
鳥
山
石
燕
『
函
図
百
鬼
夜
行
』
陽
の
巻
を
読
む

鳥
山
石
燕

『
画
図
百
鬼
夜
行
』

本
稿
は
平
成
二
七
年
、
本
誌
第
五

O
号
掲
載
の
「
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
の

構
成
に
関
す
る
一
考
察
」
の
続
稿
で
あ
る
。

前
稿
で
は
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
(
以
下
『
回
図
百
鬼
』
と
略
す
)
の
陰
の

巻
に
つ
い
て
考
察
し
、
末
尾
に
以
下
の
よ
う
な
説
を
ま
と
め
た
。

①
『
画
図
百
鬼
』
陰
の
巻
に
掲
載
さ
れ
る
化
け
物
の
図
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

そ
こ
は
か
と
な
い
滑
稽
性
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
趣
向
が
設
け
ら
れ
て
い

る。②
『
画
図
百
鬼
』
陰
の
巻
に
並
ぶ
化
け
物
た
ち
は
、
前
後
の
つ
な
が
り
を

意
識
し
て
配
列
さ
れ
て
お
り
、
読
者
は
ど
う
い
う
縁
で
つ
な
が
る
か
を
読

み
と
く
こ
と
で
、
知
的
興
趣
を
味
わ
え
る
。
①
で
い
う
滑
稽
性
が
、
妖
怪
図

の
つ
な
が
り
の
中
で
畷
し
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
説
を
、
陰
の
巻
に
続
く
陽
の
巻
で
検
証
し
よ
う
と
す
る
の
が

本
稿
で
あ
る
。

陽
の
巻
を
読
む

倉

本

昭

『
画
図
百
鬼
』
の
原
典
は
、
国
書
刊
行
会
刊
『
鳥
山
石
燕
画
図
百
鬼
夜

行
』
並
び
に
、
角
川
文
庫
『
鳥
山
石
燕
画
図
百
鬼
夜
行
全
両
集
』
に
拠
っ

た
。
た
だ
し
後
者
は
原
典
の
写
真
を
表
紙
・
各
巻
目
録
に
至
る
ま
で
全
て
収

め
た
も
の
で
は
な
い
。

な
お
、
文
中
の
引
用
に
は
、
原
典
に
な
い
句
読
点
を
補
い
、
字
体
を
現
行

の
も
の
に
変
え
た
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
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陰
の
巻
か
ら
陽
の
巻
へ

筆
者
は
『
闘
図
百
鬼
』
陰
の
巻
の
検
討
を
通
じ
て
、
個
々
の
化
け
物
の
図

が
、
前
後
あ
る
い
は
前
後
い
ず
れ
か
で
、
何
ら
か
の
縁
に
よ
り
、
つ
な
、
か
っ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
陰
の
巻
か
ら
陽
の
巻
へ
の
移

り
に
、
や
は
り
何
ら
か
の
「
つ
な
が
り
」
が
見
出
せ
は
し
な
い
か
、
検
討
し

て
み
る
。

『
画
図
百
鬼
』
陰
の
巻
持
尾
を
、
「
狐
火
」
の
図
が
飾
っ
て
い
る
。
と
こ



ろ
が
筆
者
は
、
こ
こ
に
く
る
化
け
物
と
し
て
、
当
初
「
垢
嘗
」
が
予
定
さ
れ

て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
し
た
。
そ
れ
が
狐
火
に
代
え
ら
れ
た
の

は
、
陽
の
巻
の
冒
頭
に
、
妖
火
を
操
る
蜘
妹
の
化
け
物
「
絡
新
婦
(
じ
よ
ら

う
く
も
)
」
を
配
す
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
と
妖
火
の
縁
で
つ
な
げ
る
た
め
に
、

わ
ざ
わ
ざ
「
狐
」
を
「
狸
」
と
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
外
し
て
、
巻
末
に
移
し

た
結
果
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
た
。
ま
た
、
狐
と
絡
新
婦
は
人
間
の
女
に
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化
け
る
と
い
う
共
通
点
で
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

絡
新
婦
は
、
蜘
妹
の
化
け
物
と
い
う
よ
り
、
後
続
の
化
け
物
の
類
型
か
ら

考
え
て
も
、
火
妖
の
一
種
と
し
て
、
陽
の
巻
冒
頭
に
据
え
ら
れ
て
い
る
と
み

て
よ
い
。
陽
の
巻
の
前
半
に
、
絡
新
婦
以
下
、
火
妖
群
、
か
並
ぶ
の
は
、
巻
名

か
ら
し
て
、
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
。

続
い
て
、
絡
新
婦
図
の
趣
向
を
読
み
解
い
て
み
よ
う
。
「
じ
よ
ら
う
」
と

は
勿
論
「
女
郎
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
絡
新
婦
を
着
物
を
は
だ
け
た
遊
女
に

見
立
て
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
着
物
と
見
え
る
も
の
は
、
実

際
は
着
物
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
、
化
け
物
の
繰
り
出
す
糸
な
の
か
、
化

け
物
の
身
体
な
の
か
も
判
然
と
し
な
い
。
着
物
の
模
様
と
見
え
る
の
は
、
化

け
物
が
巣
く
う
梅
の
老
木
の
枝
に
咲
く
花
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
だ
ま
し
絵
」

的
効
果
を
狙
っ
た
図
柄
と
い
え
よ
う
。

梅
木
模
様
の
着
物
を
ま
と
う
遊
女
は
「
梅
の
位
」
の
遊
女
、
す
な
わ
ち
天

神
を
表
す
。
天
神
が
手
練
手
官
に
た
け
て
、
客
を
手
玉
に
と
る
よ
う
に
、
絡

新
婦
は
、
蜘
妹
が
吐
く
妖
火
を
糸
で
自
在
に
操
る
と
い
い
た
い
の
だ
ろ
う
。

絡
新
婦
が
蜘
妹
の
尻
か
ら
出
る
糸
を
爪
先
に
ひ
っ
か
け
て
操
る
様
は
、
と
ん

鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
陽
の
巻
を
読
む

ぼ
釣
り
を
紡
徽
と
さ
せ
る
。
絡
新
婦
の
肢
が
樟
で
、
お
と
り
の
と
ん
ぼ
の
代

わ
り
に
、
蜘
妹
が
糸
の
先
に
つ
い
て
い
る
と
見
れ
ば
よ
い
。
「
女
郎
」
蜘
妹

だ
け
に
、
釣
る
の
は
人
聞
の
男
で
、
彼
ら
が
お
と
り
の
妖
火
に
惑
わ
さ
れ
て

近
づ
い
た
ら
、
餌
食
に
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
ち
な
み
に
、
西
鶴
の
『
好
色

一
代
男
』
巻
六
「
詠
は
初
姿
」
に
「
引
ふ
ね
の
女
は
、
あ
と
に
か
へ
し
、
禿

計
を
召
つ
れ
、
と
も
し
火
の
う
つ
り
、
枕
近
く
立
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
申
々
、

め
づ
ら
し
き
蜘
が
/
¥
と
、
申
さ
れ
け
れ
ば
、
世
之
介
夢
お
ど
ろ
き
、
い
や

な
事
と
、
起
あ
が
る
所
を
、
し
か
と
し
め
つ
け
、
女
郎
蜘
が
、
取
つ
き
ま
す

【柱
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と
い
ひ
さ
ま
、
帯
と
か
せ
」
と
あ
る
の
は
、
「
女
郎
蜘
妹
」
で
遊
女
房
-
指
す

好
例
だ
か
ら
、
参
考
と
し
て
掲
げ
て
お
く
。

と
こ
ろ
で
、
絡
新
婦
が
妖
火
を
伴
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
『
和
漢
三
才
図
会
』

