
『
画
図
百
鬼
夜
行
』

の
構
成
に
関
す
る
一
考
察

安
永
五
年
に
梓
行
さ
れ
た
鳥
山
石
燕
画
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
は
、
戦
前
の

刊
行
物
に
お
い
て
、
既
に
一
部
分
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
戦
後
、
こ
の
絵
本

の
全
体
像
を
一
般
読
者
に
知
ら
し
め
た
の
は
、
渡
辺
書
庖
か
ら
昭
和
四
二
年

に
出
版
さ
れ
た
田
中
初
夫
氏
編
『
図
図
百
鬼
夜
行
』
で
あ
っ
た
。

石
燕
の
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
(
以
下
『
画
図
百
鬼
』
と
略
す
)
に
収
め
ら

れ
た
化
け
物
画
の
数
々
は
、
し
か
し
、
田
中
編
著
に
よ
っ
て
世
間
に
イ
メ
ー

ジ
を
広
め
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
『
画
図
百
鬼
』
に
影
響
を
受
け
た
水

木
し
げ
る
氏
の
漫
画
・
イ
ラ
ス
ト
ゃ
、
石
燕
の
絵
を
幾
つ
も
掲
載
し
た
少
年

〈技

2
)

向
け
妖
怪
絵
本
の
功
で
、
老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
現
代
日
本
人
に
お
な
じ
み

の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
田
中
編
著
が
絶
版
と
な
っ
て
以

来
、
『
画
図
百
鬼
』
自
体
は
手
軽
に
鑑
賞
で
き
な
く
な
っ
た
。

よ
う
や
く
平
成
四
年
に
な
っ
て
、
国
書
刊
行
会
か
ら
『
鳥
山
石
燕
画
図

百
鬼
夜
行
』
が
出
版
さ
れ
、
刷
を
重
ね
た
。
本
書
は
編
者
の
一
人
・
稲
田
篤

信
氏
の
解
説
・
解
題
、
監
修
者
・
高
田
衛
氏
の
示
唆
に
富
む
序
を
備
え
、
石

燕
の
妖
怪
絵
本
四
部
作
と
も
い
う
べ
き
、
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
『
今
昔
画
図
続

『
画
図
百
鬼
夜
行
』
の
構
成
に
関
す
る
一
考
察

倉

本

昭

百
鬼
』
『
今
昔
百
鬼
拾
遺
』
『
百
器
徒
然
袋
』
の
面
白
さ
を
深
い
レ
ベ
ル
ま
で

味
わ
え
る
。

こ
の
国
書
刊
行
会
本
が
豪
華
な
造
本
で
あ
る
の
に
対
し
、
上
記
四
部
作
を

家
庭
で
気
軽
に
鑑
賞
し
た
い
青
少
年
以
上
の
読
者
の
聞
に
は
、
安
価
か
つ
コ

ン
パ
ク
ト
な
『
鳥
山
石
燕
函
図
百
鬼
夜
行
全
面
集
』
(
平
成
一
七
年
角
川

ソ
フ
ィ
ア
文
庫
)
が
普
及
し
て
い
る
。

デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
一
環
と
し
て
、
『
画
図
百
鬼
』
版
本
の
画
像

を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
し
て
い
る
ケ
l
ス
(
国
立
国
会
図
書
館
デ

ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
)
も
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
『
画
図
百
鬼
』
鑑
賞
は
格

段
に
容
易
に
な
っ
た
。
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『
函
図
百
鬼
』
鑑
賞
の
好
条
件
が
整
っ
て
い
く
の
に
並
行
し
て
、
先
の
稲

悶
氏
の
解
説
に
加
え
、
村
上
健
司
氏
編
『
日
本
妖
怪
大
事
典
』
(
平
成
一
七

〔岱
3
)

年
角
川
書
庖
)
、
多
国
克
己
氏
の
『
百
鬼
解
読
』
な
ど
、
『
画
図
百
鬼
』
を

鑑
賞
す
る
の
に
、
す
こ
ぶ
る
有
益
な
も
の
が
増
え
て
い
る
。



『
画
図
百
鬼
夜
行
』
の
構
成
に
関
す
る
一
考
察

『
画
図
百
鬼
』
の
研
究
論
文
と
い
え
ば
、
い
ま
だ
百
花
綴
乱
と
ま
で
は
い

え
な
い
が
、
北
城
伸
子
氏
が
優
れ
た
論
考
群
を
発
表
し
て
い
る
。
氏
の
説
の

う
ち
、
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
も
の
が
、
『
画
図
百
鬼
』
の
構
成
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
。
『
画
図
百
鬼
』
に
関
す
る
研
究
が
、
個
々
の
化
け
物
の
出
自

の
読
み
解
き
に
偏
っ
た
感
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
絵
本
全
体
を
視
野
に
入
れ

て
論
じ
た
点
に
北
城
氏
論
考
の
清
新
さ
が
あ
る
。

北
城
氏
は
、
国
書
刊
行
会
『
鳥
山
石
燕
函
図
百
鬼
夜
行
』
(
田
中
直
日
氏

蔵
本
の
影
印
)
を
テ
キ
ス
ト
と
し
た
上
で
、

a『
画
図
百
鬼
』
陰
の
巻
の
最
初
に
「
木
魅
(
こ
だ
ま
)
」
と
し
て
「
高

砂
」
の
尉
と
姥
が
登
場
す
る
こ
と

b
同
書
陽
の
巻
の
捧
尾
を
飾
る
の
が
「
幽
霊
」
で
あ
る
こ
と

か
ら
、

A
木
魅
H

「
高
砂
」
の
尉
と
姥
は
脇
能
(
神
事
物
)
を
意
識
し
て
冒
頭

に
置
い
た

《渡
4》

B
幽
霊
は
「
魁
魅
姻
魁
た
ち
を
こ
の
世
か
ら
送
り
返
す
」
切
能
を
意
識

し
て
悼
尾
に
置
い
た

と
し
、
能
の
五
番
立
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
構
成
方
法
を
読
み
取
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
傾
聴
に
値
す
る
説
に
つ
い
て
、
た
だ
、
以
下
の
点
は
問
題
に
な
ろ

.っ。
①
石
燕
が
木
魅
に
脇
能
を
、
幽
霊
に
切
能
を
意
識
し
て
、
陰
・
陽
二
巻

を
構
成
し
た
と
し
て
、
木
魅
以
下
幽
霊
に
至
る
ま
で
に
紹
介
さ
れ
た

化
け
物
の
選
択
や
並
び
も
、
や
は
り
五
番
立
の
種
類
に
当
て
は
め

て
、
構
成
方
法
を
論
じ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

②
幽
霊
で
終
わ
る
陽
の
巻
の
あ
と
に
、
風
の
巻
が
き
て
、
「
見
越
」
か

ら
「
う
わ
ん
」
ま
で
一
五
種
類
の
化
け
物
が
紹
介
さ
れ
る
。
そ
れ
ら

を
五
番
立
の
い
ず
れ
に
当
て
は
め
て
、
『
画
図
百
鬼
』
全
巻
の
構
成

方
法
を
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

答
え
は
北
城
氏
の
論
考
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

以
下
わ
た
し
が
本
稿
で
提
示
し
た
い
の
は
、
北
城
氏
説
と
は
異
な
る
視
点

か
ら
の
、
『
画
図
百
鬼
』
の
構
成
方
法
で
あ
る
。

{控
4】

北
城
氏
は
先
に
紹
介
し
た
論
考
の
中
で
、
木
魅
と
し
て
描
か
れ
た
『
高

砂
』
の
尉
と
姥
に
関
し
、
諸
資
料
を
引
き
な
が
ら
、
二
体
を
「
妖
怪
と
み
な

す
説
が
石
燕
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
」
を
指
摘
す
る
。
確
か
に
、
氏

が
論
拠
と
す
る
『
安
斎
随
筆
』
巻
八
か
ら
の
引
用
の
中
に
あ
っ
て
、
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彼
の
両
所
の
松
の
精
夫
婦
に
化
け
て
出
で
、
阿
蘇
の
宮
の
神
主
友
成
と

云
ふ
人
と
問
答
し
た
る
由
を
造
り
て
謡
ふ
な
り
。
是
れ
寓
言
に
し
て
実
事

に
非
ら
ず
。
妖
怪
談
の
偽
言
な
り
。
さ
れ
ば
か
の
尉
と
姥
と
の
慶
賀
物
と

す
べ
か
ら
ず
。
(
『
故
実
叢
書
』
明
治
三
九
年
吉
川
弘
文
館
版
の
翻
刻
に
倉

本
が
適
宜
句
読
点
を
付
し
た
)



と
い
う
箇
所
に
は
、
「
化
け
て
出
で
」
「
妖
怪
談
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

表
現
か
ら
、
著
者
・
伊
勢
貞
丈
が
二
体
を
所
謂
「
妖
怪
」
(
現
代
の
わ
た
し

た
ち
が
一
般
に
認
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
妖
怪
)
と
捉
え
て
い
た
と
す
る
の

