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『
怪
談
深
閨
屏
』
の
再
読

―
三
つ
の
テ
ク
ス
ト
と
挿
画
―

松　

原　

久　

子

一

　

二
〇
〇
五
年
秋
、
国
文
学
研
究
資
料
館
が
平
凡
社
よ
り
影
印
叢
書
「
リ
プ
リ
ン
ト
日
本
近
代
文
学
」
の
刊
行
を
始
め
た
。
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ

イ
ブ
と
連
動
す
る
こ
と
で
、
明
治
期
文
献
を
オ
ン
デ
マ
ン
ド
方
式
で
出
版
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
木
戸
雄
一
は
、「
リ
プ
リ
ン
ト
日
本
近

代
文
学
」
の
刊
行
は
、
膨
大
な
文
献
群
の
な
か
に
何
ら
か
の
足
が
か
り
を
見
出
そ
う
と
い
う
目
的
の
も
と
開
始
さ
れ
た
と
説
明
し
て
い
る（
１
）。
刊

行
に
あ
た
っ
て
重
視
さ
れ
た
の
は
、
文
献
の
位
置
づ
け
や
評
価
を
急
が
な
い
こ
と
、
ま
た
、
通
常
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
書
誌
情
報
よ
り

も
詳
細
な
解
題
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
目
論
見
が
あ
る
。

　

つ
ま
り
詳
細
な
情
報
を
あ
え
て
体
系
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
文
献
に
つ
い
て
作
成
し
本
文
と
と
も
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
研
究
の

視
野
を
拡
げ
る
と
同
時
に
深
め
て
い
く
き
っ
か
け
を
、
文
献
の
大
海
の
そ
こ
か
し
こ
に
撒
布
し
よ
う
と
い
う
試
み
な
の
で
あ
る（
２
）。

　

引
用
文
か
ら
推
量
す
る
限
り
、「
リ
プ
リ
ン
ト
日
本
近
代
文
学
」
と
い
う
出
版
企
画
は
、
叢
書
の
体
系
化
を
あ
え
て
避
け
る
と
い
う
刊
行
方
法
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を
と
る
こ
と
で
、
新
た
な
系
譜
を
見
出
す
ヒ
ン
ト
を
研
究
者
に
投
げ
か
け
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
っ
た
。

　
「
リ
プ
リ
ン
ト
日
本
近
代
文
学
」
第
一
期
に
刊
行
さ
れ
た
作
品
の
な
か
に
、高
畠
藍
泉
『
怪
談
深
閨
屏
』（
鶴
声
社
、一
八
八
四
）
が
あ
る
。『
怪

談
深
閨
屏
』
は
、
明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
二
月
五
日
か
ら
三
月
二
五
日
に
か
け
て
『
絵
入
朝
野
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た
。
連
載
第
一
回
の

末
尾
に
お
い
て
「
是
は
実
説
に
て
虚
妄
の
稗
史
の
類
に
は
あ
ら
じ
か
し（
３
）」
と
断
定
さ
れ
る
よ
う
に
、『
怪
談
深
閨
屏
』
は
「
怪
談
」
と
銘
打
ち
な

が
ら
も
事
実
報
道
の
体
裁
を
と
っ
た
、い
わ
ゆ
る
〈
続
き
物
〉
で
あ
っ
た（
４
）。
同
年
の
五
月
に
は
鶴
声
社
よ
り
和
装
活
版
本
が
出
版
さ
れ
た
。
現
在
、

「
リ
プ
リ
ン
ト
日
本
近
代
文
学
」
と
し
て
影
印
出
版
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
和
装
活
版
の
も
の
で
あ
る
。

　
『
怪
談
深
閨
屏
』
は
従
来
、〈
神
経
病
〉
と
い
う
新
し
い
主
題
を
用
い
な
が
ら
も
、
前
近
代
的
な
〈
因
果
応
報
〉
と
い
う
趣
向
に
拠
っ
た
作
品

と
い
う
評
価
が
与
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
同
時
に
、
藍
泉
が
時
代
に
取
り
残
さ
れ
た
古
風
な
作
家
で
あ
る
こ
と
の
証
明
と
し
て
、
ま
た
、〈
続

き
物
〉
が
衰
退
を
迎
え
た
こ
と
を
示
す
作
品
と
し
て
、『
怪
談
深
閨
屏
』
が
槍
玉
に
挙
げ
ら
れ
た
。
作
品
に
対
す
る
評
価
が
、〈
続
き
物
〉
の
盛

衰
を
は
か
る
物
差
し
と
な
り
、
同
時
に
、
文
学
の
過
渡
期
に
お
け
る
藍
泉
の
史
的
な
位
置
づ
け
を
決
定
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
評
価
が
な
か
ば
定
着
し
、『
怪
談
深
閨
屏
』
を
取
り
上
げ
た
目
覚
し
い
研
究
は
現
在
、
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、『
怪

談
深
閨
屏
』
は
本
当
に
〈
続
き
物
〉
の
衰
退
を
示
す
時
代
遅
れ
の
作
品
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
藍
泉
に
対
し
て
、

時
代
に
取
り
残
さ
れ
た
作
家
と
い
う
判
断
を
下
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
怪
談
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
の
多
く
が
ジ
ャ
ン
ル
分
類
の
対
象
に
な
り
や
す
く
、『
怪
談
深
閨
屏
』
も
ま
た
、〈
神
経
も
の
〉
や
〈
因
果
も
の
〉

と
い
う
ラ
ベ
リ
ン
グ
を
さ
れ
て
き
た
。ラ
ベ
リ
ン
グ
が
作
品
を
捉
え
る
際
の
一
つ
の
指
標
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
。し
か
し
一
方
で
、

レ
ッ
テ
ル
貼
り
に
陥
り
や
す
く
、
正
当
な
評
価
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
。〈
神
経
も
の
〉
や
〈
因
果
も
の
〉
と
し
て
の
分
類
に
躍
起
に
な
る

あ
ま
り
、
作
品
が
〈
神
経
〉
や
〈
因
果
〉
を
用
い
た
真
意
や
理
由
に
つ
い
て
は
不
問
と
な
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

　

本
稿
で
は
、「
リ
プ
リ
ン
ト
日
本
近
代
文
学
」
に
よ
っ
て
、
文
献
の
体
系
化
を
避
け
る
か
た
ち
で
デ
ジ
タ
ル
資
料
の
出
版
が
開
始
さ
れ
た
こ
と

を
踏
ま
え
て
、『
怪
談
深
閨
屏
』
に
付
さ
れ
た
ラ
ベ
リ
ン
グ
は
一
旦
脇
に
置
き
、
作
品
そ
の
も
の
を
あ
ら
た
め
て
読
み
直
し
た
い
。
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三
つ
の
テ
キ
ス
ト
の
変
遷
、そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
が
置
か
れ
た
時
代
的
状
況
か
ら
新
た
に『
怪
談
深
閨
屏
』を
読
み
直
す
こ
と
で
、〈
続

