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じ
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に

　妖
怪
は
、
現
代
に
お
い
て
あ
る
程
度
固
定
化
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

「
あ
る
限
定
さ
れ
た
場
所
に
出
現
す
る
」「
夜
に
出
現
し
、
夜
明
け
と
と
も
に
消
え
る
」

な
ど
、
妖
怪
と
い
う
概
念
の
設
定
が
広
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
妖
怪
や
怪
談
と
い
っ
た
も
の
に
興
味
が
あ
る
層
の
人
達
に
は
、
そ
の
容
姿
ま
で

も
が
共
通
の
要
素
や
イ
メ
ー
ジ
で
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
実
際

に
は
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
絵
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
は
ず
の
存
在
に
視
覚
情
報
が
付
随
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し

て
い
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　今
日
の
日
本
文
化
に
も
多
大
な
る
影
響
を
与
え
て
い
る
妖
怪
と
い
う
存
在
は
『
日

本
国
語
大
辞
典
』
で
、「（
一
）
人
の
知
恵
で
は
理
解
で
き
な
い
不
思
議
な
現
象
や
、

ば
け
も
の
。
変
化
。
よ
う
け
。
妖
鬼
。（
二
）（
形
動
）
あ
や
し
い
感
じ
の
す
る
こ
と
。

わ
ざ
わ
い
を
招
き
そ
う
な
不
吉
な
さ
ま
。
よ
う
け
。（
三
）
わ
ざ
わ
い
と
危
険
。」
と

定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　本
稿
で
は
、
江
戸
時
代
の
絵
師
鳥
山
石
燕
が
描
い
た
妖
怪
の
画
集
で
あ
る
『
画
図

百
鬼
夜
行
』
に
つ
い
て
分
析
と
考
察
を
行
な
っ
て
い
く
。

　鳥
山
石
燕
は
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
に
生
ま
れ
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
八

月
三
日
七
十
七
歳
に
て
没
し
た
、
十
八
世
紀
江
戸
の
町
絵
師
で
あ
る
。
狩
野
派
絵
師

で
あ
る
狩
野
玉
燕
に
学
び
、
喜
多
川
歌
麿
や
恋
川
春
町
等
を
弟
子
と
し
て
い
る
。『
画

図
百
鬼
夜
行
』
を
は
じ
め
と
す
る
全
四
作
品
の
妖
怪
画
集
を
描
い
た
こ
と
で
広
く
知

ら
れ
て
い
る
（
以
下
、
四
作
品
全
て
を
『
百
鬼
夜
行
』
シ
リ
ー
ズ
と
よ
ぶ
）。

　石
燕
に
つ
い
て
は
、
国
書
刊
行
会
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
の

解
題
（
稲
田
篤
信
氏
執
筆
）
に
て
「
名
の
知
ら
れ
て
い
る
割
に
、
事
跡
の
伝
え
の
少

な
い
人
物
で
あ
る
。
現
今
は
、
弟
子
で
あ
っ
た
歌
麿
伝
の
中
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
」
と
評
さ
れ
て
い
る
一
。
本
研
究
に
お
い
て
も
、
石
燕
自
身
に
つ
い
て
は
、
特

に
史
料
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
石
燕
の
画
業
の
中
で
現
代
に
お
い

て
も
注
目
を
集
め
て
い
る
一
連
の
妖
怪
画
集
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　石
燕
に
つ
い
て
は
、
横
山
泰
子
氏
が
「
鳥
山
石
燕
『
百
鬼
夜
行
』
考
」
に
て
、
石

燕
を
研
究
す
る
上
で
の
枠
組
み
を
述
べ
て
お
り
、
本
研
究
に
お
い
て
も
考
察
を
進
め

る
う
え
で
大
い
に
参
考
し
て
い
る
二
。
ま
た
、
木
場
貴
俊
氏
が
石
燕
の
妖
怪
画
の
位

置
付
け
を
考
察
し
て
い
る
三
。
さ
ら
に
、「
化
物
尽
く
し
絵
巻
」
を
考
察
し
て
い
る

論
文
に
お
い
て
、
妖
怪
を
描
く
妖
怪
画
は
大
き
く
分
け
て
土
佐
派
と
狩
野
派
の
二
つ
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の
流
れ
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
四
。
石
燕
は
狩
野
派
の
流
れ
を
汲
ん

で
お
り
、
作
品
に
も
そ
の
流
れ
が
見
ら
れ
る
た
め
、
そ
れ
を
考
慮
し
て
考
察
を
深
め

て
い
き
た
い
。

　幽
霊
画
に
つ
い
て
は
、
堤
邦
彦
氏
の
『
日
本
幽
霊
画
紀
行
』五
と
藤
澤
紫
氏
の
「
日
本

美
術
に
お
け
る
「
美
人
画
」
の
展
開
―「
飛
鳥
美
人
」
か
ら
江
戸
の
幽
霊
画
ま
で
―
」六

の
研
究
内
容
を
も
と
に
考
察
し
て
い
く
。

　両
氏
の
研
究
は
江
戸
時
代
の
思
想
や
文
化
を
考
察
の
基
盤
と
し
て
い
る
が
、
堤
氏

の
研
究
で
は
、
文
芸
や
芸
能
な
ど
幽
霊
画
が
他
の
芸
術
か
ら
受
け
た
影
響
に
つ
い
て

考
察
し
て
い
る
の
に
対
し
、
藤
澤
氏
は
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
の
絵
画
作
品
か
ら
受
け
た

影
響
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

　本
論
で
は
上
記
の
先
行
研
究
に
学
び
な
が
ら
、
第
一
章
で
、
石
燕
の
妖
怪
画
集
が

刊
行
さ
れ
る
以
前
の
妖
怪
絵
画
に
つ
い
て
先
行
研
究
を
ま
と
め
、
第
二
章
で
実
際
に

『
画
図
百
鬼
夜
行
』
の
分
析
と
考
察
を
行
な
っ
て
い
く
。
第
三
章
で
は
『
画
図
百
鬼

夜
行
』
が
後
世
の
作
品
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
、
二
つ
の
作
品
と
比

較
、
考
察
を
し
た
い
。
第
四
章
で
は
、
筆
者
が
疑
問
に
感
じ
た
石
燕
が
描
い
た
三
種

の
霊
に
つ
い
て
、
同
時
代
の
幽
霊
画
と
と
も
に
見
て
い
き
、
江
戸
時
代
の
幽
霊
観
に

つ
い
て
考
察
す
る
、
と
い
う
流
れ
で
述
べ
て
い
く
。

第
一
章

　
妖
怪
と
い
う
画
題

　本
章
で
は
、
石
燕
以
前
の
時
代
に
お
い
て
、
妖
怪
と
い
う
想
像
上
の
存
在
が
絵
画

テ
ー
マ
と
し
て
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
し
て
き
た
か
を
マ
イ
ケ
ル
・
デ
ィ
ラ
ン
・
フ
ォ

ス
タ
ー
氏
の
『
日
本
妖
怪
考
』
を
中
心
に
見
て
い
き
た
い
七
。

　フ
ォ
ス
タ
ー
氏
は
、
江
戸
期
に
入
る
以
前
の
妖
怪
に
つ
い
て
、「
概
念
が
絶
え
ず

移
ろ
う
複
雑
性
や
多
層
性
を
含
ん
で
い
る
。
妖
怪
と
い
う
構
造
体
は
、
時
代
に
固
有

の
宗
教
的
・
芸
術
的
・
知
的
・
政
治
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
「
百
鬼
夜
行
」
の
概
念
は
、
歴
史
的
制
約
を
超
え
て
、
視
覚
的
メ
タ
フ
ァ
ー

に
な
っ
て
く
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
八
。

　十
二
世
紀
末
頃
か
ら
、
六
道
の
様
相
を
描
い
た
浄
土
教
絵
画
で
あ
る
「
六
道
絵
」

や
地
獄
を
主
題
と
し
た
大
和
絵
で
、
平
安
末
・
鎌
倉
初
期
の
六
道
思
想
を
反
映
し
て

盛
ん
に
作
ら
れ
た
「
地
獄
草
紙
」
等
の
異
形
が
描
か
れ
た
怪
異
画
が
登
場
し
た
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
は
仏
教
画
に
分
類
さ
れ
る
た
め
、
後
世
に
及
ぼ
し
た
範
囲
は
広
く
な

か
っ
た
。
十
三
世
紀
後
半
、
数
多
く
の
絵
巻
が
制
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
平
安
時

代
か
ら
人
々
に
恐
れ
ら
れ
、
親
し
ま
れ
て
き
た
妖
怪
の
姿
を
勢
揃
い
さ
せ
た
か
の
よ

う
な
「
土
蜘
蛛
草
紙
」「
付
喪
神
絵
巻
」「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
等
の
怪
異
絵
巻
が
描
か

れ
た
。
フ
ォ
ス
タ
ー
氏
は
「
鎌
倉
時
代
以
来
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
物
の
怪
の
イ
メ
ー

ジ
は
「
付
喪
神
」
だ
っ
た
。
付
喪
神
は
特
に
鎌
倉
か
ら
室
町
に
か
け
て
一
大
流
行
と

な
り
、
説
話
集
や
多
く
の
絵
画
に
登
場
し
た
」
と
述
べ
て
お
り
九
、
十
六
世
紀
に
制

作
さ
れ
た
土
佐
光
信
作
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
大
徳
寺
真
珠
庵
蔵
の『
百
鬼
夜
行
絵
巻
』

は
ま
さ
に
「
付
喪
神
」
が
鬼
や
動
物
の
擬
人
化
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
怪
異
絵
巻

で
あ
る
。
百
鬼
夜
行
に
つ
い
て
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
「
修
行
者
逢
百
鬼
夜
行
」

と
い
う
段
が
あ
り
、
角
を
つ
け
た
も
の
や
一
つ
目
の
も
の
な
ど
「
人
に
あ
ら
ず
、
あ

さ
ま
し
い
物
ど
も
」
が
百
人
ほ
ど
集
ま
っ
て
き
て
夜
の
町
を
歩
き
ま
わ
り
朝
に
な
る

と
姿
を
消
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
話
が
あ
る
が
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
こ
の
『
百
鬼
夜

行
絵
巻
』
も
ひ
い
て
い
る
。
横
山
氏
は
『
百
鬼
夜
行
絵
巻
』
に
つ
い
て
「
こ
の
絵
巻

に
は
物
語
の
筋
ら
し
い
も
の
は
な
く
、
日
用
品
や
仏
具
、
楽
器
等
あ
ら
ゆ
る
も
の
が

化
け
た
妖
怪
達
が
行
進
し
て
い
る
姿
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
い
た
も
の
で
、
最
後
の
部

分
で
は
太
陽
が
の
ぼ
り
朝
に
な
っ
た
た
め
に
、
妖
怪
が
あ
わ
て
て
逃
げ
去
る
様
子
が

描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
多
様
な
化
け
物
の
行
進
、
黎
明
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
い
う
形