は
早
計
か
も
し
れ
な
い
。
「
化
け
て
」
は
松
の
精
が
化
身
し
た
と
い
う
意
味

で
あ
り
、
「
妖
怪
談
」
は
虚
妄
談
、
怪
し
げ
な
話
と
い
う
風
に
と
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
貞
丈
は
、
作
り
話
に
出
る
松
の
精
を
慶
賀
事
と
結
び
つ
け
る
の
は

い
か
が
か
と
、
一
一
一
一
口
っ
て
い
る
ま
で
で
は
な
い
か
。

ま
た
『
広
倭
本
草
』
別
録
下
・
第
二
三
丁
裏
に
は
、
「
レ
イ
セ
イ
」
な
る
、

松
が
変
じ
た
人
面
狗
身
の
も
の
と
か
ら
め
て
、
「
本
邦
ニ
モ
素
ヨ
リ
有
リ
高

砂
ノ
尉
ト
姥
ト
称
ス
ル
モ
ノ
即
チ
是
ナ
リ
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
氏
は
、
こ

れ
も
尉
と
姥
を
妖
怪
と
み
な
す
一
証
左
と
さ
れ
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ

ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
こ
の
巻
で
は
ウ
プ
メ
、
カ
マ
イ
タ
チ
、
ミ
ヅ
チ
、
海

女
房
な
ど
、
当
時
か
ら
一
般
に
化
け
物
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
た
ち

が
解
説
さ
れ
て
は
い
る
。
け
れ
ど
も
『
広
倭
本
草
』
は
本
草
学
書
で
あ
り
、

ア
ヤ
カ
シ
が
特
定
の
魚
類
で
あ
っ
て
平
家
の
亡
魂
で
は
な
い
(
第
二
七
丁

裏
)
と
い
っ
た
、
迷
信
打
破
的
な
視
点
も
備
え
る
し
、
レ
イ
セ
イ
や
海
女
房

と
並
ん
で
、
魚
鳥
の
ほ
か
七
草
や
五
辛
、
沈
水
香
(
伽
羅
)
と
い
っ
た
事
項

も
立
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
著
者
は
あ
く
ま
で
本
草
学
的
態
度
か
ら
「
レ
イ

セ
イ
」
を
取
り
上
げ
、
解
説
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
尉
と
姥
は
松
の
精
で
は

あ
っ
て
も
、
化
け
物
、
す
な
わ
ち
、
現
代
人
が
思
う
妖
怪
変
化
的
な
も
の
だ

と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
。

『
画
図
百
鬼
夜
行
』
の
構
成
に
関
す
る
一
考
察

た
だ
し
、
よ
り
に
よ
っ
て
、
『
高
砂
』
の
尉
と
姥
が
、
百
鬼
す
な
わ
ち
現

代
で
い
う
と
こ
ろ
の
妖
怪
を
並
べ
た
絵
本
の
冒
頭
に
登
場
す
る
こ
と
の
衝

撃
、
違
和
感
は
、
当
時
の
読
者
に
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

尉
と
姥
が
樹
木
の
精
と
し
て
、
「
木
魅
(
こ
だ
ま
)
」
の
称
の
も
と
に
紹
介

さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
は
、
な
る
ほ
ど
、
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
う
だ
な
と
、

『
画
図
百
鬼
』
刊
行
当
時
の
読
者
も
納
得
し
た
ろ
う
。
し
か
し
、
一
般
に
慶

事
に
関
わ
る
も
の
を
「
百
鬼
」
の
最
初
に
掲
げ
る
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
と
、

誰
も
が
思
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
全
巻
中
唯
一
見
聞
き
で
一
画
面
が
描
か
れ
、

い
き
な
り
あ
ら
わ
れ
る
か
ら
、
印
象
も
強
烈
で
あ
る
。

巻
頭
本
文
冒
頭
や
序
文
に
お
い
て
、
松
吹
く
風
の
静
け
さ
を
措
辞
に
織
り

込
み
、
松
平
(
徳
川
)
氏
の
治
世
を
寿
ぐ
。
そ
ん
な
筆
法
も
西
鶴
の
浮
世
草

子
な
ど
に
散
見
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
と
『
画
図
百
鬼
』
の
尉
・
姥
と
を

つ
な
げ
て
考
え
る
発
想
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
北
城
氏
が
唱

え
る
、
木
魅
に
脇
能
を
意
識
し
た
と
い
う
説
と
も
本
質
の
と
こ
ろ
で
は
共
通

す
る
。
木
魅
が
『
高
砂
』
の
登
場
人
物
で
あ
る
以
上
、
北
城
氏
説
で
説
明
に

は
事
足
り
る
だ
ろ
う
。

一
方
、
努
頭
の
尉
と
姥
を
厄
払
い
や
縁
起
か
つ
ぎ
と
見
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
。
否
。
『
百
器
徒
然
袋
』
の
知
く
、
最
初
と
最
後
に
宝
船
の
図
を
も
っ

て
く
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
も
あ
り
そ
う
だ
が
、
『
画
図
百
鬼
』
の
方
は
、
め

で
た
い
『
高
砂
』
の
相
生
の
松
の
精
で
始
ま
っ
て
も
、
終
わ
り
が
「
う
わ

ん
」
で
あ
る
か
ら
、
め
で
た
く
始
ま
っ
て
、
め
で
た
く
巻
を
閉
じ
る
『
徒
然

袋
』
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
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『
函
図
百
鬼
夜
行
』
の
構
成
に
関
す
る
一
考
察

尉
と
姥
に
お
化
け
絵
本
の
努
頭
を
飾
ら
せ
る
意
外
性
。
こ
れ
に
読
者
は
困

惑
す
る
だ
ろ
う
。

困
惑
し
た
ま
ま
、
丁
を
繰
る
。
「
天
狗
」
が
載
っ
て
い
る
。
烏
天
狗
と
い

う
よ
り
、
ま
る
で
鷹
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
「
木
魅
」
の
相
生
の
松
か

ら
、
松
つ
な
が
り
で
、
「
松
に
鷹
」
の
画
題
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
と
わ
か
れ

ば
、
ナ
ル
ホ
ド
と
う
な
ず
け
よ
う
。
『
高
砂
』
と
の
謡
曲
つ
な
が
り
で
い
え

ば
、
天
狗
が
登
場
す
る
『
鞍
馬
天
狗
』
『
松
山
天
狗
』
を
想
起
し
て
よ
い
。

両
作
品
は
五
番
目
物
で
あ
る
。
『
画
図
百
鬼
』
全
体
が
五
番
立
の
順
を
意
識

し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
木
魅
に
続
い
て
修
羅
物
に
関
わ
る
化
け
物
を

