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物
尽
く
し

2

」
と
い
う
趣
向
を
凝
ら
し
た
作
品
で
あ
る
が
、
前
述
の

説
に
従
う
と
、『
化
物
和
本
草
』
の
版
行
は
寛
政
三
年
以
降
に
該
当

す
る
こ
と
か
ら
、教
訓
臭
の
強
い
作
品
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
黄
表
紙
に
扱
わ
れ
る
「
化
物
」
は
滑
稽
の
文
脈

に
あ
り
、
教
訓
と
は
相
反
す
る
趣
向
で
あ
る
こ
と
か
ら
、『
化
物
和

本
草
』
の
注
釈
的
な
読
み
解
き
と
、
京
伝
作
品
に
お
け
る
意
義
に
つ

い
て
、
再
検
討
す
る
必
要
性
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

本
論
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
踏
ま
え
、『
化
物
和
本
草
』
を
取

り
巻
く
時
流
を
追
い
な
が
ら
、
京
伝
の
創
作
活
動
に
お
け
る
当
作
品

の
位
置
付
け
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

一　

本
草
学
に
お
け
る
化
物
へ
の
理
解

　

ま
ず
、
化
物
が
ど
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
描
か
れ
て
き
た
の
か
に

つ
い
て
確
認
し
て
い
こ
う
。
古
典
に
お
け
る
化
物
の
描
か
れ
方
と
し

て
馴
染
み
深
い
「
百
鬼
夜
行
」
に
、
そ
の
変
化
が
よ
く
見
ら
れ
る
。

　

は
じ
め
に

　

草
双
紙
は
、
営
利
出
版
が
大
き
く
展
開
し
た
江
戸
時
代
に
お
い

て
、
庶
民
の
娯
楽
と
し
て
享
受
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
も
、
安
永

四
（
一
七
七
五
）
年
か
ら
形
を
成
す
黄
表
紙
は
、
子
供
だ
け
で
は
な

く
、
大
人
の
読
者
を
楽
し
ま
せ
る
複
雑
な
仕
掛
け
が
施
さ
れ
る
も
の

と
し
て
長
き
に
わ
た
り
親
し
ま
れ
て
き
た
。

　

黄
表
紙
創
作
の
第
一
人
者
と
し
て
名
高
い
山
東
京
伝
（
一
七
六
一

―
一
八
一
六
）
は
、
た
び
た
び
滑
稽
諧
謔
な
作
品
を
世
に
送
り
出
し

た
が
、
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
に
刊
行
し
た
洒
落
本
三
作
が
禁
令

に
触
れ
、
手
鎖
五
十
日
の
刑
に
処
さ
れ
た
事
件
以
降
は
、
そ
の
作
風

が
理
屈
に
お
ち
た
教
訓
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
小
池
藤
五

郎
の
見
解
が
現
在
通
説
と
な
っ
て
い
る

1

。
こ
れ
は
京
伝
に
限
ら
ず
、

多
く
の
戯
作
者
の
作
品
の
傾
向
と
し
て
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、
恋
川

春
町
の
よ
う
に
戯
作
か
ら
身
を
引
く
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

　

さ
て
、本
稿
で
主
題
と
す
る
『
化
物
和
本
草
』（
一
七
九
八
）
は
「
化

山
東
京
伝
『
化
物
和
本
草
』 

考 

― 

陳
列
さ
れ
る
化
物 

―

影　

山　

日
好
梨
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「
百
鬼
夜
行
」
と
言
え
ば
、
異
類
異
形
の
化
物
た
ち
が
真
夜

中
に
群
れ
を
な
し
て
徘
徊
す
る
怪
異
の
こ
と
だ
が
、
複
数
の

化
物
の
集
ま
り
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
化
物
尽
く

し
」
の
嚆
矢
と
も
い
え
よ
う
。
そ
の
「
百
鬼
夜
行
」
の
古
い

実
例
と
し
て
引
か
れ
る
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
四
の
四
十
二

『
依

そ
ん
し
ょ
う
だ
ら
に
の
げ
ん
り
き
に
よ
り
て
お
に
の
な
ん
を
の
が
れ
た
る
こ
と

尊
勝
陀
羅
尼
験
力
遁
鬼
難
語
』
は
平
安
時
代
の
成
立

と
さ
れ
る
。「
百
鬼
夜
行
」
を
題
材
と
し
た
『
百
鬼
夜
行
絵
巻
』
は

室
町
時
代
か
ら
明
治
・
大
正
年
間
ま
で
描
か
れ
続
け
て
き
た
が
、
田

中
貴
子
は
平
安
時
代
の
百
鬼
夜
行
と
、
室
町
時
代
に
描
か
れ
た
そ
れ

と
を
様
子
と
同
一
視
す
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
室
町
時
代
に
見

ら
れ
る
百
鬼
夜
行
に
は
付
喪
神
と
呼
ば
れ
る
モ
ノ
が
化
け
た
も
の
が

出
て
く
る
の
に
対
し
、
平
安
時
代
で
は
個
々
の
化
物
の
特
徴
を
見
て

と
れ
る
記
述
が
一
切
な
い
と
い
う
指
摘
で
あ
る

3

。
さ
ら
に
香
川
雅

信
は
、『
今
昔
物
語
集
』
と
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
表
現
を
例
に
補

足
す
る
。

　
　

 ﹇
…
…
﹈
大
方
や
う
や
う
さ
ま
ざ
ま
な
る
者
ど
も
、
赤
き
色
に

は
青
き
物
を
着
、
黒
き
色
に
は
赤
き
物
を
着
、
褌
に
か
き
、
大

方
目
ひ
と
つ
あ
る
者
あ
り
。
口
無
き
者
な
ど
、
大
方
い
か
に
も

言
ふ
べ
き
に
あ
ら
ぬ
者
ど
も

4

﹇
…
…
﹈ （
巻
第
一
第
三
話
「
鬼

に
瘤
取
ら
る
ゝ
事
」）

　
　

 　

近
く
て
見
れ
ば
、
目
一
つ
附
き
た
る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
り
。

人
に
も
あ
ら
ず
、
あ
さ
ま
し
き
も
の
ど
も
な
り
。
或
は
角
生
ひ

た
り
。
頭
も
え
も
言
は
ず
恐
ろ
し
げ
な
る
も
の
ど
も
な
り

5

。

（
巻
第
一
第
十
七
話
「
修
行
者
、
百
鬼
夜
行
に
逢
ふ
事
」）

　

こ
の
二
つ
の
例
文
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
、
鬼
た
ち

の
形
象
が
「
さ
ま
ざ
ま
な
り
」、
つ
ま
り
多
種
多
様
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
、「
い
か
に
も
言
ふ
べ
き
に
あ
ら
ぬ
」「
え
も
言
わ
ず
」
と
い
っ

た
よ
う
に
異
形
の
さ
ま
が
言
語
化
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
6

。
平
安
時
代
に
お
け
る
「
百
鬼
夜
行
」
は
、「
百
鬼
夜
行
」
と

い
う
集
合
体
そ
れ
一
つ
が
あ
る
の
み
で
、
そ
こ
に
存
在
す
る
一
つ
一

つ
の
化
物
た
ち
が
分
節
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
無
秩
序
の
塊
を
表

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
安
永
五
（
一
七
七
六
）
年
刊
行
の
鳥
山
石
燕
『
画
図

百
鬼
夜
行
』
は
、
こ
の
無
秩
序
な
集
合
体
を
解
体
し
、
そ
れ
ら
を
個

別
に
命
名
し
た
。
自
跋
に
て
「
も
ろ
こ
し
に
山
海
経
、
五
朝
に
元

信
の
百
鬼
夜
行
あ
れ
ば
、
予
こ
れ
に
学
て
つ
た
な
く
も
紙
筆
を
汚

す
7

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
本
書
は
古
代
中
国
の
地

理
誌
『
山せ

ん
が
い海
経

き
ょ
う

8

』
と
狩
野
元
信
の
『
百
鬼
夜
行
絵
巻
』
を
参
考

に
し
て
作
成
さ
れ
た
。『
画
図
百
鬼
夜
行
』
に
お
け
る
化
物
の
掲
載

方
法
は
画
期
的
で
、『
山
海
経
』
の
化
物
を
名
前
と
図
像
に
よ
っ
て

一
つ
ず
つ
紹
介
す
る
と
い
う
博
物
学
的
様
式
を
採
用
し
た
。
こ
れ
に
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よ
っ
て
、
群
れ
と
し
て
描
か
れ
る
「
百
鬼
夜
行
」
が
秩
序
化
し
、
個

物
の
化
物
た
ち
が
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

『
画
図
百
鬼
夜
行
』
の
化
物
た
ち
が
「
怖
く
な
い
」
こ
と
は
先
行
研

究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
徹
底
的
な
化
物
の
情
報

化
に
起
因
す
る
と
み
て
よ
い
。
後
述
す
る
が
、
化
物
に
名
前
が
付
さ

れ
個
別
に
掲
載
さ
れ
る
と
い
う
様
式
自
体
は
、
既
に
『
画
図
百
鬼
夜

行
』
刊
行
時
点
で
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、化
物
を
主
軸
に
扱
い
、

化
物
の
み
を
扱
う
作
品
と
し
て
登
場
し
た
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
は
、

読
者
に
十
分
な
化
物
像
を
与
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
図
像
を