式
は
後
に
も
受
け
継
が
れ
、
石
燕
も
『
今
昔
画
図
続
百
鬼
』
の
最
終
場
面
に
「
日
の

出
」
の
絵
を
い
れ
て
い
る
」
と
評
し
て
い
る
一
〇
。

　こ
う
し
た
絵
巻
物
に
見
え
る
ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
妖
怪
達
は
、
妖
怪
イ
メ
ー
ジ
の
決

定
的
な
要
素
に
な
っ
て
い
く
。
面
白
く
滑
稽
な
妖
怪
描
写
は
江
戸
時
代
に
お
い
て

様
々
な
妖
怪
画
が
描
か
れ
、
河
鍋
暁
斎
の
作
品
か
ら
分
か
る
よ
う
に
明
治
時
代
ま
で

続
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　フ
ォ
ス
タ
ー
氏
は
『
百
鬼
夜
行
絵
巻
』
を
「
平
安
時
代
の
「
地
獄
絵
図
」
を
世
俗

的
に
し
て
面
白
味
で
満
た
し
た
も
の
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。「
地
獄
絵
図
」
で
は
地

獄
の
獄
卒
と
責
苦
が
恐
ろ
し
く
生
真
面
目
に
描
か
れ
た
が
、
逆
に
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
遊
び
心
と
機
知
に
富
ん
だ
描
か
れ
方
を
し
て
お
り
、
そ
の
目
的

は
恐
れ
さ
せ
た
り
警
告
し
た
り
す
る
の
で
な
く
、
楽
し
ま
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
」
と
位
置
付
け
て
い
る
一
一
。
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形を成した妖怪 —鳥山石燕『画図百鬼夜行』を中心に—

第
二
章

　
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
の
編
纂

　石
燕
の
妖
怪
画
は
前
述
し
た
よ
う
に
全
四
作
品
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
一
作
目
で

あ
る
『
画
図
百
鬼
夜
行
』（
以
下
『
画
図
百
鬼
』）
は
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
春
に

刊
行
さ
れ
、
そ
れ
に
続
く
二
作
目
の
『
今
昔
画
図
続
百
鬼
』（
以
下
『
続
百
鬼
』）
は

安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
春
に
、
三
作
目
と
な
る
『
今
昔
画
図
百
鬼
拾
遺
』（
以
下

『
拾
遺
』）
は
安
永
十
年
（
一
七
八
一
）
春
、
四
作
目
『
百
器
徒
然
袋
』（
以
下
『
百

器
』）は
天
明
四
年（
一
七
八
四
）春
に
遠
州
屋
弥
七
が
出
版
し
て
い
る
。『
百
鬼
夜
行
』

シ
リ
ー
ズ
は
そ
れ
ぞ
れ
三
部
で
一
つ
の
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
前
二
作
の
彫
工
は
町

田
助
右
衛
門
で
あ
る
が
、
後
二
作
は
井
上
新
七
に
変
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
四
作
品

全
て
が
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
長
野
屋
勘
吉
に
よ
っ
て
求
板
本
が
発
行
さ
れ
て

い
る
。

　現
在
「
妖
怪
図
鑑
」
の
先
駆
け
と
評
価
さ
れ
て
お
り
、
妖
怪
だ
け
を
目
録
の
対
象

と
し
て
扱
っ
た
百
科
事
典
形
式
が
現
れ
た
の
は
、
日
本
に
お
い
て
は
石
燕
の
『
百
鬼

夜
行
』
シ
リ
ー
ズ
が
最
初
で
あ
る
一
二
。

　四
作
品
あ
る
妖
怪
画
集
の
初
作
に
あ
た
る
『
画
図
百
鬼
』
は
、
そ
の
大
部
分
を
狩

野
派
系
統
本
の
妖
怪
画
に
依
拠
し
て
い
る
一
三
。
二
作
目
と
三
作
目
の『
続
百
鬼
』『
拾

遺
』
も
お
お
よ
そ
狩
野
派
系
統
本
の
妖
怪
画
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
四
作
目

で
あ
る
『
百
器
』
は
大
部
分
が
付
喪
神
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
名
称
の
多
く
は
石
燕
に

よ
る
名
付
け
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
付
喪
神
と
い
う
画
題
は
土

佐
派
系
統
本
に
多
く
み
ら
れ
る
た
め
、
前
三
作
と
は
異
な
る
性
質
を
も
っ
て
い
る
と

い
え
る
。

　『
百
鬼
夜
行
』
シ
リ
ー
ズ
と
他
作
品
の
異
な
る
点
と
し
て
は
、
半
丁
ご
と
に
一
体

の
妖
怪
が
別
々
に
提
示
さ
れ
、
名
称
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
画
集
に
登

場
し
て
い
る
妖
怪
の
大
部
分
は
日
本
の
も
の
、
し
か
も
伝
説
や
民
俗
信
仰
の
世
界
で

馴
染
み
深
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
画
図
百
鬼
』
で
は
い
く
つ
か
の
妖
怪
に
対
し

て
ご
く
短
文
の
説
明
が
載
る
の
み
で
あ
る
が
、『
続
百
鬼
』
以
降
で
は
解
説
と
言
っ

て
差
し
支
え
の
な
い
文
章
が
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
石
燕
の
妖
怪
画
集
な
ら
で
は

の
特
徴
と
い
え
る
。
物
語
の
挿
絵
と
し
て
妖
怪
の
絵
が
添
え
ら
れ
て
い
る
作
品
は
あ

る
が
、『
百
鬼
夜
行
』
シ
リ
ー
ズ
の
よ
う
に
妖
怪
に
対
し
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る

絵
巻
や
版
本
は
管
見
の
限
り
な
い
。

　本
章
で
は
、
ど
の
よ
う
な
意
図
で
『
百
鬼
夜
行
』
シ
リ
ー
ズ
が
編
纂
さ
れ
て
い
っ

た
か
を
各
作
品
に
書
か
れ
て
い
る
石
燕
自
序
と
自
跋
を
中
心
に
見
て
い
き
た
い
。

詩
は
人
心
の
物
に
感
じ
て
声
を
発
す
る
と
こ
ろ
、
画
は
ま
た
無
声
の
詩
と
か
や
。

形
あ
り
て
声
な
し
。
そ
の
こ
と
〴
〵
に
よ
り
て
情
を
お
こ
し
感
を
催
す
。
さ
れ

ば
も
ろ
こ
し
に
山
海
経
吾
朝
に
元
信
の
百
鬼
夜
行
あ
れ
は
、
予
こ
れ
に
学
て
つ

た
な
く
も
紙
筆
を
汚
す
。
と
き
に
書
林
何
某
需
る
に
頻
な
れ
ば
、
い
な
み
が
た

く
て
桜
木
に
う
つ
し
ぬ
。
よ
し
そ
れ
童
蒙
の
弄
と
も
な
ら
ん
か
し
。

き
の
と
の
未
の
秋
菊
月
於
月
窓
下
石
燕
自
跋
一
四

　『
画
図
百
鬼
』
の
自
跋
に
は
、『
山
海
経
』
と
狩
野
元
信
の
『
百
鬼
夜
行
』
を
参
考

に
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。『
山
海
経
』
は
、
戦
国
時
代
（
紀
元
前
五
～
三
世
紀
）

か
ら
徐
々
に
加
筆
さ
れ
て
き
た
古
代
中
国
の
地
理
書
で
、
怪
物
や
神
獣
、
異
国
人
な

ど
が
地
理
情
報
と
と
も
に
記
録
さ
れ
る
。
明
代
に
は
挿
絵
が
入
り
、
日
本
で
も
挿
絵

入
り
の
も
の
が
和
刻
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
他
に
も
様
々
な
妖
怪
絵
巻
や

古
典
か
ら
参
考
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
一
五
。
狩
野
元
信
の
『
百
鬼
夜
行
』

は
現
存
し
て
い
な
い
が
、「
本
書
、
古
法
眼
元
信
筆

　阿
部
周
防
守
正
長
写

　元
文

第
二
丁
巳
冬
日

　佐
嵩
指
写
」
と
絵
巻
の
奥
書
に
書
か
れ
て
い
る
佐
脇
嵩
之
の
『
百

怪
図
巻
』（
福
岡
市
博
物
館
所
蔵
）
が
あ
る
。
こ
の
絵
巻
は
狩
野
元
信
の
描
い
た
と

伝
来
さ
れ
て
い
た
写
本
を
さ
ら
に
嵩
之
が
模
写
し
た
も
の
と
さ
れ
る
一
六
。
ど
の
よ

う
な
経
緯
で
狩
野
元
信
『
百
鬼
夜
行
』
が
石
燕
の
も
と
に
至
っ
た
か
は
定
か
で
は
な

い
た
め
、
厳
密
に
分
析
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、『
百
怪
図
巻
』
に
描
か
れ
て
い

る
妖
怪
は
全
て
『
画
図
百
鬼
』
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
名
称
の
表
記
や
描
か
れ
た

姿
に
多
少
の
違
い
は
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
共
通
し
て
い
る
。『
百
怪
図
巻
』
の
ぬ
け

く
び
や
目
ひ
と
つ
ぼ
う
な
ど
名
称
は
全
く
異
な
る
が
、
姿
形
が
類
似
し
て
い
る
も
の

が
見
ら
れ
る
た
め
、
妖
怪
の
絵
姿
に
つ
い
て
参
考
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

名
称
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
引
用
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
う
し
鬼
は

名
称
は
同
じ
で
あ
る
が
姿
は
異
な
っ
て
い
る
。

も
ゝ
の
鬼
の
よ
る
行
有
さ
ま
、
ふ
る
き
世
よ
り
つ
た
へ
て
上
手
ど
も
の
う
つ
し

た
る
、
家
〳
〵
に
ひ
め
を
け
る
を
、
人
の
需
に
て
を
ろ
か
な
る
筆
に
も
写
し
侍
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り
し
。
目
に
見
え
ぬ
鬼
の
か
ほ
を
お
ど
ろ
〳
〵
し
く
書
出
ぬ
る
事
は
、
じ
ち
に

