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は
じ
め
に

　
前
近
代
の
化
物
を
描
い
た
絵
巻
は
︑
大
き
く
二
つ
の
流
派
の
も
の
が
現
存

す
る
過
半
を
占
め
て
い
る
︒

　
一
つ
は
︑﹁
百
鬼
夜
行
絵
巻
﹂
と
総
称
さ
れ
る
︑
主
に
土
佐
派
で
描
か
れ
た

付
喪
神
や
鬼
な
ど
の
群
行
を
描
い
た
も
の
︑
あ
る
い
は
そ
の
流
れ
を
汲
み
な

が
ら
改
変
が
な
さ
れ
た
も
の
（
以
下
︑
土
佐
派
系
統
本
と
呼
ぶ
）︒
も
う
一
つ
は
︑

﹁
化
物
尽
く
し
絵
巻
﹂
と
総
称
さ
れ
る
︑
主
に
狩
野
派
で
描
か
れ
た
化
物
の
名

称
と
容
姿
を
個
別
に
描
い
た
も
の
︑
あ
る
い
は
︑
そ
の
流
れ
を
汲
ん
で
増
補

し
た
も
の
（
以
下
︑
狩
野
派
系
統
本
と
呼
ぶ
）

（
1
）

︒

　
こ
の
二
系
統
の
絵
巻
群
に
つ
い
て
︑
研
究
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
と
︑
土

佐
派
系
統
本
を
扱
っ
た
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い（

2
）

︒
研
究
者
が
︑
土
佐
派
系
統

本
に
注
目
す
る
点
と
し
て
︑

　
① 

伝
土
佐
光
信
筆
の
大
徳
寺
真
珠
庵
本
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑
室
町
時

代
か
ら
連
綿
と
作
成
さ
れ
て
い
る
絵
巻
で
あ
る（

3
）

︒

　
② 

そ
の
複
数
あ
る
構
成
か
ら
︑
諸
本
の
異
同
を
検
討
し
て
原
図
の
復
元
を

試
み
る
こ
と
が
で
き
る（

4
）

︒

　
③ 
詞
書
が
な
い
も
の
の
︑
化
物
た
ち
の
群
行
か
ら
︑
物
語
の
コ
ン
テ
ク
ス

ト
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る（

5
）

︒

　
④ 

付
喪
神
を
は
じ
め
と
す
る
化
物
の
造
形
か
ら
︑
そ
の
背
景
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る（

6
）

︒

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
﹃
諸
国
妖
怪
図
巻
﹄
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
い
わ
ゆ
る
﹁
化
物
尽
く
し
絵
巻
﹂
に
関
す
る
一
考
察

木
場
貴
俊

研
究
ノ
ー
ト
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な
ど
が
考
え
ら
れ
る
︒

　
一
方
︑
狩
野
派
系
統
本
に
つ
い
て
は
︑

　
① 

狩
野
元
信
（
一
四
六
七
～
一
五
五
九
）
作
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
作
風
か
ら

江
戸
時
代
︑
特
に
十
七
世
紀
末
～
十
八
世
紀
初
か
ら
作
成
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
（
そ
れ
よ
り
前
の
作
品
は
現
在
確
認
さ
れ
て
い
な
い
）

（
7
）

︒

　
② 

個
々
の
化
物
（
名
称
と
容
姿
）
が
︑
ほ
ぼ
背
景
も
な
い
白
地
に
描
か
れ
た
︑

い
わ
ば
図
様
集
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
た
め
︑
物
語
を
読
み
取
る
こ
と

が
難
し
い
︒
ま
た
︑
後
年
化
物
が
増
補
さ
れ
て
い
る
作
品
も
あ
る
が
︑

増
減
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
研
究
と
し
て
成
立
し
に
く
い（

8
）

︒

　
③ 

狩
野
派
系
統
本
よ
り
も
︑
そ
れ
を
絵
手
本
の
版
本
に
改
め
た
︑
鳥
山
石

燕
﹃
画
図
百
鬼
夜
行
﹄（
一
七
七
六
刊
）
に
関
す
る
研
究
の
方
が
注
目
さ

れ
て
い
る（

9
）

︒

な
ど
の
理
由
に
よ
り
︑
狩
野
派
系
統
本
だ
け
を
研
究
の
俎そ
じ
ょ
う上
に
乗
せ
に
く
い

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
狩
野
派
系
統
本
に
つ
い
て
︑
香
川
雅
信
は
︑
江
戸
時
代
の
﹁
妖
怪
画
﹂
に

関
す
る
系
譜
に
お
い
て
︑﹁
妖
怪
﹂
の
命
名
と
分
類
を
通
じ
て
言
葉
に
よ
る
分

節
化
・
個
別
化
を
行
っ
た
営
為
︑
そ
し
て
﹁
近
世
日
本
に
お
け
る
博
物
学
的

な
知
性
の
発
達
を
反
映
し
て
い
る（

10
）

﹂
と
評
価
し
た
︒
ま
た
︑
狩
野
派
系
統
本

に
は
︑
俳
諧
な
ど
に
見
ら
れ
る
﹁
物
尽
く
し
﹂
の
趣
向
も
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
︒
つ
ま
り
︑
狩
野
派
系
統
本
は
︑
江
戸
文
化
特
有
の
作
品
と
い
う
こ
と
に

な
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
江
戸
文
化
と
し
て
の
狩
野
派
系
統
本
の
多
く
の
類
本

が
︑
ど
の
よ
う
な
流
れ
で
展
開
し
て
い
く
の
か
を
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
︒

　
こ
う
し
た
現
況
の
も
と
︑
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
日
文
研
）
が

二
〇
一
八
年
度
か
ら
所
蔵
し
て
い
る
﹃
諸
国
妖
怪
図
巻
﹄（
以
下
︑
日
文
研
本
）

は
︑
上
記
の
課
題
を
考
え
る
上
で
非
常
に
示
唆
的
な
作
品
で
あ
る
（
二
〇
二
〇

年
一
月
に
日
文
研
怪
異
・
妖
怪
絵
姿
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
︑
お
よ
び
絵
巻
物
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
に
お
い
て
公
開
）︒
こ
の
絵
巻
は
︑
狩
野
派
系
統
本
の
一
巻
だ
が
︑
従
来
の

絵
巻
に
は
な
い
大
き
な
特
徴
と
し
て
︑
詞こ
と
ば
が
き書
︑
つ
ま
り
物
語
が
記
さ
れ
て
い

る
︒
ま
た
︑
名
称
の
多
く
も
︑
他
の
狩
野
派
系
統
本
の
各
化
物
に
付
け
ら
れ

た
も
の
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
日
文
研
本
は
︑
個
別
に
分

節
化
さ
れ
た
化
物
に
物
語
を
改
め
て
付
与
し
た
も
の
︱
︱
語
ら
れ
る
化
物
と

し
て
再
編
し
た
も
の
︱
︱
と
評
価
で
き
る
︒

　
詞
書
が
記
さ
れ
た
狩
野
派
系
統
本
は
︑
日
文
研
本
以
外
に
は
︑
現
在
の
と

こ
ろ
一
巻
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
今
回
︑
そ
の
一
巻
を
日
文
研

本
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
︑
各
巻
の
成
立
や
内
容
比
較
な
ど
の
考
察
が
可

能
に
な
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
調
査
を
進
め
る
う
ち
に
︑
こ
れ
ま
で
狩
野
派
系
統

本
と
の
関
連
が
あ
ま
り
深
く
追
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
別
の
絵
巻
と
の
つ
な

が
り
も
判
明
し
た
︒

　
以
上
の
点
か
ら
︑
日
文
研
本
を
は
じ
め
と
す
る
三
巻
の
絵
巻
の
比
較
検
討

を
行
い
︑
そ
れ
を
通
し
て
︑
今
後
狩
野
派
系
統
本
の
研
究
を
進
展
さ
せ
る
た
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国際日本文化研究センター所蔵『諸国妖怪図巻』をめぐって

め
の
一
助
と
し
た
い
︒

一
　
各
絵
巻
に
関
す
る
考
察

1
　
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
﹃
諸
国
妖
怪
図
巻
﹄︵
日
文
研
本
︶

　
ま
ず
︑
日
文
研
本
に
関
す
る
基
礎
情
報
を
示
し
て
お
き
た
い
︒

　
題だ
い

簽せ
ん

に
は
﹁
妖
怪
絵
詞
　
全
﹂
と
あ
り
︑
絵
巻
を
開
く
と
巻
頭
に
﹁
各
地

伝
説
　
長
岡
多
門
﹂
と
鉛
筆
書
き
が
あ
り
︑
続
い
て
﹁
金
子
荊
山（

11
）

筆
　
各
地

伝
説
妖
怪
絵
巻
﹂
と
い
う
新
し
い
紙
の
付
箋
が
貼
ら
れ
て
い
る
（
そ
の
根
拠
は

不
明
）︒
寸
法
は
二
五
・
七
×
五
四
九
・
〇
セ
ン
チ
︒
巻
末
に
﹁
長
岡
多
門
之

書
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
人
物
に
つ
い
て
も
不
詳
で
あ
る
︒

　
書
写
さ
れ
た
年
代
は
不
明
だ
が
︑
先
述
し
た
現
在
確
認
で
き
る
狩
野
派
系

統
本
の
上
限
が
︑
十
七
世
紀
末
～
十
八
世
紀
初
頭
の
も
の（

12
）

だ
と
い
う
こ
と
を

考
慮
に
入
れ
る
と
︑
十
八
世
紀
後
期
以
降
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
︒
巻
頭
部
が
欠
け
て
お
り
︑ 

紙
接
ぎ
で
説
明
が
途
切
れ
て
い
る
部
分
や
︑ 
描

か
れ
て
い
る
化
物
の
図
様
が
一
部
重
複
し
て
い
る
箇
所
も
見
ら
れ
る
（
後
述

（
13
）

）︒

　
そ
こ
で
︑
日
文
研
本
の
構
成
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
︑
代
表
的
な

狩
野
派
系
統
本
で
あ
る
︑
英
一
蝶
の
弟
子
佐
脇
嵩
之
が
元
文
二
年
（
一
七
三
七
） 

に
書
写
し
た
﹃
百
怪
図
巻
﹄（
吉
川
観
方
旧
蔵
︑
福
岡
市
博
物
館
所
蔵
）
と
比
較

し
て
み
る
（
表
1 （

14
）

）︒
表
1
で
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
化
物
の
名
称
を
順
番
に
並
べ
︑

日
文
研
本
の
化
物
が
﹃
百
怪
図
巻
﹄
の
そ
れ
と
ど
う
対
応
し
て
い
る
の
か
を

示
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
本
論
文
末
に
図
（
図
1
）
と
翻
刻
（
翻
刻
1
）
を
載
せ

て
い
る
︒

　
日
文
研
本
の
二
十
三
体
の
化
物
は
︑﹃
百
怪
図
巻
﹄
の
化
物
三
十
体
に
比
べ

れ
ば
少
な
い
︒
し
か
し
︑﹃
百
怪
図
巻
﹄
と
共
通
す
る
名
称
の
化
物
四
体
（
日

文
研
本
⑭
・
⑮
・
⑰
・
⑱
）
以
外
は
︑
全
く
名
称
が
異
な
っ
て
い
る
（
名
称
不

明
の
も
の
も
含
む
）︒
し
か
も
︑
う
ち
八
体
は
︑
従
来
の
狩
野
派
系
統
本
に
は

見
ら
れ
な
い
図
様
の
も
の
（
①
・
②
・
③
・
⑥
・
⑦
・
⑩
）︑
あ
る
い
は
狩
野
派

系
統
本
と
の
関
係
を
窺
わ
せ
る
も
の
の
図
様
が
異
な
っ
て
い
る
も
の
（
⑤
・

⑪
）
で
あ
る
︒

　
各
化
物
の
名
称
は
︑
詞
書
の
中
で
説
明
さ
れ
て
い
る
（
無
記
名
の
⑫
と
⑱
山

姥
を
除
く
）︒
⑧
と
⑲
は
︑
詞
書
と
図
様
は
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
（
し
や
う
け
ら
﹇﹃
百

怪
図
巻
﹄
②
﹈
が
原
型
）︑
⑧
の
頭
部
か
ら
︑
狩
野
派
系
統
本
の
う
わ
ん
（﹃
百

怪
図
巻
﹄
㉑
）
を
取
り
込
ん
だ
可
能
性
も
伺
わ
せ
る
︒
⑧
カ
コ
セ
イ
も
⑲
か
も

せ
い
も
︑
が
ご
ぜ
（
元
興
寺

（
15
）

）
と
呼
ば
れ
る
化
物
で
︑
狩
野
派
系
統
本
で
は
本

来
⑫
の
図
様
（﹃
百
怪
図
巻
﹄
⑥
）
が
相
当
す
る
︒
そ
の
⑫
は
図
様
の
み
で
名

称
が
な
い
（
直
前
で
紙
が
変
わ
っ
て
い
る
の
で
︑
も
と
も
と
詞
書
が
存
在
し
て
い

た
可
能
性
も
あ
る
）︒
こ
れ
は
︑
同
じ
名
称
⑧
・
⑲
の
化
物
が
既
に
使
用
さ
れ

て
い
る
た
め
か
も
し
れ
な
い（

16
）

︒

　
先
述
し
た
よ
う
に
︑
日
文
研
本
の
最
大
の
特
徴
は
︑
従
来
の
狩
野
派
系
統

本
に
は
見
ら
れ
な
い
名
称
と
詞
書
＝
物
語
が
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
名

称
と
詞
書
の
具
体
的
な
検
討
は
次
章
に
譲
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑
日
文
研
本
（
の
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原
本
）
が
制
作
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
︒﹁
諸
国
﹂
と
後
世

