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一
、
序

近
世
文
学
の
一
ジ
ャ
ン
ル
︿
後
期
読
本
﹀
と
は
、﹁
ま
ず
、
江
戸
に
︿
中
本
も

の
﹀
読
本
、
上
方
に
︿
絵
本
も
の
﹀
読
本
が
現
れ
、︿
稗
史
も
の
﹀
読
本
は
、
最

も
遅
れ
て
、
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
そ
の
様
式
が
形
成
さ

れ
た
。
中
心
と
な
っ
た
の
は
江
戸
の
山
東
京
伝
で
、︵
中
略
︶
江
戸
時
代
に
お
け

る
草
紙
の
原
点
に
立
ち
戻
っ
て
︿
勧
善
懲
悪
﹀
を
理
念
と
し
、︿
読
本
的
枠
組
み
﹀

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
長
編
構
造
を
持
つ
、
新
し
い
娯
楽
読
み
物
﹂
と
定
義
さ
れ

て
い
る

1

。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
山
東
京
伝
の
読
本
五
作
目
﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄

は
、
文
化
三
︵
一
八
〇
六
︶
年
に
鶴
屋
喜
右
衛
門
か
ら
刊
行
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。

本
作
は
、﹃
前
太
平
記
﹄
の
世
界
を
舞
台
に
、
謡
曲
﹃
善
知
鳥
﹄
の
話
を
付
会

さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
話
の
主
筋
は
、
平
将
門
の
遺
児
平
良
門
が
、
仙
人
の
肉
芝

仙
か
ら
妖
術
を
授
か
り
、
姉
の
如
月
尼
︵
滝
夜
刃
姫
︶
と
共
に
父
の
仇
へ
の
復
讐

と
帝
位
の
簒
奪
を
企
て
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
途
中
、
旧
臣
善
知
安
方
が
良
門
に

手
討
ち
に
さ
れ
て
霊
に
な
っ
た
の
ち
も
諫
言
を
続
け
る
話
、
安
方
の
遺
児
千
代
童

の
苦
難
の
話
、
源
頼
信
の
身
に
起
こ
る
怪
異
の
話
、
源
家
の
旧
臣
大
宅
光
国
が
滝

夜
刃
姫
を
討
つ
ま
で
の
活
躍
の
話
、
と
い
っ
た
複
数
の
傍
筋
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。

本
作
に
つ
い
て
、
後
期
読
本
を
代
表
す
る
作
家
の
曲
亭
馬
琴
は
、﹃
近
世
物
之

本
江
戸
作
者
部
類
﹄
の
中
で
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る

2

。

い
よ
〳
〵
そ
の
新
奇
に
め
で
ゝ
こ
れ
を
看
る
も
の
只
三
都
会
の
み
な
ら
ず
。

田
舎
翁
も
亦
こ
の
佳
作
あ
る
こ
と
を
知
れ
り
。
京
伝
が
作
の
よ
み
本
多
か
る

中
に
こ
の
二
種
尤
さ
か
ん
也
と
す
。

本
作
に
は
、
馬
琴
が
﹁
新
奇
に
め
で
ゝ
﹂
と
評
す
る
よ
う
に
、
新
し
い
試
み
が

多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
内
の
一
つ
に
、
妖
怪
を
数
多
く
登
場
さ
せ
た
︿
怪
奇
も
の
﹀

と
し
て
の
面
が
あ
る
。
本
作
の
挿
絵
は
歌
川
︵
一
陽
斎
︶
豊
国
が
手
掛
け
て
お
り
、

作
中
様
々
な
箇
所
で
妖
怪
趣
向
が
多
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
京
伝
自
身
も
、
挿

絵
に
強
く
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
、
巻
之
一
の
序
か
ら
伺
え
、﹁
本
拠
の
図

目
﹂
と
し
て
六
作
品
を
挙
げ
て
い
る
の
で
左
に
引
く

3

。

早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要　

別
冊　

30
号
―
1　

二
〇
二
二
年
九
月

山
東
京
伝
『
善
知
安
方
忠
義
伝
』

― 

挿
絵
と
趣
向 

―

小　

林　

俊　

輝



二
八

山
東
京
伝
﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄︵
小
林
︶

絵
を
く
は
ふ
る
は
原
童
の
目
を
慰
る
の
み
な
れ
は
、
画
人
の
意
を
枉
し
め

て
、
今
様
の
目
な
れ
た
る
さ
ま
に
画
か
し
む
。
さ
る
う
ち
に
も
、
た
ま
〳
〵

古
に
も
と
づ
く
も
あ
り
。
ゆ
ゑ
に
本
拠
の
図
目
を
記
し
て
、
ふ
る
き
あ
た
ら

し
き
画
風
を
わ
か
ち
し
ら
し
む
。

〇
源
頼
光
土
蜘
蛛
退
治
物
語
絵　

詞
書
ハ
兼
好
、
絵
ハ
土
佐
長
隆
ト
云
伝

〇
十
界
図　

円
融
帝
勅
シ
テ
恵
心
僧
都
往
生
要
集
ノ
事
ヲ
写
サ
シ
ム
、

　
　
　
　
　

図
賛
ハ
ス
ナ
ハ
チ
僧
都
ノ
筆
也

〇
法
然
上
人
行
状
絵
巻
物　

後
伏
見
帝
ノ
勅
ニ
ヨ
リ
テ
正
安
ノ
頃
修
造
ス
ト
云

〇
百
鬼
夜
行
図

〇
蘭
人
解
体
図

〇
土
佐
光
信
変
化
図　

春
卜
翁
、
画
巧
潜
覧
ニ
出
ス

こ
れ
ら
の
作
品
の
利
用
は
、
鈴
木
重
三
氏
に
よ
っ
て
、﹁
源
頼
光
土
蜘
蛛
退
治

物
語
絵
﹂、﹁
百
鬼
夜
行
図
﹂、﹁
土
佐
光
信
変
化
図
﹂
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
一

方
で
﹁
し
か
し
残
さ
れ
た
十
界
図
、
法
然
上
人
行
状
絵
巻
、
蘭
人
解
体
図
に
つ
い

て
は
、
少
く
も
今
の
私
に
は
そ
の
使
用
状
況
を
判
定
し
か
ね
て
い
る
﹂
と
述
べ
て

い
る
よ
う
に
そ
の
全
て
が
明
か
さ
れ
て
は
い
な
い

4

。
ま
た
、
佐
藤
深
雪
氏
、
徳
田

武
氏
ら
が
他
の
挿
絵
の
利
用
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
主
に
後
述

す
る
作
品
後
半
部
分
に
集
中
し
て
お
り
、
前
半
部
に
登
場
す
る
︿
怪
奇
も
の
﹀
挿

絵
へ
の
言
及
は
管
見
の
限
り
で
は
殆
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

本
稿
で
は
、
作
品
前
半
部
の
︿
怪
奇
も
の
﹀
挿
絵
の
典
拠
、
及
び
﹁
本
拠
の
図

目
﹂
の
残
っ
た
三
作
品
の
利
用
を
究
明
す
る
。
本
作
の
挿
絵
は
、
京
伝
自
身
で
は

な
く
一
陽
斎
豊
国
が
手
掛
け
て
い
る
た
め
、
こ
の
調
査
が
京
伝
読
本
の
研
究
と
直

接
繋
が
ら
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
京
伝
が
浮
世
絵
師
北
尾
政
演
と

し
て
の
活
動
を
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
巻
之
四
の
挿
絵
﹁
其
五
﹂︵
三
十
一
ウ
ー

三
十
二
オ
︶
に
描
か
れ
る
﹁
目
目
連
﹂
に
、
特
徴
の
あ
る
﹁
京
伝
鼻
﹂
が
見
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
豊
国
の
挿
絵
に
注
文
を
付
け
ら
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
豊
国
は
前
作
、
文
化
二
︵
一
八
〇
五
︶
年
刊
﹃
桜
姫
全
伝 

曙
草
紙
﹄

の
挿
絵
も
手
掛
け
て
お
り
、
京
伝
は
そ
の
﹁
例
言
﹂
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

〇
絵
を
く
は
ふ
る
は
児
女
の
目
を
慰
、
且
文
の
か
き
得
が
た
き
趣
を
示
と
な

り
、
こ
れ
も
時
代
の
古
様
を
考
て
、
画
べ
き
事
な
れ
ど
も
、
無
下
な
る
人
は

風
俗
に
今
古
の
差
あ
る
を
辨
ざ
れ
ば
、
烏
帽
子
著
た
る
船
人
、
袴
着
た
る
馬

士
な
ど
を
画
ば
か
へ
り
て
怪
な
ん
。
依
て
す
べ
て
の
物
目
馴
た
る
様
に
画
し

む
、
故
に
画
中
居
室
人
品
よ
り
衣
服
器
物
に
至
り
、
古
な
き
物
を
お
ほ
く
画

て
、
時
代
と
絵
と
大
に
差
へ
り
。
こ
れ
画
者
の
意
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、

唯
通
俗
を
専
と
し
、
止
こ
と
を
得
ざ
る
の
業
な
り
。

と
、
本
作
と
同
様
の
断
り
を
入
れ
て
お
り
、
挿
絵
へ
の
関
与
を
伺
う
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
、
鈴
木
重
三
氏
は
、﹁
当
時
の
慣
習
と
し
て
構
図
指
示
に
ま
で
作

