
鳥
山
石
燕

『
画
図
百
鬼
夜
行
』

は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
、
三
本
の
論
考
を
通
じ
、
鳥
山
石
燕
に
よ
る
『
画
図
百
鬼
夜

行
』
(
以
下
単
に
『
画
図
百
鬼
』
)
の
妖
怪
図
を
一
体
一
体
検
討
し
て
き
た
。

こ
の
た
び
、
最
終
巻
の
風
の
巻
に
見
ら
れ
る
妖
怪
図
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
、

含
ま
れ
た
寓
意
ゃ
、
設
け
ら
れ
た
趣
向
、
そ
れ
ら
か
ら
浮
か
び
上
が
る
ユ
ー

モ
ア
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
の
過
程
で
、
各
図
の
前
に

あ
る
妖
怪
図
と
ど
う
つ
な
が
る
か
も
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

さ
て
、
ま
ず
は
陰
・
陽
に
続
く
巻
に
「
風
」
の
名
が
付
け
ら
れ
た
わ
け
を

考
え
た
い
。

参
考
に
な
る
の
は
、
『
春
秋
元
命
包
』
に
「
陰
陽
怒
為
風
」
と
見
え
、
『
春

秋
考
異
郵
』
に
「
風
之
為
言
萌
也
、
其
立
字
虫
動
於
凡
中
者
為
風
。
虫
動
於

凡
中
、
言
陽
気
無
不
周
也
、
明
虫
之
属
得
陽
乃
生
、
遇
陰
則
死
、
故
風
為
陰

中
之
陽
者
也
」
と
あ
る
、
二
つ
の
記
事
で
あ
る
。
記
事
を
収
め
る
二
書
は
侠

書
な
が
ら
、
い
ず
れ
の
記
事
も
『
太
平
御
覧
』
巻
九
の
風
の
項
に
引
か
れ
て

鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
風
の
巻
を
読
む

風
の
巻
を
読
む

倉

本

昭

い
る
。
ま
た
『
淵
鑑
類
函
』
巻
六
・
天
部
六
の
風
一
に
も
両
方
が
引
か
れ

る
。
(
引
用
傍
線
筆
者
)

石
燕
は
、
先
の
引
用
の
傍
線
部
か
ら
、
巻
名
に
陰
↓
陽
と
つ
け
た
後
に
、

《盆
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風
の
巻
と
つ
け
る
発
想
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

風
の
巻
冒
頭
に
は
「
見
越
」
図
が
載
っ
て
い
る
。
風
に
先
立
つ
陽
の
巻

は
、
生
霊
、
死
霊
と
き
て
、
幽
霊
で
終
わ
っ
た
か
ら
、
人
間
型
の
化
け
物
つ

な
が
り
で
、
風
の
巻
冒
頭
に
「
見
越
」
が
お
か
れ
た
と
考
え
る
。
幽
霊
の
図

に
梅
若
柳
が
描
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
「
見
越
」
図
に
も
後
述
す
る
通
り

印
象
的
な
木
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
梅
若
ゆ
か
り
の
柳
で
陽
の
巻

を
し
め
く
く
り
、
次
が
風
の
巻
と
な
る
の
も
、
「
柳
に
風
」
の
語
を
想
起
し

た
ら
、
ち
ょ
っ
と
し
た
酒
落
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
画
面
左
方
に

向
か
っ
て
母
を
呼
び
か
け
る
梅
若
幽
霊
に
対
し
、
応
え
る
か
の
よ
う
に
、
見

越
入
道
は
画
面
右
方
に
向
か
っ
て
、
大
木
の
影
か
ら
半
身
を
現
わ
す
形
で
描

か
れ
る
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
「
幽
霊
」
図
と
「
見
越
」
図
と
が
、

巻
を
異
に
し
て
も
断
絶
な
く
つ
な
が
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
「
見
越
」

qo 
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鳥
山
石
燕
『
函
図
百
鬼
夜
行
』
風
の
巻
を
読
む

図
の
趣
向
を
検
討
し
て
い
こ
う
。

な
お
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
は
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
『
鳥
山
石
燕
画
図
百

鬼
夜
行
全
画
集
』
五
一

i
五
四
頁
、
国
書
刊
行
会
『
鳥
山
石
燕
画
図
百
鬼

夜
行
』
七
七
j
八

O
頁
に
拠
っ
た
。
「
百
怪
図
巻
」
「
妖
怪
づ
く
し
」
は
国
書

刊
行
会
『
妖
怪
図
巻
』
(
京
極
夏
彦
序
、
多
国
克
己
編
・
解
説
二

O
O
O年
)

に
拠
る
。

「
見
越
」
図
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム

「
見
越
」
図
の
背
景
に
描
か
れ
た
も
の
で
、
お
の
ず
か
ら
注
意
を
ひ
く
の

は
、
木
の
枝
に
吊
る
さ
れ
た
「
わ
ら
じ
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
厄
神
よ
け
の

ま
じ
な
い
の
草
履
で
、
「
フ
セ
ギ
の
大
わ
ら
じ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

現
在
で
も
、
こ
の
習
俗
が
残
る
場
所
と
し
て
、
長
野
県
下
伊
那
郡
松
川
町
上

片
桐
の
諏
訪
形
集
落
、
青
梅
市
小
曾
木
五
丁
目
岩
蔵
集
落
、
但
馬
日
高
町
田

《健

2》

の
口
な
ど
が
あ
る
。

わ
ら
じ
を
吊
る
す
木
は
竹
で
あ
っ
た
り
、
杉
で
あ
っ
た
り
、
桜
で
あ
っ
た

り
と
、
一
種
に
固
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
後
述
す
る
説
と
も
関
わ
っ

て
注
目
し
た
い
の
は
、
榎
に
吊
る
す
青
梅
市
今
寺
二
丁
目
、
埼
玉
県
比
企
郡

{住
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滑
川
町
伊
古
の
例
で
あ
る
。
今
寺
で
は
一
里
塚
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
伝
わ

る
複
の
枝
に
フ
セ
ギ
の
大
わ
ら
じ
が
掛
け
ら
れ
る
。
伊
古
の
フ
セ
ギ
の
場

合
、
「
広
報
な
め
が
わ
」
二

O
一
七
年
五
月

h
g印
に
特
集
記
事
が
掲
載

さ
れ
、
計
一

O
ヶ
所
の
フ
セ
ギ
の
大
わ
ら
じ
設
置
個
所
が
地
図
と
現
場
写
真

で
紹
介
主
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
庚
申
塚
の
脇
に
立
つ
榎
に
大
わ
ら
じ
が

吊
る
さ
れ
て
い
る
写
真
が
あ
る
。

フ
セ
ギ
の
大
わ
ら
じ
は
、
い
ず
れ
も
村
落
の
境
界
に
設
置
さ
れ
る
。
村
落

に
侵
入
し
よ
う
と
す
る
厄
神
に
対
し
、
巨
人
が
存
在
す
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル

(盆
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し
て
追
い
被
う
意
味
が
あ
る
と
い
う
。

そ
れ
を
ふ
ま
え
て
石
燕
の
「
見
越
」
図
を
見
れ
ば
、
フ
セ
ギ
の
大
わ
ら
じ

を
履
く
に
足
る
大
入
道
が
本
当
に
い
た
と
は
、
厄
神
ば
か
り
か
村
人
ま
で
も

び
っ
く
り
だ
ろ
う
、
と
い
う
感
想
が
も
れ
て
く
る
こ
と
、
挙
応
で
あ
る
。
石
燕

の
ユ
ー
モ
ア
感
覚
を
、
ま
ず
は
か
よ
う
な
と
こ
ろ
に
見
出
し
た
い
。

し
か
し
、
滑
稽
味
を
醸
し
出
す
要
素
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
「
見
越
」

図
に
見
え
る
木
は
、
い
わ
ゆ
る
女
陰
木
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
同
時
に

「
わ
ら
じ
」
が
女
陰
の
隠
語
で
あ
る
こ
と
も
想
起
し
た
い
。
つ
ま
り
、
本
図

は
性
的
な
象
徴
物
を
描
き
こ
み
、
読
者
を
艶
笑
の
世
界
に
誘
う
も
の
と
い
え

る。

4-
唱
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江
戸
の
有
名
な
女
陰
木
と
し
て
は
、
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
の
「
お
ま
ん
榎
」

が
挙
げ
ら
れ
る
。
瑞
円
寺
に
上
る
榎
坂
の
名
の
由
来
に
な
っ
た
と
も
い
わ
れ

る
、
複
の
巨
木
で
あ
っ
た
。
名
に
あ
る
「
お
ま
ん
」
は
徳
川
頼
宣
の
生
母
の

名
で
、
彼
女
は
瑞
円
寺
住
職
の
叔
母
で
あ
っ
た
と
い
う
。
榎
の
霊
木
が
、
こ

の
人
と
具
体
的
に
ど
う
い
う
ゆ
か
り
で
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
、
言
い
伝
え

だ
け
で
は
判
然
と
し
な
い
点
も
あ
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
石
蒸
が
活
躍
し

