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SUMMARY

Thoughts on the Maruyama Ōkyo Legend

The 1888 rakugo story “Kaidan Chibusa Enoki”, by the Meiji era rakugo artist Sanyutei Encho, is 

prefaced by the tale of how the 18th century Kyoto artist Maruyama Ōkyo revived the custom of a 

Kyoto restaurant whose popularity had waned by giving it a sinister painting of an ill woman. 

Elsewhere, in the Taisho era tale titled“ Ōkyo’s Ghost Picture”, it is told that the model for the fi gure 

in his ghost picture was a Nagasaki courtesan who appeared by his pillow. Both these stories are early 

modern works based on oral legends from the late Edo period reproduced in magazines such as Kaiga 

Soshi  and Shonen Sekai . 

Meanwhile, there are also a considerable number of legends about the ghost pictures donated by 

parishioners to country temples since the Showa period, identifying them as being by Ōkyo These 

“Ōkyo pictures” are particularly found in areas of northern Tohoku such as Yamagata, Aomori and 

Akita. The stories of these paintings’source frequently depicts some episode concerning the travelling 

artist Ōkyo. Particularly noteworthy are legendary identifi cations of these as paintings of the ghost of 

his wife, his mother or his lover that appears to him in a dream.  

The present paper examines these legends, which art research has to date dismissed as 

unfounded, and traces the relationship between them and Ōkyo-related legends and literary works 

from the late Edo period to the modern period, clarifying the continuity between the paintings and the 

literary creations. 