も
っ
て
き
て
も
よ
さ
そ
う
な
と
こ
ろ
。

さ
て
、
そ
の
天
狗
が
ア
ッ
プ
で
描
か
れ
る
の
に
対
し
、
次
の
「
幽
谷
響

(
や
ま
ひ
こ
)
」
は
遠
景
構
図
で
描
か
れ
て
い
る
。
天
狗
の
呼
び
か
け
に
、
幽

谷
響
が
答
え
る
か
の
よ
う
な
、
山
の
化
け
物
つ
な
が
り
で
見
聞
き
が
構
成
さ

れ
て
い
る
。

更
に
丁
を
繰
る
と
、
「
山
童
」
。
丁
表
「
幽
谷
響
」
に
描
か
れ
た
滝
の
流
れ

が
、
山
童
背
後
の
渓
流
に
つ
な
が
る
。
や
は
り
山
の
化
け
物
で
続
い
て
い

o
 

'z
、と

こ
ろ
で
、
山
童
の
と
る
ポ
l
ズ
は
歌
舞
伎
の
見
栄
の
よ
う
で
あ
る
。
樹

枝
を
握
っ
た
左
手
を
下
方
に
伸
ば
し
、
上
縛
に
右
手
を
そ
え
、
右
足
を
突
出

し
、
左
足
を
膝
か
ら
曲
げ
て
、
地
を
踏
み
し
め
る
。

文
化
八
年
二
月
江
戸
市
村
座
上
演
『
限
蓬
莱
曽
我
』
を
と
り
あ
げ
た
初
世

歌
川
豊
国
の
錦
絵
に
、
力
い
っ
ぱ
い
突
き
出
し
た
右
腕
の
、
袖
を
内
か
ら
ま

く
り
あ
げ
る
よ
う
に
し
て
、
左
手
で
上
牌
を
ぐ
っ
と
掴
み
、
右
足
を
突
き
出

し
ぎ
み
に
、
両
足
で
し
っ
か
と
地
を
踏
み
し
め
る
、
七
世
団
十
郎
演
じ
る
助

〔注

ev

六
が
描
か
れ
る
。
山
童
と
突
き
出
す
腕
が
左
右
反
対
で
あ
る
ば
か
り
で
あ

，。。
『
画
図
百
鬼
』
初
版
刊
行
と
同
じ
安
永
五
年
の
二
月
市
村
座
上
演
『
冠
言

葉
曽
我
由
縁
』
に
ち
な
む
勝
川
春
章
の
錦
絵
に
は
、
腕
組
し
、
左
足
を
突
き

出
し
、
右
足
を
折
り
曲
げ
て
床
凡
の
上
に
敷
い
て
座
す
、
市
川
八
百
蔵
の
助

六
が
描
か
れ
る
。
同
じ
演
目
に
よ
る
鳥
居
清
長
の
錦
絵
で
は
、
右
腕
を
ぐ
っ

と
下
に
突
き
出
し
、
左
の
襟
を
と
っ
た
左
手
を
胸
乳
の
上
あ
た
り
に
引
き
上

げ
、
右
足
を
突
き
出
し
て
、
左
足
は
床
凡
の
上
に
折
り
曲
げ
て
座
る
八
百
歳

の
「
あ
げ
ま
き
の
介
六
実
は
そ
が
の
五
郎
時
致
」
が
描
か
れ
る
。
両
方
と
も

【住

7
v

左
足
の
下
駄
が
転
が
っ
て
い
る
。
天
明
二
年
、
中
村
座
上
演
の
『
助
六
曲
輪

名
取
草
』
に
材
を
得
た
春
章
の
錦
絵
で
は
、
右
腕
を
下
方
に
突
き
出
し
、
左

手
は
首
の
辺
で
左
の
襟
を
ひ
つ
つ
か
み
、
左
足
を
斜
め
前
に
突
き
出
す
、
立

ち
姿
の
五
世
田
十
郎
の
助
六
が
描
か
れ
る
。

い
ず
れ
も
石
燕
描
く
山
童
と
は
異
な
る
ポ
1
ズ
で
あ
る
。
か
と
い
っ
て
、

豊
田
描
く
助
六
は
、
『
画
図
百
鬼
』
刊
行
よ
り
随
分
下
っ
た
時
代
の
も
の
だ

か
ら
、
そ
も
そ
も
比
較
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
現
行
の
舞
台

で
上
演
さ
れ
る
『
助
六
』
を
見
る
と
、
主
人
公
の
出
端
の
振
り
ご
と
に
、
山

童
一
の
ポ
l
ズ
に
似
た
も
の
を
認
め
ら
れ
は
す
る
し
、
助
六
の
蛇
の
目
傘
の
や

っ
し
が
山
童
の
持
つ
樹
枝
か
と
も
と
れ
る
が
、
助
六
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
は

付
会
に
陥
る
。
片
腕
を
伸
ば
し
、
も
う
片
方
の
手
で
二
の
腕
を
に
ぎ
っ
て
、
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足
を
踏
み
出
す
ポ
l
ズ
な
ら
、
春
章
が
い
わ
ゆ
る
雁
金
五
人
男
を
描
い
た
作

{謹

9
}

品
の
う
ち
二
代
目
市
川
門
之
助
の
絵
に
も
見
ら
れ
る
で
は
な
い
か
。

わ
た
し
た
ち
は
、
『
画
図
百
鬼
』
で
、
本
の
ノ
ド
を
は
さ
ん
で
(
丁
を
異

に
し
て
)
山
童
と
対
を
成
す
「
山
姥
」
に
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
山
姥
と
い
え
ば
、
近
松
門
左
衛
門
の
『
姐
山
姥
』
以
来
、
坂
田
金
時

(
近
松
劇
中
で
は
公
時
)
の
母
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
す
る
。
さ
す
れ
ば
、

山
童
は
、
金
太
郎
(
近
松
劇
中
、
快
童
丸
と
呼
ば
れ
る
)
の
振
り
を
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。

宝
暦
の
は
じ
め
こ
ろ
刊
行
と
さ
れ
る
赤
本
『
き
ん
と
き
お
さ
な
だ
ち
』
を

《
注
目
】

見
る
と
、
上
巻
三
丁
裏
、
四
丁
表
に
、
熊
と
丸
太
を
引
き
合
う
快
童
丸
が

描
か
れ
る
。
左
手
は
指
を
開
い
て
大
き
く
前
方
に
突
き
出
し
、
右
の
か
い
な

で
丸
太
を
ぐ
い
と
引
く
。
右
足
を
突
き
出
し
、
地
に
つ
い
た
か
か
と
を
支
点

に
し
て
こ
ら
え
、
左
足
を
膝
か
ら
折
り
曲
げ
て
、
足
の
平
を
地
面
に
密
着
さ

せ
る
。
第
四
丁
裏
に
は
、
猪
と
山
猫
に
相
撲
を
と
ら
せ
る
快
童
丸
が
、
軍
配

団
扇
を
も
っ
た
右
手
を
左
の
肩
先
に
も
っ
て
き
て
、
左
腕
は
だ
ら
り
と
垂
れ

た
着
物
の
袖
の
中
に
収
め
、
右
足
を
突
き
出
し
、
左
足
と
腰
で
傾
い
た
上
体

を
支
え
る
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。

石
燕
は
、
こ
う
し
た
草
双
紙
に
描
か
れ
た
快
童
丸
、
の
ち
に
金
太
郎
の
称

で
親
し
ま
れ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
図
柄
か
ら
、
山
童
の
ポ
l
ズ
を
思
い
つ
い

た
の
だ
ろ
う
。

『
函
図
百
鬼
』
に
描
か
れ
た
山
童
の
デ
ザ
イ
ン
の
源
は
、
佐
脇
嵩
之
描
く

と
こ
ろ
の
「
百
怪
図
巻
」
、
も
し
く
は
佐
脇
が
模
写
し
た
と
こ
ろ
の
「
古
法

『
画
図
百
鬼
夜
行
』
の
構
成
に
関
す
る
一
考
察

眼
元
信
筆
、
阿
部
周
防
守
正
長
写
」
に
な
る
化
け
物
絵
巻
、
あ
る
い
は
、
こ

〈謹

U
M

れ
ら
と
同
系
統
の
絵
巻
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
今
や
定
説
で
あ
る
。
そ
の

佐
脇
描
く
「
山
わ
ら
う
」
を
確
認
し
て
み
る
。
佐
脇
画
の
山
童
は
正
面
を
向

い
て
、
山
野
を
駈
け
る
態
で
、
両
手
に
樹
枝
を
持
ち
、
右
腕
は
肘
か
ら
曲
げ

て
枝
を
上
方
に
掲
げ
、
左
腕
は
肘
か
ら
先
を
や
や
上
方
に
も
た
げ
て
い
る
。

左
手
に
持
た
れ
た
枝
は
水
平
よ
り
少
々
斜
め
下
に
傾
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
ポ
l
ズ
を
、
あ
え
て
変
え
た
と
こ
ろ
に
、
石
燕
の
工
夫
を
読
み
取
り
た

い
。
彼
が
描
く
山
童
の
ポ
l
ズ
は
、
山
姥
と
対
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
快
童
丸

の
パ
ロ
デ
ィ
だ
と
い
う
趣
向
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
童
形
と
老
婦
、

男
児
と
老
女
と
い
う
対
照
性
も
面
白
い
。

木
魅
か
ら
山
姥
ま
で
を
見
て
き
て
、
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
は
、

①
『
画
図
百
鬼
』
陰
の
巻
・
冒
頭
か
ら
の
五
図
の
化
け
物
絵
に
は
、
見

る
も
の
の
意
表
を
つ
く
点
が
あ
っ
た
り
、
に
ん
ま
り
と
さ
せ
る
よ
う

な
ユ
ー
モ
ア
が
漂
っ
て
い
た
り
す
る
。

②
『
画
図
百
鬼
』
陰
の
巻
冒
頭
か
ら
並
ぶ
五
図
の
化
け
物
は
、
明
ら
か

に
、
つ
な
が
り
を
意
識
し
て
配
列
さ
れ
て
い
て
、
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に

並
ぶ
の
で
は
な
い
。

以
下
、
こ
の
二
つ
の
気
づ
き
に
つ
い
て
、
山
姥
以
下
の
化
け
物
に
も
当
て

は
ま
る
か
否
か
を
確
認
し
て
い
く
。



『
画
図
百
鬼
夜
行
』
の
構
成
に
関
す
る
一
考
察

山
姥
に
続
い
て
、
丁
裏
に
現
れ
る
の
は
「
犬
神
・
白
児
」
で
あ
る
。
山
に

ち
な
む
化
け
物
が
続
い
て
き
た
の
で
、
山
↓
山
犬
(
山
に
犬
は
付
合
語
)
↓

犬
神
と
い
う
言
葉
の
連
想
で
山
姥
か
ら
つ
な
が
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
佐

