統
は
遠
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
断
っ

て
お
く
が
、
こ
こ
で
の
議
論
は
、「
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
共
有
さ
れ
て
い
た
前
工
業
社
会

と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
ヘ
の
回
帰
」
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
、
決
し
て
な
い
〔
マ
ク

ロ
ー
ド 

同
前 

四
一
～
四
四
〕。 

著
作
権
と
は
、
英
語
の
コ
ピ
ー
ラ
イ
ト
と
い
う
語
が
指
し
示
す
よ
う
に
、
自
ら
の

表
現
物
を
コ
ピ
ー
す
る
権
利
の
こ
と
で
、
つ
ま
り
、
あ
る
表
現
物
の
著
作
者
に
、
さ

ら
な
る
創
造
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
排
他
的
な
権
利

の
こ
と
で
あ
る
。
大
事
な
こ
と
は
、
著
作
権
は
、
特
定
の
技
術
に
依
存
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
技
術
の
変
化
に
応
じ
て
法
律
も
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
、
一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
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著
作
権
に
関
す
る
法
律
は
、
作
曲
家
を
保
護
し
、
シ
ー
ト
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
す
な
わ

ち
一
枚
刷
り
の
楽
譜
や
公
演
に
関
す
る
排
他
的
な
権
利
を
与
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
後
生
ま
れ
た
レ
コ
ー
ド
に
よ
る
機
械
へ
の
録
音
は
、
楽
譜
の
紙
の
コ
ピ
ー
で
も

な
け
れ
ば
、
公
衆
の
面
前
で
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
二
〇

世
紀
初
め
の
あ
る
訴
訟
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
最
高
裁
の
判
断
は
、
法
的
に
は
レ
コ
ー

デ
ィ
ン
グ
で
で
き
た
作
品
に
ま
で
作
曲
者
の
権
利
は
及
ば
な
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た

ら
し
い
。
そ
こ
で
、
新
た
に
改
訂
さ
れ
た
法
は
、
作
曲
者
は
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
一

回
許
可
す
る
と
、
法
律
で
決
め
ら
れ
た
固
定
料
金
を
払
う
限
り
に
お
い
て
、
他
の
多

く
の
人
が
同
じ
曲
を
作
成
す
る
機
会
を
保
証
し
た
。
そ
れ
が
、
新
し
い
技
術
に
照
ら

し
合
わ
せ
た
法
律
の
調
整
な
い
し
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
で
あ
る
〔
レ
ッ
シ
グ 

二
〇
〇
五 

一
三
～
一
四
〕。 

以
上
の
章
で
は
、
柳
田
国
男
の
伝
説
研
究
を
文
化
の
所
有
を
め
ぐ
る
ポ
リ
テ
ィ
カ

ル
な
議
論
に
捉
え
な
お
し
つ
つ
、
本
稿
の
問
題
意
識
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
、
ア
メ

リ
カ
に
お
け
る
大
衆
的
な
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
と
知
的
財
産
権
に
関
す
る
文
化
研
究
の
斬

新
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
方
法
的
な
示
唆
を
得
た
。
い
よ
い
よ
次
章
か
ら
は
、
筆
者
自

身
の
調
査
研
究
に
基
づ
い
て
、
昭
和
初
年
～
四
〇
年
代
に
お
け
る
、
街
頭
紙
芝
居
か

ら
貸
本
マ
ン
ガ
に
至
る
歴
史
を
取
り
上
げ
、
あ
る
有
名
な
物
語
の
原
型
ま
た
は
贋
作

を
め
ぐ
る
言
い
争
い
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。 

 
 二 

「
鬼
太
郎
」
の
作
者
は
誰
か 

 

「
鬼
太
郎
」
物
語
の
誕
生
と
成
長 

 

昭
和
二
〇
～
三
〇
年
代
は
、
街
頭
紙
芝
居
の
流
行
と
衰
退
、
赤
本
や
貸
本
マ
ン
ガ

の
盛
衰
と
マ
ン
ガ
週
刊
誌
の
相
次
ぐ
創
刊
、
テ
レ
ビ
の
登
場
と
普
及
な
ど
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
子
ど
も
の
物
語
を
め
ぐ
る
メ
デ
ィ
ア
の
環
境
が
大
き
な
う
ね
り
を
打
っ

た
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
章
の
話
は
、
現
在
、
水
木
し
げ
る
の
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
で

親
し
ま
れ
て
い
る
「
鬼
太
郎
」
の
物
語
が
、
そ
れ
以
前
の
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
広
く

展
開
し
て
い
た
こ
と
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。「
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
」
が
以
前
「
墓
場

（
の
）
鬼
太
郎
」
と
し
て
貸
本
マ
ン
ガ
に
も
登
場
し
て
い
た
こ
と
は
わ
り
と
有
名
な

話
で
（
昭
和
三
〇
年
代
）、
そ
の
改
題
は
マ
ン
ガ
週
刊
誌
に
連
載
中
の
テ
レ
ビ
化
に
と

も
な
う
も
の
だ
っ
た
が
（
同
四
二
年
）、
し
か
し
、
そ
の
物
語
が
す
で
に
街
頭
紙
芝
居

で
流
行
っ
て
い
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
（
同
初
年
～
二
〇
年
代
）。
し
か

も
、
水
木
の
仕
事
の
他
に
も
「
鬼
太
郎
」
を
主
人
公
に
十
数
冊
も
の
貸
本
マ
ン
ガ
が

描
か
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
知
る
人
は
、
な
お
さ
ら
少
な
い
（
同
三
五
年
頃
）。 

と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
複
雑
な
事
情
を
背
景
に
、
現
在
、「
鬼
太
郎
」
と
そ
の
物

語
の
「
原
型
」
や
「
贋
作
」
の
問
題
が
話
題
を
呼
ん
で
い
る
（『
ク
イ
ッ
ク
・
ジ
ャ
パ

ン
』
一
五
号
）。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
一
部
の
マ
ン
ガ
マ
ニ
ア
が
水
木
の
作
品
以
外
を

「
贋
作
」
と
看
做
し
て
酷
評
す
る
（『
水
木
し
げ
る
大
特
集
』
か
ご
め
し
ゃ
）
一
方
で
、

水
木
の
「
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
」
自
体
そ
の
「
原
型
」
は
街
頭
紙
芝
居
に
実
在
し
た
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
（
加
太
こ
う
じ
『
紙
芝
居
昭
和
史
』）
と
い
う
よ
う
な
問
題
を
い
う
。

そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
事
柄
に
触
れ
る
こ
と
は
水
木
し
げ
る
と
鬼
太
郎
研
究
の
タ

ブ
ー
と
さ
れ
（
二
）
、
今
の
と
こ
ろ
決
着
は
つ
い
て
い
な
い
。 

し
か
し
、
そ
う
し
た
問
題
は
街
頭
紙
芝
居
や
貸
本
マ
ン
ガ
の
時
代
相
を
き
ち
ん
と

前
提
に
し
な
け
れ
ば
、
に
わ
か
に
答
え
ら
れ
る
代
物
で
は
な
い
。
無
意
識
に
あ
る
い

は
一
方
を
神
話
化
す
る
あ
ま
り
に
、
原
型
な
り
贋
作
を
遡
及
的
に
捏
造
す
る
と
い
う

よ
う
な
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
る
か
ら
だ
。
こ
こ
で
は
、「
鬼
太
郎
」
の
物
語
が
い
く

つ
も
表
現
媒
体
を
移
し
変
え
な
が
ら
（
メ
デ
ィ
ア
史
）、
複
雑
に
展
開
し
て
い
く
あ
り

方
（
作
者
性
）
に
つ
い
て
考
え
る
が
、
そ
こ
で
、
あ
る
種
の
対
象
を
歴
史
化
す
る
こ
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と
と
、
今
の
目
か
ら
洗
練
し
た
認
識
を
持
ち
込
む
こ
と
と
の
緊
張
関
係
に
は
く
れ
ぐ

れ
も
留
意
し
た
い
。 

 

「
鬼
太
郎
」
の
物
語
が
初
め
て
紙
芝
居
に
登
場
し
た
の
は
、
昭
和
初
年
頃
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
、
街
頭
で
子
ど
も
を
相
手
に
映
画
の
カ
ッ
ト

に
も
似
た
絵
を
一
枚
一
枚
引
き
抜
き
な
が
ら
、
肉
声
で
話
を
語
っ
て
聞
か
せ
る
と
い

う
も
の
が
東
京
で
大
流
行
す
る
。
当
時
の
流
行
は
、
警
視
庁
と
東
京
市
社
会
局
が
業

界
の
仕
組
み
と
業
者
の
属
性
、
絵
と
話
の
内
容
な
ど
の
実
態
調
査
に
乗
り
出
す
ほ
ど
、

突
然
で
急
激
な
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
火
つ
け
役
は
な
ん
と
い
っ
て
も
、「
黄
金
バ
ッ
ト
」

を
呼
び
物
に
し
た
一
連
の
活
劇
で
あ
っ
た
。 

一
方
で
、
血
湧
き
肉
踊
る
痛
快
さ
と
は
逆
の
、
陰
惨
で
不
気
味
な
「
ハ
カ
バ
キ
タ

ロ
ー
」
と
い
う
紙
芝
居
が
人
気
を
集
め
て
い
た
。
制
作
者
の
回
想
に
よ
る
と
、
話
の

内
容
は
、
意
地
悪
姑
に
い
び
り
殺
さ
れ
た
嫁
が
、
腹
に
赤
ん
坊
を
孕
ん
だ
ま
ま
土
葬

に
な
り
、
墓
場
の
下
で
畸
形
に
生
ま
れ
た
そ
の
子
は
母
の
屍
肉
を
食
べ
な
が
ら
生
き

延
び
、
姑
に
復
讐
を
す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
も
と
も
と
出
身
地
で
あ
る
関
西
地

方
の
民
話
か
ら
題
材
を
と
っ
た
ら
し
く
、
確
か
に
出
生
の
部
分
は
、
社
伝
や
高
僧
縁

起
、
伝
説
や
世
間
話
に
古
く
か
ら
登
場
す
る
、
土
中
出
誕
譚
と
し
て
知
ら
れ
る
モ
チ
ー

フ
に
似
て
い
る
。 

紙
芝
居
「
ハ
カ
バ
キ
タ
ロ
ー
」
の
物
語
の
輪
郭
と
人
気
ぶ
り
は
、
そ
の
後
警
視
庁

が
行
っ
た
取
り
締
ま
り
の
様
子
か
ら
あ
る
程
度
推
測
で
き
る
。
警
視
庁
は
昭
和
一
〇

（
一
九
三
五
）
年
の
通
告
と
同
一
三
（
一
九
三
八
）
年
の
取
り
締
ま
り
に
お
い
て
、

主
に
「
残
忍
に
過
ぐ
る
も
の
（
人
肉
を
食
い
、
人
血
を
吸
う
が
如
き
も
の
、
度
を
過

ぎ
た
血
の
使
用
）
」
、
「
猟
奇
に
過
ぐ
る
も
の
（
蛇
猫
を
食
う
如
き
、
畸
形
児
を
生
み
、

ま
た
こ
れ
を
首
題
と
す
る
も
の
）」
、「
徒
に
童
心
を
蝕
む
も
の
（
肺
病
は
不
治
な
り
と

の
概
念
、
天
刑
病
の
概
念
、
度
を
過
ぎ
た
る
継
子
い
じ
め
の
如
き
も
の
）」
の
制
作
と

上
演
を
禁
じ
る
の
で
あ
っ
た
。 

戦
後
に
な
る
と
、
東
京
を
中
心
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
期
メ
デ
ィ
ア
統
制
に
よ
る
検
閲

が
街
頭
紙
芝
居
に
ま
で
お
よ
ん
だ
（
昭
和
二
〇
～
二
四
年
）
。
す
る
と
、
「
ハ
カ
バ
キ

タ
ロ
ー
」
の
制
作
者
は
、
検
閲
が
比
較
的
ゆ
る
い
大
阪
へ
進
出
を
は
か
り
、
そ
こ
で
、

「
鬼
太
郎
」
物
語
は
い
く
つ
も
の
異
伝
を
生
み
出
し
な
が
ら
、
関
西
地
方
の
紙
芝
居

に
流
布
す
る
こ
と
に
な
る
。
ち
ょ
う
ど
昭
和
二
五
（
一
九
五
〇
）
年
頃
か
ら
神
戸
で

紙
芝
居
の
絵
描
き
を
し
て
い
た
水
木
し
げ
る
は
、
東
京
か
ら
来
た
制
作
者
で
、
絵
描

き
で
も
あ
る
加
太
こ
う
じ
に
、
戦
前
東
京
で
大
変
人
気
が
あ
り
、
し
か
も
水
木
と
画

質
が
似
て
い
る
紙
芝
居
の
作
画
を
勧
め
ら
れ
た
ら
し
く
、
そ
れ
が
飴
屋
の
幽
霊
ま
た

は
産
女
の
民
話
に
よ
く
似
た
物
語
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
水
木
は
、
「
鬼
太
郎
」