者
の
意
図
の
介
入
を
経
て
成
さ
れ
た
小
説
類
の
挿
絵
で
あ
つ
た
。
挿
絵
自
体
は
他

の
画
家
の
手
に
成
っ
て
は
い
る
が
、
構
図
の
組
成
要
素
を
分
析
的
に
観
察
す
る

時
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
作
者
京
伝
の
指
示
、
乃
至
素
材
提
供
の
あ
と
の
察
知
で

き
る
も
の
が
析
出
さ
れ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る

5

。
つ
ま
り
、
本
作
の
挿
絵
の
典
拠
と

そ
の
利
用
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
京
伝
が
読
本
を
執
筆
す
る
際
に
施
し
た

趣
向
と
、
そ
の
意
図
を
分
析
す
る
上
で
十
分
な
意
義
が
あ
る
と
言
え
る
。

今
回
の
調
査
を
通
し
て
、
京
伝
は
﹁
本
拠
の
図
目
﹂
と
し
て
紹
介
し
た
古
典
作
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品
を
引
い
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
ま
ま
は
用
い
ず
、
よ
り
時
代
の
近
い
﹁
今
様
﹂
の

作
品
と
取
り
合
わ
せ
、
画
風
も
改
め
る
趣
向
を
施
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ

し
て
、
挿
絵
を
通
し
て
読
者
に
と
っ
て
︿
未
知
﹀
と
︿
既
知
﹀
の
作
品
を
織
り
交
ぜ

て
改
変
を
加
え
る
こ
と
で
、
読
者
の
目
を
楽
し
ま
せ
興
味
を
惹
き
、
ま
た
後
述
す

る
﹁
片
輪
車
﹂
の
挿
話
の
よ
う
に
独
自
の
怪
奇
話
を
作
り
上
げ
た
。
こ
の
よ
う
に

﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄
に
は
、
文
章
が
主
で
挿
絵
が
従
の
﹁
読
本
﹂
に
一
石
を
投
じ

た
意
欲
作
と
し
て
の
価
値
が
あ
る
と
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
本
稿
の
目
的
と
す
る
。

二
、「
土
蜘
」
と
「
源
頼
光
土
蜘
蛛
退
治
物
語
絵
」

初
め
に
、
肉
芝
仙
の
配
下
で
源
頼
光
を
つ
け
狙
う
﹁
土
蜘
︵
山
蜘
︶﹂
に
つ
い

て
取
り
上
げ
る
。
こ
の
﹁
土
蜘
﹂
に
関
す
る
話
の
典
拠
は
、
徳
田
氏
が
﹁﹃
前
太

平
記
﹄
十
七
の
﹁
渡
辺
綱
斬
捕
鬼
手
事
﹂﹁
頼
光
朝
臣
瘧
病
事 

付 

土
蜘
蛛
退
治

事
﹂
の
有
名
な
話
を
踏
ま
え
て
の
も
の
﹂

6

と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
挿
絵
の
典
拠

は
、﹁
本
拠
の
図
目
﹂
が
示
す
﹁
源
頼
光
土
蜘
蛛
退
治
物
語
絵
﹂
か
と
思
わ
れ
る

が
、
同
書
を
指
す
と
さ
れ
る
十
四
世
紀
頃
成
立
の
﹃
土
蜘
蛛
草
紙
﹄

7
と
本
作
で
は
、

﹁
土
蜘
﹂
の
様
相
が
大
き
く
異
な
る
。﹃
土
蜘
蛛
草
紙
﹄
の
土
蜘
蛛
は
虎
に
近
い
外

観
的
特
徴
を
付
与
さ
れ
て
お
り
、
節
足
動
物
の
蜘
蛛
と
か
け
離
れ
て
い
る
。
し
か

し
、﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄
に
描
か
れ
る
﹁
土
蜘
﹂
の
挿
絵
︵︻
図
1
︼
巻
之
一
、

廿
六
ウ
―
廿
七
オ
︶
は
、
蜘
蛛
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
こ
こ
に
京
伝

が
﹁
今
様
の
目
な
れ
た
る
様
に
画
か
﹂
せ
た
趣
向
が
施
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

挿
絵
の
直
接
の
典
拠
と
な
っ
た
作
品
は
、
鳥
山
石
燕
の
安
永
七
︵
一
七
七
八
︶
年

刊
﹃
今
昔
画
図 

続
百
鬼
﹄
で
あ
ろ
う
。
こ
の
土
蜘
蛛
の
挿
絵
︵︻
図
2
︼
巻
之
下
、

五
オ
︶
に
は
、
本
作
と
の
共
通

点
が
多
い
。
姿
は
節
足
動
物
の

蜘
蛛
に
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
両

者
の
い
ず
れ
も
が
絵
の
左
下
に

潜
み
、
岩
山
に
張
っ
た
巣
の
上

に
佇
む
、
こ
う
し
た
構
図
の
一

致
が
見
ら
れ
る

8

。

以
上
よ
り
、﹁
土
蜘
﹂
の
挿

絵
は
、
十
四
世
紀
頃
に
成
立
し

た
﹁
土
蜘
蛛
草
紙
絵
巻
﹂
を
典

拠
と
し
て
示
し
な
が
ら
も
、
よ

り
時
代
の
近
い
石
燕
の
﹃
今
昔

画
図 

続
百
鬼
﹄
を
元
に
﹁
今
様
﹂

に
挿
絵
を
描
か
せ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
序
に
あ
る

﹁
ふ
る
き
あ
た
ら
し
き
画
風
を

わ
か
ち
し
ら
し
﹂
め
よ
う
と
し

た
好
例
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

京
伝
は
読
者
に
と
っ
て
馴
染
み

の
薄
い
当
時
の
古
典
＝
︿
未
知
﹀
の
典
拠
を
載
せ
、
そ
こ
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る

︿
既
知
﹀
の
挿
絵
と
取
り
合
わ
せ
る
趣
向
を
施
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
﹁
本

拠
の
図
目
﹂
の
利
用
は
、
他
の
︿
怪
奇
も
の
﹀
挿
絵
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 図 1　『善知安方忠義伝』巻之一 

廿六ウ－廿七オ（早稲田大学所蔵本）
図2　『今昔画図　続百鬼』巻之下　二オ
（田中初夫氏編『画図　百鬼夜行』より引用）
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三
、「
片
輪
車
」
と
「
十
界
図
」

次
に
、母
親
か
ら
子
を
さ
ら
う
﹁
片
輪
車
﹂
を
扱
う
。
こ
の
妖
怪
の
特
異
な
点
は
、

巻
之
一
の
﹁
図
目
﹂
と
、
巻
之
三
上
冊
本
文
中
の
挿
絵
と
で
、
様
相
を
変
え
て
描

か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
妖
怪
に
つ
い
て
も
本
文
の
典
拠
を
佐
藤
深
雪
氏
が

﹁﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄︵
編
者
未
詳
、建
暦
二︵
一
二
一
二
︶
年
か
ら
承
久
三
︵
一
二
二
一
︶

年
頃
成
立
︶
巻
十
二
の
二
十
四
﹁
一
条
桟
敷
屋
鬼
の
事
﹂
を
は
じ
め
、﹃
諸
国
百
物
語
﹄

︵
作
者
未
詳
、
延
宝
五
︵
一
六
七
七
︶
年
刊
︶
巻
一
の
九
話
や
﹃
諸
国
里
人
談
﹄︵
菊

岡
米
山
、
寛
保
三
︵
一
七
四
三
︶
年
︶
巻
二
の
﹁
片
輪
車
﹂
に
拠
っ
て
い
る
﹂

9

と
明

ら
か
に
し
て
い
る
が
、
元
に
な
っ
た
挿
絵
に
関
す
る
指
摘
は
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
筆
者
は
従
来
の
説
に
加
え
て
﹁
片
輪
車
﹂
に
も
、
京
伝
が
示
し
た
﹁
本

拠
の
図
目
﹂
の
一
つ
、﹁
十
界
図
﹂
が
利
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
。﹁
十
界
図
﹂

と
は
、
地
獄
の
様
相
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
、﹁
十
界
曼
荼
羅
﹂
な
る
も
の
も
作

ら
れ
て
い
る
。﹁
本
拠
の
図
目
﹂
に
書
か
れ
る
、
円
融
帝
の
勅
命
か
つ
恵
心
僧
都

伝
と
さ
れ
る
﹁
十
界
図
﹂
は
西
国
の
寺
院
に
あ
り
、
そ
れ
を
江
戸
に
い
る
京
伝
が

直
接
目
に
で
き
た
と
は
考
え
難
い
。
そ
の
た
め
、
京
伝
が
用
い
た
も
の
は
、﹁
熊

野
観
心
十
界
図
﹂
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
熊
野
比
丘
尼
ら
の
絵
解

き
に
用
い
ら
れ
近
世
に
は
一
般
に
も
広
く
流
布
し
て
い
た
も
の
で
、
井
上
啓
治
氏

は
、
京
伝
が
寛
政
十
︵
一
七
九
八
︶
年
刊
﹃
四
時
交
加
﹄
と
、
文
化
十
一
・
十
二

︵
一
八
一
四
―
一
五
︶
年
刊
﹃
骨
董
集
﹄
で
﹁
観
心
比
丘
尼
﹂
を
紹
介
し
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
て
お
り

0

、
京
伝
が
目
に
し
た
﹁
十
界
図
﹂
と
は
、﹁
熊
野
観
心
十
界

図
﹂
で
あ
る
と
見
て
よ
い
。
本
作
に
お
け
る
﹁
十
界
図
﹂
の
利
用
は
、
鈴
木
重
三

氏
が
﹁
し
い
て
附
会
す
れ
ば
、

十
界
図
は
忠
義
伝
巻
二
の
立
山

地
獄
谷
に
お
け
る
善
知
安
方
苦

患
の
場
か
﹂

!

