
まといの話
折口信夫

青空文庫





　
　
　
　
　
一
　
の
ぼ
り
と
い
ふ
も
の

中
頃
文
事
に
ふ
つ
ゝ
か
で
あ
つ
た
武
家
は
、
黙
つ
て
色
々
な
為
事
を
し
て
置

い
た
。
為
に
、
多
く
の
田
舎
侍
の
間
に
、
自
然
に
進
化
し
て
来
た
事
柄
は
、

其
固
定
し
た
時
や
語
原
さ
へ
、
定
か
な
ら
ぬ
が
多
い
。
然
る
に
、
軍
学
者
一

流
の
事
始
め
を
説
き
た
が
る
て
あ
ひ
に
、
其
が
あ
る
時
、
あ
る
一
人
の
だ
し

抜
け
の
思
ひ
つ
き
に
よ
つ
て
、
今
の
ま
ゝ
の
姿
を
し
て
現
れ
た
、
と
き
め
ら

れ
勝
ち
で
あ
つ
た
。
其
話
に
年
月
日
が
備
は
つ
て
居
れ
ば
居
る
程
、
聴
き
手

は
咄
し
手
を
信
用
し
て
、
互
に
印
判
明
白
に
動
か
ぬ
物
、
と
認
め
て
来
た
。

明
敏
な
読
者
は
、
追
ひ
書
き
の
日
附
け
が
確
か
な
れ
ば
確
か
な
る
だ
け
、
真
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実
と
は
、
と
も
す
れ
ば
遠
の
き
が
ち
に
な
つ
て
居
る
、
様
々
な
場
合
を
想
ひ

起
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

康
正
二
年
の 

萱  

振 
カ
ヤ
ブ
キ

合
戦
に
、
敵
カ
タ
キど
う
し
に
分
れ
た
両
畠
山
、
旗
の
色
同
じ

く
て
、
敵
御
方
の
分
ち
の
つ
き
か
ね
る
処
か
ら
、
政
長
方
で
幟
を
つ
け
た
の

が
、
本
朝
幟
の
始
め
（
南
朝
紀
伝
）
と
言
ふ
伝
へ
な
ど
も
、
信
ず
べ
く
ば
、

此
頃
が
略
、
後
世
の
幟
の
完
成
し
た
時
期
、
と
言
ふ
点
だ
け
で
あ
る
。

の
ぼ
り
は
た
袖
（
相
国
寺
塔
建
立
記
）
と
言
ふ
語
こ
と
ばが
、
つ
ゆ
紐
の
孔
を
乳チ
に

し
た
、
幟
旗
風
の
物
と
見
る
事
が
出
来
れ
ば
、
其
傍
証
と
な
る
事
が
出
来
る

訣
で
あ
る
。
千
幾
百
年
前
の
死
語
の
語
原
が
、
明
ら
か
に
辿
ら
れ
て
、
さ
の

み
遠
く
な
い
武
家
の
為
事
に
到
つ
て
は
、
語
の
意
義
さ
へ
お
ぼ
つ
か
な
い
の

は
、
嘘
の
様
な
事
実
で
、
兼
ね
て
時
代
の
新
古
ば
か
り
を
目
安
に
し
て
、
外
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に
山
と
積
ま
れ
た
原
因
を
考
へ
に
置
か
ず
に
、
語
原
論
の
値
打
ち
を
き
め
て