脇
の
「
百
怪
図
巻
」
を
見
る
と
、
「
山
う
ば
」
の
後
に
「
犬
神
」
が
描
か
れ

て
い
る
か
ら
、
石
燕
が
参
考
に
し
た
、
佐
脇
「
図
巻
」
も
し
く
は
同
系
統
の

化
け
物
絵
巻
に
見
え
る
順
番
に
従
っ
た
と
考
え
た
い
。
興
味
深
い
の
は
、

「
図
巻
」
の
犬
神
が
僧
衣
を
ま
と
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
『
画
図
百
鬼
』
の
犬

神
が
神
職
の
い
で
た
ち
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
神
と
い
う
以
上
、
墨
染

衣
で
は
あ
る
ま
い
と
い
う
こ
と
か
。
ま
た
犬
神
の
背
後
の
衝
立
に
は
波
濡
図

が
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
山
姥
か
ら
の
つ
な
が
り
で
、
謡
曲
『
山
姥
』
に
「
海

は
苔
の
露
よ
り
滴
り
て
、
波
濡
を
畳
む
万
水
た
り
:
:
:
殊
に
わ
が
住
む
山
家

の
気
色
、
山
高
う
し
て
海
近
く
」
と
あ
る
の
に
ち
な
む
。

犬
神
と
対
に
な
る
の
が
「
猫
ま
た
」
で
あ
る
の
は
、
犬
と
猫
と
の
対
照
を

狙
っ
た
も
の
で
、
こ
の
一
組
か
ら
、
動
物
型
の
化
け
物
が
並
ぷ
。
根
本
か
ら

二
本
に
分
か
れ
た
尾
を
持
つ
化
け
猫
が
、
手
ぬ
ぐ
い
を
頭
に
か
ぶ
り
、
人
家

の
濡
れ
縁
で
踊
る
の
を
、
巻
属
の
二
匹
が
は
や
し
た
て
る
態
。
犬
神
図
の
屋

内
か
ら
屋
外
の
場
面
に
転
ず
。

と
こ
ろ
で
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
、
手
ぬ
ぐ
い
を
か
ぶ
っ
て
踊
る
猫
妖
が
描
か

れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

御
伽
草
紙
『
猫
の
草
子
』
の
渋
川
本
持
絵
を
見
る
と
、
僧
と
対
面
す
る
ト

《
注
目
〕

ラ
猫
が
首
に
布
を
巻
い
て
後
ろ
で
く
く
っ
て
い
る
。
ま
た
、
宝
永
五
年
序
の

『
大
和
怪
異
記
』
巻
三
「
近
世
」
中
の
「
猫
人
を
な
や
ま
す
事
」
の
挿
絵
で

は
、
怪
猫
が
頭
に
布
を
か
ぶ
っ
て
い
る
。
話
の
内
容
は
、
頭
に
赤
い
布
を
着

け
、
尾
が
二
股
に
な
っ
た
老
猫
が
、
火
の
玉
を
あ
や
つ
っ
た
り
、
所
謂
ボ
ル

タ
l
ガ
イ
ス
ト
現
象
を
起
こ
し
た
り
す
る
と
い
う
も
の
で
、
文
中
に
「
件
の

下
女
が
も
て
る
赤
き
手
拭
を
か
ぶ
り
、
尾
と
あ
と
あ
し
に
て
た
ち
、
目
か
げ

{注
H
V

を
さ
し
て
四
方
を
見
ゐ
た
り
」
と
あ
る
。
挿
絵
は
、
そ
の
姿
態
を
描
い
た
も

の
で
、
ま
だ
ら
模
様
の
怪
猫
が
、
立
ち
上
が
っ
て
、
首
を
肩
越
し
に
曲
げ

て
、
布
を
か
ぶ
っ
た
頭
を
こ
ち
ら
に
向
け
る
様
は
、
『
商
図
百
鬼
』
の
猫
ま

た
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

与
謝
蕪
村
の
「
蕪
村
妖
怪
絵
巻
」
と
称
さ
れ
る
作
品
に
描
か
れ
る
、
榊
原

家
の
猫
ま
た
も
想
起
さ
れ
よ
う
。
調
書
に
よ
れ
ば
、
榊
原
家
の
古
屋
敷
に
夜

な
夜
な
猫
ま
た
が
出
没
し
、
家
中
の
人
を
悩
ま
す
の
で
、
家
臣
・
稲
葉
六
郎

大
夫
が
鉄
砲
で
退
治
し
よ
う
と
す
る
が
、
猫
ま
た
は
「
お
れ
が
は
ら
の
か
わ

を
た
め
し
て
見
お
れ
、
に
ゃ
ん
に
ゃ
ん
」
と
挑
発
す
る
始
末
で
、
弾
丸
は
猫

ま
た
の
腹
で
は
ね
返
っ
た
と
あ
る
。
蕪
村
の
手
に
な
る
猫
ま
た
は
、
両
方
の

手
足
を
左
右
に
広
げ
、
腹
を
こ
れ
み
よ
が
し
に
さ
ら
し
て
、
頭
に
は
手
ぬ
ぐ

《
虚
同
】

い
を
か
ぶ
っ
て
い
る
。

寛
延
二
年
刊
『
新
著
聞
集
』
巻
二
奇
怪
篇
に
、
天
和
三
年
の
こ
と
と
し

て
、
以
下
の
よ
う
な
話
が
載
る
。
淀
の
清
養
院
住
持
が
痢
病
を
患
っ
て
い
る

と
き
、
納
屋
町
で
踊
り
が
あ
る
と
誘
い
に
き
た
猫
に
対
し
、
寺
の
飼
猫
が
病

身
の
住
持
を
置
い
て
は
い
け
ぬ
と
断
っ
た
ら
、
さ
ら
ば
手
ぬ
ぐ
い
を
貸
せ
と
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要
求
し
て
き
た
。
住
持
が
入
用
な
の
で
貸
せ
ぬ
と
飼
猫
が
相
手
を
返
し
た
と

こ
ろ
へ
、
一
部
始
終
を
覗
い
て
い
た
住
持
が
現
れ
、
手
ぬ
ぐ
い
を
持
っ
て
出

か
け
よ
と
撫
で
て
や
る
と
、
飼
猫
は
、
そ
の
ま
ま
走
り
出
て
、
寺
に
戻
ら
な

か
っ
た
。

以
上
の
例
か
ら
、
石
燕
が
『
画
図
百
鬼
』
を
著
す
こ
ろ
に
は
、
年
経
た
猫

が
手
ぬ
ぐ
い
を
か
ぶ
っ
て
踊
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
と
考

{
謹
回
)

え
ら
れ
る
。
仲
間
と
踊
る
猫
ま
た
の
図
を
見
た
『
画
図
百
鬼
』
の
読
者
は
、

微
笑
ま
し
い
ユ
ー
モ
ア
を
感
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

猫
ま
た
か
ら
、
次
の
河
童
へ
は
、
『
望
海
毎
談
』
に
説
か
れ
る
利
根
川
の

河
童
ネ
ネ
コ
を
想
起
し
て
、
ネ
コ
↓
ネ
ネ
コ
↓
河
童
と
連
想
し
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

河
童
は
蓮
花
が
散
る
の
を
、
名
残
惜
し
げ
に
見
て
い
る
風
も
あ
る
が
、
化

け
物
が
諸
行
無
常
の
理
に
感
じ
る
の
は
奇
妙
だ
。
河
童
は
水
辺
の
化
け
物
ゆ

え
蓮
池
・
蓮
沼
に
描
か
れ
で
も
お
か
し
く
な
い
か
ら
、
河
童
が
蓮
の
花
を
散

ら
し
て
姿
を
あ
ら
わ
し
た
場
面
と
と
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
佐
脇
嵩
之

「
百
怪
図
巻
」
で
も
蓮
池
の
河
童
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
河
童
の
頭

上
に
高
く
突
き
出
た
花
柄
の
花
床
か
ら
花
弁
が
三
枚
風
に
散
っ
て
い
て
、
河

童
が
上
半
身
を
突
き
出
す
あ
た
り
の
花
は
花
弁
を
散
ら
し
て
い
な
い
。
だ
か

ら
、
河
童
が
ぬ
っ
と
出
た
こ
と
で
花
が
散
っ
た
図
柄
と
は
と
り
が
た
い
の
で

あ
る
。
は
ち
す
は
煩
悩
解
脱
・
極
楽
浄
土
の
象
徴
で
あ
る
。
し
か
も
花
は
、

は
か
な
く
も
四
日
間
で
散
る
と
い
わ
れ
る
。
無
常
迅
速
の
理
で
蓮
花
が
早
々

に
散
る
の
を
、
化
け
物
が
惜
し
む
よ
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
に
、
ど
こ
か
ち
ぐ