は
い
た
ら
め
ど
、
人
の
目
お
ど
ろ
か
す
斗
の
事
も
有
ぬ
べ
し
と
、
め
づ
ら
か
に

け
う
と
き
か
た
ち
ど
も
を
た
は
ぶ
れ
の
て
に
又
か
き
こ
ゝ
ろ
み
侍
ぬ
。
さ
れ
ど

か
ゝ
る
絵
た
び
〳
〵
書
る
を
め
で
ゝ
誠
の
鬼
な
ど
の
あ
ら
は
れ
い
で
ば
、
何
が

し
が
龍
の
た
つ
ひ
に
い
か
ば
か
り
お
そ
ろ
し
か
り
な
ん
と
か
い
撫
侍
る
を
、
書

の
林
の
あ
る
じ
が
見
い
で
ゝ
、
さ
き
の
と
し
の
一
巻
に
つ
が
ん
と
せ
ち
に
乞
侍

れ
ば
、
い
な
み
が
た
く
て
こ
れ
を
上
る
と
い
ふ
事
を
、
鳥
山
石
燕
み
づ
か
ら
毫

を
月
窓
の
も
と
に
と
る
。
一
七

　『
続
百
鬼
』
の
自
序
に
は
、『
画
図
百
鬼
』
が
好
評
で
あ
っ
た
た
め
書
林
の
主
人
（
遠

州
屋
弥
七
）
が
続
巻
を
提
案
し
、『
続
百
鬼
』
の
刊
行
が
決
ま
っ
た
と
し
て
い
る
。
し

か
し
、『
画
図
百
鬼
』
の
三
部
を
前
篇
陰
、
前
篇
陽
、
前
篇
風
と
し
て
い
る
た
め
、『
画

図
百
鬼
』
が
刊
行
さ
れ
た
時
に
は
後
篇
の
制
作
が
決
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
が
、『
続
百
鬼
』
の
三
部
に
は
後
篇
と
明
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
推
測
の

域
を
出
な
い
。

　ま
た
、
大
田
南
畝
『
四
方
の
留
粕
』
上
巻
（
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
刊
）
に
「
続

百
鬼
夜
行
序
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
南
畝
の
序
を
も
つ
本
は
管
見
に
入
ら
な
い

と
『
画
図
百
鬼
夜
行
』（
国
書
刊
行
会
）
で
記
さ
れ
て
い
る
一
八
。

和
歌
は
あ
め
つ
ち
を
う
ご
か
し
、
是
は
目
に
見
へ
ぬ
鬼
が
み
を
絵
空
ご
と
に
筆

も
て
行
ま
ゝ
、
あ
や
し
う
も
の
狂
は
し
き
さ
ま
、
と
し
ご
と
に
ゑ
が
く
は
、
お

ぼ
ろ
げ
な
ら
ぬ
世
々
の
史
林
に
も
は
づ
か
は
し
く
、
ひ
め
こ
め
侍
る
を
、
書
肆

某
い
へ
る
、
嬰
児
の
む
つ
か
る
を
止
ん
は
し
か
よ
り
は
な
し
。
し
き
り
に
乞
に

ま
か
せ
ぬ
れ
ば
、
松
た
つ
春
の
勇
ま
し
き
に
あ
た
ひ
を
ま
ち
て
、
估
め
や
〳
〵

と
や
ら
、
桜
木
に
の
す
る
事
と
は
な
り
ぬ

安
永
九
の
と
し
蠟
月

　石
燕
自
序
一
九

　『
拾
遺
』
に
お
い
て
も
書
肆
（
遠
州
屋
弥
七
）
に
依
頼
さ
れ
た
と
と
れ
る
文
章
が

見
え
る
た
め
、『
画
図
百
鬼
』
に
続
き
、『
続
百
鬼
』
も
一
定
数
の
評
価
が
得
ら
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

春
雨
扉
を
打
て
つ
れ
〴
〵
な
る
を
と
ふ
人
は
、
中
山
班
象
子
な
り
。
袖
よ
り
小

冊
土
佐
の
百
鬼
を
見
す
。
予
が
先
頃
出
す
夜
行
に
等
し
。
文
例
痴
お
こ
り
て
、

皆
器
の
化
し
た
る
横
の
置
。
や
ゝ
絵
な
ろ
ふ
童
を
あ
つ
め
て
是
を
見
る
に
、
睡

眠
し
き
り
な
れ
ば
、
庭
面
に
道
ひ
か
る
と
も
な
く
、
旧
た
る
家
居
に
至
り
ぬ
。

す
む
人
も
な
け
れ
ば
、
壁
お
ち
軒
あ
ら
は
に
し
て
、
夕
べ
の
嵐
に
影
も
る
月
の

い
に
し
へ
は
、
や
ん
ご
と
な
き
御
所
に
も
や
と
、
陣
座
遠
侍
な
ん
と
残
り
、
塵

ふ
か
く
木
葉
ふ
り
埋
て
、
蔀
遣
戸
も
あ
け
は
な
せ
る
ま
ゝ
、
あ
こ
は
ゝ
と
古
記

を
思
ふ
の
心
や
る
か
た
な
く
休
ら
へ
は
べ
る
に
、
身
に
し
む
風
の
さ
と
吹
く
と

と
も
に
、
有
あ
ふ
調
度
う
こ
め
き
お
ど
り
は
し
る
が
ご
と
く
な
れ
ば
、
木
々
の

姿
、
山
の
た
ゝ
ず
ま
い
も
怪
し
げ
に
、
気
も
そ
ゞ
ろ
に
き
え
ん
と
覚
ゆ
。
是
一

睡
の
夢
に
し
て
、
絵
習
ふ
童
の
物
語
も
終
ら
ず
。
な
を
そ
ぼ
ふ
る
雨
に
又
机
の

筆
採
て
、
夢
見
し
ま
ゝ
を
ゑ
が
き
、
つ
れ
〴
〵
袋
と
は
な
し
ぬ
の
み
。

於
月
窓
下
石
燕
自
序
二
〇

　前
述
し
た
『
百
器
徒
然
袋
』
の
特
異
性
に
つ
い
て
は
、
国
立
東
京
博
物
館
所
蔵
本

に
あ
る
石
燕
自
序
よ
り
分
か
る
。
中
山
班
象
（
俳
人
の
石
中
堂
班
象
と
思
わ
れ
る
）

と
い
う
人
物
が
持
参
し
た
土
佐
派
系
統
本
を
見
た
こ
と
が
、
制
作
の
動
機
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
前
三
作
と
は
大
き
く
異
な
り
、
土
佐
派
系
統
本
に
寄
っ
た

内
容
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
土
佐
派
系
統
本
で
は
名
称
が
つ
け
ら
れ
て
い
な

い
た
め
、
各
妖
怪
の
ほ
と
ん
ど
が
石
燕
に
よ
る
言
葉
遊
び
な
ど
で
創
作
さ
れ
て
い

る
二
一
。
木
場
氏
は
「
そ
れ
ぞ
れ
へ
新
た
に
名
と
物
語
を
創
作
し
、
石
燕
独
自
の
絵

手
本
『
百
器
徒
然
袋
』
へ
と
昇
華
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
二
二
。

　狩
野
派
系
統
本
に
は
、
化
物
の
姿
だ
け
で
背
景
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て
い
な
い
。

石
燕
は
、
山
野
や
家
屋
と
い
っ
た
各
化
物
に
ふ
さ
わ
し
い
舞
台
を
設
け
て
配
置
し
て

い
る
。
絵
巻
に
描
か
れ
た
化
物
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
印
象
を
、
石
燕
が
感
じ
取
り
、

半
丁
ご
と
に
再
構
成
し
た
の
で
あ
る
二
三
。

　石
燕
の
妖
怪
画
集
が
当
時
ど
の
よ
う
に
江
戸
の
人
々
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
を
読

者
の
視
点
か
ら
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
石
燕
自
序
、
自
跋
や
『
画
図
百
鬼

夜
行
』
の
続
編
が
三
作
品
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に

求
板
本
が
作
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
の
人
気
が
得
ら
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
、
そ
の
評
価
に
よ
っ
て
遠
州
屋
弥
七
が
続
巻
を
依
頼
し
、『
百
鬼
夜
行
』
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形を成した妖怪 —鳥山石燕『画図百鬼夜行』を中心に—

シ
リ
ー
ズ
が
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
フ
ォ
ス
タ
ー
氏
は
『
百
鬼
夜
行
』
シ
リ
ー
ズ
の
位
置
を
「
百
科
事
典
的
な
も
の
の

真
面
目
な
学
術
的
方
式
と
、
遊
戯
的
な
も
の
と
い
う
遊
び
心
あ
る
大
衆
的
方
式
の
、

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
結
節
点
に
屹
立
し
て
い
る
」
と
評
し
て
い
る
二
四
。

第
三
章

　『画
図
百
鬼
夜
行
』
の
後
年
へ
の
影
響

　
本
章
で
は
様
々
な
作
品
、知
識
を
参
考
に
作
成
さ
れ
た
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
シ
リ
ー

ズ
が
後
年
の
作
品
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
を
二
つ
の
作
品
と
比
較
し
、
考

察
し
て
い
く
。

　
横
山
氏
は
「
石
燕
の
描
く
妖
怪
は
、
端
的
に
言
っ
て
そ
れ
ほ
ど
「
恐
ろ
し
く
」
は

な
い
と
い
う
特
色
を
持
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
二
五
。
石
燕
の
妖
怪
画
に
限

ら
ず
芸
術
作
品
に
対
し
て
感
じ
る
も
の
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
が
、
田
中
初
夫
氏
や

粕
三
平
氏
、
草
森
紳
一
氏
の
指
摘
を
引
き
、
同
様
の
意
見
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
た
め
、
こ
の
指
摘
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
石
燕
の

妖
怪
が
「
恐
ろ
し
く
」
な
い
理
由
と
し
て
、「
石
燕
の
描
く
妖
怪
が
こ
と
ご
と
く
「
情

報
化
」
さ
れ
て
い
て
、
人
間
が
怪
異
の
存
在
に
対
し
て
恐
怖
す
る
現
場
の
リ
ア
リ
テ
ィ

を
失
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
二
六
。

第
一
節

　『百
種
怪
談
妖
物
双
六
』
と
の
比
較
・
考
察

　『
百
種
怪
談
妖
物
双
六
』（
以
下
『
双
六
』）
は
一
寿
斎
芳
員
（
歌
川
芳
員
）
に
よ
っ

て
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
描
か
れ
た
。
本
研
究
で
は
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の

も
の
を
引
用
し
て
い
る
。

　
歌
川
芳
員
は
歌
川
国
芳
の
門
人
で
あ
り
、
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
時
代
初
期
に

活
動
し
た
浮
世
絵
師
で
あ
る
。『
双
六
』
に
は
二
十
六
種
の
妖
怪
が
お
お
よ
そ
一
マ

ス
に
一
体
描
か
れ
て
お
り
、「
見
越
入
道
」
や
「
挑
灯
お
岩
」
等
の
一
部
を
除
い
て
、

妖
怪
の
名
称
の
前
に
地
名
や
建
物
名
が
加
え
ら
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
マ
に
書
か
れ
て

い
る
。
ま
た
、
横
山
氏
は
「
一
つ
の
画
面
に
一
匹
の
妖
怪
を
入
れ
、
そ
れ
が
最
も
よ

く
生
態
を
あ
ら
わ
す
瞬
間
を
切
取
っ
て
み
せ
る
と
い
う
手
法
は
明
ら
か
に
石
燕
の
そ

れ
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
二
七
。

図 1　一寿斎芳員『百種怪談妖物双六』（国立国会図書館所蔵、安政五年（一八五八））
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本
節
で
は
、『
双
六
』
と
『
百
鬼
夜
行
』
シ
リ
ー
ズ
の
妖
怪
を
比
較
考