か
ゝ
ら
う
と
す
る
常
識
家
に
向
け
て
の
、
よ
い
見
せ
し
め
で
あ
る
。

の
ぼ
る
は
、
上
へ
向
け
て
の
行
進
動
作
で
あ
つ
て
、
高
く
飜
る
と
言
ふ
内
容

を
決
し
て
、
持
つ
事
は
出
来
ぬ
。
若
し
「
幟
」
を
「
上
り
」
だ
な
ど
言
ふ
説

を
信
じ
て
居
る
方
が
あ
つ
た
ら
、
「
は
た
め
く
」
か
ら
の
「
旗
」
だ
と
言
ふ

の
と
一
類
の
、
お
手
軽
流
儀
だ
、
と
考
へ
直
さ
れ
た
い
。
遥
か
後
に
、
そ
ら

の
ぼ
り
を
立
て
ゝ
、
陣
備
へ
を
し
た
な
す
み
松
合
戦
の
記
録
（
大
友
興
廃
記
）

が
あ
る
か
ら
、
空
へ
の
上
り
等
い
ふ
、
考
へ
落
ち
め
い
た
事
を
、
証
拠
に
立

て
よ
う
と
す
る
人
も
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
併
し
遺
憾
な
事
に
は
、
此
頃
の
幟

が
、
今
の
幟
と
似
た
為
立
て
の
物
な
ら
「
蝉
口
」
に
構
へ
た
車
の
力
で
、
引

き
の
ぼ
す
筈
は
な
い
。
さ
す
れ
ば
、
幟
だ
け
が
「
上
り
」
と
言
ふ
名
を
負
ふ
、
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特
別
の
理
由
は
な
く
な
る
。
思
ふ
に
「
上
り
」
を
語
原
と
主
張
す
る
為
に
は
、

五
月
幟
風
の
吹フ
き
貫ヌ
き
・
吹
き
流
し
の
類
を
「
の
ぼ
り
」
と
言
う
た
確
か
な

証
拠
が
見
出
さ
れ
て
か
ら
、
復マタ
の
御
相
談
で
あ
る
。
今
で
は
、
既
に
亡
び
て

了
う
た
武
家
頃
の
あ
る
地
方
の
方
言
で
あ
つ
た
の
だ
ら
う
、
と
し
か
思
案
が

つ
か
ぬ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
二
　
ま
と
い
の
意
義

お
な
じ
様
な
事
は
、
ま
と
い
の
上
に
も
あ
る
。
火
消
し
の
ま
と
い
ば
か
り
を

知
つ
た
人
は
、
と
か
く
纏
マ
ト
ヒの
字
を
書
く
も
の
と
信
じ
て
居
ら
れ
よ
う
が
、
既

に
「
三
才
図
会
」
あ
た
り
に
も
、
※
幟
・
纏
幟
・
円
居
な
ど
ゝ
宛
て
ゝ
、
正
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字
を
知
ら
ず
と
言
う
て
ゐ
る
。
併
し
、
一
応
誰
し
も
思
ひ
つ
く
的マト
の
方
面
か

ら
、
探
り
を
お
ろ
し
て
見
る
必
要
が
あ
ら
う
。

的マト
と
言
ふ
語
は
、
い
く
は
な
ど
ゝ
は
違
う
て
、
古
く
は
独
り
立
ち
す
る
よ
り

も
、
熟
語
と
な
つ
て
表
現
能
力
が
全
う
出
来
た
様
で
あ
る
。
又
、
近
代
で
も
、

必
し
も
ま
と
お
と
言
ふ
形
を
、
長
音
化
す
る
方
言
的
の
も
の
、
と
言
ひ
き
つ

て
も
了
は
れ
ぬ
様
で
あ
る
。
尠
く
と
も
、
的
・
的
居
マ
ト
ヰ
は
一
つ
で
、
其
的
居
の

筋
を
引
い
た
物
が
、
戦
場
に
持
ち
出
し
た
ま
と
い
で
あ
る
、
と
言
ふ
仮
説
だ

け
は
立
ち
相
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
纏
屋
次
郎
左
衛
門
か
ら
、
六
十
四
組
の

町
火
消
し
に
供
給
し
た
的
と
謂
は
ゞ
言
は
る
べ
き
、
形
の
上
の
要
素
を
多
く

具
へ
た
、
馬
簾
バ
レ
ン
つ
き
、
白
塗
り
多
面
体
の
印
を
つ
け
た
、
新
し
い
物
を
考
へ

に
置
い
て
か
ゝ
る
事
だ
け
は
、
控
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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徳
川
氏
が
天
下
を
と
つ
た
時
分
が
、
ま
と
い
の
衰
へ
初
め
と
考
へ
て
も
、
大