TSUTSUMI Kunihiko
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一　

福
を
呼
ぶ
病
婦
図

円
山
派
と
い
ふ
一
派
を
広
め
ま
し
た
円
山
応
挙
な
ど
と
い
ふ
人
は
、
名
人

で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
比こ

の

応
挙
先
生
が
不ふ

断だ
ん

飲
み
に
お
出い
で

な
さ
る
京
都
の
或あ

る
所
に
料
理
屋
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
此こ
の

内う
ち

は
老
人
夫
婦
に
娘
が
独ひ
と

り
あ

る
と
い
ふ
極ご
く

真ま

面じ

目め

に
甘う
ま
い味
物も
の

許ば
か

り
を
喰く
は

せ
る
随
分
流は
や
り行
見み

世せ

で
ご
ざ
い

ま
し
た
が
、物
に
は
盛
衰
が
あ
る
も
の
で
近
頃
は
さ
っ
ぱ
り
と
客
が
な
い
。

三
遊
亭
円
朝
（
一
八
三
九
〜
一
九
〇
〇
）
作
『
怪
談
乳
房
榎
』（
明
治
二
一
）

の
第
一
席
は
、
円
山
応
挙
の
逸
話
か
ら
始
ま
る
。
客
足
の
遠
の
い
た
料
理
屋
を

再
び
盛
り
立
て
る
た
め
、
応
挙
は
主
人
に
一
幅
の
絵
を
画
き
与
え
る
。
と
こ
ろ

が
、
そ
れ
は
血
に
ま
み
れ
た
病
婦
の
絵
だ
っ
た
。「
え
え
縁
起
が
悪
い
、
こ
ん

な
も
の
を
」
と
た
い
そ
う
怒
る
店
主
に
向
か
っ
て
、応
挙
は
「
陰
は
陽
に
帰
る
」

と
い
う
道
理
を
示
し
な
が
ら
、
や
さ
し
く
教
え
諭
す
。

己お

れ
が
昨
日
認し
た
ヽめ

て
遣つ
か

は
し
た
画え

も
其そ
の

通と
ほ

り
じ
ゃ
、
女
が
病
ひ
に
苦
し
ん

で
死し

に

ナ
ン
く
と
致
し
を
る
忌い
ま

は
し
い
図
じ
ゃ
が
是こ
れ

陰
の
極
度
で
最も

う
爰こ
ヽ

ま

堤　
　

邦　

彦　
　

円
山
応
挙
伝
説
考 

―
― 

幽
霊
画
を
め
ぐ
る
「
物
語
」
の
成
立

で
参
っ
て
は
是こ
れ

か
ら
徐そ
ろ

々そ
ろ

陽
気
に
帰
る
よ
り
仕
方
が
な
い
も
の
で
、
其そ

方ち

の
商
売
迚と
て

も
斯か

う
サ
ビ
レ
て
陰
気
に
な
っ
た
か
ら
是こ
れ

か
ら
は
昔
し
の
陽
気

に
赴お
も
ぶく
の
が
純
道
じ
ゃ
、
陰
気
な
画え

で
あ
ろ
ふ
が
己お
れ

も
身み

不ふ

肖せ
う

な
が
ら
円

山
応
挙
じ
ゃ
、
意こ
こ
ろに

思
ふ
処と
こ
ろが

あ
っ
て
認
め
た
ア
ノ
軸
外は
づ

さ
ず
に
懸か
け

て
置

け
、
陰
も
陽
も
か
え
る
時
節
が
あ
る
ぞ

そ
の
言
葉
の
と
お
り
、
や
が
て
恐
ろ
し
げ
な
絵
が
京
都
中
の
評
判
と
な
り
、

掛
軸
を
見
に
来
る
客
で
に
ぎ
わ
い
、
家
運
が
も
と
に
戻
る
の
で
あ
っ
た
。
陰
を

も
っ
て
陽
と
な
す
画
聖
・
応
挙
の
逸
話
を
発
端
と
し
て
、
こ
の
あ
と
『
怪
談
乳

房
榎
』
の
物
語
は
絵
師
菱
川
重
信
の
幽
霊
話
へ
と
続
く
こ
と
に
な
る
。

十
二
才
に
し
て
歌
川
国
芳
に
入
門
し
、
浮
世
絵
師
を
志
し
た
経
歴
を
も
つ
応

挙
だ
け
に
（
病
い
の
た
め
頓
挫
）、
噺
家
に
な
っ
た
の
ち
も
絵
画
へ
の
関
心
は

止
ま
な
か
っ
た
。
明
治
八
年
（
一
六
七
六
）
の
二
月
十
一
日
、
東
京
柳
橋
で
開

催
し
た
怪
談
会
の
折
り
に
、「
幽
霊
の
画
を
多
く
あ
つ
め
て
人
に
見
」
せ
た
（『
学

海
日
録
』
三
）
と
い
う
の
は
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
1
。

柳
橋
の
怪
談
会
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
東
京
谷
中
の
全
生
庵
に
現
存
す

る
円
朝
・
幽
霊
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
五
〇
幅
に
結
実
す
る
掛
福
の
蒐
集
が
、
す
で
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に
明
治
初
年
に
計
画
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
も
の
が
た
る
。
永
井
啓
夫
、
安
村
敏

信
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
円
朝
は
「
百
物
語
」
に
ち
な
ん
で
百
幅
の
幽
霊
画
を
集

め
よ
う
と
し
な
が
ら
生
前
こ
れ
を
果
た
し
得
ず
、
支
援
者
の
藤
浦
三
周
に
よ
り

没
後
の
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
に
四
十
点
が
菩
提
寺
の
全
生
庵
に
寄
贈
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
２
。
そ
の
な
か
に
は
、
明
治
期
に
円
朝
と
親
交
の
あ
っ
た
日

本
画
飯
島
光
峨
（
一
八
二
九
〜
一
九
〇
〇
）、
柴
田
是
真
（
一
八
〇
七
〜
九
一
）

な
ど
の
作
品
も
あ
り
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
半
数
ほ
ど
が
円
朝
の
交
友
圏
内
で
集

め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
３
。

幽
霊
画
を
こ
よ
な
く
愛
で
、
画
家
た
ち
と
の
交
わ
り
を
楽
し
ん
だ
円
朝
の
伝

記
に
照
ら
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、『
怪
談
乳
房
榎
』
の
冒
頭
を
飾
る
招
福
の
病

婦
図
の
話
が
、
明
治
画
壇
に
流
伝
し
た
画
聖
応
挙
の
噂
と
何
ら
か
の
か
か
わ
り

を
も
つ
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

応
挙
の
幽
霊
画
を
め
ぐ
る
口
碑
の
存
在
に
関
連
し
て
、明
治
二
十
二
年
の『
絵

画
叢
誌
』
に
載
る
「
応
挙
の
幽
霊
図
」
の
記
事
に
着
目
し
た
の
は
山
下
裕
二
で

あ
っ
た
４
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
応
挙
が
非
凡
の
技
を
発
揮
し
た
「
幽
霊
美
人
の

画
幅
」
は
、
は
じ
め
「
西
京
蹴
揚マ

マ

」
の
割
烹
店
の
所
蔵
だ
っ
た
。
後
に
江
戸
吉

原
の
中
万
字
楼
が
譲
り
受
け
て
長
く
珍
蔵
し
て
い
た
が
、
や
が
て
廓
の
退
転
と

と
も
に
北
豊
島
郡
の
小
松
清
痴
の
手
に
渡
る
。『
絵
画
叢
誌
』
は
末
尾
に
絵
の

変
転
を
し
た
た
め
た
渡
辺
真
揖
の
「
清
痴
居
士
珍
蔵
幽
霊
記
」
な
る
一
文
を
付

載
し
て
、
応
挙
の
掛
図
が
京
の
料
理
屋
に
も
た
ら
し
た
商
売
繁
盛
の
効
能
を
つ

ま
び
ら
か
に
し
て
い
る
。

酒
席
で
応
挙
図
の
来
歴
を
問
わ
れ
た
清
痴
居
士
は
、
京
の
旧
蔵
者
某
と
幽
霊

画
の
か
か
わ
り
を
明
か
す
。

是
此
幅
者
。
円
山
応
挙
慣
家
得
意
之
図
也
。
本
係
二
西
京
蹴
揚
割
烹
店
某

氏
所
蔵
一
。
一
時
鳴
二
於
都
下
一
。
至
レ
呼
二
幽
霊
屋
一
則
及
二
樽
俎
寂
寥
一
也
。

掛
二
之
壁
上
一
。
則
先
客
万
来
矣

こ
こ
に
「
蹴
揚
」
と
あ
る
の
は
東
山
区
小
物
座
町
あ
た
り
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