た
頃
に
は
、
お
ま
ん
榎
が
好
奇
と
信
仰
の
対
象
に
な
っ
て
い
に
は
ず
で
あ

《注
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フ
セ
ギ
の
草
軽
が
榎
に
吊
る
さ
れ
る
例
が
あ
る
こ
と
を
宏
に
確
認
し
た
け



れ
ど
も
、
お
ま
ん
榎
に
草
鮭
を
吊
る
し
た
事
実
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
石
燕

が
描
き
こ
ん
だ
木
が
榎
か
ど
う
か
も
判
別
は
つ
か
な
い
。
し
か
し
江
戸
の
庶

民
が
「
見
越
」
図
の
女
陰
木
を
見
て
、
お
ま
ん
榎
に
思
い
を
致
し
た
可
能
性

は
否
定
で
き
な
い
。
陽
の
巻
「
幽
霊
」
図
に
梅
若
柳
が
描
か
れ
て
い
る
か

ら
、
そ
こ
か
ら
の
連
想
で
石
燕
は
、
同
じ
江
戸
の
伝
説
的
名
木
・
お
ま
ん
榎

を
仲
間
併
と
さ
せ
る
木
を
描
き
こ
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

女
陰
木
、
わ
ら
じ
が
示
唆
す
る
も
の
に
気
付
け
ば
、
見
越
入
道
自
体
が
何

に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
か
も
自
ず
か
ら
わ
か
る
。
そ
の
淫
廃
な
趣
向
に
読
者

は
微
笑
を
禁
じ
え
ま
い
。

「
せ
う
け
ら
」
図
と
庚
申
信
仰

「
せ
う
け
ら
」
の
図
柄
が
庚
申
信
仰
で
説
か
れ
る
三
戸
虫
を
ヒ
ン
ト
に
し

《注

5
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て
い
る
と
い
う
通
説
に
は
従
う
べ
き
で
あ
る
。

石
燕
の
図
は
、
し
よ
う
け
ら
が
屋
敷
の
屋
根
の
天
窓
を
う
か
が
っ
て
、
こ

の
家
の
人
間
に
と
り
つ
こ
う
と
侵
入
す
る
と
こ
ろ
を
描
く
。
し
よ
う
け
ら
の

正
体
(
?
)
・
三
戸
虫
は
庚
申
の
夜
に
人
間
の
体
を
抜
け
出
し
、
天
帝
に
悪

事
を
告
げ
口
す
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
注
進
し
た
後
に
再
び
人
間
の
身
体
に

一
戻
る
わ
け
で
あ
る
。
石
燕
惜
く
「
せ
う
け
ら
」
の
仕
草
は
屋
根
を
切
破
る
、

い
わ
ゆ
る
天
切
(
あ
ま
き
り
)
の
方
法
で
家
宅
侵
入
す
る
泥
棒
を
仲
間
梯
さ
せ

(桜
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る
。
庚
申
の
夜
に
受
胎
し
た
子
は
泥
坊
に
な
る
と
い
う
俗
信
を
踏
ま
え
、
し

よ
う
け
ら
自
体
を
泥
俸
の
よ
う
に
描
い
た
の
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
多
田
克
己

《法
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が
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。

鳥
山
石
燕
『
函
図
百
鬼
夜
行
』
風
の
巻
を
読
む

で
は
、
「
せ
う
け
ら
」
図
と
、
そ
の
前
に
来
る
「
見
越
」
図
と
の
つ
な
が

り
は
い
か
が
な
も
の
か
。
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
と
の
関
連
性
が
説
か

れ
る
佐
脇
嵩
之
画
「
百
怪
図
巻
」
(
そ
の
系
統
の
「
化
物
づ
く
し
」
絵
巻
も

含
め
)
で
は
、
巻
頭
か
ら
見
越
入
道
↓
し
ゃ
う
け
ら
↓
へ
う
す
べ
と
並
ぷ

か
ら
、
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
風
の
巻
冒
頭
か
ら
の
三
体
は
、
そ
の
順
番
に
な

ら
っ
て
並
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
よ
っ
て
、
「
見
越
」
図
と
「
せ
う
け
ら
」

図
と
の
つ
な
が
り
に
余
り
深
い
意
味
は
見
出
し
が
た
い
。

と
こ
ろ
が
登
場
順
は
な
ら
っ
て
い
て
も
、
「
百
怪
図
巻
」
「
化
物
づ
く
し
」

に
描
か
れ
る
「
し
ゃ
う
け
ら
」
は
、
石
燕
が
描
く
も
の
と
は
似
て
も
似
つ
か

な
い
形
姿
な
の
で
あ
る
。
み
す
ぼ
ら
し
い
獅
子
の
よ
う
な
顔
で
、
身
体
は
骨

と
皮
だ
け
の
よ
う
な
痩
躯
に
描
か
れ
て
い
る
。
背
中
が
ひ
ど
く
曲
が
っ
て
い

る
の
も
印
象
的
で
あ
る
。

こ
れ
が
三
戸
の
う
ち
の
「
彰
質
」
な
る
も
の
に
「
似
て
い
な
く
も
な
い
」

〔注
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と
多
国
克
己
が
書
い
て
い
る
。
多
国
が
彰
質
の
情
報
を
得
る
文
献
は
、
宋
の

曾
憶
が
編
ん
だ
、
四
二
巻
、
一

O
八
篇
か
ら
成
る
『
道
枢
』
で
あ
る
。
そ
の

巻
二
七
・
太
白
還
丹
篇
に
「
彰
質
如
獣
」
の
文
が
確
か
に
あ
る
。
し
か
し

『
道
枢
』
に
は
そ
れ
以
上
彰
質
の
形
状
に
つ
い
て
説
明
は
な
い
し
、
図
像
も

載
ら
な
い
。
彰
質
の
図
像
と
し
て
は
『
玉
函
秘
典
』
『
太
上
除
三
戸
九
虫
保

生
経
』
に
載
る
、
ほ
ぼ
同
図
柄
の
絵
が
知
ら
れ
て
い
る
。
二
書
の
う
ち
前
者

は
明
の
周
履
靖
の
手
に
な
る
も
の
で
『
所
江
通
士
山
』
『
夷
門
広
嫡
』
『
正
統
道

蔵
』
に
入
る
。
後
者
は
撰
人
不
明
で
唐
末
の
書
で
あ
り
、
『
正
統
道
蔵
』
に

入
る
。

に
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鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
風
の
巻
を
読
む

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
彰
質
(
た
だ
し
原
典
で
は
玉
偏
に
質
の
字
)
の
図
を
見

る
に
、
筆
者
は
絵
巻
の
「
し
ゃ
う
け
ら
」
に
似
る
と
は
思
わ
な
い
。
彰
質
は

獅
子
を
仲
間
併
と
さ
せ
る
形
状
で
、
体
躯
は
ど
っ
し
り
と
し
て
、
ふ
さ
ふ
さ
し

た
尾
を
持
ち
、
口
に
は
巻
物
を
く
わ
え
る
。
一
方
、
「
百
怪
図
巻
」
の
「
し

ゃ
う
け
ら
」
は
顔
こ
そ
獅
子
に
見
え
な
く
も
な
い
が
、
た
て
が
み
が
な
く
、

体
躯
は
痩
せ
ぎ
す
、
尾
も
な
く
、
伺
も
く
わ
え
な
い
。
彰
質
と
は
全
く
異
な

る
姿
で
あ
る
。

加
え
て
、
三
戸
図
の
載
る
道
書
類
を
絵
師
が
披
閲
し
た
か
に
つ
い
て
も
疑

わ
し
い
。

そ
こ
で
筆
者
は
以
下
の
如
く
考
え
る
。
し
よ
う
け
ら
が
庚
申
信
仰
に
ま
つ

わ
る
化
物
で
あ
る
こ
と
は
、
庚
申
の
夜
に
唱
え
る
ま
じ
な
い
歌
に
「
シ
ヤ

(注
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ウ
キ
ラ
」
「
シ
ヤ
ウ
キ
ヤ
ラ
」
の
語
が
あ
る
こ
と
か
ら
疑
い
な
い
。
よ
っ
て
、

絵
巻
に
見
え
る
し
よ
う
け
ら
の
姿
態
は
、
庚
申
信
仰
の
産
物
に
原
型
を
求
め

る
の
が
自
然
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
産
物
の
う
ち
、
江
戸
時
代
の
人
々
に

と
っ
て
身
近
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
庚
申
塔
が
あ
り
、
そ
こ
に
は

多
く
猿
が
彫
刻
さ
れ
た
。

参
考
ま
で
に
、
江
戸
時
代
前
期
に
造
立
さ
れ
た
関
東
の
庚
申
塔
に
し
ぼ

り
、
そ
こ
に
刻
ま
れ
た
猿
の
彫
像
か
ら
、
絵
巻
に
見
え
る
し
よ
う
け
ら
像
に

つ
い
て
考
え
る
ヒ
ン
ト
に
な
り
そ
う
な
も
の
を
、
三
例
挙
げ
る
。

①
東
京
都
北
区
に
あ
る
大
久
寺
に
、
慶
安
三
年
に
造
立
さ
れ
た
庚
申
塔
の

台
石
が
残
る
。
そ
の
前
面
を
見
る
と
、
向
か
っ
て
右
に
・
こ
ち
ら
(
正
面
)