し
た
間
違
ひ
は
無
さ
相
で
あ
る
。
「
武
器
短
歌
図
考
」
を
見
る
と
、
だ
し

（
竿
頭
の
飾
り
）
に
切
裂
き
・
小
馬
簾
を
つ
け
、
竿
止
め
に
菊
綴
ぢ
風
に
見

え
る
梵
天
様
の
物
を
つ
け
た
の
が
円
居
で
、
蝉
口
に
吹
き
流
し
を
つ
け
た
の

を  

馬    

印  

ウ
マ
ジ
ル
シ

と
し
て
ゐ
る
が
、
事
実
は
、
そ
ん
な
に
簡
単
に
片
づ
く
物
で
は

な
か
つ
た
様
で
あ
る
。
此
は
、
馬
印
が
ま
と
い
の
勢
力
を
奪
う
た
の
で
、
段

々
ま
と
い
が
忘
れ
ら
れ
て
来
た
為
で
あ
る
。

右
に  

馬    

印  

ウ
マ
ジ
ル
シ

と
し
た
物
を
纏
と
記
し
た
上
に
、
吹
き
流
し
を
吹
き
貫
き
に

し
た
ゞ
け
の
物
を
馬
印
と
し
て
並
べ
て
ゐ
る
「
弘
前
軍
符
」
の
類
も
あ
る
。

此
は
、
ま
と
い
が
忘
れ
ら
れ
る
前
に
、
ま
づ
馬
印
と
混
同
し
て
、
馬
印
は
栄

え
て
行
き
、
ま
と
い
は
家
に
よ
つ
て
は
、
形
式
の
少
し
変
つ
た
さ
し
物
の
名
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に
、
固
定
し
て
残
つ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。 

大  

様 

オ
ホ
ヤ
ウ

は
、
徳
川
の

初
め
に
は
ま
と
い
・
馬
印
を
ご
つ
ち
や
に
し
、
其
中
頃
に
は
、
ば
れ
ん
が
馬

印
の
、
又
の
名
と
言
ふ
風
に
な
つ
て
来
た
の
だ
。

思
ふ
に
、
自
身
・
自
分
・
自
身
さ
し
物
（
幣
束
か
ら
旗
さ
し
物
へ
参
照
）
な

ど
言
ふ
の
が
、
ま
と
い
の
後
の
名
と
し
て
、
一
般
に
通
用
し
た
も
の
で
、
勝

手
に
従
う
て
は
、
家
々
で
ま
と
い
と
言
ふ
事
も
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
「
三

才
図
会
」
の
ま
と
い
の
絵
な
ど
も
、
今
の
人
の
考
へ
る
纏
な
ど
ゝ
は
全
く
違

う
た
、
三
段
笠
を
貫
い
た
棒
の
図
が
出
し
て
あ
る
。
此
は
「
甲
陽
軍
鑑
」
の

笠
の
小
ま
と
い
で
見
て
も
知
れ
る
様
に
、
ま
と
い
の
中
で
、
類
の
多
い
物
で

あ
つ
た
と
見
え
る
。

北
条
家
の
大
道
寺
氏
の
小
ま
と
い
は
、
九
つ
提
燈
で
あ
つ
た
（
甲
陽
軍
鑑
）
。
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又
家
康
が
義
直
に
与
へ
た
大
纏
は
、
朱
の
大
四
半
大
幅
掛
に
白
い
葵
の
丸
を