を
主
人
公
に
『
蛇
人
』『
空
手
鬼
太
郎
』『
ガ
ロ
ア
』『
幽
霊
の
手
』
と
い
う
紙
芝
居
を

作
画
し
た
と
回
想
し
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
昭
和
三
二
（
一
九
五
七
）
年
、
貸
本
店
が
全
国
で
約
三
万
軒
を
数
え

る
ほ
ど
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
時
代
に
、
水
木
し
げ
る
は
貸
本
マ
ン
ガ
家
と
な
っ
た
。
マ

ン
ガ
を
描
く
の
は
こ
れ
が
初
め
て
だ
っ
た
。
最
初
の
頃
は
戦
記
物
が
主
で
、「
鬼
太
郎
」

を
主
人
公
に
一
連
の
貸
本
マ
ン
ガ
を
描
き
出
す
の
は
、
そ
の
数
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

水
木
は
、
昭
和
四
〇
（
一
九
六
五
）
年
八
月
、
講
談
社
の
『
別
冊
少
年
マ
ガ
ジ
ン
』

に
「
テ
レ
ビ
く
ん
」
が
掲
載
さ
れ
る
の
を
き
っ
か
け
に
、
同
月
の
『
週
刊
少
年
マ
ガ

ジ
ン
』
に
「
墓
場
の
鬼
太
郎
」
の
短
編
を
発
表
し
、
週
刊
誌
へ
の
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た

し
た
。
ま
さ
に
、
昭
和
三
四
（
一
九
五
九
）
年
に
創
刊
さ
れ
た
『
少
年
サ
ン
デ
ー
』

『
少
年
マ
ガ
ジ
ン
』
と
い
っ
た
マ
ン
ガ
週
刊
誌
が
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
。

「
鬼
太
郎
」
物
語
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代
の
な
か
で
、
紙
芝
居
か
ら
貸
本
マ
ン
ガ
を

経
て
マ
ン
ガ
週
刊
誌
へ
と
移
行
し
、
同
四
二
（
一
九
六
七
）
年
に
は
テ
レ
ビ
化
ま
で

果
た
し
た
の
だ
っ
た
。 
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「
鬼
太
郎
」
の
原
型
、
あ
る
い
は
、
作
者
性
を
め
ぐ
る
最
初
の
対
立
は
、
そ
の
頃

に
起
こ
っ
た
。
街
頭
紙
芝
居
を
廃
業
し
た
後
、
鶴
見
俊
輔
に
見
い
だ
さ
れ
て
「
思
想

の
科
学
」
に
加
わ
り
、
大
衆
芸
能
や
文
芸
史
の
批
評
を
手
掛
け
て
い
た
加
太
こ
う
じ

は
、「
鬼
太
郎
」
の
成
長
に
対
し
て
、
そ
の
「
原
型
」
が
戦
前
の
紙
芝
居
に
あ
っ
た
こ

と
を
、
紙
芝
居
の
歴
史
と
自
ら
の
か
か
わ
り
を
記
し
た
書
物
で
し
き
り
に
取
り
上
げ

た
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
水
木
は
、
加
太
か
ら
「
ハ
カ
バ
キ
タ
ロ
ー
」
と
い
う
紙

芝
居
の
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
事
実
を
認
め
つ
つ
も
、
聞
い
た
限
り
で
は
話
が
古
く
て

暗
い
の
で
人
気
が
出
ず
、
そ
こ
で
、
三
歳
に
な
る
兄
の
子
ど
も
の
し
ぐ
さ
を
モ
デ
ル

に
、
し
か
も
笑
い
と
活
劇
の
要
素
も
交
え
て
み
る
と
、
ま
す
ま
す
人
気
が
出
た
、
と

自
伝
で
応
酬
し
た
。
そ
れ
は
、
加
太
に
対
し
て
、「
鬼
太
郎
」
の
誕
生
が
自
ら
の
「
創

作
」
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
た
に
他
な
ら
な
い
。 

街
頭
紙
芝
居
の
テ
ク
ス
ト
は
、
原
画
の
ま
ま
次
々
各
地
へ
貸
し
出
さ
れ
、
長
い
間

使
用
さ
れ
る
た
め
、
消
耗
が
激
し
く
流
失
も
多
い
。
筆
者
が
あ
る
制
作
者
に
行
っ
た

聞
き
書
き
に
よ
れ
ば
、
貸
し
出
し
た
紙
芝
居
が
各
地
を
回
っ
て
再
び
手
元
に
返
っ
て

く
る
ま
で
六
年
を
要
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
昭
和
三
〇
年
代
初
め

か
ら
半
ば
に
か
け
て
、
全
国
的
な
規
模
で
街
頭
紙
芝
居
業
が
衰
退
の
一
途
を
辿
る
な

か
、
ほ
と
ん
ど
の
制
作
者
は
廃
業
す
る
と
同
時
に
テ
ク
ス
ト
を
廃
棄
し
て
し
ま
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、「
鬼
太
郎
」
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
話
の
筋
の
「
原
型
」
あ
る
い
は
「
創

作
」
を
問
題
に
し
て
い
る
今
こ
こ
で
、
昭
和
初
年
の
「
ハ
カ
バ
キ
タ
ロ
ー
」
は
も
ち

ろ
ん
、
水
木
が
作
画
し
た
テ
ク
ス
ト
も
そ
の
残
存
と
発
掘
は
あ
ま
り
期
待
で
き
な
け

れ
ば
、
そ
の
こ
と
自
体
さ
し
て
意
味
が
な
い
。 

 

街
頭
紙
芝
居
の
制
作
技
法 

す
な
わ
ち
、
仮
に
そ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
が
発
見
さ
れ
た
と
し
て
も
、
物
語
ま
た
は

作
画
の
特
定
箇
所
を
切
り
取
っ
て
き
て
は
、
互
い
の
異
同
や
影
響
関
係
を
云
々
す
べ

き
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
当
時
の
制
作
者
、
作
画
者
、
上
演
者
、
視
聴
者

は
誰
一
人
と
し
て
、
紙
芝
居
の
テ
ク
ス
ト
を
あ
た
か
も
一
幅
の
絵
画
や
一
冊
の
書
物

の
よ
う
に
扱
っ
た
り
、
一
連
の
物
語
を
は
じ
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
一
気
に
眺
め
た
り

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
（
三
）
。
理
由
は
、
街
頭
紙
芝
居
の
制
作
過
程
に
あ
る
。 

 

「
僕
が
絵
を
描
き
始
め
た
頃
で
す
が
業
者
や
製
作
者
の
口
伝
に
よ
っ
て
、
或
る

少
年
を
崖
か
ら
突
き
落
と
し
て
切
り
に
し
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
っ
て
そ
の
日

の
終
り
、
翌
る
日
は
崖
か
ら
突
き
落
と
し
た
も
の
を
、
ど
う
い
う
危
機
に
陥
し

入
れ
た
ら
い
い
だ
ろ
う
、
こ
れ
は
汽
車
の
線
路
に
落
し
て
、
列
車
が
走
っ
て
来

る
果
た
し
て
ど
う
な
る
か
と
い
う
様
な
程
度
で
原
稿
を
も
ら
う
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
日
そ
の
日
の
思
い
つ
き
だ
け
で
、
五
十
巻
だ
ろ
う
が
百
巻
だ
ろ
う
が
続
き

ま
す
。
で
す
か
ら
話
の
発
端
が
あ
り
展
開
な
り
解
決
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な

し
に
、
ど
こ
ま
で
も
延
ば
し
て
行
く
」
（『
紙
芝
居
』
復
刊
第
六
号
）。 

 こ
の
戦
前
戦
後
に
街
頭
紙
芝
居
の
作
画
と
制
作
を
し
た
人
物
の
談
話
か
ら
は
、
話

の
筋
が
制
作
者
、
絵
描
き
、
上
演
者
た
ち
の
間
で
そ
の
都
度
口
頭
で
紡
ぎ
出
さ
れ
て

い
た
様
子
が
窺
え
る
。
そ
の
日
そ
の
日
の
思
い
つ
き
に
は
、
当
然
な
が
ら
街
頭
で
の

上
演
と
視
聴
の
結
果
も
反
映
さ
れ
て
こ
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
テ
ク
ス
ト
と
い
う
も
の

を
固
定
化
し
、
筋
の
一
貫
性
や
物
語
の
全
貌
を
問
題
に
す
る
よ
う
な
客
観
視
は
行
わ

れ
な
い
。
む
し
ろ
、
柳
田
が
伝
説
研
究
で
示
唆
し
た
よ
う
な
、
あ
る
種
の
物
語
が
無

数
の
異
伝
を
生
み
つ
つ
流
布
す
る
過
程
そ
の
も
の
を
分
析
し
た
方
が
有
効
な
の
で
あ

る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
「
原
型
」
あ
る
い
は
「
創
作
」
を
問
題
視
で
き
な
い
。 

筆
者
が
約
一
〇
年
間
（
一
九
九
五
～
二
〇
〇
五
年
）
に
調
査
し
た
結
果
、
昭
和
二
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〇
年
代
に
大
阪
と
神
戸
で
作
ら
れ
た

紙
芝
居
の
な
か
に
は
、
先
述
の
「
ハ

カ
バ
キ
タ
ロ
ー
」
の
制
作
者
の
述
懐

や
警
視
庁
の
取
締
対
象
に
あ
っ
た
よ

う
な
因
果
・
復
讐
譚
の
筋
運
び
、
残

忍
で
猟
奇
的
な
場
面
、
死
ん
だ
母
か

ら
生
ま
れ
た
「
畸
形
児
」
と
い
う
人

物
の
設
定
な
ど
を
含
む
テ
ク
ス
ト
が

複
数
確
認
で
き
る
。
そ
の
当
時
、
大

阪
の
三
邑
会
と
い
う
貸
元
が
制
作
し

た
『
泣
く
な
！
奇
太
郎
』（
全
三
三
巻
、

一
巻
十
枚
、
貸
元
個
人
蔵
）
の
主
人

公
「
奇
太
郎
」
は
、
異
様
に
大
き
く

す
る
ど
い
出
っ
歯
が
（
図
１
）、
伊
藤

正
美
の
「
ハ
カ
バ
キ
タ
ロ
ー
」
の
形

相
と
ほ
ぼ
重
な
る
と
同
時
に
、
死
人

か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
設
定
も
同
じ

だ
（
図
２
）。
他
方
、
同
じ
時
期
に
神

戸
の
神
港
画
劇
社
と
い
う
貸
元
が
制

作
し
た
『
悲
劇 

コ
ケ
カ
キ
イ
キ
イ
』

（
全
一
三
八
巻
、
個
人
蔵
）
（
図
３
）

に
も
、
死
人
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う

「
奇
形
児
」
が
登
場
し
、
狼
の
首
を

跳
ね
て
骨
肉
を
む
さ
ぼ
る
な
ど
の
血

の
滴
る
よ
う
な
場
面
は
あ
る
も
の
の

（
第
五
七
巻
）、
疎
ら
で
峙
っ
た
髪
と

き
つ
く
釣
り
上
が
っ
た
目
、
二
本
の

出
っ
歯
と
い
う
そ
の
形
相
は
「
ハ
カ

バ
キ
タ
ロ
ー
」
や
「
奇
太
郎
」
に
似

た
と
も
似
な
い
と
も
し
が
た
い
。 

「
コ
ケ
カ
キ
イ
キ
イ
」
と
い
う
奇

怪
な
声
と
と
も
に
現
れ
る
こ
と
か
ら

名
付
け
ら
れ
た
こ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

は
、
昭
和
二
〇
～
三
〇
年
代
の
関
西

の
紙
芝
居
で
大
変
流
行
っ
た
ら
し
く
、

そ
の
こ
と
を
記
憶
す
る
人
は
今
も
多

い
。
例
え
ば
、
読
者
や
視
聴
者
の
要

望
に
答
え
て
「
コ
ケ
カ
キ
イ
キ
イ
」

の
紙
芝
居
を
捜
し
ま
わ
っ
た
新
聞
記

事
と
テ
レ
ビ
番
組
、
ま
た
筆
者
が

行
っ
た
聞
き
書
き
な
ど
に
そ
の
一
端

が
の
ぞ
か
れ
る
。
そ
こ
で
、
当
時
、

先
程
の
三
邑
会
で
は
、
さ
っ
そ
く
そ

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
登
場
さ
せ
て

『
猫
婆
』（
全
二
七
巻
、
貸
元
個
人
蔵
）

（
図
４
）
と
い
う
紙
芝
居
を
作
っ
た

と
い
う
の
だ
。 

し
か
し
、
こ
こ
で
「
コ
ケ
カ
キ
イ

図１：『泣くな！奇太郎』第 32 巻、三邑会蔵 図２：同前、第８巻 

図３：『悲劇コケカキイキイ』第57巻、杉浦貞氏蔵 図４：『猫婆』第４巻、三邑会蔵 
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キ
イ
」
は
鶏
冠
に
大
き
な
一
つ
目
、
一
本
の
長
い
出
っ
歯
と
い
う
形
相
に
変
わ
っ
て