の
「
絡
新
婦
ぢ
よ
ろ
う
く
も
」
の
項
か
ら
来
て
い
て
、
そ
こ
に
「
老
者
能

生
火
、
闇
夜
或
微
雨
中
偶
見
之
、
大
可
小
椀
、
円
而
帯
微
青
色
」
と
見
え
る

《詮
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通
り
で
あ
る
。

絡
新
婦
を
天
神
の
位
の
遊
女
に
見
立
て
る
趣
向
が
思
い
つ
け
ば
、
古
来
、

梅
は
花
魁
H
花
の
さ
き
が
け
と
い
う
か
ら
、
巻
頭
に
梅
を
意
匠
に
加
え
た
絡

新
婦
図
を
も
っ
て
く
る
の
も
自
然
で
あ
っ
た
。

-23-

絡
新
婦
に
続
い
て
丁
裏
に
は
髄
か
く
る
。
化
け
る
生
き
物
の
縁
で
絡
新
婦

か
ら
つ
な
が
っ
て
い
る
。
周
り
か
ら
廓
通
い
を
厳
し
く
笹
め
ら
れ
た
男
が
、

悪
所
と
キ
ッ
パ
リ
縁
を
切
る
様
を
、
「
髄
の
道
を
切
っ
た
ゃ
う
」
の
語
で
表

す
こ
と
が
あ
る
。
絡
新
婦
が
遊
女
に
見
立
て
ら
れ
、
そ
の
次
に
髄
を
出
し
て



鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
陽
の
巻
を
読
む

き
た
の
に
は
、
そ
う
し
た
言
葉
に
導
か
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し

て
お
こ
う
。

ま
た
、
こ
の
図
で
は
、
髄
の
よ
み
が
な
に
「
て
ん
」
と
振
る
こ
と
に
注
意

し
た
い
。
描
か
れ
て
い
る
の
は
「
て
ん
H

紹
」
な
の
で
あ
る
。
「
髄
の
な
き

聞
の
紹
誇
り
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
る
通
り
、
紹
が
髄
の
い
な
い
聞
に
火

柱
の
ま
ね
を
し
て
一
人
前
面
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
譜
諺
性
が
あ
る
。
髄
と

書
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
「
て
ん
」
と
読
ま
せ
る
の
は
、
そ
こ
に
気
付
か
せ
る
た

め
で
も
あ
る
。

馳
の
火
柱
は
『
本
朝
食
鑑
』
「
髄
鼠
」
に
「
村
市
夜
間
空
中
有
焔
気
、
高

升
如
立
柱
、
呼
称
火
柱
、
其
消
尽
処
必
有
火
災
、
此
言
群
髄
作
妖
也
」
と
見

え
、
石
燕
が
確
実
に
参
考
に
し
て
い
た
『
和
漢
三
才
図
会
』
に
も
同
様
の
記
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述
が
あ
る
。

髄
な
ら
ぬ
「
紹
の
火
柱
」
は
、
寺
塔
の
相
輪
の
一
部
を
な
す
水
煙
に
見
立

て
て
い
る
。
火
災
の
固
た
る
火
柱
を
、
わ
ざ
わ
ざ
火
を
忌
ん
で
水
の
字
を
当

て
る
水
煙
に
見
立
て
る
と
こ
ろ
に
、
皮
肉
な
笑
い
が
潜
ん
で
い
よ
う
。
こ
こ

で
寺
と
の
縁
を
見
出
し
た
ら
、
次
に
、
壬
生
寺
の
悪
僧
・
宗
源
が
化
け
た
叢

原
火
へ
と
つ
な
が
る
の
に
も
、
う
な
ず
け
よ
う
。
ま
た
、
叢
原
火
の
図
中
調

書
に
「
朱
雀
の
宗
源
火
と
い
ふ
」
と
あ
る
。
た
と
え
ば
『
俳
譜
小
傘
』
で

は
、
髄
の
付
心
の
一
つ
に
「
野
」
を
挙
げ
て
い
る
か
ら
、
髄
か
ら
(
朱
雀
)

野
|
叢
原
火
(
宗
源
火
)
と
つ
な
げ
る
の
は
、
俳
譜
的
発
想
と
も
い
え
る
。

火
妖
の
カ
タ
ロ
グ

炎
の
中
に
悪
僧
の
顔
が
浮
か
ぶ
叢
原
火
に
続
い
て
、
釣
瓶
火
も
、
人
の

顔
ら
し
き
も
の
を
有
す
る
火
妖
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
化
け
物
は
、

『
古
今
百
物
諮
評
判
』
巻
一
ー
ー
四
「
西
の
岡
の
釣
瓶
を
ろ
し
弁
陰
火
陽
火
の

《注
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事
」
に
見
え
る
、
「
釣
瓶
を
ろ
し
」
な
る
化
け
物
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
釣

瓶
を
ろ
し
は
、
大
木
の
精
で
「
木
生
火
」
の
理
に
従
っ
て
生
じ
た
妖
物
で
あ

り
、
木
の
下
の
暗
か
り
に
現
れ
、
若
木
か
ら
は
生
じ
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い

【注
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る
。
石
燕
描
く
釣
瓶
火
は
、
そ
の
釣
瓶
を
ろ
し
の
挿
絵
を
参
考
に
し
た
ら

し
い
。
し
か
し
彼
は
、
釣
瓶
火
の
顔
を
、
狂
言
面
の
祖
父
に
似
せ
て
、
岩
に

生
え
た
老
松
の
精
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
釣
瓶
を
ろ
し
の
挿
絵
と
は
異
な

る
イ
メ
ー
ジ
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
画
面
右
端
上
半
分
か
ら
突
き
出
た
大

岩
か
ら
、
ま
る
で
腕
を
さ
し
だ
す
よ
う
に
松
の
枝
が
伸
び
、
そ
の
下
に
釣
瓶

火
が
ぶ
ら
さ
が
る
様
は
、
手
車
を
思
わ
せ
る
。
手
車
で
あ
れ
ば
、
操
る
人
に

よ
っ
て
上
げ
下
げ
さ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
動
き
を
も
っ
て
釣
瓶
の
よ
う

な
火
、
す
な
わ
ち
釣
瓶
火
と
呼
ぶ
の
も
、
な
る
ほ
ど
と
う
な
ず
け
る
の
で
あ

る。
画
面
右
端
か
ら
巨
岩
が
突
き
出
る
構
図
は
、
寛
延
五
年
刊
・
長
谷
川
光
信

画
『
絵
本
家
賀
御
伽
』
中
の
「
プ
リ
」
を
用
い
た
ト
ン
ボ
釣
り
を
描
く
図
が

ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
絵
本
に
は
手
車
売
り
の
図
も
あ

る
し
、
お
と
り
ト
ン
ボ
を
用
い
た
ト
ン
ボ
釣
り
の
図
ま
で
あ
る
。
絡
新
婦
の

姿
態
に
、
こ
ち
ら
の
パ
タ
ー
ン
の
ト
ン
ボ
釣
り
の
見
立
て
が
読
み
と
れ
る
こ
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と
は
先
述
し
た
。

釣
瓶
火
と
対
を
な
す
「
ふ
ら
り
火
」
は
、
『
函
図
百
鬼
』
と
関
係
が
取
り

ざ
た
さ
れ
る
佐
脇
嵩
之
画
「
百
怪
図
巻
」
や
、
秋
田
県
個
人
蔵
「
化
物
づ
く

し
」
と
い
っ
た
絵
巻
に
も
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
や
(
未
発
見
の
)
同
系

統
の
絵
巻
に
載
る
「
ふ
ら
り
火
」
に
基
づ
い
て
、
石
燕
が
絵
筆
を
揮
っ
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
描
く
「
ふ
ら
り
火
」
図
に
は
、
下
部