察
し
て
い
く
。『
双
六
』
の
妖
怪
に
対
応
す
る
石
燕
が
描
い
た
妖
怪
は
表

1
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
参
考
に
し
て
い
る
画
集
が
零
本
で
あ
っ
た
こ
と

も
考
慮
に
入
れ
、
よ
り
細
か
く
分
類
す
る
た
め
に
前
、
中
、
後
を
ふ
っ
て

い
る
。

　
本
稿
は
石
燕
の
『
百
鬼
夜
行
』
シ
リ
ー
ズ
の
考
察
を
中
心
と
す
る
も
の

で
あ
る
た
め
、表
1
の
「
対
応
す
る
石
燕
の
妖
怪
画
」
の
項
目
に
「
な
し
」

と
入
れ
た
コ
マ
の
考
察
は
本
稿
で
は
省
略
し
た
い
。

　
ま
ず
、
左
上
に
描
か
れ
て
い
る
「
廢
寺
の
野
伏
魔
」
か
ら
表
1
の
順
に

沿
っ
て
見
て
い
く
。「
野
伏
魔
」
は
『
続
百
鬼
』
に
「
野
衾
」
と
し
て
描

か
れ
て
お
り
、
読
み
方
は
ど
ち
ら
も
「
の
ぶ
す
ま
」
で
あ
る
が
、
姿
形
は

全
く
異
な
る
。
石
燕
は
「
野
衾
」
に
対
し
、
以
下
の
よ
う
に
書
き
添
え
て

い
る
。　

野
衾

野
衾
は
鼯
の
事
な
り
。
形
蝙
蝠
に
似
て
、
毛
生
ひ
て
翅
も
即
肉
な
り
。
四
の
足
あ

れ
ど
も
短
く
爪
長
く
し
て
、
木
の
実
を
も
喰
ひ
、
又
は
火
焰
を
も
く
へ
り
。
二
八

　
石
燕
は
ム
サ
サ
ビ
の
姿
を
描
い
た
が
、
解
説
に
は
蝙
蝠
に
似
て
い
る
と
も
書
い
て

お
り
、
他
の
「
の
ぶ
す
ま
」
を
描
い
た
妖
怪
画
を
見
て
も
、
石
燕
の
よ
う
に
ム
サ
サ

ビ
の
姿
で
描
い
て
い
る
場
合
と
『
双
六
』
の
よ
う
に
蝙
蝠
の
姿
で
描
い
て
い
る
場
合

の
二
通
り
見
ら
れ
る
（
例
1
）。

　「
見
越
入
道
」
は
『
画
図
』
の
「
見
越
」
と
対
応
す
る
が
、「
見
越
入
道
」
は
迫
力

の
あ
る
大
き
な
男
の
顔
と
手
が
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
石
燕
の
「
見
越
」
は
全

身
が
毛
で
覆
わ
れ
て
い
る
背
丈
の
大
き
い
男
が
描
か
れ
て
い
る
。
大
き
い
と
い
う
点

は
合
っ
て
い
る
が
、石
燕
を
参
考
に
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う（
例
2
）。

　「
天
窓
の
笑
辴
」
は
『
画
図
』
の
「
し
ょ
う
け
ら
」
が
そ
の
姿
と
と
も
に
窓
か
ら

覗
く
と
い
う
構
図
も
共
通
し
て
い
る
た
め
、「
し
ょ
う
け
ら
」
が
参
考
に
さ
れ
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　「
茂
林
寺
の
釜
」
は
、
同
じ
名
前
で
『
拾
遺
』
に
「
茂
林
寺
釜
」
と
し
て
描
い
て
い

る
。
こ
れ
は
現
代
で
も
知
ら
れ
て
い
る
「
分
福
茶
釜
」
の
話
に
登
場
す
る
狸
で
あ
り
、

狸
が
茶
釜
に
化
け
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
石
燕
は
狸
の
頭
を
茶

釜
の
蓋
の
部
分
に
描
い
て
い
た
の
に
対
し
、『
双
六
』
は
茶
釜
の
側
面
に
頭
を
描
い

て
い
る
た
め
、
参
考
に
し
た
可
能
性
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
確
か
な
裏
付
け
は
で

き
な
い
。

表 1

例 1　『続百鬼』野衾　　『双六』發寺の野伏魔

例 2　『画図百鬼』見越　　『双六』見越入道
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形を成した妖怪 —鳥山石燕『画図百鬼夜行』を中心に—

　「
鷺
淵
の
一
本
足
」
に
対
応
す
る
妖
怪

は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
姿
が
似
通
っ

て
い
る
も
の
と
し
て
「
骨
傘
」
が
挙
げ

ら
れ
る
。
ど
ち
ら
も
傘
を
擬
人
化
し
た

よ
う
な
形
を
と
っ
て
お
り
、「
骨
傘
」
に

つ
い
て
は
『
百
器
』
で
描
か
れ
て
い
る

た
め
、
土
佐
派
系
統
本
に
登
場
し
た
付

喪
神
を
参
考
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、「
一
本
足
」及
び「
か
ら
か
さ
小
僧
」

と
呼
ば
れ
る
一
本
足
に
一
つ
目
の
つ
い

た
傘
の
姿
を
し
て
い
る
妖
怪
は
江
戸
時

代
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
多
く
描
か

れ
て
い
る
た
め
、「
骨
傘
」
や
土
佐
派
系

統
本
を
参
考
に
し
た
と
断
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

　「
古
葛
籠
の
飛
頭
獠
」
は
男
性
形
で
描
か
れ
て
い
る
が
、
石
燕
が
『
画
図
百
鬼
』

で
描
い
て
い
る
「
飛
頭
蛮
」
は
女
性
形
で
あ
る
。
ま
た
、名
称
の
読
み
方
は
同
じ
「
ろ

く
ろ
く
び
」
で
あ
る
が
、
一
文
字
異
な
っ
て
い
る
。

　「
丁
鳴
原
の
腹
皷
」
に
は
「
は
ら
の
皮
そ
ん
じ
て
一
と
回
り
や
す
み
」
と
書
か
れ
て

お
り
、一
回
休
み
の
マ
ス
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
石
燕
は
「
狸
」「
茂
林
寺
釜
」「
絹

狸
」「
風
狸
二
九
」
と
四
体
の
狸
の
妖
怪
を
描
い
て
い
る
が
、
第
二
節
で
取
り
扱
う
『
怪

物
画
本
』
に
は
石
燕
の
「
狸
」
か
ら
模
写
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
絵
に
「
狸
は
ら
皷
」

と
書
か
れ
て
い
る
た
め
こ
こ
で
も
「
狸
」
と
比
較
し
た
い
。
石
燕
の
「
狸
」
は
比
較

的
実
際
の
動
物
に
近
く
、
少
し
細
め
の
姿
で
描
か
れ
て
い
る
が
、「
腹
皷
」
は
信
楽
焼

の
狸
の
よ
う
に
丸
い
フ
ォ
ル
ム
を
し
て
い
る
。
石
燕
の
「
狸
」
を
参
考
に
し
て
い
る

と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
（
例
3
）。

　「
底
闇
谷
の
垢
嘗
」
建
物
の
影
か
ら
覗
く
構
図
や
姿
形
に
類
似
点
が
見
ら
れ
る
た

め
、『
画
図
百
鬼
』
に
描
か
れ
て
い
る
「
垢
嘗
」
を
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　「
嫉
妬
の
怨
念
」
は
、
姿
形
か
ら
し
て
参
考
と
し
た
の
は
葛
飾
北
斎
の
「
百
物
語
し

う
ね
ん
」
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、『
拾
遺
』
に
描
か
れ
て
い
る
「
蛇
帯
」

の
解
説
を
見
る
と
同
様
の
も
の
、
あ
る
い
は
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
蛇
帯

博
物
志
に
云
、
人
帯
を
藉
て
眠
れ
ば
蛇
を
夢
む
と
云
々
。
さ
れ
ば
妬
る
女
の
三

重
の
帯
は
、
七
重
に
ま
は
る
毒
蛇
と
も
な
り
ぬ
べ
し
。

お
も
へ
ど
も
へ
だ
つ
る
人
や
か
き
な
ら
ん
身
は
く
ち
な
は
の
い
ふ
か
ひ
も
な
し
。三
〇

　「
鯨
波
の
船
幽
霊
」
は
『
続
百
鬼
』
の
「
舟
幽
霊
」
と
同
名
で
あ
る
が
、『
双
六
』
で

は
波
の
合
間
か
ら
幽
霊
が
の
ぞ
い
て
お
り
、
船
に
は
乗
っ
て
い
な
い
が
、『
続
百
鬼
』

で
は
船
に
乗
っ
て
い
る
幽
霊
が
描
か
れ
て
い
る
。
描
か
れ
て
い
る
幽
霊
ら
が
柄
杓
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
点
は
類
似
し
て
い
る
。

　「
腥
寺
の
猫
俣
」
は
『
画
図
百
鬼
』
の
「
猫
ま
た
」
と
同
様
に
、
建
物
の
縁
側
に

手
ぬ
ぐ
い
を
被
っ
た
二
足
歩
行
の
化
け
猫
が
描
か
れ
て
い
る
。

　「
坂
東
太
郎
の
河
童
」
に
は
「
さ
ら
の
水
ひ
あ
が
り
て
、
一
と
ま
わ
り
休
み
」
と

書
か
れ
て
お
り
、「
丁
鳴
原
の
腹
皷
」
と
同
様
に
一
回
休
み
の
マ
ス
で
あ
る
。『
画
図

百
鬼
』
の
「
河
童
」
と
似
た
姿
で
描
か
れ
て
い
る
が
、『
双
六
』
で
は
人
間
の
幼
児

が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　「
幽
谷
響
」「
妙
高
山
の
山
童
」「
江
州
の
狗
神
白
児
」
は
『
画
図
百
鬼
』
の
「
幽
谷

響
」「
山
童
」「
犬
神
・
白
児
」
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
お
り
、
構
図
に
少
し
差
異
が

見
ら
れ
る
が
、
形
は
類
似
し
て
い
る
。

　「
ふ
り
出
し
」
に
は
妖
怪
で
は
な
く
、
十
人
の
子
供
が
描
か
れ
て
お
り
、
左
側
に

灯
り
が
灯
さ
れ
て
い
る
油
皿
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
子
供
達
が
百
物
語
を
し
て
い
る
様

子
で
あ
る
と
分
か
る
。
こ
の
マ
ス
に
は
妖
怪
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
石
燕
は
『
拾