『
画
図
百
鬼
夜
行
』
の
構
成
に
関
す
る
一
考
察

は
ぐ
な
お
か
し
さ
が
あ
る
。

河
童
と
対
に
な
る
場
面
に
は
瀬
が
描
か
れ
る
。
河
童
の
呼
び
か
け
に
答
え

る
の
で
も
な
か
ろ
う
が
、
ふ
と
立
ち
ど
ま
っ
て
耳
を
す
ま
す
よ
う
な
仕
草
に

見
え
る
。
河
童
の
絵
は
夏
の
景
。
瀬
は
冬
の
景
で
、
季
節
を
対
照
的
に
し
て

あ
る
。
酒
林
が
吊
る
さ
れ
、
瀬
が
柄
樽
を
提
げ
る
こ
と
か
ら
、
夜
分
、
酒
を

買
出
し
に
行
く
場
面
と
知
れ
る
。
破
れ
編
傘
、
ボ
ロ
を
ま
と
い
、
着
物
の
裾

か
ら
、
尻
尾
が
の
ぞ
く
。
こ
れ
で
化
け
て
い
る
つ
も
り
な
の
か
し
ら
ん
と
さ

え
思
え
る
。
後
世
、
こ
れ
を
愛
ら
し
く
し
た
「
酒
買
い
小
僧
」
の
ス
タ
イ
ル

を
と
っ
て
、
狸
の
置
物
が
作
ら
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
も
て
は
や
さ
れ
て
い

る
が
、
瀬
は
不
気
味
で
あ
る
。
た
だ
、
不
気
味
な
中
に
も
、
人
が
酒
買
う
風

俗
の
や
っ
し
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
ユ
ー
モ
ア
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

河
童
と
の
つ
な
が
り
は
、
『
下
学
集
』
に
い
う
「
瀬
老
い
て
河
童
に
成
る
」

か
ら
だ
。
ま
た
瀬
と
酒
と
の
関
係
は
『
本
草
綱
目
』
「
水
瓶
」
の
集
解
に
「
飲

酒
間
発
之
語
、
物
之
性
也
」
と
あ
る
の
が
ヒ
ン
ト
。
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さ
て
、
瀬
ま
で
、
前
の
化
け
物
と
の
つ
な
が
り
を
重
視
し
な
が
ら
見
て
き

た
が
、
瀬
の
載
る
丁
を
め
く
っ
て
、
垢
嘗
に
出
く
わ
す
と
、
何
と
も
説
明
に

困
っ
て
し
ま
う
。
瀬
か
ら
垢
嘗
へ
の
、
つ
な
が
り
の
線
が
見
出
し
に
く
い
の

で
あ
る
。

『
画
図
百
鬼
』
陰
の
巻
の
化
け
物
の
配
列
に
石
燕
の
工
夫
を
探
り
な
が
ら
、



『
画
図
百
鬼
夜
行
』
の
構
成
に
関
す
る
一
考
察

垢
嘗
の
読
み
解
き
を
試
み
て
、
困
惑
す
る
の
は
、
対
と
な
る
狸
と
の
つ
な
が

り
の
線
も
、
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
天
狗
|
幽
谷
響
、
山
童
|
山
姥
、

犬
神
|
猫
ま
た
、
河
童
|
瀬
。
ま
た
、
狸
の
後
の
、
窮
奇
|
網
興
に
し
て

も
、
組
み
合
わ
せ
の
趣
意
が
簡
単
に
わ
か
る
。
垢
嘗
|
狸
だ
け
が
例
外
的
な

の
で
あ
る
。

無
理
矢
理
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
不
潔
・
汚
れ
の
イ
メ
ー
ジ
で
瀬
と
つ
な
が

り
、
河
童
と
瀬
が
水
辺
の
化
け
物
だ
か
ら
、
風
呂
に
住
み
着
く
垢
嘗
も
水
に

縁
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
、
こ
こ
に
置
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。

垢
嘗
が
頭
上
に
手
を
か
ざ
す
の
は
、
覗
き
込
む
仕
草
で
あ
る
と
同
時
に
、
瀬

の
か
ぶ
る
傘
に
通
わ
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
で
も
狸
と
の
つ
な
が
り
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
素
直
に
考
え
る
な
ら

ば
、
狸
と
対
に
な
る
の
は
、
狐
の
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
垢
嘗
を
「
狐
火
」

に
置
き
換
え
て
み
る
と
、
さ
し
て
違
和
感
な
く
二
つ
の
図
が
並
ぶ
こ
と
に
気

付
く
だ
ろ
う
。
狐
の
脇
に
流
れ
る
清
流
は
、
狸
が
た
た
ず
む
前
の
小
川
に
つ

な
が
っ
て
く
る
。

反
対
に
、
垢
嘗
を
陰
の
巻
の
最
後
に
お
い
て
み
る
。
一
つ
前
は
「
網
男
」

だ
か
ら
、
ア
み
き
り
、
ア
か
な
め
で
頭
の
韻
が
そ
ろ
う
。
見
聞
き
で
対
に
な

る
も
の
で
は
ヤ
ま
わ
ら
わ
ヤ
ま
う
ば
、
カ
つ
は
|
カ
は
う
そ
。
丁
の
裏
表

に
並
ぶ
も
の
で
は
ウ
ぷ
め
|
ウ
み
ざ
と
う
、
テ
の
め
|
テ
っ
そ
等
と
、
『
画

図
百
鬼
』
に
は
、
化
け
物
の
名
称
の
頭
の
韻
を
そ
ろ
え
て
並
べ
る
場
合
が
い

く
つ
か
指
摘
で
き
る
。

ま
た
、
垢
嘗
は
垢
ね
ぷ
り
の
称
で
『
古
今
百
抑
語
評
判
』
巻
二
の
六
に
説

か
れ
て
い
て
、
『
易
林
本
節
用
集
』
に
は
、
垢
ね
ぷ
り
を
「
温
室
之
虫
」
と

す
る
。
網
興
が
テ
ナ
ガ
エ
ビ
と
芋
虫
を
合
成
し
た
よ
う
な
形
状
な
の
で
、
次

に
湯
殿
に
窓
く
虫
を
も
っ
て
く
る
の
も
、
ま
ん
ざ
ら
不
自
然
で
は
な
か
っ

た。
推
測
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
、
も
と
も
と
狐
と
狸
を
対
に
し
よ
う
と
し
て
い

た
の
を
、
陽
の
巻
の
は
じ
め
に
火
妖
を
並
べ
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
へ
の
続
き

具
合
を
考
慮
し
て
、
狐
を
狐
火
と
し
、
空
い
た
箇
所
を
垢
嘗
で
補
っ
た
か
、

捧
尾
を
飾
る
予
定
で
あ
っ
た
垢
嘗
を
、
そ
こ
に
も
っ
て
き
た
の
で
は
な
い

.カ

そ
の
垢
嘗
の
絵
を
見
る
に
、
石
燕
の
時
代
か
ら
す
れ
ば
古
め
か
し
い
戸
棚

風
呂
の
風
呂
屋
形
が
描
か
れ
て
い
る
。
背
景
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

図
柄
全
体
が
建
物
の
中
に
納
ま
る
は
ず
で
あ
る
。
貞
享
三
年
刊
『
古
今
百
物

語
評
判
』
(
題
簸
に
あ
る
書
名
の
方
を
と
る
)
に
い
う
「
垢
ね
ぷ
り
」
は

「
古
き
風
呂
匿
に
住
む
化
物
」
と
さ
れ
、
「
塵
垢
の
気
の
つ
も
れ
る
所
よ
り
化

{
控
目
】

生
し
出
づ
る
も
の
な
る
故
に
、
あ
か
を
ね
ぷ
り
て
身
命
を
つ
ぐ
」
と
あ
る
か

ら
、
図
の
風
呂
は
老
朽
化
し
て
不
潔
な
の
だ
と
考
え
て
よ
い
。
図
中
、
入
浴

者
は
、
目
隠
し
と
な
る
塀
を
衣
桁
が
わ
り
に
し
て
、
無
造
作
に
浴
衣
を
ひ
っ

か
け
る
。
こ
の
浴
衣
に
よ
っ
て
、
風
自
の
不
衛
生
を
意
に
介
し
な
い
輩
の
ズ

ボ
ラ
ぷ
り
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
調
諌
的
な
意
味
を
読
み
取
れ
な

く
と
も
、
覗
き
見
趣
味
的
な
雰
囲
気
そ
の
も
の
が
、
ど
こ
と
な
く
滑
稽
で
あ

る。
次
に
現
れ
る
理
は
、
月
夜
の
腹
つ
。
つ
み
と
い
う
、
定
番
の
図
柄
。
庭
に
立
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つ
灯
篭
の
火
袋
に
、
七
日
月
を
反
転
さ
せ
た
よ
う
な
形
の
窓
と
満
月
型
の
窓

が
開
い
て
い
て
、
図
中
の
満
月
と
照
応
し
あ
っ
て
い
る
。
庵
の
風
流
人
が
味

わ
う
満
月
の
夜
の
趣
に
、
狸
ば
や
し
が
更
な
る
一
一
興
を
加
え
る
と
い
う
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。
ほ
ほ
え
ま
し
い
図
柄
で
あ
る
。

本
図
が
冬
の
情
景
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
小
川
に
か
か
る
橋
に

