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鬼
の
足

○
、
は
じ
め
に

　
大
学
院
の
授
業
を
担
当
し
始
め
て
四
年
目
に
な
る
が
、
院
生
と
ず
っ
と

『
狂
言
記
外
五
十
番
』
一
外
篇
一
を
版
本
で
読
ん
で
い
る
。
私
と
同
時
期
に
大
学

院
に
お
ら
れ
た
方
々
は
、
北
原
先
生
の
授
業
で
『
絵
入
り
狂
言
記
』
一
正
篇
一

や
『
続
莚
言
記
』
を
読
ん
で
い
た
の
を
覚
え
て
お
い
で
だ
と
思
う
。
北
原
授

業
で
は
、
担
当
者
が
一
つ
の
曲
を
担
当
し
て
発
表
す
る
演
習
形
式
だ
っ
た

が
、
私
の
授
業
で
は
『
理
言
記
外
五
十
番
』
と
他
の
狂
言
台
本
と
の
比
較
に

主
眼
を
置
い
て
い
る
。
全
員
で
外
篇
を
版
本
で
読
む
の
は
北
原
授
業
と
同
じ

だ
が
、
読
み
な
が
ら
集
め
ら
れ
る
だ
け
の
狂
言
台
本
を
準
備
し
て
院
生
に
あ

て
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
で
、
外
篇
の
本
文
と
他
台
本
の
本
文
と
の
言
葉

や
筋
立
て
の
比
較
を
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
ね
ら
い
で
あ
る
。
版
本
狂
言
記

と
他
の
狂
言
台
本
と
の
比
較
は
、
す
で
に
池
田
廣
司
先
生
一
「
版
本
狂
言
記
の

台
本
に
つ
い
て
」
『
国
語
』
二
⊥
二
一
が
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
し
、
私
自
身
も

そ
の
追
認
作
業
を
や
っ
て
は
い
る
の
だ
が
、
や
は
り
複
数
の
人
聞
の
目
で
比

較
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
気
付
か
な
か
っ
た
問
題
や
ミ
ス
、
新
し
い
発
見

が
い
ろ
い
ろ
と
出
て
き
て
、
反
省
し
考
え
さ
せ
ら
れ
、
と
て
も
有
り
難
い
。

五
つ
時
分

大
倉
浩

　
先
日
も
巻
四
「
杭
か
人
か
」
を
、
院
生
た
ち
と
大
蔵
流
虎
明
本
・
鷺
流
森

本
・
鷺
流
名
女
川
本
・
和
泉
流
狂
言
集
成
本
の
四
種
と
比
較
し
な
が
ら
読
ん

で
い
た
一
鷺
流
で
は
曲
目
も
「
人
か
杭
か
」
と
な
っ
て
い
る
一
。
本
文
の
途
中

で
臆
病
者
の
太
郎
冠
者
が
夜
回
り
を
始
め
る
場
面
が
あ
り
、
外
篇
は
「
も
は

　
　
　
す
ぎ

や
五
つ
過
じ
や
」
と
時
刻
に
ふ
れ
る
セ
リ
フ
が
あ
る
の
だ
が
、
比
較
し
た
四

種
の
台
本
で
は
虎
明
本
だ
け
が
「
是
は
五
つ
時
分
に
も
な
ら
ふ
」
と
い
う
類

似
し
た
セ
リ
フ
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
自
体
は
す
で
に
私
も
チ
ェ
ッ
ク

済
み
で
あ
っ
た
し
、
こ
の
場
面
を
含
め
て
全
体
と
し
て
外
篇
の
「
杭
か
人

か
」
が
、
虎
明
本
に
近
い
こ
と
も
す
で
に
池
田
先
生
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
五
つ
」
一
現
在
の
午
後
八
時
ご
ろ
に
あ
た

る
と
い
う
一
と
い
う
時
刻
の
呼
称
は
、
果
た
し
て
室
町
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ

れ
る
の
か
？
江
戸
時
代
の
も
の
な
の
か
？
誰
か
ら
と
も
な
く
出
て
き
た
疑
問

に
、
私
を
含
め
て
皆
、
首
を
か
し
げ
て
し
ま
っ
た
。
日
本
語
学
の
院
生
だ
か

　
テ
　
ン
　
ス

ら
時
制
に
は
詳
し
い
人
は
多
い
が
、
時
法
に
は
疎
い
。
幸
い
日
本
史
専
攻
の

院
生
も
授
業
に
参
加
し
て
く
れ
て
い
た
の
で
時
法
に
関
し
て
調
べ
て
き
て
も

ら
い
、
参
考
資
料
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
呼
称
が
室
町
時
代
に
は
存
在
し
て
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い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
あ
ら
た
め
て
外
篇
の
狂
言
の
古
さ
を
確
認
す
る
こ