定
着
さ
せ
る
こ
と
に
寄
与
し
た
作
品
だ
と
い
え
よ
う
。

　

さ
て
、
筆
者
が
論
の
中
心
に
据
え
置
く
『
化
物
和
本
草
』
は
、
そ

の
表
題
か
ら
、
貝
原
益
軒
の
宝
永
六
（
一
七
〇
九
）
年
刊
『
大
和
本

草
』を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。『
大
和
本
草
』

の
種
に
な
っ
た
の
は
、中
国
明
代
に
成
さ
れ
た
李
時
珍
『
本
草
綱
目
』

（
一
五
九
六
）
で
、
本
書
は
江
戸
時
代
初
期
か
ら
貴
重
な
本
草
学
書

と
し
て
輸
入
さ
れ
た
。こ
の『
本
草
綱
目
』を
踏
ま
え
て
成
さ
れ
た『
大

和
本
草
』
は
、
日
本
の
産
物
を
対
象
と
し
て
お
り
、
益
軒
の
経
験
に

立
脚
し
た
記
述
が
心
掛
け
ら
れ
た
上
で
、
薬
物
と
し
て
の
有
用
・
無

用
性
に
拘
ら
ず
幅
広
い
自
然
物
を
掲
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
最
大
の

特
徴
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
本
草
学
を
博
物
学
と

呼
び
う
る
も
の
に
発
展
さ
せ
た
一
書
で
あ
っ
た
。

　

多
く
の
研
究
者
が
日
本
近
世
の
化
物
観
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ

て
、
本
草
学
と
化
物
と
の
関
わ
り
に
触
れ
て
い
る
が
、
木
場
貴
俊
は

『
本
草
綱
目
』、『
大
和
本
草
』、
そ
し
て
正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
成

立
の
寺
島
良
安
『
和
漢
三
才
図
会
』
に
見
ら
れ
る
化
物
を
例
に
挙
げ
、

化
物
が
妖
獣
と
し
て
紹
介
さ
れ
な
が
ら
も
、
生
類
と
し
て
の
理
解
を

得
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

9

。『
大
和
本
草
』
で
も
「
人
魚
」、

「
河
童
」、「
鵼
（
鵺
）」
と
い
っ
た
化
物
の
掲
載
が
確
認
で
き
、「
河
童
」

の
欄
を
見
る
と
「
処
々
大
河
ニ
ア
リ
又
池
中
ニ
ア
リ
五
六
歳
ノ
小
児

ノ
如
ク
10

」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
生
息
地
、
容
貌
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
を
種
本
と
し
た
『
化
物
和
本
草
』
に
お
い
て
も
、「
獅

子
身
中
の
虫
」
を
例
に
見
る
と
、「
頭
は
釣
灯
籠
の
如
く
、
羽
は
蜘

蛛
の
巣
の
如
く
、尻
尾
は
文
の
如
し
。
常
に
縁
の
下
に
住
居
を
な
し
、

蛸
魚
を
餌
食
と
な
し
、
そ
の
声
、
由
良
殿
由
良
殿
と
鳴
く
11

」
と
い

う
記
述
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、「
溝
か
ら
蛇
」
で
は
「
毎
年
六
月

朔
日
、
富
士
祭
の
後
、
諸
所
の
溝
の
中
よ
り
現
る
ゝ
蛇
な
り
。
眼
は

真
鍮
の
鋲
の
如
く
、
舌
と
尻
尾
の
剣
と
は
梅
漬
の
如
く
赤
し
。
総
身

は
黄
金
色
に
光
る
。
足
は
な
け
れ
ど
も
、
よ
く
何
に
て
も
巻
付
く
な

り
12

」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
生
息
地
、
容
貌
、
そ
の
他

の
生
態
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、
す
な
わ
ち
、
化
物
も
他
の
掲

載
さ
れ
た
生
物
と
同
様
に
、
生
物
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
恐
ろ
し
さ
と
い
う
性
質
を
持
っ
た
化
物
の
生
態
を
、
あ
く

ま
で
本
草
学
（
博
物
学
）
の
視
点
か
ら
と
ら
え
、
情
報
化
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
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以
上
か
ら
、
そ
れ
ま
で
混
沌
と
し
た
得
体
の
し
れ
な
い
も
の
で

あ
っ
た
化
物
は
、
中
国
の
地
理
書
な
ど
を
参
考
に
し
な
が
ら
刊
行

さ
れ
た
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
に
よ
り
、
一
個
の
生
命
体
と
し
て
広

く
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
掲
載
様
式
は
化
物
尽
く
し
の

趣
向
の
分
類
の
一
つ
と
し
て
ア
ダ
ム
・
カ
バ
ッ
ト
に
よ
り
「
化
物
図

鑑
13

」
と
名
付
け
ら
れ
た
が
、『
化
物
和
本
草
』
が
本
草
書
の
書
式

を
踏
襲
し
、
化
物
を
掲
載
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
は
、
化
物
を

未
知
の
も
の
か
ら
既
知
の
存
在
に
し
た
化
物
認
識
の
転
換
が
強
く
影

響
す
る
。
本
草
書
に
お
い
て
化
物
は
、
特
定
の
生
態
系
を
持
つ
生
命

体
と
し
て
描
く
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

二　

見
世
物
興
行
と
化
物

　
『
化
物
和
本
草
』
の
背
景
と
な
る
本
草
学
・
博
物
学
を
読
み
解
く

前
提
知
識
と
し
て
、
エ
レ
キ
テ
ル
で
人
口
に
膾
炙
す
る
平
賀
源
内
の

活
動
に
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
源
内
は
主
に
十
七
世
紀
中
葉

に
お
け
る
蘭
学
の
勃
興
・
興
隆
期
に
活
躍
す
る
人
物
で
、
戯
作
者
、

画
家
、
俳
人
、
発
明
家
、
そ
し
て
本
草
学
者
と
し
て
も
活
動
し
て
い

た
14

。
日
本
初
の
薬
品
会
・
物
産
会
の
出
品
解
説
書
と
し
て
評
価
さ

れ
る
『
物
類
品
隲
』（
一
七
六
三
）
は
、
総
数
二
千
を
超
え
る
展
示

さ
れ
た
出
品
物
の
中
か
ら
厳
選
し
た
三
六
〇
品
の
解
説
を
載
せ
、
そ

の
う
ち
特
に
珍
し
い
三
十
二
品
目
に
つ
い
て
は
写
生
図
を
掲
載
し
た

も
の
で
あ
る
。
周
到
な
観
察
に
基
づ
く
視
覚
的
側
面
か
ら
の
位
置
付

け
が
な
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
の
博
物
図
譜
と
し
て
代
表
さ
れ
る

も
の
と
な
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
薬
品
会
は
本
草
学
の
勉
強
会
と
し
て
開
か
れ
た
催
し

で
あ
り
、
知
的
な
情
報
交
換
の
場
と
し
て
当
初
は
新
規
の
薬
品
や

医
療
器
具
な
ど
を
持
ち
寄
っ
て
展
示
し
て
い
た
よ
う
だ
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
薬
品
会
は
次
第
に
珍
し
い
自
然
産
物
や
器
物
な
ど
を
陳
列

す
る
博
物
展
覧
会
の
様
相
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
天
明
五

（
一
七
八
五
）
年
に
大
坂
で
行
わ
れ
た
、
本
草
学
者
・
木
村
蒹け

ん
か
ど
う

葭
堂

の
秘
蔵
品
一
〇
八
点
を
公
開
す
る
「
唐
の
開
帳
」
と
い
う
催
し
は
、

薬
品
会
と
い
う
よ
り
、
あ
か
ら
さ
ま
に
見
世
物
興
行
に
近
い
も
の
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
行
事
で
あ
っ
た
。
出
品
物
と
し
て
人
魚
の
骨
や
比

翼
鳥
が
あ
り
、
香
川
雅
信
は
薬
品
会
・
物
産
会
や
本
来
宗
教
行
事
で

あ
っ
た
開
帳
な
ど
に
お
い
て
も
「
視
覚
的
快
楽
の
場
」
へ
と
変
容
し

た
と
指
摘
し
て
い
る
15

。
つ
ま
り
、
十
八
世
紀
後
半
以
降
の
薬
品
会
・

物
産
会
は
、
町
人
ら
に
と
っ
て
は
珍
し
い
も
の
・
変
わ
っ
た
も
の
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
娯
楽
の
場
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
博

物
学
的
思
考
は
、
嗜
好
と
し
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
こ
と
と

な
っ
た
。
な
お
、
こ
の
薬
品
会
・
物
産
会
、
ま
た
は
開
帳
・
見
世
物

を
常
設
化
さ
せ
た
よ
う
な
か
た
ち
で
珍
奇
な
も
の
を
見
せ
る
こ
と
を

売
り
に
し
た
も
の
を
珍
物
茶
屋
と
い
う
16

。

　

こ
こ
で
『
化
物
和
本
草
』
に
話
題
を
移
す
と
、
京
伝
が
序
文
に

「
画
図
は
珍
物
茶
屋
の
招
牌
に
似
た
り
。
17

」
と
筆
す
る
よ
う
に
、
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「
温
飩
げ
の
花
」
や
「
両
頭
の
筆
」
の
よ
う
な
、
化
物
と
い
う
よ
り