に
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
日
文
研
本
に
は
各
地
の
伝
承
的
な
詞
書

が
付
さ
れ
て
い
る
（
表
1
場
所
欄
参
照
）︒
舞
台
と
な
る
地
域
は
︑
筑
前
と
信

濃
が
多
く
︑
特
に
筑
前
は
上
座
郡
の
も
の
が
三
例
あ
る
︒
ま
た
︑
③
山
お
し

は
山
𤢖
（
ヤ
マ
ヲ
ト
コ
）
の
筑
前
に
お
け
る
方
言
（
後
述
）︑
㉒
し
い
（
黒

）

は
筑
紫
や
周
防
で
よ
く
出
没
す
る
も
の（

17
）

︑
㉓
そ
は
お
し
き
は
︑
ム
サ
サ
ビ
の

九
州
で
の
方
言
で
あ
る（

18
）

︒
他
の
土
地
に
つ
い
て
は
︑
姫
路
や
三
笠
山
と
い
っ

た
有
名
な
地
名
以
外
︑
漠
然
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
か
ら
︑
九
州
（
特
に
︑

筑
前
を
含
む
北
九
州
）
で
制
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

2
　 

國
松
良
康
氏
所
蔵
・
福
岡
県
立
美
術
館
寄
託
﹃
化
物
尽
く
し
絵
巻
﹄︵
台

帳
で
は
﹁
妖
怪
図
巻
﹂　
以
下
、
國
松
本
︶

　
國
松
本
は
︑
日
文
研
本
以
外
に
詞
書
が
記
さ
れ
て
い
る
狩
野
派
系
統
本
と

し
て
︑
現
在
確
認
で
き
る
唯
一
の
作
品
で
あ
る
︒
寸
法
は
︑
三
九
・
五
×

一
一
〇
一
・
〇
セ
ン
チ
︒
國
松
本
も
作
者
不
詳
で
︑
十
八
世
紀
以
降
に
九
州

で
制
作
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る（

19
）

︒
國
松
本
に
つ
い
て
も
︑﹃
百
怪
図

巻
﹄︑
そ
し
て
日
文
研
本
と
の
対
応
関
係
を
表
2
と
し
て
整
理
し
︑
ま
た
文
末

に
図
（
図
2
）
と
翻
刻
（
翻
刻
2
）
を
載
せ
て
い
る
︒
図
様
⑮
か
ら
は
︑
漢
字

に
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
︒

　
國
松
本
に
は
︑
二
十
七
体
の
化
物
が
描
か
れ
︑
他
の
狩
野
派
系
統
本
に
見

ら
れ
な
い
⑦
狒ひ

ひ々

以
外
は
︑
い
ず
れ
も
狩
野
派
系
統
本
を
踏
襲
し
た
図
様
に

な
っ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
野
狐
と
さ
れ
て
い
る
⑮
が
狸
た
ぬ
き

︑
犬
神
と
さ
れ
て
い

る
⑱
が
猫
股
へ
と
部
分
的
な
変
更
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
最
後
の
㉖
・

㉗
は
一
つ
の
物
語
の
中
に
登
場
さ
せ
て
い
る
︒

　
日
文
研
本
同
様
︑
名
称
は
︑
す
べ
て
詞
書
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
︒
①
へ

ら
ほ
う
︑
③
ね
こ
ま
た
︑
⑬
ろ
く
ろ
首
︑
⑲
雪
女
︑
㉔
川
太
郎
︑
㉖
火
車
︑

㉗
う
く
め
の
七
体
は
︑
狩
野
派
系
統
本
の
名
称
に
沿
っ
た
詞
書（

20
）

で
あ
る
が
︑

そ
れ
以
外
は
従
来
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
︒

　
日
文
研
本
と
比
較
す
る
と
︑
共
通
す
る
図
様
が
十
（
②
～
⑤
・
⑧
・
⑮
～

⑰
・
㉒
・
㉓
︑
日
文
研
本
⑧
が
う
わ
ん
を
取
り
込
ん
で
い
る
も
の
な
ら
ば
︑
㉕
も
そ

の
う
ち
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
）︑
詞
書
が
七
点
（
②
・
④
・
⑤
・
⑥
・
⑰
・

㉒
・
㉓
）
確
認
で
き
る
︒
日
文
研
本
と
國
松
本
は
︑
共
に
詞
書
が
あ
る
と
い
っ

て
も
︑
相
違
点
が
多
い
︒
そ
の
た
め
︑
共
通
点
と
相
違
点
双
方
の
検
討
か
ら
︑

両
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

3
　
福
岡
市
博
物
館
所
蔵
﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄

　
江
戸
末
期
か
ら
明
治
時
代
に
筑
前
で
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
作
者
不
詳

の
﹃
怪
奇
談
絵
詞（

21
）

﹄
は
︑
ヲ
ロ
シ
ヤ
ノ
人
魂
や
蝦
夷
の
狼
な
ど
と
い
っ
た
︑

外
国
を
揶や

揄ゆ

し
た
化
物
な
ど
が
三
十
二
体
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
て

い
る
︒
寸
法
は
︑
二
五
・
一
×
一
〇
四
六
・
二
セ
ン
チ
︒
他
に
あ
ま
り
類
例

を
見
な
い
図
様
の
化
物
が
描
か
れ
て
い
る
た
め
︑
土
佐
派
系
統
本
や
狩
野
派

系
統
本
と
の
関
連
は
︑
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
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し
か
し
︑
今
回
日
文
研
本
と
國
松
本
の
分
析
を
通
し
て
︑﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄

に
も
共
通
す
る
図
様
や
詞
書
が
複
数
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
（﹃
怪
奇
談
絵

詞
﹄
⑨
・
㉔
・
㉕
・
㉖
・
㉗
・
㉙
・
㉚
・
㉜
）︒
図
様
だ
け
が
狩
野
派
系
統
本
と

類
似
し
て
い
る
㉖
河
太
郎
と
㉜
詞
書
の
な
い
化
物
も
併
せ
て
文
末
に
紹
介
し

て
い
る
（
図
3
・
翻
刻
3 （

22
）

）︒

　
日
文
研
本
と
図
様
・
詞
書
が
共
通
し
て
い
る
の
は
︑
日
文
研
本
②
︱
﹃
怪

奇
談
絵
詞
﹄
㉗
と
⑤
︱
㉔
︑
⑪
︱
㉙
︑
説
明
の
み
が
共
通
し
て
い
る
も
の
は

④
︱
⑨
で
あ
る
︒
ま
た
︑
巻
末
に
あ
る
名
称
の
な
い
化
物
㉜
は
狩
野
派
系
統

本
の
が
ご
ぜ

0

0

0

で
︑
名
称
が
な
い
点
で
は
日
文
研
本
⑫
と
共
通
し
て
い
る
︒

　
國
松
本
と
図
様
・
詞
書
が
共
通
し
て
い
る
の
は
︑
國
松
本
⑬
︱
﹃
怪
奇
談

絵
詞
﹄
㉚
と
⑱
︱
㉕
︑
詞
書
の
み
が
共
通
し
て
い
る
の
は
⑥
︱
㉙
（
図
様
は

日
文
研
本
⑪
に
よ
る
）︑
図
様
の
み
が
共
通
す
る
の
は
㉔
︱
㉖
で
あ
る
︒

　
な
お
︑
日
文
研
本
の
②
と
⑤
は
︑
後
半
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
︑﹃
怪
奇
談

絵
詞
﹄
で
欠
け
た
部
分
を
補
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
（
後
述
）︒

　
三
巻
の
絵
巻
の
成
立
順
は
不
明
だ
が
︑﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
が
日
文
研
本
と
國

松
本
双
方
に
記
さ
れ
た
情
報
を
描
い
て
い
る
点
か
ら
︑
日
文
研
本
と
國
松
本

の
類
本
︑
あ
る
い
は
両
者
を
合
わ
せ
た
内
容
の
絵
巻
を
元
に
し
て
﹃
怪
奇
談

絵
詞
﹄
は
描
か
れ
た
と
推
測
で
き
る
︒

　
日
文
研
本
と
國
松
本
の
関
係
に
つ
い
て
︑
図
様
か
ら
見
れ
ば
︑
國
松
本
の

方
が
従
来
の
狩
野
派
系
統
本
を
あ
る
程
度
の
名
称
も
含
め
て
踏
襲
し
て
い
る
︒

一
方
で
︑
國
松
本
で
は
引
か
れ
て
い
な
い
狩
野
派
系
統
本
の
化
物
の
名
称
が
︑

日
文
研
本
で
は
一
部
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
現
時
点
で
は
︑
ど
ち
ら
の
成
立
が

早
い
の
か
を
判
断
す
る
材
料
は
な
い
︒
こ
こ
で
は
︑
日
文
研
本
と
國
松
本
の

後
に
﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
が
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
︑
と
い
う
こ
と
を
述

べ
る
に
留
め
て
お
き
た
い
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
三
巻
の
絵
巻
は
相
互
で
関
係
し
て
い
る
︒
そ
の
関
係
性
を
︑

次
章
で
は
具
体
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
︒

二
　
絵
巻
の
比
較
か
ら
見
え
て
く
る
も
の

1
　
日
文
研
本
と
國
松
本
の
詞
書
を
め
ぐ
っ
て

　
ま
ず
︑
日
文
研
本
と
國
松
本
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
詞
書
を
比
較
し
て
み

た
い
（
翻
刻
参
照
）︒
両
絵
巻
の
共
通
す
る
詞
書
を
比
較
す
る
と
︑
例
え
ば
︑

日
文
研
本
⑨
お
よ
び
國
松
本
②
の
一
寸
坊
（
大
頭
）
で
は
︑
日
文
研
本
だ
け

に
﹁
長
サ
弐
尺
に
足
ら
す
一
借
⎝
尺
⎠

に
越
た
り
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
説

明
に
加
減
は
見
ら
れ
る
も
の
の
︑
内
容
的
に
は
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
い
︒
一

方
で
︑
狩
野
派
系
統
本
の
名
称
を
残
し
つ
つ
場
所
も
内
容
も
異
な
っ
て
い
る
︑

猫
ま
た
（
日
文
研
本
⑰
・
國
松
本
③
）
の
よ
う
な
詞
書
も
確
認
で
き
る
︒
そ
の

た
め
︑
こ
こ
で
は
主
に
︑
従
来
の
狩
野
派
系
統
本
の
化
物
の
名
称
が
使
わ
れ

て
い
る
も
の
を
通
し
て
︑
両
者
の
特
徴
を
考
察
し
て
い
き
た
い
︒

　
日
文
研
本
⑭
と
國
松
本
④
の
飛
鬼
（
鳶
鬼
）
に
つ
い
て
︑
日
文
研
本
で
は

﹁
又
髪
切
と
も
言
﹂︑
國
松
本
で
は
﹁
小
き
魚
又
ハ
鳥
の
肉
を
食
す
︑
鼠
を
も
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食
す
︑
し
は
ら
く
し
て
死
す
る
と
い
ふ
な
り
﹂
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
︒

前
者
は
別
名
︑
後
者
は
生
態
を
記
し
て
い
る
︒
出
雲
の
飛
鬼
（
鳶
鬼
）
に
関

す
る
伝
承
の
類
は
現
在
不
詳
だ
が
︑
髪
切
と
い
う
名
称
は
︑
狩
野
派
系
統
本

の
こ
の
図
様
の
化
物
に
該
当
し
て
い
る
︒

　
狩
野
派
系
統
本
の
名
称
と
い
う
点
で
は
︑
日
文
研
本
⑮
と
國
松
本
⑯
も
︑

前
者
は
﹁
赤
口
﹂︑
後
者
は
名
も
な
く
﹁
夜
中
に
見
た
る
形
な
れ
ハ
相
違
も
あ

る
へ
け
れ
と
大
形
絵
に
写
﹂
と
し
て
︑
や
は
り
日
文
研
本
は
狩
野
派
系
統
本

の
名
称
を
用
い
て
い
る
（
鳥
山
石
燕
﹃
画
図
百
鬼
夜
行
﹄
で
は
︑
赤
舌
）︒
さ
ら

に
双
方
は
︑
筑
前
国
上
座
郡
を
舞
台
に
し
な
が
ら
も
︑
内
容
が
大
き
く
違
っ

て
い
る
（
國
松
本
の
方
が
︑
物
語
と
し
て
大
掛
か
り
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
）︒

　
ま
た
︑
狩
野
派
系
統
本
で
は
野
狐
と
さ
れ
る
︑
播
磨
国
姫
路
城
下
に
関
す

る
日
文
研
⑯
と
國
松
本
⑮
に
つ
い
て
︑
前
者
は
﹁
オ
サ
カ
ベ
ノ
一
族（

23
）

﹂︑
後
者

は
名
称
が
な
い
も
の
の
﹁
腹
を
た
ゝ
﹂
く
こ
と
や
八
畳
敷
の
陰い
ん

嚢の
う

が
描
か
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
︑
狸
の
変
化
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
⑱
は
︑
犬
神
を
猫

股
へ
と
容
貌
を
変
更
し
︑
そ
の
容
姿
に
沿
っ
た
詞
書
が
書
か
れ
て
い
る
︒
も

ち
ろ
ん
國
松
本
は
︑
図
様
だ
け
で
な
く
︑
狩
野
派
系
統
本
の
名
前
を
活
か
し

た
詞
書
も
見
ら
れ
る
︒

　
先
述
の
よ
う
に
︑
狩
野
派
系
統
本
の
名
称
（
類
似
も
含
む
）
を
使
っ
て
い
る

も
の
は
︑
日
文
研
本
四
（
⑭
︑
⑮
︑
⑰
︑
⑱
）︑
國
松
本
七
（
①
︑
③
︑
⑬
︑
⑲
︑

㉔
︑
㉖
︑
㉗
）
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
︑
日
文
研
本
は
︑
國
松
本
で
使
わ
れ
て
い