を
向
い
て
立
ち
、
合
掌
す
ア
Q

猿
が
浮
彫
り
さ
れ
て
い
あ
。
向
か
っ
て
左
に

は
、
合
掌
猿
の
方
を
向
い
て
(
つ
ま
り
側
面
を
こ
ち
ら
に
向
け
て
)
両
膝
を

立
て
て
座
し
、
合
掌
し
た
手
を
前
に
差
し
伸
べ
て
い
る
有
帽
の
猿
が
彫
ら
れ

て
い
る
。

②
板
橋
区
観
明
寺
に
あ
る
寛
文
元
年
造
立
の
庚
申
塔
に
は
、
主
尊
青
面
金

剛
の
足
下
に
一
匹
の
猿
と
一
羽
の
鶏
が
向
か
い
合
っ
て
刻
ま
れ
る
。
左
側
の

猿
は
鶏
に
向
か
っ
て
い
て
、
こ
ち
ら
に
側
面
を
見
せ
、
座
位
(
①
ほ
ど
膝
は

(注

nv

立
て
て
い
な
い
)
で
合
掌
し
た
手
を
前
に
伸
ば
す
格
好
で
あ
る
。

③
取
手
市
小
堀
の
水
神
社
に
あ
る
寛
文
九
年
造
立
庚
申
塔
に
は
、
青
面
金

剛
の
脇
侍
と
し
て
、
二
猿
が
立
位
で
手
を
前
に
差
し
伸
べ
、
主
尊
を
仰
ぐ
姿

が
彫
ら
れ
て
い
る
。
青
面
金
剛
を
描
い
た
大
津
絵
で
、
こ
の
ポ
l
ズ
の
猿
が

《
住
ロ
》

描
か
れ
た
も
の
も
残
る
。

以
上
の
う
ち
、
絵
巻
の
し
よ
う
け
ら
の
ポ
l
ズ
に
一
番
似
通
う
の
は
③
で

み
の
ヲ
匂
。

ハh
u

1
よ

こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
参
考
例
で
あ
り
、
江
戸
時
代
前
期
に
し
ぼ
っ
て
も
関

東
各
地
に
多
く
の
作
例
が
あ
る
庚
申
塔
の
猿
の
中
で
、
絵
師
の
目
に
と
ま

り
、
し
よ
う
け
ら
造
形
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
猿
像
は
こ
れ
だ
と
、
具
体
的
に

指
摘
す
る
こ
と
は
無
論
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
道
書
に
見
え
る
彰
質

図
像
よ
り
も
、
庚
申
塔
の
猿
の
方
が
余
程
絵
巻
の
し
よ
う
け
ら
に
近
い
こ
と

は
確
認
で
き
る
。

で
は
、
石
燕
の
「
せ
う
け
ら
」
に
一
戻
っ
て
、
絵
巻
に
描
か
れ
た
も
の
と
は

異
な
る
そ
の
姿
形
は
、
何
が
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
か
。

し
よ
う
け
ら
が
屋
根
を
這
う
よ
う
な
恰
好
に
描
か
れ
る
の
は
、
昆
虫
の
ケ



ラ
を
意
識
し
た
と
も
い
え
る
し
、
し
よ
う
け
ら
の
顔
は
納
曽
利
面
を
モ
デ
ル

に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
庚
申
塔
の
諸
作
例
を
見
れ
ば
、
青
面
金
剛
に
踏
ま
れ
る
鬼
の
彫
ら

れ
て
い
る
も
の
が
散
見
す
る
。
鬼
は
頭
を
左
方
向
に
体
の
側
面
を
見
せ
て
、

肘
・
膝
を
曲
げ
な
が
ら
前
腕
・
下
腿
を
地
に
つ
け
、
頭
と
背
中
に
か
か
る
重

み
を
支
え
、
耐
え
て
い
る
格
好
で
表
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。
石
燕
が
江
戸
の

門
注
目
》

諸
寺
院
で
、
そ
れ
ら
鬼
の
作
例
を
見
、
触
発
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
先
人
が
描
い
た
鬼
の
図
像
の
影
響
で

あ
る
。
筆
頭
に
挙
げ
る
べ
き
は
、
真
珠
庵
本
系
統
の
百
鬼
夜
行
絵
巻
に
登
場

す
る
、
唐
植
を
開
け
て
器
物
の
化
物
ど
も
を
呼
び
出
す
赤
鬼
で
あ
る
。
石
燕

が
、
こ
の
赤
鬼
を
ふ
ま
え
て
、
し
よ
う
け
ら
を
造
形
し
た
と
し
た
ら
、
鬼
が

《注

H
V

と
り
つ
く
唐
植
の
ふ
た
の
お
も
か
げ
は
、
天
窓
に
残
っ
た
こ
と
と
な
る
。
他

に
御
伽
草
子
『
酒
呑
童
子
』
に
見
え
る
、
斬
首
さ
れ
、
背
中
を
見
せ
て
屈
し

《
注
目
ν

た
格
好
の
酒
呑
童
子
の
挿
絵
も
、
石
燕
の
参
考
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
も
の
を
参
考
に
、
石
燕
が
「
百
怪
図
巻
」
「
妖
怪
づ
く
し
」

に
あ
る
し
よ
う
け
ら
の
風
姿
を
独
自
の
工
夫
で
変
更
し
た
の
は
、
先
に
触
れ

た
よ
う
に
、
庚
申
夜
に
受
胎
し
て
生
ま
れ
た
子
は
泥
棒
に
な
る
と
い
う
俗
信

を
ふ
ま
え
て
、
し
よ
う
け
ら
自
体
を
泥
俸
に
見
立
て
る
趣
向
に
関
わ
っ
て
の

こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
絵
巻
に
描
か
れ
た
「
し
ゃ
う
け
ら
」
の
姿
で
は

泥
棒
風
に
仕
立
て
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
風
の
巻
を
読
む

「
ひ
や
う
す
べ
」
図
の
風
刺
性

「
百
怪
図
巻
」
「
化
物
づ
く
し
」
の
配
列
順
に
従
い
、
『
画
図
百
鬼
』
で
は

「
せ
う
け
ら
」
図
の
次
に
「
ひ
ゃ
う
す
べ
」
図
が
き
て
、
両
図
が
見
聞
き
で

並
ぶ
。

《注

mv

ひ
ょ
う
す
べ
が
河
重
で
あ
る
こ
と
は
、
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
。
石
燕
は

『
諸
国
里
人
談
』
巻
四
妖
異
部
「
河
童
歌
(
か
は
ら
う
の
う
た
)
」
に
河
童
よ

け
の
ま
じ
な
い
と
し
て
、
「
ひ
ゃ
う
す
べ
に
川
だ
ち
せ
し
を
忘
れ
な
よ
川
だ

ち
男
我
も
菅
原
」
の
歌
が
紹
介
さ
れ
、
「
ひ
ゃ
う
す
べ
は
兵
揃
に
て
所
の
名

な
り
。
此
村
に
天
満
宮
の
や
し
ろ
あ
り
。
よ
っ
て
す
が
は
ら
と
い
ふ
な
る
べ

し
」
と
い
う
記
事
に
よ
っ
て
、
「
ひ
ゃ
う
す
べ
」
が
河
童
に
縁
あ
る
こ
と
ば

内
浅
口
v

(
『
里
人
談
』
で
は
河
童
ゆ
か
り
の
地
名
)
で
あ
る
こ
と
を
知
り
え
た
。
彼
が

参
考
に
し
た
「
百
怪
図
巻
」
や
同
系
統
絵
巻
に
載
る
ひ
ょ
う
す
べ
が
、
河
童

の
一
種
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
そ
こ
か
ら
推
測
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
河
童
の
一
種
と
し
て
の
ひ
ょ
う
す
べ
が
、
石
燕
図
で
は
竹
製

す
の
こ
縁
に
立
ち
、
座
敷
に
侵
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
画
面
右
手
に
南
天

の
木
、
そ
の
手
前
に
手
水
用
の
水
さ
し
と
金
。
ひ
ょ
う
す
べ
を
中
央
に
置
い

て
画
面
左
側
に
は
岡
が
描
か
れ
る
。
闘
の
手
前
に
は
自
然
木
を
住
に
用
い
た

袖
垣
が
あ
る
。
一
見
し
て
数
寄
を
凝
ら
し
た
屋
敷
で
あ
る
こ
と
が
瞭
然
と
し

て
い
る
。
匡
敷
の
主
は
数
寄
者
で
あ
ろ
う
。

ひ
ょ
う
す
べ
の
背
景
に
岡
を
描
い
た
の
は
、
闘
に
潜
む
河
童
の
言
い
伝
え

が
各
地
に
残
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
問
題
は
、
な
ぜ
数

n

，. 
唱
E
ム



鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
風
の
巻
を
読
む

《
盛
山
V

寄
者
の
屋
敷
の
周
を
描
く
必
要
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
「
ひ
や
う
す
べ
」
と
い
う
名
称
の