は
珍
物
を
紹
介
す
る
素
振
り
の
記
述
が
た
び
た
び
見
ら
れ
る
。
確
か

に
「
獅
子
身
中
の
虫
」
や
「
平
気
蟹
」
で
は
題
目
の
化
物
に
対
し
て

「
恐
ろ
し
や
18

」「
恐
れ
慎
む
べ
き
蟹
19

」
と
い
う
よ
う
に
恐
怖
の
対

象
と
し
た
化
物
も
認
め
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
一
方
、「
温
飩
げ
の

花
」
で
は
「
珍
し
い
花
で
ご
ざ
る
20

」、「
両
頭
の
筆
」
で
は
「
こ
れ

は
不
思
議
な
こ
と
21

」
と
い
っ
た
記
述
が
あ
る
よ
う
に
、
珍
奇
に
思

え
ど
、
恐
怖
を
覚
え
た
様
子
は
な
い
。『
化
物
和
本
草
』
十
四
丁
裏

か
ら
十
五
丁
表
に
か
け
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
山
の
神
の
角
」「
三

足
の
猫
足
」「
頭
の
黒
い
鼠
」
に
至
っ
て
は
、
安
永
六
（
一
七
七
七
）

年
に
両
国
で
人
気
を
博
し
た
「
と
ん
だ
霊
宝
」
と
い
う
見
世
物
の
体

裁
を
模
し
た
も
の
と
見
て
間
違
い
な
い
。「
と
ん
だ
霊
宝
」は
三
尊
仏
・

不
動
明
王
・
鬼
な
ど
を
乾
魚
や
乾
大
根
で
作
り
、
当
時
流
行
で
あ
っ

た
寺
社
開
帳
に
陳
列
し
た
あ
り
が
た
い
霊
宝
を
見
立
て
て
い
る
「
と

ん
で
も
な
い
霊
宝
」
の
見
世
物
の
こ
と
で
あ
り
22

、
も
っ
と
も
ら
し

く
講
談
師
が
説
明
を
加
え
る
と
い
う
体
裁
が
特
徴
で
あ
る
。

　

加
え
て
安
永
七
（
一
七
七
八
）
年
八
月
に
豊
後
国
府
内
藩
浜
之
市

に
て
、「
両
頭
の
筆
」、「
三
足
の
猫
足
」
の
下
敷
き
に
な
っ
た
と
思

わ
れ
る
両
頭
の
蛇
、
三
本
足
の
猫
の
見
世
物
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
23

。
八
戸
市
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
八
戸
藩
九
代
藩
主
南
部

信
順
収
集
の
本
草
学
標
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
は
「
双
頭
の
人
魚

の
ミ
イ
ラ
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
一
つ
し
か
な
い
は
ず
の
首
が

図１　「とんだ霊宝」の見世物。もっともらしく解説を加える（天明四年［一七八四］刊

『嗟嗚御開帳』、若松万歳門作。国立国会図書館蔵、国立国会図書館デジタルコレクション

より転載）。
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二
つ
あ
る
、
ま
た
は
四
本
な
く
て
は
な
ら
な
い
足
が
三
本
し
か
な
い

と
い
っ
た
生
物
の
身
体
に
お
け
る
異
形
は
、
見
世
物
興
行
の
定
番
の

題
材
だ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
な
お
、こ
の
「
双
頭
の
人
魚
」

は
完
全
な
作
り
物
で
あ
り
、
下
半
身
は
鯉
な
ど
の
魚
の
胴
体
を
利
用

し
、
上
半
身
は
木
や
針
金
な
ど
で
成
形
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
24

。「
双

頭
の
人
魚
」
を
作
る
細
工
職
人
が
存
在
し
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
お

り
、
観
客
は
創
作
さ
れ
た
化
物
と
い
う
こ
と
を
分
か
っ
た
上
で
見
物

に
来
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
伝
説
上
の
生
物
が
実
際

に
見
ら
れ
る
と
い
う
好
奇
心
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
が
本
物
で
あ
る

か
作
り
物
で
あ
る
か
は
、
見
物
客
た
ち
に
と
っ
て
さ
し
て
重
要
な
問

題
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
頭
の
蛇
や
三
本
足
の
猫

が
作
り
物
の
見
世
物
で
あ
っ
た
か
否
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
自
体
、
江
戸
時
代
の
見
世
物
の
楽
し
み
方
と
し

て
は
野
暮
な
話
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、
寛
政
十
三
（
一
八
〇
一
）
年
に
確
認
で
き
る
京
伝
黄
表
紙

『
這こ

は

奇め
づ
ら
し
い的
見み

せ勢
物も

の
が
た
り
語
』
の
題
目
は
、
平
安
中
期
に
成
立
さ
れ
た
と

さ
れ
る
『
伊
勢
物
語
』
と
、「
見
世
物
」
の
地
口
で
あ
る
。
本
文
は
「
昔

男
あ
り
け
り
」
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
関
連
性
を
覗
わ
せ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
る
見
世
物
は
項
毎
に
区
切
ら
れ
て
お
り
、

半
丁
、
ま
た
は
一
丁
に
か
け
て
各
項
毎
に
独
立
し
た
物
語
が
展
開
す

る
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

　

本
作
の
十
二
丁
裏
か
ら
十
三
丁
表
に
か
け
て
記
さ
れ
た
「
鬼
娘
の

図２　講釈師が解説を加えているのが分かる。御開帳同様、三つの見世物が展示される。

寛政十年［一七九八］刊『化物和本草』。早稲田大学図書館蔵。古典籍総合データベース

より転載）。
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見
世
物
」
と
い
う
項
は
、「
鬼
娘
」
と
い
う
見
世
物
に
材
を
と
っ
た
。

こ
の
見
世
物
は
、
安
永
七
（
一
七
七
八
）
年
に
両
国
回
向
院
で
の
信

濃
善
光
寺
阿
弥
陀
如
来
の
出
開
帳
に
合
わ
せ
て
行
わ
れ
た
も
の
が
嚆

矢
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
鬼
娘
は
、
鬼
の
相
貌
を
し
、
頭
に
袋
角
と
呼

ば
れ
る
瘤
を
持
っ
た
女
性
で
、
舞
台
の
上
で
か
ぶ
っ
て
い
た
打
ち
掛

け
を
取
り
、
素
顔
を
晒
す
と
い
っ
た
だ
け
の
見
世
物
で
あ
っ
た
が
、

当
時
大
変
な
評
判
に
な
り
、
数
々
の
黄
表
紙
に
題
材
が
使
わ
れ
て
き

た
よ
う
だ
25

。
昔
話
に
聞
く
鬼
が
実
際
に
見
ら
れ
る
と
い
う
観
客
の

好
奇
心
を
あ
お
っ
た
見
世
物
だ
っ
た
が
、
あ
ま
り
の
流
行
に
贋
作
も

多
く
出
回
っ
た
よ
う
で
、
顛
末
に
は
迫
力
の
あ
る
、
人
々
の
想
像
に

近
い
、
も
し
く
は
上
回
る
も
の
が
人
気
を
呼
び
、
元
祖
鬼
娘
を
圧
倒

し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
と
に
か
く
、
鬼
娘
は
創
作
化
物
の
ほ
う
が

化
物
ら
し
い
と
見
な
さ
れ
、
め
ざ
ま
し
い
展
開
を
呼
ん
だ
創
作
化
物

の
一
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
『
這
奇
的
見
勢
物
語
』
の
「
鬼
娘
」
を
み
て
み
る
と
、
挿
絵
に
描

か
れ
る
の
は
両
手
を
角
に
見
立
て
て
頭
に
立
て
た
女
性
で
あ
り
、
袋

角
も
な
け
れ
ば
顔
も
他
の
黄
表
紙
に
描
か
れ
る
鬼
娘
の
よ
う
な
も
の

で
も
な
い
。「
昔
か
ら
、
鬼
と
な
り
、
蛇
と
な
る
は
皆
女
な
り
26

」

と
、
鬼
や
蛇
に
な
る
の
は
人
間
の
女
だ
と
書
か
れ
て
お
り
、
こ
の
作

品
に
お
け
る
鬼
娘
が
、
本
来
の
も
の
と
性
質
を
違
え
て
い
る
こ
と
が

読
者
に
伝
わ
る
。『
化
物
和
本
草
』
に
も
「
山
の
神
の
角
」
と
し
て

悋
気
嫉
妬
で
生
え
る
妻
の
角
を
紹
介
し
て
い
る
も
の
が
同
題
材
と
し

て
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
見
世
物
に
な
っ
て
い
る
の
は
怒
り
狂
う
妻

で
あ
り
、
本
物
の
鬼
娘
よ
り
も
怒
っ
た
人
間
の
女
性
の
方
が
恐
ろ
し

い
、
と
い
う
趣
向
が
読
者
の
笑
い
を
誘
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
趣

向
は
十
八
世
紀
を
目
前
に
控
え
、伊
原
西
鶴
が
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』

（
一
六
八
五
）
に
「
人
は
ば
け
も
の
。
世
に
な
い
も
の
は
な
し
」
と

記
し
た
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
人
間
中
心
の
怪
異

観
へ
の
転
換
は
、
人
と
化
物
の
境
界
を
曖
昧
に
し
た
と
い
え
る
27

。

空
想
の
存
在
で
あ
っ
た
化
物
が
、
現
実
味
を
帯
び
、
よ
り
人
間
に
近

し
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
見
世
物
と
し
て
展
示

さ
れ
る
化
物
は
、
こ
の
近
世
の
化
物
観
の
中
で
、
怪
異
、
恐
怖
と
は

全
く
別
の
、
好
奇
と
い
っ
た
感
情
の
も
と
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　