な
い
名
称
が
入
っ
た
詞
書
（
⑭
・
⑮
）
や
名
称
と
図
様
だ
け
の
山
姥
（
⑱
）︑

そ
し
て
名
称
も
詞
書
も
な
い
化
物
（
が
ご
ぜ
⑫
）
な
ど
︑
國
松
本
に
は
な
い
狩

野
派
系
統
本
の
利
用
が
確
認
で
き
る
︒
た
だ
し
︑
図
様
は
國
松
本
の
方
が
多

く
を
狩
野
派
系
統
本
か
ら
踏
襲
し
て
い
る
︒

　
以
上
︑
日
文
研
本
・
國
松
本
は
︑
ど
ち
ら
も
狩
野
派
系
統
本
の
従
来
の
体

裁
や
内
容
を
利
用
し
て
詞
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
そ
の
利
用
の
仕

方
に
つ
い
て
は
差
異
が
見
ら
れ
た
︒
日
文
研
本
・
國
松
本
双
方
と
も
に
︑
従

来
の
狩
野
派
系
統
本
に
則
っ
て
い
る
部
分
と
逸
脱
し
て
い
る
部
分
が
併
存
し

て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

2
　
狩
野
派
系
統
本
に
は
見
ら
れ
な
い
化
物

　
日
文
研
本
と
國
松
本
の
図
様
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
多
く
が
狩
野
派
系
統
本

に
依
拠
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
中
に
は
︑
そ
れ
ま
で
の
狩
野
派
系
統
本
で
は

全
く
描
か
れ
た
こ
と
の
な
い
図
様
の
化
物
が
少
な
か
ら
ず
い
る（

24
）

︒
狩
野
派
系

統
本
か
ら
見
る
と
番
外
的
な
こ
れ
ら
の
化
物
は
︑
日
文
研
本
と
國
松
本
の
間

で
も
共
通
し
た
も
の
が
い
な
い
︒
逆
に
言
え
ば
︑
各
絵
巻
の
大
き
な
個
性
と

な
っ
て
い
る
︒

　
國
松
本
で
狩
野
派
系
統
本
に
は
な
い
図
様
は
︑
⑦
狒
々
の
み
で
あ
る
︒﹃
本

草
綱
目
﹄
巻
五
十
一
獣
部
寓
類
怪
類
に
載
る
狒
々
は
︑
林
羅
山
﹃
新
刊
多
識

編（
25
）

﹄（
一
六
三
一
刊
）
で
﹁
わ
ら
ひ
け
も
の
﹂
と
和
訓
が
与
え
ら
れ
︑﹃
本
草
綱

目
啓
蒙（

26
）

﹄（
一
八
〇
五
刊
）
巻
四
十
八
寓
類
怪
類
で
︑
狒
々
は
豊
前
や
薩
摩
で

い
う
﹁
ヤ
マ
ワ
ロ
﹂
の
こ
と
で
﹁
深
山
中
に
棲
む
︑
木
曽
及
豊
前
・
薩
州
・
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飛
州
・
能
州
に
あ
り
と
聞
け
り
﹂﹁
人
形
に
〆
毛
あ
り
﹂
と
い
う
︒
図
様
は
︑

﹃
訓き
ん

蒙も
う

図ず

彙い

﹄（
一
六
六
六
刊
）
や
そ
れ
を
元
に
し
た
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄

（
一
七
一
二
序
）
で
は
な
く
︑﹃
頭
書
増
補
訓
蒙
図
彙
大
成（

27
）

﹄（
一
七
八
九
刊
）
巻

十
二
畜
獣
に
載
る
図
と
背
中
の
部
分
が
類
似
し
て
い
る
︒
あ
る
い
は
︑
博
物

画
を
参
照
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
︒

　
越
後
国
の
狒
々
に
つ
い
て
は
︑
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
刊
の
年
代
記
﹃
新

補
倭
年
代
皇
紀
絵
章（

28
）

﹄
に
︑
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）﹁
六
月
ゑ
ち
ご
の
国
桑

取
谷
に
て
あ
や
し
き
け
だ
物
を
う
ち
こ
ろ
す
︑
名
づ
け
て
狒
々
と
い
ふ
︑
そ

の
大
さ
四
尺
八
寸
︑
鼻
よ
り
耳
ま
で
一
尺
八
寸
︑
口
の
両
わ
き
広
一
尺
六
寸
︑

毛
の
色
あ
か
黒
し
︑
眼
三
寸
︑
牙
上
下
八
寸
︑
爪
五
寸
足
の
長
さ
三
尺
八
寸
︑

毛
の
長
さ
五
寸
﹂
と
︑
狒
々
退
治
の
図
と
と
も
に
記
さ
れ
︑
図
に
は
﹁
ゑ
ち

こ
ノ
国
に
て
ひ
ゝ
と
い
ふ
け
た
物
﹂
と
見
出
し
も
あ
る
︒
こ
の
事
件
が
元
に

な
っ
て
い
る
の
か
は
不
明
だ
が
︑
こ
う
し
た
狒
々
出
現
の
情
報
を
反
映
し
て

描
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
続
い
て
︑
日
文
研
本
を
見
て
み
る
︒
①
～
③
・
⑤
～
⑦
・
⑩
・
⑪
が
狩
野

派
系
統
本
に
は
見
ら
れ
な
い
図
様
で
あ
る
︒
各
地
に
伝
承
の
類
が
あ
る
の
か

は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
で
き
て
い
な
い
が
︑
い
く
つ
か
の
化
物
に
つ
い
て
は

言
及
し
て
お
き
た
い
︒

　
③
山
お
し
（
足
長
猿
）
は
ヤ
マ
オ
ジ
の
こ
と
で
︑
ヤ
マ
ジ
ジ
（
山
爺
）
や
ヤ

マ
チ
チ
（
山
父
）
な
ど
と
呼
ば
れ
る
化
物
の
筑
前
で
の
方
言
で
あ
る
︒
詞
書

に
地
名
が
な
い
の
は
︑
日
文
研
本
が
九
州
で
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
前
提
に
し

て
い
る
た
め
か
も
し
れ
な
い
︒﹁
こ
ゝ
ろ
に
思
ふ
事
を
さ
と
り
い
ふ
﹂
と
い
う

部
分
か
ら
は
︑
い
わ
ゆ
る
サ
ト
リ
の
怪
異
を
想
起
さ
せ
る
︒
そ
こ
で
︑
小
野

蘭
山
﹃
本
草
綱
目
啓
蒙
﹄
巻
四
十
八
寓
類
怪
類
の
狒
々
の
附
録
﹁
山
𤢖
﹂
を

参
考
に
あ
げ
る
︒

山
𤢖
は
ヤ
マ
ヲ
ト
コ
　
ヤ
マ
ヲ
ヂ
筑
前
　
ヤ
マ
ジ
イ
讃
州
　
ヤ
マ
チ
ヽ

阿
州
　
深
山
に
棲
で
男
子
の
形
な
る
も
の
な
り
︑
昼
は
隠
れ
夜
出
深
く

山
に
入
り
︑
木
を
伐
る
も
の
数
日
山
中
に
宿
す
れ
は
︑
来
り
て
人
火
に

就
て
蟹
を
炙
り
食
ふ
︑
人
こ
れ
を
害
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
︑
山
𤢖
先
づ
悟

る
︑
故
に
銃
等
も
打
つ
こ
と
な
ら
ず
（
後
略
）

こ
こ
か
ら
︑
山
お
し
（﹁
ヤ
マ
ヲ
ヂ
筑
前
﹂）
が
︑
山
𤢖
（
ヤ
マ
ヲ
ト
コ
）
の
異

名
で
︑
悟
る
能
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
山
お
し
の
詞
書
が

﹃
本
草
綱
目
啓
蒙
﹄
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
日
文
研
本
（
そ
の
原

本
）
の
成
立
は
十
九
世
紀
以
降
と
な
る
が
︑
確
定
で
き
る
材
料
は
今
の
と
こ

ろ
な
い
︒

　
⑦
毛
長
猿
（
狨
）
は
︑﹃
本
草
綱
目（

29
）

﹄
巻
五
十
一
寓
類
怪
類
に
﹁
狨
﹂
が
あ

り
︑﹁
毛
柔
長
﹂
と
の
説
明
か
ら
﹁
毛
長
猿
﹂
と
い
う
和
名
が
付
与
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
︒﹃
新
刊
多
識
編
﹄
に
は
﹁
む
く
げ
ざ
る
﹂︑﹃
和
漢
三
才
図
会（

30
）

﹄

に
は
﹁
む
く
げ
ざ
る
﹂
と
﹁
ま
た
﹂︑﹃
本
草
綱
目
啓
蒙
﹄
に
は
﹁
マ
タ
﹂
の

和
名
が
載
る
︒
な
お
︑﹃
本
草
綱
目
啓
蒙
﹄
に
よ
れ
ば
﹁
和
産
詳
ナ
ラ
ズ
﹂
と
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い
う
︒

　
⑩
の
山
伏
の
顔
が
見
え
る
怪
火
に
つ
い
て
は（

31
）

︑
摂
津
国
に
伝
わ
る
仁
光
坊

（
二
恨
坊
）
と
呼
ば
れ
る
僧
侶
あ
る
い
は
山
伏
の
怨
み
が
火
に
な
る
伝
承（

32
）

︑
あ

る
い
は
京
の
叢そ
う

原げ
ん

火び

な
ど
類
例
が
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
狩
野
派
系
統
本
か
ら
見
る
と
番
外
的
な
化
物
に
つ
い
て
は
︑

本
草
書
な
ど
か
ら
参
照
で
き
る
事
例
や
類
似
す
る
事
例
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
日
文
研
本
や
國
松
本
に
し
か
見
ら
れ
な
い
化
物
の
情
報

が
︑
必
ず
し
も
作
者
の
独
創
だ
と
は
言
い
切
れ
な
い
可
能
性
を
意
味
し
て
い

る
︒
日
文
研
本
①
の
蝙こ
う
も
り蝠
状
の
よ
う
な
化
物（

34
）

や
⑥
毛
坊
と
い
っ
た
番
外
的
な

化
物
だ
け
で
は
な
く
︑
狩
野
派
系
統
本
の
図
様
に
依
拠
し
た
化
物
た
ち
の
詞

書
（
狩
野
派
系
統
本
を
踏
襲
し
た
名
称
の
化
物
も
含
む
）
に
つ
い
て
も
︑
参
考
に

し
た
伝
承
な
ど
の
情
報
が
存
在
す
る
（
存
在
し
た
）
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
︒

　
詞
書
と
関
連
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
今
後
も
調
査
を
行
っ
て
い
く
必
要
が

あ
る
が
︑
現
時
点
で
は
︑
詞
書
が
必
ず
し
も
作
者
の
独
創
と
は
い
え
ず
︑
何

ら
か
の
類
例
を
元
に
書
か
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
︒

3
　﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
と
の
比
較

　
最
後
に
﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
と
の
関
係
を
検
討
し
て
お
き
た
い
︒

　
ま
ず
︑﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
に
載
る
筑
前
国
上
座
郡
を
舞
台
に
し
た
詞
書

（
⑨
・
㉔
）
は
︑
全
て
日
文
研
本
の
詞
書
の
内
容
と
共
通
し
て
い
る
︒
ま
た
︑

㉕
猫
ま
た
と
㉚
ろ
く
ろ
首
は
︑
詞
書
と
図
様
と
も
に
國
松
本
と
共
通
し
て
い

る
︒

　
日
文
研
本
⑪
と
國
松
本
⑥
︑﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
㉙
の
大
和
国
三
笠
山
の
女
頭

蛇
身
の
化
物
は
︑
三
者
と
も
同
内
容
だ
が
︑
鎌
首
を
も
た
げ
た
姿
の
図
は
︑

日
文
研
本
と
﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
が
同
じ
で
あ
る
︒
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン

タ
ー
所
蔵
﹃
化
物
尽
絵
巻
﹄（
北
斎
季
親
筆
︑
江
戸
後
期
）
に
は
︑
狩
野
派
系

統
本
の
ぬ
れ
女
と
は
異
な
る
﹁
さ
ら
蛇
﹂
と
い
う
鎌
首
を
も
た
げ
た
女
頭
に

蛇
身
の
化
物
が
描
か
れ
て
い
る
︒
鎌
首
を
も
た
げ
て
い
る
点
で
は
︑
日
文
研

本
⑪
と
共
通
し
て
い
る
が
︑
さ
ら
蛇
自
体
が
こ
れ
以
外
確
認
で
き
な
い
た
め
︑

双
方
の
関
係
に
つ
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
︒

　
ま
た
︑
難
産
で
死
ん
だ
母
親
の
変
化
（
日
文
研
本
⑤
︑
國
松
本
㉗
う
く
め
︑

﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
㉔
）
に
つ
い
て
は
︑
図
様
・
詞
書
と
も
に
日
文
研
と
﹃
怪
奇

談
絵
詞
﹄
が
共
通
し
て
い
る
︒

　
続
い
て
︑
前
章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
︑
日
文
研
本
の
後
半
部
分
が
欠
落
し

て
い
る
も
の
を
﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
で
補
っ
て
み
た
い
︒

　﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
㉗
に
対
応
す
る
の
は
︑
日
文
研
本
②
で
あ
る
︒
日
文
研
本