と
に
も
な
っ
た
が
、
さ
ら
に
こ
の
セ
リ
フ
を
も
う
一
度
本
文
の
文
脈
に
戻
し

て
み
る
と
、
「
五
っ
」
と
い
え
ば
ま
だ
夜
更
け
に
は
ほ
ど
遠
い
時
間
で
あ
り
、

こ
ん
な
宵
の
口
の
見
回
り
に
さ
え
び
く
び
く
し
て
い
る
太
郎
冠
者
の
臆
病
さ

を
象
徴
す
る
の
が
こ
の
「
五
つ
」
と
い
う
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ

れ
た
。
今
ま
で
何
を
読
ん
で
い
た
の
だ
、
と
叱
ら
れ
そ
う
だ
が
、
こ
ん
な
再

発
見
が
授
業
の
中
で
い
く
つ
も
あ
る
。

二
、
新
大
系
『
狸
言
記
』

　
ま
た
、
読
み
始
め
た
平
成
八
年
に
は
、
外
篇
は
昭
和
初
め
の
有
朋
堂
文
庫

に
翻
刻
と
簡
単
な
注
釈
が
あ
っ
た
だ
け
で
、
北
原
先
生
と
私
で
準
備
し
て
い

た
索
引
が
使
え
た
も
の
の
、
本
文
を
読
み
解
く
こ
と
に
苦
労
も
多
か
っ
た
。

し
か
し
、
翌
年
十
一
月
に
岩
波
の
新
大
系
『
狸
言
記
』
が
刊
行
さ
れ
、
外
篇

に
も
本
格
的
な
注
釈
が
施
さ
れ
て
い
て
多
く
の
恩
恵
を
被
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
新
大
系
『
狂
言
記
』
は
、
一
冊
で
四
種
の
版
本
狂
言
記
全
て
を
読

む
こ
と
が
で
き
る
し
、
挿
し
絵
も
別
版
を
含
め
て
全
て
載
せ
て
い
る
の
で
比

較
も
し
や
す
く
と
て
も
便
利
だ
。
特
に
『
絵
入
り
狂
一
言
記
』
一
正
篇
一
の
挿
し

絵
は
、
舞
台
の
役
者
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
見
る
様
々
な
観
客
の
姿
ま
で
生

き
生
き
と
描
い
て
お
り
、
芸
能
史
・
風
俗
史
の
資
料
と
し
て
も
価
値
が
あ

る
。
た
だ
、
も
と
も
と
四
種
の
本
を
一
冊
に
ま
と
め
た
た
め
に
無
理
一
と
い

う
か
残
念
一
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
本
文
は
四
種
の
版
本
狂
言
記

全
て
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
分
量
の
関
係
で
注
釈
は
正
篇
・
外
篇
の

二
種
に
し
か
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
残
る
百
曲
は
本
文
の
み
で
「
付
録
」
と
い

う
扱
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
挿
し
絵
に
つ
い
て
も
全
て
が
載
せ
ら
れ

て
い
る
が
、
も
と
も
と
は
美
濃
版
・
半
紙
版
の
大
き
さ
の
挿
し
絵
を
、
縮
小

し
て
本
文
の
申
に
入
れ
て
い
る
の
で
、
原
画
な
ら
わ
か
る
役
者
や
観
客
の
細

か
な
表
情
が
見
に
く
く
な
っ
て
い
る
の
も
惜
し
い
。

　
そ
う
は
い
っ
て
も
、
と
も
か
く
新
大
系
の
注
釈
の
お
か
げ
で
、
授
業
の
ほ

う
は
外
篇
の
本
文
の
理
解
が
早
ま
っ
た
。
が
、
い
っ
ぽ
う
我
々
の
解
釈
と
は

異
な
る
立
場
の
注
釈
に
出
く
わ
す
こ
と
も
出
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
新
大
系

の
注
釈
は
、
他
の
狂
言
台
本
を
参
考
に
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
原
文
の
役

名
を
訂
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
我
々
の
授
業
で
は
、
明
ら
か
な
誤
り
と