見
世
物
興
行
に
お
け
る
出
品
物
は
、
そ
れ
単
体
が
珍
物
と
し
て
観

客
や
読
者
の
興
味
を
惹
く
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
一
つ
の
物
語
と
し

て
長
編
に
す
る
に
は
相
性
が
悪
く
、
そ
れ
ぞ
れ
を
個
別
に
収
集
し
、

各
枠
組
み
の
中
で
紹
介
し
て
い
く
の
が
主
流
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ

も
そ
も
見
世
物
は
集
客
せ
ね
ば
商
売
に
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
「
怖

い
物
み
た
さ
」と
い
う
人
々
の
心
情
を
利
用
し
た
見
世
物
も
あ
る
が
、

真
に
恐
れ
お
の
の
く
よ
う
な
も
の
が
見
世
物
で
あ
っ
て
は
商
売
が
成

立
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。江
戸
に
興
隆
し
た
見
世
物
興
行
に
お
い
て
、

化
物
は
、
娯
楽
を
提
供
し
、
そ
の
た
め
に
創
作
さ
れ
る
存
在
と
し
て
、

人
々
に
受
容
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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図３　頭頂部には二つの袋角があり、形相は人間と異なる。場面は鬼娘が見世物にされて

いる様子（安永七年［一七七八］刊『鬼の趣向草』。国立国会図書館蔵。国立国会図書館

デジタルコレクションより転載）。

図４　立腹する女性と、それを恐れて逃げる男性が描かれる（寛政十三年刊山東京伝『這

奇的見勢物語』。国立国会図書館蔵。国立国会図書館デジタルコレクションより転載）。
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三　

「
見
立
絵
本
」
文
化
の
脈
流

　

こ
こ
ま
で
江
戸
時
代
に
お
け
る
化
物
認
識
と
、
本
草
学
、
本
草
学

を
基
に
娯
楽
と
し
て
発
展
し
た
見
世
物
興
行
に
つ
い
て
、『
化
物
和

本
草
』
に
含
ま
れ
た
要
素
を
分
解
し
て
き
た
が
、「
見
立
て
」
に
つ

い
て
も
触
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
「
見
立
て
」
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
題
材
に
ま
っ
た
く
の
別
物
を

あ
て
は
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
意
味
の
ず
れ
や
多
重
化
を
楽
し

む
知
的
な
遊
び
で
あ
る
。
こ
の
「
見
立
て
」
を
主
題
と
し
た
絵
本
が

「
見
立
絵
本
」
と
呼
ば
れ
る
。
宝
暦
五
（
一
七
五
五
）
年
に
刊
行
さ

れ
た
『
見
立
百
化
鳥
』（
漕
川
小
舟
画
作
）
が
そ
の
水
端
と
な
る
の

だ
が
、
こ
れ
は
日
用
素
材
の
組
み
合
わ
せ
で
「
あ
ふ
木
（
扇
）」、「
あ

せ
鳥
（
汗
取
り
）」
の
よ
う
な
「
木
」
と
「
鳥
」
の
見
立
て
を
考
案

し
、
そ
の
絵
に
準
じ
た
説
明
を
附
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
28

。『
見

立
百
化
鳥
』
刊
行
以
降
、
こ
の
種
の
「
見
立
絵
本
」
が
文
芸
に
お
け

る
滑
稽
性
、
戯
作
性
の
太
い
水
脈
と
な
っ
た
こ
と
は
、
中
野
三
敏
の

指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
29

。『
化
物
和
本
草
』
と
同
年
に
刊
行
さ

れ
た
『
百

ひ
ゃ
っ
か
ち
ょ
う
み
た
て

化
帖
準
擬
本ほ

ん
ぞ
う草
』
は
一
丁
、
ま
た
は
半
丁
に
そ
れ
ぞ
れ
の

丁
の
右
端
を
線
で
区
切
っ
て
項
目
を
立
て
、「
枕
瓜
に
胡
て
ふ
（
胡

蝶
）
30

」、「
笹
り
ん
ど
う
に
平
家
蟹
」
の
よ
う
に
植
物
と
動
物
（
の

見
立
て
）
の
組
み
合
わ
せ
で
作
品
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
序
文
に
は

「
百
化
鳥
ハ
は
や
五
十
年
の
昔
と
な
り
ぬ
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、『
見

立
百
化
鳥
』
の
趣
向
を
取
り
入
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら

に
「
是
に
は
草
樹
鳥
虫
そ
の
実
名
を
翻
案
し
」
と
続
き
、『
見
立
百

化
鳥
』
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、
そ
の
対
象
を
木
と
鳥
か
ら
広
げ
、「
草

樹
鳥
虫
」
の
翻
案
を
行
う
意
趣
で
あ
る
と
い
う
断
り
を
入
れ
て
い
る

点
を
み
る
と
、『
化
物
和
本
草
』
の
種
本
と
な
っ
た
『
大
和
本
草
』

に
も
見
ら
れ
る
幅
広
い
自
然
物
の
掲
載
と
い
う
特
徴
を
踏
ま
え
て
い

る
と
理
解
で
き
よ
う
。

　

こ
こ
で
、
京
伝
が
化
物
尽
く
し
の
趣
向
を
取
り
入
れ
た
黄
表
紙
三

作
品
を
比
較
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
寛
政
四
（
一
七
九
二
）
年

刊
の
『
化
物
徒
然
草
』、
本
論
の
主
軸
で
あ
る
寛
政
十
年
刊
『
化
物

和
本
草
』、そ
し
て
享
和
三
（
一
八
〇
三
）
年
の
『
怪
談
摸
摸
夢
字
彙
』

で
あ
る
。

　
『
化
物
徒
然
草
』
と
『
化
物
和
本
草
』
の
共
通
点
と
し
て
、
第
一

に
序
文
が
挙
げ
ら
れ
る
。
巻
冊
数
に
関
す
る
記
述
に
注
目
す
る
と
、

『
化
物
徒
然
草
』
で
は
「
帖

こ
れ
を
た
ゝ
め
之
ば
二
巻
。
開

こ
れ
を
ひ
ら
け
之
ば
十
枚
」、『
化
物
和

本
草
』
で
は
「
こ
れ
を
た
ゝ
め
ば
二
巻
と
な
り
。
こ
れ
を
ひ
ら
け
ば

十
枚
あ
っ
て
31

」
と
、
ど
ち
ら
も
共
通
し
た
要
素
の
言
葉
が
見
ら
れ

る
。『
化
物
徒
然
草
』は
確
か
に
二
巻
十
丁
な
の
だ
が
、『
化
物
和
本
草
』

は
三
巻
十
五
丁
で
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
記
述
は
つ
じ
つ
ま

が
合
わ
な
い
。
こ
の
表
現
は
『
化
物
徒
然
草
』
の
序
文
の
焼
き
回
し

だ
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、『
化
物
和
本
草
』
の
跋
文
に
お
い
て
「
徒
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然
な
る
ま
ヽ
に
日
暮
し
文
机
に
向
か
ひ
、擂
子
木
に
羽
の
生
へ
た
る
」

で
始
ま
る
一
文
は
兼
好
法
師
『
徒
然
草
』
の
序
文
冒
頭
を
引
い
た
も

の
で
、「
怪
し
き
を
見
て
怪
し
ま
ざ
れ
ば
、
怪
し
き
こ
と
な
し
と
い

へ
る
古
語
」
は
『
徒
然
草
』
二
〇
六
段
の
「
怪
し
み
を
見
て
怪
し
ま

ざ
る
時
は
怪
し
み
却
り
て
破
る
」
を
踏
ま
え
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
、『
大
和
本
草
』
を
種
本
と
し
た
『
化
物
和
本
草
』

に
お
い
て
『
化
物
徒
然
草
』、
ま
た
は
そ
の
素
材
で
あ
る
『
徒
然
草
』

を
思
わ
せ
る
文
章
が
確
認
で
き
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、『
化
物
和

本
草
』
は
『
化
物
徒
然
草
』
と
の
連
続
性
を
意
識
し
て
い
る
と
考
え

て
よ
い
。

　

化
物
に
焦
点
を
当
て
て
み
る
と
、『
化
物
徒
然
草
』
で
は
見
越
入

道
や
狐
狸
、
産
女
な
ど
既
成
の
化
物
た
ち
が
主
軸
と
な
り
、
題
目
に

即
し
た
随
筆
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。
趣
向
は
安
永
七（
一
七
七
八
）

年
に
版
行
さ
れ
た
鳥
居
清
長
画
『
化
物
箱
根
先
』
に
な
ぞ
ら
れ
た
も

の
で
、
畏
怖
の
対
象
か
ら
乖
離
し
た
滑
稽
な
化
物
像
と
い
う
約
束
事

が
守
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、『
化
物
和
本
草
』
で
は
ど
の
化

物
を
と
っ
て
も
化
物
見
立
て
で
し
か
な
く
、
化
物
そ
の
も
の
の
固
有

性
を
保
持
し
た
も
の
は
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
は
重
要
で
あ
る
32