遺
』
に
「
青
行
燈
」
と
い
う
百
物
語
に
関
連
し
て
い
る
妖
怪
を
描
い
て
い
る
。

　
青
行
燈

燈
き
え
ん
と
し
て
又
あ
き
ら
か
に
、
影
憧
々
と
し
て
く
ら
き
時
、
青
行
燈
と
い

へ
る
も
の
あ
ら
は
る
ゝ
事
あ
り
と
云
。
む
か
し
よ
り
百
物
語
を
な
す
も
の
は
、

青
き
紙
に
て
行
燈
を
は
る
也
。
昏
夜
に
鬼
を
談
ず
る
事
な
か
れ
。
鬼
を
談
ず
れ

ば
怪
い
た
る
と
い
へ
り
。
三
一

　
百
物
語
を
行
う
う
え
で
の
規
則
に
は
地
域
や
時
代
に
よ
っ
て
差
異
は
あ
る
と
思
わ

れ
る
が
、
現
代
に
お
け
る
百
物
語
は
、
百
本
の
蝋
燭
に
火
を
灯
し
、
怪
談
を
一
つ
話

例 3　『画図百鬼』狸　　『双六』丁鳴原の腹鼓
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す
ご
と
に
蝋
燭
も
一
つ
ず
つ
消
し
て
い
き
、
最
後
の
一
本
が
消
さ
れ
る
と
不
思
議
な

こ
と
が
起
こ
る
、
と
い
う
の
は
一
般
的
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
双
六
』

で
は
青
い
紙
が
貼
ら
れ
た
行
燈
で
は
な
く
油
皿
を
使
用
し
て
い
る
た
め
、「
青
行
燈
」

は
参
考
に
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
百
物
語
の
様
式
は
様
々

で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　「
中
河
内
の
雪
女
郎
」
は
、『
画
図
百
鬼
』
に
「
雪
女
」
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、

雪
景
色
の
中
に
佇
む
白
装
束
の
女
と
い
う
場
面
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ど

ち
ら
も
足
が
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
背
景
に
雪
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
幽
霊
と

の
区
別
化
が
さ
れ
て
お
り
、
一
目
で
雪
女
で
あ
る
と
分
か
る
。

　
横
山
氏
は
「
天
窓
の
笑
辴
」「
江
州
の
狗
神
白
児
」「
幽
谷
響
」
等
は
石
燕
が
描
い
た

妖
怪
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
の
形
で
描
き
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
石

燕
の
妖
怪
画
を
参
考
に
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
る
に
は
、
早
計
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　「
笑
辴
」
は
確
か
に
「
し
ょ
う
け
ら
」
と
似
た
構
図
を
と
っ
て
い
る
が
、「
し
ょ
う
け

ら
」
が
載
っ
て
い
る
『
画
図
百
鬼
』
風
に
は
「
見
越
」
の
画
も
入
っ
て
い
る
が
、
前

述
し
た
と
お
り
「
見
越
」
は
参
考
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
対
し
て
「
狗
神
白
児
」

「
幽
谷
響
」
は
『
画
図
百
鬼
』
陰
に
入
っ
て
お
り
、
他
に
も
複
数
こ
の
巻
に
見
ら
れ
る

妖
怪
が
対
応
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
も
「
狸
」
に
つ
い
て
は
参
考
に
し
て
い
な
い
の
は
、

前
述
の
通
り
で
あ
る
。『
画
図
百
鬼
』
を
参
考
に
描
い
て
い
た
が
、「
見
越
入
道
」
と
「
腹

鼓
」
だ
け
は
他
の
妖
怪
画
を
参
考
に
し
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
い
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
対
応
し
て
い
る
妖
怪
は
『
画
図
百
鬼
』
の
も
の
が
多
く
、『
画
図
百
鬼
』
に
描
か

れ
て
い
る
妖
怪
は
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
狩
野
派
系
統
本
の
妖
怪
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
歌
川
芳
員
が
参
考
に
し
た
の
は
狩
野
派
系
統
本
や
同
時
代
に
描
か
れ
た

妖
怪
画
で
あ
り
、『
百
鬼
夜
行
』シ
リ
ー
ズ
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節

　『怪
物
画
本
』
と
の
比
較

　『
怪
物
画
本
』
は
李
冠
光
賢
画
、
鍋
田
玉
英
模
、
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
に

発
行
さ
れ
た
妖
怪
画
集
で
あ
る
。
本
研
究
で
は
大
英
博
物
館
所
蔵
の
明
治
十
六
年

（
一
八
八
三
）
求
刻
本
を
参
照
し
て
い
る
。

　
怪
物
画
本
に
描
か
れ
て
い
る
四
十
体
の
妖
怪
は
『
画
図
百
鬼
夜
行
』、『
今
昔
画
図

続
百
鬼
』、『
今
昔
百
鬼
拾
遺
』
の
三
作
か
ら
全
て
見
つ
け
る
事
が
で
き
る
（
表
2
）。

東
京
芸
術
大
学
が
所
蔵
し
て
い
る
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
に
は
彩
色
部
分
が
確
認
さ
れ

て
い
る
が
、
後
人
に
よ
る
悪
戯
書
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
怪
物

画
本
』
は
多
色
刷
り
で
製
本
さ
れ
て
い
る
。

　
妖
怪
の
姿
や
背
景
な
ど
の
構
図
は
お
お
よ
そ
同
じ
も
の
で
あ
る
が
、
名
称
に
つ
い

て
は
異
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
（
例
4
、
5
）。
ま
た
、
例
4
の
「
狸
」
と
「
狸

は
ら
皷
」
は
背
景
に
あ
る
橋
の
有
無
が
相
違
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

例 4　『図画百鬼』狸　　『怪物画本』狸はら皷

例 5　『拾遺』道成寺鐘　　『怪物画本』清姫

　
絵
の
タ
ッ
チ
に
違
い
は
あ
る
が
、
構
図
が
非
常
に
似
て
い
る
。
刊
記
に
故
人
李
冠

光
賢
、
模
寫
画
工
鍋
田
玉
英
と
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
石
燕
の
画
集
を
李
冠
光
賢
が

模
写
し
、
そ
の
模
写
し
た
絵
を
鍋
田
玉
英
が
模
写
し
、『
怪
物
画
本
』
を
発
行
し
た

と
い
う
流
れ
が
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
李
冠
光
賢
の
模
写
し
た
と
さ

れ
る
絵
は
現
在
確
認
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
名
称
の
変
化
や
タ
ッ
チ
の
癖
な
ど
厳
密

に
分
析
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
石
燕
の
画
集
は
娯
楽
で
あ
っ
た
と
同
時
に
妖
怪
画
を
描
く
絵
師
た
ち
に
と
っ
て
は

絵
手
本
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
横
山
氏
は
「
石
燕
の
作
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
昭
和
に
お
い
て
も
生
き
続
け
た
。
昭

和
四
十
三
年
の
大
映
映
画
「
怪
談
百
物
語
」
と
い
う
時
代
劇
が
『
百
鬼
夜
行
』
の
図

を
ス
ク
リ
ー
ン
の
上
で
動
か
し
て
い
る
し
、
現
代
の
怪
奇
漫
画
家
水
木
し
げ
る
も
『
百

鬼
夜
行
』
の
図
像
を
再
現
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
三
二
。
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第
四
章

　江
戸
時
代
の
霊
に
対
す
る
見
方

　『
画
図
百
鬼
夜
行
』
に
は
生
霊
・
死
霊
・
幽
霊
が
収
録
さ
れ
て
い
る
（
図
2
、
3
）。

石
燕
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
三
種
の
霊
は
姿
形
は
異
な
る
が
、
い
ず
れ
も
女
性
霊
が
描

か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

図 2　右・生霊／左・死霊

図 3　幽霊

　
現
代
に
お
い
て
怪
談
や
絵
画
に
描
か
れ
る
霊
の
多
く
が
女
性
で
あ
る
こ
と
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
女
性
の
方
が
怨
み
を
強
く
持
ち
、
死
し
て
な

お
現
世
に
そ
の
怨
念
を
残
す
た
め
、
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
る
と

推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
江
戸
四
大
怪
談
と
い
わ
れ
る
「
皿
屋
敷
」「
累
ヶ
淵
」「
四

谷
怪
談
」「
牡
丹
灯
籠
」
が
全
て
女
幽
霊
の
怨
み
を
題
材
に
し
た
怪
談
で
あ
る
こ
と

が
理
由
の
一
端
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
以
前
の
幽
霊
及
び
怨

霊
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
は
、
菅
原
道
真
や
崇
徳
上
皇
な
ど
上
流
階
級
の
男
性

で
あ
ろ
う
。町
人
が
主
要
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

文
化
の
中
心
が
上
流
階
級
か
ら
民
衆
へ
と
変
遷
し
て
い
っ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
怨
み
を
抱
き
怨
霊
と
な
る
対
象
が
男
性
か
ら
女
性
へ
と

変
化
し
は
じ
め
た
時
期
や
理
由
は
分
か
ら
な
い
。
だ
が
、
中
世
に
お
い
て
も
女
性
霊

は
創
作
に
お
い
て
既
に
存
在
し
て
お
り
、
紫
式
部
の
『
源
氏
物
語
』
に
み
え
る
六
条

御
息
所
の
生
霊
が
葵
の
上
に
取
り
つ
い
た
話
は
有
名
で
あ
る
。

　
ま
た
、
怨
み
と
女
を
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
、
日
本
に
は
丑
の
刻
参
り
と
い
う

呪
法
が
今
日
ま
で
語
ら
れ
て
い
る
が
、
石
燕
も
『
続
百
鬼
』
に
「
丑
時
参
」
を
描
い

て
お
り
、
解
説
に
は
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
丑
時
参

丑
時
ま
い
り
は
胸
に
一
つ
の
鏡
を
か
く
し
、
頭
に
三
つ
の
燭
を
点
じ
、
丑
み
つ

の
比
神
社
に
ま
う
で
ゝ
杉
の
梢
に
釘
う
つ
と
か
や
。
は
か
な
き
女
の
嫉
妬
よ
り

起
り
て
人
を
失
ひ
身
を
う
し
な
ふ
。
人
を
呪
咀
ば
穴
二
つ
ほ
れ
と
は
よ
き
近
き

譬
な
ら
ん
。
三
三

　
こ
の
「
丑
時
参
」
と
前
章
で
紹
介
し
た
「
蛇
帯
」
の
他
、「
橋
姫
」
や
「
機
尋
」
等
、

女
と
嫉
妬
や
怨
み
を
結
び
つ
け
て
描
か
れ
て
い
る
妖
怪
が
複
数
見
ら
れ
る
。

　
橋
姫

橋
姫
の
社
は
山
城
の
国
宇
治
橋
に
あ
り
。
橋
姫
は
か
ほ
か
た
ち
い
た
り
て
醜
し
。
故

に
配
偶
な
し
。
ひ
と
り
や
も
め
な
る
事
を
う
ら
み
、
人
の
縁
辺
を
妬
給
ふ
と
云
。
三
四

　
機
尋

は
た
ひ
ろ
は
あ
る
女
夫
の
出
て
か
へ
ら
ざ
る
を
う
ら
み
、
お
り
か
ゝ
れ
る
機
を

た
ち
し
に
、
そ
の
一
念
は
た
ひ
ろ
あ
ま
り
の
蛇
と
な
り
て
夫
の
行
衛
を
し
た
ひ

し
と
ぞ
。
自
君
之
出
矣
不
復
理
残
機
と
唐
詩
に
も
つ
く
れ
り
。
三
五

　
対
し
て
男
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
は
少
な
く
、「
寺
つ
つ
き
」
や
「
入
内
雀
」
は