き
物
〉
作
品
と
し
て
の
評
価
や
藍
泉
へ
の
評
価
を
再
度
見
直
そ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
目
論
見
で
あ
る
。

二

　

本
章
で
は
、『
怪
談
深
閨
屏
』
が
従
来
ど
の
よ
う
な
作
品
と
し
て
読
ま
れ
、
評
価
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
か
め
る
。
ま
ず
は
本
作
の
あ
ら
す
じ

を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

　

材
木
商
尾
張
屋
重
兵
衛
の
娘
お
米
は
蓬
莱
屋
の
次
男
孝
之
助
を
婿
に
迎
え
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
孝
之
助
は
病
に
臥
し
、
や
が
て
帰
ら
ぬ
人

と
な
る
。
失
意
の
お
米
は
孝
之
助
の
墓
参
り
の
帰
り
、
写
真
屋
で
孝
之
助
に
生
き
写
し
の
僧
教き
よ
う
し
ん

信
の
写
真
を
目
に
す
る
。
教
信
は
矢
場
の
娘
お

雪
と
い
う
心
に
決
め
た
相
手
が
い
た
。
そ
れ
を
知
り
な
が
ら
、
重
兵
衛
は
娘
か
わ
い
さ
の
あ
ま
り
教
信
を
養
子
に
さ
せ
よ
う
と
画
策
す
る
。
店

の
源
助
に
命
じ
て
お
雪
を
大
阪
へ
遠
ざ
け
、
偽
手
紙
で
教
信
を
寺
か
ら
立
去
ら
せ
る
。
教
信
は
手
代
信
吉
と
し
て
名
を
あ
ら
た
め
、
婿
入
り
す

る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
大
阪
か
ら
戻
っ
た
源
助
か
ら〝
お
雪
を
厄
介
払
い
の
た
め
に
殺
し
た
〞と
い
う
話
を
聞
か
さ
れ
た
重
兵
衛
は
驚
き
呆
れ
、

次
第
に
お
雪
の
霊
を
み
る
よ
う
に
な
る
。
お
雪
に
申
し
訳
が
立
た
な
い
と
、
書
置
き
を
残
し
て
家
を
去
る
。

　

行
方
知
れ
ず
に
な
っ
た
重
兵
衛
は
入
水
し
た
も
の
と
し
て
そ
の
命
日
を
定
め
、
信
吉
（
教
信
）
は
重
兵
衛
の
後
妻
お
定
と
密
通
し
て
、
お
米

は
虐
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
お
米
は
「
い
ま
に
と
り
こ
ろ
す
ぞ
」
と
障
子
に
血
文
字
で
書
置
き
を
残
し
、
姿
を
消
す
。
怯
え
た
お
定
と
信
吉

は
お
米
の
亡
霊
に
悩
ま
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

あ
る
日
、
お
定
と
信
吉
の
も
と
に
官
員
三み
ぶ
ち淵

が
訪
れ
る
。
屋
敷
を
譲
っ
て
も
ら
う
目
的
で
訪
れ
た
三
淵
を
縁
と
し
て
、
お
雪
や
重
兵
衛
、
お

米
ら
が
生
き
て
い
た
と
い
う
事
実
が
発
覚
す
る
。
霊
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
お
定
信
吉
の
思
い
込
み
で
、
神
経
病
に
よ
る
も
の
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
三
淵
の
計
ら
い
で
過
去
の
過
ち
の
後
始
末
を
つ
け
、
お
米
は
三
淵
の
弟
芳
重
と
結
婚
す
る
。
お
定
信
吉
は
心
を
入
れ
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替
え
る
が
、
長
く
神
経
を
患
っ
た
た
め
か
数
日
後
死
亡
す
る
。
お
米
と
芳
重
は
子
を
も
う
け
、
見
事
に
尾
張
屋
を
再
建
し
て
大
団
円
と
な
る
。

　

以
上
が
『
怪
談
深
閨
屏
』
の
あ
ら
す
じ
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
特
徴
と
さ
れ
て
き
た
の
は
〈
神
経
病
〉
と
〈
因
果
応
報
〉
を
用
い
て
い
る
点

で
あ
る
。

　

興
津
要
は
、「
因
果
応
報
の
趣
向
に
よ
っ
た
作
品
」
と
し
て
『
怪
談
深
閨
屏
』
を
評
す
る（
５
）。
そ
の
上
で
『
怪
談
深
閨
屏
』
に
お
け
る
〈
因
果
応
報
〉

と
い
う
趣
旨
が
次
の
重
兵
衛
の
言
葉
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
る
。

輪
回
応
報
は
生
前
死
後
に
止
ま
ら
ず
我
も
罪
な
き
お
雪
を
ば
殺
さ
せ
た
と
思
ツ
た
為
に
怪
異
を
見
し
は
独
娘
の
愛
に
溺
れ
て
お
雪
を
遠
い

大
坂
へ
捨
た
る
報
い
夫
が
為
に
お
米
さ
へ
お
定
信
吉
に
苦
め
ら
れ
し
は
親
の
因
果
を
子
に
引
く
倣
ひ
お
米
が
幾い
く
そ干
の
難
苦
を
嘗
め
し
も
我

か
ら
作
る
罪
な
き
故
に
計
ら
ざ
る
幸
ひ
を
得
て
三
淵
の
御
次
男
芳
重
様
の
嫁
と
成
る
べ
き
結
縁
あ
る
も
皆
生
前
よ
り
定
る
こ
と
か（
６
）

　

こ
の
台
詞
は
『
怪
談
深
閨
屏
』
連
載
の
最
終
回
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
輪
回
応
報
」、「
親
の
因
果
を
子
に
引
く
」、「
皆
生
前
よ
り
定

る
こ
と
か
」
と
い
う
重
兵
衛
の
言
葉
は
、
興
津
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
い
か
に
も
〈
因
果
応
報
〉
と
い
う
趣
向
を
強
調
し
て
い
る
。
興
津
は
、

藍
泉
が
こ
の
よ
う
な
作
品
づ
く
り
を
行
っ
た
姿
勢
を
指
し
て
、「
作
品
の
唯
一
の
趣
向
に
因
果
応
報
と
い
う
、
ま
っ
た
く
前
近
代
的
な
も
の
を
と