書
き
、
頼
宣
の
は
、
朱
の
六
幅
の
四
半
で
あ
つ
て
、
め
い
〳
〵
其
外
に
、
馬

印
を
も
貰
ひ
受
け
て
居
る
（
大
阪
軍
記
）
。
又
、
同
じ
書
物
に
あ
る
八
田
・

菅
沼
等
の
人
々
の
天
王
寺
で
拾
う
た
円
居
は
、
井
桁
の
紋
の
茜
の
四
半
で
、

別
に
馬
印
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三
　
ま
と
い
と
ば
れ
ん
と

諸
将
か
ら
仰
望
せ
ら
れ
た
清
正
の
ま
と
い
は
、
だ
し
に
銀
金
具
の
ば
り
ん
と

思
は
れ
る
も
の
が
つ
い
て
ゐ
る
。
馬
印
は
別
に
、
白
地
に
朱
題
目
を
書
い
た

物
で
あ
る
（
清
正
行
状
記
）
。
此
ま
と
い
、
一
に
ば
れ
ん
と
言
は
れ
た
さ
し
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物
の
動
き
が
、
敵
御
方
の
目
を
睜
ら
せ
た
処
か
ら
、
指
し
物
に
ば
れ
ん
と
言

ふ
一
類
が
、
岐
れ
出
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

一
体
ば
れ
ん
は
、
後
に
変
化
を
遂
げ
た
形
か
ら
類
推
し
て
、
葉
蘭
バ
ラ
ン
の
形
だ
と

す
る
説
も
あ
る
様
で
あ
る
が
、
此
は
疑
ひ
な
く
、
ば
り
ん
で
あ
る
。
ね
ぢ
あ

や
め
と
も
言
ふ
鳶
尾
草

イ
チ
ハ
ツ

に
似
た
馬
藺
バ
リ
ン
を
形
つ
た
金
具
の
だ
し
を
つ
け
た
か
ら

の
名
で
あ
ら
う
。
棕
梠
の
紋
所
と
の
形
似
を
思
は
せ
る
此
だ
し
は
「
輪ワ
貫ヌ
き
」

を
中
心
に
し
て
、
風
車
の
様
に
、
四
方
へ
丸
形
に
拡
つ
て
居
る
。
唐
冠
兜
の

後
立
て
も
、
此
と
一
類
の
物
で
あ
ら
う
。
前
に
も
述
べ
た
通
り
、
神
事
の
さ

し
物
に
は
、
薄
の
外
に
荻
・
か
り
や
す
を
も
用
ゐ
る
か
ら
、
植
物
学
的
の
分

類
に
疎
か
つ
た
古
人
が
、
菰
・
菖
蒲
・
鳶
尾
草
な
ど
を
同
類
と
見
て
、
戦
場

の
笠
じ
る
し
・
さ
し
物
に
も
用
ゐ
た
名
残
り
だ
と
い
ふ
事
も
出
来
よ
う
。
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ば
れ
ん
の
だ
し
を
つ
け
た
ま
と
い
が
名
を
得
た
処
か
ら
、
ば
れ
ん
は
此
さ
し

物
に
欠
く
事
の
出
来
ぬ
要
素
と
、
考
へ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
ら
し
い
。
火
消

し
の
纏
を
馬
簾
バ
レ
ン
と
い
ふ
訣
は
、
簾
の
字
相
応
に
四
方
へ
垂
れ
た
吹
き
貫
き
の

旗
の
手
の
様
な
も
の
か
ら
出
た
と
言
ふ
が
、
此
を
ば
れ
ん
と
言
ふ
事
、
東
京

ば
か
り
で
は
な
く
、
大
阪
で
も
あ
る
事
で
あ
る
が
、
実
は
「
竿
止
め
」
に
つ

け
た
ば
り
ん
の
、
吹
き
貫
き
と
融
合
を
遂
げ
た
物
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

摂
津
豊
能
郡
熊
野
田

ク
マ
ン
ダ

村
の
祭
り
の
た
て
物
な
る
が
く
の
だ
し
に
吹
き
貫
き
形

で
は
な
く
、
四
方
へ
放
射
し
た
ぶ
り
き
作
り
の
ば
ら
ん
と
言
ふ
物
が
つ
く
。

此
処
に
も
ば
り
ん
と
だ
し
の
関
係
は
見
え
て
居
る
。
金
紋
葵
の
だ
し
に
、
緋

の
ば
れ
ん
を
つ
け
た
家
康
の
馬
印
は
、
後
世
の
ま
と
い
の
手
本
と
も
言
ふ
べ

き
物
で
あ
る
。
此
頃
既
に
、
ま
と
い
・
馬
印
の
形
式
が
、
混
雑
し
て
居
た
と
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す
れ
ば
、
其
使
ひ
道
か
ら
見
て
、
此
を
ま
と
い
と
も
言
う
た
事
が
あ
つ
た
で