と
指
摘
し
、
井
上

啓
治
氏
も
同
様
の
解
釈
を
し
て

い
る

@

。
し
か
し
、
そ
の
場
面
に
加
え

て
、﹁
熊
野
観
心
十
界
図
﹂
だ

け
で
な
く
、
多
く
の
﹁
十
界
図
﹂

に
﹁
片
輪
車
﹂
と
思
わ
れ
る
、

燃
え
る
車
輪
か
ら
嘆
く
女
性
が

生
え
て
い
る
絵
が
描
か
れ
て
い

る
こ
と
へ
の
言
及
は
こ
れ
ま
で

無
か
っ
た
。
名
称
は
明
記
さ
れ

て
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
は
﹃
善

知
安
方
忠
義
伝
﹄
図
目
の
﹁
片

輪
車
﹂︵︻
図
3
︼
巻
之
一
、
口
ノ
七
ウ
︶
と
同
一
の
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
、﹁
熊
野
観
心
十
界
図
﹂
に
酷
似
す
る
絵
を
用
い
、﹁
片
輪
車
﹂
と
し
て
紹
介
し

て
い
る
の
が
、
石
燕
の
﹃
今
昔
画
図 

続
百
鬼
﹄︵︻
図
4
︼
巻
之
中
、
五
オ
︶
で
あ
る
。

﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄、﹃
諸
国
百
物
語
﹄、﹃
諸
国
里
人
談
﹄、﹃
今
昔
画
図 

続
百
鬼
﹄

中
の
片
輪
車
の
記
述
を
︻
表
1
︼
と
し
て
載
せ
る

#

。

表
か
ら
、﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄
と
﹃
諸
国
百
物
語
﹄
を
除
く
三
作
品
の
本
文

図 3　『善知安方忠義伝』巻之一
口ノ七ウ（早稲田大学所蔵本）

図 4　『今昔画図　続百鬼』巻之中　五オ
（田中初夫氏編『画図　百鬼夜行』より引用）



三
一

山
東
京
伝
﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄︵
小
林
︶

で
話
の
大
筋
や
詠
ま
れ
る
和
歌
に
明
確
な
利
用
が
伺
え
、
ま
た
結
末
部
の
展
開
は

﹃
諸
国
百
物
語
﹄
か
ら
取
ら
れ
た
の
だ
と
分
か
る
。
ま
た
、﹃
今
昔
画
図 

続
百
鬼
﹄

で
は
﹃
諸
国
里
人
談
﹄
の
話
と
比
べ
る
と
﹁
我
を
見
ん
よ
り
汝
が
子
を
見
よ
﹂
の

台
詞
な
ど
省
略
箇
所
が
目
立
ち
、
こ
の
箇
所
が
﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄
で
も
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
、
逆
に
﹃
諸
国
里
人
談
﹄
に
無
く
﹃
今
昔
画
図 

続
百
鬼
﹄
に
の

み
見
ら
れ
る
文
言
も
あ
る
た
め
、
主
な
本
文
の
利
用
は
両
作
品
に
拠
る
だ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
、
京
伝
は
、﹁
十
界
図
﹂
に
登
場
す
る
﹁
片
輪
車
﹂
の
絵
に
興
味
を

持
ち
、
同
じ
絵
を
用
い
た
﹃
今
昔
画
図 

続
百
鬼
﹄
か
ら
﹁
片
輪
車
﹂
の
名
と
、
乗
っ

て
い
る
女
を
鬼
女
に
改
変
し
て
﹁
図
目
﹂
の
挿
絵
へ
の
利
用
を
行
い
、﹁
片
輪
車
﹂

の
よ
り
詳
細
な
話
や
展
開
を
﹃
諸
国
里
人
談
﹄、
ま
た
結
末
を
﹃
諸
国
百
物
語
﹄

に
拠
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
本
文
中
に
登
場
す
る
﹁
片
輪
車
﹂︵︻
図
5
︼
巻
之
三
上
冊
、
十
ウ
―

十
一
オ
︶
は
、﹁
図
目
﹂
の
挿
絵
と
は
異
な
っ
て
、
鬼
女
が
燃
え
る
車
輪
で
は
な
く

唐
車
に
乗
る
と
い
う
大
き
な
改
変
が

さ
れ
て
お
り
、
先
述
し
た
作
品
群
か

ら
の
利
用
は
考
え
難
い
。
本
文
の
典

拠
と
言
え
る
﹃
諸
国
里
人
談
﹄
に
は

挿
絵
が
存
在
せ
ず
、﹃
諸
国
百
物
語
﹄

の
挿
絵
で
は
、︻
表
2
︼
に
あ
る
よ
う

に
、﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄
の
そ
れ

と
大
き
く
か
け
離
れ
た
﹃
今
昔
画
図 

続
百
鬼
﹄
の
﹁
輪
入
道
﹂︵
巻
之
中
、

表
1　

本
文
比
較

﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄
文
化
三
年

﹃
諸
国
百
物
語
﹄
延
宝
五
年

﹃
諸
国
里
人
談
﹄

寛
保
三
年

︵
挿
絵
︶﹁ 
一
条
桟
敷
屋
、片
輪
車
の
怪
⋮
﹂

車
の
き
し
る
音
大
に
ひ
ゝ
き
け
れ
ば
、
何

の
心
も
つ
か
ず
覗
見
た
る
に
、
牛
も
な
く

ひ
く
人
も
な
き
車
お
の
れ
と
め
ぐ
り
て
近

進
来
ぬ
。﹁
こ
は
恠
し
や
﹂
と
お
も
ふ
う
ち

車
の
下
よ
り
猛
火
炎
炎
と
燃
あ
が
り
て
暗

夜
を
照
す
。︵
中
略
︶﹁
妾
を
見
ん
よ
り
汝

が
子
を
見
よ
﹂
と
い
ふ
。
綱
手
大
に
驚
き

子
の
臥
し
た
る
所
を
み
れ
ば
い
つ
の
間
に

か
失
た
り
︵
中
略
︶
綱
手
悲
せ
ん
か
た
な

く
﹁
歌
は
鬼
神
の
心
を
も
和
ぐ
る
と
聞
も

の
を
﹂
と
て

　

  

罪
科
は 

我
に
こ
そ
あ
れ 

小
車
の 

や
る

か
た
わ
（
片
輪
）
か
ぬ 

子
を
ば
か
へ
し

0

0

0

そ0

と
打
嘆
き
け
れ
ば
、
上
臈
呵
〳
〵
と
笑
ひ

﹁
歌
の
意
は
き
こ
え
た
れ
ど
妾
今
宵
は
い
ま

だ
食
料
を
も
と
め
ず
い
と
餓
た
れ
ば
か
へ

し
が
た
し
﹂
と
て
小
児
を
し
め
こ
ろ
し

京
東
洞
院
通
に
む
か
し
片

輪
車
と
云
ふ
ば
け
物
あ
り
け

る
が
、
夜
な
〳
〵
、
下
よ
り

上
へ
の
ぼ
る
と
い
ふ
。︵
中
略
︶

あ
る
人
の
女
ば
う
是
れ
を
見

た
く
お
も
ひ
て
、
あ
る
夜
、

格
子
の
う
ち
よ
り
う
か
ゞ
ひ

ゐ
け
れ
ば
、
あ
ん
の
ご
と
く
、

夜
半
す
ぎ
の
こ
ろ
、
下
よ
り

か
た
わ
車
の
を
と
し
け
る
を

み
れ
ば
、
牛
も
な
く
人
も
な

き
に
、
車
の
輪
ひ
と
つ
ま
わ

り
来
た
る
を
み
れ
ば
、
人
の

股
の
ひ
き
き
れ
た
る
を
さ
げ

て
あ
り
。
か
の
女
ば
う
お
ど

ろ
き
お
そ
れ
け
れ
ば
、
か
の

車
、
人
の
や
う
に
物
を
い
ふ

を
き
け
ば
、﹁
い
か
に
そ
れ
な

る
女
ば
う
、
わ
れ
を
み
ん
よ

り
は
内
に
入
り
て
な
ん
ぢ
が

子
を
見
よ
﹂
と
云
ふ
。
女
ば

う
を
そ
ろ
し
く
お
も
ひ
て
内

に
か
け
入
り
み
れ
ば
、
三
つ

に
な
る
子
を
か
た
よ
り
股
ま

で
ひ
き
さ
き
て
、
か
た
股
は

い
づ
か
た
へ
と
り
ゆ
き
け
ん
、

み
へ
ず
な
り
け
る
。
女
ば
う
、

な
げ
き
か
な
し
め
ど
も
、
か

へ
ら
ず
。
か
の
車
に
か
け
た

り
し
股
は
此
子
の
ま
た
に
て

あ
り
し
と
也
。
女
の
身
と
て

あ
ま
り
に
物
を
見
ん
と
す
る

故
な
り
。

近
江
国
甲
賀
郡
に

寛
文
の
こ
ろ
片
輪
車

と
い
ふ
者
、
深
更
に

車
の
碾
音
し
て
行
あ

り
︵
中
略
︶
或
家
の

女
房
、
是
を
見
ま
く

ほ
し
く
思
ひ
か
の
音

の
聞
ゆ
る
時
潜
に
戸

の
ふ
し
ど
よ
り
覗
見

れ
は
、
牽
人
も
な
き

車
の
片
輪
な
る
に
美

女
一
人
乗
た
り
け
る

が
、
此
門
に
て
車
を

と
ゞ
め
﹁
我
を
見
る

よ
り
も
汝
が
子
を
見

よ
﹂
と
云
ふ
に
お
ど

ろ
き
閨
に
入
て
見
れ

は
二
歳
ば
か
り
の
子

い
づ
か
た
へ
行
た
る

か
見
へ
ず
。
嘆
き
悲

し
め
ど
も
為
方
な
く

明
け
の
夜
一
首
を
書

て
戸
に
張
り
て
置
き

け
り

　