。

言
い
換
え
れ
ば
、
化
物
の
よ
う
に
見
立
て
る
こ
と
い
う
そ
の
も
の
が

『
化
物
和
本
草
』
の
趣
向
で
あ
り
、
決
し
て
化
物
そ
の
も
の
に
眼
差

し
を
向
け
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

先
述
し
た
『
怪
談
摸
摸
夢
字
彙
』
も
、『
化
物
和
本
草
』
と
同
様

図５　左、「笹りんどふに平家蟹」。　右、「枕瓜に胡てふ」（寛政十年刊『百化帖準擬本草』

（早稲田大学図書館蔵。古典籍総合データベースより転載）。
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の
趣
向
を
取
っ
た
化
物
見
立
て
の
作
品
と
い
え
る
が
、
同
時
に
『
百

鬼
夜
行
絵
巻
』
の
見
立
て
33

で
も
あ
る
た
め
、
化
物
を
さ
ら
に
日
用

品
や
文
字
遊
び
と
絡
め
て
創
作
化
物
に
見
立
て
て
い
る
。
裕
福
で
あ

り
な
が
ら
吝
嗇
な
人
を
見
越
入
道
に
見
立
て
た
「
見
越
入
湯
」
や
、

漢
字
の
「
山
」
と
「
水
」
を
草
書
体
で
続
け
書
き
に
し
て
天
狗
の
横

顔
の
よ
う
に
書
い
て
見
立
て
る
「
山
水
天
狗
」
が
そ
の
好
例
で
あ
る
。

対
し
て
『
化
物
和
本
草
』
は
文
学
作
品
の
見
立
て
が
数
多
く
見
ら
れ
、

『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』（「
獅
子
身
中
の
虫
」）
や
『
平
家
物
語
』（「
平

気
蟹
」）、『
伽
羅
先
代
萩
』（「
四
四
真
鍮
の
鼠
」）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
違
い
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
化
物
た
ち
の
登
場
の

仕
方
に
着
目
す
る
と
、
ど
ち
ら
も
一
丁
、
又
は
半
丁
毎
に
区
切
ら
れ

た
空
間
に
項
目
を
立
て
、
一
つ
の
化
物
が
掲
載
さ
れ
る
と
い
う
体
裁

を
と
っ
て
い
る
が
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
本
草
学
、
博
物
学

の
書
式
や
記
載
方
法
の
踏
襲
と
い
え
る
。

　

以
上
よ
り
、『
化
物
和
本
草
』
の
序
文
に
従
う
と
、一
見
京
伝
が
『
化

物
徒
然
草
』
と
同
趣
向
の
化
物
尽
く
し
物
と
し
て
こ
れ
を
刊
行
し
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
比
較
す
る
と
こ
の
二
作
品
で
は
性
質
が
全
く

異
な
り
、
む
し
ろ
享
和
三
（
一
八
〇
三
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
怪
談

摸
摸
夢
字
彙
』
に
『
化
物
和
本
草
』
と
同
じ
趣
向
が
見
い
だ
せ
る
こ

と
が
分
か
る
。

　

本
節
冒
頭
に
紹
介
し
た
『
百
化
帖
準
擬
本
草
』
に
話
を
戻
し
、
本

書
と
『
化
物
和
本
草
』
と
が
同
年
に
刊
行
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
ど

ち
ら
も
「
見
立
て
」
本
で
あ
り
、
加
え
て
表
題
に
「
本
草
」
と
い
う

言
葉
を
含
む
こ
と
の
二
点
に
着
目
し
た
い
。
商
品
と
し
て
の
側
面
か

ら
黄
表
紙
を
考
え
る
と
、
続
き
物
、
揃
い
組
な
ら
び
に
亜
流
の
作
品

が
出
版
さ
れ
る
の
は
、
続
き
物
の
前
作
ま
た
は
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
題
材

と
し
た
作
品
の
知
名
度
や
趣
向
の
人
気
に
よ
っ
て
、
読
者
の
購
買
意

欲
を
掻
き
立
て
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。『
化
物

和
本
草
』
が
、
そ
の
趣
向
の
違
い
と
は
裏
腹
に
『
化
物
徒
然
草
』
の

続
編
で
あ
る
か
の
よ
う
な
記
述
が
確
認
で
き
た
り
、『
怪
談
摸
摸
夢

字
彙
』
の
内
容
が
『
化
物
和
本
草
』
の
亜
流
と
い
え
る
作
品
と
な
っ

て
い
た
り
す
る
こ
と
か
ら
も
、『
百
化
帖
準
擬
本
草
』
と
『
化
物
和

本
草
』
の
同
時
刊
行
は
、
書
肆
に
よ
る
一
種
の
セ
ッ
ト
販
売
の
技
術

だ
っ
た
と
想
定
で
き
よ
う
。
当
時
の
知
識
人
た
ち
は
、
中
国
の
本
草

書
『
本
草
綱
目
』、
あ
る
い
は
そ
の
和
刻
版
や
『
大
和
本
草
』
を
目

に
し
て
お
り
、「
本
草
」
と
い
う
言
葉
を
聞
け
ば
こ
れ
ら
の
本
草
書

を
想
起
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
題
目
は
大
変
興
味
を
惹
か
せ
る
も
の

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

四　

笑
い
と
創
作
化
物

　

ア
ダ
ム
・
カ
バ
ッ
ト
は
、
黄
表
紙
に
お
け
る
化
物
は
滑
稽
、
笑
い

を
示
す
も
の
と
し
て
記
号
化
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、「
笑

い
は
重
視
し
な
い
も
の
の
、黄
表
紙
か
ら
始
ま
る
趣
向
」
と
し
て
「
化

物
図
鑑
」
と
「
怪
談
集
」
を
挙
げ
て
い
る
34

。「
化
物
図
鑑
」
は
、
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化
物
の
特
徴
を
手
短
に
紹
介
し
た
も
の
の
こ
と
と
定
義
し
、
黄
表
紙

の
中
で
は
『
妖
怪
仕
内

評
判
記
』、『
百
鬼
夜
講

化
物
語
』、『
夭
怪
着
到
牒
』、『
武
家

物
奇
談
』
の
四
作
の
み
を
該
当
作
品
と
し
て
い
る
。「
怪
談
集
」
は

主
に
そ
の
典
拠
を
百
物
語
の
怪
異
小
説
に
示
し
て
お
り
、
安
永
五

（
一
七
七
六
）
年
刊
行
の
『
御
伽
百
物
語
』
な
ど
、
十
二
点
の
黄
表

紙
を
「
怪
談
集
」
に
分
類
し
て
い
る
。
ア
ダ
ム
・
カ
バ
ッ
ト
の
示
し

た
定
義
に
従
う
と
、『
化
物
和
本
草
』
は
い
ず
れ
の
趣
向
に
も
該
当

せ
ず
、
本
書
に
掲
載
さ
れ
た
十
九
種
の
創
作
化
物
は
笑
い
を
誘
う
存

在
と
し
て
認
め
て
よ
い
。
そ
れ
で
は
『
化
物
和
本
草
』
に
登
場
す
る

創
作
化
物
の
中
か
ら
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

　
『
化
物
和
本
草
』
二
丁
裏
か
ら
三
丁
表
に
か
け
て
紹
介
さ
れ
る
「
平

気
蟹
」
は
、
源
氏
と
の
争
い
に
敗
れ
た
平
家
が
入
水
す
る
際
に
怨
念

で
姿
を
蟹
に
変
え
た
と
伝
え
ら
れ
る
平
家
蟹
伝
説
に
取
材
し
た
も
の

で
あ
る
。
二
丁
裏
の
中
央
に
大
き
く
描
か
れ
た
女
の
顔
を
し
た
蟹
が

印
象
的
だ
が
、
文
中
に
は
遊
女
を
指
し
示
す
表
現
が
多
く
得
ら
れ

る
。
例
え
ば
、「
山
の
崩
るマ

マ

れ
る
や
う
な
こ
と
あ
り
て
も
」
の
「
山
」

は
、
挿
絵
と
の
関
連
を
見
る
と
、
お
そ
ら
く
勝
山
髷
と
い
う
髪
型
を

指
す
。
こ
の
勝
山
髷
と
い
う
髪
型
は
江
戸
吉
原
の
遊
女
・
勝
山
が
始

め
た
結
い
方
と
言
わ
れ
、
遊
女
や
歌
舞
伎
か
ら
流
行
し
、
一
般
社
会

に
浸
透
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
35

。
安
永
〜
天
明
、
寛
政
に
入
る

ま
で
、
勝
山
髷
・
灯
籠
鬢
と
呼
ば
れ
る
髪
型
が
遊
女
た
ち
の
主
流
で

あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
挿
絵
の
平
気
蟹
の
髪
型
は
こ
れ
に
酷
似
し
て
お

図６　『化物和本草』「平気蟹」項（国立国会図書館蔵。国立国会図書館デジタルコレクショ

ンより転載）。
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り
、
横
に
長
く
飛
び
出
た
簪
が
蟹
の
足
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
と
見

ら
れ
る
。

　