り
あ
げ
た
こ
と
は
時
代
の
進
行
に
さ
か
ら
う
」
と
し
、
柳
亭
種
彦
襲
名
の
必
然
性
を
説
い
た（
７
）。

同
時
に
、『
怪
談
深
閨
屏
』
発
表
の
翌
年
に
は
病

苦
に
伏
し
生
涯
を
終
え
た
藍
泉
を
、
時
代
に
遅
れ
た
悲
劇
的
な
作
家
と
も
捉
え
て
い
る
。
興
津
は
、
硯
友
社
の
結
成
や
『
小
説
神
髄
』
の
刊
行

と
い
う
近
代
日
本
文
学
の
黎
明
期
に
背
を
向
け
、
前
近
代
的
な
〈
因
果
応
報
〉
を
用
い
た
〈
続
き
物
〉
作
者
の
死
を
、
旧
戯
作
の
薄
暮
と
重
ね

る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、近
代
的
な
要
素
で
あ
る
〈
神
経
病
〉
に
目
を
向
け
て
『
怪
談
深
閨
屏
』
を
読
み
解
く
の
は
畑
実
だ
。
本
作
の
題
名
「
深
閨
屏
」

は
〈
神
経
病
〉
と
掛
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
題
名
に
は
作
者
の
意
図
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
す
る（
８
）。

そ
れ
に
加
え
て
、
畑
は
、
単
行
本
の
序
よ
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り「
白
紙マ
マ

文
集
に
。
人
凶
あ
り
宅い
へ

の
凶
な
る
に
非
と
。
真
な
る
哉
。
古ふ
る
い
へ屋
に
祟
る
怨
恨
も
。
己
が
神こ
ゝ
ろ経
の
狂
ひ
か
ら
」と
い
う
箇
所
を
引
い
て
、「
怪

談
の
原
因
は
人
の
精
神
に
あ
る
と
み
て
お
り
、
こ
の
神
経
の
狂
い
を
重
視
し
主
題
に
し
て
い
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。

　

先
行
研
究
に
お
け
る
『
怪
談
深
閨
屏
』
の
評
価
を
み
て
き
た
が
、
こ
こ
に
一
つ
の
問
題
が
浮
か
び
上
が
る
。『
怪
談
深
閨
屏
』
に
は
三
つ
の
テ

ク
ス
ト
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
事
実
は
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
、
一
緒
く
た
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
い
ま
一
度
、
三
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
書
誌
情
報
を
確
認
し
て
お
く
。

①　

柳
亭
種
彦
稿
「
怪
談
深
閨
屏
」（
全
三
五
回
）

　
　
「
絵
入
朝
野
新
聞
」
明
治
一
七
年
二
月
五
日
〜
三
月
二
五
日
連
載

　

・
各
回
に
一
様
ず
つ
挿
画
あ
り
（
全
三
五
葉
）

②　

種
彦
著 

国
松
画
『
怪
談
深
閨
屏
』
中
本
型
、
和
装
活
版
本
（
全
三
五
回
、
全
五
七
丁
）
17.6 

㎝

　
　

鶴
声
社
、
明
治
一
七
年
五
月
出
版
御
届
、
同
年
六
月
出
版

　

・
新
聞
掲
載
の
挿
画
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
掲
載
し
（
三
五
葉
）、
書
き
下
ろ
し
の
表
紙
・
見
返
し
を
新
た
に
加
え
る

③　

柳
亭
種
彦
著
『
怪
談
深
閨
屏
』
洋
装
活
版
本
（
全
三
五
回
、
全
五
三
丁
）
18 

㎝

　
　

礫
川
出
版
、
明
治
二
三
年
一
一
月

　

・
挿
画
全
五
葉
、
う
ち
四
葉
は
新
聞
掲
載
の
挿
画

　

興
津
は
、
藍
泉
が
本
作
で
前
近
代
的
な
〈
因
果
応
報
〉
を
扱
っ
た
点
に
〈
続
き
物
〉
の
衰
退
、
ひ
い
て
は
藍
泉
の
文
学
的
凋
落
の
証
し
を
み

て
い
た
が
、『
怪
談
深
閨
屏
』
が
新
聞
連
載
を
終
え
て
二
か
月
ほ
ど
で
単
行
本
化
さ
れ
た
と
い
う
事
実
か
ら
は
、
作
品
に
対
す
る
読
者
の
需
要
が

伺
わ
れ
る
。
ま
た
、単
行
本
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
六
年
余
り
あ
と
に
、再
び
本
書
が
洋
装
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
事
実
も
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
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て
い
る
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
挿
画
の
数
で
あ
る
。
初
出
時
、挿
画
は
毎
回
掲
載
さ
れ
た
た
め
、全
三
五
回
の
連
載
に
対
応
し
て
三
五
葉
で
あ
っ
た
。

和
装
活
版
本
で
は
表
紙
・
見
返
し
を
加
え
た
ほ
か
は
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
掲
載
し
て
い
る
。
し
か
し
洋
装
活
版
本
に
な
る
と
、
多
く

の
挿
画
を
落
し
、
わ
ず
か
五
葉
を
収
録
す
る
の
み
で
あ
る
。
毎
回
に
挿
画
を
伴
う
『
怪
談
深
閨
屏
』
に
お
い
て
、
絵
の
担
う
役
割
は
決
し
て
少

な
く
な
い
。
ま
し
て
や
「
絵
入
新
聞
」
と
し
て
読
者
を
集
め
た
「
絵
入
朝
野
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
作
品
で
あ
る
。
初
出
・
和
装
本
と
洋

装
本
と
で
は
、
作
品
か
ら
受
け
る
印
象
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
刊
行
時
期
が
後
年
で
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
初
出
・

和
装
本
と
洋
装
本
と
で
一
先
ず
暫
定
的
に
分
け
て
考
え
た
い
。

　

ま
た
、〈
続
き
物
〉
が
和
装
本
と
し
て
出
版
さ
れ
る
に
際
し
て
、
本
文
の
一
部
が
変
更
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
飽
く
ま
で
便
宜
的
な
も

の（
９
）で

、
作
品
の
性
質
を
大
き
く
変
え
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
措
く
こ
と
と
す
る
。

　

出
版
形
態
や
出
版
さ
れ
た
時
期
な
ど
を
考
え
れ
ば
、
刊
行
し
た
側
の
意
向
も
当
然
異
な
っ
て
く
る
。
藍
泉
が
当
時
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ

て
作
品
を
発
表
し
、
和
装
本
を
出
版
し
た
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
藍
泉
の
死
後
に
洋
装
本
が
あ
ら
た
め
て
出
版
さ
れ
た

理
由
も
考
え
た
い
。

三

　

本
章
で
は
、
当
時
隆
盛
の
〈
神
経
も
の
〉
や
前
近
代
的
な
〈
因
果
も
の
〉
と
い
う
呼
び
声
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
見
逃
さ
れ
て
き
た
『
怪
談
深