認
め
ら
れ
な
い
限
り
は
、
原
文
の
ま
ま
で
解
釈
し
て
い
く
の
が
基
本
方
針

で
、
他
の
狂
言
台
本
と
の
違
い
は
、
違
い
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
。
具
体
的

に
言
え
ば
、
巻
一
「
琵
琶
借
り
座
頭
」
の
結
末
部
分
は
、

奮
を
の
れ
に
ま
け
う
か
倉
く
や
う
な
ふ
く
そ
れ
か
し
じ

ゃ
。
や
あ
く
釜
や
あ
く
倉
く
や
う
お
て
つ
か
つ
た

ぞ
く
釜
ど
こ
一
荒
を
こ
か
し
て
や
る
ま
い
ぞ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
オ
一

と
原
文
に
あ
る
の
を
、
新
大
系
は
、

勾
当
「
を
の
れ
に
負
け
う
か

じ
や
伯
養
「
や
あ
く

「
お
手
つ
、
勝
つ
た
ぞ
く

し
て
、
や
る
ま
い
ぞ
く

一
琵
琶
主
一
「
な
ふ
く
そ
れ
が
し

勾
当
「
や
あ
く
伯
養
一
・
勾
当
一

一
琵
琶
主
）
「
ど
こ
へ
、
お
れ
を
こ
か
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（
カ
ッ
コ
が
変
更
部
分
、
二
二
九
⊥
二
〇
ぺ
）

の
よ
う
に
、
大
蔵
流
や
和
泉
流
の
台
本
の
結
末
を
参
照
し
て
、
伯
養
と
勾
当

二
人
が
間
違
っ
て
琵
琶
主
を
打
ち
倒
し
て
し
ま
う
結
末
と
解
し
て
い
る
。

確
か
に
原
文
の
よ
う
に
「
な
ふ
く
そ
れ
が
し
じ
や
一
を
伯
養
の
セ
リ
フ

と
解
す
る
の
は
落
ち
着
か
な
い
の
で
、
新
大
系
の
よ
う
に
琵
琶
主
の
セ
リ
フ

と
見
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
こ
で
セ
リ
フ
を
切
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
後
だ

け
が
伯
養
の
セ
リ
フ
、
ま
た
後
の
部
分
の
役
名
ま
で
変
え
て
し
ま
う
の
は
ど

う
だ
ろ
う
か
。
授
業
で
比
較
し
た
天
正
狂
言
本
「
馬
借
り
座
頭
」
で
は
、
伯

養
が
勾
当
も
借
り
主
も
打
ち
倒
す
結
末
に
な
っ
て
い
た
。
外
篇
「
琵
琶
借
り

座
頭
」
も
、
こ
の
天
正
本
に
近
い
、
上
位
の
勾
当
を
伯
養
が
打
ち
倒
す
下
剋

上
的
な
結
末
と
し
て
原
文
通
り
に
解
釈
し
て
お
き
た
い
と
い
う
の
が
我
々
の

立
場
で
あ
る
。
新
大
系
の
本
文
に
は
こ
う
し
た
変
更
が
正
篇
・
外
篇
と
も
に

意
欲
的
と
も
い
え
る
ほ
ど
冒
立
つ
。

三
、
外
篇
の
挿
し
絵

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
解
釈
の
違
い
は
当
然
出
て
く
る
も
の
で
、
だ
か
ら

こ
そ
読
み
進
め
る
価
値
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
新
大
系
の
外
篇
の
本
文
や
挿
し

絵
を
よ
く
見
て
い
る
と
、
ど
う
に
も
お
か
し
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
新
大
系
の

外
篇
の
底
本
は
、
凡
例
に
よ
る
と
京
都
大
学
文
学
部
蔵
本
で
、
我
々
も
同
じ

本
の
マ
イ
ク
ロ
写
真
に
焼
い
た
も
の
を
読
ん
で
き
て
お
り
、
北
原
・
大
倉

『
墾
言
記
外
五
十
番
の
研
究
』
で
も
こ
の
本
を
影
印
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
い

た
。
こ
の
京
大
本
は
、
私
自
身
も
実
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
刷
り
自
体
は
た