あ
ら
う
。
ば
れ
ん
・
馬
印
が
形
式
上
区
別
が
無
く
な
つ
て
も
、
初
め
の
中
は
、

僅
か
な
が
ら
、
用
途
の
差
違
は
、
知
ら
れ
て
居
た
こ
と
ゝ
考
へ
る
。

ま
と
い
の
要
素
た
る
ば
れ
ん
や
、
張
り
籠
の
多
面
体
が
、
後
の
附
加
だ
と
す

れ
ば
、
愈
彼かの
自
身
た
て
物
と
近
づ
く
の
で
、
旗
の
布
を
要
素
と
し
な
い
桙
の

末
流
ら
し
く
、
益
考
へ
ら
れ
て
来
る
。
蒲
生
家
の
さ
し
物
が
、
熊
の
棒
（
蒲

生
軍
記
）
或
は
熊
の
毛
の
棒
（
古
戦
録
）
と
言
ふ
名
で
、
其
猛
獣
の
皮
が
捲

い
て
あ
つ
た
と
い
ふ
事
実
は
、
愈
す
た
ん
だ
ぁ
ど
一
類
の
物
と
し
て
、
ま
と

い
・
自
身
た
て
物
の
源
流
ら
し
い
も
の
が
あ
つ
た
事
を
、
仄
か
し
て
見
せ
て

ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
や
ま
と
た
け
る
等
の
八
尋
桙
・
丈
部
の
杖
か
ら

ま
と
い
に
至
る
間
に
、
歴
史
の
表
に
顕
れ
ず
し
て
過
ぎ
た
年
月
が
あ
ま
り
に
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長
く
、
又
可
な
り
縁
遠
く
見
え
る
。
併
し
、
幣
束
に
似
た
は
た
が
、
唐
土
風

な
幡
旗
の
陰
に
、
僅
か
に
俤
を
止
め
て
ゐ
た
間
に
、
戦
場
の
桙
は
、
都
と
交

渉
少
い
道
の
は
て
〳
〵
に
竄かく
れ
て
、
武
士
の
世
に
な
る
と
共
に
、
又
其
姿
を

顕
し
た
が
、
長
い
韜
晦
の
間
に
、
見
か
は
す
ば
か
り
変
つ
た
姿
に
な
つ
て
、

其
或
物
は
家
と
縁
遠
い
神
々
・
精
霊
を
竿
頭
に
斎イハ
ひ
こ
め
て
居
な
か
つ
た
と

も
限
ら
ぬ
。

清
正
の
様
に
、
強
力
無
双
の
人
で
無
け
れ
ば
、
振
ら
れ
（
清
正
記
）
な
い
、

大
纏
が
出
来
て
か
ら
は
、
纏
持
ち
の
職
も
出
来
た
の
で
あ
る
。

江
戸
の
火
消
し
役
は
、
住
宅
に
ま
と
い
を
立
て
ゝ
、
若
年
寄
の
配
下
に
三
百

人
扶
持
を
う
け
た
と
言
ふ
か
ら
、
市
中
出
火
の
折
に
は
其
ま
と
い
を
振
り
た

て
ゝ
、
日
傭
人
足
の
指
図
を
し
た
の
で
あ
る
。
弓
が
袋
に
納
つ
た
世
の
中
に

14まといの話



は
、
さ
し
物
の
名
目
か
ら
ま
と
い
が
忘
れ
ら
れ
、
三
軍
を
麾
い
た
重
器
を
、

火
事
場
へ
押
し
出
す
様
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
銀
箔
地
へ
家
々
の