閨
屏
』
の
特
徴
を
あ
ら
た
め
て
捉
え
な
お
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
従
来
の
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
き
た
挿
画
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、

新
聞
掲
載
さ
れ
た
〈
続
き
物
〉
と
連
載
後
間
も
な
く
刊
行
さ
れ
た
和
装
本
と
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。

　
『
怪
談
深
閨
屏
』
の
筋
は
、〈
神
経
〉
が
幽
霊
を
み
せ
て
い
た
と
い
う
オ
チ
を
つ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
幽
霊
の
不
在
を
説
く
に
し
て
は
、
あ
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ま
り
に
も
怪
異
を
描
き
す
ぎ
て
い
る
。

　

第
一
〇
回
で
は
、
精
霊
祭
の
門
火
の
向
こ
う
側
に
怪
し
く
揺
ら
め
く
お
雪
の
姿
が
、
挿
画

（
Ⅰ
）
を
伴
っ
て
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
。

　

重
兵
衛
は
其
年
七
月
精
霊
祭
に
例い
つ
も
の
如
く
家
内
を
集
へ
て
門
火
を
焚
き
先
祖
代
々

の
戒
名
を
唱
へ
其
他
三
界
万
霊
の
無
縁
の
仏
の
数
あ
る
中
に
俗
名
お
雪
も
祭
を
承
て

成
仏
得
脱
せ
よ
か
し
と
心
に
念
じ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
〳
〵
と
唱
へ
な
が
ら
不は
か
ら
ず図
も
傍か
た

へ
を
視
れ
ば
年
齢
は
十
九
か
廿
と
思
は
る
ゝ
婦を
ん
な
の
首
に
手
拭
ら
し
き
白
布
を
纏
ひ
し

ま
ゝ
に
髪
の
毛
よ
り
衣
服
も
水
に
濡
た
る
が
最い
と

怨
め
し
気
に
重
兵
衛
を
礑は

た

と
邪に

ら
み睨

て

立
よ
と
見
え
し
が
忽た
ち
ま
ち地

に
姿
は
消
て
物
悲
し
く
泣
く
声
ば
か
り
聞
え
し
か
ば
扨
は
是

こ
そ
源
助
が
縊
殺
せ
し
お
雪
が
霊
の
迷
ひ
来
り
し
者
な
ら
ん

　

本
文
に
お
い
て
も
挿
画
に
お
い
て
も
、
お
雪
は
怨
め
し
そ
う
に
重
兵
衛
の
前
に
姿
を
あ
ら

わ
す
。
そ
し
て
こ
れ
に
次
ぐ
第
一
一
回
の
挿
画
に
は
、
重
兵
衛
の
蚊
帳
に
火
の
玉
の
炎
が
燃
え
う
つ
り
、
今
ま
さ
に
燃
え
広
が
ら
ん
と
し
て
い

る
様
子
が
描
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
に
続
く
よ
う
に
、
第
一
二
回
の
挿
画
（
Ⅱ
）
で
は
、
す
っ
か
り
精
神
を
病
ん
だ
重
兵
衛
の
や
つ
れ
た
姿

に
寄
り
添
う
よ
う
に
、
浮
ぶ
火
の
玉
が
描
か
れ
て
い
る
。
重
兵
衛
の
前
に
現
わ
れ
る
一
連
の
怪
異
は
、
本
文
の
描
写
に
限
ら
ず
、
挿
画
を
通
し

て
読
者
に
ま
ざ
ま
ざ
と
印
象
づ
け
ら
れ
る
。

　
『
怪
談
深
閨
屏
』
は
〈
神
経
〉
病
と
し
て
の
怪
異
と
い
う
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
則
っ
て
発
表
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
な
が
ら
も
、
作
中

で
の
〈
怪
異
〉
は
明
ら
か
に
実
在
す
る
。
本
文
に
合
わ
せ
て
挿
画
を
追
っ
て
い
く
と
、
藍
泉
は
『
怪
談
深
閨
屏
』
に
お
い
て
怪
異
を
描
く
こ
と

挿画Ⅰ　第10回 門火の向こう側に見えるお雪
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に
た
め
ら
い
は
な
か
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
当
時
の
〈
続
き
物
〉

は
戯
作
者
自
身
が
絵
の
構
図
を
指
定
し
て
お
り
、
藍
泉
の
場
合
も
同

様
で
あ
っ
た）
10
（

。
ま
し
て
や
、藍
泉
は
戯
作
者
に
な
る
前
は
絵
師
で
あ
っ

た
か
ら
、
自
身
の
思
い
描
く
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
を
下
絵
に
反
映
さ
せ

て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

先
に
も
引
い
た
が
、
和
装
本
序
文
に
お
い
て
「
古ふ
る
い
へ屋
に
祟
る
怨
魂

も
。
己
が
神こ
ゝ
ろ経
の
狂
ひ
か
ら
。
眼
に
現さ
へ
ぎ
る出
」
と
い
う
藍
泉
の
言
葉
が

あ
る
。
こ
れ
は
〈
怨
魂
〉
と
い
う
〝
怨
め
し
い
か
ら
化
け
て
出
る
〞

も
の
が
、〈
神
経
〉
と
い
う
〝
後
ろ
め
た
い
か
ら
見
え
て
し
ま
う
〞

も
の
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
序
に
続

く
口
絵
を
見
て
み
る
と
、『
古
今
著
聞
集
』
巻
一
七
よ
り
、「
我
い
な

ば
誰
ま
た
こ
ゝ
に
か
は
り
ゐ
む 

あ
な
さ
だ
め
な
の
夢
の
ま
く
ら
や
」
と
い
う
歌
が
引
か
れ
て
い
る
。「
天
狗
な
ど
の
詠
め
侍
り
け
る
に
や
」
と

い
う
詞
書
を
伴
う
こ
の
歌
は
、
ま
る
で
〈
神
経
〉
に
立
場
を
譲
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、〈
怪
異
〉
を
否
定
す
る
作
品
ら
し
か

ら
ぬ
抵
抗
が
見
え
る
。

　
『
怪
談
深
閨
屏
』
は
、
そ
の
種
を
〈
神
経
〉
だ
と
説
明
し
な
が
ら
も
、
作
品
中
で
は
〈
怪
談
〉
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
な
い
。
本

作
に
お
け
る
〈
神
経
〉
と
は
、
時
代
に
合
致
し
な
い
〈
怪
異
〉
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
へ
の
言
い
訳
で
し
か
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
は
、〈
因
果
〉
に
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。〈
怨
恨
〉
に
よ
る
祟
り
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
た
め
、〈
因
果
〉
と
い
う
体
の
良
い
言
葉
を