い
る
（
第
四
巻
）。
こ
の
紙
芝
居
は
、
邪
悪
な
医
者
が
子
ど
も
た
ち
を
さ
ら
っ
て
蛇
な

ど
の
動
物
と
合
体
さ
せ
（「
蛇
吉
」）
、
香
港
の
見
世
物
小
屋
に
売
り
飛
ば
す
と
い
う
話

で
あ
る
が
、
本
来
、
音
声
言
語
に
よ
る
上
演
効
果
を
ね
ら
っ
た
は
ず
の
、
無
気
味
で

得
体
の
知
れ
な
い
鳴
き
声
が
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
に
結
び
つ
い
て
視
覚
化
さ
れ
た
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
街
頭
紙
芝
居
に
お
い
て
あ
る
種
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
流

布
す
る
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
。 

そ
も
そ
も
街
頭
紙
芝
居
の
制
作
過
程
に
は
、
画
面
構
成
の
典
拠
と
な
る
物
語
を
予

め
文
字
で
書
い
て
テ
ク
ス
ト
化
す
る
こ
と
は
、
ま
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
な
い
。
そ

の
こ
と
は
、
物
語
の
筋
の
み
を
作
る
と
い
う
仕
事
が
成
り
立
ち
に
く
く
、
絵
描
き
と

筋
の
作
り
手
が
未
分
化
な
ま
ま
兼
ね
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
と
無
関
係
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
作
画
（
と
物
語
と
の
結
び
つ
き
）
が
定
着
ま
た
は
洗
練
化
し
に
く
い

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
音
声
言
語
に
媒
介
さ
れ
、
そ
れ
と
連
繋
し
な
が
ら
、
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
は
変
化
と
形
象
化
を
く
り
返
す
こ
と
に
な
る
。
同
じ
こ
と
の
別
の
側
面
だ
が
、

物
語
と
作
画
の
結
び
つ
き
が
緩
や
か
な
た
め
に
プ
ロ
ッ
ト
の
一
貫
性
が
保
た
れ
に

く
い
。 

た
と
え
ば
、『
泣
く
な
！
奇
太
郎
』
や
『
悲
劇 

コ
ケ
カ
キ
イ
キ
イ
』
に
は
、
紙
芝

居
で
い
う
と
こ
ろ
の
怪
奇
も
の
や
悲
劇
の
ほ
か
、
活
劇
や
時
代
劇
の
プ
ロ
ッ
ト
も
参

入
し
て
き
て
い
る
。「
延
ば
し
て
い
く
」
と
は
こ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
じ
つ
は

「
コ
ケ
カ
キ
イ
キ
イ
」
を
呼
び
物
に
し
た
は
ず
の
紙
芝
居
に
、『
猫
婆
』
と
い
う
タ
イ

ト
ル
が
付
さ
れ
た
あ
た
り
も
似
た
よ
う
な
事
情
に
よ
る
。
そ
の
全
二
七
巻
（
表
紙
込

み
二
七
〇
枚
）
の
な
か
に
猫
の
描
写
が
で
て
く
る
の
は
、
黒
い
猫
を
た
く
さ
ん
つ
れ

た
無
気
味
な
老
婆
を
描
い
た
第
一
巻
第
一
枚
目
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
老
婆
自
体
さ
ら

わ
れ
た
孫
を
探
し
ま
わ
る
と
い
う
設
定
の
わ
り
に
は
、
全
編
を
通
し
て
た
っ
た
三
場

面
（
三
枚
）
し
か
登
場
し
て
こ
な
い
。
つ
ま
り
、
猫
と
老
婆
さ
ら
に
は
老
婆
と
全
体

の
筋
は
こ
び
と
の
結
び
つ
き
は
、
決
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
街
頭
紙
芝
居
に

は
他
に
も
『
猫
三
味
線
』
『
神
変
猫
姫
様
』
『
猫
大
名
』
な
ど
の
よ
う
に
タ
イ
ト
ル
に

「
猫
」
の
つ
い
た
物
語
が
多
く
、
あ
る
い
は
は
じ
め
に
観
客
を
引
き
付
け
て
お
く
た

め
の
工
夫
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
と
て
、
す
じ
運
び
を
客
観
化
し
て
み

る
す
べ
が
な
い
た
め
、
視
聴
覚
的
に
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
場
面
を
挿
入
し
つ
つ
紡
ぎ

出
し
て
い
っ
た
結
果
生
じ
る
現
象
で
あ
る
。 

東
京
で
「
ハ
カ
バ
キ
タ
ロ
ー
」
が
流
行
り
だ
し
て
間
も
な
く
、
紙
芝
居
と
い
う
媒

体
の
教
育
的
な
効
果
に
着
目
し
、
街
頭
か
ら
教
室
の
中
へ
囲
い
込
も
う
と
企
て
た
あ

る
教
師
は
、
紙
芝
居
の
制
作
方
法
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
た
。 

 

「
一
題
材
で
百
巻
、
二
百
巻
な
の
は
ざ
ら
に
あ
り
、
中
に
は
八
百
巻
に
も
及
ん

で
、
同
一
児
童
が
尋
常
一
年
の
時
か
ら
観
初
め
て
、
三
年
生
に
な
っ
て
も
ま
だ

終
ら
な
い
と
い
う
有
様
で
あ
る
。
他
の
あ
ら
ゆ
る
芸
術
と
同
様
、
無
駄
の
な
い

筋
の
構
成
が
紙
芝
居
に
取
っ
て
も
重
要
な
要
件
で
あ
る
の
に
、
右
の
よ
う
な
結

果
、
筋
は
徒
ら
に
冗
漫
と
な
り
、
そ
の
冗
漫
を
救
う
た
め
に
、
ア
ル
プ
ス
か
ら

ナ
イ
ア
ガ
ラ
、
成
層
圏
か
ら
海
底
と
い
う
よ
う
に
で
た
ら
め
な
筋
の
運
び
が
生

れ
て
来
た
の
で
あ
る
」〔
松
永 

一
九
四
〇 

三
九
〕 

 

な
る
ほ
ど
、
そ
う
い
う
彼
が
研
究
に
研
究
を
重
ね
て
考
案
し
た
「
教
育
紙
芝
居
」

な
る
も
の
は
、
戦
間
期
に
は
国
内
外
で
国
策
を
伝
え
る
主
な
宣
伝
媒
体
と
な
っ
た〔
姜 

二
〇
〇
〇
〕。
そ
こ
で
、
終
戦
直
後
に
は
日
本
紙
芝
居
協
会
の
当
時
の
会
長
が
東
京
裁

判
に
召
喚
さ
れ
、
戦
中
教
育
紙
芝
居
が
軍
国
主
義
の
鼓
舞
に
利
用
さ
れ
て
い
た
実
態

を
、
実
演
を
ま
じ
え
て
証
言
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。 
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し
か
し
、「
冗
漫
」
な
筋
こ
そ
、
紙
芝
居
と
い
う
表
現
の
本
質
で
あ
り
、
制
作
技
法

な
の
で
あ
る
。
い
く
つ
も
の
立
場
の
思
い
が
集
合
的
に
織
り
ま
ぜ
ら
れ
、
延
ば
さ
れ

行
く
過
程
で
、
話
の
筋
と
そ
れ
と
の
か
か
わ
り
で
絵
は
変
化
し
つ
つ
形
象
化
す
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
話
の
筋
を
延
ば
し
て
い
く
た
め
の
こ
つ
と
、
続
き
で
見
る
こ
と

の
楽
し
み
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
こ
に
は
、「
原
型
」
あ
る
い
は
「
創
作
」
の
対
立
と

い
う
よ
り
、
異
伝
の
集
積
そ
の
も
の
を
一
つ
の
物
語
と
呼
ぶ
ほ
か
な
い
〈
口
承
〉
の

世
界
が
あ
る
。 

 

現
代
「
鬼
太
郎
」〈
伝
説
〉 

 

と
こ
ろ
で
、
問
題
は
そ
れ
だ
け
に
終
わ
ら
な
か
っ
た
。
じ
つ
は
、
昭
和
三
〇
年
代

の
貸
本
マ
ン
ガ
の
中
に
は
、
水
木
と
は
別
の
人
物
が
描
い
た
一
六
冊
も
の
『
墓
場
鬼

太
郎
』
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
経
緯
は
こ
う
だ
。
昭
和
三
五
（
一
九
六
〇
）
年
、

水
木
は
『
妖
奇
伝
』
と
い
う
貸
本
マ
ン
ガ
に
再
び
「
鬼
太
郎
」
を
登
場
さ
せ
る
が
、

二
冊
目
が
不
評
だ
っ
た
た
め
『
墓
場
鬼
太
郎
』
に
題
を
替
え
、
さ
ら
に
三
冊
を
出
し

た
。
出
版
社
は
、
水
木
の
他
に
も
紙
芝
居
出
身
の
絵
描
き
を
多
く
抱
え
て
い
た
兎
月

書
房
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
水
木
は
、
原
稿
料
の
不
払
い
が
原
因
で
出
版
社
を
変
え

て
、
「
鬼
太
郎
」
の
話
を
描
く
こ
と
に
な
っ
た
。 

し
か
し
、
や
め
た
は
ず
の
兎
月
書
房
は
、
竹
内
寛
行
と
い
う
人
物
に
四
冊
目
以
降

を
描
か
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
っ
そ
く
水
木
は
出
版
社
に
抗
議
し
た
が
、「
墓
場
鬼

太
郎
」
が
短
編
集
の
名
称
と
い
う
理
由
で
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
結
局
、
竹
内
の
『
墓

場
鬼
太
郎
』
は
第
一
九
巻
ま
で
出
版
さ
れ
た
。
竹
内
寛
行
は
、
水
木
同
様
紙
芝
居
の

絵
描
き
を
し
て
い
た
人
物
だ
っ
た
。
し
か
し
、『
墓
場
鬼
太
郎
』
と
そ
の
他
に
数
冊
の

貸
本
マ
ン
ガ
を
出
し
た
後
、
彼
は
「
消
え
た
マ
ン
ガ
家
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ

れ
か
ら
は
、
紙
芝
居
時
代
以
来
の
旧
知
で
、
劇
画
や
刺
青
を
手
掛
け
て
い
た
凡
天
太

郎
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
、
晩
年
は
映
画
の
看
板
描
き
な
ど
を
し
た
ら
し
い
。 

そ
こ
で
、
水
木
の
マ
ン
ガ
が
大
き
な
成
功
を
収
め
て
以
来
、
そ
の
熱
烈
な
フ
ァ
ン

が
竹
内
の
マ
ン
ガ
を
贋
作
と
し
て
酷
評
す
る
〔
平
林 

一
九
九
一 

三
五
〕。
一
方
で
、

近
年
に
な
っ
て
一
部
の
マ
ニ
ア
が
、
竹
内
を
マ
ン
ガ
史
の
暗
黒
部
と
し
て
発
掘
し
、

そ
の
独
創
性
を
再
評
価
す
る
こ
と
が
あ
る
〔
宇
田
川 

一
九
九
七 

一
七
〇
～
一
七

七
〕。
こ
う
し
て
再
び
「
鬼
太
郎
」
の
真
贋
あ
る
い
は
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
云
々
す
る

問
題
が
起
き
た
わ
け
だ
が
、
今
度
は
生
産
す
る
側
の
事
情
と
い
う
よ
り
、
マ
ン
ガ
の

商
品
化
と
消
費
化
が
高
度
に
進
め
ら
れ
た
八
〇
年
代
の
、
読
者
の
質
の
変
化
に
よ
っ

て
惹
起
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。 

竹
内
の
再
評
価
に
よ
れ
ば
、
彼
の
書
い
た
一
連
の
『
墓
場
鬼
太
郎
』
に
は
、
そ
の

後
メ
ジ
ャ
ー
に
な
っ
て
い
っ
た
水
木
に
は
な
い
「
土
着
テ
イ
ス
ト
」
が
あ
る
ら
し
い

〔
宇
田
川 

同
前 

一
七
一
〕。
つ
ま
り
、
話
の
全
編
を
通
じ
て
登
場
す
る
東
京
の
下

町
の
具
体
的
地
名
が
呼
び
起
こ
す
郷
愁
的
現
実
感
、
地
獄
の
幽
霊
婆
の
手
下
で
あ
る

九
尾
の
狐
が
乗
り
移
っ
た
老
婆
の
正
体
を
暴
く
た
め
に
ト
ウ
ガ
ラ
シ
を
ド
ラ
ム
カ
ン

で
燻
す
場
面
に
あ
ら
わ
れ
る
都
市
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
的
光
景
、
幽
霊
の
落
と
し
た
地
獄