に
芭
蕉
の
木
が
描
き
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
い
る
。

ふ
ら
り
火
の
前
に
来
る
釣
瓶
火
の
図
に
は
、
岩
鼻
に
生
え
る
松
が
描
か
れ

て
い
た
。
松
と
芭
蕉
と
の
縁
を
探
る
と
、
ま
ず
謡
曲
「
芭
蕉
」
の
「
芭
蕉

に
落
ち
て
松
の
声
、
芭
蕉
に
落
ち
て
松
の
声
、
徒
に
や
風
の
破
る
ら
ん
」

の
詞
章
、
か
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
た
だ
、
石
燕
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
よ
り
も
松

尾
百
蕉
の
「
芭
蕉
を
移
す
詞
」
が
念
頭
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に

は
「
松
は
ひ
と
り
に
な
り
ぬ
ぺ
き
に
や
と
、
遠
き
旅
寝
の
胸
に
た
〉
ま
り
、

人
々
の
わ
か
れ
、
ば
せ
を
の
名
残
、
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
佑
し
さ
も
終
に
五
と

《桧

g
v

せ
の
春
秋
を
過
し
て
、
ふ
た
〉
び
芭
蕉
に
な
み
だ
を
そ
〉
く
」
と
あ
る
。

さ
ら
に
、
見
落
と
す
べ
き
で
な
い
の
は
、
石
燕
が
「
ふ
ら
り
火
」
に
、
ど

こ
と
な
く
芭
蕉
の
花
を
重
ね
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
ふ
ら
り
火
」
の
首
は

芭
蕉
の
花
茎
。
両
翼
は
芭
蕉
の
花
の
聞
い
た
直
。
羽
毛
は
雄
花
、
胴
体
は
芭

蕉
の
花
の
醤
に
当
た
る
。
芭
蕉
の
花
の
苗
が
黄
色
い
こ
と
か
ら
、
火
妖
と
の

連
想
が
働
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

芭
蕉
の
花
が
炎
に
例
え
ら
れ
る
例
は
、
漢
詩
に
見
出
せ
る
。
た
と
え
ば
、

鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
陽
の
巻
を
読
む

韓
健
「
紅
芭
蕉
賦
」
に
「
瞥
見
紅
蕉
、
魂
随
醜
消
、
陰
火
与
朱
華
映
、
神
霞

将
日
脚
相
焼
」
、
李
紳
(
杜
牧
説
も
)
「
紅
蕉
花
」
に
「
紅
蕉
花
様
炎
方
識
、

療
水
渓
辺
色
最
深
、
葉
満
叢
深
股
似
火
、
不
唯
焼
眼
更
焼
身
」
と
あ
る
。

ま
た
、
『
本
草
綱
目
』
巻
一
五
草
之
四
「
甘
蕉
」
の
釈
名
に
は
「
時
珍
日

:
・
:
曹
叔
雅
異
物
志
云
、
芭
蕉
結
実
其
皮
赤
如
火
」
と
あ
り
、
集
解
に
は

「
恭
日
:
:
:
花
出
弁
中
極
繁
盛
、
紅
者
如
火
矩
、
謂
之
紅
蕉
」
と
見
え
る
。

ま
た
『
画
図
百
鬼
』
の
「
ふ
ら
り
火
」
は
、
『
化
物
づ
く
し
』
『
百
怪
図

巻
』
に
描
か
れ
た
も
の
と
比
べ
る
と
、
コ
ウ
モ
リ
に
近
い
印
象
を
受
け
る
。

こ
れ
は
、
『
百
陽
雑
姐
』
に
「
南
中
紅
蕉
、
花
時
有
紅
煽
幅
集
花
中
」
と
あ

る
の
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
の
例
も
紅
蕉
で
あ
り
、
普
通
の
芭
蕉
と
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、
石

燕
が
「
ふ
ら
り
火
」
図
を
構
憩
す
る
の
に
参
照
し
た
可
能
性
は
あ
る
。

に
d
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こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
で
気
づ
く
の
は
、
火
妖
図
の
多
く
に
見
立
て
の
趣

向
か
見
出
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
絡
新
婦
が
遊
女
の
と
ん
ぼ
釣
、
馳
が
水
煙
、

釣
瓶
火
が
手
車
、
ふ
ら
り
火
が
芭
蕉
の
花
を
見
立
て
た
と
、
筆
者
は
主
張
し

た
。
見
立
て
の
趣
向
こ
そ
が
、
こ
れ
ら
の
図
の
滑
稽
性
に
つ
な
、
か
っ
て
い
る

こ
と
、
一
-
一
一
口
う
ま
で
も
な
い
。

「
ふ
ら
り
火
」
の
次
に
は
「
姥
が
火
」
が
載
る
。
「
ふ
ら
り
火
」
を
聞
に

し
て
、
前
に
老
翁
の
顔
の
よ
う
な
釣
瓶
火
、
後
ろ
に
「
姥
が
火
」
が
配
さ
れ

る
。
「
姥
が
火
」
と
「
ふ
ら
り
火
」
の
縁
に
つ
い
て
は
、
『
和
漢
三
才
図
会
』



鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
陽
の
巻
を
読
む

巻
七
五
「
河
内
」
の
河
内
郡
に
載
る
「
姥
火
」
の
項
目
に
、
「
按
偶
有
逢
姥

火
者
、
語
日
彼
火
飛
也
、
高
丈
余
、
急
来
子
面
前
、
驚
覆
件
潜
見
之
、
火
有

枕
頭
、
実
即
鳥
也
、
大
知
雌
鶏
、
火
出
於
口
、
毎
叩
噴
有
音
」
と
見
え
る

の
が
参
考
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
記
事
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
『
諸
国
里

人
談
』
巻
三
・
「
六
光
火
部
」
の
「
姥
火
」
も
無
視
で
き
な
い
。
『
里
人
談
』

に
は
、
最
近
姥
火
に
通
過
し
た
へ
か
い
て
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
そ
の

姥
火
が
飛
ん
で
き
て
面
前
に
落
ち
た
か
ら
、
う
つ
伏
せ
に
な
っ
て
静
か
に
様

子
を
う
か
が
う
と
「
鶏
の
ご
と
く
の
烏
あ
り
。
鳴
を
叩
く
音
」
、
か
し
た
と
書

同
注
目
】

か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
を
ふ
ま
え
て
、
烏
の
よ
う
な
「
ふ
ら
り
火
」

の
次
に
姥
か
火
を
も
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

姥
が
火
の
絵
は
、
『
西
鶴
諸
国
ぱ
な
し
』
巻
五
上
ハ
、
『
西
鶴
名
残
の
友
』

巻
五
l
五
に
見
え
る
が
、
石
燕
描
く
と
こ
ろ
は
、
西
鶴
本
の
も
の
よ
り
も
、

明
和
四
年
刊
『
新
説
百
物
語
』
巻
四
|
七
「
火
炎
婆
々
と
い
ふ
亡
者
の
事
」

《註

H
V

に
見
え
る
も
の
に
近
い
。

見
聞
き
に
対
を
な
す
姥
が
火
と
火
車
と
の
つ
な
が
り
は
、
説
明
に
難
く
な

い
。
悪
心
の
老
婆
を
「
火
車
婆
」
と
い
い
、
廓
の
遣
手
婆
を
火
車
(
花
車
・

香
車
)
と
呼
ぶ
か
ら
、
姥
か
ら
火
車
婆
の
語
を
連
想
し
、
化
け
物
の
火
車
を

姥
が
火
の
次
に
配
置
し
た
の
で
あ
る
。

石
燕
は
、
こ
れ
ま
で
牛
頭
・
馬
頭
や
雷
神
の
知
き
様
態
で
描
か
れ
て
い
た

火
車
を
、
山
猫
の
よ
う
な
頭
を
し
た
二
足
歩
行
の
怪
物
に
仕
立
て
た
点
に
、

工
夫
を
見
せ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
佐
脇
嵩
之
「
百
怪
図
巻
」
(
も
し
く
は