用
い
て
、
批
判
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
〈
因
果
〉
は
た
だ
言
い
訳
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
、
次
に
引
く
藍
泉
の
苦
悩
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

挿画Ⅱ　第12回 病みついた重兵衛
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此
因
果
応
報
だ
け
は
今
日
の
戯
作
者
が
種
に
用
ひ
て
も
偏
に
頑
固
だ
の
旧
弊
だ
の
と
笑
は
れ
も
し
ま
ひ
か
と
考
へ
て
見
れ
ば
王
政
復
古

の
ご
た
〳
〵
騒
ぎ
の
時
に
或
藩
の
某
氏
が
朝
廷
の
御
為
と
や
ら
唱
へ
て
同
藩
の
士
を
暗
殺
し
た
時
に
罪
も
な
い
其
妻
と
ま
だ
頑
世
な
い
女

児
ま
で
を
殺
さ
れ
た
其
場
に
居
合
せ
な
ん
だ
幼
少
の
長
男
何
某
氏
が
成
長
の
後
此
讐
を
や
は
か
討
い
で
置
べ
き
か
と
法
を
破
つ
て
刑
死
さ

れ
る
は
覚
期
の
上
で
身
に
漆
を
さ
し
炭
を
飲
と
い
ふ
程
に
千
辛
万
苦
し
て
首
尾
能
く
敵
を
討
遂
た
は
天
晴
お
手
柄
〳
〵
と
古
い
草
双
紙
な

ら
末
の
巻
の
十
丁
目
に
上
下
を
着
た
人
に
煽
が
れ
て
ゐ
る
其
の
半
丁
に
夫
婦
し
て
戴
い
た
御
褒
美
の
台
な
ど
を
持
て
ゐ
る
処
で
め
で
た
し

〳
〵
と
書
る
べ
き
を
開
化
の
今
日
は
敵
を
討
た
科
に
依
て
可
哀
や
囹
く
ら
い
と
こ
ろ
圄
へ
遣
れ
た
さ
う
な
が
夫
と
て
も
法
を
破
つ
た
事
な
れ
ば
し
か
た
な

け
れ
ど
其
討
れ
た
敵
の
某
氏
が
如
何
に
朝
廷
の
御
為
だ
と
て
其
妻
子
ま
で
を
残む
ご
た
ら酷
し
く
殺
し
た
悪
行
は
一
族
に
報
ふ
か
し
て
此
頃
其
討
れ

た
敵
の
実
父
が
発
狂
し
て
変
死
し
た
と
や
ら
い
ふ
事
を
聞
た
の
か
新
聞
で
見
た
の
か
は
忘
れ
た
れ
ど
斯
い
ふ
因
果
話
し
こ
そ
小
説
者
流
の

大
得
意
な
所
な
れ
ば
積
善
の
余
慶
積
悪
の
余よ
お
う殃

だ
け
は
開
明
の
今
日
に
も
必
ず
有
と
い
ふ
論
に
し
て
貰
ひ
度
と
目
前
の
証
拠
を
挙
て
戯
作

者
会
社
の
資た
す
けと

は
す
る
者
の
悪
い
報
い
は
受
ぬ
や
う
に
善
事
ば
か
り
を
尽
す
が
よ
い
ぞ
や
何
と
子
供
衆
が
て
ん
か
〳

）〵
11
（

　

こ
の
文
章
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
新
し
い
時
代
の
ル
ー
ル
と
、
そ
の
変
化
に
合
致
し
な
い
当
時
の
人
々
の
意
識
で
あ
る
。
罪
も

な
い
身
で
殺
さ
れ
た
母
娘
の
敵
を
取
ろ
う
と
い
う
長
男
の
仇
討
も
、
明
治
の
法
律
に
な
ら
え
ば
人
殺
し
の
罪
と
な
っ
て
し
ま
う
。
抗
お
う
と
す

る
被
害
者
は
却
っ
て
悲
惨
な
目
に
あ
い
、
本
当
の
悪
人
は
見
逃
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
違
和
感
を
抱
く
人
も
少
な
く
な
い
。
新
し
い
時
代
の
ル
ー

ル
は
人
々
の
意
識
に
な
じ
ま
な
い
部
分
も
多
く
、
違
和
感
を
膨
ら
ま
せ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
違
和
感
を
拭
い
去
る
超
越
的
な
力
と
し
て
、〈
因

果
応
報
〉
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
興
津
要
は
〈
因
果
応
報
〉
を
「
前
時
代
的
」
な
、「
時
代
に
逆
行
す
る
」
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
が
、

藍
泉
は
む
し
ろ
、
過
渡
期
的
時
期
に
お
け
る
民
衆
意
識
と
の
擦
り
合
わ
せ
を
図
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。〈
因
果
応
報
〉
と
い
う
超
越
的
な
力
の
裁

き
に
よ
っ
て
、
近
代
の
法
律
で
は
裁
き
得
な
い
本
当
の
悪
者
こ
そ
が
痛
い
目
を
見
る
痛
快
さ
を
用
意
し
て
い
る
。

　
『
怪
談
深
閨
屏
』
で
は
、お
雪
と
お
米
と
い
う
二
人
の
女
性
が
怨
霊
と
し
て
描
か
れ
る
。
二
人
は
実
際
に
は
生
き
て
お
り
、死
ん
で
幽
霊
に
な
っ
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た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
彼
女
ら
は
周
り
の
都
合
で
不
当
な
扱
い
を
受
け
、
異
論
を
唱
え
る
暇
も
な
く
退
陣
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
人
物
だ
。

ま
る
で
死
ん
だ
か
の
よ
う
に
あ
っ
け
な
く
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
彼
女
ら
は
、
不
当
な
仕
打
ち
に
声
も
上
げ
ら
れ
ず
、
ま
た
、
声
を
上
げ
て
も

聞
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
唯
一
残
さ
れ
た
の
は
、「
い
ま
に
と
り
こ
ろ
す
ぞ
」
と
い
う
お
米
に
よ
る
血
文
字
の
書
置
き
だ
け
で
あ
る
。
こ

の
恨
み
の
言
葉
が
神
経
に
は
た
ら
い
て
、
お
定
信
吉
に
怪
異
を
見
せ
る
こ
と
と
な
る
。
本
作
に
お
い
て
も
悪
が
の
さ
ば
る
と
い
う
現
状
が
用
意

さ
れ
、
そ
の
後
一
先
ず
の
収
束
を
迎
え
る
。
し
か
し
物
語
の
最
後
で
は
、
お
定
信
吉
は
長
患
い
を
き
っ
か
け
と
し
て
数
日
後
に
死
ん
で
し
ま
う
。