杖
の
爆
発
が
原
子
雲
を
巻
き
起
こ
し
東
京
に
地
獄
の
血
の
池
を
出
現
さ
せ
る
と
い
っ

た
野
卑
な
想
像
力
な
ど
な
ど
が
、
の
ぞ
き
か
ら
く
り
や
見
世
物
小
屋
に
通
じ
る
土
俗

的
な
想
像
力
を
喚
起
さ
せ
る
、
と
い
う
。 

し
か
し
、
竹
内
の
マ
ン
ガ
に
郷
愁
的
リ
ア
リ
テ
ィ
を
求
め
よ
う
と
、
水
木
マ
ン
ガ

を
神
話
化
し
よ
う
と
、
い
ず
れ
の
場
合
も
両
者
の
作
品
が
持
つ
本
質
的
な
問
題
と
い

う
よ
り
、
読
者
の
側
の
事
情
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
し
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
一
方
が
メ
ジ
ャ
ー
と
な
っ
て
神
話
化
さ
れ
、
他
方
は
マ
ニ
ア
の
間
で
再
発
見

さ
れ
る
と
い
う
あ
た
り
は
、
八
〇
年
代
後
半
以
降
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
、

観
客
の
事
情
と
構
造
が
よ
く
似
て
い
る
。
つ
ま
り
、
八
〇
年
代
の
後
半
以
降
、
日
本
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の
ア
ニ
メ
は
一
方
で
子
ど
も
向
け
の
低
品
質
な
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
へ
、
他
方
で
高
品
質

で
は
あ
る
も
の
の
一
部
マ
ニ
ア
向
け
に
過
ぎ
な
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
ビ
デ
オ
・
ア
ニ
メ

へ
と
強
力
に
二
極
化
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
メ
ジ
ャ
ー
／
オ
タ
ク
の
二
項

対
立
は
、
そ
れ
ま
で
に
存
在
し
て
い
た
隣
接
諸
ジ
ャ
ン
ル
（
文
学
、
コ
ミ
ッ
ク
、
映

画
）
と
の
情
報
や
想
像
力
の
交
通
路
の
忘
却
の
上
に
成
立
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
一

方
は
作
品
か
ら
距
離
を
置
い
た
分
析
が
不
可
能
で
あ
り
、
他
方
は
情
報
の
回
路
が
極

度
に
閉
鎖
的
で
あ
る
た
め
、
ジ
ャ
ン
ル
全
体
が
閉
塞
し
て
し
ま
う
と
い
う
状
況
を
招

い
た
〔
東 

一
九
九
六
〕。 

 

物
語
な
り
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
原
型
に
遡
及
す
る
場
合
、
そ
こ
に
は
メ
デ
ィ
ア
の
技

術
が
発
達
し
た
後
の
、
洗
練
さ
れ
た
「
テ
ク
ス
ト
意
識
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。

さ
ら
に
、
そ
う
し
た
逆
し
ま
な
発
想
は
、
往
々
に
し
て
な
に
も
の
か
の
神
話
化
や
捏

造
と
結
び
つ
く
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
柳
田
が
指
摘
し
た
伝
説
の
「
合
理
化
」
の
よ

う
に
、
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、「
鬼
太
郎
」
の
物
語
が
い
く
つ
も
表
現
媒
体
を
移
し

変
え
な
が
ら
（
メ
デ
ィ
ア
史
）、
複
雑
に
展
開
し
て
い
く
あ
り
方
（
作
者
性
）
を
問
題

に
す
る
際
、
テ
ク
ス
ト
を
発
見
し
、
切
り
取
り
、
語
る
こ
と
、
つ
ま
り
歴
史
化
す
る

こ
と
と
、
今
の
目
か
ら
洗
練
さ
れ
た
認
識
を
持
ち
込
む
こ
と
の
緊
張
関
係
に
、
細
心

の
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

こ
う
し
て
「
鬼
太
郎
」
物
語
の
真
贋
あ
る
い
は
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
言
説

の
背
後
に
、
じ
つ
は
八
〇
年
代
に
お
け
る
消
費
の
二
極
分
解
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
つ
つ
、
文
化
の
所
有
の
問
題
に
つ
い
て
一
定
の
見
解
を
示
し
た
。
こ
こ
で
さ

ら
に
、
紙
芝
居
か
ら
マ
ン
ガ
に
移
行
す
る
過
程
で
生
じ
る
、
技
術
の
変
化
に
と
も
な

う
作
者
性
の
変
容
へ
と
考
察
を
す
す
め
、
マ
ン
ガ
に
お
い
て
文
化
の
利
用
や
所
有
の

あ
り
方
が
変
化
す
る
き
っ
か
け
を
捉
え
て
お
き
た
い
。 

そ
れ
を
知
る
に
は
、
水
木
と
竹
内
の
ど
ち
ら
も
紙
芝
居
を
経
て
貸
本
マ
ン
ガ
に
移

行
し
な
が
ら
、
水
木
は
マ
ン
ガ
家
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
竹
内
は
な
れ
な
か
っ

た
原
因
を
探
れ
ば
い
い
〔
姜 

二
〇
〇
四
〕。
な
ぜ
な
ら
、
仮
に
竹
内
の
作
品
が
マ
ン

ガ
に
な
ら
な
か
っ
た
原
因
が
技
術
上
の
問
題
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
紙
芝
居
か
ら

連
続
す
る
が
故
の
も
の
だ
と
す
る
と
、
逆
に
そ
れ
は
、
紙
芝
居
か
ら
マ
ン
ガ
へ
移
行

す
る
過
程
で
生
じ
た
水
木
の
変
容
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
し
か
も
、

こ
の
よ
う
に
両
ジ
ャ
ン
ル
の
連
続
性
と
非
連
続
性
を
追
求
す
る
こ
と
は
、
紙
芝
居
を

外
部
と
し
な
が
ら
、
マ
ン
ガ
が
マ
ン
ガ
と
し
て
成
立
す
る
基
盤
を
探
る
こ
と
に
他
な

ら
な
い
。
作
品
や
作
家
を
通
し
て
マ
ン
ガ
の
歴
史
を
直
線
的
か
つ
不
可
逆
的
に
記
述

し
た
り
、
あ
る
い
は
、
同
時
代
の
マ
ン
ガ
を
横
断
的
に
批
評
し
た
り
す
る
方
法
は
、

ど
う
し
て
も
マ
ン
ガ
を
マ
ン
ガ
的
な
発
想
で
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。 

  三 

マ
ン
ガ
の
ル
ー
ル 

 

マ
ン
ガ
に
な
っ
た
絵
、
な
ら
な
か
っ
た
絵 

で
は
、
竹
内
の
技
術
上
の
限
界
と
は
何
か
。

そ
れ
は
、
竹
内
が
描
い
た
「
鬼
太
郎
」
の
姿
が
、

他
の
登
場
人
物
と
お
よ
そ
不
釣
り
合
い
で
あ
る

こ
と
と
関
係
す
る
。
つ
ま
り
、
多
分
水
木
の
「
鬼

太
郎
」
を
真
似
た
に
違
い
な
い
竹
内
の
描
線
は
、

す
ご
く
写
実
的
に
描
か
れ
た
他
の
登
場
人
物
の

そ
れ
と
ま
っ
た
く
調
和
し
な
い
。
極
端
に
は
、

同
一
の
コ
マ
の
中
に
同
調
し
な
い
異
質
な
描
線

が
混
在
す
る
場
合
す
ら
見
ら
れ
る
（
図
５
）。
そ

れ
は
、
た
と
え
ば
、
劇
画
調
に
描
か
れ
て
い
れ

図５：竹内寛行『墓場鬼太郎』七巻 兎月書房12頁
（現代マンガ図書館提供） 
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図６：水木しげる、貸本まんが復刻版
『墓場鬼太郎』五巻 1997 

角川書店 11 頁 

ば
シ
リ
ア
ス
で
重
厚
な
物
語
に
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
絵
と
物
語
の
結
び

つ
き
が
高
度
に
固
定
化
し
た
今
の
眼
か
ら
す
る
と
、
非
常
な
違
和
感
を
覚
え
る
の
で

あ
る
。 

竹
内
が
写
実
的
な
線
で
描
い
た
、
そ
の
名
も
「
水
木
」
と
い
う
登
場
人
物
は
、
も

と
も
と
水
木
が
、
墓
場
で
生
ま
れ
た
鬼
太
郎
を
人
間
界
で
育
て
る
人
物
と
し
て
描
い

た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
。
な
ら
ば
、
水
木
の
描
線
は
ど
う
か
。
試
し
に
、
当
時

の
劇
画
界
の
中
心
的
な
マ
ン
ガ
家
自
ら
が
主
催
す
る
出
版
社
で
、
と
い
う
こ
と
は
写

実
的
な
描
線
を
と
く
に
意
識
し
つ
つ
（
図
６
）、
描
い
た
で
あ
ろ
う
も
の
を
見
て
も
（
図

７
）、
竹
内
の
よ
う
な
一
つ
の
コ
マ
内
の
二
つ
の
描
線
が
引
き
起
こ
す
違
和
感
は
な
い
。 

水
木
は
い
か
に
写
実
的
な
描
線
と
い
わ
ば
マ
ン
ガ
ら
し
い
そ
れ
と
の
矛
盾
を
避
け
、

あ
る
い
は
克
服
し
た
か
。
そ
の
コ
ツ
は
、
描
線
を
超
え
た
コ
マ
の
構
図
と
コ
マ
ど
う

し
の
配
置
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
映
画
に
は
対
話
シ
ー
ン
で
二
人
の
人
物
を
単
独
で

交
互
に
撮
る
場
合
、
カ
メ
ラ
の
位
置
は
向
か
い
あ
っ
た
（
と
さ
れ
る
）
二
人
の
目
線

を
越
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
が
あ
る
。
カ
ッ
ト
・
バ
ッ
ク
と
呼
ば
れ
る
こ
の

技
法
に
よ
っ
て
、
観
客
は
い
か

に
も
二
人
の
目
線
が
交
わ
る
か

の
よ
う
な
錯
覚
を
起
こ
す
の
で

あ
る
。
も
し
、
カ
メ
ラ
が
そ
の

目
線
を
越
え
る
場
合
は
、
必
ず

画
面
の
手
前
に
人
物
を
入
れ
込

み
、
位
置
関
係
が
分
か
る
よ
う

に
撮
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
水
木

は
、
当
時
す
で
に
、
妖
怪
と
人

間
の
対
話
シ
ー
ン
に
お
い
て
そ

れ
ら
し
き
技
法
を
コ
マ
に
施
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
図
８
）。
そ
こ
で
、
写
実
的
な
描

線
と
マ
ン
ガ
ら
し
い
そ
れ
を
ず
ら
し
つ
つ
調
和
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

コ
マ
の
構
図
は
写
真
や
映
画
で
シ
ョ
ッ
ト
を
眺
め
る
視
線
同
様
、
ま
た
、
コ
マ
の

配
置
は
草
双
紙
の
構
成
の
よ
う
な
書
物
と
絵
画
の
中
間
的
形
態
と
し
て
、
マ
ン
ガ
と

い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
物
質
性
に
制
約
さ
れ
な
が
ら
、
メ
タ
レ
ベ
ル
で
説
話

論
と
し
て
作
用
す
る
回
路
な
の
で
あ
る
。
水
木
が
な
に
を
き
っ
か
け
に
そ
う
し
た
技

法
を
掴
ん
だ
か
は
、
直
接
に
は
知
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
マ
ン
ガ
と
て
書
物

で
あ
る
と
い
う
意
識
の
胚
胎
と
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
。
と
い
う
の
は
、
水

木
は
、
貸
本
の
読
者
た
ち
に
読
者
欄
を
通
じ
て
絵
と
筋
に
関
す
る
事
細
か
く
、
神
経

質
な
ま
で
の
疑
問
や
質
問
を
投
げ
か
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
紙
芝
居
の
よ
う
な
漠
然

で
曖
昧
な
設
定
で
は
対
処
で
き
な
い
と
気
づ
き
、
そ
こ
で
、
鬼
太
郎
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

に
悩
む
の
で
あ
っ
た
。
貸
本
の
中
で
そ
の
誕
生
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
く
り
返
し
描
い
た

図７：水木しげる、墓場鬼太郎シリーズ１ 
『おかしな奴』佐藤プロ 27 頁 
（現代マンガ図書館提供） 
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理
由
は
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
の
過
程
で
、
怪

奇
譚
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
探
偵
小
説
め
い
た
プ
ロ
ッ
ト
を
挿
入
す
る
こ
と
も
少
な
く

な
か
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
探
偵
物
語
は
文
字
＝
テ
ク
ス
ト
で
プ
ロ
ッ
ト
を
構

成
し
、
な
お
か
つ
客
観
視
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
、
文
学
史
上
は
じ
め
て
の
形
態
で