構
成
要
素
「
ひ
ゃ
う
す
」
は
、
あ
な
ど
る
・
ば
か
に
す
る
と
い
う
意
味
の
動

詞
「
へ
う
す
」
と
音
韻
が
重
な
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
そ
こ
か
ら
推
す

に
、
化
け
物
は
屋
敷
の
主
人
を
か
ら
か
う
趣
向
を
担
っ
て
描
か
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
酒
を
過
ご
し
、
岡
か
ら
千
鳥
足
で
戻
る
数
寄
者
が
、
ひ
ょ
う
す

べ
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ひ
ょ
う
す
べ
が
、
そ
の
御
仁
を
か
ら
か
う

仕
草
で
、
(
河
童
の
春
属
だ
け
に
)
聞
か
ら
座
敷
に
上
が
り
こ
ん
で
き
た
か
。

い
ず
れ
に
も
と
れ
る
。
ま
た
、
「
へ
う
す
」
は
「
茶
に
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。

《
様

"v

茶
事
に
い
そ
し
む
数
寄
者
が
茶
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
先
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
ひ
ゃ

う
す
べ
」
が
、
周
か
ら
座
敷
に
上
が
り
こ
む
の
は
な
ぜ
か
も
説
明
が
つ
く
。

中
酒
な
ら
茶
の
湯
の
懐
石
に
つ
き
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
数
寄
者
が
酒
を

過
ご
す
の
は
、
町
行
き
も
近
く
な
り
、
無
風
流
で
あ
る
。
足
元
が
乱
れ
る
と

な
れ
ば
、
下
品
こ
の
上
な
い
。

安
永
二
年
刊
『
浪
華
今
八
卦
』
「
露
菱
卦
」
に
「
客
が
ひ
ど
う
酒
に
酔
ふ

と
、
女
郎
い
た
わ
り
、
こ
の
や
う
に
ゑ
い
な
さ
っ
た
に
は
う
す
茶
が
よ
い
、

と
い
ふ
。
あ
る
じ
の
か
L
が
、
し
げ
さ
ん
、
こ
い
茶
と
い
ふ
の
も
あ
る
そ
ふ

な
ナ
ア
。
ハ
イ
そ
り
ゃ
あ
る
け
れ
ど
な
、
こ
い
茶
と
い
ふ
の
は
つ
ね
は
の
ま

ぬ
の
じ
や
わ
い
な
。
元
日
に
紅
絹
の
き
れ
に
ぬ
い
こ
ん
で
ふ
り
出
し
て
酒
で

の
む
の
が
、
こ
い
茶
じ
や
わ
い
な
、
と
と
そ
と
取
り
違
へ
て
い
る
と
見
へ

る
」
と
あ
る
の
は
、
酒
と
茶
事
を
絡
め
た
笑
い
(
さ
し
ず
め
現
代
の
漫
才
に

い
う
ボ
ケ
)
の
趣
向
で
あ
る
け
れ
ど
、
実
際
酔
い
覚
ま
し
に
薄
茶
を
飲
む
無

〈
注
目
)

風
流
者
も
い
た
の
で
あ
る
。
酒
を
過
ご
す
数
寄
者
も
、
そ
れ
と
さ
し
て
径
庭

カ
な
し
。

石
燕
が
か
ら
か
う
の
は
、
か
よ
う
な
俗
臭
ふ
ん
ぷ
ん
た
る
数
寄
者
だ
と
思

わ
れ
る
。
『
画
図
百
鬼
』
刊
行
当
時
、
諸
書
に
茶
人
批
判
は
散
見
す
る
。

『
画
図
百
鬼
』
が
出
る
前
年
の
安
永
三
年
に
、
江
戸
で
は
や
っ
た
見
世
物

芸
を
ネ
タ
に
し
た
、
平
賀
源
内
『
放
民
論
』
に
は
、
諸
芸
批
判
の
言
辞
が
並

ぶ
中
、
「
茶
人
の
人
柄
風
流
め
く
も
、
利
休
・
宗
旦
が
糞
を
嘗
る
。
其
余
諸

芸
皆
衰
へ
、
己
が
工
夫
才
覚
な
け
れ
ば
、
古
人
の
し
ふ
る
し
た
る
事
さ
へ

《
神
山
引
》

も
、
古
人
の
足
本
へ
も
と
Y
か
ざ
る
は
、
心
を
用
ざ
る
が
故
な
り
」
と
あ

，。。

内
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同
じ
く
安
永
三
年
刊
『
風
流
降
談
義
』
に
は
、
更
に
・
つ
が
っ
た
当
世
茶
道

批
判
が
見
ら
れ
る
。

今
時
の
く
せ
と
し
て
茶
人
は
し
さ
い
ら
し
く
、
ま
た
茶
を
せ
ぬ
人
の

茶
を
恐
る
h

事
は
へ
び
ま
む
し
の
ご
と
く
、
ま
た
す
こ
し
も
の
し
り
し

人
の
茶
を
そ
し
る
事
は
、
い
っ
そ
茶
人
は
す
じ
自
の
わ
る
き
物
の
や
う

に
心
得
る
。
み
な
是
無
畔
の
な
す
と
こ
ろ
。
ま
た
茶
を
し
ら
ぬ
も
の
を

茶
人
よ
り
は
別
世
界
の
人
の
様
に
見
な
す
。
い
づ
れ
も
茶
の
本
意
を
し

ら
ぬ
故
な
り
。
(
中
略
)
ま
た
茶
を
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
/
¥
の
宗
匠

に
し
た
が
ふ
て
、
我
意
を
い
だ
さ
ず
楽
む
べ
き
に
、
わ
し
が
お
も
ひ
付

じ
ゃ
と
て
、
い
ろ
/
¥
の
え
も
し
れ
ぬ
も
の
を
茶
具
に
も
ち
ひ
、
こ
れ

は
わ
し
が
流
儀
じ
ゃ
な
ど
い
ふ
て
、
道
し
り
が
ほ
に
も
て
は
や
す
は
大



に
見
に
く
し
。
不
陣
な
り
。
夫
程
に
む
ち
ゃ
に
す
る
気
な
ら
茶
を
す
る

と
い
ふ
心
持
が
ま
た
よ
っ
ぽ
ど
あ
ほ
ら
し
い
。
み
な
是
一
己
の
見
識
を

立
て
、
い
か
さ
ま
ま
た
あ
の
人
は
と
評
判
せ
ら
れ
た
き
心
ゆ
き
で
、
其

A
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人
実
に
そ
れ
ほ
ど
薄
茶
が
す
き
て
も
な
い
も
の
。

明
和
七
年
(
『
画
図
百
鬼
』
刊
行
の
五
年
前
)
刊
、
永
井
堂
亀
友
作
『
風

流
茶
人
気
質
』
で
は
、
一
癖
二
癖
あ
る
数
寄
者
が
笑
い
の
め
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
に
素
人
茶
人
を
扱
う
話
も
あ
る
の
で
紹
介
し
て
お
こ
う
。
巻
一
の

一
「
饗
入
か
ら
段
々
に
肩
の
能
俄
分
限
者
」
で
は
、
有
徳
な
主
人
公
が
、
表

具
屋
の
息
子
か
ら
毎
夕
イ
ン
チ
キ
な
手
前
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
、
「
茶
の
跡

で
酒
の
ん
で
」
は
、
息
子
の
術
策
に
は
ま
り
、
家
賃
支
払
い
の
繰
り
延
べ
を

許
し
た
り
し
て
い
た
。
主
人
公
は
養
子
の
嫁
に
心
を
動
か
し
、
好
き
な
酒
の

勢
い
で
、
た
わ
け
を
仕
掛
け
た
の
を
と
が
め
ら
れ
、
隠
居
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
。
そ
の
後
は
、
こ
の
俄
分
限
者
の
イ
ン
チ
キ
茶
道
を
滑
稽
に
描
く
話
が
展

開
す
る
。
本
話
に
は
「
浮
世
茶
人
」
と
い
う
蔑
称
も
見
え
て
い
る
。

宝
暦
七
年
刊
『
遊
客
年
々
考
』
「

O
五
十
に
し
て
遊
び
を
知
」
に
「
揚
屋

の
亭
主
に
数
寄
者
あ
り
。
茶
屋
の
女
房
に
茶
人
あ
り
。
是
等
を
便
に
茶
湯
ば

E福
田

》

な
し
」
と
あ
る
の
も
、
や
は
り
低
俗
な
素
人
茶
人
の
部
類
に
入
る
。
堕
落
し

た
茶
人
だ
け
で
は
な
く
、
茶
人
ぷ
る
俗
流
も
目
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。

『
画
図
百
鬼
』
よ
り
時
代
を
下
る
と
、
上
回
秋
成
が
『
脂
大
小
心
録
』
で
、

堕
落
し
た
茶
道
界
の
実
態
を
暴
い
て
い
る
。
秋
成
は
「
市
中
に
礼
服
つ
け
て

《
注
目
ν

茶
席
を
よ
ろ
こ
ぷ
は
、
客
主
と
も
に
小
児
の
業
な
り
」
と
言
い
切
っ
た
。
そ

ん
な
彼
が
茶
道
界
の
堕
落
ぶ
り
を
指
弾
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
二
つ
掲
げ
て
い

鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
風
の
巻
を
読
む

一
つ
は
俳
人
・
松
木
淡
々
が
弟
子
・
秀
鏡
を
茶
会
に
招
き
、
床
の
間
に

飾
ら
れ
た
芭
蕉
句
の
掛
物
を
収
め
て
、
「
俳
道
の
衣
鉢
を
、
こ
よ
ひ
秀
鏡
子

へ
ゆ
づ
る
ぞ
」
と
言
い
、
我
が
弟
子
に
お
し
つ
け
、
ま
ん
ま
と
十
両
を
せ
し

め
た
話
。
会
席
で
点
前
を
務
め
た
古
道
具
屋
が
グ
ル
で
、
茶
会
が
掛
物
を
売

り
さ
ば
く
方
便
に
利
用
さ
れ
て
い
る
様
を
記
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
千

宗
左
が
鴻
池
善
五
郎
ら
と
祇
園
一
カ
に
会
し
、
『
ひ
ら
が
な
盛
衰
記
』
の
役

{
注
目
》

に
扮
す
る
座
敷
に
わ
か
を
愉
し
ん
だ
話
で
あ
る
。

石
燕
が
特
定
の
数
寄
者
を
念
頭
に
お
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
ひ
ょ
う

す
べ
が
堕
落
し
た
数
寄
者
を
茶
化
す
趣
向
で
描
か
れ
て
い
る
可
能
性
は
、
如

上
の
数
々
の
例
を
ふ
ま
え
る
と
、
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
石

燕
ひ
ょ
う
す
べ
図
は
風
刺
画
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

な
お
諸
書
に
見
え
る
ひ
ょ
う
す
べ
の
解
説
に
は
兵
主
神
と
の
関
連
性
が
指

摘
さ
れ
る
。
ひ
ょ
う
す
べ
そ
の
も
の
の
民
俗
学
的
考
証
に
は
有
効
で
あ
る

が
、
江
戸
に
い
た
石
燕
が
、
関
西
以
西
に
集
中
す
る
兵
主
神
社
群
を
知
っ
て

《
飽
田
】

い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。

る

-19-

四

わ
い
ら
の
謎

ひ
ょ
う
す
べ
が
載
る
丁
の
裏
に
は
「
わ
い
ら
」
図
が
載
る
。
わ
い
ら
は
従

来
、
謎
の
化
け
物
で
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

【
注
目
》

に
ま
つ
わ
る
伝
承
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
わ
い
ら
」
と
い
う
名

称
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

執
金
剛
神
を
「
和
夷
羅
垣
間
文
」
と
書
く
仏
典
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ



鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
風
の
巻
を
読
む

に
見
え
る
「
和
夷
羅
」
は
金
剛
の
謂
で
あ
る
。

た
と
え
ば
『
一
切
経
音
義
』
巻
九
の
「
放
光
般
若
経
第
十
九
巻
」
に
「
和

夷
羅
一
但
閲
文
、
即
執
金
剛
神
也
。
謂
手
執
金
剛
杵
、
因
以
為
名
駕
言
也
」
。

『
翻
訳
名
義
集
』
巻
二
の
「
八
部
第
十
四
」
に
「
和
夷
羅
垣
間
文
、
即
執
金

剛
神
」
。
『
悉
曇
要
訣
』
第
二
「
社
也
相
通
証
」
に
「
放
光
般
若
云
和
夷
羅
、

大
般
若
云
金
剛
、
文

g-E也
。
」
、
「
波
和
相
通
証
」
に
「
又
大
般
若
云
執

【
権
団
V

金
剛
、
放
光
経
云
和
夷
羅
一
但
、
文

4
&『
曲
目
】
由
巳
也
」
と
あ
る
通
り
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
わ
い
ら
の
名
称
は
、
金
剛
杵
の
意
味
の
党
語
に
由
来

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
恐
ら
く
、
わ
い
ら
の
前
足
が
一
本
の
か
ぎ
爪
で

あ
る
の
を
、
金
剛
杵
の
う
ち
独
鈷
杵
に
見
立
て
、
そ
の
特
徴
を
以
て
「
和
夷

縫
H
わ
い
ら
」
と
名
付
け
た
の
で
は
な
い
か
。

絵
巻
「
百
怪
図
巻
」
の
「
わ
ゐ
ら
」
や
「
化
物
づ
く
し
」
の
「
は
い
ら
」

《
注
目
》

を
見
る
と
、
顔
は
納
曽
利
面
に
似
て
い
る
。
納
曲
目
利
は
手
に
ば
ち
を
持
っ
て

舞
う
。
ば
ち
を
独
鈷
に
替
え
て
、
化
け
物
わ
い
ら
を
創
り
上
げ
た
点
に
遊
び

が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
わ
い
ら
の
独
鈷
杵
の
如
き
か
ぎ
爪
に
注
目
す
る
と
、
セ

ミ
の
幼
虫
を
ヒ
ン
ト
に
創
り
出
し
た
化
け
物
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、

あ
く
ま
で
正
体
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

さ
て
、
絵
巻
物
に
見
え
る
「
わ
ゐ
ら
・
は
い
ら
」
と
石
燕
が
描
く
「
わ
い

ら
」
と
で
は
頭
部
の
デ
ザ
イ
ン
が
い
ち
じ
る
し
く
異
な
る
。
石
燕
画
わ
い
ら

の
頭
部
は
、
納
曽
利
面
で
は
な
く
、
獅
子
一
頭
に
似
せ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
は
わ
け
が
あ
っ
て
、
見
聞
き
で
「
わ
い
ら
」
と
向
か
い
合
う
化
け
物

「
お
と
ろ
し
」
が
神
社
の
狛
犬
に
見
立
て
ら
れ
て
あ
り
、
そ
れ
と
対
の
関
係

で
、
わ
い
ら
の
頭
部
が
獅
子
頭
に
似
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
わ
い
ら
の
右
に

杉
木
立
が
描
か
れ
て
い
る
の
も
、
神
社
に
関
連
づ
け
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
杉
は
神
社
の
杜
で
よ
く
見
か
け
る
樹
木
で
、
神
木
と
し
て
杷
る
神

社
も
少
な
く
な
い
。

ひ
ょ
う
す
べ
か
ら
の
つ
な
が
り
は
ど
う
解
す
る
か
。
ひ
ょ
う
す
べ
除
け
の

ま
じ
な
い
歌
に
、
菅
原
と
い
う
氏
の
名
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
ひ

ょ
う
す
べ
|
菅
原
道
真
|
天
満
宮
|
獅
子
(
わ
い
ら
)
と
狛
犬
(
お
と
ろ

し
)
と
い
う
風
に
連
想
が
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
安
永
元
年
に
創
建

さ
れ
た
と
い
う
佐
賀
・
松
原
神
社
の
神
門
(
現
在
は
佐
嘉
神
社
境
内
の
松
原

河
童
(
か
わ
そ
う
)
社
)
に
、
創
建
当
初
か
ら
ひ
ょ
う
す
べ
が
杷
ら
れ
て
い

た
と
し
て
も
、
石
蕪
が
知
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
確
証
が
な
い
。
よ
っ

て
、
ひ
ょ
う
す
べ
|
松
原
神
社
|
獅
子
・
狛
犬
の
連
想
が
は
た
ら
い
た
可
能

性
は
低
い
と
考
え
て
お
く
。
ひ
ょ
う
す
べ
は
猿
型
の
化
け
物
だ
か
ら
、
動
物

タ
イ
プ
の
化
け
物
わ
い
ら
に
つ
な
が
る
の
に
大
き
な
違
和
感
も
な
い
。

ま
た
、
わ
い
ら
と
お
と
ろ
し
が
対
峠
す
る
の
は
、
石
燕
が
影
響
を
受
け
た

絵
巻
に
両
者
が
並
ん
で
登
場
す
る
の
に
な
ら
っ
た
の
だ
っ
た
。

最
後
に
、
わ
い
ら
図
の
構
図
が
後
出
す
る
牛
鬼
図
の
構
図
と
似
る
問
題
を

と
り
あ
げ
て
お
こ
う
。
石
燕
描
く
牛
鬼
は
、
本
稿
で
再
三
触
れ
る
妖
怪
絵
巻

に
描
か
れ
る
姿
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
様
で
描
か
れ
る
。
そ
の
ポ
i
ズ
が
、

わ
い
ら
と
似
通
う
こ
と
に
も
注
意
が
い
く
。
し
か
し
、
筆
者
は
石
燕
版
牛
鬼

が
、
鬼
門
H

「
丑
寅
」
の
語
を
意
識
し
て
、
牛
と
虎
を
掛
け
合
わ
し
て
描
か

れ
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
わ
い
ら
に
は
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
な
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い
以
上
、
わ
い
ら
と
牛
鬼
と
は
全
く
関
係
が
な
い
化
け
物
同
士
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い
。
石
燕
が
何
か
深
い
意
味
を
こ
め
て
牛
鬼
図
と
わ
い
ら
図
の
構
図