  

罪
科
は 

我
に
こ

そ
あ
れ 

小
車
の 

や
る
か
た
わ
か
ぬ 

子
を
ば
か
く
し
そ

0

0

0

0

0

そ
の
夜
片
輪
車
、
闇

に
て
た
か
ら
か
に
よ

み
て
﹁
や
さ
し
の
者

か
な
、
さ
ら
ば
子
を

歸
す
也
﹂

﹃
今
昔
画
図 

続
百
鬼
﹄
安
永
八
年

む
か
し
近
江
国
甲
賀
郡
に
よ
な
〳
〵
大

路
を
車
の
き
し
る
音
し
け
り
。
あ
る
人
、

戸
の
す
き
間
よ
り
さ
し
の
ぞ
き
見
る
う
ち

に
ね
や
に
あ
り
し
小
児
い
づ
か
た
へ
ゆ
き

し
か
見
え
ず
。
せ
ん
か
た
な
く
て
か
く
な

ん
　

  

つ
み
と
が
は 

わ
れ
に
こ
そ
あ
れ 

小
車
の 

や
る
か
た
わ
か
ぬ 

子
を
ば
か
く
し
そ

0

0

0

0

0

そ
の
夜
、
女
の
こ
ゑ
に
て
や
さ
し
の
人
か

な
。﹁
さ
ら
ば
子
を
か
へ
す
な
り
﹂
と
て
な

げ
入
け
る
。 

そ
の
ゝ
ち
は
人
お
そ
れ
て
あ

へ
て
み
ざ
り
し
と
か
や

図 5　『善知安方忠義伝』巻之三上冊 
十ウ－十一オ（早稲田大学所蔵本）



三
二

山
東
京
伝
﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄︵
小
林
︶

五
オ
︶
寄
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
本
文
中
の
﹁
片
輪
車
﹂
の
造
形
は
ど
こ
か
ら
来

た
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、こ
の
典
拠
と
し
て
同
じ
く
石
燕
の
安
永
九
︵
一
七
八
〇
︶

年
刊
﹃
今
昔 

百
鬼
拾
遺
﹄
に
登
場
す
る
﹁
朧
車
﹂︵︻
図
6
︼
中
之
巻
、
二
オ
︶
に

着
目
し
た
。
こ
の
妖
怪
を
加
え
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
纏
め
る
と
︻
表
2
︼
の
よ

う
に
な
る
。﹁
片
輪
車
﹂
に
関
す
る
本
文
の
記
述
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
﹃
善
知

安
方
忠
義
伝
﹄、﹃
諸
国
里
人

談
﹄、﹃
今
昔
画
図 

続
百
鬼
﹄
に

共
通
す
る
箇
所
が
多
い
が
、
出

没
し
た
場
所
に
着
目
す
る
と
、

﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄
で
の
み

﹃
諸
国
百
物
語
﹄
と
同
じ
く
京

の
﹁
一
条
桟
敷
屋
﹂
と
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、﹃
今
昔 

百
鬼

拾
遺
﹄
の
﹁
朧
車
﹂
も
ま
た
、
京
の
賀
茂
の
大
路
に
出
没
し
た
と
い
う
。
こ
の
﹁
賀

茂
の
大
路
﹂
と
い
う
地
名
は
管
見
の
限
り
無
い
が
、
平
安
京
の
最
北
を
横
に
走
る

﹁
一
条
大
路
﹂
に
面
す
る
都
の
北
東
に
上
賀
茂
神
社
・
下
賀
茂
神
社
が
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
中
世
に
書
か
れ
た
吉
田
兼
好
の
﹃
徒
然
草
﹄
第
五
十
段
﹁
応
長
の
こ
ろ
、

伊
勢
国
よ
り
﹂
に
は
、
都
に
女
の
鬼
が
出
た
話
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、﹁
一
条

室
町
に
鬼
あ
り
﹂﹁
院
の
御
座
敷
の
あ
た
り
﹂
の
語
が
見
ら
れ
る

$

。
こ
の
地
も
ま
た

都
の
北
東
部
を
指
し
、
本
作
の
﹁
一
条
桟
敷
屋
﹂
と
ほ
ぼ
同
一
の
場
所
を
指
す
と

思
わ
れ
る
。﹁
朧
車
﹂
と
﹁
片
輪
車
﹂
は
、
車
の
怪
異
で
あ
る
点
を
除
き
全
く
異
な

る
妖
怪
で
あ
る
が
、
京
伝
は
こ
う
し
た
一
致
か
ら
﹁
片
輪
車
﹂
の
設
定
に
﹁
朧
車
﹂

の
外
観
を
取
り
合
わ
せ
、
独
自
の
妖
怪
と
し
て
本
作
で
利
用
し
た
の
だ
ろ
う
。

で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
改
変
が
施
さ
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
京
伝
が
﹃
諸
国

里
人
談
﹄、﹃
今
昔
画
図 

続
百
鬼
﹄
と
異
な
る
結
末
を
用
意
し
た
か
ら
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
両
者
の
﹁
片
輪
車
﹂
は
い
ず
れ
も
、
母
親
の
和
歌
を
聞
い
て
心
を
打
た

れ
子
を
返
す
の
に
対
し
、﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄
で
は
和
歌
を
聞
い
た
後
に
子
を

食
い
殺
す
﹃
諸
国
百
物
語
﹄
寄
り
の
展
開
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
母
親
の

和
歌
が
﹁
子
を
ば
か
く
し
そ
﹂
か
ら
﹁
子
を
ば
か
へ
し
そ
﹂
へ
と
、
結
末
に
合
わ

せ
て
よ
り
悲
壮
感
漂
う
も
の
に
改
変
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
幼
子
を
食
ら
う

妖
怪
に
﹁
熊
野
観
心
十
界
図
﹂、﹃
今
昔
画
図  

続
百
鬼
﹄
に
描
か
れ
る
︿
泣
く
女
﹀

は
不
相
応
で
あ
る
。
そ
こ
で
、﹃
今
昔 

百
鬼
拾
遺
﹄
か
ら
、
同
じ
車
の
怪
異
で
強

面
の
﹁
朧
車
﹂
を
取
り
出
し
、
作
中
で
は
挿
絵
の
外
観
だ
け
で
な
く
、
本
文
の
出

没
地
も
﹁
近
江
国
甲
賀
郡
﹂
か
ら
、﹃
諸
国
百
物
語
﹄
や
﹁
朧
車
﹂
と
同
じ
く
、

物
語
の
舞
台
と
な
る
京
の
﹁
一
条
桟
敷
屋
﹂
へ
と
変
更
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

表
2　

片
輪
車
の
描
写
比
較

﹃
忠
義
伝
﹄

図
目
／
作
中
﹁
熊
野
観
心

十
界
図
﹂﹃
諸
国百

物
語
﹄﹃
諸
国里

人
談
﹄﹃
続
百
鬼
﹄

﹁
片
輪
車
﹂

﹃
百
鬼
拾
遺
﹄

﹁
朧
車
﹂

本文
※
比
較
対
象

部
分
一
致

ほ
ぼ
一
致

ほ
ぼ
一
致

﹁
車
の
き
し
る
音
﹂

の
文
言
が
一
致

和歌
﹁
か
へ
し
そ
﹂

﹁
か
く
し
そ
﹂
﹁
か
く
し
そ
﹂

結末
子
を
食
ら
う

子
を
食
ら
う

子
を
返
す

子
を
返
す

挿絵
燃
え
る
車
輪

燃
え
る
唐
車

＋
鬼
女

燃
え
る
車
輪

＋
泣
く
女

車
輪
の
車
軸

に
男
の
生
首

唐
車

＋
鬼
女
の
大
顔

出没
京一

条
桟
敷
屋

京東
洞
院
通

近
江
国

甲
賀
郡

近
江
国

甲
賀
郡

京賀
茂
の
大
路

図 6　『今昔画図　百鬼拾遺』中之巻
二オ（国立国会図書館所蔵本）
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義
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小
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京
伝
は
こ
う
し
た
改
変
を
、﹁
図
目
﹂
の
挿
絵
で
は
読
者
に
知
ら
れ
る
﹁
片
輪
車
﹂

寄
り
に
描
か
せ
、
作
中
の
挿
絵
で
自
身
の
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
を
見
せ
る
と
い
う

段
階
を
踏
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

以
上
よ
り
、﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄
に
お
け
る
﹁
片
輪
車
﹂
の
造
形
は
、
挿
絵
・