同
系
統
の
絵
巻
)
に
描
か
れ
る
火
車
、
か
、
石
燕
の
自
に
入
り
、
そ
れ
に
耳
と

体
毛
を
加
え
る
形
で
ア
レ
ン
ジ
し
た
の
が
『
画
図
百
鬼
』
の
火
車
だ
弘
判
。

で
は
、
な
ぜ
石
燕
は
、
そ
の
よ
う
に
描
い
た
の
か
。
こ
れ
は
、
堤
邦
彦
に
詳

【
注
目
】

論
が
あ
る
通
り
、
猫
文
が
、
死
者
の
身
体
を
奪
っ
て
い
く
火
車
と
習
合
し
て

い
た
こ
と
と
関
わ
り
が
あ
る
。
参
考
に
『
多
満
寸
太
礼
』
巻
四
|
三
「
火
車

説
弁
猫
取
死
骸
事
」
の
梗
概
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

上
野
国
名
古
の
禅
寺
・
宗
興
寺
を
、
周
厳
が
住
持
し
て
い
た
と
き
の
こ

と
。
村
の
名
主
が
臨
終
を
迎
え
た
日
の
深
夜
、
周
厳
は
、
寺
に
飼
わ
れ
る
猫

が
板
縁
で
仲
間
と
話
す
の
を
聞
く
。
猫
た
ち
は
名
主
の
遺
骸
を
奪
う
こ
と
を

計
画
し
て
い
た
。
し
か
し
寺
の
飼
い
猫
は
、
住
持
の
心
に
ス
キ
が
な
い
こ
と

を
警
戒
す
る
。
代
々
名
主
の
遺
骸
は
、
葬
礼
の
最
中
に
、
黒
雲
か
ら
現
れ
る

何
物
か
に
奪
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
犯
人
は
猫
文
た
ち
で
あ
っ
た
の
だ
。
周
厳

が
、
何
食
わ
ぬ
顔
で
戻
っ
た
猫
を
叱
責
す
る
と
、
猫
は
逃
げ
出
し
た
。
翌

日
、
野
辺
送
り
の
最
中
、
天
が
に
わ
か
に
か
き
曇
っ
た
が
、
周
厳
は
恐
れ
ず

呪
文
を
唱
え
て
猫
又
ど
も
の
罪
を
責
め
た
。
雲
は
晴
れ
、
葬
礼
は
無
事
終
わ

る
。
村
人
は
猫
を
全
部
村
か
ら
追
放
し
た
。

似
た
話
が
『
御
伽
人
苫
巻
一
|
三
「
幻
に
見
る
人
し
ら
ぬ
理
(
ね
こ
ま

た
)
」
に
も
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
北
国
の
禅
寺
を
舞
台
に
、
和
尚
が
村
の
女

の
遺
骸
を
奪
お
う
と
す
る
寺
の
飼
い
猫
た
ち
の
企
み
を
挫
く
内
容
で
あ
る
。

石
燕
は
、
こ
う
し
た
、
猫
又
|
火
事
を
習
合
さ
せ
る
話
な
ど
に
ヒ
ン
ト
を

得
て
、
山
猫
の
よ
う
な
頭
部
の
火
車
を
描
い
た
の
で
あ
っ
た
。
火
消
し
な
ら

ぬ
火
妖
が
、
町
家
の
屋
根
の
天
水
桶
に
、
乱
暴
に
足
を
か
け
る
皮
肉
も
見
逃

ρ
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し
で
は
な
る
ま
い
。

以
上
、
様
々
な
火
妖
が
カ
タ
ロ
グ
の
よ
う
に
並
ぶ
陽
の
巻
前
半
で
あ
っ

た
。
絵
解
き
そ
の
も
の
の
興
趣
、
化
け
物
同
士
の
つ
な
が
り
を
読
み
解
く
興

趣
か
、
滑
稽
性
と
無
縁
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
れ
た
い
。

鳴
屋
・
姑
獲
鳥
・
海
座
頭
図
を
読
み
解
く

火
車
は
巻
頭
か
ら
続
い
た
火
妖
群
の
し
ん
が
り
で
あ
る
。
一
転
し
て
、
次

に
来
る
の
が
鳴
屋
(
ゃ
な
り
)
で
あ
る
。
火
車
か
ら
鳴
屋
へ
は
、
ど
の
よ
う

な
つ
な
が
り
を
考
え
た
ら
よ
い
か
。

ま
ず
『
西
鶴
織
留
』
巻
一
一
二
「
古
帳
よ
り
は
十
八
人
口
」
の
梗
概
を
記

そャっ。大
坂
堺
筋
の
塗
り
物
屋
の
二
代
目
、
か
、
商
い
を
広
げ
た
の
に
、
歳
末
に
手

詰
ま
り
が
生
じ
る
よ
う
に
な
る
。
律
儀
な
隠
居
の
母
は
、
息
子
が
妻
の
賀
沢

な
生
活
を
許
し
、
先
代
の
よ
う
な
質
素
倹
約
を
心
掛
け
な
い
か
ら
、
金
ま
わ

り
が
怒
く
な
り
、
庖
の
も
の
に
も
軽
蔑
さ
れ
る
の
だ
と
、
説
教
す
る
。
し
か

し
妻
の
賀
沢
は
や
ま
ず
、
夫
の
悪
口
を
言
う
ば
か
り
。
あ
ろ
う
こ
と
か
「
な

ん
の
事
も
な
い
座
敷
を
、
家
鳴
が
す
る
と
い
ひ
出
し
、
人
の
心
を
な
や
ま

《
注

H
M

せ
、
此
家
の
衰
微
を
よ
ろ
こ
ぶ
」
。
遂
に
二
代
目
は
悪
妻
を
離
縁
す
る
が
、

身
上
を
つ
ぶ
す
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
話
を
参
考
に
す
る
と
、
家
鳴
は
家
、
か
表
微
す
る
凶
兆
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
火
車
は
本
来
、
獄
卒
が
罪
人
を
地
獄
へ
引
く
た
め
引
い
て
く
る
も
の

で
、
中
世
・
近
世
の
文
学
に
登
場
す
る
火
車
の
多
く
は
、
積
悪
の
人
の
遺
体

鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
陽
の
巻
を
読
む

を
さ
ら
う
。
石
燕
描
く
火
車
が
さ
ら
う
女
も
生
前
に
罪
を
重
ね
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
悪
徳
に
ま
み
れ
た
女
の
遺
体
を
火
車
に
さ
ら
わ
れ
る
よ
う
な
家
は
、

も
と
よ
り
家
運
が
衰
微
し
て
い
る
。
さ
よ
う
な
家
に
は
、
家
鳴
が
し
て
も
お

か
し
く
は
あ
る
ま
い
。

{
注
目
】

以
上
の
如
き
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
、
火
車
か
ら
鳴
屋
に
つ
な
が
っ
て
く
る
。