こ
こ
で
も
、
法
律
で
は
裁
き
得
な
い
二
人
の
悪
人
が
、〈
因
果
応
報
〉
と
い
う
超
越
的
な
力
に
よ
っ
て
裁
き
を
受
け
て
い
る
。

四

　

本
章
で
は
、
洋
装
本
の
『
怪
談
深
閨
屏
』
が
出
版
さ
れ
る
に
至
っ
た
理
由
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

洋
装
活
版
本
は
、
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
に
礫
川
出
版
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
の
新
聞
掲
載
・
和
装
本
出
版

か
ら
実
に
六
年
を
隔
て
て
の
刊
行
で
あ
る
。
礫
川
出
版
が
ど
の
よ
う
な
出
版
社
で
あ
っ
た
か
は
、
現
在
で
は
詳
し
い
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら

な
い
。
た
だ
、
礫
川
出
版
は
当
時
に
お
け
る
古
典
名
著
と
い
う
べ
き
読
本
や
実
録
を
翻
刻
し
て
出
版
し
て
い
た
。
同
社
か
ら
シ
リ
ー
ズ
と
し
て

刊
行
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
て
は
「　

名
著
集
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
「
勉
て
古
今
の
名
著
傑
作
を
網
羅
し
て
上
は

箕
山
、
近
松
、
出
雲
、
其
碩
、
西
鶴
…
（
中
略
）
…
等
諸
先
輩
の
作
よ
り
下
は
現
今
の
新
著
に
至
る
迄
細
大
漏
す
こ
と
な
く
号
を
追
て
纂
録
」

す
る
と
い
う
目
的
を
序
に
掲
げ
、
出
版
さ
れ
て
い
る）
12
（

。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
を
は
じ
め
と
し
て
、
礫
川
出
版
は
翻
刻
作
品
の
出
版
が
主
力
で
あ
っ
た

よ
う
だ
。

　

も
う
一
つ
言
え
る
こ
と
と
し
て
は
、
礫
川
出
版
は
鶴
声
社
の
持
っ
て
い
た
版
木
を
何
ら
か
の
形
で
入
手
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
だ
。

和
装
本
『
怪
談
深
閨
屏
』
を
出
版
し
た
鶴
声
社
の
版
木
を
用
い
て
、
礫
川
出
版
は
洋
装
本
を
出
版
し
た
よ
う
で
あ
る
。
同
様
に
、『
浅
尾
岩
切
真

古
今

小
説
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実
競
』
や
『
水
戸
黄
門
仁
徳
録
』、『
親
鸞
聖
人
御
実
伝
記
』
や
『
伊
達
顕
秘
録
』
な
ど
の

挿
絵）
13
（

を
見
る
に
、
こ
れ
も
同
様
に
鶴
声
社
よ
り
出
版
さ
れ
て
い
た
版
木
の
挿
画
を
用
い
、

あ
ら
た
め
て
翻
刻
を
刊
行
し
て
い
た
よ
う
だ
。

　
『
怪
談
深
閨
屏
』
の
和
装
本
か
ら
洋
装
本
へ
の
異
同
と
し
て
は
、
や
は
り
挿
画
数
の
違

い
が
大
き
い
。
新
聞
・
和
装
本
に
収
録
さ
れ
て
い
た
挿
画
の
う
ち
、
洋
装
本
に
も
同
様
に

収
め
ら
れ
た
の
は
た
っ
た
の
四
葉
で
あ
る
。
鶴
声
社
よ
り
出
版
さ
れ
、
後
に
礫
川
出
版
か

ら
刊
行
さ
れ
た
他
の
作
品
の
挿
画
を
確
認
す
る
と
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
掲
載
さ
れ
て
い
る
も

の
の
方
が
多
い
。『
怪
談
深
閨
屏
』
の
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
の
挿
画
が
落
と
さ
れ
て
い
る
の

は
珍
し
い
よ
う
で
あ
る
。
礫
川
出
版
は
翻
刻
に
あ
た
っ
て
、
軒
並
み
挿
画
を
減
ら
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、『
怪
談
深
閨
屏
』
の
挿
画
は
何
か
し
ら
の
意
図

が
あ
っ
て
そ
の
多
く
を
収
録
し
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

　
「
絵
入
朝
野
新
聞
」
や
和
装
本
に
お
い
て
は
、
挿
画
は
作
品
の
〈
怪
談
〉
色
を
強
め
る

役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
し
か
し
各
回
に
一
葉
ず
つ
挿
画
を
伴
っ
て
い
た
新
聞
連
載
や
和

装
本
と
は
異
な
り
、
洋
装
本
で
は
ほ
と
ん
ど
の
挿
画
が
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。

　

藍
泉
の
死
後
、
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
に
出
版
さ
れ
た
洋
装
本
『
怪
談
深
閨
屏
』

で
は
、
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
四
葉
に
加
え
、
芭
蕉
の
句
を
添
え
た
扉
が
新
た
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
一
葉
は
第
一
回
の
挿
画
で
あ
り
、
こ
れ
は

和
装
本
同
様
扉
絵
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
以
外
の
挿
画
は
、
当
初
と
は
異
な
る
掲
載
の
か
た
ち
が
と
ら
れ
て
い
る
。

　

一
組
目
の
挿
画
（
Ⅲ
）
は
、
第
一
三
回
・
一
四
回
付
近
に
挿
入
さ
れ
た
絵
で
あ
る
。
第
一
四
回
の
絵
の
一
部
と
二
四
回
の
絵
が
組
み
合
わ
せ

ら
れ
、
ま
る
で
は
じ
め
か
ら
一
葉
の
絵
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
開
き
一
ペ
ー
ジ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
四
回
の
挿
画
は
、
荒
れ
た
庭
の
様

挿画Ⅲ　洋装本挿画①



― 136 ―

子
が
描
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
箇
所
に
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に

大
し
て
違
和
感
は
な
い
。
問
題
は
第
二
四
回
の
挿
画
で
あ
る
。
こ

ち
ら
に
描
か
れ
る
の
は
、
燈
籠
の
上
の
女
の
生
首
で
あ
る
。
女
の

頭
に
は
角
が
生
え
、
口
に
は
蟹
を
咥
え
て
恨
め
し
そ
う
に
何
か
を

に
ら
ん
で
い
る
様
子
で
あ
る
。

　

第
一
三
・
一
四
回
の
場
面
で
は
、
重
兵
衛
の
不
在
か
ら
、
お
定

信
吉
が
お
米
の
目
を
は
ば
か
る
こ
と
も
な
く
戯
れ
る
よ
う
に
な

る
。
お
定
が
遊
興
に
ふ
け
る
あ
ま
り
生
活
が
苦
し
く
な
り
、
宅
も

次
第
に
荒
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
で
も
お
米
は
お
定
信
吉
に
意
見
す
る