本
文
の
そ
れ
ぞ
れ
で
、﹁
片
輪
車
﹂
に
関
す
る
様
々
な
作
品
か
ら
要
素
を
取
り
出

し
、
再
構
築
す
る
こ
と
で
、
読
者
に
と
っ
て
︿
既
知
﹀
で
あ
る
は
ず
の
怪
異
と
話

の
展
開
を
、﹁
今
様
に
﹂
改
変
し
た
挿
絵
と
共
に
︿
未
知
﹀
の
も
の
へ
換
骨
奪
胎
し
、

自
ら
の
創
作
物
と
し
て
昇
華
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

四
、「
せ
ん
蛇
」
と
「
法
然
上
人
行
状
絵
図
」

次
に
、
蛇
が
昇
天
し
て
竜
と
化
す
﹁
せ
ん
蛇
﹂
の
挿
絵
︵︻
図
7
︼
巻
之
四
、　
二

ウ
―
三
オ
︶
を
扱
う
。
こ
の
怪

異
は
佐
藤
深
雪
氏
か
ら
既
に

﹁
挿
絵
を
、
寛
政
五︵
一
七
九
一
︶

年
の
﹃
絵
本
将
門
一
代
記
﹄
や

享
和
三
︵
一
八
〇
三
︶
年
の
﹃
前

太
平
記
図
会
﹄
に
拠
っ
て
い

る
﹂

%

と
指
摘
が
あ
る
。
そ
れ
に

加
え
て
筆
者
は
、
こ
こ
に
も
京

伝
の
い
う
﹁
本
拠
の
図
目
﹂
の

一
つ
、﹁
法
然
上
人
行
状
絵
巻

物
﹂
が
典
拠
に
さ
れ
て
い
る
と

考
え
る
。
こ
の
作
品
は
、
法
然
上
人
没
後
約
百
年
を
期
し
て
﹁
後
伏
見
帝
﹂
の
御

宇
に
勅
修
御
伝
と
し
て
法
然
上
人
の
行
状
を
絵
巻
物
に
し
た
﹃
法
然
上
人
絵
伝
﹄

四
十
八
巻
︵
十
四
世
紀
前
半
成
立
、
所
蔵
す
る
知
恩
院
で
は
﹃
法
然
上
人
行
状
絵

図
﹄
と
呼
称
︶
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、﹁
十
界
図
﹂
と
同
様
に
江

戸
か
ら
離
れ
た
京
の
知
恩
院
に
あ
る
原
典
を
、
京
伝
が
直
接
目
に
し
た
と
は
考
え

難
い
。
作
中
で
の
用
い
ら
れ
方
に
つ
い
て
、
鈴
木
重
三
氏
は
﹁
し
い
て
附
会
す
れ

ば
︵
中
略
︶
そ
し
て
法
然
上
人
絵
巻
は
巻
一
の
如
月
尼
︵
後
の
滝
夜
刃
姫
︶
剃
髪

の
図
で
も
あ
ろ
う
か
﹂

^

と
指
摘
し
、
徳
田
武
氏
も
﹃
山
東
京
伝
全
集
﹄
の
解
題
で

﹃
法
然
上
人
絵
伝
﹄
の
剃
髪
の
図
が
﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄
で
引
か
れ
た
と
し
て
い

る

&

。
し
か
し
、
鈴
木
氏
が
﹁
し
い
て
附
会
す
れ
ば
﹂
と
前
置
き
し
て
い
る
よ
う
に
、

二
つ
の
絵
に
剃
髪
以
外
の
共
通
点
が
無
く
、
典
拠
と
断
定
す
る
に
は
疑
問
が
残
る
。

筆
者
は
、
京
伝
の
い
う
﹁
法
然
上
人
行
状
絵
巻
物
﹂
と
は
、﹃
法
然
上
人
絵
伝
﹄

を
よ
り
広
く
流
布
さ
せ
る
た
め
、
校
訂
さ
れ
た
詞
書
に
絵
巻
物
の
再
現
と
し
て

古
礀
の
挿
絵
を
加
え
た
版
本
、
元
禄
十
三
︵
一
七
〇
〇
︶
年
刊
﹃
円
光
大
師
伝
﹄

二
十
四
冊
本
︵
円
光
大
師
行
状
画
図
／
内
題
﹃
法
然
上
人
行
状
画
図
﹄︶
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
京
伝
は
、
前
作
﹃
桜
姫
全
伝 

曙
草
紙
﹄
の
﹁
引
用
書
目
﹂
に
も
同

資
料
と
思
わ
れ
る
﹁
法
然
上
人
行
状
絵
詞
﹂
を
記
し
て
お
り
、
同
作
﹁
例
言
﹂
で

も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

〇
目
馴
た
る
様
を
画
う
ち
に
も
、
梓
覡
は
建
保
職
人
歌
合
の
図
を
模
し
、
常

照
坊
の
竹
笈
は
、
法
然
上
人
行
状
絵
巻
物
の
図
を
模
せ
る
た
ぐ
ひ
間
あ
り
て

古
今
混
雑
せ
り
絵
難
坊
の
訕
若
何
せ
む

そ
し
て
、﹃
円
光
大
師
伝
﹄
に
は
、
小
蛇
が
僧
の
夢
に
竜
神
と
し
て
現
れ
る
話

図 7　『善知安方忠義伝』巻之四
二ウ－三オ（早稲田大学所蔵本）
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﹄︵
小
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と
挿
絵
︵︻
図
8
︼
第
七
、
四
ウ
ー
五
オ
／
︻
図
9
︼
第
七
、
五
ウ
―
六
オ
︶
が

収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄
で
転
用
さ
れ
た
と
見
る
こ
と

が
出
来
る
。
巻
之
四
、
第
十
三
条
の
本
文
を
左
に
引
く
。

小
蛇
黒
雲
の
う
ち
に
飛
入
全
身
は
見
へ
ず
と
い
へ
ど
も
其
丈
数
十
丈
の
大
蛇

と
な
り
︵
中
略
︶
良
門
お
も
へ
ら
く
﹁
我
大
義
を
く
は
だ
つ
る
時
節
に
竜
の

升
天
を
見
た
る
は
、
う
へ
な
き
吉
事
な
り
。︵
中
略
︶
我
今
の
身
は
則
小
蛇

な
り
。
い
か
に
お
も
ふ
と
も
時
い
た
ら
で
は
升
天
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
﹂
と
自

ら
心
を
慰
け
る
。

こ
の
よ
う
に
、
挿
絵
に
﹁
せ
ん
蛇
﹂
と
題
さ
れ
、
見
た
目
も
蛇
で
あ
り
、
本
文

で
も
﹁
其
丈
数
十
丈
の
大
蛇
﹂
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
良
門
の
台
詞
で
唐
突

に
﹁
竜
の
升
天
﹂
と
出
る
の
は
、﹁
小
蛇
﹂
が
﹁
竜
﹂
と
な
っ
て
現
れ
る
﹃
円
光

大
師
伝
﹄
の
話
が
下
敷
き
に
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、﹃
曙
草
紙
﹄

巻
之
五
の
挿
絵
︵
廿
三
ウ
―
廿
四
オ
︶
の
構
図
が
︻
図
9
︼
と
一
致
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
京
伝
は
文
化
二
︵
一
八
〇
五
︶
年
の
時
点
で
本
書
に
目
を
通
し
て
お
り
、

既
に
自
身
の
読
本
へ
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る

*

。
よ
っ
て
、﹃
円
光
大
師
伝
﹄

が
﹁
法
然
上
人
行
状
画
図
﹂
と

し
て
、﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄

で
も
同
様
に
利
用
さ
れ
た
こ
と

は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

一
方
で
、
佐
藤
深
雪
氏
の
指

摘
す
る
﹃
将
門
一
代
記
﹄︵
巻

一
、
六
オ
︶、﹃
前
太
平
記
図
会
﹄

︵
巻
一
、
十
六
ウ
―
十
七
オ
︶

の
構
図
は
、﹃
善
知
安
方
忠
義

伝
﹄
の
挿
絵
と
酷
似
し
て
お

り
、
京
伝
が
二
作
品
も
利
用
し

て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

こ
の
﹁
せ
ん
蛇
﹂
の
挿
絵
も
、

非
妖
怪
も
の
で
あ
る
﹃
円
光
大

師
伝
﹄
か
ら
着
想
を
得
て
、﹁
本

拠
の
図
目
﹂
に
引
き
な
が
ら
も

﹁
土
蜘
﹂
や
﹁
片
輪
車
﹂
と
同

じ
く
、
読
者
に
と
っ
て
︿
既
知
﹀

の
近
世
作
品
﹃
将
門
一
代
記
﹄、﹃
前
太
平
記
図
絵
﹄
の
挿
絵
と
﹁
今
様
に
﹂
取
り

合
わ
せ
た
京
伝
の
趣
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

五
、「
数
百
の
骸
骨
」
と
「
蘭
人
解
体
図
」

以
降
は
作
品
後
半
部
、
既
に
指
摘
の
あ
る
妖
怪
趣
向
の
挿
絵
﹁
其
二
﹂
か
ら
﹁
其

六
﹂
を
扱
う
。
そ
の
中
の
一
つ
、﹁
其
二
﹂
の
挿
絵
に
主
要
人
物
の
一
人
、
大
宅

光
国
の
前
に
現
れ
合
戦
を
演
じ
た
﹁
数
百
の
骸
骨
﹂︵︻
図
10
︼
巻
之
四
、
廿
三
ウ
―

廿
四
オ
︶
が
あ
る
。
こ
の
典
拠
に
つ
い
て
、
佐
藤
氏
が
﹁﹁﹃
平
家
物
語
﹄
の
﹁
物

怪
沙
汰
﹂
に
拠
っ
て
い
る
︵
中
略
︶
京
伝
は
、
平
家
凋
落
の
前
兆
と
な
っ
た
髑
髏

の
怪
異
を
、
骸
骨
の
合
戦
に
直
し
て
用
い
た
の
で
あ
る
﹂

(

と
指
摘
し
て
お
り
、
筆

者
も
首
肯
す
る
。

図 8　『円光大師伝』第七、第八
七ノ四ウ（早稲田大学所蔵本）

図 9　『円光大師伝』第七、第八
七ノ五ウ－六オ（早稲田大学所蔵本）
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そ
れ
に
加
え
て
、
筆
者
は