平
家
の
一
門
が
源
氏
に
敗
れ
、
多
く
が
海
に
身
を
投
げ
た
壇
ノ
浦

の
戦
が
あ
っ
た
の
は
寿
永
四
年
三
月
の
こ
と
で
あ
り
、
本
文
中
に
見

ら
れ
る
「
寿
永
の
乱
れ
」
と
は
こ
れ
を
指
す
。『
続
未
曾
有
記
』「
壇

ノ
浦
」
の
項
に
よ
れ
ば
、「
こ
ゝ
に
遊
女
有
事
は
、「
平
家
入
水
の
後
、

死
を
遁
れ
婦
人
女
子
、
身
命
を
つ
な
ぐ
よ
す
が
に
容
色
を
売
て
世
を

渡
り
し
遣
風
也
」
と
い
ひ
伝
ふ
36

」
と
の
記
述
が
確
認
で
き
、
壇
ノ

浦
の
戦
に
敗
れ
た
後
の
平
家
の
女
性
は
遊
女
と
し
て
身
売
り
し
て

生
き
繋
い
で
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。「
平
気
蟹
」

の
下
敷
き
と
な
っ
た
平
家
蟹
の
見
立
て
に
遊
女
が
選
ば
れ
た
の
は
、

平
家
の
女
性
に
遊
女
を
連
想
さ
せ
る
言
い
伝
え
が
残
っ
て
い
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、「
平
家
」
の
地
口
と
な
る
「
平
気
」
と
は
、
単
純
に
意
味

を
あ
て
れ
ば
「
心
に
動
揺
が
な
い
こ
と
」「
落
ち
着
い
て
い
る
こ
と
」

だ
が
、
こ
こ
で
は
決
し
て
よ
い
意
味
で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。「
物
事
横
に
ば
か
り
歩
む
な
り
」
に
使
わ
れ
る
「
横
」

の
意
味
を
考
え
て
み
る
と
、「
縦
」
の
対
義
語
と
し
て
の
意
味
と
は

別
に
、「
横
着
」「
横
柄
」「
横
槍
」「
横
行
」
な
ど
、
好
ま
し
く
な
い

印
象
を
持
つ
熟
語
に
多
く
用
い
ら
れ
る
「
横
」
に
意
味
を
取
り
、
蟹

の
横
歩
き
す
る
様
と
多
重
し
て
遊
女
の
悪
印
象
を
記
し
た
も
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
平
気
」
に
も
神
経
が
図
太
い
、
横
柄

だ
と
い
う
要
素
が
包
含
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。「
ど
う
ぞ
蟹
に

（
堪
忍
）
し
て
く
だ
さ
れ
」
と
「
平
気
蟹
」
を
怖
が
る
親
子
の
様
子

が
描
か
れ
て
い
る
が
、
内
容
と
し
て
は
横
着
で
悋
気
嫉
妬
に
囚
わ
れ

や
す
い
遊
女
を
取
り
上
げ
て
茶
化
し
て
い
る
だ
け
で
、
人
か
ら
忌
み

嫌
わ
れ
は
す
れ
ど
も
、
恐
怖
と
は
お
お
よ
そ
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
『
化
物
和
本
草
』
四
丁
裏
か
ら
五
丁
表
に
か
け
て
描
か
れ
る
「
溝

か
ら
蛇
」
は
、
稲
に
つ
く
虫
を
除
く
呪
術
的
な
行
事
の
「
虫
送
り
」

に
使
用
さ
れ
た
「
藁
蛇
」
の
見
立
て
で
あ
る
。「
六
月
朔
日
」「
富
士

祭
」
が
「
溝
か
ら
蛇
」
の
出
没
時
期
、
場
所
と
解
説
さ
れ
る
が
、
京

伝
は
寛
政
二
年
刊『
小
紋
雅
話
』に
も
同
様
の
材
を
描
い
て
お
り
、「
六

月
朔
日
こ
ま
ご
み
あ
さ
く
さ
よ
り
い
づ
る
」
と
の
説
明
が
付
さ
れ
て

い
る
37

。『
守
貞
謾
稿
』「
五
月
晦
日
・
六
月
一
日
」
の
項
に
は
、「
江

戸
浅
草
・
駒
込
・
高
田
・
深
川
・
目
黒
・
四
ツ
谷
・
茅
場
町
・
下し

た
や野
﹇
谷
﹈

小
野
照
（
以
上
八
所
、
と
も
に
江
戸
の
地
名
な
り
。
並
に
富
士
山
を

模
造
し
て
、
浅
間
の
神
を
祭
れ
り
﹇
…
﹈）
等
、
富
士
詣
で
と
号
し

て
群
参
す
。
各
所
、
必
ず
麦
藁
制
の
蛇
形
を
生
杉
枝
に
纏
ひ
た
る
を

売
る
に
、
大
小
あ
る
と
も
皆
同
制
な
り
38

」
と
記
さ
れ
、
こ
れ
ら
の

時
期
・
場
所
が
一
致
す
る
。
寛
政
九
（
一
七
九
七
）
年
刊
の
『
絵
本

吾
妻
抉
』（
北
尾
重
政
作
）
に
は
富
士
詣
の
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
、

こ
の
当
時
恒
例
行
事
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の

挿
絵
の
中
央
で
子
ど
も
が
持
っ
て
い
る
の
が
藁
蛇
で
あ
り
、
そ
の
特

徴
が
「
溝
か
ら
蛇
」
に
取
材
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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言
葉
遊
び
の
面
か
ら
考
え
れ
ば
、名
前
の
も
と
に
な
っ
た
諺
の「
溝

か
ら
蛇
」
は
、
思
い
が
け
な
い
と
こ
ろ
か
ら
意
外
な
も
の
が
出
て
く

る
こ
と
を
喩
え
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
富
士
詣
が
終
わ
り
、
必
要

が
な
く
な
っ
た
藁
蛇
が
道
中
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
捨
て
ら
れ
て
い
た

様
子
を
散
見
し
た
京
伝
は
、
皮
肉
を
込
め
て
「
溝
か
ら
蛇
」
と
し
て

描
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
作
中
の
挿
絵
の
小
僧
と
女
中
は
「
逃
げ
ら

れ
ぬ
」「
の
う
怖
や
」
と
化
物
を
恐
れ
て
い
る
の
だ
が
、
地
の
文
に

は
「
怖
く
も
な
ん
と
も
な
き
蛇
な
り
」
と
断
言
し
て
い
る
。
挿
絵
の

中
の
人
が
化
物
を
怖
が
る
、
と
い
う
構
図
は
十
九
種
中
六
種
の
化
物

の
紹
介
で
見
ら
れ
る
が
、
全
て
見
立
て
の
元
を
紐
解
い
て
い
く
と
、

人
の
言
動
に
起
因
す
る
も
の
だ
と
分
か
る
39

。

　

化
物
は
怖
い
も
の
だ
、と
い
う
前
提
が
消
え
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

『
化
物
和
本
草
』
に
収
録
さ
れ
る
創
作
化
物
の
中
に
は
読
者
に
怖
さ

を
植
え
付
け
る
よ
う
な
も
の
が
一
切
登
場
し
な
い
。
怖
く
な
い
化
物

た
ち
を
怖
が
る
挿
絵
の
中
の
人
々
の
様
子
は
笑
い
に
導
く
一
つ
の
要

素
だ
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
化
物
と
し
て
の
特
性
に
疑
問
が
持
た
れ
る
創
作
化
物
も
収

録
さ
れ
て
い
る
40

。
そ
の
一
つ
が
「
金
の
な
る
木
」
で
あ
る
。
こ
れ

は
多
く
の
草
双
紙
に
用
い
ら
れ
た
題
材
で
、
心
学
や
儒
学
と
の
関
わ

り
が
強
い
。
挿
絵
に
は
、聴
講
す
る
人
々
を
相
手
に
、講
釈
師
が
「
金

の
な
る
木
」
を
見
せ
な
が
ら
教
え
を
説
い
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て

い
る
。「
奴
の
ひ
ぼ
し
」
も
、
奴
凧
を
、
人
が
干
か
ら
び
て
日
干
し

図７『小紋雅話』「江戸錦」に描かれる藁蛇（早稲田大学図書館蔵。古典籍総合データベー

スより転載）。
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に
な
っ
た
か
の
よ
う
に
見
立
て
た
も
の
だ
が
、
ど
ち
ら
も
化
物
自
身

が
人
間
に
働
き
か
け
て
悪
さ
を
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
（
動
か
な

い
の
だ
か
ら
で
き
な
い
）。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
見
世
物
興
行
に
展

示
さ
れ
る
珍
物
と
し
て
の
扱
い
に
偏
っ
た
も
の
で
あ
る
。
士
農
工
商

各
々
の
家
業
を
具
現
化
し
た
形
で
挿
絵
に
登
場
し
、
挿
絵
の
通
り
教

え
を
説
く
意
味
合
い
が
強
く
表
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、「
金
の
な
る

木
」
を
展
示
し
た
講
釈
と
、
そ
れ
を
聞
き
に
く
る
人
々
の
絵
図
は
滑

稽
性
を
覗
わ
せ
る
。

　
『
化
物
和
本
草
』
跋
文
に
目
を
移
す
と
、
化
物
は
「
皆
わ
が
心
の

迷
い
」
だ
と
記
さ
れ
、「
心
の
化
物
を
退
治
す
べ
く
、
合
点
か
／
＼
」

と
締
め
括
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
恐
れ
る
べ
き
は
人
間
の
心
が
作
り
出