で
は
︑﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
の
﹁
又
右
の
渕
﹂
以
降
に
あ
る
べ
き
︑
鵜
飼
に
忠
告

す
る
僧
侶
の
正
体
が
大
鯰な
ま
ずだ
っ
た
と
い
う
結
末
が
な
い
︒
日
文
研
本
に
は

﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
同
様
の
鯰
顔
の
僧
侶
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
︑
内
容
的
に

未
完
の
印
象
を
受
け
る
︒
紙
接
ぎ
部
分
が
欠
落
し
た
わ
け
で
は
な
い
た
め

（
紙
接
ぎ
部
分
に
も
文
章
が
書
か
れ
て
い
る
）︑
写
し
忘
れ
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
︒

　（
33
）
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別
に
︑
日
文
研
本
④
と
﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
⑨
に
つ
い
て
︒
日
文
研
本
で
は

﹁
薬
よ
水
よ
と
あ
わ
て
与
へ
﹂
よ
り
後
が
欠
け
て
い
る
︒
文
章
と
絵
の
右
半
身

が
紙
接
ぎ
で
欠
け
て
い
る
の
で
︑
お
そ
ら
く
絵
巻
に
仕
立
て
る
段
階
で
既
に

欠
落
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
上
座
郡
赤
谷
村
や
久
六
と
い
う
名
称
は
共
通
す
る
が
︑
日
文
研
本
と
﹃
怪

奇
談
絵
詞
﹄
と
で
は
︑
大
き
く
異
な
る
箇
所
が
二
つ
あ
る
︒
一
つ
は
︑
図
様

で
あ
る
︒
日
文
研
本
で
は
︑﹁
如
此
成
者
﹂
と
し
て
﹃
百
怪
図
巻
﹄（
狩
野
派

系
統
本
）
の
目
ひ
と
つ
ぼ
う
が
当
て
ら
れ
て
い
る
（
欠
落
し
た
接
ぎ
紙
に
本
来

相
当
す
べ
き
化
物
が
描
か
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
）︒
し
か
し
︑﹃
怪
奇
談
絵

詞
﹄
で
は
﹁
野
女
﹂
と
い
う
別
の
化
物
に
な
っ
て
い
て
︑
図
様
も
変
わ
っ
て

い
る
︒
野
女
と
は
︑﹃
本
草
綱
目
﹄
巻
五
十
一
獣
部
寓
類
怪
類
の
猩
々
の
附
録

に
載
る
も
の
で
︑
寺
島
良
安
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
巻
之
四
十
獣
部
寓
類
怪
類

で
は
︑
野
女
と
い
う
独
立
し
た
項
目
が
立
て
ら
れ
﹁
や
ま
う
ば
﹂
と
い
う
和

名
が
当
て
ら
れ
て
い
る
︒﹃
本
草
綱
目
啓
蒙
﹄
で
も
同
じ
く
﹁
ヤ
マ
ウ
バ
﹂
と

な
っ
て
い
る
︒

　
も
う
一
つ
の
違
い
は
︑﹁
延
享
の
比
﹂
と
い
う
年
代
の
明
記
で
あ
る
︒
延
享

（
一
七
四
四
～
四
八
）
と
い
う
特
定
の
年
代
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹃
怪

奇
談
絵
詞
﹄
が
そ
れ
以
降
の
作
品
だ
と
判
断
で
き
る
︒﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
が
引

い
た
詞
書
に
は
︑
に
野
女
や
延
享
年
間
の
情
報
が
既
に
記
さ
れ
て
い
た
可
能

性
は
あ
る
が
︑﹁
如
此
成
者
﹂
と
す
る
日
文
研
本
の
段
階
で
は
︑
ま
だ
追
記
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

　
以
上
︑﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
を
日
文
研
本
と
國
松
本
と
比
較
し
て
見
え
て
く
る

の
は
︑﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄
が
従
来
の
狩
野
派
系
統
本
で
は
な
く
︑
い
わ
ば
そ
の

亜
流
と
も
い
え
る
絵
巻
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
︒
そ

れ
は
︑
三
本
の
絵
巻
が
九
州
で
制
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
大
き
く
関
係
し
て

い
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

お
わ
り
に

　
以
上
︑
日
文
研
本
を
中
心
に
詞
書
が
あ
る
狩
野
派
系
統
本
（
そ
れ
に
連
な
る

絵
巻
）
を
比
較
検
討
し
て
き
た
︒
そ
れ
ぞ
れ
に
は
共
通
点
が
あ
る
一
方
で
︑

相
違
点
︱
︱
各
絵
巻
の
独
自
性
︱
︱
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒

　
し
か
し
︑
江
戸
文
化
特
有
の
絵
巻
で
あ
る
狩
野
派
系
統
本
そ
れ
自
体
の
研

究
は
ま
だ
ま
だ
少
な
い
︒
今
後
の
課
題
と
し
て
︑
今
回
の
成
果
を
踏
ま
え
な

が
ら
各
絵
巻
の
比
較
を
進
め
て
︑
狩
野
派
系
統
本
の
全
体
像
を
把
握
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

注（
1
）  
住
吉
如
慶
（
内
記
）
が
︑
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
に
写
し
た
東
京
国
立
博
物
館

所
蔵
﹃
百
鬼
夜
行
図
﹄（
異
本
）
な
ど
︑
他
の
流
派
が
描
い
た
も
の
も
あ
る
が
︑
土
佐
・

狩
野
両
派
の
作
品
の
現
存
数
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
少
な
い
︒

（
2
）  

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
ほ
か
編
﹃
百
鬼
夜
行
の
世
界
﹄
角
川
学
芸
出
版
︑
二
〇
〇
九
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の
参
考
文
献
を
参
照
の
こ
と
︒

（
3
）  

土
佐
派
系
統
本
の
諸
本
を
集
成
し
た
も
の
と
し
て
︑
同
右
前
掲
書
や
田
中
貴
子
ほ

か
﹃
図
説
　
百
鬼
夜
行
絵
巻
を
読
む
﹄
河
出
書
房
新
社
︑
一
九
九
九
な
ど
が
あ
る
︒

（
4
）  
小
松
和
彦
﹃
百
鬼
夜
行
絵
巻
の
謎
﹄
集
英
社
︑
二
〇
〇
八
︑
山
田
奨
治
﹁「
百
鬼
夜

行
絵
巻
」
編
集
の
系
譜
　
情
報
学
か
ら
の
解
明
﹂﹃
日
本
研
究
﹄
四
〇
︑ 

二
〇
〇
九
な
ど
︒

（
5
）  

田
中
貴
子
﹃
百
鬼
夜
行
の
見
え
る
都
市
﹄
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
二
な
ど
︒

（
6
）  

名
倉
ミ
サ
コ
﹁
鍋
と
釜
︱
︱
﹃
百
鬼
夜
行
絵
巻
﹄
に
見
る
神
事
の
位
相
﹂﹃
国
際
日

本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書
﹄
四
五
︑ 

二
〇
一
五
︑
西
山
克

﹁「
妖
物
絵
」
の
誕
生
︱
︱
﹃
百
鬼
夜
行
絵
巻
﹄
と
は
な
に
か
﹂﹃
関
西
学
院
史
学
﹄

四
三
︑ 

二
〇
一
六
な
ど
︒

（
7
）  

吉
川
観
方
編
﹃
続
絵
画
に
見
え
た
る
妖
怪
﹄
美
術
図
書
出
版
部
︑
一
九
二
六
で
は
︑

後
で
取
り
上
げ
る
佐
脇
嵩
之
﹃
百
怪
図
巻
﹄（
一
七
三
七
写
）
巻
末
に
﹁
古
法
眼
元
信

筆
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
︑﹁
画
の
技
巧
は
別
と
し
て
︑
そ
の
風
俗
上
よ

り
観
る
時
は
︑
や
は
り
享
保
元
文
頃
の
や
う
で
︑
と
て
も
足
利
時
代
の
も
の
と
は
受

け
取
れ
な
い
﹂（
本
文
一
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑
辻
惟
雄
﹁
化
物
づ
く
し
﹂﹃
美

術
手
帖
﹄
二
四
〇
︑ 

一
九
六
四
で
も
︑﹃
百
怪
図
巻
﹄
に
つ
い
て
は
︑﹁
元
文
二
年

（
一
七
三
七
）
よ
り
前
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
画
中
の
〝
ろ
く
ろ
首
〟
の
髪
型

か
ら
し
て
︑
江
戸
の
中
期
︑
元
禄
時
代
を
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
は
な
い
﹂（
二
六
頁
）

と
指
摘
し
て
い
る
︒
な
お
︑
辻
の
解
説
で
取
り
上
げ
て
い
る
別
の
狩
野
派
系
統
本
は
︑

巻
尾
に
﹁
鳥
羽
僧
正
真
筆
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

（
8
）  

多
田
克
己
編
﹃
妖
怪
図
巻
﹄
国
書
刊
行
会
︑
二
〇
〇
〇
︑
湯
本
豪
一
編
﹃
続
妖
怪

図
巻
﹄
国
書
刊
行
会
︑
二
〇
〇
六
な
ど
は
︑
狩
野
派
系
統
本
を
集
成
し
た
も
の
だ
が
︑

描
か
れ
る
化
物
の
増
減
を
指
摘
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
︒

（
9
）  

狩
野
派
系
統
本
と
関
連
づ
け
て
論
じ
て
い
る
も
の
に
︑
香
川
雅
信
﹃
江
戸
の
妖
怪

革
命
﹄
角
川
学
芸
出
版
︑
二
〇
一
三
が
あ
る
︒
ま
た
︑
小
林
法
子
は
︑
福
岡
県
に
伝

存
す
る
土
佐
派
系
統
本
と
の
関
連
で
﹁
狩
野
派
の
百
鬼
夜
行
図
﹂
を
取
り
上
げ
︑
石

燕
の
作
品
を
含
め
た
江
戸
時
代
の
絵
画
に
言
及
し
て
い
る
（﹁
守
房
筆
百
鬼
夜
行
絵

巻
﹂﹃
デ
　
ア
ル
テ
﹄
一
三
︑ 

一
九
九
七
︑
後
に
﹃
筑
前
御
抱
え
絵
師
﹄
中
央
公
論
美

術
出
版
︑
二
〇
〇
四
所
収
）︒

（
10
）  

同
右
香
川
前
掲
書
︑
一
四
四
頁
︒

（
11
）  

杉
村
顕
道
﹃
儒
海
︱
︱
儒
者
名
鑑
﹄
大
久
保
書
院
︑
一
九
七
五
に
よ
れ
ば
︑
金
子

荊
山
は
三
河
国
吉
田
藩
の
儒
臣
で
天
保
年
間
に
没
し
た
と
い
う
︒
名
は
鼎
︑
字
は
玉
鉉
︑

通
称
は
熊
蔵
で
︑
荊
山
ま
た
は
谷
中
樵
者
と
号
し
た
（
四
七
頁
　Tw

itter

で
の
情
報

提
供
に
よ
る
）︒

（
12
）  

注
（
7
）
参
照
︒

（
13
）  

全
体
的
に
絵
が
稚
拙
な
こ
と
か
ら
︑
長
岡
多
門
は
専
業
の
絵
師
で
は
な
い
可
能
性

（
平
田
国
学
の
門
人
︑
あ
る
い
は
神
職
な
ど
）︑
ま
た
︑
本
来
日
文
研
本
は
帳
面
な
ど

に
ま
と
め
て
い
た
奇
談
に
狩
野
派
系
統
本
の
図
様
を
あ
て
は
め
た
可
能
性
が
あ
る
（
村

上
紀
夫
の
ご
教
示
に
よ
る
）︒

（
14
）  

出
典
は
︑
注
（
8
）
多
田
編
前
掲
書
に
よ
る
︒

（
15
）  

柳
田
國
男
﹁
妖
怪
古
意
﹂﹁
お
ば
け
の
声
﹂﹃
新
訂
妖
怪
談
義
﹄
角
川
文
芸
出
版
︑

二
〇
一
三
を
参
照
の
こ
と
︒

（
16
）  

た
だ
し
︑
後
の
②
で
触
れ
る
國
松
本
で
は
︑
こ
の
図
様
は
宗
像
御
前
の
怨
霊
・
ひ

て
り
鬼
と
さ
れ
て
い
る
︒

（
17
）  

黒

に
つ
い
て
は
︑
貝
原
益
軒
﹃
大
和
本
草
﹄
巻
十
六
獣
類
に
は
﹁
今
案
ニ
此
獣

周
防
及
筑
紫
ニ
ハ
処
々
ニ
ア
リ
︑
他
州
ニ
モ
ア
リ
ヤ
未
詳
︑
其
形
狸
ニ
似
タ
リ
﹂
と

あ
る
（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）︒
ま
た
︑
橘
南
谿
﹃
北
窓
瑣
談
﹄
で
は
︑
安
永
年
間

山
城
国
八
幡
付
近
に
現
れ
た
猫
の
死
体
を
食
う
獣
（﹃
日
本
随
筆
大
成
（
第
二
期
）﹄

一
五
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
四
︑ 

二
七
二
頁
）
や
大
朏
東
華
﹃
斎
諧
俗
談
﹄

（
一
七
五
八
刊
）
に
は
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）︑
大
和
国
吉
野
郡
の
山
中
に
出
没

し
た
獣
を
黒

と
呼
ん
で
い
る
（﹃
日
本
随
筆
大
成
（
第
一
期
）﹄
一
九
︑
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
七
六
︑ 