挿
絵
の
中
の
骸
骨
の
描
か
れ

方
に
も
注
目
し
、
こ
こ
に
京

伝
が
﹁
本
拠
の
図
目
﹂
に
記
し

た
未
詳
の
﹁
蘭
人
解
体
図
﹂
が

用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
と
考
え
た
。
こ
の
﹁
蘭
人

解
体
図
﹂
は
、
書
名
か
ら
杉
田

玄
白
・
前
野
良
沢
の
安
永
三

︵
一
七
七
四
︶
年
刊
﹃
解
体
新

書
﹄
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。﹃
解

体
新
書
﹄
の
扉
絵
︵
一
オ
︶
に
は
、
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
に
挟
ま
れ
る
形
で
﹁
解
体
図
﹂

の
文
字
が
あ
り
、
京
伝
は
こ
こ
を
﹁
本
拠
の
図
目
﹂
と
し
て
引
い
た
の
だ
ろ
う
。

京
伝
の
作
品
に
﹃
解
体
新
書
﹄
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
既
に
鈴
木
氏
が
、

文
化
六
︵
一
八
〇
九
︶
年
刊
の
読
本
﹃
本
朝
酔
菩
提
全
伝
﹄︵
画
工
は
同
じ
く
一

陽
斎
豊
国
︶
の
見
返
し
と
、
文
化
七
︵
一
八
一
〇
︶
年
刊
の
合
巻
﹃
糸
桜
本
朝
文

粋
﹄
の
見
返
し
に
構
図
の
利
用
を
指
摘
し
て
い
る

)

、
ま
た
大
高
洋
司
氏
は
﹃
本
朝

酔
菩
提
全
伝
﹄
の
﹁
臭
皮
袋
図
﹂︵︻
図
11
︼
巻
之
一
、
口
ノ
七
オ
︶
が
、﹁
モ
デ

ル
は
﹃
解
体
新
書
﹄
の
小
児
の
骨
格
︵︻
図
12
︼
十
六
オ
︶
で
あ
る
﹂

a

と
明
ら
か

に
し
て
お
り
、
京
伝
は
文
化
六
年
に
は
同
書
に
目
を
通
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
文
化
二
年
に
出
さ
れ
た
前
作
の
﹃
桜
姫
全
伝 

曙
草
紙
﹄
に
も
二
つ
の

骸
骨
描
写
が
あ
る
。
一
つ
は
、
の
ち
に
法
然
上
人
の
弟
子
と
な
る
二
人
比
丘
尼
の

起
源
譚
の
挿
絵
︵
巻
之
四
、

十
七
ウ
―
十
八
オ
︶、
も
う
一

つ
が
﹁
桜
ひ
め
化
し
て
骸
骨
と

な
る
﹂︵︻
図
13
︼
巻
之
五
、

十
六
ウ
―
十
七
オ
︶
で
あ
る
。

﹃
桜
姫
全
伝 

曙
草
紙
﹄
と
﹃
善

知
安
方
忠
義
伝
﹄、
の
画
工
は

同
じ
一
陽
斎
豊
国
で
あ
る
が
、

前
者
は
︻
図
13
︼
の
よ
う
に

﹃
解
体
新
書
﹄
の
そ
れ
と
は
程

遠
い
、
粗
雑
な
骨
格
像
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
翌
年
に
出

さ
れ
た
後
者
の
︻
図
10
︼
で
は
、

骸
骨
の
頭
部
に
入
っ
た
十
字
の

切
れ
目
や
肋
骨
、
前
腕
部
の
骨

が
上
下
に
分
か
れ
て
い
る
点
な

ど
各
部
位
が
詳
細
に
描
か
れ
て

お
り
、
こ
う
し
た
人
体
構
造

は
、﹃
解
体
新
書
﹄
の
﹁
骨
節

篇
図
﹂︵
三
ウ
、
五
オ
︶
や
﹃
本

朝
酔
菩
提
全
伝
﹄
で
用
い
ら
れ

た
﹁
妊
娠
篇
図
﹂︵
十
六
オ
︶

図 10　『善知安方忠義伝』巻之四
廿三ウ－廿四オ（早稲田大学所蔵本）

図 12　『解体新書』　十六オ
（早稲田大学所蔵本）

図 11　『本朝酔菩提全伝』巻之一
口ノ七オ（早稲田大学所蔵本）

図 13　『桜姫全伝　曙草紙』巻之五
十六ウ－十七オ（早稲田大学所蔵本）
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に
近
い
こ
と
が
分
か
る

b

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
京
伝
が
﹃
解
体
新
書
﹄
に
目
を
通
し

た
時
期
を
、
文
化
二
年
か
ら
文
化
三
年
の
間
だ
と
推
定
で
き
る
。
そ
し
て
﹃
善
知

安
方
忠
義
伝
﹄
で
は
、
前
作
の
挿
絵
も
手
掛
け
た
豊
国
に
﹃
解
体
新
書
﹄
の
骨
格

像
を
反
映
す
る
よ
う
指
示
し
、
妖
怪
絵
の
中
で
用
い
た
た
め
に
﹁
本
拠
の
図
目
﹂

に
書
名
を
連
ね
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
に
、﹁
蘭
人
解
体
図
﹂
と
敢
え

て
内
題
を
用
い
る
こ
と
で
、
一
般
の
読
者
に
は
通
じ
に
く
い
︿
未
知
﹀
の
典
拠
と

し
て
見
せ
る
遊
び
心
を
盛
り
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

残
る
挿
絵
、
骸
骨
と
同
じ
く
大
宅
光
国
の
前
に
次
々
と
現
れ
て
は
消
え
て
い
く

怪
異
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
付
け
足
す
こ
と
が
少
な
い
た
め
列
挙
に
留
め
る
。

挿
絵
﹁
其
三
﹂
挿
絵
︵
巻
之
四
、
廿
六
ウ
―
廿
七
オ
︶
は
、
佐
藤
深
雪
氏
が
﹁
老

若
男
女
の
幽
霊
が
斬
首
を
数
珠
に
し
て
百
万
遍
を
す
る
其
三
図
は
、
京
伝
の
旧
作

で
あ
る
﹃
安
積
沼
﹄
の
百
万
遍
の
図
を
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
と
り
な
し
た
も
の
﹂

と
指
摘
し
て
お
り
、﹁
本
拠
の
図
目
﹂
に
対
応
す
る
も
の
は
な
い

c

。

﹁
其
四
﹂
の
挿
絵
︵
巻
之
四
、
廿
九
ウ
ー
三
十
オ
︶
は
、
鈴
木
氏
が
前
述
し
た
﹁
本

拠
の
図
目
﹂
の
﹃
土
蜘
蛛
草
紙
﹄
と
の
構
図
の
一
致
を
指
摘
し
て
い
る

d
。

﹁
其
五
﹂
の
挿
絵
︵
巻
之
四
、
三
十
一
ウ
―
三
十
二
オ
︶
も
鈴
木
氏
が
﹁
本

拠
の
図
目
﹂
の
﹁
百
鬼
夜
行
図
﹂
に
該
当
す
る
と
言
及
し
、
更
に
﹁
明
和
七

︵
一
七
七
〇
︶
年
刊
行
の
鈴
木
鄰
松
筆
絵
本
﹁
狂
画
苑
﹂
の
中
に
収
め
ら
れ
た
百

鬼
図
に
拠
っ
た
か
﹂
と
も
指
摘
し
て
い
る

e

。
こ
こ
に
強
い
て
付
け
加
え
る
な
ら
、

冒
頭
に
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
こ
の
挿
絵
に
は
人
の
顔
が
障
子
の
目
に
並
ぶ
妖
怪

﹁
目
目
連
﹂︵
鳥
山
石
燕
﹃
今
昔 

百
鬼
拾
遺
﹄
下
之
巻
、
四
ウ
︶︶
を
確
認
で
き
、

そ
こ
に
﹁
京
伝
鼻
﹂
が
使
わ
れ
て
い
る
京
伝
の
趣
向
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

最
後
の
﹁
其
六
﹂
の
挿
絵
︵
巻
之
五
、
一
ウ
―
二
オ
︶
は
鈴
木
氏
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
大
岡
春
卜
の
元
文
五
︵
一
七
四
〇
︶
年
刊
﹃
画
巧
潜
覧
﹄
に
収
録
さ
れ

る
﹁
土
佐
光
信
変
化
図
﹂
が
典
拠
と
な
る

f

。
ま
た
、
佐
藤
氏
は
こ
れ
に
﹁
庭
鐘
の

﹃
莠
句
冊
﹄
第
五
話
の
挿
絵
や
、﹃
百
鬼
夜
行
絵
巻
﹄、
石
燕
の
﹃
画
図 

百
鬼
夜
行
﹄

な
ど
に
よ
っ
て
怪
奇
色
を
加
え
た
﹂
と
述
べ
て
い
る

g

。
な
お
、
細
か
い
点
で
は
あ

る
が
、﹁
土
佐
光
信
変
化
図
﹂
に
は
、
前
述
し
た
﹁
目
目
連
﹂
が
描
か
れ
て
い
る
が
、

﹁
其
六
﹂
で
は
使
わ
れ
ず
、﹁
其
五
﹂
で
の
利
用
と
な
っ
て
い
る
。

六
、
終
わ
り
に

今
回
の
調
査
を
通
し
て
、
京
伝
は
﹁
本
拠
の
図
目
﹂
に
古
典
作
品
を
引
い
て
い

る
も
の
の
、
鳥
山
石
燕
を
始
め
と
し
た
近
世
作
品
の
挿
絵
を
参
考
に
﹁
今
様
に
﹂

描
か
せ
て
取
り
合
わ
せ
る
趣
向
を
施
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
鈴
木
重
三
氏