そ
れ
ぞ
れ
男
の
霊
や
一
念
が
鳥
と
な
っ
た
と
書
か
れ
て
お
り
、
堂
塔
伽
藍
を
壊
す
、

台
盤
所
の
飯
を
啄
む
等
の
復
讐
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
文
章
が
書
い
て
あ
る
が
、

直
接
的
に
怨
み
や
怒
り
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
記
述
は
な
い
。

　
寺
つ
つ
き

物
部
大
連
守
屋
は
仏
法
を
こ
の
ま
ず
、
厩
戸
皇
子
の
た
め
に
ほ
ろ
ぼ
さ
る
。
そ

の
霊
一
つ
の
鳥
と
な
り
て
、
堂
塔
伽
藍
を
毀
た
ん
と
す
。
こ
れ
を
名
づ
け
て
、

て
ら
つ
ゝ
き
と
い
ふ
と
か
や
。
三
六
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　入
内
雀

藤
原
実
方
奥
州
に
左
遷
せ
ら
る
。
そ
の
一
念
雀
と
化
し
て
大
内
に
入
り
、
台
盤

所
の
飯
を
啄
し
と
か
や
。
是
を
入
内
雀
と
云
。
三
七

　性
別
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
「
狂
骨
」
が
解
説
に
「
う
ら
み
」
と
書
か
れ
て
い
る

女
で
は
な
い
唯
一
の
事
例
で
あ
る
。

　狂
骨

狂
骨
は
井
中
の
白
骨
な
り
。
世
の
諺
に
甚
し
き
事
を
き
や
う
こ
つ
と
い
ふ
も
、

こ
の
う
ら
み
の
は
な
は
だ
し
き
よ
り
い
ふ
な
ら
ん
。
三
八

　以
上
の
こ
と
か
ら
、
女
は
嫉
妬
に
か
ら
れ
る
と
人
を
呪
う
と
い
う
潜
在
意
識
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　本
章
で
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
女
幽
霊
が
絵
画
作
品
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
描

き
方
を
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
考
察
し
て
い
く
に
あ
た
り
、
石
燕
の

作
品
以
外
に
も
当
時
流
行
し
た
幽
霊
に
ま
つ
わ
る
怪
談
や
幽
霊
画
を
見
て
い
き
た
い
。

第
一
節

　
物
語
・
芸
能

　本
節
で
は
、
文
芸
作
品
や
芸
能
、
こ
れ
ら
を
基
盤
と
す
る
幽
霊
画
に
つ
い
て
述
べ

て
い
く
。
ま
ず
、
江
戸
四
大
怪
談
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

　『
東
海
道
四
谷
怪
談
』

塩
冶
家
の
浪
人
民
谷
伊
右
衛
門
は
、
師
直
方
の
伊
藤
喜
兵
衛
の
孫
娘
お
梅
に
恋

さ
れ
、
女
房
お
岩
を
虐
待
し
て
憤
死
さ
せ
、
ま
た
家
伝
の
薬
を
盗
ん
だ
小
仏
小

平
を
も
惨
殺
し
、
お
岩
の
死
体
と
と
も
に
戸
板
の
両
面
に
く
く
り
つ
け
て
川
へ

流
す
。
の
ち
、
二
人
の
亡
霊
が
伊
右
衛
門
を
悩
ま
す
。
三
九

　『
牡
丹
灯
籠
』

旗
本
の
飯
島
平
左
衛
門
の
娘
お
露
の
亡
霊
が
、
乳
母
の
お
米
と
と
も
に
牡
丹
灯

籠
を
と
も
し
て
、
恋
人
の
萩
原
新
三
郎
の
も
と
に
通
い
、
新
三
郎
は
つ
い
に
死

霊
に
と
り
殺
さ
れ
る
筋
。
四
〇

　『
皿
屋
敷
』

女
中
が
主
家
秘
蔵
の
皿
を
破
損
し
て
自
殺
し
、
ま
た
は
惨
殺
さ
れ
、
そ
の
亡
霊

が
現
わ
れ
て
皿
の
枚
数
を
悲
し
げ
に
数
え
る
と
い
う
巷
説
。
場
所
は
、
江
戸
の

番
町
や
牛
込
、
播
州
、
雲
州
松
江
な
ど
諸
説
あ
る
。
四
一

　『
真
景
累
ヶ
淵
』

江
戸
時
代
に
広
く
知
ら
れ
た
累
伝
説
を
下
敷
き
と
す
る
。
旗
本
の
深
見
新
左
衛

門
が
貸
し
金
の
催
促
に
来
た
鍼
医
宗
悦
を
殺
し
た
こ
と
が
発
端
で
、
深
見
の
子

孫
が
次
々
と
非
業
の
死
を
と
げ
る
。
四
二

　前
述
し
た
と
お
り
、
江
戸
四
大
怪
談
と
称
さ
れ
る
怪
談
は
全
て
怨
恨
を
抱
え
た
女

幽
霊
の
話
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
石
燕
は
『
続
百
鬼
』
に
「
皿
か
ぞ
え
」
と
「
骨

女
」
を
描
い
て
い
る
。

　皿
か
ぞ
え

あ
る
家
の
下
女
十
の
皿
を
一
つ
井
に
お
と
し
た
る
科
に
よ
り
て
害
せ
ら
れ
、
そ

の
亡
魂
よ
な
よ
な
井
の
は
た
に
あ
ら
は
れ
、
皿
を
一
よ
り
九
ま
で
か
ぞ
へ
十
を

い
は
ず
し
て
泣
叫
ぶ
と
い
ふ
。
此
古
井
は
播
州
に
あ
り
と
ぞ
。
四
三

　骨
女

こ
れ
は
御
伽
ば
う
こ
に
見
え
た
る
年
ふ
る
女
の
骸
骨
、
牡
丹
の
燈
籠
を
携
へ
、

人
間
の
交
を
な
せ
し
形
に
し
て
、
も
と
は
剪
燈
新
話
の
う
ち
に
牡
丹
燈
記
と
て

あ
り
。
四
四

　こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
『
皿
屋
敷
』
と
『
牡
丹
灯
籠
』
の
話
を
も
と
に
描
い
て
い
る

こ
と
が
解
説
か
ら
伺
え
る
。
ま
た
、
皿
屋
敷
は
現
在
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
伝
わ
っ

て
お
り
、『
播
州
皿
屋
敷
』
と
並
ん
で
有
名
で
あ
る
江
戸
の
『
番
町
皿
屋
敷
』
も
そ
の

一
つ
で
あ
る
。
二
作
品
に
は
舞
台
と
な
る
地
域
が
異
な
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
時

代
設
定
や
細
か
い
部
分
に
差
が
見
ら
れ
る
。
石
燕
は
播
州
と
書
い
て
い
る
た
め
、当
時
、

皿
屋
敷
は
播
州
の
話
が
原
典
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。「
骨
女
」
に
書

か
れ
て
い
る
『
剪
燈
新
話
』
と
は
中
国
の
明
代
に
書
か
れ
た
伝
奇
小
説
で
あ
り
、
解
説
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に
「
御
伽
ば
う
こ
」
と
書
か
れ
て
い
る
浅
井
了
意
「
御
伽
婢
子
」
や
三
遊
亭
円
朝
の
「
怪

談
牡
丹
燈
籠
」
は
そ
の
一
部
を
翻
案
し
た
も
の
で
あ
り
四
五
、
江
戸
四
大
怪
談
で
唯
一

の
中
国
の
物
語
が
原
典
と
な
る
怪
談
で
あ
る
。

　堤
氏
は
「
江
戸
は
い
わ
ば
〈
女
霊
の
時
代
〉
で
あ
っ
た
。
あ
ま
た
の
生
霊
、
死
霊

を
登
場
さ
せ
た
中
世
の
能
楽
が
、
敗
死
の
武
者
を
修
羅
能
の
語
り
手
に
配
置
し
、
嫉

妬
の
鬼
女
を
四
番
目
物
に
集
め
た
の
を
み
れ
ば
、「
化
け
て
出
る
女
」
の
霊
異
に
急

速
な
傾
き
を
み
せ
る
江
戸
怪
談
の
志
向
性
は
明
ら
か
に
バ
ラ
ン
ス
を
欠
く
と
い
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
む
ろ
ん
幽
鬼
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
が
、
人
為
的
な
文

化
事
象
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
四
六
。

　次
に
、「
後
妻
打
ち
」
に
つ
い
て
堤
氏
の
『
日
本
幽
霊
画
紀
行
』
を
ま
と
め
て
い

き
た
い
。

　「
後
妻
打
ち
」
の
語
じ
た
い
は
、す
で
に
平
安
時
代
の
貴
族
日
記
に
記
載
が
み
え
る
。

し
か
し
そ
れ
ら
は
中
世
の
「
相
当
打
ち
」
と
同
じ
く
、
前
妻
の
一
族
が
後
妻
の
家
を

襲
い
、
家
財
を
物
理
的
に
打
ち
毀
す
た
ぐ
い
の
行
為
の
総
称
で
あ
り
、
目
の
前
の
習

俗
と
し
て
の
性
格
が
濃
い
。
江
戸
時
代
以
降
に
顕
現
す
る
物
語
化
し
た
怨
霊
譚
の
色

彩
は
い
ま
だ
帯
び
て
い
な
い
と
み
て
差
し
支
え
な
い
。

　こ
れ
に
対
し
て
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
の
『
譬
喩
尽
』
に
「
後
妻
と
は
前
妻

の
亡
魂
、
悋
気
す
る
心
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
近
世
の
人
々
に
と
っ
て
、
そ
れ
は

嫉
妬
に
狂
う
亡
き
妻
の
内
面
を
あ
ら
わ
す
言
葉
で
あ
り
、
霊
異
の
発
動
を
と
も
な
う

表
現
に
姿
を
変
え
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　先
妻
の
心
の
奥
底
に
渦
巻
く
恨
み
の
発
露
を
、
後
妻
打
ち
の
語
に
重
ね
合
わ
せ
る
江