雪
で
覆
わ
れ
て
い
な
い
部
分
が
見
え
る
。
元
禄
十
年
刊
『
本
朝
食
鑑
』
に
は

「
冬
春
負
喧
携
子
出
穴
鼓
腹
而
楽
。
故
俗
称
狸
腹
鼓
」
と
あ
る
。
冬
か
ら
春

に
か
け
て
、
日
光
浴
に
は
子
供
を
伴
っ
て
穴
か
ら
出
、
腹
鼓
を
打
っ
て
楽
し

《
注
目
》

む
と
い
う
の
で
あ
る
。
石
燕
が
冬
の
情
景
に
し
た
の
に
は
、
こ
う
し
た
資
料

か
ら
得
た
知
識
が
反
映
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
垢
嘗
は
温
か
い
風
呂
に
巣
食

い
、
狸
は
寒
夜
の
冴
え
わ
た
る
月
に
腹
鼓
を
鳴
ら
す
。
こ
の
対
照
が
も
た
・
り

さ
れ
る
上
、
冬
の
季
節
感
が
、
そ
の
ま
ま
丁
裏
の
窮
奇
(
か
ま
い
た
ち
)
に

つ
な
が
る
。

犬
神
か
ら
巻
末
の
狐
火
ま
で
動
物
型
の
化
け
物
が
続
い
て
き
た
。
垢
嘗
は

見
か
け
こ
そ
童
子
形
で
あ
る
が
、
温
室
の
虫
と
す
る
説
も
あ
る
の
で
、
動
物

型
化
け
物
の
一
類
と
し
て
掲
げ
た
の
だ
と
思
う
。
し
か
し
狸
と
の
つ
な
が
り

は
い
か
に
も
薄
く
、
違
和
感
が
残
る
組
み
合
わ
せ
で
あ
っ
た
。
反
対
に
、
狸

か
ら
、
動
物
型
化
け
物
・
「
か
ま
い
た
ち
」
へ
の
つ
な
が
り
は
自
然
で
あ

ヲ。。

四

か
ま
い
た
ち
は
漢
字
で
「
窮
奇
」
と
あ
る
。
窮
奇
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ

『
薗
図
百
鬼
夜
行
』
の
構
成
に
関
す
る
一
考
察

も
古
代
中
国
に
伝
わ
る
妖
獣
で
あ
る
。
『
准
南
子
』
地
形
訓
に
「
窮
奇
広
莫

風
之
所
生
也
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
注
に
「
天
神
也
、
在
北
方
道
、
是
乗
両

龍
。
其
形
如
虎
、
炊
為
広
莫
風
也
」
と
見
え
る
。
『
山
海
経
』
西
山
経
、
海

内
北
経
に
も
名
が
見
え
る
。
西
山
経
に
は
「
其
状
如
牛
、
帽
毛
」
と
あ
る
。

石
燕
は
、
こ
の
よ
う
な
漢
籍
に
も
通
じ
て
い
た
の
か
と
驚
き
そ
う
に
な
る

が
、
『
書
言
字
考
節
用
集
』
さ
え
備
え
れ
ば
、
そ
の
第
一
冊
・
乾
坤
一
に

「
カ
マ
イ
タ
チ
」
と
し
て
、
窮
奇
・
鎌
馳
の
漢
字
が
並
ん
で
い
る
上
、
『
准
南

子
』
か
ら
の
引
用
も
見
え
る
。
た
だ
し
『
書
言
字
考
』
に
見
え
る
引
用
で

は
、
窮
奇
の
形
状
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
。

『
三
才
図
会
』
に
掲
げ
る
窮
奇
の
絵
は
、
水
牛
の
よ
う
で
あ
る
。
近
世
期

に
わ
が
国
で
描
か
れ
た
絵
巻
『
怪
奇
鳥
獣
図
巻
』
に
も
窮
奇
が
見
え
る
。
や

は
り
形
状
は
水
牛
そ
っ
く
り
で
あ
る
が
、
全
身
に
針
状
の
鋭
い
体
毛
が
覆
う

様
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
伊
藤
清
司
氏
が
、
当
該
絵
巻
の
参
考
と
し
て
紹
介

し
た
『
山
海
経
存
』
な
る
書
物
の
図
で
も
、
窮
奇
は
鋭
い
針
状
の
体
毛
を
持

《
注
調
}

っ
、
ず
ん
ぐ
り
し
た
水
牛
の
よ
う
な
妖
獣
で
あ
る
。
し
か
し
、
石
燕
が
、
そ

の
よ
う
な
こ
と
ま
で
知
っ
て
い
た
か
は
疑
わ
し
い
。
彼
が
江
戸
時
代
の
書
物

で
知
り
え
た
か
ま
い
た
ち
は
、
多
く
の
場
合
、
形
も
な
く
、
正
体
不
明
で

あ
っ
た
。

寛
文
六
年
刊
『
伽
縛
子
』
巻
十
の
五
「
鎌
馳
付
提
馬
風
」
に
は
「
関
八

州
の
あ
ひ
だ
に
、
鎌
い
た
ち
と
で
あ
や
し
き
事
侍
べ
り
。
旋
風
吹
起
こ
り

て
、
道
行
人
の
身
に
も
の
あ
ら
く
あ
た
れ
ば
、
股
の
あ
た
り
竪
さ
ま
に
さ
け

て
、
制
万
に
て
切
た
る
ご
と
く
口
ひ
ら
け
、
し
か
も
い
た
み
は
な
は
だ
し
く
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『
画
図
百
鬼
夜
行
』
の
構
成
に
関
す
る
一
考
察

も
な
し
。
又
血
は
す
こ
し
も
出
ず
:
:
:
何
も
の
の
所
為
と
も
し
り
難
し
。
た

《
盆
創
V

だ
旋
風
の
荒
く
吹
き
て
当
た
る
と
覚
え
て
此
の
患
へ
あ
り
」
と
み
え
る
。

宝
暦
一
四
年
刊
『
市
井
雑
談
集
』
上
の
一
二
丁
表
に
「
奥
羽
の
辺
、
帥
聞
を

鎌
馳
と
云
。
此
風
に
触
れ
ば
顔
面
等
創
つ
く
」
と
あ
り
、
以
上
二
書
と
も

「
い
た
ち
」
に
「
馳
」
の
漢
字
を
あ
て
て
い
る
が
、
正
体
を
イ
タ
チ
の
よ
う

な
モ
ノ
だ
と
は
書
い
て
い
な
い
。
水
牛
や
虎
の
よ
う
な
も
の
だ
と
も
、
当
然

な
が
ら
書
か
な
い
。

『
古
今
百
物
語
評
判
』
巻
一
の
一
「
越
後
新
潟
に
か
ま
い
た
ち
あ
る
事
」

に
は
「
越
後
信
濃
は
北
国
の
果
な
れ
ば
、
粛
殺
の
気
あ
つ
ま
り
、
風
は
げ
し

く
気
冷
じ
き
を
か
り
て
、
山
谷
な
ど
の
鬼
魅
な
ど
の
な
す
わ
ざ
な
る
べ
し
」

【
住
田
】

と
、
正
体
に
つ
い
て
説
く
。
こ
れ
に
対
し
、
妖
獣
の
所
為
と
し
た
の
が
、

『
広
倭
本
草
』
で
あ
る
。
直
海
、
元
周
ら
共
著
に
よ
る
、
宝
暦
九
年
刊
行
の

本
草
学
書
で
、
そ
の
別
録
下
第
三
二
丁
裏
に
「
ケ
ツ
ク
ツ
」
の
見
出
し
で
、

か
ま
い
た
ち
の
説
明
が
あ
る
。
「
和
名
カ
マ
イ
タ
チ
。
広
州
万
物
記
云
」
と

し
て
以
下
の
よ
う
な
事
が
漢
文
で
書
い
て
あ
る
。

ケ
ツ
ク
ツ
は
風
に
乗
っ
て
敏
捷
に
、
し
か
も
高
く
、
ま
る
で
鳥
の
よ
う
に

空
中
を
飛
期
す
る
。
金
属
製
の
網
で
捕
え
た
と
こ
ろ
、
頭
を
下
げ
て
解
放
を

願
う
態
で
あ
っ
た
が
、
打
ち
据
え
る
と
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
死
骸

の
口
を
風
に
向
け
る
と
、
し
ば
ら
く
し
て
蘇
生
し
た
。
体
を
骨
も
脳
も
砕
け

よ
と
叩
い
て
、
よ
う
や
く
死
ん
だ
。
万
で
も
斬
れ
ず
、
火
に
も
焼
け
な
い
と

い
う
説
も
あ
る
。
こ
の
獣
を
嶺
南
の
人
は
呼
ん
で
風
狸
と
い
う
と
。
以
下
は

和
文
に
よ
り
、
「
本
邦
ニ
テ
ハ
能
州
に
多
シ
。
民
家
夜
座
シ
テ
居
ル
処
へ
イ

《
謹
剖
}

ヅ
ク
ト
モ
ナ
ク
此
獣
飛
来
リ
テ
人
ヲ
傷
ル
コ
卜
多
シ
」
と
見
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
鎌
馳
と
い
う
表
記
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
鎌
を
持
っ