あ
る
（
四
）
。 

登
場
人
物
の
設
定
や
プ
ロ
ッ
ト
に
向
け
た
水
木
の
工
夫
は
、
対
話
の
シ
ー
ン
で
見

せ
た
技
法
同
様
、
コ
マ
の
枠
を
超
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
竹
内
は
、「
読
者
原
稿
募
集
」
と
い
う
欄
に
原
稿
の
寸
法
と
色
、
分
量

と
稿
料
を
細
か
く
指
定
し
、
珍
し
い
地
方
の
伝
説
や
鬼
太
郎
を
題
材
に
し
た
似
顔
絵
、

一
コ
マ
場
面
を
募
っ
て
い
た
（
図
９
）。
こ
の
事
実
は
、
竹
内
の
態
度
が
一
つ
一
つ
の

コ
マ
の
内
部
に
拘
泥
し
、
そ
の
枠
を
飛
び
出
す
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
こ
と
を
物
語

る
。
現
存
す
る
竹
内
の
紙
芝
居
（『
怪
魔 

紅
い
た
ち
』）
や
、『
墓
場
鬼
太
郎
』
以
外

の
貸
本
マ
ン
ガ
（『
山
窩
奇
談 

疾
風
』『
山
窩
奇
談 

山
刃
』）
は
、
い
ず
れ
も
時
代

劇
を
基
調
と
し
た
怪
奇
譚
で
あ
り
、
絵
は
写
実
的
で
う
ま
い
。
し
か
し
、
マ
ン
ガ
ら

し
い
線
が
描
け
ず
、
彼
は
つ
い
に
消
え
た
マ
ン
ガ
家
と
な
っ
た
。 

 

以
上
の
議
論
は
、
紙
芝
居
か
ら
貸
本
マ
ン
ガ
へ
の
移
行
に
お
け
る
、
水
木
の
変
容

＝
置
換
と
竹
内
の
連
続
が
、
実
は
ひ
と
つ
の
こ
と
の
二
つ
の
側
面
で
あ
る
こ
と
を
示

唆
す
る
。
両
ジ
ャ
ン
ル
に
ま
た
が
る
絵
の
可
視
性
を
い
っ
た
ん
括
弧
で
く
く
っ
て
み

る
と
、
竹
内
の
マ
ン
ガ
に
欠
如
し
て
い
る
の
は
絵
と
絵
を
つ
な
ぐ
語
り
な
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、
紙
芝
居
に
お
い
て
演
者
た
ち
の
〈
声
〉
に
負
っ
て
い
た
も

の
で
あ
る
。
一
方
、
映
画
の
繋
辞
の
技
法
を
思
わ
せ
る
水
木
の
対
話
シ
ー
ン
や
、
書

く
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
探
偵
物
語
の
プ
ロ
ッ
ト
は
、
い
ず
れ
も
〈
テ
ク
ス
ト
〉

的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
水
木
と
竹
内
の
対
比
は
、
即
ち
画
像
を
め
ぐ
る
口
承

性
と
文
字
性
の
せ
め
ぎ
合
い
な
の
だ
。 

図８：水木しげる、貸本まんが復刻版 
『墓場鬼太郎』五巻 1997  
角川書店 56 頁 

図９：竹内寛行『墓場鬼太郎』十八巻 兎月書房 
100 頁（現代マンガ図書館提供） 
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読
者
た
ち
の
眼
が
、
水
木
の
描
く
コ
マ
と
コ
マ
の
間
を
、
流
れ
る
よ
う
に
読
み
進

む
速
度
を
宿
し
た
瞬
間
、
竹
内
の
コ
マ
の
一
つ
一
つ
は
目
障
り
で
し
か
な
く
な
る
。

し
か
し
、
竹
内
は
同
一
コ
マ
内
の
異
質
な
描
線
の
矛
盾
に
、
気
づ
く
す
べ
も
漂
着
す

る
必
然
性
も
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
水
木
は
後
々
、
最
初
に
ネ
ー
ム
＝
文
字
に
従
っ

て
コ
マ
を
割
り
、
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
の
セ
リ
フ
を
書
い
て
い
く
や
り
方
の
経
済

性
と
、
逆
に
原
稿
＝
絵
を
一
枚
ず
つ
描
い
て
い
く
内
に
発
想
が
浮
か
ん
で
く
る
面
白

さ
と
の
違
い
に
気
づ
く
こ
と
に
な
る
〔
水
木 

一
九
九
五 

三
三
六
～
三
三
七
〕。 

戦
後
マ
ン
ガ
の
成
熟
が
、
研
究
方
法
の
多
角
化
を
も
た
ら
し
た
現
在
、
水
木
マ
ン

ガ
の
特
徴
は
、
画
面
に
お
け
る
風
景
の
優
位
性
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま

り
、
そ
れ
は
、
効
率
の
よ
い
筋
運
び
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
自
立
し
た
濃
密
で
精
緻
な
背

景
が
、
い
か
に
も
人
物
と
は
対
照
的
に
描
か
れ
る
と
い
う
意
味
だ
。
初
期
手
塚
マ
ン

ガ
で
は
、
ド
ラ
マ
に
必
要
な
程
度
に
し
か
風
景
を
扱
わ
ず
、
あ
く
ま
で
人
物
を
中
心

に
そ
れ
を
邪
魔
し
な
い
簡
略
で
人
工
的
な
風
景
が
背
景
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
。
そ

れ
に
対
し
て
水
木
の
マ
ン
ガ
は
、
人
間
の
ド
ラ
マ
と
分
離
し
た
風
景
が
、
い
つ
も
ス

ト
ー
リ
ー
以
上
の
何
か
で
人
間
側
の
出
来
事
を
包
ん
で
お
り
、
そ
こ
に
は
不
思
議
な

裂
け
目
が
見
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
〔
夏
目 

一
九
九
五 

二
五
三
～
二
六
九
〕。 

背
景
が
リ
ア
ル
な
の
に
対
し
て
人
物
が
マ
ン
ガ
＝
カ
ー
ト
ゥ
ー
ン
的
で
あ
る
こ
と

は
、
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
コ
ミ
ッ
ク
に
は
あ
り
得
な
い
、
日
本
マ
ン
ガ
の
特
殊

性
と
し
て
語
ら
れ
、
そ
れ
は
水
木
を
含
む
六
〇
年
代
以
降
の
劇
画
の
影
響
で
あ
る
と

さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ひ
と
つ
の
コ
マ
の
中
に
同
調
し
な
い
異
質
な
描
線
が
存
在
す

る
と
い
う
、
通
常
の
マ
ン
ガ
の
文
法
で
は
考
え
ら
れ
な
い
逸
脱
が
、
い
っ
た
い
ど
の

よ
う
に
成
立
し
た
か
は
、
従
来
の
マ
ン
ガ
批
評
の
な
か
で
は
謎
と
さ
れ
て
き
た
〔
夏

目 

二
〇
〇
一 

一
五
～
一
六
〕。 

マ
ン
ガ
の
歴
史
が
紙
芝
居
か
ら
貸
本
マ
ン
ガ
へ
移
行
し
つ
つ
あ
っ
た
頃
の
竹
内
と

水
木
の
分
析
が
、
風
景
と
人
物
の
裂
け
目
と
い
う
問
題
を
解
決
し
尽
く
し
た
わ
け
で

は
な
い
。
け
れ
ど
、
水
木
は
、
そ
う
し
た
変
容
の
延
長
上
に
益
々
「
マ
ン
ガ
ら
し
く
」

な
っ
て
い
く
描
線
を
、
し
た
が
っ
て
、
人
間
ら
し
く
な
っ
て
し
ま
う
妖
怪
た
ち
を
、

風
景
そ
れ
自
体
と
し
て
の
風
景
の
中
に
宙
づ
り
に
し
よ
う
と
企
て
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
、
幅
広
い
人
気
と
と
も
に
不
可
逆
な
方
へ
と
突
き
進
む
「
鬼
太
郎
」
に
対
す

る
、
作
者
自
身
の
抵
抗
で
も
あ
る
わ
け
だ
。
ち
な
み
に
、
彼
が
緻
密
な
背
景
を
描
く

た
め
に
ス
ク
ラ
ッ
プ
に
し
た
写
真
帖
は
、
昭
和
四
五
（
一
九
七
〇
）
年
の
時
点
で
三

百
冊
に
も
の
ぼ
っ
た
と
い
う
。 

 

絵
の
〈
声
〉
を
聴
く 

以
上
の
議
論
で
、
マ
ン
ガ
に
な
る
、
な
ら
な
い
と
い
う
分
岐
は
、
紙
芝
居
と
い
う

観
点
か
ら
す
る
と
、
画
像
を
め
ぐ
る
口
承
性
と
文
字
性
の
せ
め
ぎ
あ
い
に
あ
る
こ
と

が
分
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
画
像
と
音
声
と
文
字
の
関
係
が
図
式
的
に
ち
ょ
う
ど
三
角

形
を
描
け
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
物
質
＝
記
号
性
を
よ
り
ト
ー
タ
ル
に
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
口
承
と
書
承
の
対
比
と
い
う
ナ
イ
ー
ブ
な
二
元
論
で

は
、
と
う
て
い
到
達
で
き
な
い
領
域
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
議
論
が
可
能
な
の
だ
。
と

こ
ろ
で
、
マ
ン
ガ
に
は
画
像
と
音
声
と
文
字
の
か
か
わ
り
を
ま
る
ご
と
捉
え
ら
れ
る

領
域
が
あ
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
、
す
な
わ
ち
擬
音
語
・
擬
態
語
が
そ
れ
だ
。
オ
ノ
マ
ト

ペ
は
、
本
来
音
の
イ
メ
ー
ジ
を
比
喩
的
に
利
用
す
る
音
喩
で
あ
る
。
マ
ン
ガ
の
な
か

の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、
マ
ン
ガ
が
書
物
で
あ
る
限
り
文
字
と
し
て
記
さ
れ
、
マ
ン
ガ
で
あ

る
が
故
に
吹
き
出
し
を
は
み
出
し
て
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル
な
工
夫
が
施
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

オ
ノ
マ
ト
ペ
が
マ
ン
ガ
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
要
素
で
あ
る
こ
と
は
、
例
え
ば
、

多
く
の
作
品
の
題
名
が
そ
れ
に
由
来
す
る
と
い
う
事
実
か
ら
も
明
ら
か
だ
。
水
木
し

げ
る
の
『
コ
ケ
カ
キ
イ
キ
イ
』
と
い
う
マ
ン
ガ
も
そ
う
し
た
一
例
で
、「
コ
ケ
カ
キ
イ
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キ
イ
」
は
、
主
人
公
の
妖
怪
の
鳴
き
声
で
あ
る
と
同
時
に
名
前
で
あ
る
（
五
）
。
こ
と

妖
怪
に
関
し
て
は
博
覧
強
記
な
水
木
だ
が
、
し
か
し
、
そ
の
妖
怪
図
録
や
作
品
リ
ス

ト
を
見
回
し
て
も
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
由
来
す
る
妖
怪
名
や
作
品
名
は
、
案
外
見
あ
た

ら
な
い
〔
水
木 
一
九
九
二
、
関
東
水
木
会 

一
九
九
五
〕。 

「
コ
ケ
カ
キ
イ
キ
イ
」（
図
10
）
は
、
不
運
な
四
つ
の
生
命
（
老
婆
、
赤
子
、
猫
、

蚤
）
が
非
業
の
死
を
遂
げ
る
寸
前
に
、「
神
秘
的
な
結
合
」
が
も
た
ら
さ
れ
て
生
ま
れ

た
生
命
体
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
水
木
は
「
コ
ケ
カ
キ
イ
キ
イ
」
の
類
像
を
、
そ
れ
ぞ

れ
違
っ
た
生
物
が
集
ま
っ
て
一
つ
に
な
っ
て
い
る
カ
ツ
オ
ノ
エ
ボ
シ
（
電
気
ク
ラ
ゲ
）

の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
視
覚
化
し
た
。
外
形
の
類
似
の
度
合
い
は
と
も
か
く
、
水
木

が
「
コ
ケ
カ
キ
イ
キ
イ
」
と
い
う
シ
ン
ボ
ル
を
カ
ツ
オ
ノ
エ
ボ
シ
と
い
う
対
象
に
、

複
数
の
生
物
の
「
結
合
」
と
い
う
有
契
性
か
ら
見
立
て
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
。
そ

こ
で
、「
神
秘
的
」
と
い
う
文
脈
は
、
じ
つ
を
い
う
と
社
会
的
約
束
事
と
し
て
の
生
物

学
的
知
識
と
い
う
、
さ
ら
な
る
文
脈
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

一
般
に
隠
喩
と
は
、
喩
え
る
も
の
（
シ
ン
ボ
ル
）
と
喩
え
ら
れ
る
も
の
（
対
象
）

と
の
間
に
意
味
的
な
類
似
性
を
発
見
す
る
プ
ロ
セ
ス
（
見
立
て
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