は
、
前
掲
し
た
論
考
の
中
で
京
伝
の
合
巻
作
品
で
登
場
す
る
妖
怪
に
石
燕
か
ら
受

け
た
影
響
を
見
出
し
て
い
た
が
、
京
伝
読
本
で
も
佐
藤
深
雪
氏
の
指
摘
し
た
挿
絵

﹁
其
六
﹂
の
一
点
以
上
に
、﹁
土
蜘
蛛
﹂
や
﹁
片
輪
車
﹂
な
ど
、
主
に
前
半
部
に
登

場
す
る
︿
怪
奇
も
の
﹀
挿
絵
へ
の
利
用
が
あ
る
と
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
こ

う
し
た
調
査
の
過
程
で
、
京
伝
が
﹁
本
拠
の
図
目
﹂
と
し
て
引
い
て
い
る
も
の
の
、

明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
﹁
十
界
図
﹂、﹁
法
然
上
人
行
状
絵
巻
物
﹂、﹁
蘭
人

解
体
図
﹂
の
利
用
と
該
当
箇
所
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
、
や
は
り
読
者
に
身
近

な
近
世
作
品
か
ら
の
影
響
が
挿
絵
に
強
く
出
て
い
る
と
い
う
前
説
を
補
強
す
る
に

至
っ
た

h

。

そ
し
て
、
な
ぜ
京
伝
は
読
者
に
馴
染
み
の
薄
い
︿
未
知
﹀
の
古
典
作
品
を
提
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示
・
利
用
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
読
者
に
身
近
な
作
品
の
絵
と
取
り
合
わ
せ
た
の

か
。
そ
れ
は
、
京
伝
自
身
が
前
作
と
本
作
の
﹁
序
﹂
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
読

者
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
貸
本
屋
を
通
し
て
知
識
人
か
ら
一
般
町
人
ま

で
目
を
通
す
読
本
の
中
で
、
知
識
人
層
に
対
し
て
は
古
典
作
品
が
何
処
で
ど
の
よ

う
に
﹁
今
様
に
﹂
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
試
す
京
伝
の
遊
び
心
、

ま
た
一
般
町
人
に
は
黄
表
紙
・
合
巻
の
よ
う
に
馴
染
み
の
あ
る
挿
絵
を
通
し
て
目

を
楽
し
ま
せ
興
味
を
惹
か
せ
る

―
こ
う
し
た
幅
広
い
読
者
層
に
向
け
て
の
趣
向

で
あ
り
、
黄
表
紙
作
家
と
し
て
名
を
馳
せ
た
山
東
京
伝
な
ら
で
は
の
手
法
だ
っ
た

と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
様
々
な
作
品
か
ら
要
素
を
取
り
出
し
て
再
構
築
す
る

こ
と
で
﹁
片
輪
車
﹂
の
よ
う
に
既
存
の
話
を
、
挿
絵
・
本
文
の
両
面
か
ら
︿
未
知
﹀

の
話
へ
と
作
り
替
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

最
後
に
、
本
作
で
用
い
ら
れ
た
知
識
人
に
対
す
る
挑
戦
と
も
言
え
る
趣
向
は
、

自
身
の
考
証
随
筆
﹃
近
世
奇
跡
考
﹄、﹃
骨
董
集
﹄
で
振
る
う
考
証
学
の
知
見
を
、

次
作
、
文
化
六
︵
一
八
〇
九
︶
年
刊
﹃
昔
語 

稲
妻
表
紙
﹄
以
降
の
京
伝
読
本
で

も
作
中
の
本
文
お
よ
び
挿
絵
で
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
つ

ま
り
、﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄
は
、
挿
絵
を
通
し
て
考
証
学
を
本
格
的
に
読
本
に

組
み
込
ん
だ
作
品
で
も
あ
る
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ

う
に
、
文
章
が
主
で
挿
絵
が
従
の
﹁
読
本
﹂
に
一
石
を
投
じ
、
前
作
﹃
桜
姫
全
伝 

曙
草
紙
﹄
の
成
功
か
ら
更
に
一
歩
推
し
進
め
た
作
品
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
挿
絵
を
通
じ
て
本
作
を
再
考
す
る
こ
と
で
、﹃
善
知
安
方
忠
義

伝
﹄
に
、
こ
う
し
た
新
し
い
価
値
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

注1

　

 

国
文
学
研
究
資
料
館
、
八
戸
市
立
図
書
館
﹃
読
本
事
典
﹄︵
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八

年
三
月
︶
五
一
頁
の
大
高
洋
司
氏
︻
概
説
︼
を
参
照
。

　

2

　

 

引
用
は
木
村
三
四
吾
氏
﹃
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
﹄︵
八
木
書
店
、

一
九
八
八
年
五
月
︶
一
四
八
頁
に
拠
っ
た
。

　

3

　

 

山
東
京
伝
全
集
編
集
委
員
会
﹃
山
東
京
傳
全
集
第
十
七
巻
読
本
2
﹄︵
ぺ
り
か
ん

社
、
一
九
九
七
年
四
月
︶
よ
り
。
本
稿
で
引
用
し
た
﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄
の
本

文
は
同
書
に
拠
る
︵﹃
桜
姫
全
伝　

曙
草
紙
﹄
も
同
様
︶。

　

4

　

 

鈴
木
重
三
氏
﹁
京
伝
と
絵
画
﹂﹃
近
世
文
芸
﹄
第
十
三
号
︵
日
本
近
世
文
学
会
、

一
九
六
七
年
四
月
︶
六
六
―
六
七
頁
を
参
照
。

　

5

　

 4

に
同
じ
。
六
四
頁
を
参
照
。

　

6

　

 3

の
徳
田
武
氏
﹁
解
題
﹂
六
八
七
頁
を
参
照
。

　

7

　

 

鈴
木
重
三
氏
は
︵
4
︶
六
六
頁
で
﹁﹁
源
頼
光
土
蜘
蛛
退
治
物
語
絵
﹂
と
い
う
の
は
、

現
今
土
蜘
蛛
草
紙
の
名
で
呼
ば
れ
る
絵
巻
と
同
一
と
見
て
よ
く
、
忠
義
伝
巻
四
の

二
十
九
ウ
ー
三
十
オ
の
図
﹂
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
言
及
し
て
い
る
。
物
語
は
鎌

倉
時
代
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
が
、
現
存
す
る
最
古
の
絵
巻
は
南
北
朝
時
代
︵
十
四

世
紀
︶
の
作
で
東
京
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

8

　

 

ま
た
、︻
図
1
︼
の
廿
六
ウ
と
廿
七
オ
に
か
け
て
描
か
れ
る
﹁
茨
木
﹂
に
は
、
石

燕
の
安
永
九
︵
一
七
八
〇
︶
年
刊
﹃
今
昔　

百
鬼
拾
遺
﹄
の
﹁
鬼
童
﹂︵
巻
之
中
、

六
オ
︶
と
重
な
る
特
徴
、
構
図
が
見
ら
れ
る
。

　

9

　

 

高
田
衛
氏
、
原
道
生
氏
﹃
叢
書
江
戸
文
庫
18　

山
東
京
伝
集
﹄︵
国
書
刊
行
会
、

一
九
八
七
年
八
月
︶
の
三
六
二
頁
佐
藤
深
雪
氏
﹁
解
題
﹂
を
参
照
。

　

0

　

 

井
上
啓
治
氏
﹁﹃
本
朝
酔
菩
提
全
伝
﹄﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄
に
お
け
る
︿
地
獄
絵
・

地
獄
信
仰
﹀
京
伝
考
証
に
お
け
る
認
識
・
主
題
傾
城
と
読
本
作
品
﹂﹃
江
戸
文
学
﹄

第
10
号
︵
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
三
年
四
月
︶
一
〇
五
―
一
〇
六
頁
参
照
。

　
!