三
五
九
・
六
〇
頁
）
よ
う
に
︑
西
国
で
の
事
例
が
多
い
︒

（
18
）  

﹃
大
和
本
草
﹄
巻
十
六

鼠
（
ソ
ハ
ヲ
シ
キ
）
は
﹁
和
名
ム
サ
ヽ
ビ
︑
バ
ン
ド
リ
︑

ソ
バ
ヲ
シ
キ
︑
モ
ヽ
グ
ハ
︑
モ
ヽ
ガ
皆
一
物
也
﹂
で
﹁
山
中
ニ
テ
飛
ヒ
来
テ
人
ノ
面
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ヲ
オ
ホ
フ
事
ア
リ
︑
不
知
人
ハ
為
怪
物
﹂
と
い
う
︒
ま
た
︑
越
谷
吾
山
﹃
物
類
称
呼
﹄

（
一
七
七
五
刊
）
巻
二
﹁
鼺
鼠
﹂
に
は
﹁
む
さ
ゝ
び
　
○
畿
内
に
て
︑
野
衾
と
い
ふ
︑

東
国
に
て
︑
も
ゝ
ぐ
は
と
呼
ふ
︑
西
国
に
て
︑
そ
ば
を
し
き
と
い
ふ
﹂（
京
都
大
学
文

学
部
國
語
学
國
文
学
研
究
室
編
﹃
諸
國
方
言
物
類
稱
呼
　
本
文
・
釋
文
・
索
引
﹄
京

都
大
学
國
文
學
會
︑
一
九
七
三
︑ 

十
六
頁
）
と
あ
る
︒

（
19
）  

兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
ほ
か
編
﹃
図
説
　
妖
怪
画
の
系
譜
﹄
河
出
書
房
新
社
︑

二
〇
〇
九
︑ 

五
三
頁
︒
解
説
で
は
︑
先
述
の
㉓
そ
は
お
し
き
以
外
に
も
︑
㉖
う
く
め

が
ウ
ブ
メ
の
九
州
の
方
言
で
あ
る
こ
と
を
︑
九
州
で
の
制
作
の
根
拠
に
し
て
い
る
︒
な

お
︑
㉔
川
太
郎
（
ガ
ハ
タ
ラ
ウ
）
も
畿
内
・
九
州
の
呼
び
名
で
あ
る
（﹃
物
類
称
呼
﹄

巻
二
﹁
川
童
﹂︑
小
野
蘭
山
﹃
本
草
綱
目
啓
蒙
﹄
巻
三
十
八
﹁
水
虎
﹂
を
参
照
﹇
国
立

国
会
図
書
館
所
蔵
﹈）︒

（
20
）  

こ
れ
ら
は
︑
当
時
か
ら
よ
く
知
ら
れ
た
化
物
だ
っ
た
︒
各
化
物
に
つ
い
て
︑
ね
こ

ま
た
は
︑
田
中
貴
子
﹃
猫
の
古
典
文
学
誌
︱
︱
鈴
の
音
が
聞
こ
え
る
﹄
講
談
社
︑

二
〇
一
四
︑
佐
伯
孝
弘
﹁
近
世
文
学
に
お
け
る
怪
異
と
猫
﹂﹃
清
泉
女
子
大
学
人
文
科

学
研
究
所
紀
要
﹄
三
四
︑ 

二
〇
一
三
︑
ろ
く
ろ
首
は
︑
横
山
泰
子
﹁
近
世
文
化
に
お

け
る
轆
轤
首
の
形
状
に
つ
い
て
﹂
小
松
和
彦
編
﹃
日
本
妖
怪
学
大
全
﹄
小
学
館
︑

二
〇
〇
三
︑
雪
女
は
︑
星
瑞
穂
﹁
近
世
前
期
の
雪
女
像
﹂﹃
藝
文
研
究
﹄
九
九
︑　

二
〇
一
〇
︑
火
車
は
︑
勝
田
至
﹁
火
車
の
誕
生
﹂﹃
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
﹄

一
七
四
︑ 

二
〇
一
二
︑
う
く
め
（
ウ
ブ
メ
）
は
︑
木
場
貴
俊
﹁
歴
史
的
産
物
と
し
て

の
「
妖
怪
」
︱
︱
ウ
ブ
メ
を
例
に
し
て
﹂
小
松
和
彦
編
﹃
妖
怪
文
化
の
伝
統
と
創
造
﹄

せ
り
か
書
房
︑
二
〇
一
〇
な
ど
を
参
照
の
こ
と
︒
ま
た
︑
手
を
切
ら
れ
る
河
童
は
︑
佐

藤
成
裕
﹃
中
陵
漫
録
﹄
に
記
さ
れ
た
日
向
国
の
河
伯
の
事
例
（﹃
日
本
随
筆
大
成
（
第

三
期
）﹄
三
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
六
︑ 

二
九
六
・
七
頁
）
な
ど
︑
膏こ

う

薬や
く

と
の
関
連

も
含
め
て
民
間
伝
承
で
よ
く
語
ら
れ
て
い
る
（
飯
倉
義
之
﹁
河
童
死
し
て
手
を
残
す

︱
︱
河
童
遺
物
伝
承
の
整
理
﹂
常
光
徹
ほ
か
編
﹃
河
童
と
は
な
に
か
﹄
岩
田
書
院
︑

二
〇
一
四
を
参
照
の
こ
と
）︒

（
21
）  

福
岡
市
博
物
館
編
﹃
幽
霊
・
妖
怪
画
大
全
集
﹄
幽
霊
・
妖
怪
画
大
全
集
実
行
委
員
会
︑

二
〇
一
二
︑ 

一
一
一
頁
︒

（
22
）  

湯
本
豪
一
編
﹃
妖
怪
百
物
語
絵
巻
﹄
国
書
刊
行
会
︑
二
〇
〇
三
を
元
に
翻
刻
を
行
っ

た
︒

（
23
）  

姫
路
城
天
守
に
は
刑
部
姫
（
長
壁
な
ど
と
も
）
と
い
う
化
物
が
い
る
と
さ
れ
て
い
る
︒

姫
路
城
天
守
の
怪
異
譚
は
﹃
諸
国
百
物
語
﹄（
一
六
七
七
刊
）
巻
五
﹁
播
州
ひ
め
ぢ
の

城
ば
け
物
の
事
﹂
を
皮
切
り
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
（
鳥
山
石
燕
﹃
今
昔
画
図
続
百

鬼
﹄
一
七
七
九
刊
︑﹁
長
壁
﹂
な
ど
）︒
一
方
︑
そ
の
化
物
の
正
体
を
狐
と
す
る
見
方

が
あ
る
︑
井
原
西
鶴
は
︑﹃
西
鶴
諸
国
ば
な
し
﹄（
一
六
八
五
刊
）
巻
一
﹁
狐
四
天
王
﹂

で
﹁
於
佐
賀
部
殿
﹂
の
眷
属
と
し
て
四
天
王
の
狐
を
登
場
さ
せ
︑
同
﹃
好
色
五
人
女
﹄

（
一
六
八
六
刊
）
巻
一
﹁
太
鼓
に
よ
る
獅
子
舞
﹂
で
は
﹁
と
か
く
女
は
化
物
︑
姫
路
の

於
佐
賀
部
狐
も
か
へ
つ
て
眉
毛
よ
ま
る
べ
し
﹂
と
記
し
て
い
る
（﹃
西
鶴
諸
国
ば
な
し
﹄

は
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
六
十
七
　
井
原
西
鶴
集
二
﹄
小
学
館
︑
一
九
九
六
︑ 

四
五
・
四
六
頁
︑﹃
好
色
五
人
女
﹄
は
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
六
六
　
井
原
西
鶴

集
一
﹄
小
学
館
︑
一
九
九
六
︑ 

二
六
六
頁
に
よ
る
）︒
埴
岡
真
弓
は
﹁
十
八
世
紀
後
半

に
は
︑
刑
部
姫
を
霊
狐
と
す
る
見
方
が
全
国
的
に
広
ま
っ
て
い
た
﹂
と
し
て
い
る
（﹁
姫

路
城
刑
部
姫
伝
説
の
成
立
と
展
開
﹂﹃
播
磨
学
紀
要
﹄
五
︑ 

一
九
九
九
︑ 

九
頁
）︒

（
24
）  

化
物
が
増
補
さ
れ
て
い
る
狩
野
派
系
統
本
と
し
て
︑
天
保
三
年(

一
八
三
二)

に
尾

田
淑
（
郷
澄
）
が
描
い
た
﹃
百
鬼
夜
行
絵
巻
﹄（
松
井
文
庫
所
蔵
）
や
作
者
不
明
﹃
化

物
尽
絵
﹄（
江
戸
後
期
︑
ブ
リ
ガ
ム
ヤ
ン
グ
大
学
所
蔵
）︑
北
斎
季
親
﹃
化
物
尽
絵
巻
﹄

（
江
戸
後
期
︑
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
）
な
ど
が
あ
る
︒
な
お
︑
い
ず
れ

に
も
日
文
研
本
や
國
松
本
特
有
の
化
物
は
描
か
れ
て
い
な
い
︒

（
25
）  

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
︒

（
26
）  
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
︒
片
仮
名
を
適
宜
平
仮
名
に
改
め
た
︒

（
27
）  
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
︒

（
28
）  

早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
︒

（
29
）  

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
︒

（
30
）  

早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
︒
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（
31
）  

貝
原
益
軒
編
﹃
筑
前
国
続
風
土
記
﹄（
一
七
〇
九
完
成
）
巻
之
五
（
那
珂
郡
下
）
に
は
︑

﹁
潮
煮
塚
﹂
と
い
う
項
目
が
あ
る
︒

塩
原
の
境
内
に
し
て
三
宅
村
の
北
に
有
り
︑
古
へ
ハ
此
辺
迄
潮
来
︑
塩
を
焼
し

所
成
故
︑
潮
煮
塚
と
名
付
︑
塩
原
と
云
も
是
に
よ
り
て
の
名
成
と
云
︑
又
此
辺

に
も
暗
夜
に
ハ
折
々
飛
火
有
り
︑
遠
く
見
れ
ハ
其
大
サ
続
松
程
あ
り
︑
近
付
ハ

少
く
色
青
く
な
り
て
飛
事
︑
高
サ
弐
三
間
計
︑
時
に
寄
遅
速
あ
り
︑
早
き
時
ハ

矢
の
如
し
︑
蓑
嶋
・
塩
原
・
住
吉
・
比
恵
・
高
宮
・
野
間
此
数
邑
の
間
を
飛
廻
り
︑

人
近
付
ハ
た
ち
ま
ち
消
て
又
遠
く
見
ゆ
︑
或
二
三
に
分
て
飛
事
あ
り
（
国
立
公

文
書
館
所
蔵
本
﹇
農
商
務
省
旧
蔵
本
﹈）

 
 

日
文
研
本
⑩
は
︑
こ
の
潮
煮
塚
の
怪
火
を
元
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
東
ア
ジ

ア
恠
異
学
会
で
の
情
報
提
供
に
よ
る
）︒

（
32
）  

﹃
宿
直
草
﹄（
一
六
七
七
刊
）
巻
五
﹁
仁
光
坊
と
い
ふ
火
の
事
﹂
や
山
岡
元
隣
・
元

恕
﹃
古
今
百
物
語
評
判
﹄（
一
六
八
六
刊
）
巻
四
﹁
舟
幽
霊
附
丹
波
の
姥
が
火
︑
津
国

仁
光
坊
事
﹂︑
菊
岡
沾
凉
﹃
諸
国
里
人
談
﹄（
一
七
四
三
刊
）﹁
二
恨
坊
火
﹂
な
ど
︒

（
33
）  

西
村
市
郎
右
衛
門
﹃
新
御
伽
婢
子
﹄（
一
六
八
三
刊
）
巻
三
﹁
野
叢
火
﹂
や
鳥
山
石

燕
﹃
画
図
百
鬼
夜
行
﹄﹁
叢
原
火
﹂
な
ど
︒

（
34
）  

蝙
蝠
は
︑
年
を
経
る
と
ノ
ブ
ス
マ
（
野
衾
）
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒﹃
狂
歌

百
物
語
﹄（
一
八
五
三
刊
）
の
﹁
飛
倉
﹂
で
は
︑﹁
か
は
ほ
り
（
蝙
蝠
）
の
化
し
た
飛

倉
は
︑
臆
病
風
も
お
こ
さ
せ
に
け
り
﹂（
梅
屋
）︑﹁
か
は
ほ
り
の
老
て
い
く
世
を
ふ
る

社
住
か
と
な
し
て
よ
は
ひ
の
ふ
す
ま
﹂（
花
の
門
）
な
ど
の
狂
歌
（
多
田
克
己
編
﹃
妖

怪
画
本
　
狂
歌
百
物
語
﹄
国
書
刊
行
会
︑
二
〇
〇
八
︑ 

九
八
・
九
九
頁
）
が
読
ま
れ
︑

桃
山
人
﹃
絵
本
百
物
語
﹄﹁
山
地
乳
﹂
で
は
﹁
蝙
蝠
の
功
を
へ
て
野
衾
と
な
り
﹂︑﹁
野

鉄
砲
﹂
で
は
﹁
あ
る
説
に
ハ
︑
こ
う
も
り
の
︑
年
へ
て
野
ぶ
す
ま
と
云
も
の
に
な
り

た
る
﹂
と
あ
る
（
吉
田
幸
一
編
﹃
怪
異
百
物
語
﹄
古
典
文
庫
︑
一
九
九
九
︑ 

二
六
八
・

 