そ
の
概
念
を
少
し
拡
張
す
る
な
ら
ば
、
意
味
的
な
類
似
性
だ
け
で
な
く
、
視
覚
イ
メ
ー

ジ
や
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
の
類
似
性
を
隠
喩
的
に
見
立
て
る
プ
ロ
セ
ス
を
考
え
る
こ
と
も

で
き
る
は
ず
だ
〔
滝
浦 

二
〇
〇
〇 

八
一
、
一
〇
六
、
一
一
〇
〕
。
当
然
な
が
ら
、

オ
ノ
マ
ト
ペ
は
後
者
に
相
当
す
る
。
し
か
し
、「
コ
ケ
カ
キ
イ
キ
イ
」
は
、
そ
の
類
像

が
あ
る
文
脈
を
お
さ
え
つ
つ
、
類
似
に
よ
っ
て
見
立
て
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
音
声

は
そ
こ
か
ら
断
絶
さ
れ
、
浮
遊
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
こ
と
が
原

因
で
「
コ
ケ
カ
キ
イ
キ
イ
」
は
、
物
語
の
は
じ
め
で
は
人
間
と
こ
と
ば
を
交
わ
す
こ

と
が
で
き
ず
、
ひ
た
す
ら
「
コ
ケ
カ
キ
イ
キ
イ
」
と
叫
ぶ
か
、
得
体
の
知
れ
な
い
音

声
で
森
の
木
々
と
話
を
交
わ
す
の
み
で
あ
る
。
物
語
の
進
行
に
つ
れ
、
片
言
の
人
間

の
言
語
が
話
せ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
仲
間
の
人
間
と
肝
心
な
会
合
を

開
く
場
面
で
は
、「
音
波
」
す
な
わ
ち
無
音
声
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
の
で

あ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
、
こ
の
よ
う
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
水
木
の
マ
ン
ガ
で
は

め
ず
ら
し
い
。 

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
お
化
け
は
、
最
初
は
昭
和
二
〇
～
三
〇
年
代
、
関

西
の
街
頭
紙
芝
居
で
人
気
を
呼
ん
だ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
の
人
気
は
、
今

か
ら
一
五
年
ほ
ど
前
、
と
あ
る
関
西
系
の
テ
レ
ビ
番
組
が
視
聴
者
の
依
頼
で
昔
見
た

「
コ
ケ
カ
キ
イ
キ
イ
」
の
紙
芝
居
を
探
し
ま
わ
っ
た
り
、
そ
の
数
年
後
に
は
福
岡
の

地
方
紙
が
、
数
次
に
渡
る
特
集
で
そ
の
紙
芝
居
を
発
掘
し
た
り
し
た
こ
と
か
ら
推
測

で
き
る
。
そ
の
「
コ
ケ
カ
キ
イ
キ
イ
」
に
関
す
る
、
現
存
す
る
テ
ク
ス
ト
は
、
昭
和

二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
初
め
に
制
作
さ
れ
た
街
頭
紙
芝
居
、
三
〇
年
代
半
ば
の
貸

本
マ
ン
ガ
、
四
五
～
四
六
年
の
水
木
の
マ
ン
ガ
、
四
六
年
の
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
・
チ
ュ
ー

リ
ッ
プ
の
歌
、
平
成
一
四
年
の
タ
レ
ン
ト
・
三
瓶
の
歌
な
ど
で
あ
る
。 

図 10：水木しげる「コケカキイキイ」 
『水木しげる作品集 異界への旅4』 
（中公文庫コミック版） 1996 
呉智英編 11 頁 
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こ
こ
で
は
、
そ
の
中
か
ら
三
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
取
り
あ
げ
、
「
コ
ケ
カ
キ
イ
キ
イ
」

と
い
う
音
声
の
あ
る
特
徴
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
関
係
者
に
行
っ
た

聞
き
書
き
や
書
誌
調
べ
に
よ
れ
ば
、
三
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
形
態
と
関
係
は
、
以
下
の

通
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
昭
和
二
〇
年
代
、
⑴
神
戸
に
あ
る
神
港
画
劇
社
が
『
悲
劇 

コ
ケ
カ
キ
イ
キ
イ
』
と
い
う
紙
芝
居
を
制
作
し
て
人
気
を
集
め
る
と
、
さ
っ
そ
く
そ

れ
に
あ
や
か
ろ
う
と
し
て
、
⑵
大
阪
の
三
邑
会
が
「
コ
ケ
カ
キ
ィ
キ
ィ
」
を
主
人
公

に
し
た
『
猫
婆
』
と
い
う
紙
芝
居
を
制
作
し
た
。
さ
ら
に
、
紙
芝
居
が
廃
れ
た
三
〇

年
代
半
ば
、
⑶
東
京
で
兎
月
書
房
が
刊
行
し
た
貸
本
マ
ン
ガ
の
一
冊
に
「
ケ
ケ
カ
カ

物
語 

と
り
小
僧
」
と
い
う
短
編
が
収
め
ら
れ
た
。
兎
月
書
房
が
、
水
木
と
竹
内
が

そ
れ
ぞ
れ
の
『
墓
場
鬼
太
郎
』
を
描
き
、
紙
芝
居
出
身
の
絵
描
き
を
多
く
配
し
て
い

た
出
版
社
だ
っ
た
こ
と
は
先
述
し
た
。 

 

そ
こ
で
、
⑴
「
コ
ケ
カ
キ
イ
キ
イ
」
は
、
母
の
死
後
に
産
み
落
と
さ
れ
た
、
二
本

の
出
っ
歯
を
も
つ
畸
形
児
と
い
う
点
が
、
既
存
の
「
ハ
カ
バ
キ
タ
ロ
ー
」
と
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
す
な
わ
ち
〈
意
味
〉
の
上
で
連
関
す
る
（
図
３
）
。
⑵
「
コ
ケ
カ
キ
ィ
キ
ィ
」

は
、
悪
人
の
医
者
に
さ
ら
わ
れ
、
鶏
と
合
体
す
る
手
術
を
施
さ
れ
、
香
港
の
見
世
物

小
屋
に
売
り
飛
ば
さ
れ
る
と
い
う
設
定
の
も
と
に
、
鶏
冠
、
鶏
の
足
、
ひ
と
つ
目
を

も
つ
い
わ
ば
半
人
半
鶏
で
あ
る
（
図
４
）。
し
た
が
っ
て
、
明
ら
か
に
⑴
の
〈
音
〉
を

真
似
な
が
ら
も
、「
コ
ケ
カ
」
と
い
う
音
声
が
、
新
た
に
鶏
と
い
う
〈
意
味
〉
に
結
び

つ
い
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
⑶
「
と
り
小
僧
」
は
、
鶏
と
い
う
〈
意
味
〉
の
連
想
に
よ
っ

て
⑵
と
結
ば
れ
つ
つ
、
外
形
に
鶏
冠
と
鶏
の
足
の
他
に
嘴
が
加
え
ら
れ
、〈
意
味
〉
が

強
化
さ
れ
て
い
る
（
図
11
）。
さ
ら
に
、
⑶
に
は
「
と
り
小
僧
」
が
悪
人
と
の
戦
い
で

ケ
ガ
を
負
い
、
母
の
眠
る
墓
場
に
戻
る
と
い
う
場
面
が
あ
っ
て
（
図
12
）、
そ
れ
は
ま

さ
し
く
〈
意
味
〉
の
上
で
「
ハ
カ
バ
キ
タ
ロ
ー
」
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
注
意
す
べ
き
こ
と
に
、
墓
場
で
母
の
幽
霊
に
訴
え
る
と
り
小
僧
の
音

図 11：陽気幽平「ケケカカ物語 とり小僧 
死の巻」『墓場鬼太郎』十二巻 竹
内寛行編 兎月書房 111 頁（現代マ
ンガ図書館提供） 

図 12：陽気幽平 同前 112 頁 
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声
は
、「
ケ
ケ…

／
カ
カ…

」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ

と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
読
者

に
と
っ
て
こ
の
「
カ
カ
」
と
い
う
擬
声
語
が
「
母
」

の
音
声
と
響
き
あ
う
と
す
れ
ば
、
コ
ケ
カ
キ
イ
キ

イ→

コ
ケ
カ
キ
ィ
キ
ィ→

ケ
ケ
カ
カ
へ
と
流
れ
て

き
た
言
葉
は
、「
ケ
ケ
カ
カ
」
と
い
う
結
び
目
に
お

い
て
〈
意
味
〉
と
〈
音
〉
が
一
致
す
る
こ
と
に
な

る
。 す

な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
言
葉
の
流
れ
が
語
か

ら
語
へ
の
連
想
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た

連
想
の
働
き
が
、
語
と
語
の
〈
音
〉
の
類
似
や
表

面
的
な
〈
意
味
〉
の
類
似
に
よ
っ
て
活
性
化
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
連
想
に
よ
っ
て

〈
音
〉
と
〈
意
味
〉
が
交
差
す
る
と
き
、
全
体
を

貫
く
〈
文
脈
〉
は
、
と
り
あ
え
ず
背
景
に
退
い
て

し
ま
う
。
逆
に
い
う
と
、〈
音
〉
の
連
想
を
活
性
化

さ
せ
る
に
は
、〈
意
味
〉
と
の
優
位
関
係
を
逆
転
さ

せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
〈
文
脈
〉
を
ず
ら
さ
ね
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に

〈
音
〉
の
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
る
、
と
同
時
に
〈
意
味
〉

の
リ
ズ
ム
も
誘
発
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
だ
（
六
）
。 

 

水
木
が
『
コ
ケ
カ
キ
イ
キ
イ
』
を
描
い
た
の
は
、

貸
本
マ
ン
ガ
に
移
っ
て
既
に
十
数
年
が
過
ぎ
た
頃

の
こ
と
だ
っ
た
。
神
戸
で
紙
芝
居
を
描
い
て
い
た

彼
は
、
お
そ
ら
く
「
コ
ケ
カ
キ
イ
キ
イ
」
の
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
彼
の
描
く
マ
ン
ガ
に
は
も
は
や
〈
言
葉
の
流
れ
〉
は
止
ま
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な

ら
、
〈
文
脈
〉
に
ひ
き
ず
ら
れ
た
絵
が
、
〈
言
葉
の
流
れ
〉
を
断
ち
切
っ
て
し
ま
っ
た

か
ら
だ
。 

 
 四 

現
代
の
文
化
状
況
へ 

 

オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
神
話
と
パ
ロ
デ
ィ 

じ
つ
を
い
う
と
、
い
ま
の
議
論
は
、
マ
ン
ガ
一
般
の
問
題
と
も
関
わ
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
従
来
の
研
究
で
は
、
マ
ン
ガ
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、
文
字
言
語
か
ら

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
記
号
へ
の
転
換
で
あ
る
と
同
時
に
、
文
字
言
語
＝
〈
こ
と
ば
〉
の

側
か
ら
、
絵
＝
〈
も
の
〉
の
世
界
へ
送
り
込
ま
れ
た
暴
力
的
な
侵
入
者
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
た
〔
四
方
田 

一
九
九
四 

九
八
〕
。
し
か
し
、
前
半
が
メ
デ
ィ
ア
の
次
元
、

後
半
が
意
味
の
次
元
を
問
題
に
し
て
い
る
と
す
る
と
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
限
界
が
あ

る
。
擬
音
を
問
題
に
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
前
半
で
は
そ
れ
を
表
す
グ
ラ
フ
ィ
ッ

ク
な
記
号
を
文
字
の
延
長
線
上
に
捉
え
る
と
い
う
よ
う
な
、
視
覚
イ
メ
ー
ジ
の
発
想

し
か
働
か
な
い
と
い
う
限
界
が
あ
る
。
従
っ
て
後
半
で
は
、
意
味
を
め
ぐ
る
絵
の
リ

ズ
ム
と
声
の
リ
ズ
ム
の
差
異
は
問
題
に
で
き
な
く
な
る
。
そ
の
方
法
は
、
た
と
え
ば
、

と
り
・
み
き
の
「SAM

PLIN
G

」
（
『
ポ
リ
タ
ン
』
一
九
八
五
、
白
泉
社
、
所
収
）

の
よ
う
な
、
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
の
リ
ズ
ム
感
が
文
脈
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
つ
つ
、
絵
の
リ

ズ
ム
を
律
す
る
マ
ン
ガ
を
分
析
で
き
る
だ
ろ
う
か
（
図
13
）〔
夏
目 

一
九
九
九 

二

一
四
～
二
一
七
〕。 

 

こ
こ
で
い
う
サ
ン
プ
リ
ン
グ
と
は
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の
世
界
で
既
存
の
音
源
か

ら
音
を
抜
粋
し
、
引
用
す
る
こ
と
を
い
う
。
例
え
ば
、
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
と
い
う
ジ
ャ