い
へ
ん
よ
い
も
の
の
紙
の
破
れ
や
、
墨
の
書
き
込
み
・
い
た
ず
ら
書
き
が
あ

る
本
と
い
う
印
象
を
持
っ
た
。
『
狂
言
記
外
五
十
番
の
研
究
』
の
影
印
で
、
ど

の
本
を
選
択
す
る
か
で
北
原
先
生
と
相
談
し
た
際
に
も
、
こ
の
本
に
つ
い
て

は
か
な
り
検
討
し
た
。
外
篇
は
、
現
存
す
る
完
本
が
少
な
い
た
め
、
初
刷
り

と
見
ら
れ
る
野
田
版
で
、
原
表
紙
と
題
菱
ま
で
残
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
結

局
こ
の
京
大
本
を
影
印
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
文
や
挿
し
絵
だ
け
な
ら
他
の

蔵
本
や
後
刷
り
と
見
ら
れ
る
菱
屋
版
に
も
保
存
の
よ
い
も
の
が
残
っ
て
お

り
、
翻
刻
や
索
引
に
は
そ
れ
ら
他
の
版
本
も
参
照
し
て
本
文
を
作
っ
た
。
た

と
え
ば
、
京
大
本
で
は
巻
一
最
終
丁
の
二
八
丁
は
破
れ
が
あ
り
、
そ
の
た
め

「
首
引
き
」
の
挿
し
絵
の
鬼
の
足
や
舞
台
の
板
目
が
切
れ
て
見
え
な
い
（
図

－
一
。
と
こ
ろ
が
同
じ
挿
し
絵
が
新
大
系
で
見
る
と
一
二
一
二
五
ぺ
一
破
れ
は
修

正
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の
だ
が
、
板
冒
だ
け
が
修
正
さ
れ
て
い
て
、
鬼
の
足

竈
一
1

■　…　　一

図1京大本
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は
消
え
た
ま
ま
の
お
か
し
な
挿
し
絵
に
な
っ
て
い
る
一
図
2
）
。
こ
れ
は
破
れ

の
な
い
他
の
版
本
の
挿
し
絵
一
図
3
一
と
比
較
す
れ
ば
、
中
途
半
端
な
修
正
で

あ
る
こ
と
が
す
ぐ
に
わ
か
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
修
正
処
理
に
つ
い
て
は
新

大
系
に
は
何
の
断
り
も
な
い
。
「
板
目
や
鬼
の
足
な
ど
、
そ
ん
な
些
末
な
こ

と
を
穿
襲
し
て
何
に
な
る
」
と
お
思
い
だ
ろ
う
が
、
版
本
で
読
ん
で
い
る

我
々
に
し
て
み
れ
ば
「
破
れ
は
破
れ
の
ま
ま
で
よ
い
だ
ろ
う
に
、
何
故
こ
ん

な
修
正
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
？
」
と
い
う
素
朴
な
疑
問
を
持
た
ざ

る
を
得
な
い
。

　
さ
ら
に
読
み
進
め
て
い
っ
て
気
づ
い
た
の
は
巻
五
の
挿
し
絵
で
あ
る
。
た

と
え
ば
「
樽
舞
」
で
は
、
役
者
四
人
の
頭
が
黒
々
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
（
図
4
京
大
本
）
。
し
か
し
、
よ
く
見
る
と
こ
れ
は
京
大
本
に
あ
る
い
た
ず

ら
書
き
で
、
役
者
の
月
代
の
と
こ
ろ
に
墨
を
つ
け
た
も
の
な
の
だ
。
こ
れ
も

他
の
版
本
と
見
比
べ
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
（
図
5
）
。
続
く
「
二
九
十
八
」

の
挿
し
絵
の
男
の
頭
、
女
の
顔
に
も
墨
が
っ
け
ら
れ
て
い
る
一
図
6
一
な
ど
、

京
大
本
の
巻
五
に
は
特
に
挿
し
絵
の
い
た
ず
ら
書
き
が
多
い
。
こ
れ
も
実
見

し
て
す
ぐ
に
気
づ
い
た
も
の
で
、
墨
が
濃
か
っ
た
た
め
前
後
の
丁
に
ま
で

写
っ
て
汚
し
て
い
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
新
大
系
で
は
、
〕
一

九
十
八
」
の
女
の
顔
の
墨
は
修
正
し
て
消
し
て
い
る
（
図
ヱ
ニ
ニ
三
ぺ
一
の

に
、
男
の
頭
の
墨
や
「
樽
知
耳
」
の
四
人
の
頭
の
墨
は
そ
の
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
一
貫
性
の
な
い
中
途
半
端
な
修
正
で
、
他
の
巻
五
の
挿
し
絵
を
見
て