三
〇
四
頁
）︒
ち
な
み
に
ノ
ブ
ス
マ
は
︑
ム
サ
サ
ビ
の
別
名
で
あ
り
︑
怪
異
の
名
で
も

あ
っ
た
（
注
（
18
）
参
照
）︒

謝
辞
：
資
料
の
閲
覧
︑
調
査
お
よ
び
図
版
掲
載
を
ご
許
可
い
た
だ
い
た
︑
国
際
日
本
文

化
研
究
セ
ン
タ
ー
︑
福
岡
県
立
美
術
館
︑
國
松
良
康
氏
に
︑
末
尾
な
が
ら
深
く
お

礼
を
申
し
上
げ
ま
す
︒
ま
た
︑
二
〇
二
〇
年
一
月
二
六
日
に
催
さ
れ
た
︑
東
ア
ジ

ア
恠
異
学
会
第
一
二
六
回
定
例
研
究
会
（
於
大
東
文
化
会
館
）
で
︑
本
論
文
を
元

に
し
た
﹁
日
文
研
新
所
蔵
妖
怪
絵
巻
を
め
ぐ
っ
て
﹂
と
い
う
報
告
を
行
っ
た
と
こ
ろ
︑

本
論
の
趣
旨
を
補
足
す
る
貴
重
な
情
報
を
ご
提
供
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
こ
れ
に
つ

い
て
も
深
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
︒
ご
提
供
い
た
だ
い
た
情
報
は
︑
注
の
か
た

ち
で
補
足
し
て
い
ま
す
︒

︻
翻
刻
1
︼﹃
諸
国
妖
怪
図
巻
﹄（
名
称
に
は
傍
線
を
引
い
た
︒
以
下
︑
翻
刻
に
際

し
て
︑
虫
損
な
ど
欠
損
に
よ
り
判
読
不
能
の
文
字
に
つ
い
て
は
︑
一
文
字
は
■
︑
複

数
の
文
字
に
つ
い
て
は
﹇
　
﹈
で
表
す
︒
異
体
字
は
原
則
常
用
漢
字
に
改
め
た
︒
送

り
仮
名
は
原
文
マ
マ
で
あ
る
）

①
（
前
欠
）
付
面
迷
て
い
き
て
﹇
　
﹈
血
を
吸
ふ
先
若
御
狩
の
時
狩
﹇
　
﹈

出
御
小
人
両
人
を
こ
ろ
す
︑
太
サ
中
猫
両
羽
延
て
四
尺
に
及
へ
り
︑
脊
通
り

て
わ
た
持
少
し
有
︑
骨
無
き
か
如
し
︑
う
す
く
ひ
た
〳
〵
し
た
る
も
の
也

②
一
越
後
国
の
な
ま
す
か
渕
に
て
在
家
の
子
供
多
く
失
た
り
︑
或
時
鵜
飼

﹇
　
﹈
鵜
を
求
る
︑
此
渕
を
通
り
け
る
に
﹇⎝
如
此
カ
⎠﹈
成
僧
出
て
鵜
を
求
給
ハ
ヽ
必

す
片
﹇
　
﹈
鵜
を
求
給
ふ
へ
か
ら
す
と
色
々
心
入
る
﹇
　
﹈
と
い
ふ
故
忝
し

と
言
捨
て
別
れ
ぬ
︑
扨
■
⎝
鵜
⎠
を
求
る
と
て
段
々
詮
儀
仕
た
れ
は
片
め
の
鵜
勝
て
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宜
故
調
て
（
後
欠
）

③
一
山
お
し
是
也
︑
足
長
猿
共
い
ふ
︑
さ
け
ふ
声
天
地
を
か
へ
す
か
如
し
︑

人
を
見
て
恐
る
︑
焚
（
火
脱
カ
）
を
好
め
り
︑
あ
た
わ　
⎝
は
カ
⎠な
さ
す
︑
こ
ゝ
ろ
に

思
ふ
事
を
さ
と
り
い
ふ

④
一
筑
前
上
座
郡
赤
谷
村
山
奥
に
谷
有
︑
薪
取
に
行
た
る
久
六
と
云
し
者
達

者
も
の
如
此
成
者
に
出
逢
て
無
二
無
三
に
久
六
に
組
付
︑
此
も
の
大
力
に
て

取
て
投
け
れ
は
︑
又
飛
お
と
り
取
付
し
を
幾
度
と
投
付
た
る
に
や
う
〳
〵
逃

失
た
り
︑
久
六
宿
に
帰
り
て
た
お
れ
け
る
故
人
々
集
り
薬
水
を
あ
た
へ
漸
見

（
後
欠
）

⑤
一
筑
前
上
座
郡
庄
屋
源
蔵
と
い
ふ
も
の
︑
此
女
房
子
を
産
て
死
す
る
︑
七

日
を
へ
て
毎
夜
如
此
く
の
姿
に
て
右
源
蔵
か
門
に
立
︑
泣
声
頻
り
な
り
︑
う

ら
め
し
き
事
い
ふ
計
成

⑥
一
薩
摩
の
国
浜
の
田
よ
り
出
た
る
も
の
如
斯
︑
毛
坊
と
い
ふ
︑
四
五
歳
の

童
子
程
在
り
︑
惣
身
赤
し
︑
毛
茂
り
た
り
︑
蝦
螯
蟹
抔
の
年
を
へ
た
る
も
の

也
︑
物
ハ
言
わ
す
︑
小
魚
を
喰
ふ
︑
人
を
見
て
笑
ふ

⑦
一
信
濃
国
お
し
山
よ
り
出
た
る
毛
長
猿
是
也
︑
是
を
狨
と
い
ふ
成
へ
し
︑

か
し
こ
き
事
人
の
如
し
︑
木
の
実
を
食
す
︑
又
豆
を
喰
ふ
︑
大
丈
の
立
た
る

か
程
あ
り

⑧
一
尾
州
ノ
山
よ
り
出
た
る
︑
古
へ
大
和
の
国
ゟ
出
た
る
な
り
︑
形
大
か
い
︑

カ
コ
セ
イ
と
云
し
者
成
へ
し
︑
瓜
茄
子
を
食
す
︑
又
ハ
蜻
蛉
蛙
を
喰
ふ
︑
人

間
へ
似
た
る
も
の
也
︑
し
か
し
犬
を
き
ら
ふ

⑨
一
加
賀
の
国
よ
り
出
た
る
一
寸
坊
と
い
ふ
︑
ま
た
は
大
頭
共
云
︑
古
よ
り

自
然
に
有
り
︑
平
生
人
の
如
し
︑
食
す
る
事
人
に
お
な
し
︑
長
サ
弐
尺
に
足

ら
す
一
借
⎝
尺
⎠

に
越
た
り

⑩
一
筑
前
の
国
潮
煎
塚
に
出
た
る
火
︑
初
め
細
く
後
に
は
太
し
︑
も
へ
あ
か

り
一
明
と
飛
廻
り
ぬ
︑
火
の
内
に
山
ふ
し
の
面
あ
り
︑
至
而
あ
さ
や
か
な
り
︑

二
つ
に
別
れ
る
時
も
有
︑
人
に
あ
た
わ　
⎝
は
カ
⎠な
さ
す

⑪
一
大
和
の
国
三
笠
山
に
て
杣
人
六
七
人
是
を
見
る
︑
五
人
は
急
に
死
す
︑

壱
弐
人
ハ
走
り
下
る
︑
一
明
の
も
の
に
委
し
く
語
り
︑
三
か
後
病
を
得
て
死

す
︑
其
後
十
丈
程
ニ
見
ゆ
る
面
の
美
し
き
い
ふ
は
か
り
な
り

⑫
（
無
名
）
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⑬
ス
イ
と
云
も
の
之
人
の
言
事
を
悟
り
し
る
と
云
︑
戸
田
清
現
と
云
兵
法
者

或
時
於
山
中
て
術
を
争
ひ
し
ニ
遂
ニ
此
も
の
に
勝
す
と
言

⑭
出
雲
国
の
海
辺
よ
り
出
ル
︑
飛
鬼
と
云
者
也
︑
又
髪
切
と
も
言

⑮
筑
前
国
上
座
郡
よ
り
赤
口
と
言
者
︑
舌
之
長
サ
壱
丈
六
尺
余
赤
き
事
朱
の

如
し
︑
其
声
甚
や
さ
し

⑯
播
磨
国
姫
路
の
城
下
ニ
出
ル
も
の
︑
名
未
分
明
︑
或
時
ハ
女
ニ
な
り
或
時

ハ
男
ニ
な
り
︑
又
ハ
鬼
ニ
も
化
也
︑
是
を
ヲ
サ
カ
ベ
ノ
一
族
呼

⑰
肥
前
国
よ
り
出
ル
猫
ま
た
︑
凡
古
猫
は
八
年
を
越
れ
は
化
ル
も
の
な
り

⑱
山
姥

⑲
尾
州
山
よ
り
出
ル
か
も
せ
い
と
い
う
も
の
也

⑳
薩
州
浦
よ
り
出
ル
か
こ
か
さ
み

㉑
信
濃
国
山
中
に
出
ルヱ

ビ
ス

な
る
へ
し

㉒
信
州
木
曽
の
山
中
よ
り
出
ル
此
者
し
い
︑
牛
馬
に
害
を
な
す
物
也
︑
故
馬

屋
ニ
猿
を
つ
な
く
も
此
害
を
除
為
也

㉓
鞍
馬
の
山
中
ニ
多
く
居
ル
︑
其
他
深
山
中
ニ
多
︑
夜
行
之
者
あ
れ
ハ
飛
付

人
の
耳
目
を
塞サ
イ

き
息
を
止
メ
其
後
人
の
血
を
吸
う
と
言

そ
ば
お
し
き

長
岡
多
門
之
書

︻
翻
刻
2
︼﹃
化
物
尽
く
し
絵
巻
﹄（
名
称
に
は
傍
線
を
引
い
た
︒
異
体
字
は
原
則

常
用
漢
字
に
改
め
た
︒
送
り
仮
名
は
原
文
マ
マ
で
あ
る
）

①
奥
州
よ
り
出
る
飯
を
食
す
堅
き
物
ハ
食
せ
す
︑
走
る
事
犬
の
子
の
如
く
無

毛
な
り
︑
へ
ら
ほ
う
と
云
も
の
い
に
し
へ
あ
り
︑
其
類
な
ら
ん
︑
百
姓
の
家

に
生
す
る
よ
し
︑
も
し
く
ハ
人
犬
と
い
ふ
物
な
ら
ん

②
加
賀
国
よ
り
出
る
一
寸
坊
共
号
す
︑
又
大
あ
た
ま
と
も
い
ふ
︑
古
よ
り
自

然
に
あ
り
︑
平
生
ハ
人
の
如
し
︑
食
す
る
事
も
同
し

③
肥
後
国
よ
り
出
る
︑
商
買
⎝
マ
マ
⎠人
の
宿
を
し
け
る
に
三
味
線
の
音
の
聞
ゆ
る
を

不
審
に
思
ひ
卒
度
起
て
見
る
に
ね
こ
ま
た
と
い
ふ
な
ら
ん
︑
宿
の
娘
の
小
袖
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を
着
て
か
く
の
如
く
化
た
り