す
感
情
、
言
動
で
あ
り
、
化
物
は
気
の
迷
い
や
悪
の
心
か
ら
生
じ
る

も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
黄
表
紙
が
興
隆
し
た
当
時
の

代
表
的
な
化
物
観
で
あ
っ
た
。「
野
暮
と
化
物
は
箱
根
の
先
」
の
ほ

か
に
も
流
行
し
た
言
葉
と
し
て
「
下
戸
と
化
物
は
な
い
（
世
の
中
に

化
物
が
い
な
い
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
酒
の
飲
め
な
い
人
間
は
い
な
い

の
意
）」
が
あ
り
、
俳
文
集
『
鶉
衣
』（
一
七
八
七
―
八
八
）
に
「
化

物
の
正
体
見
た
り
枯
れ
尾
花
41

」
と
詠
ま
れ
る
な
ど
、
化
物
は
笑
い

の
記
号
と
い
う
役
割
と
は
別
に
、「
な
い
も
の
」
の
代
表
で
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。「
な
い
も
の
」
は
、
人
の
手
や
、
想
像
力
、
思
い
込

み
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。

　

い
く
つ
か
例
外
は
散
見
で
き
る
も
の
の
、
基
本
的
に
『
化
物
和
本

図８　富士詣の様子を描いた場面。右側中央の子どもが持っているのは「虫送り」に用い

る藁蛇である（寛政九年刊『絵本吾妻抉』、北尾重政作。国立国会図書館蔵。国立国会図

書館デジタルコレクションより転載）。
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草
』
は
黄
表
紙
に
お
け
る
化
物
の
持
つ
要
素
と
し
て
、
笑
い
、
滑
稽

と
い
う
約
束
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
寛
政
の
改
革
に
よ

る
手
鎖
五
十
日
の
処
罰
を
受
け
た
京
伝
は
、
自
省
の
後
、
教
訓
的
要

素
を
描
く
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
一
切
の
滑
稽
性

を
黄
表
紙
か
ら
捨
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
見
「
金
の

な
る
木
」
の
よ
う
な
化
物
は
寛
政
の
改
革
に
目
指
さ
れ
た
学
問
奨
励

を
意
識
し
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、営
利
を
求
め
る
学
問
と
、

そ
れ
に
夢
中
に
な
る
世
情
の
構
図
に
は
、皮
肉
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
注
釈
的
分
析
を
し
て
み
る
と
、
京
伝
が
主
眼
に
置
い
た

の
は
化
物
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
滑
稽
性
を
導
く
見
立
て
の
要
素
と

し
て
こ
れ
を
利
用
し
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

　

五　

化
物
に
向
く
視
線

　
『
化
物
和
本
草
』
に
収
録
さ
れ
る
創
作
化
物
を
眺
め
て
み
る
と
、

共
通
点
と
し
て
、
人
間
が
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。

そ
し
て
そ
の
全
て
の
項
で
、
人
間
の
視
線
の
先
に
は
常
に
化
物
が
い

る
の
で
あ
る
。『
画
図
百
鬼
夜
行
』
も
化
物
を
収
録
し
た
「
化
物
尽

く
し
」
の
書
物
と
い
う
点
で
は
『
化
物
和
本
草
』
と
共
通
す
る
が
、

人
間
は
一
切
描
か
れ
な
い
。
こ
の
点
で
、『
化
物
和
本
草
』
と
、
そ

の
書
式
や
構
成
の
種
本
と
な
っ
た
『
大
和
本
草
』
と
は
明
ら
か
に
異

な
る
。
人
間
の
目
線
の
先
に
見
立
て
の
対
象
が
あ
る
と
い
う
『
化
物

和
本
草
』
と
同
じ
趣
向
で
成
さ
れ
た
の
が
、
寛
政
十
三
年
刊
『
這
奇

的
見
勢
物
語
』
で
あ
る
。

　
『
化
物
和
本
草
』
に
は
見
世
物
興
行
を
基
盤
に
様
々
な
見
立
て
が

施
さ
れ
た
化
物
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、こ
の
『
這
奇
的
見
勢
物
語
』

も
、「
物
語
」
と
言
い
な
が
ら
項
目
立
て
さ
れ
、
ど
の
項
か
ら
読
ん

で
も
楽
し
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。『
化
物
和
本
草
』
が
パ
ロ

デ
ィ
ー
と
は
い
え
本
草
書
を
名
乗
り
な
が
ら
も
、
化
物
た
ち
に
こ
れ

と
い
っ
た
分
類
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
見
世
物
興
行
の
特
性
に

寄
っ
た
部
分
だ
か
ら
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
は
い
え
、
本
草
学

の
薬
品
会
・
物
産
会
か
ら
発
展
し
た
も
の
が
見
世
物
興
行
で
あ
る
か

ら
、
本
草
書
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
し
て
や
は
り
意
趣
を
逸
れ
る
こ
と
は

な
い
と
言
え
る
。
見
世
物
は
見
ら
れ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
見
る

主
体
、
す
な
わ
ち
人
間
の
存
在
は
欠
か
せ
な
い
要
素
だ
っ
た
と
い
え

よ
う
。
つ
ま
り
、
観
客
が
い
る
こ
と
で
は
じ
め
て
化
物
と
い
う
存
在

が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
書
中
に
登
場
す
る
化
物
を
見

て
い
る
人
間
た
ち
や
見
世
物
を
見
て
い
る
見
物
客
た
ち
を
、『
化
物

和
本
草
』
や
『
這
奇
的
見
勢
物
語
』
の
読
者
た
ち
が
見
て
い
る
、
と

い
う
二
重
構
造
の
遊
び
が
施
さ
れ
て
い
る
。
跋
文
に
描
か
れ
て
い
る

の
は
化
物
退
治
に
有
名
な
豪
傑
・
坂
田
金
平
で
あ
る
が
、
金
平
に
つ

い
て
も
、
黄
表
紙
の
時
代
に
お
い
て
は
、
そ
れ
以
前
の
「
豪
傑
」
と

し
て
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
「
人
間
の
代
表
」
程
度
に
変
わ
っ
て
い
っ
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
42

。
つ
ま
り
、
黄
表
紙
の
化
物
世
界
に
読

者
が
自
ら
を
投
影
す
る
手
段
と
し
て
金
平
が
活
躍
す
る
よ
う
に
な
っ
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た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
化
物
和
本
草
』
の
跋
文
に
描
か
れ
る
金

平
は
、
化
物
の
後
の
最
後
を
飾
る
「
人
間
の
見
世
物
」
と
し
て
読
者

の
方
を
向
い
て
展
示
さ
れ
る
。
こ
の
金
平
の
視
線
の
先
に
い
る
の
は

言
わ
ず
も
が
な
『
化
物
和
本
草
』
の
読
者
で
あ
る
か
ら
、
実
は
読
者

こ
そ
が
見
世
物
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。『
化
物
和

本
草
』
の
題
目
は
『
大
和
本
草
』
を
基
に
「
見
世
物
」
と
「
化
物
」

を
か
け
た
も
の
で
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

お
わ
り
に

　

見
て
き
た
よ
う
に
、『
化
物
和
本
草
』
に
お
け
る
京
伝
の
創
作
化

物
は
「
滑
稽
」「
笑
い
」
の
記
号
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
著
名
の

文
学
作
品
に
登
場
す
る
人
物
や
人
の
言
動
な
ど
を
化
物
に
見
立
て
、

見
世
物
興
行
に
見
立
て
て
茶
化
す
趣
向
を
と
っ
て
い
る
も
の
が
多

い
。
も
ち
ろ
ん
、
寛
政
の
改
革
に
よ
る
学
問
奨
励
の
意
向
を
汲
ん
で

い
る
傾
向
も
散
見
で
き
る
が
一
貫
し
て
滑
稽
性
が
打
ち
捨
て
ら
れ
た

も
の
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。『
化
物
和
本
草
』
の
創
作
に
あ
た
っ
て

京
伝
が
主
眼
に
置
い
た
の
は
「
見
立
絵
本
」
の
趣
向
で
あ
っ
て
、「
化

物
尽
く
し
」
は
滑
稽
性
を
授
け
る
手
段
と
し
て
狙
い
を
つ
け
た
も
の

で
あ
る
。

　

寛
政
三
年
の
処
罰
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
京
伝
の
黄
表
紙
が
滑
稽

諧
謔
な
も
の
か
ら
理
屈
に
お
ち
た
教
訓
的
な
も
の
に
変
わ
っ
た
、
と

の
評
価
は
大
枠
で
は
違
わ
な
い
と
言
え
る
が
、『
化
物
和
本
草
』
に

図９　化物退治で有名な豪傑・坂田金平（『化物和本草』跋文。国立国会図書館蔵。国立

国会図書館デジタルコレクションより転載）。
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注

 

1 　

小
池
藤
五
郎
『
山
東
京
伝
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
三
年
）、

六
九
頁
。 

 

2 　

ア
ダ
ム
・
カ
バ
ッ
ト
『
江
戸
化
物
の
研
究
―
草
双
紙
に
描
か
れ
た
創
作

化
物
の
誕
生
と
展
開
』（
岩
波
書
店
、二
〇
一
七
年
）
他
。「
化
物
尽
く
し
」

の
定
義
は
以
下
の
通
り
。

　

 