こ
と
も
で
き
ず
に
一
人
苦
し
む
、
と
い
う
場
面
が
本
文
で
は
描
か

れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
挿
画
（
Ⅲ
）
に
あ
る
よ
う
に
蟹
を
咥
え
た
鬼
女
が
登
場
す
る
場
面
は
な
い
。
鬼
女
と
お
米
と
を
重
ね
て
考
え
る
と
し

て
も
、
苦
し
む
お
米
を
化
け
物
と
し
て
描
く
の
は
飛
躍
が
過
ぎ
る
。
こ
こ
で
は
、
挿
画
と
本
文
と
は
一
致
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

二
組
目
の
挿
画
は
第
二
三
・
二
四
回
前
後
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
だ
。
こ
こ
に
挿
入
さ
れ
た
絵
は
本
来
で
あ
れ
ば
第
一
四
回
に
掲
載
さ
れ
た
も

の
の
一
部
で
あ
り
、
一
組
目
に
紹
介
し
た
絵
の
片
割
れ
で
あ
る
。
描
か
れ
る
の
は
破
れ
家
に
覗
く
女
性
の
姿
で
、
彼
女
は
着
物
の
裾
を
悔
し
そ

う
に
噛
ん
で
い
る
。

　

第
二
三
・
二
四
回
は
、
お
米
が
不
可
解
な
状
況
で
姿
を
消
し
て
以
降
、
お
定
信
吉
が
怪
異
に
怯
え
て
暮
ら
す
と
い
う
筋
で
あ
る
。
柳
の
枝
や

石
燈
籠
が
お
米
に
見
え
る
場
面
が
挿
画
と
し
て
添
え
ら
れ
て
い
た
。
先
ほ
ど
一
組
目
で
紹
介
し
た
鬼
女
の
生
首
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。

　

二
組
目
の
挿
画
で
は
、
破
れ
家
の
女
性
を
お
米
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
本
文
に
登
場
す
る
お
米
の
姿
と
は
異
な
っ
て
お
り
、

飽
く
ま
で
お
米
の
恨
み
の
イ
メ
ー
ジ
が
描
か
れ
た
も
の
と
受
け
取
れ
よ
う
。
関
連
さ
せ
て
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
挿
画
と
本
文
と
が
完

挿画Ⅳ　洋装本挿画②
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全
に
合
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

洋
装
本
に
な
る
と
、
挿
画
は
あ
く
ま
で
作
品
の
抽
象
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
に
留
ま
っ
て
お
り
、
挿
画
と
本
文
と
は
対
応
し
な
い
。
新
聞

連
載
時
や
和
装
本
収
録
時
と
は
違
い
、
洋
装
本
で
は
本
文
を
主
、
挿
画
を
従
と
い
う
姿
勢
を
明
確
に
し
て
い
る
。
本
文
に
合
致
す
る
か
た
ち
で

挿
画
に
怪
異
が
描
か
れ
て
い
た
そ
れ
以
前
の
『
怪
談
深
閨
屏
』
と
は
様
子
が
異
な
る
。

　

洋
装
本
の
口
絵
に
は
、
和
装
本
に
は
な
か
っ
た
「
化
物
の
正
体
見
え
た
り
枯
尾
は
な
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
添
え
ら
れ
た
。
洋
装
本
に
お
い

て
は
、〈
神
経
〉
が
建
前
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
〈
怪
異
〉
を
多
分
に
描
い
た
挿
画
を
用
い
る
こ
と
を

や
め
、
女
の
恨
み
で
は
あ
る
ま
い
か
と
仄
め
か
す
よ
う
な
絵
の
み
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

洋
装
本
『
怪
談
深
閨
屏
』
の
挿
画
は
、
新
聞
連
載
時
や
和
装
本
と
は
大
き
く
異
な
る
性
質
を
も
つ
。
藍
泉
死
後
に
礫
川
出
版
か
ら
刊
行
さ
れ

た
洋
装
本
『
怪
談
深
閨
屏
』
は
、
建
前
で
は
な
く
本
当
に
幽
霊
の
出
て
こ
な
い
〈
神
経
〉
の
怪
談
と
し
て
世
に
送
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

五

　
『
怪
談
深
閨
屏
』
の
三
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
追
う
な
か
で
、
藍
泉
が
本
作
の
〈
神
経
〉
や
〈
因
果
〉
に
託
し
た
意
味
を
確
認
し
て
き
た
。
ま
た
、

藍
泉
の
死
後
に
は
藍
泉
の
意
向
と
は
別
の
か
た
ち
で
洋
装
本
が
出
版
さ
れ
た
。

　

新
た
な
国
の
取
り
決
め
に
則
っ
て
執
筆
し
た
筋
で
は
、
救
わ
れ
る
べ
き
人
が
救
わ
れ
な
い
理
不
尽
な
結
末
を
迎
え
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
藍
泉

が
持
ち
出
し
た
も
の
こ
そ
、〈
因
果
応
報
〉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
「
前
近
代
的
な
も
の
」
で
は
な
か
っ
た
。
古
い
時

代
と
新
し
い
時
代
と
の
間
で
せ
め
ぎ
合
う
こ
の
時
期
だ
か
ら
こ
そ
、〈
因
果
応
報
〉
と
い
う
超
越
的
な
力
を
用
い
た
の
で
あ
る
。『
怪
談
深
閨
屏
』

に
お
け
る
悪
事
は
、〈
怪
異
〉
を
き
っ
か
け
に
暴
か
れ
、〈
因
果
〉
の
力
を
借
り
て
正
し
き
方
向
へ
と
導
か
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
大
団
円
を
迎
え

る
た
め
に
采
配
を
取
っ
た
の
は
官
員
の
三
淵
で
あ
っ
た
。
藍
泉
は
流
れ
に
棹
差
し
て
う
ま
く
そ
の
時
代
を
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
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註
（
１
）木
戸
雄
一「
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ヴ
と
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
時
代
の
影
印
本
―
国
文
学
研
究
資
料
館
編「
リ
プ
リ
ン
ト
日
本
近
代
文
学
」―
」（『
日

本
近
代
文
学
』
第
七
七
集
、
二
〇
〇
七
・
五
）

（
２
）
前
掲
（
１
）、
二
二
六
頁

（
３
）
柳
亭
種
彦
稿
「
怪
談
深
閨
屏
」
第
一
回
（『
絵
入
朝
野
新
聞
』
一
八
八
四
・
二
・
五
、
三
面
）

（
４
）〈
続
き
物
〉
と
は
新
聞
小
説
の
先
駆
と
な
っ
た
、
小
新
聞
に
お
け
る
娯
楽
性
を
も
っ
た
読
み
物
で
あ
る
。
実
学
尊
重
、
文
学
軽
視
と
い
う
時
代
の