鳴
屋
図
を
見
て
読
者
の
注
意
が
い
く
の
は
、
当
然
、
縁
側
の
柱
を
抱
き
か

か
え
て
い
る
小
鬼
で
あ
る
。
小
鬼
が
か
ぶ
る
頭
巾
は
、
ち
ょ
う
ど
二
本
の
角

が
当
た
る
部
分
に
、
山
伏
が
か
ぶ
る
頭
巾
に
お
け
る
宝
冠
の
よ
う
な
突
起
が

出
て
い
る
。
小
鬼
が
か
ぶ
る
だ
け
に
、
ツ
ノ
ズ
キ
ン
(
角
頭
巾
)
な
の
だ
か

ら
、
二
本
の
突
起
が
あ
る
の
だ
、
と
い
う
譜
諺
の
つ
も
り
で
あ
ろ
う
か
。
な

《
注
路
》

お
鬼
が
頭
巾
を
着
用
す
る
例
は
、
既
に
「
酒
呑
童
子
絵
巻
」
に
見
ら
れ
る
。

そ
れ
よ
り
も
、
こ
の
頭
巾
を
か
ぶ
っ
た
小
鬼
の
格
好
自
体
に
、
『
画
図
百

鬼
』
出
版
当
時
の
自
の
肥
え
た
読
者
は
、
微
笑
を
誘
わ
れ
た
の
で
は
な
い

か
。
こ
の
小
鬼
の
格
好
か
ら
、
『
水
滞
伝
』
の
英
雄
・
魯
智
深
が
柳
の
木
を

地
面
か
ら
引
き
抜
く
場
面
を
想
起
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
小
鬼
の
身
体
の
剛

毛
が
、
花
和
尚
の
刺
青
の
代
わ
り
で
あ
る
。
石
燕
は
『
画
図
百
鬼
』
出
版
の

翌
年
、
そ
れ
を
手
掛
け
た
書
践
の
元
か
ら
『
水
滞
一
幽
潜
覧
』
三
巻
三
冊
を
出

す
。
彼
が
『
画
図
百
鬼
』
に
取
り
組
む
頃
か
ら
、
『
水
滞
伝
』
に
関
心
を
抱

《
注
目
】

い
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

縁
板
の
上
で
板
壁
を
叩
く
小
鬼
二
体
の
う
ち
左
側
、
棒
さ
さ
ら
を
持
つ
方

に
、
磐
噌
破
門
の
パ
ロ
デ
ィ
を
見
出
す
の
は
、
付
会
の
感
を
ま
ぬ
か
れ
え
な

nt 
n'u 



鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
陽
の
巻
を
読
む

い
け
れ
ど
、
そ
の
隣
の
小
鬼
は
、
明
ら
か
に
「
鳥
獣
戯
画
」
の
有
名
な
場
面

に
登
場
す
る
蛙
の
ポ
1
ズ
を
下
敷
き
に
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
場
面

と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
「
鳥
獣
戯
画
」
が
紹
介
さ
れ
る
と
き
頻
繁
に
取
り
上
げ

ら
れ
る
、
兎
を
蛙
が
勢
い
よ
く
授
げ
飛
ば
す
場
面
の
こ
と
で
あ
る
。
『
画
図

百
鬼
』
の
、
該
当
す
る
小
鬼
の
脇
に
鏡
を
置
い
て
、
そ
れ
に
映
っ
た
像
と
、

「
鳥
獣
戯
画
」
の
兎
を
授
げ
た
蛙
の
図
を
比
較
し
た
ら
、
ポ
ー
ズ
が
似
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
縁
の
下
で
壁
を
蹴
崩
し
て
い
る
鳴
屋
は
、
蛙
に
投
げ
飛

ば
さ
れ
た
兎
を
ヒ
ン
ト
に
描
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。

鳴
屋
の
「
鳴
」
、
つ
ま
り
「
鳴
る
」
「
鳴
く
」
の
字
を
、
「
泣
く
」
「
怖
く
」

に
転
じ
た
ら
、
次
に
来
る
姑
獲
鳥
(
う
ぶ
め
)
の
暗
泣
に
つ
な
が
る
。
姑
獲

鳥
の
図
は
、
石
燕
が
確
実
に
閲
し
て
い
た
『
古
今
百
物
語
評
判
』
巻
二
l
五

「
う
ぶ
め
の
事
付
幽
霊
の
事
」
に
も
あ
る
。
石
燕
描
く
と
こ
ろ
の
も
の
は
、

こ
れ
に
、
佐
脇
の
「
百
怪
図
巻
」
と
其
の
系
統
の
絵
巻
に
見
ら
れ
る
で
つ
ぶ

め
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
取
り
合
わ
せ
た
よ
う
に
見
え
る
。

姑
獲
鳥
の
図
そ
の
も
の
を
見
た
だ
け
で
は
、
特
に
目
立
っ
た
趣
向
、
か
感
じ

ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
丁
裏
に
来
る
海
座
頭
と
ひ
と
つ
な
が
り
に
考

え
る
と
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

姑
獲
鳥
か
ら
海
座
頭
に
移
る
。
川
の
妖
怪
か
ら
海
の
妖
怪
へ
転
じ
た
と
同

時
に
、
女
妖
か
ら
男
妖
へ
と
転
じ
て
い
る
。
し
か
し
「
水
辺
の
化
け
物
」
と

い
う
意
味
で
は
、
つ
な
が
っ
て
い
る
。

海
座
頭
は
海
上
に
浮
か
、
ぶ
坊
主
斐
だ
か
ら
、
海
坊
主
の
類
だ
と
考
え
る
説

に
は
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
海
座
頭
は
琵
琶
法
師
の
姿
で

あ
っ
て
、
「
怪
」

4
0
]
.
c
c
E
(
角
川
書
匝
平
成
十
四
)
掲
載
「
絵
解
き
画

図
百
鬼
夜
行
の
妖
怪
」
に
お
い
て
、
多
国
克
己
が
、
海
底
頭

i
琵
琶
法
師
|

平
曲
の
関
連
性
に
触
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
多
国
説
を
更

に
お
し
進
め
た
い
。
そ
こ
で
、
以
下
の
三
つ
の
資
料
を
掲
げ
る
。

延
宝
五
年
刊
『
宿
直
草
』
巻
二
十
一
「
小
宰
相
の
局
幽
霊
の
事
」
で

は
、
団
都
な
る
座
頭
、
か
、
赤
間
関
の
名
利
・
阿
弥
陀
寺
で
、
軍
上
家
の
小
宰
相

と
、
そ
れ
に
仕
え
る
女
房
達
の
亡
魂
に
、
平
山
の
才
能
を
見
込
ま
れ
て
取
り

窓
か
れ
、
命
を
助
か
っ
た
代
わ
り
に
左
耳
を
持
ち
去
ら
れ
る
。

貞
享
三
年
刊
『
古
今
百
物
語
評
判
』
巻
四
|
九
「
舟
幽
霊
付
丹
波
の
姥
が

火
付
津
の
国
仁
光
坊
が
事
」
に
は
「
西
国
文
は
北
国
に
で
も
海
上
の
風
あ
ら

く
浪
は
げ
し
き
折
か
ら
は
、
必
ず
波
の
う
へ
に
火
の
見
え
、
又
は
人
形
な
ど

の
あ
ら
は
れ
侍
る
を
ば
、
舟
幽
霊
と
申
し
な
ら
は
せ
り
:
:
:
だ
ん
の
浦
な
ど

の
ご
と
く
一
度
に
大
勢
相
果
て
た
る
は
、
猶
そ
の
怨
霊
も
の
こ
る
ベ
し
」
と

見
え
る
。

元
禄
五
年
刊
『
狗
張
子
』
巻
一
「
島
村
蟹
」
に
は
「
昔
平
氏
の
一
門
、
長

門
の
国
壇
の
浦
に
し
て
海
に
し
づ
み
し
そ
の
亡
魂
、
こ
と
ご
と
く
蟹
と
な
り

て
、
長
門
国
赤
聞
が
聞
に
あ
つ
ま
り
、
今
の
世
ま
で
も
お
ほ
く
有
け
り
と
聞

《
桧
却
)

っ
た
へ
し
」
と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
推
測
す
る
に
、
石
燕
が
『
画
図
百
鬼
』
に
取
り
か
か