を
似
せ
た
と
ま
で
は
考
え
な
い
。

(
続
稿
)

*
な
お
本
稿
に
お
け
る
引
用
に
は
、
テ
キ
ス
ト
の
表
記
を
適
宜
改
め
た
点
が

あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

ま
た
民
俗
学
関
連
資
料
の
収
集
に
お
い
て
、
亀
谷
和
輝
君
、
篠
崎
芳
朗
君

の
多
大
な
協
力
を
得
た
こ
と
に
感
謝
す
る
。

主(注
1
)
北
城
伸
子
は
『
国
語
』
「
周
語
下
」
か
ら
「
於
是
乎
気
無
滞
陰
、
亦
無
散

陽
。
陰
陽
序
次
、
風
雨
時
至
、
嘉
生
繁
祉
、
人
民
訴
利
、
物
備
而
楽
成
、
上

下
不
罷
」
の
文
を
引
き
、
「
音
楽
の
中
庸
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
物
が
正
常
な

道
を
得
、
陰
陽
の
順
序
が
整
う
と
風
は
時
に
随
い
吹
き
、
雨
も
ま
た
正
し
く

降
る
、
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
風
雨
が
時
機
に
か
な
う
と
い
う
の
は
天
下
泰

平
の
あ
か
し
で
あ
り
:
:
:
「
陰
」
・
「
陽
」
に
続
き
「
風
」
・
「
雨
」
と
い
う
巻

の
名
が
付
け
ら
れ
る
の
は
、
陰
陽
が
和
合
し
た
結
果
、
時
に
応
じ
た
風
雨
が

起
こ
る
、
と
い
う
連
想
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
」
と
す
る
。
北
城

説
は
、
『
画
図
百
鬼
』
風
の
巻
か
ら
、
『
今
品
目
画
図
続
百
鬼
』
の
雨
の
巻
へ
の

つ
な
が
り
を
考
慮
し
た
も
の
で
、
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
、
『
薗
図
百
鬼
』

は
陰
・
陽
・
風
の
三
巻
か
ら
な
り
、
『
続
百
鬼
』
に
先
ん
じ
て
出
版
さ
れ
た

の
だ
か
ら
、
あ
く
ま
で
陰
↓
陽
↓
風
ま
で
の
つ
な
が
り
を
、
一
つ
の
ま
と
ま

鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
風
の
巻
を
読
む

り
と
し
て
考
え
た
上
で
、
最
終
巻
が
風
と
名
づ
け
ら
れ
た
意
味
を
考
え
る
必

要
も
あ
ろ
う
。
筆
者
の
説
は
、
そ
の
立
場
か
ら
の
発
想
に
基
づ
く
。

筆
者
は
更
に
、
石
燕
が
『
書
言
字
考
節
用
集
』
(
第
一
三
冊
・
数
量
姓
氏
十
)

「
六
気
」
の
項
に
「
六
気
目
、
陰
陽
風
雨
晦
明
也
」
と
あ
る
の
を
意
識
し
て
、
『
続

百
鬼
』
が
雨
の
巻
か
ら
始
ま
り
、
晦
・
明
の
巻
に
続
く
の
だ
と
考
え
る
。

「
六
気
日
」
以
下
の
文
は
、
も
と
も
と
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
元
年
の
記

事
に
見
え
る
。
『
左
伝
』
の
記
事
は
、
『
東
莱
左
氏
博
議
』
の
ほ
か
、
『
初
学

記
』
巻
一
・
天
部
「
六
気
」
の
項
、
『
太
平
御
覧
』
巻
七
一
二
・
方
術
部
二
・

医
一
に
引
く
。
北
城
説
に
引
用
さ
れ
る
『
国
語
』
「
周
語
下
」
に
お
い
て
も
、

「
天
六
地
五
、
数
之
常
也
」
の
章
昭
注
に
「
天
有
六
気
、
謂
陰
陽
風
雨
晦
明
也
」

と
見
え
る
。

な
お
北
城
説
は
「
明
け
な
き
夜
の
百
鬼
夜
行
|
鳥
山
石
燕
『
薗
図
百
鬼
夜

行
』
の
構
成
方
法
」
(
「
国
文
事
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
二

O
O七
年
九
月

八
九
i
九
O
頁
)
を
参
照
。

(注
2
)
E
O問
-moo・
s・-官¥可
H
1
8
¥
O
¥
O
F
S
F『

N

∞回会口
O
F
F
-
3
5
2
8
r
o
H
S

「の
8
5
0回目

U
2
8ミ
」
の
二

O
O六
年
二
月
一
六
日
の
記
事
「
ム
ラ
墳
の
厄

神
除
け
」

。印
O
E
S岡田
rroc-豆
諸
国
∞
-P・8
8
¥
g
o句
。
ロ
け
ミ

E
H
S
-
Z
E
「
青
梅
市

小
曾
木
地
区
紹
介
プ
ロ
グ
」
の
「
H
g
h・
当
小
曾
木
五
丁
目
(
岩
蔵
)
大

わ
ら
じ
作
り
」

回
の
口
で
は
塞
の
神
祭
り
に
お
い
て
大
わ
ら
じ
を
杉
の
木
に
吊
る
す
。
ブ

ロ
グ
「
但
馬
情
報
特
急
」
の
二

O
一
二
年
一
月
十
日
の
記
事
「
大
わ
ら
じ
と

大
ぞ
う
り
の
奉
納
」
を
参
照
。

F
H
ζ
u
¥
¥若
君
唱
-
け
と
円

gmw・0
「
・
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鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
風
の
巻
を
読
む

(注
3
)
Z
G
H
¥
¥ロ
DEmv-zgH-M門戸ロヨ回目ロ
-V¥HD∞∞
g
o
E
-
z
s
-

「
3
2叩
ユ
ロ
問
¥
宮
己
回
目
由
主
ロ
O
寸
曲
目
同
盟
宮
」
二

O
O七
年
五
月
五
日
の
「
一

里
塚
の
榎
」
の
記
事
。

ω
Z
G
H
¥
¥
d
z
d匂・
-rBogs-85¥口己
Z
Z
K
0・
E
自
-
「
伊
古
の
里
」

の
う
ち
「
フ
セ
ギ
の
大
わ
ら
じ
」
の
記
事
。

(注
4
)
白
石
実
三
『
武
蔵
野
か
ら
大
東
京
へ
』
(
中
央
公
論
社
一
九
三
三
年
)
「
千

駄
ヶ
谷
の
エ
ロ
榎
」

岡
崎
清
記
『
今
昔
東
京
の
坂
』
(
ジ
ェ
イ
テ
ィ
ピ
ィ
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ

一
九
八
一
年
)
に
記
す
。

(注
5
)
『
鳥
山
石
燕
画
図
百
鬼
夜
行
』
(
国
書
刊
行
会
一
九
九
二
年
)
七
八
頁
の

稲
田
篤
信
解
説
。

『
妖
怪
図
巻
』
(
国
書
刊
行
会
ニ

O
O
O年
)
一
四
三
頁
、
『
百
鬼
解
読
』
(
講

談
社
文
庫
平
成
一
八
年
)
一
一
一
一

i
二二一

O
頁
の
多
国
克
己
説
。

(注
6
)
こ
の
俗
信
は
近
世
に
刊
行
さ
れ
た
諸
書
に
記
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
『
出
来

斎
京
土
産
』
三
コ
ニ
申
の
条
」
に
「
又
庚
申
待
と
い
ふ
は
其
夜
子
を
は
ら
め

ば
遊
魂
の
卦
に
あ
た
り
て
其
子
む
ま
れ
て
盗
人
に
な
る
故
に
寝
ず
し
て
明
す

と
い
ふ
」
と
あ
り
、
『
山
城
名
所
寺
社
物
語
』
「
青
蓮
院
御
門
跡
」
の
記
事
に

も
、
ほ
ぼ
同
文
が
載
る
。
『
出
来
斎
』
の
引
用
部
は
『
新
修
京
都
叢
書
一
一
』

(
臨
泉
書
庖
一
九
七
四
年
)
五
五
八
頁
。
『
寺
社
物
語
』
の
引
用
部
は
同
叢
書

二
二
巻
(
一
九
七
二
年
)
五
六
O
頁。

さ
ら
に
『
風
流
曲
三
味
線
』
巻
二
「
長
老
様
の
餐
引
出
物
」
に
「
今
に
っ

た
へ
て
庚
申
の
夜
ま
じ
は
り
其
夜
や
ど
り
し
子
は
、
成
人
し
て
盗
人
に
な
る

と
云
っ
た
へ
し
は
」
と
あ
る
。
(
『
八
文
字
屋
本
全
集
』
一
二
九
八
頁
〈
汲

古
書
院
一
九
九
二
年
〉
)