も
、
消
し
損
ね
た
い
た
ず
ら
書
き
の
墨
が
所
々
に
残
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
、
授
業
で
こ
ん
な
修
正
の
ア
ラ
を
探
し
て
い
て
も
仕
方
が
な
い
の
だ
が
、

「
樽
聾
」
の
挿
し
絵
の
解
説
一
三
一
二
ぺ
一
に
「
四
人
と
も
若
く
描
か
れ
る
」
と

あ
る
の
見
る
と
、
も
し
か
す
る
と
解
説
者
は
こ
の
挿
し
絵
の
い
た
ず
ら
書
き

甘工

図2新大系図3他の版本
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鬼の足（大倉浩）（6）

に
気
づ
か
ず
に
、
月
代
を
剃
っ
て
い
な
い
若
い
役
者
と
見
て
い
る
の
で
は
と

心
配
に
な
る
。
こ
の
心
配
は
挿
し
絵
の
扱
い
だ
け
で
な
く
本
文
に
も
あ
り
、

同
じ
「
樽
聾
」
の
本
文
最
終
行
「
む
ゑ
ん
の
あ
ま
つ
た
む
こ
は
い
ら
ぬ
か

く
の
一
一
二
丁
ウ
7
－
8
行
旦
の
最
後
の
「
の
一
も
、
京
大
本
に
だ
け
あ

る
書
き
込
み
一
左
図
参
照
一
で
、
他
の
版
本
に
は
な
い
の
だ
が
、
新
大
系
は
そ

の
ま
ま
「
い
ら
ぬ
か
く
の
一
と
翻
刻
し
て
い
る
。
ど
う
も
、
こ
れ
ら
は

挿
し
絵
の
修
正
の
問
題
と
い
う
よ
り
、
外
篇
に
つ
い
て
は
底
本
で
あ
る
京
大

本
と
他
の
版
本
と
の
比
較
に
よ
る
確
認
が
、
挿
し
絵
ば
か
り
で
な
く
本
文
で

も
不
充
分
だ
っ
た
た
め
に
起
こ
っ
た
不
統
一
と
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て

く
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
挿
し
絵
だ
け
で
な
く
本
文
や
解
説
へ
の
信
頼
を
落

と
し
か
ね
な
い
不
用
意
な
処
置
で
あ
る
。
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.
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 ~
~
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~
)
 

4tilc~)~~~~ ~:j~~ 

せ
た
説
明
を
し
た
り
書
い
た
り
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
決
し
て

他
人
事
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
ん
な
こ
と
で
「
鬼
の
首
」
を
取
っ
た
よ
う

に
得
意
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
実
際
、
近
年
の
写
真
複
製
、
影
印
、

画
像
修
復
の
技
術
の
向
上
は
、
原
本
を
実
見
で
き
な
い
者
と
原
本
と
の
距
離

を
埋
め
る
う
え
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
思
う
し
、
私
も
多
く
の

恩
恵
を
受
け
て
き
た
。
イ
ン
タ
i
ネ
ッ
ト
を
使
い
、
パ
ソ
コ
ン
上
で
図
書
館

の
蔵
書
が
見
ら
れ
る
の
は
便
利
だ
。
だ
が
、
一
見
合
い
写
真
で
は
な
い
が
一
ア

バ
タ
を
エ
ク
ボ
と
見
誤
る
危
険
性
も
ま
た
増
え
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
「
写

し
」
は
し
ょ
せ
ん
「
写
し
」
で
あ
っ
て
本
物
で
は
な
い
こ
と
を
あ
ら
た
め
て

自
分
自
身
に
も
肝
に
銘
じ
た
い
。
便
利
さ
に
寄
り
か
か
っ
て
、
原
本
に
ふ
れ

る
喜
び
と
そ
の
情
報
の
重
み
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
し
み
じ
み
思
う
。

二
九
九
九
年
八
月
三
日
　
受
理
一
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四
、
原
本
の
重
み

　
我
々
の
授
業
で
は
、
外
篇
の
版
本
を
読
み
、
注
釈
書
や
他
の
狂
言
台
本
を

複
数
の
人
間
の
目
で
比
べ
て
行
く
と
い
う
、
何
の
変
哲
も
な
い
当
た
り
前
の

こ
と
を
や
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
授
業
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
発
昆
で

あ
り
、
疑
問
で
あ
る
。
私
自
身
も
横
着
を
し
て
、
翻
刻
や
写
真
で
間
に
合
わ