る
頃
ま
で
に
、
壇
之
浦
に
平
家
の
亡
魂
が
さ
ま
よ
う
と
い
う
話
が
広
ま
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
琵
琶
法
師
の
幽
霊
が
出
そ
う
な
海
と
し
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て
は
、
平
家
の
亡
霊
伝
説
が
あ
る
壇
之
浦
が
、
第
一
候
補
に
挙
が
る
だ
ろ

う
。
平
家
の
悲
劇
を
語
る
琵
琶
法
師
ま
で
も
が
、
平
家
の
霊
に
魅
入
ら
れ

て
、
舟
幽
霊
ま
た
は
海
坊
主
と
化
し
た
、
と
い
う
の
が
、
「
海
座
頭
」
図
の

趣
意
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
図
中
の
船
は
、
壇

之
浦
の
漁
師
船
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
海
座
頭
と
平
家
の
亡
霊
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
し
た
と
こ
ろ

で
、
改
め
て
、
丁
表
の
姑
獲
鳥
図
を
見
て
み
た
い
。
海
座
頭
図
か
ら
、
前
に

あ
る
姑
獲
鳥
図
へ
と
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

川
べ
り
の
土
手
に
立
ち
す
く
み
な
が
ら
、
子
を
抱
い
て
怖
く
姑
獲
鳥
は
、

海
座
頭
か
ら
の
壇
之
浦
つ
な
が
り
で
、
幼
帝
を
抱
い
て
入
水
し
た
二
位
尼
の

悌
に
通
う
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
涜
れ
る

川
は
、
壇
之
浦
の
潮
流
と
も
一
脈
通
じ
よ
う
。
た
だ
し
、
謎
め
い
て
い
る
の

は
、
川
の
そ
ば
に
墓
が
あ
る
こ
と
と
、
卒
塔
婆
の
立
つ
傍
ら
に
魚
捕
り
の
仕

か
け
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
墓
は
、
姑
獲
鳥
と
化
し
た
女
と
、

そ
の
子
の
墓
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
仕
か
け
網
は
解
せ
ぬ
。
墓
の
傍
で
殺

生
な
ど
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

下
聞
に
は
、
安
徳
帝
の
玉
体
が
、
御
入
水
の
翌
日
、
地
元
の
中
島
組
の
網

に
御
寄
り
に
な
っ
た
の
で
、
中
島
組
は
拠
点
と
す
る
伊
崎
に
玉
体
を
仮
安
置

し
た
(
の
ち
御
浜
殿
と
呼
ば
れ
、
現
在
は
赤
間
神
宮
小
門
御
旅
所
)
、
と
い

う
伝
競
か
伝
わ
る
。
石
燕
「
姑
獲
鳥
」
図
中
の
仕
か
け
網
は
、
こ
の
言
い
伝

え
に
か
ら
め
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
中
島
組
の
言
い
伝
え
を
江

戸
の
石
燕
が
灰
聞
し
た
確
証
な
ど
、
あ
り
は
し
な
い
。
卒
培
婆
の
傍
ら
に
仕

鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
陽
の
巻
を
読
む

か
け
網
が
描
か
れ
た
、
一
見
不
可
解
な
図
柄
の
示
唆
す
る
意
味
を
、
安
徳
帝

の
玉
体
に
ま
つ
わ
る
伝
説
に
か
ら
め
て
、
解
い
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
断
っ

て
お
く
。
(
続
く
)

前
稿
の
訂
正

却
頁
四
行
目

誤
「
直
海
、
元
周
ら
共
著
に
よ
る
」
↓
正
「
直
海
元
周
撰
」

前
稿
の
補
遺

前
稿
で
天
狗
図
に
つ
い
て
考
察
し
た
際
、
筆
者
は
「
松
に
鷹
」
図
の
パ
ロ

デ
ィ
で
あ
る
と
論
じ
た
。
そ
こ
で
は
、
石
燕
が
描
く
天
狗
が
烏
天
狗
と
い
う

よ
り
鷹
の
よ
う
で
あ
る
と
も
記
し
た
。
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
の
天
狗
図
が
タ

カ
あ
る
い
は
ワ
シ
に
似
て
い
る
の
か
、
は
た
ま
た
ト
ピ
に
似
て
い
る
の
か
、

実
際
の
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
と
も
断
じ
が
た
い
。
隣
の
丁
表
に
載
る
「
幽
谷

響
」
と
の
関
係
で
、
天
狗
は
山
奥
の
松
の
木
に
と
ま
る
と
理
解
し
た
か
ら
、

人
里
に
近
い
と
こ
ろ
に
生
串
芋
'
る
ト
ピ
で
は
な
く
、
ワ
シ
や
タ
カ
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
い
る
と
見
た
ま
で
で
あ
る
。

し
か
し
、
文
献
に
あ
ら
わ
れ
る
天
狗
は
、
鳥
に
た
と
え
る
場
合
、
ト
ピ
が

多
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
『
太
平
記
』
を
見
る
と
、
「
大
ナ
ル
金
の
鶏
麹
ヲ
刷
ヒ
テ
着

座
シ
タ
リ
」
「
上
座
ナ
ル
金
ノ
鶏
コ
ソ
崇
徳
院
ニ
テ
渡
ラ
セ
給
ヘ
」
と
あ
る

(
巻
二
七
「
雲
景
未
来
記
事
」
。
テ
キ
ス
ト
は
岩
波
書
庖
・
日
本
古
典
文
学
大

系
本
『
太
平
記
』
に
よ
る
)
。
『
十
訓
抄
』
第
一
「
可
定
心
操
振
舞
事
」
に
天
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鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
陽
の
巻
を
読
む

狗
を
取
り
上
げ
た
挿
話
、
か
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
天
狗
を
「
古
鳶
の
ょ
に
お
そ