(注
7
)
『
百
鬼
解
読
』
一
一
一
八
頁
。

(注
8
)
『
妖
怪
図
巻
』
一
四
三
頁
。
『
百
鬼
解
説
』
一
一
一
七
頁
。

(注
9
)
小
花
波
平
六
は
庚
申
の
夜
に
唱
え
る
呪
言
を
考
証
し
て
い
る
。
室
町
時
代

の
明
応
五
(
一
四
九
六
)
年
に
記
さ
れ
た
『
庚
申
因
縁
記
』
〈
字
佐
八
幡
宮
蔵
〉

に
「
青
鬼
等
や
亥
子
ヤ
申
子
ノ
我
床
ニ
ネ
タ
レ
ド
ネ
ヌ
ゾ
ネ
タ
ル
ト
ゾ
ネ

ル
」
と
あ
る
の
が
早
い
例
ら
し
い
。
永
正
三
(
一
五

O
六
)
年
写
『
庚
申
の

本
地
』
〈
天
理
図
書
館
蔵
〉
に
載
る
呪
歌
冒
頭
は
「
そ
う
き
ゃ
う
や
」
。
天
文

九
(
一
五
四

O
)
年
写
『
庚
申
の
縁
起
』
〈
慶
慮
義
塾
大
学
図
書
館
巌
〉
に

は
、
そ
の
部
分
が
「
シ
ヤ
ウ
キ
ラ
ヤ
」
。
小
花
波
は
挙
げ
な
い
が
、
元
亀
二

(
一
五
七
一
)
年
写
『
庚
申
縁
起
事
』
〈
富
山
市
立
図
書
館
蔵
〉
も
同
じ
。
天

文
二
二
(
一
五
五
三
)
年
写
『
庚
申
大
事
』
〈
小
花
波
蔵
〉
に
は
「
商
迦
緩
耶
(
シ

ヤ
ウ
キ
ヤ
ラ
ヤ
)
」
、
慶
長
二
(
一
五
九
七
)
年
写
『
庚
申
祭
紀
縁
起
』
に
は
「
シ

ヤ
ウ
キ
ヤ
ラ
ヤ
」
と
あ
る
よ
し
。
こ
れ
が
変
化
し
て
、
「
百
怪
図
巻
」
「
化
物

づ
く
し
」
の
両
絵
巻
の
祖
本
が
描
か
れ
た
こ
ろ
、
民
間
で
「
シ
ヤ
ウ
ケ
ラ
ヤ
」

と
唱
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
小
花
波
論
文
は
『
庚
申
民

間
信
仰
の
研
究
』
(
庚
申
懇
話
会
編
同
朋
舎
一
九
七
八
年
)
所
収
。
二
四

1
一
二
五
頁
が
参
考
に
な
る
。

(
注
叩
)
F
H
G

目、¥Z
O岡
田
・
可
m
F
O
G
-ロ
0
・U
¥
O
}
内包
D
N
8
g
h
g
o∞云
ω-zs-
「
各
地

の
庚
申
塔
(
北
区
1
6
)」

(
注
目
)
同
三
宮
川

¥
¥
E
Z
E
D
-
V
¥
E
E問但
B
E
E
-門戸田
DH¥gHミム
NH∞∞品目品
ND∞・

E
E
「
板
橋
区
の
庚
申
塔
(
観
明
寺
の
都
内
最
古
の
青
面
金
剛
)
」

(
注
ロ
)
『
日
本
石
仏
図
奥
』
一

O
二
頁

(
注
目
)
①
板
橋
区
・
観
明
寺
の
寛
文
元
年
造
立
庚
申
塔
で
は
、
青
面
金
剛
が
二
匹

の
鬼
の
頭
を
そ
れ
ぞ
れ
の
足
で
踏
ま
え
る
。
二
鬼
は
正
面
に
顔
を
向
け
、
前

腕
を
地
面
に
着
け
て
重
み
に
耐
え
る
格
好
。
左
側
の
鬼
は
膝
を
折
曲
げ
た
右

足
が
わ
ず
か
に
確
認
で
き
る
。
②
台
東
区
上
野
公
園
聖
天
島
に
あ
る
元
禄
三

n
，u
 

n
，“
 



年
造
立
庚
申
塔
の
場
合
、
頭
を
左
方
向
に
横
向
き
で
伏
す
姿
勢
に
彫
ら
れ
た

鬼
が
認
め
ら
れ
る
。
頭
を
踏
ま
れ
て
顔
が
ほ
ぼ
正
面
を
向
く
よ
う
仕
向
け
ら

れ
た
格
好
。
前
腕
下
腿
を
台
石
に
付
け
、
重
み
を
支
え
る
体
勢
で
あ
る
。
③

台
東
区
今
戸
・
瑞
泉
寺
の
元
禄
一
四
年
造
立
塔
の
鬼
も
似
た
ス
タ
イ
ル
で
あ

る
。
④
元
禄
二
年
に
大
塚
・
護
国
寺
に
立
っ
た
塔
の
鬼
は
首
元
を
踏
ま
れ
て

苦
し
げ
な
表
情
に
な
っ
て
い
る
。
右
手
の
指
先
が
確
認
で
き
る
が
左
手
は
省

略
さ
れ
る
。
や
は
り
頭
を
左
方
向
に
横
向
き
で
伏
す
。
下
腿
は
台
座
に
ぴ
た

り
と
つ
け
る
。
⑥
新
宿
区
高
田
馬
場
・
観
音
寺
の
正
徳
四
年
造
立
塔
の
鬼
は
、

頭
を
左
方
向
に
横
向
き
で
伏
す
。
首
元
を
踏
ま
れ
て
顔
が
地
面
に
う
つ
ぶ
せ

に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
前
腕
下
腿
は
台
座
に
ぴ
た
り
と
つ
け
る
。

⑦
根
岸
・
世
尊
寺
に
あ
る
延
宝
二
年
造
立
塔
の
鬼
は
、
頭
を
左
方
向
に
横
向

き
で
伏
す
。
顔
が
全
部
見
え
る
よ
う
額
の
あ
た
り
を
踏
ま
れ
て
、
体
勢
が
右

側
に
崩
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
格
好
。
以
上
は

「
寸
〉
寸
∞
守
普
の
プ
ロ
グ
(
東
京
都
十
川
崎
市
の
石
仏
)
」

(
F
2
3に
¥
E
D
岡田・百
}HOC-8・Z
¥
O
E
S
N品

目
印

N¥日
目
印

NHHN由
-
Z
E
)
を
参

照
の
こ
と
。

(注
M
H
)

『
百
鬼
夜
行
の
世
界
』
(
人
間
文
化
研
究
機
構
監
修
角
川
学
芸
出
版

二
O
O九
年
)
に
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
真
珠
庵
本
と
、
同
系
統
の
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
本
と
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
一
一
一
頁
、
二

O
頁
を
参
。

(
注
目
)
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
三
六
『
御
伽
草
紙
』
四
六
八
頁
。
酒
呑
童
子

を
描
く
絵
巻
物
諸
本
に
あ
る
酒
呑
童
子
新
首
の
シ
l
ン
も
当
然
石
燕
の
眼

に
入
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
参
考
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
園
撃
院
大
祭
図

書
館
本
「
酒
呑
章
子
絵
巻
」
な
ら
『
妖
怪
高
画
〈
口
=
妖
怪
た
ち
の
競
演
』

一
七
二
・
一
七
三
頁
(
青
幻
舎
二

O
一
二
年
)
を
参
照
。
但
し
鬼
は
仰
向

け
。
ま
た
チ
ェ
ス
タ
l
ビ
|
テ
ィ
図
書
館
蔵
の
奈
良
絵
本
「
義
経
地
獄
破
り
」

鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
風
の
巻
を
読
む

に
、
義
経
主
従
に
首
を
は
ね
ら
れ
た
鬼
の
胴
体
が
地
面
に
う
つ
ぶ
せ
に
倒
れ

て
い
る
画
面
が
あ
る
。
斬
首
さ
れ
た
酒
呑
童
子
と
似
た
ス
タ
イ
ル
で
背
中
を

見
せ
た
鬼
の
死
骸
が
認
め
ら
れ
る
。
『
義
経
地
獄
破
り
チ
ェ
ス
タ
l
・ピ

l

テ
ィ
1

・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
所
蔵
』
(
小
峯
和
明
・
宮
腰
直
人
解
説
ク
レ
ア
・

ポ
ラ
l
ド
・
潮
田
淑
子
翻
訳
勉
誠
出
版
二

O
O五
年
)
参
照
。

(
注
凶
)
毛
利
龍
一
「
河
童
を
ヒ
ヤ
ウ
ス
ベ
と
謂
う
こ
と
」
(
「
郷
土
研
究
」
第
二

巻
七

O
号
一
九
一
四
年
¥
『
怪
異
の
民
俗
学
三
河
童
』
(
河
出
書
一
房
新
社

二
O
O
O
)
に
収
録
。

(
注
げ
)
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期
二
四
巻
四
五
三
頁
(
吉
川
弘
文
館
一
九
七
五
年
)

(
注
日
)
闘
は
毘
と
縁
が
あ
る
。
天
明
五
年
『
川
柳
評
万
句
合
』
合
印
宮
二
枚
目
に
「
馬

の
は
き
い
た
が
か
っ
ぱ
の
へ
は
き
か
ず
」
と
あ
る
か
ら
(
『
新
編
川
柳
大
辞

典
』
東
京
堂
出
版
一
九
九
五
年
)
、
『
画
図
百
鬼
』
刊
行
の
十
年
後
に
は
江
戸

で
「
河
童
の
毘
」
の
慣
用
句
が
定
着
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
で
は