戸
時
代
人
の
理
解
は
、
ひ
と
つ
に
は
当
節
流
行
の
歌
舞
伎
芝
居
の
演
出
方
法
と
も
連
動

し
て
い
る
。
女
形
の
芸
と
し
て
発
達
し
た「
嫉
妬
事
」は
、奥
方
の
妬
み
心
を
記
号
化
し
、

後
妻
に
祟
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
女
霊
を
舞
台
の
約
束
事
に
組
み
込
ん
で
い
っ
た
。

第
二
節

　
美
術

　次
に
既
存
の
美
術
作
品
か
ら
影
響
を
受
け
た
幽
霊
画
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
円
山

応
挙
の
幽
霊
画
に
つ
い
て
藤
澤
氏
の
論
文
を
ま
と
め
、
筆
者
の
考
え
を
述
べ
た
い
。

　円
山
応
挙
は
江
戸
中
期
か
ら
後
期
の
画
家
。
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
五
月
一

日
に
丹
波
桑
田
郡
（
現
・
京
都
府
）
の
農
家
に
生
ま
れ
た
。
円
山
派
の
創
始
者
で
あ

り
、
狩
野
派
の
石
田
幽
汀
に
ま
な
ぶ
。
遠
近
法
な
ど
を
と
り
い
れ
て
独
自
の
写
生
画

を
創
出
し
た
。
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
七
月
十
七
日
に
六
十
三
歳
で
死
去
。
字
は

仲
均
、
仲
選
。
通
称
は
岩
次
郎
、
主
水
。
号
は
一
嘯
、
夏
雲
、
仙
嶺
、
僊
斎
。
代
表

作
に
「
雪
松
図
」（
国
宝
）、「
七
難
七
福
図
巻
」、
大
乗
寺
の
障
壁
画
が
あ
る
。

　円
山
応
挙
は
弟
子
に
「
写
生
」
の
重
要
性
を
説
き
、
自
ら
も
緻
密
に
描
写
し
た
花

鳥
画
や
山
水
図
で
高
い
評
価
を
得
た
。
幽
霊
画
に
つ
い
て
も
、
下
半
身
が
消
え
た
よ
う

に
描
く
無
足
幽
霊
図
が
、
応
挙
か
ら
は
じ
ま
る
と
い
う
説
は
、
今
日
で
は
お
お
む
ね
否

定
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
る
で
目
の
前
の
美
女
を
写
し
た
と
感
じ
る
ほ
ど
の
写
実
性
を
、

応
挙
作
品
の
生
命
と
評
価
す
る
見
方
は
美
術
史
家
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　前
述
し
た
と
お
り
、
十
八
世
紀
後
半
以
降
に
な
る
と
、
幽
霊
や
妖
怪
と
い
っ
た
怪

奇
的
な
主
題
を
図
像
化
し
た
作
品
が
急
増
す
る
。
そ
の
筆
頭
が
、
鳥
山
石
燕
の
版
本

の
連
作
で
あ
る
。
江
戸
の
地
で
は
、
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
に
石
燕
の
『
画
図
百

鬼
夜
行
』
が
上
梓
さ
れ
た
の
を
機
に
、
妖
怪
や
幽
霊
な
ど
異
形
の
者
た
ち
を
扱
っ
た

作
例
が
増
加
し
た
。『
今
昔
百
鬼
拾
遺
』
に
書
載
さ
れ
た
「
返
魂
香
」（
図
4
）
の
焚

き
染
め
た
香
の
煙
の
中
に
現
れ
る
死
せ
る
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
日
本
の
幽
霊
譚
に

も
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
返
魂
香
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
作
成
さ
れ
た
と

の
指
摘
も
あ
る
の
が
、
応
挙
や
そ
の
弟
子
、
長
澤
芦
雪
（
一
七
五
四
～
九
九
）
ら
の

手
に
よ
る
一
連
の
「
幽
霊
画
」
で
あ
る
。

　返
魂
香

漢
武
帝
李
夫
人
を
寵
愛
し
給
ひ
し
に
、
夫
人
み
ま
が
り
給
ひ
し
か
ば
、
思
念
し

て
や
ま
ず
、
方
士
に
命
じ
て
返
魂
香
を
た
か
し
む
。
夫
人
の
す
が
た
髣
髴
と
し

て
烟
の
中
に
あ
ら
は
る
。
武
帝
ま
す
ま
す
か
な
し
み
詩
を
つ
く
り
給
ふ
。
四
七

　「
応
挙
の
幽
霊
」
な
ど
の
落
語
の
題
材
に
な
る
ほ
ど
、
応
挙
が
手
掛
け
た
幽
霊
像

は
高
い
評
価
を
得
た
。
全
生
庵
に
伝
わ
る
伝
円
山
応
挙
筆
「
幽
霊
図
」（
図
5
）
を

は
じ
め
、
青
森
の
久
渡
寺
本
、
ア
メ
リ
カ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
寄
託
本
な
ど
複

数
の
幽
霊
画
が
伝
存
し
て
い
る
。
藤
澤
氏
「
死
装
束
に
長
い
髪
、
胸
も
と
に
手
を
入

れ
た
寂
し
げ
な
美
女
、
し
か
し
そ
の
足
元
は
掻
き
消
え
て
お
り
、
幽
霊
画
で
あ
る
こ

と
わ
か
る
。
応
挙
や
そ
の
弟
子
が
描
く
幽
霊
は
、
基
本
的
に
あ
く
ま
で
も
美
し
く
清

楚
で
あ
る
」
と
評
し
て
い
る
四
八
。

　以
上
、
応
挙
の
幽
霊
画
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
幽
霊
画
自
体
は
女
幽
霊
が
描
か
れ

る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
怪
談
を
基
礎

と
し
た
恐
ろ
し
く
時
に
グ
ロ
テ
ス
ク
に
描
か
れ
て
い
た
女
幽
霊
と
は
全
く
異
な
る
描

き
方
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

図 4　返魂香図 5
伝円山応挙筆「幽霊図」

第
三
節

　
結
論

　江
戸
時
代
の
女
幽
霊
を
題
材
と
し
た
絵
に
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
種
類
が
見
ら

れ
た（
図
6
）。
一
つ
目
は
、妖
怪
画
の
中
で
も
幽
霊
を
題
材
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
。

二
つ
目
は
、
美
人
画
が
幽
霊
の
特
質
を
取
り
入
れ
て
描
か
れ
た
も
の
。

　一
つ
目
の
妖
怪
画
を
源
流
と
す
る
幽
霊
画
に
は
、
本
稿
で
は
取
り
扱
わ
な
か
っ
た

が
、『
諸
国
百
物
語
』
の
挿
絵
に
は
相
撲
を
と
っ
て
い
る
女
幽
霊
や
男
が
女
幽
霊
を
船

渡
し
し
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
お
り
、
物
語
の
挿
絵
と
し
て
描
か
れ
た
奇
妙
で
面

白
い
場
面
の
女
幽
霊
が
描
か
れ
る
場
合
と
、
今
回
の
考
察
で
み
た
芸
能
や
昔
語
り
を

画
題
と
し
た
恐
ろ
し
い
形
相
の
女
幽
霊
が
描
か
れ
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　二
つ
目
の
美
人
画
を
源
流
と
す
る
幽
霊
画
に
つ
い
て
、
藤
澤
氏
は
応
挙
ら
の
幽
霊

画
を
「
美
人
画
の
新
ジ
ャ
ン
ル
」
と
表
現
し
て
お
り
、
幸
薄
い
表
情
を
浮
か
べ
、
も

の
悲
し
い
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
タ
ッ
チ
で
描
か
れ
た
女
幽
霊
た
ち
は
確
か
に
美
人
画

221
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る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
怪
談
を
基
礎

と
し
た
恐
ろ
し
く
時
に
グ
ロ
テ
ス
ク
に
描
か
れ
て
い
た
女
幽
霊
と
は
全
く
異
な
る
描

き
方
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
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第
三
節

　結
論

　
江
戸
時
代
の
女
幽
霊
を
題
材
と
し
た
絵
に
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
種
類
が
見
ら

れ
た（
図
6
）。
一
つ
目
は
、妖
怪
画
の
中
で
も
幽
霊
を
題
材
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
。

二
つ
目
は
、
美
人
画
が
幽
霊
の
特
質
を
取
り
入
れ
て
描
か
れ
た
も
の
。

　
一
つ
目
の
妖
怪
画
を
源
流
と
す
る
幽
霊
画
に
は
、
本
稿
で
は
取
り
扱
わ
な
か
っ
た

が
、『
諸
国
百
物
語
』
の
挿
絵
に
は
相
撲
を
と
っ
て
い
る
女
幽
霊
や
男
が
女
幽
霊
を
船

渡
し
し
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
お
り
、
物
語
の
挿
絵
と
し
て
描
か
れ
た
奇
妙
で
面

白
い
場
面
の
女
幽
霊
が
描
か
れ
る
場
合
と
、
今
回
の
考
察
で
み
た
芸
能
や
昔
語
り
を

画
題
と
し
た
恐
ろ
し
い
形
相
の
女
幽
霊
が
描
か
れ
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
二
つ
目
の
美
人
画
を
源
流
と
す
る
幽
霊
画
に
つ
い
て
、
藤
澤
氏
は
応
挙
ら
の
幽
霊

画
を
「
美
人
画
の
新
ジ
ャ
ン
ル
」
と
表
現
し
て
お
り
、
幸
薄
い
表
情
を
浮
か
べ
、
も

の
悲
し
い
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
タ
ッ
チ
で
描
か
れ
た
女
幽
霊
た
ち
は
確
か
に
美
人
画

と
評
し
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
絵
画
だ
け
で
は
な
く
、
物
語
や
芸
能
に
お
い
て
も
女
幽
霊
が
よ
く
登
場
し
て
い
る

こ
と
が
、
そ
れ
ら
の
場
面
を
題
材
と
し
た
幽
霊
画
が
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
か
ら
分

か
っ
た
。
女
と
怨
み
の
結
び
つ
き
は
江
戸
時
代
以
前
よ
り
存
在
し
て
お
り
、
江
戸
時

代
に
様
々
な
媒
介
に
テ
ー
マ
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
潜
在
意
識
に

根
深
く
浸
透
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

図 6
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お
わ
り
に

　あ
ら
た
め
て
本
稿
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
統
括
し
た
い
。
第
一
章
で
は
妖
怪
画
の

変
遷
に
つ
い
て
先
行
研
究
を
も
と
に
ま
と
め
、
第
二
章
で
『
百
鬼
夜
行
』
シ
リ
ー
ズ

は
一
定
以
上
の
支
持
を
得
た
た
め
に
全
四
作
の
連
続
物
と
し
て
制
作
さ
れ
た
と
推
測

さ
れ
る
こ
と
を
石
燕
の
自
序
や
自
跋
か
ら
考
察
し
た
。

　第
三
章
で
は
『
百
鬼
夜
行
』
シ
リ
ー
ズ
が
後
年
の
妖
怪
画
に
与
え
た
影
響
に
つ
い

て
、『
百
種
怪
談
妖
物
双
六
』
と
『
怪
物
画
本
』
の
二
作
品
を
そ
れ
ぞ
れ
比
較
し
、『
双

六
』
に
は
『
百
鬼
夜
行
』
シ
リ
ー
ズ
と
直
接
の
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
が
、
他