ろ
し
げ
な
る
を
、
し
ば
り
か
ら
め
て
」
と
表
現
し
て
い
る
(
テ
キ
ス
ト
は
新

典
社
注
釈
叢
書
六
『
十
訓
抄
全
注
釈
』
に
よ
る
)
。

近
世
に
お
い
て
は
、
元
禄
五
年
刊
『
後
太
平
記
』
巻
二
十
一
「
札
河
原
猿

楽
能
之
事
付
天
狗
出
現
之
事
」
に
「
此
山
伏
忽
チ
形
を
変
ジ
赤
面
白
歯
ノ
鬼

面
ト
成
テ
見
ル
ガ
中
ニ
羽
翼
生
ヘ
リ
鴎
ト
奈
ど
と
見
え
、
享
保
一
九
年
の

践
が
あ
る
荻
生
但
僚
の
「
天
狗
説
」
が
、
象
の
鼻
・
鴎
の
喋
・
載
勝
・
虎
の

爪
・
電
の
目
な
ど
と
書
い
て
い
る
。
寛
保
三
年
刊
『
諸
国
里
人
談
』
巻
二
に

あ
る
木
葉
天
狗
の
記
事
に
「
鳶
の
ご
と
く
な
る
に
麹
の
径
り
六
尺
ば
か
り
あ

る
大
鳥
の
や
う
な
る
も
の
」
と
見
え
る
(
テ
キ
ス
ト
は
日
本
随
筆
大
成
第
二

期
二
四
所
収
の
も
の
に
よ
る
)
。

し
か
し
、
鳶
ば
か
り
で
は
な
い
。
『
今
昔
物
語
集
』
で
は
、
天
狗
の
正
体

を
「
翼
折
れ
た
る
糞
務
に
て
な
む
」
(
本
朝
仏
法
部
巻
第
二
十
「
竜
王
、
天

狗
の
た
め
に
取
ら
れ
た
る
語
」
)
と
し
て
い
る
。
ク
ソ
ト
ピ
と
は
チ
ョ
ウ
ゲ

ン
ポ
ウ
や
ミ
サ
ゴ
の
こ
と
を
指
す
と
い
う
。
『
源
平
盛
衰
記
』
巻
八
「
法
皇

三
井
滋
頂
事
」
に
は
「
虚
空
ヲ
飛
事
隼
ノ
如
シ
」
(
慶
長
古
活
字
本
勉
誠
社

昭
和
五
二
年
刊
古
典
資
料
類
従
一
四
の
影
印
に
よ
る
)
と
あ
る
。

寛
政
一
二
年
刊
・
新
井
白
石
『
鬼
神
論
』
(
吉
川
半
七
発
行
『
新
井
白
石

全
集
』
第
六
巻
所
収
)
に
は
「
鴎
ノ
知
キ
モ
ノ
飛
来
リ
テ
」
と
あ
る
。
鵬
は

ク
マ
タ
カ
も
し
く
は
オ
ホ
ワ
シ
と
訓
ず
。
李
締
の
『
尚
書
故
実
』
の
記
事
に

基
づ
く
も
の
で
、
そ
ち
ら
に
は
「
如
鵬
穏
」
と
あ
る
。

寛
政
二
二
年
刊
『
東
遊
奇
談
』
巻
四
「
天
狗
阿
猟
人
」
に
は
、
東
北
の
山

中
村
の
猟
師
、
か
山
の
端
の
松
の
枝
に
驚
か
営
巣
し
て
い
る
の
を
見
て
、
鉄
砲

で
狙
っ
た
と
こ
ろ
、
天
地
も
轟
く
大
音
で
「
ゃ
れ
待
て
」
と
と
が
め
ら
れ

た
、
そ
れ
は
天
狗
で
あ
っ
た
と
い
う
話
が
載
る
。

つ
ま
り
、
天
狗
は
鳶
、
鷹
、
鷲
と
い
っ
た
様
々
な
猛
禽
類
に
た
と
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
石
燕
が
描
い
た
天
狗
を
松
の
枝
に
と
ま
っ
た
鷹
と
み
て
、

「
松
に
鷹
」
図
の
パ
ロ
デ
ィ
だ
と
す
る
の
も
、
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い

こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
に
お
い
て
、
木
魅
か
ら
天
狗
、
幽
谷
響
へ
の

つ
な
が
り
に
つ
い
て
、
前
稿
で
は
詳
し
く
論
じ
な
か
っ
た
の
で
、
補
足
し
て

お
き
た
い
。

『
和
名
類
衆
抄
』
に
「
樹
神
今
案
木
魅
即
樹
神
也
。
内
典
云
樹
神
、
和

名
古
太
万
」
(
風
間
書
房
版
〈
昭
和
四
九
〉
に
よ
る
影
印
を
参
照
)
と
あ
り
、

『
源
氏
物
語
』
「
夢
浮
橋
」
で
は
「
て
ん
ぐ
こ
だ
ま
な
ど
?
つ
の
も
の
」
(
テ

キ
ス
ト
は
『
増
柱
源
氏
物
語
湖
月
抄
』
に
よ
る
)
と
あ
る
。
石
燕
は
後
者
の

例
を
ふ
ま
え
て
、
木
魅
か
ら
天
狗
へ
の
つ
な
が
り
を
考
え
た
か
も
し
れ
な

い
。
藤
井
高
尚
は
文
政
一
一
一
年
序
を
寄
せ
た
『
松
の
落
葉
「
』
で
「
さ
て
和
名

抄
に
樹
神
山
鬼
を
こ
だ
ま
と
い
へ
り
、
此
の
こ
だ
ま
の
た
ぐ
ひ
を
て
ん
ぐ
と

も
い
へ
る
に
て
同
じ
ゃ
う
の
も
の
な
れ
ば
、
も
の
が
た
り
ふ
み
に
は
て
ん

ぐ
こ
だ
ま
と
た
ぐ
へ
で
も
い
へ
り
き
」
と
言
っ
て
い
る
。
『
画
図
百
鬼
夜
行
』

よ
り
後
代
の
書
で
あ
る
が
、
参
考
ま
で
に
掲
げ
る
。

天
狗
が
大
声
を
出
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
貝
原
好
古
編
・
元
禄
七
年
刊
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『
和
爾
雅
』
に
「
山
海
経
、
天
門
山
有
赤
犬
、
名
目
天
狗
:
:
:
其
疾
知
風
、

其
声
如
雷
。
漢
天
門
志
、
天
狗
状
如
大
流
星
有
声
」
と
漢
籍
の
記
事
を
引
く

の
が
参
考
と
な
る
。
ま
た
『
日
本
書
紀
』
野
明
紀
に
「
是
天
狗
也
、
其
吠
声

似
雷
耳
」
(
テ
キ
ス
ト
は
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
下
』
)
と

も
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
天
狗
は
、
近
世
文
学
に
登
場
す
る
天
狗
と
は
異
な
る
け
れ
ど

も
、
先
に
引
い
た
『
東
遊
奇
談
』
の
天
狗
の
例
も
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
天
狗

は
大
声
を
出
す
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
す
る
と
、
『
画
図
百

鬼
』
で
の
天
狗
と
幽
谷
響
と
の
組
合
せ
に
は
、
天
狗
が
大
声
を
出
し
た
の
に

幽
谷
響
が
応
え
る
と
い
う
趣
向
あ
つ
て
の
も
の
で
あ
る
と
指
摘
で
き
よ
う
。

注(注
l
)

絡
新
婦
が
女
に
化
け
る
話
は
『
宿
直
草
』
巻
一
一
一
「
急
な
る
と
き
も

思
案
あ
る
べ
き
事
」
、
『
太
平
百
物
語
』
巻
四
二
二
二
「
孫
六
陰
蜘
に
た
ぶ

ら
か
さ
れ
し
事
」
を
参
照
の
こ
と

(
注
2
)
『
好
色
一
代
男
全
注
釈
』
下
巻
〈
前
田
金
五
郎
昭
五
六
角
川
書
庖
〉

二
八
一
頁

(注
3
)

こ
の
指
摘
は
多
田
克
己
著
『
百
鬼
解
読
』
〈
講
談
社
文
庫
平
成
十
八
〉

一
二
三
頁
に
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
蜘
妹
妖
と
光
と
の
関
係
で
あ
れ
ば
、
『
伽

仰
子
』
巻
六
|
四
「
妹
の
鏡
」
が
惣
起
さ
れ
る
。
山
奥
の
谷
に
「
白
き
光

り
締
き
丸
く
明
ら
か
な
る
大
鏡
」
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
魅
か
れ
た
商
人
が

近
づ
く
と
、
蜘
妹
の
化
け
物
、
か
糸
で
か
ら
め
と
っ
て
、
ぐ
る
ぐ
る
巻
き
に

し
、
繭
に
閉
じ
込
め
る
よ
う
に
し
て
殺
し
た
と
い
う
話
で
、
『
菌
防
雑
姐
』

鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
陽
の
巻
を
読
む

に
取
材
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
蜘
妹
の
操
る
火
で
は
な
い
。
ま
た
、
蜘
妹

火
の
話
が
『
凶
播
怪
談
実
記
』
「
佐
用
春
車
庵
是
休
異
火
を
見
し
事
」
に

載
る
け
れ
ど
も
、
掃
絵
を
見
て
も
、
石
燕
の
図
の
参
考
に
な
っ
た
と
は
思

え
な
い
。

(
注
4
)
図
書
刊
行
会
『
鳥
山
石
燕
州
図
百
鬼
夜
行
』
五

O
頁
「
随
」
解
説
を
見

よ

(
注
5
)
図
書
刊
行
会
『
鳥
山
石
燕
画
図
百
鬼
夜
行
』
五
二
頁
「
釣
瓶
火
」
解
説

を
見
よ

(注
6
)