④
出
雲
国
の
海
浜
よ
り
出
る
鳶
鬼
と
号
す
︑
小
き
魚
又
ハ
鳥
の
肉
を
食
す
︑

鼠
を
も
食
す
︑
し
は
ら
く
し
て
死
す
る
と
い
ふ
な
り

⑤
尾
州
の
山
よ
り
出
る
︑
い
に
し
へ
大
和
国
よ
り
出
し
よ
し
︑
形
大
概
こ
れ

に
似
た
り
︑
か
も
せ
ひ
と
云
も
の
な
る
へ
し
︑
瓜
茄
子
を
食
す
︑
又
ハ
と
ん

ほ
ふ
・
蛙
を
食
す
︑
大
さ
人
間
に
似
た
り
︑
犬
を
嫌
ふ

⑥
大
和
国
三
笠
山
に
て
杣
人
六
七
人
是
を
見
る
︑
杣
人
五
人
ハ
忽
に
死
す
︑

内
壱
人
走
り
下
て
し
る
人
に
是
を
か
た
る
︑
三
日
以
後
病
を
得
て
食
す
る
事

あ
た
わ
す
し
て
死
す
︑
長
さ
十
丈
程
に
見
ゆ
る
︑
面
の
美
ハ
し
き
こ
と
い
ふ

に
不
及

⑦
越
後
国
よ
り
出
る
狒
々
と
云
も
の
な
ら
ん
︑
惣
し
て
此
類
色
々
あ
る
物
と

云
︑
和
国
に
ハ
ま
れ
な
る
も
の
也
︑
人
間
ハ
い
ふ
に
及
ハ
す
牛
馬
鹿
猪
を
食

す
︑
大
さ
具
サ
に
記
す
に
い
と
ま
あ
ら
す
︑
重
サ
三
拾
八
貫
目
あ
り

⑧
筑
前
国
宗
像
郡
よ
り
出
る
中
首
の
事
也
︑
宗
像
御
前
の
怨
霊
人
に
仇
を
な

す
と
て
飛
行
し
給
ひ
け
る
其
姿
な
り
︑
正
し
く
見
る
者
多
し
︑
お
そ
ろ
し
き

事
い
ふ
に
及
ハ
す
︑
ひ
て
り
鬼
と
い
ふ
す
か
た
な
る
へ
し

⑨
南
都
東
大
寺
の
行
者
吉
野
に
て
道
に
ふ
ミ
ま
よ
ひ
て
一
の
庵
に
至
る
亭
坊

の
形
か
く
の
如
し
︑
眼
の
輝
く
こ
と
闇
夜
も
晴
て
日
中
の
こ
と
し
︑
窓
塀
の

透
間
よ
り
光
明
あ
り
︑
自
ら
名
乗
を
異
眼
入
道
と
云
︑
そ
の
声
四
五
町
を

ひ
ゝ
か
す
︑
長
さ
弐
丈
計
︑
外
の
形
図
の
如
し
︑
猪
鹿
山
犬
の
類
を
積
置
︑

是
を
喰
事
常
の
人
の
焼
鳥
な
と
か
む
か
如
し
︑
さ
れ
共
出
家
な
れ
ハ
人
に
災

ハ
な
さ
す

⑩
肥
後
国
熊
本
と
い
ふ
所
に
弥
作
と
云
者
の
母
︑
朝
目
覚
し
て
不
図
思
ひ
付

孫
の
三
歳
に
な
り
し
を
引
さ
き
喰
け
る
︑
家
内
驚
き
あ
わ
て
け
る
内
に
は
た

か
に
成
て
か
け
出
し
︑
近
所
の
子
共
二
三
人
つ
か
み
な
か
ら
山
中
に
至
り
隠

る
ゝ
︑
其
後
七
年
過
て
薪
伐
に
出
る
農
人
に
出
合
︑
弥
作
か
事
を
尋
し
形
見

た
る
を
絵
に
写

⑪
山
城
国
あ
た
り
山
の
辺
血
洗
か
池
よ
り
出
る
︑
長
さ
九
尺
人
を
数
多
食
ふ
︑

牛
か
わ
す
と
い
ふ
も
の
と
老
人
の
か
た
り
し

⑫
讃
州
志
度
浦
の
人
釣
に
出
け
る
に
此
形
の
も
の
来
て
釣
た
る
魚
を
喰
ひ
し

ゆ
へ
︑
竿
に
て
打
け
れ
ハ
ひ
し
と
し
か
み
付
︑
舌
を
出
し
て
ね
ふ
り
︑
或
ハ

爪
に
て
か
き
骨
計
に
な
し
︑
釣
人
の
肉
を
喰
ひ
血
を
吸
け
る
を
︑
数
多
た
く

ミ
て
︑
後
に
飼
付
て
打
殺
し
け
る
︑
海
坊
主
是
な
り
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⑬
嵯
峨
よ
り
京
へ
通
る
早
飛
脚
夜
道
に
仁
和
寺
の
前
を
通
る
女
の
首
計
木
の