空
気
う
け
て
、
小
新
聞
の
記
事
を
完
全
な
戯
作
に
仕
立
て
る
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
た
。〈
続
き
物
〉
は
、
実
学
的
風
潮
を
考
慮
し
て
、「
実
録
」
を

う
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
興
津
要
『
新
訂 

明
治
開
化
期
文
学
の
研
究
』
桜
楓
社
、
一
九
七
三
）。

（
５
）
興
津
要
「
三
世
種
彦
（
高
畠
藍
泉
）
研
究
」（『
転
換
期
の
文
学
―
江
戸
か
ら
明
治
へ
―
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
六
〇
）

（
６
）
柳
亭
種
彦
稿
「
怪
談
深
閨
屏
」
第
三
五
回
（『
絵
入
朝
野
新
聞
』
一
八
八
四
・
三
・
二
五
、
三
面
）

（
７
）
前
掲
（
５
）、
二
五
四
頁
。
ま
た
、〈
続
き
物
〉
の
変
遷
を
追
っ
た
『
新
訂 

明
治
開
化
期
文
学
の
研
究
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
三
）
に
お
い
て
も
同

様
の
指
摘
が
あ
る
。
興
津
は
作
品
本
文
を
引
用
し
な
が
ら
明
治
一
一
〜
一
八
年
の
〈
続
き
物
〉
に
み
ら
れ
る
特
徴
の
変
化
を
追
う
な
か
で
、
明
治

一
七
年
の
藍
泉
作
品
の
位
置
づ
け
を
行
っ
て
い
る
。
興
津
は
、
江
戸
戯
作
風
な
伝
奇
的
手
法
に
頼
っ
た
藍
泉
を
封
建
的
世
界
観
か
ら
抜
け
出
せ
な

か
っ
た
〈
続
き
物
〉
筆
者
だ
と
評
し
た
。

（
８
）
畑
実
「
明
治
戯
作
の
一
側
面
―
「
日
本
橋
浮
名
歌
妓
」
と
「
怪
談
深
閨
屏
」
と
―
」（『
文
学
年
誌
』
第
八
号
、
一
九
八
六
・
九
）

（
９
）〈
続
き
物
〉
は
、
一
回
の
掲
載
ご
と
に
日
を
跨
ぐ
こ
と
に
な
る
。
各
回
の
文
末
に
は
し
ば
し
ば
、「
又
明
日
の
続
物
と
す
」（
第
二
七
回
）
や
「
語

出
せ
る
一
条
は
次
回
に
記
さ
ん
」（
第
三
二
回
）
の
よ
う
な
、
連
載
を
意
識
し
た
言
葉
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
単
行
本
化
に
際
し
、
こ
の

言
葉
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
一
冊
の
本
と
し
て
纏
め
ら
れ
れ
ば
、次
回
を
待
つ
必
要
も
な
い
た
め
、自
然
と
落
と
さ
れ
る
表
現
で
あ
っ
た
。〈
続
き
物
〉

の
単
行
本
化
が
始
ま
っ
て
間
も
な
い
頃
は
、
出
版
す
る
に
あ
た
っ
て
本
文
の
大
幅
な
書
き
直
し
が
行
な
わ
れ
た
。
し
か
し
、
単
行
本
化
を
前
提
と

し
て
〈
続
き
物
〉
の
連
載
を
行
う
こ
と
で
、
最
小
限
の
書
き
直
し
で
出
版
ま
で
の
手
間
を
省
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
高
畠
藍
泉
の
〈
続

き
物
〉
連
載
と
そ
の
後
の
単
行
本
化
に
つ
い
て
は
、佐
々
木
亨
の
論
文
に
詳
し
い
（「
明
治
の
草
双
紙
―
京
阪
活
版
小
説
を
中
心
に
―
」『
近
世
文
藝
』
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第
六
六
号
、
一
九
九
七
・
七
、「
高
畠
藍
泉
の
作
風
形
成
―
「
梅
柳
新
話
を
巡
っ
て
」
―
」『
国
文
学
研
究
』
第
一
三
六
巻
、
二
〇
〇
二
・
三
）。

（
10
）
新
聞
小
説
と
そ
の
挿
画
に
つ
い
て
は
、
野
崎
左
文
「
明
治
初
期
の
新
聞
小
説
」（『
私
の
見
た
明
治
文
壇
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
二
）
に

詳
し
い
。

（
11
）
高
畠
藍
泉
「
因
果
応
報
」（『
東
京
絵
入
新
聞
』
一
八
八
二
・
六
・
一
、
三
〜
四
面
）

（
12
）「　

名
著
集
序
」（
礫
川
出
版
会
社
編
『
古
今
小
説
名
著
集
』
第
一
七
巻
、
礫
川
出
版
、
一
八
九
一
・
一
〇
）

（
13
）『
浅
尾
岩
切
真
実
競
』
は
鶴
声
社
か
ら
は
一
八
八
三
年
、
礫
川
出
版
か
ら
は
一
八
八
八
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。『
水
戸
黄
門
仁
徳
録
』
と
『
親
鸞

聖
人
御
実
伝
記
』
は
ど
ち
ら
も
、鶴
声
社
版
は
一
八
八
七
年
、礫
川
出
版
は
一
八
九
〇
年
出
版
。『
伊
達
顕
秘
録
』
は
、鶴
声
社
版
は
一
八
八
五
年
に
、

礫
川
出
版
は
一
八
九
〇
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
同
じ
挿
画
が
使
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
礫
川
出
版
が
手
に
入
れ
て
い
た
版
木
は

鶴
声
社
の
も
の
に
限
ら
ず
、
他
の
書
肆
の
版
木
も
用
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
全
て
が
鶴
声
社
の
も
の
と
は
断
定
は
で
き
な
い
。

※
本
論
文
引
用
で
は
、
旧
漢
字
は
適
宜
新
漢
字
に
改
め
、
仮
名
遣
い
は
本
文
の
ま
ま
と
し
て
い
る
。
ル
ビ
は
一
部
を
除
き
省
略
し
た
。
な
お
、
本
文

と
挿
画
Ⅰ
・
Ⅱ
の
引
用
は
初
出
に
拠
っ
た
。
和
装
活
版
本
は
『
リ
プ
リ
ン
ト
日
本
近
代
文
学
10
怪
談
深
閨
屏
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
五
）
に
拠
る
。

ま
た
、
洋
装
活
版
本
は
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
テ
ク
ス
ト
を
用
い
、
挿
画
Ⅲ
・
Ⅳ
も
こ
れ
に
拠
っ
た
。

（
博
士
後
期
課
程
）

古
今

小
説