　
 4

に
同
じ
。
六
七
頁
を
参
照
。

　

@
　

 

井
上
啓
治
氏
﹃
京
伝
考
証
学
と
読
本
の
研
究
﹄︵
新
典
社
、
一
九
九
七
年
二

月
︶
三
一
二
―
三
一
四
頁
を
参
照
。
な
お
、﹁
熊
野
観
心
十
界
図
﹂
の
諸
資
料
に

つ
い
て
は
、
根
井
浄
・
山
本
殖
生
両
氏
の
﹃
熊
野
比
丘
尼
を
絵
解
く
﹄︵
法
蔵
館
、

二
〇
〇
七
年
十
一
月
︶
が
詳
し
い
。

　

#

　

 

本
稿
に
お
け
る
﹃
今
昔
画
図　

続
百
鬼
﹄、﹃
今
昔　

百
鬼
拾
遺
﹄
の
本
文
、
及
び
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︻
図
2
︼
と
︻
図
4
︼
の
挿
絵
は
、
田
中
初
夫
氏
編
﹃
画
図　

百
鬼
夜
行
﹄︵
渡
辺

書
店
、
一
九
六
七
年
九
月
︶
よ
り
引
用
し
た
。
ま
た
、﹃
諸
国
百
物
語
﹄
の
本
文
は

高
田
衛
氏
・
原
道
生
氏
編
﹃
叢
書
江
戸
文
庫
2　

百
物
語
怪
談
集
成
﹄︵
国
書
刊
行

会
、
一
九
八
七
年
七
月
︶、﹃
諸
国
里
人
談
﹄
の
本
文
は
高
野
義
夫
氏
編
﹃
日
本
紀

行
文
集
成　

第
二
巻
﹄︵
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
九
年
十
月
︶
に
拠
っ
た
。

　

$

　

 ﹃
徒
然
草
﹄
第
五
十
段
を
西
尾
実
氏
校
訂
﹃
徒
然
草
﹄︵
岩
波
書
店
、
一
九
四
六
年

八
月
︶
よ
り
引
用
す
る
。﹁
應
長
の
比
、
伊
勢
の
国
よ
り
女
の
鬼
に
な
り
た
る
を
ゐ

て
の
ぼ
り
た
り
と
い
ふ
事
あ
り
て
、︵
中
略
︶
そ
の
比
、
東
山
よ
り
安
居
院
辺
へ
罷

り
侍
り
し
に
、
四
条
よ
り
か
み
ざ
ま
の
人
、
皆
北
を
さ
し
て
は
し
る
。﹁
一
条
室
町

に
鬼
あ
り
﹂
と
の
ゝ
し
り
合
へ
り
。
今
出
川
の
辺
よ
り
見
や
れ
ば
院
の
御
桟
敷
の

あ
た
り
、
更
に
と
ほ
り
う
べ
う
も
あ
ら
ず
立
ち
こ
み
た
り
﹂。
ま
た
、
京
伝
は
本
文

中
に
﹁
桟
敷
屋
の
鬼
の
事
宇
治
拾
遺
に
見
ゆ
﹂
と
書
い
て
い
る
が
、﹃
宇
治
拾
遺
物

語
﹄
巻
第
十
二
―
二
十
四
の
話
は
、
あ
る
男
が
百
鬼
夜
行
に
遭
遇
す
る
と
い
う
も

の
で
﹁
片
輪
車
﹂
の
話
と
の
関
連
性
は
見
ら
れ
な
い
。
京
伝
は
、
前
作
﹃
曙
草
紙
﹄

の
中
で
も
﹃
徒
然
草
﹄
を
﹁
引
用
書
目
﹂
に
並
べ
て
お
り
、
本
作
で
も
﹁
一
条
﹂

の
﹁
桟
敷
﹂
で
鬼
の
事
を
記
述
す
る
当
段
か
ら
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
や
﹁
片
輪
車
﹂、

﹁
朧
車
﹂
を
連
想
し
、
結
び
付
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
本
作
の
﹁
一
条
桟
敷

屋
﹂、﹃
徒
然
草
﹄
の
﹁
一
条
﹂
大
路
と
﹁
室
町
﹂
小
路
の
交
わ
る
地
点
、﹃
諸
国
百

物
語
﹄
の
﹁
東
洞
院
通
﹂
を
﹁
下
よ
り
上
へ
の
ぼ
﹂
る
場
所
、﹃
今
昔　

百
鬼
拾
遺
﹄

の
﹁
賀
茂
大
路
﹂
の
全
て
が
、
奇
し
く
も
都
の
北
東
部
近
郊
で
あ
る
。
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 9

に
同
じ
。
三
一
六
頁
の
佐
藤
深
雪
氏
の
﹁
解
題
﹂
を
参
照
。

　

^

　

 4

に
同
じ
。
六
七
頁
を
参
照
。

　

&

　

 3

に
同
じ
。
六
九
四
―
六
九
五
頁
の
徳
田
武
氏
﹁
解
題
﹂
を
参
照
。

　

*

　

 ﹃
曙
草
紙
﹄
に
は
、
桜
姫
の
死
を
弔
う
た
め
に
法
然
の
弟
子
と
な
っ
た
宗
雄
を
描

い
た
挿
絵
︻
図
14
︼
が
あ
り
、
こ
の
構
図
が
本
稿
で
引
い
た
﹃
円
光
大
師
伝
﹄
の

︻
図
9
︼
と
一
致
す
る
こ
と
を
新
た
に
確
認
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、﹃
桜
姫
全
伝　

曙
草
紙
﹄
と
﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄
で
用
い
ら
れ
た
﹁
法
然
上
人
行
状
﹂
の
絵
巻

物
は
本
書
を
指
し
、
二
つ
の
京
伝
読
本
で
﹁
第
七
﹂
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
確
信

し
た
。
な
お
、
佐
藤
深
雪
氏
が
指
摘
す
る
﹃
将
門
一
代
記
﹄
に
は
﹁
み
づ
ち
﹂、﹃
前

太
平
記
図
会
﹄
に
﹁
蛟
﹂
と
書
か
れ
て
お
り
︵
寺
島
良
安
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄︵
正

徳
二
︵
一
七
一
二
︶
年
刊
︶
に
は
成
長

し
て
龍
に
な
る
小
蛇
、
と
の
説
明
が
あ

る
︶、
ま
た
本
文
の
典
拠
、
都
賀
庭
鐘

﹃
繁
野
話
﹄︵
明
和
三
︵
一
七
六
六
︶
年

刊
︶
に
は
﹁
竜
﹂
の
語
が
見
ら
れ
、
こ

れ
ら
の
符
合
か
ら
本
作
で
の
利
用
に

至
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

(

　

 9

に
同
じ
。
三
六
六
頁
の
佐
藤
深

雪
氏
の
﹁
解
題
﹂
を
参
照

　

)

　

 4

に
同
じ
。
七
一
―
七
二
頁
参
照
。

　

a

　

 1

に
同
じ
。
八
四
―
八
五
頁
の
大

高
洋
司
氏
の
解
説
を
参
照
。

　

b

　

 

他
の
挿
絵
、﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄
に
描
か
れ
る
平
将
門
の
頭
蓋
骨
︵
巻
之
一
、　

十
七
ウ
―
十
八
オ
／
巻
之
四
、
十
七
ウ
―
十
八
オ
︶
に
も
﹃
解
体
新
書
﹄
に
近
い

十
字
の
切
れ
込
み
が
見
ら
れ
、﹃
桜
姫
全
伝　

曙
草
紙
﹄
の
頭
蓋
骨
︵
巻
之
四
、　

十
七
ウ
―
十
八
オ
／
巻
之
五
、
十
六
ウ
―
十
七
オ
︶
と
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。

　

c

　

 9

に
同
じ
。
三
六
六
頁
の
佐
藤
深
雪
氏
の
﹁
解
題
﹂
参
照
。

　

d

　

 4

に
同
じ
。
六
六
―
六
七
頁
参
照
。

　

e

　

 4

に
同
じ
。
六
六
―
六
七
頁
参
照
。

　

f

　

 4

に
同
じ
。
六
六
―
六
七
頁
参
照
。

　

g

　

 9

に
同
じ
。
三
六
六
頁
の
佐
藤
深
雪
氏
の
﹁
解
題
﹂
参
照
。

　

h

　

 

佐
藤
藍
子
氏
は
﹁﹃
浮
牡
丹
全
伝
﹄
第
一
回
の
考
察
﹂︵﹃
新
潟
大
学
国
語
国
文
学

会
﹄
四
十
四
号
、
二
〇
〇
二
年
七
月
︶
で
、﹁
其
五
﹂
の
挿
絵
を
例
に
、﹃
狂
画
苑
﹄

よ
り
原
典
に
近
い
﹁
百
鬼
夜
行
図
﹂
の
画
風
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
﹁
新
し
い
画

風
と
古
い
画
風
の
違
い
を
示
す
趣
向
︵
一
二
頁
︶﹂
も
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
筆

者
と
し
て
は
﹁
違
い
を
示
す
﹂
よ
り
は
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
﹁
本
拠
の

図
目
﹂
で
古
典
作
品
が
示
さ
れ
、
作
中
で
は
新
旧
の
典
拠
・
画
風
が
融
和
さ
れ
て

い
る
、
と
の
印
象
を
抱
い
て
い
る
。

図 14　『桜姫全伝　曙草紙』巻之五
廿三ウ－廿四オ（早稲田大学所蔵本）



三
九

山
東
京
伝
﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄︵
小
林
︶

〇
本
稿
で
引
用
し
た
図
録
と
所
蔵
元
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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安
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田
大
学
所
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学
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00185
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今
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画
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注
13
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中
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夫
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画
図　

百
鬼
夜
行
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よ
り
︶

・﹃
今
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百
鬼
拾
遺
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国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本　

わ-27
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法
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上
人
行
状
画
図
﹄︵
早
稲
田
大
学
所
蔵
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文
庫30　

E
0195.0004

︶

・﹃
本
朝
酔
菩
提
全
伝
﹄︵
早
稲
田
大
学
所
蔵
本　

ヘ13　

03047-0001

︶

・﹃
解
体
新
書
﹄︵
早
稲
田
大
学
所
蔵
本　

ヤ03　

01060

︶

付
記

　

本
稿
は
、
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
学
会　

第
十
二
回
学
生
会
員
研
究
発
表
会
︵
二
〇
一
八

年
十
一
月
十
日
︶
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
元
に
発
展
さ
せ
た
研
究
の
成
果
で
あ
る
。
多
く

の
ご
教
示
・
ご
指
導
を
賜
っ
た
中
嶋
隆
氏
、
稲
葉
有
祐
氏
、
そ
し
て
貴
重
な
資
料
の
引
用

を
御
許
可
下
さ
っ
た
早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館
、
国
立
国
会
図
書
館
の
方
々
へ
こ
の
場
を

お
借
り
し
て
深
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。