枝
に
か
ゝ
り
て
に
こ
〳
〵
と
笑
ひ
け
る
︑
飛
脚
の
者
刀
を
抜
追
払
ひ
け
れ
は

失
て
見
え
す
︑
其
方
角
の
小
家
に
火
の
見
え
け
れ
ハ
そ
れ
を
し
る
へ
に
尋
行

水
を
乞
け
る
︑
主
の
女
房
横
手
を
打
只
今
ま
と
ろ
ミ
候
内
の
夢
に
仁
和
寺
の

前
に
出
け
る
を
刀
を
抜
て
人
の
追
付
と
見
申
候
︑
其
追
た
る
人
の
顔
付
其
許

に
少
共
違
ハ
す
と
い
ふ
を
見
れ
ハ
最
前
の
首
に
少
も
違
ハ
す
︑
不
思
議
に
お

も
ひ
其
夜
ハ
そ
こ
に
宿
し
け
る
︑
然
と
も
飛
脚
の
者
ハ
少
も
ま
と
ろ
ま
す
あ

り
け
る
に
︑
女
房
す
こ
し
ね
入
る
よ
と
お
も
へ
ハ
︑
糸
の
こ
と
き
筋
を
引
て

首
抜
出
あ
た
り
を
廻
る
︑
い
わ
ゆ
る
ろ
く
ろ
首
是
也
︑
常
の
女
に
も
咽
に
輪

の
如
き
ひ
た
あ
る
人
ハ
き
わ
め
て
夜
ハ
抜
出
る
も
の
也

⑭
豊
前
国
奈
良
林
と
云
一
村
の
百
姓
共
牛
馬
を
失
ひ
け
る
事
其
辺
お
し
な
め

て
一
疋
も
残
ら
す
︑
藤
助
と
云
者
一
人
夜
毎
に
厩
に
番
し
け
る
に
失
ハ
す
︑

或
夜
頻
に
な
ま
く
さ
き
匂
ひ
の
し
け
る
か
︑
此
形
の
も
の
入
来
り
牛
を
一
呑

に
喰
け
る
︑
藤
助
驚
き
逃
出
て
庄
屋
に
語
り
け
れ
は
︑
其
近
辺
深
山
を
狩
り

け
る
に
岩
穴
の
内
な
ま
く
さ
き
匂
ひ
し
け
る
を
し
る
へ
に
岩
を
お
こ
し
見
れ

ハ
此
形
也
︑
竹
鑓
に
て
突
留
け
る
︑
高
サ
六
尺
︑
八
畳
敷
程
口
の
広
サ
壱
丈

壱
尺
︑
し
ゝ
こ
り
と
い
ふ
物
と
老
人
の
か
た
る

⑮
播は
り
ま
の
く
に

磨
国
姫ひ
め

路じ

の
城
ち
よ
ふ

下か

に
住す
ミ

け
る
町
ち
よ
ふ

人に
ん

の
子こ

共と
も

七な
ゝ

ツ
八や

ツ
に
成な
り

り
け
る
か
行ゆ
き

方が
た

し
ら
す
失う
せ

け
り
︑
隣
と
な
り

に
住す
む

け
る
者も
の

の
見ミ

た
る
咄
は
な
し

を
聞き
け

は
︑
友と
も

達だ
ち

の
や
う
な

る
見み

馴な
れ

ぬ
者も
の

来き

て
裏う
ら

に
竹た
け

垣が
き

の
有あ
り

け
る
辺へ
ん

に
て
招ま
ね

き
よ
せ
て
敷し
き

革か
わ

の
様よ
ふ

な
る

物も
の

を
す
そ
よ
り
ひ
ろ
け
︑
其そ
の

上う
へ

に
子こ

共と
も

を
の
せ
て
愛あ
い

し
け
る
か
︑
無ほ
と

レ

程な
く

引ひ
き

包つ
ゝ
ミて

腹ハ
ら

を
た
ゝ
き
て
帰か
へ

り
し
と
云い
ふ

︑
其そ
の

あ
り
さ
ま
見み

堂た

流る

こ
と
く
に
写

⑯
筑ち
く

前
ぜ
ん
の

国く
に

上
じ
よ
ふ

座ざ

郡く
ん

林
は
や
し

田だ

と
云い
ふ

所と
こ
ろの

猟
り
よ
ふ

師し

雉き

子じ

塒と
や

に
入い
り

夜よ

待ま
ち

し
け
る
に
︑

夜よ
ふ
か
く深

く
し
て
と
ろ
〳
〵
と
ま
と
ろ
ミ
け
る
内う
ち

に
物も
の

に
包
つ
ゝ
ミ

て
上う
へ

に
引ひ
き

上あ
け

る
や
う

に
覚お
ぼ

え
け
る
か
︑
目め

覚さ
ま

ま
し
猟
り
よ
ふ

脇わ
き

指さ
し

を
抜ぬ
き

切き
り

払は
ら

ひ
け
れ
は
舌し
た

の
先さ
き

と
覚お
ぼ

え
て

毛も
ふ

氈せ
ん

の
様よ
ふ

な
る
物も
の

切き
り

落お
と

し
血ち

顔か
を

に
か
ゝ
り
け
る
を
押お
し

拭ぬ
ぐ

ひ
空そ
ら

に
わ
め
き
て
声こ
へ

の
聞き
こ

ゆ
る
方か
た

を
見ミ

れ
ハ
︑
如

か
く
の
ご
と
き此

形か
た
ちの

も
の
雲く
も

を
起お
こ

し
深し
ん

山ざ
ん

に
入い
り

け
れ
ハ
︑
其そ
の

儘ま
ゝ

帰か
へ

り
て
村そ
ん

中ち
う

の
若わ
か

者も
の

を
集
あ
つ
め
め
血ち

の
流
な
か
れ
の
し
る
し
を
尋
た
づ
ね
け
れ
と
も
見ミ

え
す
︑

夜や
ち
う中
に
見ミ

た
る
形
か
た
ち
な
れ
ハ
相そ
ふ
い違
も
あ
る
へ
け
れ
と
大お
ふ

形か
た

絵え

に
写
う
つ
す

⑰
信し
ん

州し
う

木き

曽そ

の
奥お
く

に
馬う
ま

の
煩
わ
づ
ら
ふ
事こ
と

民み
ん

家か

一い
つ

軒け
ん

も
の
こ
ら
す
流り
う

行こ
ふ

し
て
無ほ
ど
な
く程
死し
ゝ

け
れ
ハ
所と
こ

の
者も
の

村む
ら

廻ま
わ

り
し
て
け
る
に
︑
童ど
ふ

子じ

の
こ
と
き
も
の
草く
さ

の
葉は

を
持も
ち

厩
く
り
や

の
口く
ち

に
て
躍
お
ど
り
け
る
を
と
ら
ゑ
ん
と
し
け
れ
は
︑
早
ハ
や
き
き
事こ
と

電ら
い

光こ
ふ

の
如ご
と

く
︑
空く
う

中ち
う

を
か
け
つ
て
逃に
げ

失う
せ

け
り
︑
其そ
の

後の
ち

老ろ
ふ

人じ
ん

の
言い
ふ

に
従
し
た
か
ひ
猿さ
る

を
あ
ま
た
か
ひ
け
れ
ハ

ふ
た
ゝ
ひ
不い
で
す出
︑
し
い
と
云
も
の
な
ら
ん
︑
見ミ

し
形
か
た
ち
か
く
の
如こ
と

し

⑱
陸む
つ
の
く
に

奥
国
よ
り
当と
ふ

夏な
つ

を
望の
ぞ

む
僧そ
ふ

一い
ち

人に
ん

夜よ

道ミ
ち

に
下し
も

野
づ
け
の

国く
に

那な

須す

野の
ゝ

辺へ
ん

に
草そ
ふ

庵あ
ん

の
あ

り
し
に
立た
ち

寄よ
り

︑
湯ゆ

を
乞こ
ひ

け
れ
ハ
亭て
い

坊は
ふ

も
な
し
︑
人ひ
と

の
死し

骸か
い

山や
ま

の
如こ
と

く
積つ
ミ

ミ
置お
き

た
る
計
バ
か
り

也な
り

︑
お
そ
ろ
し
く
逃
に
げ
ん

ん
と
す
る
時と
き

後う
し
ろの

侍じ

（
持
カ
）
仏ぶ
つ

堂と
ふ

の
様よ
ふ

な
る

レ

レ
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一ひ
と

間ま

の
障
し
よ
ふ

子じ

を
開ひ
ら

具く

す
〳
〵
と
鼻ハ
な

ひ
き
け
る
︑
形
か
た
ち

如か

く此
︑
後の
ち

に
お
も
ひ
合あ
わ

す

れ
ハ
猫ね

こ

股ま
た

と
い
ふ
も
の
な
ら
ん

⑲
奥お
ふ

州し
う

仙せ
ん

台だ
い

よ
り
武ぶ
し
う州
江へ

戸ど

に
趣
お
も
む
き
け
る
者も
の

︑
冬ふ
ゆ

の
旅た
び

寒か
ん

気き

に
う
た
れ
身み

労
つ
か
れ

れ
雪ゆ
き

深ぶ
か
くし
て
前ぜ
ん
ご後
を
不す
レ

弁
わ
き
ま
へ

折お
り

節ふ
し

︑
年と
し
わ
か
ふ若
し
て
白し
ら

髪が

の
女
お
ん
な

衣い

服ふ
く

顔か
を

色い
ろ

す
へ
て

白し
ろ

く
覚
お
ぼ
へ
え
し
か
来き
て

て
道ミ
ち

を
し
へ
雪ゆ
き

は
ら
ひ
な
と
し
介か
ひ

保ほ
ふ

し
通
と
ふ
し
し
け
る
︑
形け
い

勢せ
い

見ミ
へ

し
如こ
と

く
絵え

に
写う
つ

す
︑
人
に
あ
た
ハ
な
さ
す
︑
雪

ゆ
き
お
ん
な女

是こ
れ

な
ら
ん

⑳
筑ち
く
ご
の
く
に

後
国
松ま
つ

崎さ
き

山や
ま

の
内う
ち

︑
地ぢ

の
底そ
こ

に
物も
の

の
う
め
き
し
声こ
へ

聞き
こ

へ
︑
地ぢ

ひ
ゝ
き
し

け
る
を
所
と
こ
ろ

の
者も
の

堀ほ
り

（
掘
カ
）
か
へ
し
て
見み

け
れ
ハ
か
く
の
如こ
と

き
形
か
た
ち

の
も
の
あ

り
け
り
︑
鬼

お
に
つ
ち
ね
づ
ミ

土
鼠
と
い
ふ
も
の
と
老ろ
ふ

人じ
ん

の
申
ま
ふ
し

き

㉑
栂う
め
の
を尾

（
マ
マ
）
の
山さ
ん

中ち
う

を
常つ
ね

に
く
る
し
き
声こ
へ

し
て
啼な
き

通と
ふ

り
け
る
︑
腰こ
し

よ
り

上う
へ

は
か
り
に
て
空く
う

中ち
う

を
歩
あ
ゆ
ミ

ミ
行ゆ
く

︑
名な

し
れ
す
︑
山
海
経
等
に
も
見
え
す

㉒
戸と

田た

清せ
い

現げ
ん

と
云い
ふ

兵へ
い

法ほ
ふ

者じ
や

山さ
ん

中ち
う

に
て
術じ
つ

を
争
あ
ら
そひ

勝し
よ
う
ぶ負

を
す
る
︑ス

イ

と
云
け
た
も

の
な
り
︑
人ひ
と

の
思
お
も
う

ふ
事こ
と

を
知
る
と
い
ふ

㉓
人ひ
と

の
顔か
を

に
飛と
び

付つ
き

︑
羽ハ
ね

に
て
息い
き

を
と
め
筋す
じ

に
て
首く
び

を
し
む
る
︑
俗そ
く

に
い
ふ
そ

は
お
し
き
と
い
ふ
も
の
な
ら
ん
︑
鞍く
ら

馬ま

の
山さ
ん

中ち
う

に
て
願が
ん

行
き
よ
う

院い
ん

と
云い
ふ

山や
ま

伏ぶ
し

を
し

め
こ
ろ
し
血ち

を
吸す
ゐ

け
る
を
同と
ふ

所し
よ
ふの
者も
の

見み

た
る
様よ
ふ

を
記き

す

㉔
筑ち
く

前せ
ん

の
医い

家か

に
災
わ
ざ
わ
いを
な
さ
ん
と
し
て
手て

を
切き

ら
れ
其そ
の

手て

を
所
し
よ
ふ

望も
ふ

に
来き
た

り
候
︑

か
た
ち
か
く
の
こ
と
し
︑
川か

わ

太た

郎ろ
ふ

と
俗そ
く

に
云い
ふ

︑
力
り
き
り
よ
ふ量
人ひ
と

に
越こ
へ

た
り
︑
常つ
ね

に

角す
ま
ふ力
を
こ
の
む
と
い
ふ

㉕
大や
ま
と
の
く
に

和
国
石い
し

塚つ
か

の
内う
ち

よ
り
出い
で

る
所し
よ
〳
〵々

に
も
深ミ

山や
ま

の
塚つ
か

の
内う
ち

に
あ
る
も
の
な
り

と
老ろ
ふ

人し
ん

申
き
︑
俗ぞ
く

に
い
ふ
野の

も
り
の
お
に

守
鬼
と
い
ふ
も
の
な
ら
ん

㉖
㉗
肥ひ

前
ぜ
ん
の

国く
に

嶋し
ま

原バ
ら

の
城し
よ
ふ
か下

に
住す
む

町ち
よ

人に
ん

の
妻つ
ま

産さ
ん

前ぜ
ん

臨り
ん

月け
つ

に
至い
た

り
︑
い
さ
ゝ
か
の

事こ
と

有あ
り

て
離り

別べ
つ

し
外ほ
か

に
妻つ
ま

を
求も
と

む
︑
先
せ
ん
の
つ
ま妻

此こ
の

事こ
と

を
思お
も

ひ
死し

に
し⎝
マ
マ
⎠に

け
り
︑
既す
て

に

一い
ち

七ひ
ち

日に
ち

に
当あ
た

り
け
る
夜よ
る

彼か
の
ち
よ
ふ
に
ん

町
人
の
庭ニ
ハ

に
雨う
ら
ん嵐

風か
ぜ

は
け
し
く
吹ふ
き

︑
電ら
ひ

光こ
ふ

昼ひ
る

の
如こ
と

く
也な
り

︑
恐
お
そ
ろ

し
く
思お
も

ひ
見み
る

る
所
と
こ
ろ

に
死し
ゝ

た
る
女
お
ん
な

赤あ
か

子ご

を
い
た
き
走は
し

り
来き
た

り
ぬ
れ
ハ
︑

牛き
う

頭と
ふ

馬バ

頭と
ふ

の
鬼お

に

黒く
ろ

雲く
も

を
起お
こ

し
火ひ

の
く
る
ま車

も
へ
廻ま
ハ

り
た
る
に
︑
女に
よ
し子

と
も
に
か
き
の

せ
雲く
も

を
わ
け
雨あ
め

を
踏ふ
ミ

立た
て

空く
う

中ち
う

に
登の
ぼ

り
け
る
︑
其そ
の

後の
ち

も
毎ま
い
〳
〵々

出い
て

け
る
︑
其
そ
の
か
た
ち形

所
と
こ
ろ

の
者も
の

能よ
く

見ミ

た
る
を
写
う
つ
し

︑
俗そ
く

に
云い
ふ

う
く
め
な
ら
ん
︑
女に
よ
し子

共
ニ
さ
け
ぶ
声こ
へ

青あ
を

鷺さ
ぎ

の
鳴な
く

か
こ
と
し
と
云い
ふ

︻
翻
刻
3
︼﹃
怪
奇
談
絵
詞
﹄（
名
称
に
傍
線
を
引
い
た
）

⑨
筑
前
の
国
上
座
郡
赤
谷
村
山
奥
に
谷
川
有
り
︑
延
享
の
比
薪
取
に
出
た
る

久
六
と
云
達
者
な
る
者
出
会
た
り
︑
野
女
出
て
︑
無
二
無
三
に
久
六
に
組
付

た
り
︑
此
者
大
力
に
て
取
て
投
け
れ
ハ
又
飛
か
ゝ
り
飛
つ
く
を
幾
度
と
も
な
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く
投
つ
く
る
に
︑
漸
逃
失
け
る
︑
久
六
宿
へ
帰
り
て
絶
入
し
け
る
が
人
々
打

寄
薬
よ
水
よ
と
あ
わ
て
与
へ
け
れ
ハ
息
■
た
り
︑
腥
な
ま
く
さき

事
限
り
な
し
︑
野
女

と
言
も
の
ゝ
よ
し

㉔
上
座
郡
に
庄
屋
源
蔵
と
言
者
女
房
難
産
に
て
死
け
り
︑
七
日
経
て
毎
夜
け

ん
蔵
が
か
ど
に
立
て
あ
ふ
ひ
ニ
泣
︑
其
声
う
ら
め
し
き
事
言
ば
か
り
な
り

㉕
陸
奥
の
国
よ
り
当
夏
を
望
む
僧
壱
人
夜
道
に
下
野
の
国
那
須
野
の
辺
に
草

庵
の
有
け
る
に
立
寄
湯
乞
け
れ
ハ
亭
坊
も
な
く
︑
人
の
死
骸
山
の
如
く
積
た

り
︑
恐
ろ
し
く
逃
出
さ
ん
と
す
る
後
よ
り
持
仏
堂
の
様
な
る
所
の
障
子
一
間

を
明
け
く
す
〳
〵
と
鼻
引
音
し
け
る
に
驚
き
見
け
る
に
︑
形
チ
斯
の
如
し
︑

猫
ま
た
の
類
ひ
な
ら
ん

㉖
河
太
郎
と
い
う
者
な
る
か
︑
人
を
喰
ふ
︑
相
撲
を
好
︑
頭
に
く
ぼ
み
あ
り
︑

水
溜
る
︑
水
な
き
と
き
は
力
な
き
よ
し

㉗
越
後
の
国
鯰
か
渕
に
て
在
所
の
子
供
余
両
失
た
り
︑
或
時
鵜
つ
か
ふ
者
鵜

を
求
る
と
て
此
渕
の
鳥　
⎝
辺
カ
⎠を
通
る
時
︑
斯
の
如
き
法
師
出
て
︑
鵜
を
求
め
給

ハ
ヽ
必
片
目
の
鵜
を
求
め
給
ふ
へ
か
ら
す
と
心
入
を
い
ふ
ゆ
へ
︑
忝
し
と
挨

拶
し
て
わ
か
れ
鵜
を
求
る
に
片
目
の
鵜
あ
り
︑
勝
れ
て
宜
敷
ゆ
へ
に
調
へ
て

帰
る
時
︑
又
右
の
渕
の
前
を
通
る
に
片
目
の
鵜
は
ね
廻
渕
に
飛
入
て
大
鯰
を

取
た
り
︑
壱
間
半
程
有
け
る
︑
不
思
儀
な
る
事
と
も
な
り

㉙
大
和
国
三
笠
山
に
て
杣
人
六
七
人
是
を
見
る
︑
五
人
は
急
死
す
︑
壱
人
走

り
下
り
知
人
に
是
を
語
る
に
︑
三
日
を
経
て
病
を
得
て
死
す
︑
顔
の
美
し
き

事
斯
の
ご
と
し

㉚
嵯
峨
よ
り
京
へ
通
る
早
飛
脚
夜
道
に
仁
和
寺
の
前
を
通
り
け
る
に
︑
女
の

首
計
杖　
⎝
枝
カ
⎠に

か
ゝ
り
て
に
こ
〳
〵
と
笑
ふ
︑
飛
脚
刀
を
抜
て
切
払
ひ
け
れ
は
失

て
見
へ
す
︑
其
方
角
の
小
家
に
火
の
見
へ
し
を
し
る
し
て
尋
行
水
を
乞
け
る
︑

主
の
女
房
の
顔
を
見
れ
ハ
只
今
の
首
に
少
し
も
違
わ
す
︑
此
女
房
横
手
を
打

た
ゝ
き
︑
今
ま
と
ろ
み
の
夢
の
中
に
︑
仁
和
寺
の
前
に
い
で
け
る
に
︑
刀
を

抜
て
人
の
追
か
け
た
る
は
其
許
に
少
し
も
か
わ
ら
す
と
そ
申
け
る
︑
不
思
儀

に
お
も
ひ
︑
其
夜
は
爰
に
宿
し
け
る
︑
か
の
女
房
ち
と
寝
入
よ
と
思
へ
ハ
︑

糸
の
如
き
筋
を
引
て
首
抜
出
そ
こ
爰
と
こ
ろ
め
き
廻
る
︑
是
所
謂
ろ
く
ろ
首

也
︑
常
に
女
の
首
に
輪
の
あ
る
は
抜
る
と
い
ふ



177

国際日本文化研究センター所蔵『諸国妖怪図巻』をめぐって

表１　佐脇嵩之『百怪図巻』と『諸国妖怪図巻』比較
『百怪図巻』 『諸国妖怪図巻』 対応する『百怪図巻』

名称 名称 場所 名称
1 見越入道 1 ▲
2 しやうけら 2 （僧） 越後国なまずが渕
3 へうすへ 3 山おし・足長猿
4 ぬれ女 4 （如此成者） 筑前国上座郡赤谷村 24 目ひとつほう
5 かわつは 5 （女房） 筑前国上座郡 9 うぶめ
6 がごぜ 6 毛坊 薩摩国浜の田
7 ぬらりひよん 7 毛長猿・狨 信濃国おし山
8 くはしや 8 カコセイ 尾州・大和の国 21 しやうけら（うわん？）
9 うぶめ 9 一寸坊・大頭 加賀の国 7 ぬらりひよん

10 ぬつぺつほう 10 （火） 筑前の国潮煎塚
11 わいら 11 ▲ 大和の国三笠山 4 ぬれ女
12 おとろし 12 ▲ 6 がごぜ
13 山びこ 13 スイ 15 わうわう
14 ぬりほとけ 14 飛鬼・髪切 出雲国 30 かみきり
15 わうわう 15 赤口 筑前国上座郡 22 あか口
16 夢のせいれい 16 ヲサカベノ一族 播磨国姫路の城下 28 野狐
17 山うは 17 猫また 肥前国 29 猫また
18 犬神 18 山姥 17 山うは
19 ぬけくひ 19 かもせい 尾州 2 しやうけら
20 山わらう 20 かこかさみ 薩州浦 3 へうすへ
21 うわん 21 （ヱビス） 信濃国 13 山びこ
22 あか口 22 しい 信州木曽 20 山わらう
23 うし鬼 23 そばおしき 鞍馬の山中 26 ふらり火
24 目ひとつほう ▲は無記名のもの、丸括弧内は固有名詞ではないが詞書の化物を指す語
25 ゆふれゐ
26 ふらり火
27 ゆき女
28 野狐
29 猫また
30 かみきり

表２　『化物尽くし絵巻』と『百怪図巻』『諸国妖怪図巻』の比較
『化物尽くし絵巻』 対応する『百怪図巻』 対応する『諸国妖怪図巻』

名称 場所 名称 名称
1 へらほう・人犬 奥州 10 ぬつぺつほう
2 一寸坊・大あたま 加賀国 7 ぬらりひよん 9 一寸坊・大頭
3 ねこまた 肥後国 29 猫また 17 猫また
4 鳶鬼 出雲国 30 かみきり 14 飛鬼・髪切
5 かもせひ 尾州・大和国 2 しやうけら 19 かもせい
6 ▲ 大和国三笠山 4 ぬれ女 11 ▲
7 狒々 越後国
8 宗像御前の怨霊・ひでり鬼 筑前国宗像郡 6 がごぜ 12 ▲
9 異眼入道 吉野 1 見越入道

10 （母） 肥後国熊本 25 ゆふれゐ
11 牛かわす 山城国 11 わいら
12 海坊主 讃州志度浦 14 ぬりほとけ
13 ろくろ首 仁和寺 19 ぬけくひ
14 しゝこり 豊前国奈良林 12 おとろし
15 ▲ 播磨国姫路の城下 28 野狐 16 オサカベノ一族
16 （如此形のもの） 筑前国上麻郡林田 22 あか口 15 赤口
17 しい 信州木曽 20 山わらう 22 しい
18 猫股 陸奥国 18 犬神
19 雪女 奥州仙台～武州江戸 27 ゆき女
20 鬼土鼠 筑後国松崎山 23 うし鬼
21 ▲ 栂尾の山中 16 夢のせいれい
22 （スイ） 15 わうわう 13 スイ
23 そはおしき 鞍馬の山中 26 ふらり火 23 そばおしき
24 川太郎 筑前 5 かわつは
25 野守鬼 大和国 21 うわん 8 カコセイ？
26 牛頭馬頭の鬼・火車 肥後国嶋原 8 くはしや
27 うくめ 肥後国嶋原 9 うぶめ 5 （女房）

▲は無記名のもの、丸括弧内は固有名詞ではないが詞書の化物を指す語
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