叢
書
江
戸
文
庫
二
七
『
続
百
物
語
怪
談
集
成
』
〈
平
成
五
図
書
市
行
会
〉

一
五
頁

(注
7
)

『
絵
本
家
賀
御
伽
』
は
日
本
名
者
全
集
江
戸
文
芸
之
部
第
三
十
巻
『
風

俗
閃
絵
集
』
で
見
ら
れ
る

(注
8
)

テ
キ
ス
ト
は
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
認
山
集
下
』
所
収
の
も
の
に
よ

る

(注
9
)

テ
キ
ス
ト
は
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
芭
族
文
集
』
所
収
の
も
の
に
よ
る
。

(
注
目
)
テ
キ
ス
ト
は
日
本
随
筆
大
成
第
二
期
二
四
所
収
の
も
の
に
よ
る

(
注
目
)
叢
書
江
戸
文
庫
二
七
『
続
百
物
語
怪
談
集
成
』
二
五
四
頁

(
注
ロ
)
『
妖
怪
図
巻
』
〈
京
極
夏
彦
・
多
田
克
己
編
平
成
十
二
図
書
刊
行
会
〉

三
四
三
五
頁
を
参
照
の
こ
と
。
万
治
二
年
刊
『
曜
忍
記
』
巻
七
第
一
一
一
一

|
九
「
物
ね
た
み
故
に
、
死
し
て
火
車
に
と
ら
れ
し
事
弁
亡
霊
に
な
り
て

来
り
し
事
」
の
帰
絵
に
は
神
型
火
車
、
か
掛
か
れ
る
(
『
仮
名
草
子
集
成
』

第
二
十
巻
二
五
五
頁
平
成
九
東
京
堂
出
版
)
。
天
和
三
年
刊
〈
享
保

一
一
一
年
刊
改
題
本
も
あ
り
〉
『
新
御
伽
舛
子
』
巻
一
「
火
車
桜
」
の
挿
絵

に
は
水
牛
と
牛
の
頭
を
持
つ
獄
卒
が
描
か
れ
る
〈
古
典
文
庫
四
四
一
『
新

御
伽
蝉
子
』
三
九
頁
〉
。
貞
享
四
年
刊
『
奇
異
雑
談
集
』
巻
四
一
「
越

ーよnぺ
υ



烏
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
陽
の
巻
を
読
む

後
上
回
の
庄
に
て
葬
り
の
時
雲
雷
き
た
り
て
死
人
を
と
る
事
」
の
挿
絵
に

は
、
雷
神
型
火
車
が
描
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
頭
部
は
一
般
的
な

鬼
の
印
象
を
呈
し
な
が
ら
、
大
き
な
耳
と
鳴
が
特
色
的
で
あ
る
〈
岩
波
文

庫
『
江
戸
怪
談
集
上
』
一
一
一
三
頁
〉
。
明
和
七
年
刊
『
近
代
百
物
一
訪
問
』
巻

五
!
一
「
巡
る
む
く
ひ
の
車
の
轍
」
の
帰
絵
に
は
、
馬
頭
と
一
般
的
な
イ

メ
ー
ジ
通
り
の
鬼
が
火
車
を
あ
や
つ
っ
て
い
る
(
『
続
百
物
語
怪
談
集
成
』

三
二

O
頁
)
。
佐
脇
描
く
火
車
は
『
奇
異
雑
談
集
』
の
雷
神
系
火
車
に
近
い
。

(
注
目
)
『
近
世
説
話
と
禅
僧
』
(
平
成
十
一
和
泉
書
院
)
第
二
章
I
「
火
車
と

禅
僧
|
近
世
奇
談
文
芸
の
淵
源
」

(注
U
)

対
訳
西
鶴
全
集
『
西
鶴
織
留
』
三
四
頁

(
注
目
)
鳴
屋
は
陽
の
巻
の
目
録
に
出
て
こ
な
い
。
さ
ら
に
、
目
録
に
見
え
る
化

け
物
の
配
列
は
、
国
書
刊
行
会
版
・
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
版
『
画
図
百
鬼
』

が
拠
っ
た
善
本
二
植
を
見
る
か
ぎ
り
、
実
際
の
図
の
配
列
と
合
っ
て
い
な

い
。
『
画
図
百
鬼
』
の
数
次
に
わ
た
る
編
集
を
経
て
、
こ
の
よ
う
に
な
っ

た
の
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
今
く
わ
し
く
述
べ
る
準
備
は
な
い

(
注
時
)
例
え
ば
、
「
大
江
山
酒
呑
童
子
絵
巻
物
」
(
国
立
国
会
図
書
館
蔵
)
、
「
酒

呑
章
子
絵
巻
」
(
圏
内
晶
子
院
大
学
図
書
館
蔵
)
、
「
酒
伝
童
子
絵
巻
」
(
サ
ン
ト

リ
ー
美
術
館
蔵
)
な
ど

(
注
口
)
家
の
柱
を
引
っ
こ
抜
く
話
に
は
、
伊
達
政
宗
の
家
臣
・
平
田
五
郎
の
延

慶
の
碑
に
ま
つ
わ
る
話
が
あ
る
。
中
国
に
は
、
『
太
平
広
記
』
巻
一
五
に

あ
る
唐
の
法
適
の
話
、
『
客
座
資
盟
問
』
に
あ
る
尤
六
十
の
話
な
ど
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
は
頭
巾
を
か
ぶ
る
嶋
屋
の
ポ
I
ズ
か
ら
、
明
ら
か
に
魯
智

深
抜
垂
楊
柳
の
パ
ロ
デ
ィ
と
い
え
る
。

魯
智
深
が
柳
を
抜
く
図
に
つ
い
て
は
、
遊
子
館
刊
『
中
国
古
典
文
学
挿
画

集
成
』
第
三
巻
「
水
詩
伝
」
で
確
認
す
る
の
が
便
利
で
あ
る
。
身
近
な
書

物
で
確
認
し
た
い
な
ら
ば
、
岩
波
書
府
平
成
七
年
刊
・
吉
川
幸
次
郎
・
清

水
茂
訳
『
水
瀞
伝
(
一
)
』
に
、
天
理
大
学
付
属
図
書
館
に
蔵
さ
れ
る
「
容

与
堂
本
と
は
別
の
明
版
」
か
ら
採
っ
た
「
花
和
尚
倒
抜
霊
楊
柳
」
図
が
載
る
。

ま
た
平
凡
社
昭
和
三
四
年
刊
・
駒
田
信
二
訳
『
水
滞
伝
上
』
〈
中
国
古
典

文
学
全
集
第
十
巻
〉
に
は
、
都
々
堂
版
『
忠
義
水
詩
全
書
』
の
同
場
面
挿
絵
、

そ
の
改
訳
版
〈
中
国
古
典
文
学
大
系
第
二
八
巻
『
水
濡
伝
上
』
〉
に
は
容

与
堂
本
『
忠
義
水
溺
伝
』
の
同
場
面
挿
絵
が
載
る
。
花
和
尚
が
柳
を
抜
く

図
柄
は
本
に
よ
っ
て
多
少
異
な
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
も
、
頭
巾
を
か
ぶ

る
鳴
厘
か
魯
智
深
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
足
る
。

(
注
凶
)
た
と
え
ば
村
上
健
司
説
。
『
日
本
妖
怪
大
事
典
』
〈
村
上
編
・
水
木
し
げ

る
画
角
川
書
庖
平
成
十
七
〉
「
海
座
頭
」
の
項
を
参
照

(
注
目
)
叢
書
江
戸
文
庫
二
七
『
続
百
物
語
怪
談
集
成
』
五
八
|
五
九
頁

(
注
却
)
日
本
名
著
全
集
江
戸
文
芸
之
部
第
二
巻
『
怪
談
名
作
集
』
二
八
九
頁

。，“ηA》