た
イ
タ
チ
の
イ
メ
ー
ジ
が
な
か
っ
た
怪
現
象
に
対
し
て
、
ま
さ
に
名
称
そ
の

ま
ま
の
妖
獣
の
姿
を
描
い
た
と
こ
ろ
に
、
新
し
み
が
あ
っ
た
。

旋
風
を
巻
き
起
こ
し
て
回
転
す
る
表
現
に
は
、
先
に
引
い
た
『
伽
縛
子
』

で
鎌
髄
と
共
に
語
ら
れ
る
「
提
馬
風
」
の
描
写
「
旋
風
お
こ
り
て
、
す
な
を

巻
き
こ
め
、
ま
ろ
く
な
り
て
、
馬
の
前
に
立
ち
め
ぐ
り
、
く
る
ま
の
わ
の
転

《
注
由
】

ず
る
が
ご
と
し
」
が
影
響
し
た
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
一
種
だ
ま
し
絵

的
な
効
果
を
ね
ら
っ
た
図
柄
が
秀
抜
で
あ
る
。

対
に
な
る
の
は
「
網
努
」
で
あ
る
。
国
書
刊
行
会
本
『
画
図
百
鬼
』
の
稲

田
氏
に
よ
る
解
説
で
は
、
佐
脇
の
「
妖
怪
図
巻
」
に
載
る
「
髪
切
り
」
と
の

《
注
甜
}

関
係
を
示
唆
し
て
い
る
。
多
国
克
己
氏
は
、
そ
の
「
妖
怪
図
巻
」
の
解
説

{
桂
幻
}

で
、
髪
切
り
を
石
燕
が
網
現
に
作
り
変
え
た
と
し
て
い
る
。
従
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。窮

奇
は
鎌
、
網
興
は
ハ
サ
ミ
で
人
や
物
を
切
る
。
鋭
利
な
刃
物
の
如
き
前

肢
を
備
え
た
化
け
物
を
対
に
し
て
い
る
。
窮
奇
の
図
は
木
の
葉
が
散
り
き
っ

て
い
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
真
冬
の
情
景
で
は
な
い
も
の
の
、
吹
き
荒
れ

る
風
を
感
じ
さ
せ
る
。
一
方
、
網
男
の
図
は
、
真
夏
の
数
奇
屋
風
家
屋
の
、

ぬ
れ
縁
に
近
い
母
屋
か
ら
見
た
情
景
で
、
打
ち
捨
て
ら
れ
た
団
扇
、
そ
よ
り

と
も
せ
ぬ
盆
灯
篭
の
飾
り
で
、
無
風
の
蒸
し
暑
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
敷
居
と

縁
に
ま
た
が
っ
て
放
置
さ
れ
た
、
上
等
の
く
く
り
枕
は
、
さ
き
ほ
ど
ま
で
主

人
が
横
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
化
け
物
の
名
が
「
あ
み
き
り
」
だ
け
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に
、
恐
ら
く
家
の
主
人
は
蚊
帳
を
破
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。
イ
タ
ズ
ラ
な
化
け

物
の
せ
い
で
、
今
宵
は
気
の
毒
に
一
晩
中
蚊
に
悩
む
こ
と
だ
、
と
想
像
を
め

ぐ
ら
す
と
、
滑
稽
で
あ
る
。

陰
の
巻
、
し
ん
が
り
は
「
狐
火
」
。
網
興
か
ら
の
つ
な
が
り
は
は
っ
き
り

し
な
い
。
こ
れ
が
捧
尾
を
飾
っ
た
理
由
は
先
に
推
測
し
て
み
た
が
、
『
画
図

百
鬼
』
の
解
説
を
書
い
た
稲
田
氏
は
、
江
戸
・
王
子
稲
荷
に
、
大
み
そ
か
、

〔
注
油
}

関
八
州
の
狐
が
大
集
合
す
る
俗
信
と
の
関
連
を
示
唆
す
る
。
大
晦
日
の
情
景

と
し
た
ら
、
ま
さ
に
巻
末
に
ふ
さ
わ
し
い
。

こ
う
し
て
、
広
く
(
垢
嘗
と
網
勢
も
含
め
て
)
動
物
型
の
化
け
物
が
並
ん

で
、
陰
の
巻
は
終
わ
る
。

本
稿
一
の
終
わ
り
に
掲
げ
た
、
筆
者
の
仮
説
は
以
下
の
如
く
で
あ
っ
た
。

①
『
画
図
百
鬼
』
陰
の
巻
・
冒
頭
か
ら
の
五
図
の
化
け
物
絵
に
は
、
見

る
も
の
の
意
表
を
つ
く
点
が
あ
っ
た
り
、
に
ん
ま
り
と
さ
せ
る
よ
う

な
ユ
ー
モ
ア
が
漂
っ
て
い
た
り
す
る
。

②
『
画
図
百
鬼
』
陰
の
巻
冒
頭
か
ら
並
ぶ
五
図
の
化
け
物
は
、
明
ら
か

に
、
つ
な
が
り
を
意
識
し
て
配
列
さ
れ
て
い
て
、
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に

並
ぷ
の
で
は
な
い
。

①
に
つ
い
て
は
、
化
け
物
の
鵠
こ
と
に
、
お
か
し
み
や
工
夫
を
明
ら
か
に

し
て
お
い
た
。

『
画
図
百
鬼
夜
行
』
の
構
成
に
関
す
る
一
考
察

は
じ
め
に
戻
っ
て
、
木
魅
の
図
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
に
、
め
で
た
い
も

の
の
は
ず
の
尉
と
姥
を
化
け
物
扱
い
し
て
、
化
け
物
絵
本
の
筆
頭
に
掲
げ
た

の
は
、
奇
想
と
い
わ
ぬ
ま
で
も
、
新
し
み
あ
る
趣
向
で
、
意
外
性
に
富
ん
で

い
た
。
江
戸
時
代
の
読
者
は
、
最
初
こ
そ
、
こ
れ
に
困
惑
し
て
し
ま
っ
た
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
る
と
、
尉
と
姥
も
木
の
精
霊
の
化
身
だ
か
ら
、

確
か
に
「
化
け
物
」
で
は
あ
る
と
、
し
ま
い
に
は
納
得
し
た
は
ず
で
あ
る
。

作
者
の
優
れ
た
ウ
イ
ッ
ト
は
、
「
高
砂
」
の
老
ペ
ア
を
化
け
物
扱
い
し
な
が

ら
、
脇
能
に
ひ
っ
か
け
て
、
き
ち
ん
と
努
頭
を
飾
ら
せ
る
配
慮
に
も
欠
け
て

い
な
い
あ
た
り
に
、
最
大
限
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ウ
イ
ッ
ト
が

新
し
み
や
ユ
ー
モ
ア
あ
ふ
れ
る
趣
向
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

②
に
つ
い
て
は
、
垢
嘗
の
箇
所
で
破
綻
し
て
い
る
が
、
天
狗
以
下
、
そ
れ

ぞ
れ
の
化
け
物
に
つ
い
て
、
前
に
く
る
化
け
物
・
丁
を
異
に
し
て
対
に
な
る

化
け
物
と
の
「
つ
な
が
り
」
が
、
編
集
段
階
で
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
と
考

え
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
、
山
や
水
辺
と
い
っ
た
化
け
物
の
居
処
、

ま
た
は
化
け
物
の
分
類
(
こ
の
た
び
考
察
し
た
ケ
l
ス
で
は
動
物
型
と
い
っ

た
)
に
よ
っ
て
、
ま
と
め
、
つ
な
げ
て
い
く
や
り
方
に
看
取
で
き
る
。
ま

た
、
見
聞
き
に
お
け
る
化
け
物
の
組
み
合
わ
せ
に
お
い
て
は
、
童
子
と
老

女
、
犬
と
猫
と
い
っ
た
対
照
性
を
意
識
し
て
組
ま
せ
た
り
、
共
通
す
る
「
武

器
」
で
組
ま
せ
た
り
し
て
い
る
。
か
よ
う
な
構
成
方
法
が
①
と
あ
い
ま
っ

て
、
『
画
図
百
鬼
』
の
化
け
物
た
ち
を
「
つ
な
が
り
・
展
開
」
を
意
識
し
て

眺
め
る
時
、
大
き
な
興
趣
を
も
た
ら
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
た
び
考
察
し
た
の
は
、
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
の
陰
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『
画
図
百
鬼
夜
行
』
の
構
成
に
関
す
る
一
考
察

一
巻
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
る
。
筆
者
の
仮
説
を
確
か
な
も
の
に
す
る
に
は
、

当
然
、
続
く
「
陽
」
「
風
」
二
巻
に
つ
い
て
の
考
察
を
遂
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
続
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