寛
政
九
年
成
立
・
太
田
全
斎
の
『
諺
苑
』
に
も
、
こ
の
慣
用
句
が
採
ら
れ
て

い
る
。
た
だ
し
、
石
燕
が
ひ
ょ
う
す
べ
図
を
描
い
て
い
た
頃
に
、
「
河
童
の
毘
」

が
衆
庶
の
口
の
端
に
の
ぼ
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

(
注
目
)
「
茶
に
す
」
は
『
画
図
百
鬼
』
出
版
の
当
時
、
既
に
使
わ
れ
て
い
た
慣
用

句
で
あ
っ
た
。
明
和
六
年
刊
『
根
無
草
後
編
』
巻
一
に
「
此
大
王
を
茶
に
し

お
る
は
、
言
語
道
断
に
つ
く
き
奴
と
、
忽
水
虎
を
蹴
殺
し
給
ふ
」
と
あ
り
(
岩

波
古
典
文
学
大
系
五
五
「
風
来
山
人
集
』
一

O
八
頁
)
、
翌
明
和
七
年
刊
『
辰

巳
之
園
』
に
も
「
あ
ん
ま
り
、
心
い
〉
と
思
っ
て
、
何
ン
の
か
の
と
、
茶
に

し
ゃ
ァ
が
る
」
と
あ
る
(
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
五
九
『
黄
表
紙
酒
落
本
集
』

三一

O
頁
)
。
『
画
図
百
鬼
』
が
出
る
一
年
前
、
安
永
三
年
刊
『
婦
美
車
紫
鹿
子
』

に
は
「
し
っ
か
い
身
共
を
ば
今
お
江
戸
で
は
や
る
お
ち
ゃ
と
や
ら
に
し
お
る
」

と
見
え
(
中
央
公
論
社
『
酒
溶
本
大
成
』
六
巻
一
五
九
頁
)
、
そ
れ
以
降
で
は
、

nペ
u

n
l
u
 



鳥
山
石
燕
『
函
図
百
鬼
夜
行
』
風
の
巻
を
読
む

た
と
え
ば
安
永
五
年
序
『
当
世
左
様
候
』
に
「
錦
考
も
も
ち
っ
と
狂
言
を
茶

に
し
ね
い
け
り
ゃ
ァ
い
〉
ね
ェ
」
(
『
酒
落
本
大
成
』
七
一
七
頁
)
。
安
永
六

年
刊
『
娼
妃
地
理
記
』
の
「
月
本
国
風
土
」
に
は
「
こ
れ
陰
国
の
い
さ
を
し

に
し
て
、
日
を
茶
に
し
月
を
翫
ぷ
の
し
る
し
、
月
本
の
本
ン
意
な
る
べ
し
」

と
あ
る
(
『
酒
落
本
大
成
』
七
二
一
三
頁
)
。

(
注
却
)
中
央
公
論
社
『
酒
落
本
大
成
』
六
三
二
頁
。
傍
線
筆
者
に
よ
る
。

(
注
幻
)
岩
波
古
典
文
堂
犬
系
五
五
『
風
来
山
人
集
』
二
三
五
頁
。

(注

n)
『
酒
洛
本
穴
成
』
六
一
一
一
一

1
一
一
一
ニ
頁
。

(
注
幻
)
『
酒
落
本
大
成
』
一
一
一
四
九
頁
。

(注
M
)
岩
波
古
典
文
学
大
系
五
六
『
上
回
秋
成
集
』
三
四
四

1
三
四
五
頁

(注目
ω
)

岩
波
古
典
文
学
大
系
五
六
『
上
回
秋
成
集
』
二
六
五

1
二
六
六
頁
、
二
八

六
i
二
八
七
頁
。
こ
こ
で
は
『
画
図
百
鬼
』
刊
行
前
後
の
文
学
作
品
か
ら
茶

道
批
判
の
語
を
と
っ
た
が
、
思
想
書
の
分
野
で
も
茶
道
に
凝
る
町
人
へ
の
批

判
は
見
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
享
保
四
年
成
・
西
川
如
見
に
よ
る
『
町
人
嚢
』

巻
四
に
「
兎
角
奇
蹟
風
流
の
心
を
用
る
物
な
れ
ば
、
貴
人
高
位
の
楽
に
し
て
、

町
人
百
姓
の
翫
ぶ
べ
き
道
に
は
あ
ら
ず
。
尤
詫
茶
湯
と
や
ら
ん
に
て
、
竹
の

筒
、
瓢
箪
の
わ
れ
に
て
こ
が
し
を
呑
て
も
、
其
心
閑
静
清
浄
な
ら
ば
、
是
を

ま
こ
と
の
茶
人
と
は
い
へ
り
と
い
ふ
人
も
あ
れ
:
:
:
町
人
百
姓
な
ど
、
日
曜
等

の
人
の
ま
ね
び
を
せ
ん
も
、
文
似
あ
は
し
か
ら
ず
:
:
:
茶
而
己
こ
と

ρ
¥し

き
風
儀
を
好
む
事
心
得
が
た
し
」
と
あ
る
。
(
岩
波
文
庫
『
町
人
嚢
・
百
姓

嚢
・
長
崎
夜
話
草
』
八

0
1八
一
頁
)

(
注
お
)
大
和
国
城
上
郡
(
現
在
桜
井
市
)
に
鎮
座
す
る
穴
師
坐
兵
主
神
社
・
穴
師

大
兵
主
神
社
に
つ
い
て
は
、
全
一
六
冊
と
膨
大
に
わ
た
る
植
村
民
玄
編
『
広

大
和
名
勝
志
』
で
す
ら
、
延
喜
式
神
名
帳
か
ら
の
引
用
の
み
で
、
ご
く
簡
単

な
記
述
に
終
わ
る
(
奈
良
県
立
図
書
館
ま
ほ
ろ
ぱ
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
デ
ジ
タ

ル
画
像
版
で
は
第
二
ニ
冊
の
第
七
九
画
面
に
見
え
る
。
)
。
安
永
年
間
に
執
筆

さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
本
書
で
、
か
く
の
ご
と
く
で
あ
る
か
ら
、
石
燕
が
こ
の

神
社
に
つ
い
て
存
知
し
て
い
た
と
は
恩
え
な
い
。

近
江
野
洲
郡
の
兵
主
大
神
社
(
現
在
兵
主
大
社
)
に
つ
い
て
は
、
『
江
源

武
鑑
』
巻
九
永
禄
元
年
二
月
二
一
日
の
記
事
に
、
帝
の
病
気
平
癒
を
祈
る

三
0
日
間
護
摩
供
を
将
軍
家
よ
り
命
じ
ら
れ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
ま

た
巻
十
一
永
禄
八
年
三
月
小
一
五
日
の
記
事
に
、
将
軍
家
南
殿
に
鹿
が
二
頭

侵
入
し
た
の
で
、
厄
払
い
の
た
め
、
七
坐
ず
つ
の
護
摩
供
を
命
じ
ら
れ
た
近

江
諸
社
の
中
に
「
兵
須
社
」
も
あ
る
。
し
か
し
大
部
な
軍
記
の
中
で
、
石
燕

や
周
辺
の
人
々
が
、
こ
れ
ら
の
記
事
に
逢
着
し
、
兵
主
社
の
存
在
を
意
識
す

る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

享
保
一
九
年
の
自
序
が
あ
る
『
近
江
輿
地
志
略
』
巻
六
九
野
洲
郡
に
、
「
兵

主
大
神
社
」
の
項
目
が
立
て
ら
れ
、
由
緒
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

源
頼
朝
が
平
家
に
追
わ
れ
て
都
を
落
ち
る
と
き
、
こ
こ
の
不
帰
池
で
兵
主
神

に
願
か
け
し
た
と
い
う
。
頼
朝
は
、
兵
主
神
が
一
日
三
度
池
に
影
向
す
る
の

を
聞
き
、
今
が
そ
の
時
に
当
た
る
と
思
っ
て
立
ち
止
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
多
く
の
武
具
を
奉
納
し
て
武
運
を
祈
る
神
と
あ
る
か
ら
、
石
燕
や
周

辺
の
人
々
が
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
読
ん
で
も
、
河
童
の
春
属
ひ
ょ
う
す
べ

と
兵
主
神
と
を
結
ぷ
発
想
は
生
じ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

(
注
幻
)
図
書
旬
行
会
『
妖
怪
図
巻
』
一
五
三
頁
多
国
解
説
、
村
上
健
司
編
『
日
本

妖
怪
大
事
典
』
(
角
川
書
庖
二

O
O五
年
)
三
五
七
頁

(
注
鈎
)
原
典
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
字
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
置
き
換
え
た
。
傍

線
筆
者
。

(注
m
m
)

国
書
刊
行
会
『
妖
怪
図
巻
』
四
0
・
四
一
頁
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