＜音＞の側

＜意味＞の側 

言葉の流れ 

コケカキイキイ コケカキィキィ ケケカカ

コケカキィキィ 

ハカバキタロー とり小僧
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図 13：とり・みき『ポリタン』1986 
白泉社 136 頁 

図 14：とり・みき 同前 141 頁 

ン
ル
で
は
、
作
曲
は
ま
っ
た
く
行
わ
れ
ず
、
複
数
の
レ
コ
ー
ド
か
ら
次
々
音
源
を
と

り
、
ミ
キ
サ
ー
と
呼
ば
れ
る
音
響
機
器
を
使
っ
て
音
と
音
を
繋
ぐ
と
い
う
手
法
を
用

い
る
。
仮
に
マ
ン
ガ
を
音
楽
に
た
と
え
る
と
、
メ
ロ
デ
ィ
は
コ
マ
の
形
と
配
置
、
リ

ズ
ム
は
絵
に
表
さ
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー
ラ
イ
ン
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
や
は

り
、
マ
ン
ガ
の
リ
ズ
ム
感
は
、
制
作
の
一
番
初
め
に
行
う
ネ
ー
ム
割
り
、
す
な
わ
ち

シ
ナ
リ
オ
＝
文
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
と
り
・
み
き
の
「SAM

PLIN
G

」
と

い
う
マ
ン
ガ
の
特
徴
は
、
ま
ず
、
ネ
ー
ム
割
り
を
全
く
無
視
し
た
こ
と
に
よ
る
脱

〈
文
脈
〉
性
に
あ
る
。 

「SAM
PLIN

G

」
で
さ
ら
に
文
脈
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
い
る
の
が
、
ま
る
で
ス

ク
ラ
ッ
チ
の
よ
う
な
、
同
じ
コ
マ
の
連
続
で
あ
る
（
図
14
）
。
ス
ク
ラ
ッ
チ
と
は
、

ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
に
お
け
る
音
の
作
り
方
の
一
つ
で
、
タ
ー
ン
テ
ー
ブ
ル
の
上
で
レ

コ
ー
ド
を
手
で
前
後
さ
せ
、
同
じ
音
の
部
分
を
何
度
も
繰
り
返
し
つ
つ
、
リ
ズ
ム
を

刻
む
手
法
を
指
す
。
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
に
お
い
て
は
、
サ
ン
プ
リ
ン
グ
が
作
曲
な
ら
ば
、

ス
ク
ラ
ッ
チ
は
演
奏
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
と
り
・
み
き
の
「SAM

PLIN
G

」

は
、
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
み
た
い
な
マ
ン
ガ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
絵
の
〈
声
〉
を
聴

く
と
は
言
い
得
て
妙
で
あ
る
。 

な
ら
ば
、
マ
ン
ガ
に
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
の
技
法
を
使
う
と
い
う
実
験
精
神
は
一
体
ど

こ
か
ら
来
る
の
か
。
マ
ン
ガ
家
の
と
り
・
み
き
は
、
主
題
や
技
法
を
い
ろ
い
ろ
な
作

品
か
ら
寄
せ
集
め
て
コ
ラ
ー
ジ
ュ
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
パ
ス
テ
ィ
ー
シ
ュ
を
よ
く
、

し
か
も
意
識
的
に
制
作
す
る
作
家
の
一
人
で
あ
る
。
刑
事
も
の
の
ギ
ャ
グ
マ
ン
ガ
で

あ
る
『
ポ
リ
タ
ン
』
は
、
そ
も
そ
も
設
定
に
し
て
か
ら
が
Ｔ
Ｖ
ド
ラ
マ
『
西
部
警
察
』

を
思
わ
せ
、
ま
た
、
至
る
所
に
既
存
の
作
品
か
ら
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
引
用
し
、
そ
れ

が
笑
い
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
と
り
・
み
き
は
、
筒
井
康
隆
の
「
万

延
元
年
の
ラ
グ
ビ
ー
」
と
い
う
小
説
を
マ
ン
ガ
化
し
た
『
筒
井
漫
画
涜
本
』（
一
九
九

五
、
実
業
之
日
本
社
）
と
い
う
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
は
、
戦
前
を
含
む
日
本
の
マ
ン
ガ
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史
を
振
り
返
り
つ
つ
、
完
全
に
元
の
マ
ン
ガ
の
あ
る
コ
マ
を
ま
る
ご
と
模
写
し
、
羅

列
す
る
と
い
う
サ
ン
プ
リ
ン
グ
を
行
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
筒
井
の
小
説
自
体
が

大
江
健
三
郎
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
小
説
「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
の
パ
ロ
デ
ィ

だ
っ
た
。 

 

と
り
・
み
き
の
こ
う
し
た
実
験
精
神
は
、
自
ら
「
盗
作
と
パ
ロ
デ
ィ
の
違
い
は
、

元
ネ
タ
を
知
ら
れ
る
と
マ
ズ
イ
の
が
盗
作
で
、
元
ネ
タ
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
の
が

パ
ロ
デ
ィ
な
ん
だ
」〔
米
沢 
二
〇
〇
一 

一
五
六
〕
と
い
う
よ
う
に
、
既
存
の
も
の

の
反
復
と
新
た
な
も
の
の
創
作
に
対
す
る
、
自
身
の
哲
学
に
由
来
す
る
。
現
代
マ
ン

ガ
の
生
産
と
消
費
の
あ
り
方
に
関
す
る
、
し
り
あ
が
り
寿
と
の
対
談
に
お
い
て
、
両

者
は
大
量
生
産
お
よ
び
高
度
消
費
す
る
時
代
の
「
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
神
話
」
を
批
判

し
た
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
分
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
の
は
、
本
来
自
分

で
も
な
か
な
か
気
づ
か
な
い
も
の
で
、
意
識
し
て
作
ら
れ
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。

マ
ン
ガ
の
場
合
、
特
に
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
共
有
財
産
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
従
っ
て
、

著
作
権
の
主
張
は
行
き
過
ぎ
る
と
よ
く
な
い
。「
そ
の
権
利
を
言
い
出
し
た
ら
マ
ン
ガ

家
は
全
員
、
手
塚
治
虫
に
１
％
納
め
な
い
と
い
け
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
」
と
い
う
。
そ

こ
で
、
ふ
た
り
は
、
い
ろ
い
ろ
な
媒
体
で
同
じ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
多
発
す
る
よ
う
な
、

ま
た
は
、
企
画
ご
と
に
ベ
ス
ト
の
布
陣
を
組
ん
だ
り
グ
ル
ー
プ
で
共
同
制
作
し
た
り

す
る
よ
う
な
あ
り
方
を
提
示
す
る
。
な
る
ほ
ど
、
確
か
に
、
そ
の
後
九
〇
年
代
半
ば

に
は
『
金
田
一
少
年
の
事
件
簿
』
の
よ
う
な
複
数
の
作
者
が
ブ
レ
ー
ン
ス
ト
ー
ミ
ン

グ
し
た
作
品
が
大
ヒ
ッ
ト
し
た
〔
と
り
・
他 

一
九
九
七 

三
八
～
六
五
〕。 

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
「
キ
ャ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ン
デ
ィ
」
の
著
作
権
を
め
ぐ
っ
て
、

漫
画
家
と
原
作
者
が
争
っ
た
裁
判
は
先
年
よ
う
や
く
決
着
が
つ
い
た
し
、
宇
宙
戦
艦

ヤ
マ
ト
の
漫
画
家
と
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
著
作
権
争
い
は
未
だ
に
解
決
し
な
い
と
い

う
現
実
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
レ
ン
タ
ル
用
の
ビ
デ
オ
や
Ｃ
Ｄ
と
同
様
の
貸
与
権
を
、

従
来
例
外
と
し
て
き
た
貸
本
マ
ン
ガ
に
も
適
用
す
る
と
い
う
法
改
正
も
あ
っ
た
。
新

古
書
店
で
の
売
買
や
マ
ン
ガ
喫
茶
で
の
閲
覧
が
、
マ
ン
ガ
の
売
れ
行
き
に
深
刻
な
影

響
を
与
え
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
改
正
の
理
由
だ
が
、
他
方
で
は
、
日
本
の
大
衆
文

化
の
輸
入
が
解
禁
に
な
り
、
日
本
マ
ン
ガ
の
翻
訳
が
盛
ん
な
韓
国
で
貸
本
屋
が
急
増

し
た
こ
と
も
理
由
の
一
つ
ら
し
い
。
つ
ま
り
、
海
外
で
著
作
権
を
拡
大
す
る
に
先
立
っ

て
、
ま
ず
国
内
で
前
例
を
作
ろ
う
と
い
う
わ
け
だ
が
、
そ
の
た
め
に
国
内
の
零
細
貸

本
業
の
経
営
が
い
ま
危
機
を
迎
え
て
い
る
。
現
代
日
本
マ
ン
ガ
に
お
け
る
、「
オ
リ
ジ

ナ
リ
テ
ィ
神
話
」
の
呪
縛
は
、
ナ
イ
ー
ブ
な
制
作
論
の
次
元
を
遙
か
に
超
え
、
国
境

を
も
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
。 

 

サ
ン
プ
リ
ン
グ
と
い
う
文
化
現
象
―
―
結
び
に
か
え
て 

 

サ
ン
プ
リ
ン
グ
は
、
も
は
や
文
化
現
象
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ

と
い
う
大
衆
音
楽
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は
、
そ
れ
が
文
化
の
生
産
者
と
消
費
者
の
区
別
を

無
化
し
、
創
作
の
可
能
性
を
新
た
な
段
階
に
導
い
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
。 

  
 

「
「
リ
ス
ナ
ー
が
オ
ペ
レ
ー
タ
で
あ
る
」
と
ア
タ
リ
は
音
楽
製
作
法
に
関
し
て

語
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
伝
統
的
な
「
音
楽
家
」
の
範
疇
に
入
る
か
ど
う
か
に

か
か
わ
ら
ず
、
誰
も
が
音
楽
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。「
作
曲
」
段
階
に
お
い
て

は
、
労
働
者
と
消
費
者
、
音
楽
家
と
リ
ス
ナ
ー
と
の
区
別
が
あ
い
ま
い
に
な
る
。

こ
の
ア
タ
リ
の
主
張
は
七
〇
年
代
に
は
先
進
的
な
も
の
だ
っ
た
。
ア
フ
リ
カ
・
バ

ン
バ
ー
タ
の
音
楽
コ
ラ
ー
ジ
ュ
は
、
ア
タ
リ
の
言
う
技
法
と
共
通
し
て
お
り
、
そ

こ
で
は
文
化
の
消
費
者
（
レ
コ
ー
ド
の
買
い
手
や
Ｄ
Ｊ
）
が
文
化
の
生
産
者
に
変

わ
る
。
消
費
の
道
具
で
あ
る
タ
ー
ン
テ
ー
ブ
ル
を
、
Ｄ
Ｊ
た
ち
は
生
産
の
道
具
だ

と
考
え
た
。
今
で
は
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
よ
っ
て
、
誰
も
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
っ
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て
コ
ラ
ー
ジ
ュ
や
作
曲
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
創
造
の
可
能
性
の
拡
大

が
Ｍ
Ｐ
３
で
の
「
マ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
音
楽
」
の
隆
盛
を
生
ん
だ
。
何
千
人
も
の
「
寝

室
作
曲
家
」
が
、
二
つ
の
曲
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
新
し
い
曲
を
作
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
無
料
で
流
し
て
い
る
」〔
マ
ク
ロ
ー
ド 

二
〇
〇
五 

八
〇
～
八
一
〕 

デ
ジ
タ
ル
・
サ
ン
プ
リ
ン
グ
の
よ
う
な
、
技
術
革
新
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ

た
創
作
技
法
に
対
し
て
、
著
作
権
者
す
な
わ
ち
レ
コ
ー
ド
会
社
や
音
楽
出
版
社

が
知
的
財
産
権
を
強
化
し
、
私
有
化
し
よ
う
と
す
る
近
年
の
動
き
は
、
し
た
が
っ

て
、
時
代
の
趨
勢
に
逆
行
す
る
こ
と
で
あ
り
、
著
作
権
の
真
の
理
念
に
背
く
こ

と
な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
も
そ
も
知
的
財
産
権
は
、
作
者
た
ち
が
、
社
会
を

利
し
、
い
ず
れ
は
社
会
に
帰
属
す
る
よ
う
な
文
化
財
の
創
造
を
奨
励
す
る
た
め

の
も
の
だ
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
コ
モ
ン
ズ
と
い
う
考
え

方
が
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
共
有
さ
れ
て
い
た
前
工
業
社
会
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア

へ
の
回
帰
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
今
日
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
展

に
し
て
か
ら
が
、
著
作
権
保
護
の
比
較
的
ゆ
る
い
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
、
コ
ー
ド
、

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
は
、
技
術
革
新
が
金
銭
的
に
報
わ
れ
る
保
証
も
な
い
何
十
万
人
も
の

ク
リ
エ
ー
タ
ー
た
ち
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
た
世
界
で
あ
る
。
〔
マ
ク
ロ
ー
ド 