注
l

高
峰
博
『
幽
霊
と
お
ば
け
伝
説
心
理
』
(
大
正
八
年
洛
陽
堂
)
、
江

馬
務
『
日
本
妖
怪
変
化
史
』
(
大
正
一
二
中
外
出
版
)
、
日
野
巌
『
趣
味

研
究
動
物
妖
怪
誇
』
(
大
正
一
五
年
養
賢
堂
)
、
藤
沢
衛
彦
『
変
態
伝

説
史
』
(
大
正
一
五
年
文
芸
資
料
研
究
会
)
、
近
代
日
本
文
学
大
系
第
一

三
巻
『
怪
異
小
説
集
』
(
昭
和
二
年
国
民
図
書
株
式
会
社
)
、
藤
沢
衛
彦

編
『
妖
怪
画
談
全
集
日
本
編
上
下
』
(
昭
和
四
、
五
年
)
な
ど
。

注
2

た
と
え
ば
佐
藤
有
文
『
い
ち
ば
ん
く
わ
し
い
日
本
妖
怪
図
鑑
』
(
昭
和

四
七
年
立
風
書
房
)
な
ど
。

注
3

平
成
一
一
年
講
談
社
ノ
ベ
ル
ス
と
し
て
刊
行
。
平
成
一
八
年
に
講
談
社

文
庫
に
入
っ
た
o

続
縞
は
角
川
書
活
発
行
の
雑
誌
「
季
刊
怪
」
に
多
田

氏
が
連
載
す
る
「
絵
解
き
画
図
百
鬼
夜
行
の
妖
怪
」
。

注
4

「
謎
解
き
『
画
図
百
鬼
夜
行
』

1
鳥
山
石
燕
の
構
成
方
法
を
め
ぐ
っ
て

ー
」
(
「
京
都
精
華
大
学
紀
要
」
第
二
二
号
平
成
一
四
)

注
5

注
4
論
文
並
び
に
「
明
け
な
き
夜
の
百
鬼
夜
行
|
鳥
山
石
燕
『
画
図
百

鬼
夜
行
』
の
構
成
方
法
」
(
「
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
五
二
(
一

二
平
成
一
九
年
九
月
)

注
6

『
歌
舞
伎
事
典
』
昭
和
五
八
年
平
凡
社
刊
二
三
九
頁
別
刷
口
絵
に

初
代
豊
国
が
寛
政
一
一
年
に
描
い
た
六
世
団
十
郎
の
「
あ
げ
巻
の
助
六
」

も
載
る
。

注
7

立
命
館
大
学
A
R
C
所
蔵
浮
世
絵
検
索
閲
覧
シ
ス
テ
ム
に
よ
ら
れ
た

注
8

ベ
ル
リ
ン
国
立
美
術
館
ほ
か
蔵

注
9

図
版
は
小
林
忠
『
浮
世
絵
の
鑑
賞
基
礎
知
識
』
(
平
成
六
年
至
文
堂
)

五
八
頁
に
東
京
国
立
博
物
館
蔵
の
も
の
が
見
え
る
。
筑
摩
書
房
『
江
戸
時

代
図
誌
江
戸
一
一
』
の
図
一

O
一
・
春
章
の
「
車
曳
」
も
見
よ
。

注
叩
鳥
居
フ
ミ
子
『
金
太
郎
の
誕
生
』
(
遊
学
叢
書
二
一
平
成
一
四
年

勉
誠
出
版
)
七
七
、
七
八
頁

注
日
吉
川
観
方
『
絵
画
に
見
え
た
る
妖
怪
』
(
昭
和
一
一
年
美
術
図
書
出
版

部
)
は
『
函
図
百
鬼
』
と
「
百
怪
図
巻
」
と
の
関
係
を
説
く
。
平
成
二
一

年
・
国
書
刊
行
会
刊
『
妖
怪
図
巻
』
に
お
け
る
多
国
克
己
氏
に
よ
る
解
説

も
参
照
。

注
ロ
国
書
刊
行
会
刊
『
妖
怪
図
巻
』
六
一
二
頁

注
目
小
学
館
・
日
本
古
典
文
学
全
集
『
御
伽
草
子
集
』
三
七
二
、
三
七
五
頁

注
目
江
戸
怪
異
締
想
文
芸
大
系
第
五
巻
『
近
世
民
間
異
聞
怪
談
集
成
』
所
収

八
五
四
頁
。
同
話
が
文
政
八
年
刊
『
近
世
拾
遺
物
語
』
に
、
『
思
出
草
』

か
ら
採
録
さ
れ
る
。

注
目
講
談
社
版
『
蕪
村
全
集
』
第
六
巻
三
八

O
頁

注
日
山
猫
の
踊
り
に
つ
い
て
は
、
小
林
光
一
郎
氏
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
け
れ

ど
も
、
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
全
て
『
函
図
百
鬼
』
よ
り
後
の

時
代
の
例
で
あ
る
。
「
「
踊
り
歌
う
猫
の
話
」
に
歌
が
組
み
込
ま
れ
た
背
景

|
「
猫
じ
ゃ
猫
じ
ゃ
」
の
歌
を
事
例
に

l
」
(
神
奈
川
大
学
幻
世
紀
C
O

E
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
人
類
文
化
研
究
の
た
め
の
非
文
字
資
料
の
体
系
化
」
研

究
推
進
会
議
「
非
文
字
資
料
研
究
の
可
能
性
|
若
手
研
究
者
研
究
論
文

集
」
平
成
二
十
年
三
月
)
、
「
「
踊
り
歌
う
猫
の
話
」
に
お
け
る
「
踊
る
猫
」

の
イ
メ
ー
ジ
錦
絵
に
描
か
れ
た
る
踊
る
猫
」
(
「
年
報
非
文
字
資
料
研

究
」
平
成
二
三
年
三
月
)
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注
口
近
代
日
本
文
学
大
系
第
二
一
一
巻
『
怪
異
小
説
集
』
五
二
ニ
頁
。
図
書
刊

行
会
・
叢
書
江
戸
文
庫
第
二
七
巻
『
続
百
物
語
怪
談
集
成
』
三
五
頁

注
凶
こ
の
よ
う
な
説
明
が
動
物
生
態
学
上
の
知
識
と
雌
僻
す
る
こ
と
は
問
わ

な
い
と
し
て
も
、
昼
間
に
腹
鼓
を
打
つ
と
い
う
の
は
い
か
が
な
も
の
で
あ

ろ
う
。
た
だ
し
『
和
漢
三
才
図
会
』
を
見
て
も
、
腹
鼓
を
夜
に
打
つ
と
は

言
及
し
て
い
な
い
。

注
問
問
題
書
(
伊
藤
清
司
監
修
・
解
説
工
作
舎
平
成
二
二
年
)
五
六
頁

注
初
注
目
同
書
一
一
一
ニ
頁

注
幻
岩
波
文
庫
「
江
戸
怪
談
集
中
』
二
一
五
七
頁
。
岩
波
新
日
本
古
典
文
学

大
系
『
伽
縛
子
』
一
一
九
九
頁

注
幻
国
文
学
研
究
資
料
館
が
大
洲
市
立
図
書
館
蔵
本
を
デ
ジ
タ
ル
画
像
で
公

閲
し
て
い
る
o

注
お
叢
書
江
戸
文
庫
第
二
七
巻
『
続
百
物
語
怪
談
集
成
』
一
一
頁

注
M

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
公
開
し
て
い
る
。
な

ぉ
、
狸
か
ら
窮
奇
へ
の
つ
な
が
り
は
、
『
広
倭
本
草
』
に
あ
る
風
狸
H

カ

マ
イ
タ
チ
説
に
ヒ
ン
ト
が
あ
ろ
う
。

注
お
国
主
日
刊
行
会
版
『
鳥
山
石
燕
函
図
百
鬼
夜
行
』
に
お
け
る
稲
旧
篤
信

氏
の
解
説
を
参
照
。

注
お
『
鳥
山
石
燕
画
図
百
鬼
夜
行
』
四
一
頁

注
幻
『
妖
怪
図
巻
』
(
京
極
夏
彦
・
文
多
国
克
己
・
編
/
解
説
国
書
刊
行

会
平
成
一
二
年
)
の
一
七
二
頁

注
お
図
書
刊
行
会
『
鳥
山
石
燕
回
図
百
鬼
夜
行
』
四
二
頁
。
な
お
、
王
子

稲
荷
の
俗
信
に
つ
い
て
、
稲
旧
氏
は
宮
田
登
氏
が
発
表
し
た
論
文
「
狐

火
」
(
「
季
刊
江
戸
文
学
」
二
ぺ
り
か
ん
社
平
成
二
年
)
か
ら
ヒ
ン
ト

を
得
て
い
る
。

『
画
図
百
鬼
夜
行
』
の
構
成
に
関
す
る
一
考
察

な
お
原
典
か
ら
の
引
用
に
お
い
て
は
漢
字
を
現
行
の
字
体
に
し
、
適
宜
句
読

点
を
付
し
た
。
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