①
化
物
を
主
軸
に
お
い
た
作
品
で
あ
る
こ
と
。
②
題
目
に
化
物
、
又
は
妖

怪
と
い
っ
た
言
葉
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
③
既
存
の
化
物
（
見
越
入

道
、
狐
狸
等
）
が
複
数
登
場
す
る
こ
と
。 

 

3 　

田
中
貴
子
『
百
鬼
夜
行
の
見
え
る
都
市
』（
新
曜
社
、
一
九
九
四
年
）、

一
九
一
―
二
三
三
頁
。 

 

4 　

佐
佐
木
信
綱
他
監
修
・
野
村
八
良
校
註
『
日
本
古
典
全
書
四
四　

宇
治

拾
遺
物
語　

上
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
四
九
年
）、
五
〇
頁
。 

 5　

前
掲
『
日
本
古
典
全
書
四
四　

宇
治
拾
遺
物
語　

上
』、
七
〇
頁
。 

 

6 　

香
川
雅
信
『
江
戸
の
妖
怪
革
命
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
一
三

年
）、
一
三
四
―
一
三
五
頁
。 

 7 　

稲
田
篤
信
・
田
中
直
日
編
『
画
図
百
鬼
夜
行
』（
国
書
刊
行
会
、

一
九
九
二
年
）、
九
二
―
九
三
頁
。 

 

8 　

竹
田
晃
・
梶
村
永
・
高
芝
麻
子
・
山
崎
藍
『
穆
天
子
伝
・
漢
武
故
事
・

神
異
経
・
山
海
経
他
』（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）、
五
二
頁
。
地
理
書

の
体
裁
を
と
り
、
川
の
水
源
や
山
と
山
の
間
の
距
離
を
記
録
す
る
一
方
、

そ
こ
に
生
息
す
る
不
思
議
な
人
間
や
鳥
獣
の
情
報
や
神
々
に
関
す
る
情
報

を
収
め
て
お
り
、
特
に
清
代
以
降
は
地
理
学
や
博
物
学
的
な
研
究
、
神
話

や
古
代
伝
説
の
研
究
の
貴
重
な
資
料
と
さ
れ
た
。 
 

9 　

木
場
貴
俊
『
怪
異
を
つ
く
る
﹇
日
本
近
世
怪
異
文
化
史
﹈』（
文
学
通
信
、

二
〇
二
〇
年
）、
一
〇
〇
―
一
二
四
頁
。 

 

10　

貝
原
益
軒
『
大
和
本
草
』
巻
之
十
六
、二
〇
丁
裏
―
二
一
丁
表
。 

 

11 　

山
東
京
伝
全
集
編
集
委
員
会
編
『
山
東
京
伝
全
集
第
四
巻　

黄
表
紙

四
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
二
年
）、
二
三
四
頁
。 

 

12　

前
掲
『
山
東
京
伝
全
集
第
四
巻　

黄
表
紙
四
』、
二
三
七
頁
。 

 

13 　

前
掲
『
江
戸
化
物
の
研
究
―
草
双
紙
に
描
か
れ
た
創
作
化
物
の
誕
生
と

展
開
』、
一
五
一
頁
。 

 

14 　

石
上
敏
『
平
賀
源
内
の
文
芸
史
的
位
置
：
戯
作
者
と
し
て
の
評
価
・
評

判
』（
北
溟
社
、
二
〇
〇
〇
年
）、
二
頁
。 

 

15　

前
掲
川
添
裕
『
江
戸
の
妖
怪
革
命
』、
一
四
八
頁
。 

 

16　

前
掲
川
添
裕
『
江
戸
の
妖
怪
革
命
』、
一
四
八
―
一
五
〇
頁
。 

 

17　
『
山
東
京
伝
全
集
第
四
巻　

黄
表
紙
四
』、
二
三
三
頁
。 

 

18　

同
書
、
二
三
四
頁
。 

 
19　

同
書
、
二
三
五
頁
。 

 20　

同
書
、
二
三
九
頁
。 

 

21　

同
書
、
二
四
七
頁
。 

 

22　

前
掲
川
添
裕
『
江
戸
の
見
世
物
』、
八
三
頁
。 

 

23 　

神
田
由
築
『
近
世
の
芸
能
興
行
と
地
域
社
会
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

お
い
て
、
黄
表
紙
や
、
黄
表
紙
に
お
け
る
化
物
が
持
っ
て
い
た
滑
稽

性
が
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
当
時
の
出
版
事
情
を
踏

ま
え
た
制
約
の
中
で
、
教
訓
色
の
強
い
も
の
に
見
せ
か
け
つ
つ
、
積

極
的
に
笑
い
の
要
素
を
仕
掛
け
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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一
九
九
九
年
）
一
一
一
、一
一
五
頁
。 

 24 　

小
松
和
彦
編
著
『
妖
怪
学
の
基
礎
知
識
』（
角
川
選
書
、二
〇
一
一
年
）、

二
〇
〇
―
二
〇
一
頁
（
香
川
雅
信
著
）。 

 

25　

前
掲
小
松
和
彦
『
妖
怪
学
の
基
礎
知
識
』、
一
九
九
頁
。 

 

26　

山
東
京
伝
『
這
奇
的
見
勢
物
語
』、一
八
〇
一
年
、都
立
中
央
図
書
館
蔵
。 

 

27 　

高
岡
弘
幸
『
幽
霊
―
近
世
都
市
が
生
み
出
し
た
化
物
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
六
年
）、
一
四
二
頁
。 

 

28 　

川
添
裕
『
江
戸
の
見
世
物
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）、
八
四
―

八
五
頁
。 

 

29 　

中
野
三
敏
「
見
立
絵
本
の
系
譜
」『
戯
作
研
究
』（
中
央
公
論
社
、

一
九
八
一
年
）。 

 

30 　

山
東
京
伝
『
百
化
帖
準
擬
本
草
』、
一
七
九
八
年
、
早
稲
田
大
学
図
書

館
蔵
。 

 

31 　

こ
れ
ら
に
続
く
「
阿
菊
が
皿
の
闕
た
る
も
あ
り
」
か
ら
、『
播
州
皿
屋
敷
』

（
一
七
四
一
年
初
演
、
浄
瑠
璃
）
に
有
名
な
女
幽
霊
の
お
菊
の
皿
の
こ
と

を
指
し
、
割
っ
て
し
ま
っ
て
数
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
十
枚
目
の
皿
を
黄

表
紙
の
丁
数
と
か
け
た
表
現
。 

 

32 　

前
掲
ア
ダ
ム
・
カ
バ
ッ
ト
『
江
戸
化
物
の
研
究
―
草
双
紙
に
描
か
れ
た

創
作
化
物
の
誕
生
と
展
開
』
他
。「
化
物
見
立
て
」
は
、
化
物
と
は
関
係

の
な
い
人
物
、
物
事
を
化
物
に
置
き
換
え
て
表
現
し
た
も
の
を
指
す
。 

 

33 　

前
掲
ア
ダ
ム
・
カ
バ
ッ
ト
『
江
戸
化
物
の
研
究
―
草
双
紙
に
描
か
れ
た

創
作
化
物
の
誕
生
と
展
開
』、
一
四
四
頁
。 

 

34 　

前
掲
ア
ダ
ム
・
カ
バ
ッ
ト
『
江
戸
化
物
の
研
究
―
草
双
紙
に
描
か
れ
た

創
作
化
物
の
誕
生
と
展
開
』、
一
七
五
頁
。 

 

35　

勝
丸
裕
哉
『
櫛
簪
と
お
し
ゃ
れ
―
粋
に
華
や
か
に
、麗
し
く
』、一
一
頁
。 

 

36　
『
続
未
曾
有
記
』（『
近
世
紀
行
集
成
』、
二
〇
七
―
二
〇
八
頁
。） 

 37　

山
東
京
伝
『
小
紋
雅
話
』、
一
七
九
七
年
。 

 

38　

喜
多
川
守
貞
『
守
貞
謾
稿
』、
一
八
三
七
年
起
稿
。（
宇
佐
美
英
機
校
訂

『
近
世
風
俗
史
』（
四
）、
二
一
八
―
二
一
九
頁
。） 

 

39 　

「
獅
子
身
中
の
虫
」・「
平
気
蟹
」・「
人
面
の
鯰
」・「
溝
か
ら
蛇
」・「
爪

の
火
」・「
う
そ
の
皮
」
の
六
種
。 

 

40 　

「
温
飩
げ
の
花
」・「
金
の
な
る
木
」・「
奴
の
ひ
ぼ
し
」・「
蜜
人
と
り
の

み
い
ら
」・「
山
の
神
の
角
」
は
生
物
と
し
て
説
明
が
付
さ
れ
な
い
。
ま
た
、

動
く
こ
と
も
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。 

 

41 　

横
井
也
有
作
大
田
南
畝
編
『
鶉
衣
』、
一
七
八
七
―
一
七
八
八
年
。（
石

田
元
季
校
訂
『
鶉
衣
』（
上
下
）、
岩
波
文
庫
、
一
九
三
七
年
。） 

 

42 　

前
掲
ア
ダ
ム
・
カ
バ
ッ
ト
『
江
戸
化
物
の
研
究
―
草
双
紙
に
描
か
れ
た

創
作
化
物
の
誕
生
と
展
開
』、
一
五
三
頁
。 