定
紋
を
書
い
て
ば
れ
ん
を
つ
け
た
ま
と
い
が
、
今
の
白
塗
り
の
物
と
な
つ
た

の
は
、
寛
政
三
年
か
ら
後
の
事
で
、
享
保
四
年
大
岡
越
前
守
等
の
立
案
で
、

町
火
消
六
十
四
組
を
定
め
て
、
一
本
宛
の
ま
と
い
を
用
ゐ
る
事
を
許
し
た
の

が
、
此
迄
武
士
の
手
を
離
れ
な
か
つ
た
此
軍
器
が
駈
付
け
人
足
の
手
に
移
つ

た
始
め
で
あ
る
。

火
消
役
の
ま
と
い
に
は
、
家
々
の
定
紋
を
押
し
て
ゐ
た
が
、
町
人
の
手
に
移

つ
て
か
ら
は
、
組
々
の
印
を
明
ら
か
に
見
せ
る
為
、
か
の
多
面
体
の
張
り
籠

が
工
夫
せ
ら
れ
た
の
で
、
六
十
四
本
の
中
、
竿
頭
に
だ
し
と
し
て
つ
け
た
物

に
は
籠
を
想
化
し
、
又
は
籠
其
物
を
使
う
た
物
が
多
い
。
敢
へ
て
「
籠
目
の
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ま
と
い
は
こ
は
す
と
も
」
と 

豆  

辰 

マ
メ
タ
ツ

の
女
房
が
、
夫
を
励
ま
し
た
十
番
め
組

の
も
の
に
は
限
ら
な
い
の
で
あ
つ
た
。

恐
ら
く
小
ま
と
い
な
る
物
が
、
あ
る
武
士
の
国
に
作
り
出
さ
れ
て
、
大
将
自

身
に
振
つ
て
居
た
の
が
、
出
来
る
だ
け
全
軍
の
目
に
つ
く
様
に
と
い
ふ
目
的

か
ら
、
次
第
に
大
き
な
ま
と
い
に
工
夫
し
な
ほ
さ
れ
、
や
が
て
は
大
将
在
処

の
標
と
も
な
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

白
石
は
か
の
「
甲
陽
軍
鑑
」
の
記
事
か
ら
、
其
北
条
氏
起
原
説
を
採
つ
て
ゐ

る
（
白
石
紳
書
）
。
併
し
今
一
歩
を
、
何
故
甲
州
方
の
観
察
に
ふ
み
入
れ
て

見
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
其
形
は
、
考
へ
知
る
事
は
お
ぼ
つ
か
な
い
が
、

古
く
は
ま
と
い
が
甲
州
方
の
標
識
に
な
つ
て
居
た
と
思
は
れ
る
根
拠
（
関
八

州
古
戦
録
・
甲
陽
軍
鑑
・
仙
道
記
・
平
塞
録
）
が
あ
る
。
的
居
な
ど
に
交
渉

16まといの話



の
な
い
、
存
外
な
物
の
名
を
言
ふ
、
甲
州
の
古
い
方
言
が
、
此
軍
器
と
共
に
、

山
の
峡
か
ら
平
野
の
国
々
に
、
お
し
出
し
て
来
た
も
の
と
言
ふ
想
像
が
出
来

ぬ
で
も
な
い
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　2

」
中
央
公
論
社

　
　
　1995
（
平
成7

）
年3

月10

日
初
版
発
行

底
本
の
親
本
：
「
古
代
研
究
　
民
俗
学
篇
第
一
」
大
岡
山
書
店

　
　
　1929

（
昭
和4
）
年4

月10

日
発
行

初
出
：
「
土
俗
と
伝
説
　
第
一
巻
第
三
号
」

　
　
　1918

（
大
正7

）
年10
月

※
底
本
の
題
名
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
「
大
正
七
年
十
月
「
土
俗
と
伝
説
」

第
一
巻
第
三
号
」
は
フ
ァ
イ
ル
末
の
「
初
出
」
欄
に
移
し
ま
し
た
。

入
力
：
門
田
裕
志
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校
正
：
多
羅
尾
伴
内

2007
年4

月28

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
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ん
で
す
。
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