の
狩
野
派
系
統
本
や
妖
怪
画
を
参
考
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
機
会
が
あ
れ
ば
改

め
て
考
察
し
た
い
。『
怪
物
画
本
』
は
全
て
の
絵
が
『
百
鬼
夜
行
』
シ
リ
ー
ズ
を
間

接
的
に
模
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
刊
行
さ
れ
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
た
め
、
構
成

の
絵
師
に
対
す
る
影
響
が
確
か
に
見
ら
れ
、
絵
手
本
で
あ
る
と
の
見
方
が
で
き
る
と

結
論
づ
け
て
良
い
だ
ろ
う
。

　第
四
章
で
は
江
戸
時
代
の
幽
霊
画
に
つ
い
て
女
幽
霊
が
描
か
れ
て
い
る
作
品
を
見

て
き
た
。
幽
霊
画
に
は
妖
怪
画
に
み
ら
れ
る
も
の
と
美
人
画
に
み
ら
れ
る
も
の
の
二

つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
妖
怪
画
を
源
流
と
す
る
幽
霊
画
は
さ
ら
に
恐
ろ
し
い

幽
霊
と
奇
妙
な
幽
霊
の
二
つ
に
細
分
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
結
論
づ
け
た
。ま
た
、

妖
怪
画
を
基
礎
と
す
る
幽
霊
画
は
芸
能
や
物
語
を
画
題
と
す
る
こ
と
が
多
い
の
に
対

し
、
美
人
画
を
基
礎
と
す
る
幽
霊
画
は
他
の
絵
画
作
品
か
ら
着
想
を
得
て
、
写
実
的

に
女
性
を
描
く
な
ど
、
幽
霊
の
モ
デ
ル
に
も
差
異
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

　幽
霊
は
能
や
狂
言
、
歌
舞
伎
な
ど
多
様
な
芸
能
作
品
に
登
場
し
て
い
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
絵
画
作
品
の
調
査
に
重
点
を
置
き
、
芸
能
に
登
場
す
る
幽
霊
に
つ
い
て
の
調

査
を
十
分
に
行
わ
な
か
っ
た
た
め
、
結
果
と
し
て
満
足
の
い
く
考
察
が
で
き
な
か
っ

た
。
美
術
作
品
が
研
究
対
象
で
は
あ
る
が
、
考
察
を
深
め
る
た
め
に
絵
画
作
品
以
外

に
も
幽
霊
の
登
場
す
る
媒
体
を
広
い
視
点
で
よ
り
多
く
の
考
察
材
料
と
し
て
得
る
こ

と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　解
明
で
き
た
点
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
が
、
若
干
な
り
と
も
寄
与
で
き
た
と
思

わ
れ
る
。

引
用
画
像

図
1

　一
寿
斎
芳
員
（
歌
川
芳
員
）『
百
種
怪
談
妖
物
双
六
』（
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）、

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り
参
照
）

図
2

　鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』（
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）、
龍
谷
大
学
図
書

館
所
蔵
）

図
3

　前
掲
図
2

図
4

　鳥
山
石
燕
『
今
昔
百
鬼
拾
遺
』（
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ

ン
博
物
館
所
蔵
）

図
5

　伝
円
山
応
挙
筆
「
幽
霊
図
」（
十
八
世
紀
後
半
、全
生
庵
所
蔵
）
藤
澤
紫
「
日

本
美
術
に
お
け
る
「
美
人
画
」
の
展
開
―
「
飛
鳥
美
人
」
か
ら
江
戸
の
幽
霊

画
ま
で
―
」（『
國
學
院
雜
誌
』
一
一
六
（
三
）、
國
學
院
大
学
、
二
〇
一
五
年
）

一
六
頁
よ
り
引
用

図
6

　筆
者
作
成

例
1

　『
今
昔
画
図
続
百
鬼
』（
大
英
博
物
館
所
蔵
、
安
永
八
年
（
一
七
七
九
））、
前

掲
図
1

例
2

　『
画
図
百
鬼
夜
行
』（
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
、文
化
二
年
（
一
八
〇
五
））、

前
掲
図
1

例
3

　『
画
図
百
鬼
夜
行
』（
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
、文
化
二
年
（
一
八
〇
五
））、

前
掲
図
1

例
4

　『
画
図
百
鬼
夜
行
』（
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
））、

『
怪
物
図
本
』（
大
英
博
物
館
所
蔵
、
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
））

例
5

　『
今
昔
百
鬼
拾
遺
』（
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
、
安
永
十
年
（
一
七
八
一
））、

『
怪
物
図
本
』（
大
英
博
物
館
所
蔵
、
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
））

表
1

　『
百
種
怪
談
妖
物
双
六
』
と
『
鳥
山
石
燕

　画
図
百
鬼
夜
行
全
画
集
』（
角
川

書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
を
比
較
し
、
筆
者
が
作
成
。

表
2

　『
怪
物
画
本
』（
大
英
博
物
館
所
蔵
、
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
求
刻
）
と

『
鳥
山
石
燕

　画
図
百
鬼
夜
行
全
画
集
』（
角
川
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
を
比

較
し
、
筆
者
が
作
成
。
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形を成した妖怪 —鳥山石燕『画図百鬼夜行』を中心に—

注一

　鳥
山
石
燕
、
高
田
衛
監
修
、
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
）
三
三
三
頁

二

　横
山
泰
子
「
鳥
山
石
燕
『
百
鬼
夜
行
』
考
」（『
Ｉ
Ｃ
Ｕ
比
較
文
化
』
一
九
、

国
際
基
督
教
大
学
比
較
文
化
研
究
会
、
一
九
九
〇
年
）

三

　木
場
貴
俊
「
開
放
さ
れ
る
「
化
物
絵
」」（
橘
弘
文
・
手
塚
恵
子
編
『
文
化
を

映
す
鏡
を
磨
く
』
せ
り
か
書
房
、
二
〇
一
八
年
）

四

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

て
―
い
わ
ゆ
る
「
化
物
尽
く
し
絵
巻
」
に
関
す
る
一
考
察
―
」（『
日
本
研
究
』

六
〇
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
二
〇
年
）
一
五
九
頁

五

　堤
邦
彦
『
日
本
幽
霊
画
紀
行
：
死
者
図
像
の
物
語
と
民
俗
』（
三
弥
井
書
店
、

二
〇
二
〇
年
）

六

　藤
澤
紫
「
日
本
美
術
に
お
け
る
「
美
人
画
」
の
展
開
―「
飛
鳥
美
人
」
か
ら
江
戸
の

幽
霊
画
ま
で
―
」（『
國
學
院
雜
誌
』
一
一
六
（
三
）、
國
學
院
大
学
、
二
〇
一
五
年
）

七

　マ
イ
ケ
ル
・
デ
ィ
ラ
ン
・
フ
ォ
ス
タ
ー
著
、
廣
田
龍
平
訳
『
日
本
妖
怪
考
―

百
鬼
夜
行
か
ら
水
木
し
げ
る
ま
で
―
』（
森
話
社
、
二
〇
一
七
年
）

八

　前
掲
注
七

　二
八
頁

九

　前
掲
注
七

　二
七
頁

一
〇

　前
掲
注
二

　七
、八
頁

一
一

　前
掲
注
七

　二
八
頁

一
二

　前
掲
注
七

　八
六
頁

一
三

　近
藤
瑞
木
「
石
燕
妖
怪
画
私
注
」（『
人
文
学
報
』
四
六
二
、
首
都
大
学
東
京
都
市

教
養
学
部
人
文
・
社
会
系
、
東
京
都
立
大
学
人
文
学
部
、
二
〇
一
二
年
）
一
頁

一
四

　鳥
山
石
燕『
鳥
山
石
燕

　画
図
百
鬼
夜
行
全
画
集
』（
角
川
書
店
、二
〇
〇
五
年
）

六
六
頁

一
五

　前
掲
注
一
四

　二
五
二
、二
五
三
頁
に
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

一
六

　京
極
夏
彦
・
多
田
克
己
編
著
『
妖
怪
図
巻
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
年
）

一
七

　前
掲
注
一
四

　七
〇
頁

一
八

　前
掲
注
一

　三
三
一
頁

一
九

　前
掲
注
一
四

　一
三
三
頁

二
〇

　前
掲
注
一

　三
三
三
頁

二
一

　前
掲
注
三

　一
八
一
頁

二
二

　前
掲
注
三

　一
八
〇
頁

二
三

　前
掲
注
三

　一
七
七
頁

二
四

　前
掲
注
七

　一
〇
四
頁

二
五

　前
掲
注
二

　九
頁

二
六

　前
掲
注
二

　九
頁

二
七

　前
掲
注
二

　一
二
頁

二
八

　前
掲
注
一
四

　一
一
五
頁

二
九

　『
和
漢
三
才
図
会
』
に
は
、
日
本
に
「
風
狸
」
は
い
な
い
と
さ
れ
、『
本
草
綱
目
』

で
は
、「
風
狸
」
は
東
南
ア
ジ
ア
産
の
ヒ
ヨ
ケ
ザ
ル
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た

め
、
狸
の
妖
怪
に
含
ま
れ
る
か
は
疑
問
が
残
る
。

三
〇

　前
掲
注
一
四

　一
六
五
頁

三
一

　前
掲
注
一
四

　一
五
八
頁

三
二

　前
掲
注
二

　一
三
頁

三
三

　前
掲
注
一
四

　八
六
頁

三
四

　前
掲
注
一
四

　八
〇
頁

三
五

　前
掲
注
一
四

　一
六
七
頁

三
六

　前
掲
注
一
四

　八
二
頁

三
七

　前
掲
注
一
四

　八
三
頁

三
八

　前
掲
注
一
四

　一
八
一
頁

三
九

　「
東
海
道
四
谷
怪
談
」（
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
『
日
本
国
語
大
辞
典
』）

四
〇

　「
牡
丹
灯
籠
」（
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
『
日
本
国
語
大
辞
典
』）

四
一

　「
皿
屋
敷
」（
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
『
日
本
国
語
大
辞
典
』）

四
二

　「
真
景
累
ヶ
淵
」（
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
『
デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉
』）

四
三

　前
掲
注
一
四

　九
八
頁

四
四

　前
掲
注
一
四

　一
〇
八
頁

四
五

　「
剪
燈
新
話
」（
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
『
日
本
国
語
大
辞
典
』）

四
六

　前
掲
注
五

　二
一
五
頁

四
七

　前
掲
注
一
四

　一
四
一
頁

四
八

　前
掲
注
六

　一
五
頁
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