同
前 

四
四
～
一
一
八
〕 

 

日
本
で
は
最
近
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
掲
示
板
サ
イ
ト
で
あ
る
、「
２
ち
ゃ
ん
ね
る
」

へ
の
書
き
込
み
か
ら
生
ま
れ
た
物
語
が
大
き
な
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
が
、
掲
示
板
に
投

稿
し
た
不
特
定
多
数
の
「
作
者
」
に
無
断
で
出
版
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
著
作
権

侵
害
で
あ
る
と
の
批
判
が
相
次
い
だ
。
さ
ら
に
、
同
じ
く
電
子
掲
示
板
の
ア
ス
キ
ー

ア
ー
ト
か
ら
生
ま
れ
た
、「
モ
ナ
ー
」
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
大
手
レ
コ
ー
ド
会

社
が
そ
れ
と
類
似
し
た
ア
ニ
メ
を
Ｃ
Ｄ
の
特
典
映
像
に
使
用
し
た
後
、
著
作
権
を
設

定
し
た
問
題
が
ネ
ッ
ト
界
を
賑
わ
せ
た
（「
の
ま
ネ
コ
問
題
」）。
企
業
の
私
有
化
に
対

す
る
掲
示
板
ユ
ー
ザ
ー
の
激
し
い
抗
議
に
よ
り
、
結
局
、
企
業
は
商
標
登
録
出
願
を

取
り
上
げ
た
が
、
他
方
で
は
も
と
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
に
お
け
る
、
「
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
」
と
し
て
保
護
し
よ
う
と
い
う
動
き
も
あ
る
。 

と
い
う
の
も
、
一
九
六
七
年
に
設
立
さ
れ
た
国
連
の
専
門
機
関
で
あ
る
世
界
知
的

所
有
権
機
関
（
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
）
は
、
未
だ
知
的
財
産
権
と
い
う
概
念
の
な
い
途
上
国
の

文
化
的
な
コ
モ
ン
ズ
が
、
商
業
的
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
目
的
で
、
フ
ォ
ー
ク

ロ
ア
の
保
護
に
関
す
る
検
討
を
行
っ
て
き
て
い
る
（
七
）
。
そ
こ
で
、「
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
」

と
は
一
般
に
、
口
承
や
模
倣
に
よ
っ
て
代
々
継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
文
化
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
反
映
し
て
お
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
受
け

継
が
れ
る
も
の
の
特
徴
を
有
し
、
作
者
不
詳
で
あ
る
か
、
ま
た
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体

が
認
め
る
個
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
多
く
は
商
用
で
は
な
く
、
そ
し
て
、
常
に
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
内
部
で
進
化
、
再
生
産
さ
れ
続
け
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
の
電
子
掲
示
板
か
ら
生
ま
れ
た
と
は
い
え
、
「
モ
ナ
ー
」
も
多

く
の
点
で
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
特
有
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
（
八
）
。 

い
ま
、
そ
の
当
否
を
云
々
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
文
化
の
所
有
と
創
造
を
め
ぐ
る

状
況
が
、
大
き
な
う
ね
り
を
打
っ
て
変
わ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
。
近
代
に
お

け
る
作
者
性
や
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
、
そ
れ
自
体
が
書
字
シ
ス
テ
ム
に
由
来
す
る
前

提
条
件
に
絡
め
と
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
後
電
気
さ
ら
に
は
電
子
へ
と
メ
デ
ィ
ア

の
技
術
化
が
進
む
に
つ
れ
、
概
念
の
修
正
や
法
律
の
調
整
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
電

子
掲
示
板
で
生
み
出
さ
れ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
と
し
て
扱
お
う
と
す

る
如
く
、
文
化
の
所
有
と
創
造
と
い
う
事
柄
を
、
近
代
の
は
じ
め
の
頃
の
よ
う
に
硬

直
で
単
線
的
に
捉
え
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
い
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ま
の
状
況
を
永
遠
回
帰
と
呼
ぶ
こ
と
に
吝
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
本
論
は
、
近
年
の
民
俗
学
、
人
類
学
、
社
会
学
に
お
け
る
、
と
り
わ
け
生
態
学

の
影
響
の
強
い
、
い
わ
ゆ
る
コ
モ
ン
ズ
論
を
支
持
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
こ
に
は
、
現
代
化
に
対
す
る
目
配
り
が
不
足
し
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
は
、
あ
ら

ゆ
る
も
の
を
商
品
化
し
、
民
営
化
、
私
有
化
せ
よ
と
い
う
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
対

し
て
は
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
の
だ
ろ
う
か
。 

例
え
ば
、
死
亡
率
の
高
い
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
な
ど
の
病
気
を
め
ぐ
っ
て
、
特
許
期
間
が
切

れ
て
極
め
て
安
い
値
段
で
入
手
で
き
る
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
療
品
の
輸
入
ま
た
は
製
造

が
必
要
不
可
欠
な
貧
し
い
国
々
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
は
医
療
品
業
界
の
圧
力
に
よ
り

特
許
法
の
固
持
ま
た
は
強
化
を
は
か
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
九
〇
年
代
ブ
ラ
ジ
ル

で
は
、
政
府
が
地
方
の
製
薬
会
社
に
安
い
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
製
造
を
許
可
し
、

ま
た
、
特
許
保
有
者
が
政
府
の
規
制
し
た
価
格
で
特
許
を
利
用
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
「
強
制
許
諾
」
を
合
法
化
し
て
、
九
六
～
九
九
年
に
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
の
致
死
率
が

半
減
し
た
。
そ
こ
で
、
欧
米
の
豊
か
な
国
々
や
多
国
籍
企
業
が
、
特
許
保
護
に
よ
り

不
平
等
に
利
益
を
独
占
す
る
動
き
に
対
し
て
は
、
国
家
が
介
入
し
て
半
ば
強
制
的
に

共
有
化
を
図
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
と
考
え
る
。
知
的
財
産
権
の
強
化
は
、
音
楽

な
ど
の
場
合
は
表
現
の
創
作
に
対
す
る
抑
制
で
済
む
が
、
医
療
品
の
場
合
は
生
死
に

関
わ
る
の
で
あ
る
。
特
許
政
策
は
、
経
済
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
道
徳
の
問
題
で

あ
り
、
強
す
ぎ
る
特
許
保
護
は
人
類
全
体
の
利
益
を
損
じ
か
ね
な
い
の
で
あ
る
〔
マ

ク
ロ
ー
ド 

二
〇
〇
五 

六
五
～
六
七
〕。 

多
国
籍
企
業
や
多
国
籍
金
融
と
い
っ
た
、
ご
く
一
握
り
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
資
本
の

力
が
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
振
り
か
ざ
し
な
が
ら
今
や
国
民
国
家
を
迂
回
し
て
直

に
ロ
ー
カ
ル
な
生
活
の
場
に
お
よ
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
事
態
を
、
こ
こ
で
は
仮
に
グ

ロ
ー
バ
ル
化
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
だ
か
ら
、
国
民
国
家
論
の
ご
と
く
ナ
シ
ョ
ナ
ル
／

ロ
ー
カ
ル
の
レ
ベ
ル
だ
け
で
「
近
代
」
を
軽
々
と
越
え
て
し
ま
う
議
論
は
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
と
同
時
に
進
行
し
て
い
る
新
た
な
二
極
化
に
対
処
で
き
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
、

ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
ロ
ー
カ
ル
な
領
域
の
再
編
と
布
置
連
関
を
捉
え
ず
し
て
、
現
代
に
お

け
る
「
コ
モ
ン
ズ
」
の
議
論
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。 

  注 
                                        

                  

 

（
一
）
「
文
化
を
所
有
す
る
」
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ュ
ー
・
マ
ク
ロ
ー
ド
の
本
〔M

cLeod, 2001

〕
か

ら
来
て
い
る
。
こ
の
本
は
、
ア
イ
オ
ワ
大
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
で
現
代
音
楽
と
知

的
財
産
権
に
つ
い
て
講
義
し
て
い
る
マ
ク
ロ
ー
ド
が
、
例
え
ば
、
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
に
お
け
る

サ
ン
プ
リ
ン
グ
と
著
作
権
争
い
や
、
人
間
の
病
気
に
関
す
る
遺
伝
子
配
列
の
発
見
と
そ
の
特

許
取
得
、
あ
る
い
は
、
第
三
世
界
が
原
産
地
の
動
植
物
や
微
生
物
か
ら
製
造
さ
れ
た
医
薬
品

の
特
許
化
と
い
う
問
題
を
通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
あ
ふ
れ
る
モ
ノ
や
文
化
的
な

コ
モ
ン
ズ
（
公
共
な
い
し
共
有
の
財
産
）
が
、
い
か
に
私
的
所
有
権
に
よ
っ
て
囲
い
込
ま
れ

て
い
る
か
を
考
察
し
た
も
の
で
、
そ
の
文
化
と
権
力
の
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
非
常
に
斬

新
で
あ
る
。 

（
二
）

水
木
し
げ
る
・
鬼
太
郎
研
究
の
タ
ブ
ー
？

（http://w
w

w.m
ars.dti.ne.jp/~techno/colum

n/colum
n2.htm

） 

（
三
） 

自
ら
の
調
査
方
法
の
反
省
に
つ
い
て
は
、〔
姜 

二
〇
〇
三 

一
八
～
一
九
〕
を
参
照
の
こ

と
。 

（
四
）
〔
オ
ン
グ 

一
九
九
一
、
三
〇
一
～
三
〇
八
〕 

（
五
）

水
木
し
げ
る
「
コ
ケ
カ
キ
イ
キ
イ
」「
コ
ケ
カ
キ
イ
キ
イ
外
伝
」
①
～
⑥
〔
呉 

一
九
九
六 

五
～
一
四
八
〕。こ
の
マ
ン
ガ
は
、一
九
七
〇
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
『
週
間
漫
画
サ
ン
デ
ー
』

に
九
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
。 

（
六
）

図
を
含
め
て
こ
こ
で
の
分
析
は
、〔
滝
浦 

二
〇
〇
〇
〕
を
参
考
に
し
た
。
そ
こ
で
、
滝
浦
は
、

Ｒ
．
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
の
言
語
の
「
詩
的
機
能
」
を
敷
衍
し
つ
つ
、
駄
洒
落
、
詩
、
短
歌
な
ど
に

お
け
る
＜
音
＞
の
形
態
と
、
＜
意
味
＞
と
の
交
差
に
つ
い
て
見
事
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
。 

（
七
）

Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
に
よ
る
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
保
護
へ
の
取
り
組
み
の
経
緯
、
背
景
、
目
的
な
ど
に

つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
の
文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
国
際
小
委
員
会
が
二
〇
〇
五
年
に

作
成
し
た
報
告
書
を
参
照
の
こ
と

（http://w
w

w.m
ext.go.jp/b_m

enu/shingi/bunka/toushin/05090801/003.htm

）。 

（
八
）
「
『
モ
ナ
ー
』
や
『
モ
ラ
ラ
ー
』
た
ち
は
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
で
あ
る
」

（http://blog.livedoor.jp/protectm
ona/archives/50054423.htm

l

）。 
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Who Owns Popular Culture? 

 

Jun Kang 

 

Abstract 

The author has been engaged in research on the history of Japanese Kami-Shibai (picture plays; literally 

“paper plays”) and Manga and provided new insights into comparative studies on orality and literacy in the 

context of anthropological communication studies and ethnographic oral-literature studies by expanding 

considerations of interaction among visuals, parole, and écriture in expressions and thoughts based on media 

and representation studies. This paper also shows how the promotion of transition from orality to literacy, 

transformation of media technology, and commercialization (high-consumption society) are able to change the 

appropriation and ownership of popular culture.   

Issues related to the original shape and authenticity of the tales of Kitaro in the graveyard are examined by 

comparing various forms of the story in Kami-Shibai and the variations generated during the transition from 

Kami-Shibai to rental Manga. These are based on researches on street Kami-Shibai and rental Manga. 

Creation in Kami-Shibai, which has no prior story documented, depends mainly on sequencing of images 

with speech language and reaction from the audience. Therefore, as for street Kami-Shibai, the accumulation 

of various versions as one story must be put into consideration. Orality, a main feature of Kami-Shibai, is 

subject to fundamental and crucial transformations due to changes in representation techniques and 

authorship during its transition to Manga. The consciousness and analysis of Manga readers are centered 

primarily on words or text. The recipients of Manga and animation tend to be categorized as fanatics and this 

makes the issue of popular culture use and ownership even more complex.  

This paper also tackles the authorship and ownership of popular culture in the age of technological media. 

The relationship between cultural likeness and transformation of media technology is discussed while the 

arguments of studies on “transmission” [densho] in Japanese folklore studies, anthropological resemblance, 

power in cultural studies, and creative similarities are examined in discussing actual copyright issues of 

Manga, digital copyright, and problems encountered in its creation on the Internet. 