京
の
七
口
の
ひ
と
つ
粟
田
口
に
位
置
す
る
こ
の
場
所
に
は
、
明
治
の
半
ば
に
い

た
る
ま
で
、
弓
屋
、
井
筒
屋
な
ど
の
茶
店
が
軒
を
つ
ら
ね
、
東
海
道
を
行
く
旅

人
に
酒
食
を
饗
じ
た
５
。
そ
の
な
か
の
一
店
と
み
ら
れ
る
割
烹
屋
某
の
手
元
に

あ
っ
た
応
挙
作
品
が
都
の
噂
と
な
り
、「
幽
霊
屋
」
の
風
聞
ゆ
え
に
い
っ
た
ん

は
「
樽
俎
」（
宴
席
）
の
客
が
絶
え
た
も
の
の
、
掛
幅
を
表
に
出
し
て
掛
け
た

と
こ
ろ
、
怖
い
も
の
見
た
さ
に
人
が
押
し
寄
せ
て
千
客
万
来
の
あ
り
さ
ま
と

な
っ
た
。
ま
さ
に
千
金
に
値
す
る
名
画
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
口
碑
が
先
に
揚
げ
た
『
怪
談
乳
房
榎
』
の
原
拠
と
な
っ
た
こ
と

は
、
十
分
に
推
察
可
能
で
あ
ろ
う
。
言
を
換
え
て
い
え
ば
、
一
幅
の
幽
霊
画
を

め
ぐ
る
画
聖
応
挙
の
伝
説
が
幕
末
・
明
治
の
巷
間
に
四
散
し
、
怪
談
噺
の
素
材

源
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

ち
な
み
に
昭
和
京
都
の
庶
民
文
化
に
通
暁
し
た
田
中
緑
紅
は
、
商
運
を
呼
ぶ

幽
霊
画
の
噂
に
ふ
れ
、
曼
殊
院
蔵
の
清
水
節
堂
の
絵
（
現
・
滋
賀
県
徳
源
院
蔵
）
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が
、
傾
き
か
け
た
水
商
売
の
店
に
「
数
回
貸
し
出
」
さ
れ
た
話
に
言
い
及
ぶ
６
。

あ
る
い
は
明
治
の
応
挙
伝
説
に
触
発
さ
れ
た
伝
承
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
ろ

う
か
。

　
　

二　

明
治
期
・
怪
談
会
の
場

幽
霊
画
が
描
か
れ
た
い
き
さ
つ
を
語
る
伝
承
は
、
応
挙
作
品
に
か
ぎ
ら
ず
、

著
名
な
浮
世
絵
師
の
逸
話
と
な
っ
て
明
治
の
市
井
に
ひ
ろ
ま
っ
て
い
た
。

　

た
と
え
ば
、
円
朝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
と
し
て
知
ら
れ
る
月
岡
芳
年

の
「
宿
場
女
郎
図
」
に
ま
つ
わ
る
話
が
、
当
時
の
知
識
人
の
つ
ど
う
怪
談
会
の

場
で
公
に
さ
れ
て
い
た
の
は
そ
の
一
端
で
あ
る
。
円
朝
と
旧
知
の
間
柄
で
も
あ

る
日
本
画
家
の
鏑
木
清
方
（
一
八
七
八
〜
一
九
七
二
）
が
語
っ
た
「
幽
霊
の
写
生
」

と
題
す
る
談
話
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
芳
年
そ
の
人
が
体
験
し
た
死
者

と
の
遭
遇
に
ま
つ
わ
る
因
縁
話
で
あ
っ
た
。
出
典
は
、
明
治
四
十
二
年

（
一
九
〇
九
）
の
『
怪
談
会
』
で
あ
る
。

物
故
さ
れ
た
、
月つ

き

岡お
か

芳よ
し

年と
し

師
匠
は
、
よ
く
不
思
議
な
事
に
出
会
っ
た
こ

と
の
あ
る
人
で
し
た
、
私
の
覚
え
て
い
る
内
で
、
幽
霊
を
写
生
さ
れ
た
の

が
、
二
つ
あ
り
ま
す
、
一
枚
は
確
か
、
先
年
博
文
館
か
ら
出
た
怪
談
揃
い

の
内
の
挿
絵
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
、
そ
れ
は
、
遊
女
屋
の
二
階

の
梯は
し

子ご

段だ
ん

の
上
の
欄ら
ん

干か
ん

に
、乱
れ
髪
の
遊お
い

女ら
ん

姿
の
女
が
後
う
し
ろ

向む

き
に
な
っ
て
、

下
の
方
を
見
下
ろ
し
な
が
ら
手て

招ま
ね
きを
し
て
い
る
絵
で
す
、
こ
の
絵え画
を
描え

が
い
た
わ
け
は
、
或あ
る

夏
の
こ
と
、
芳
年
氏
は
弟
子
の
年
方
氏
と
共
に
大お
お

磯い
そ

へ
行
か
れ
て
、
一
夜
其そ

処こ

の
遊じ
よ
う
ろ女
屋や

へ
行
か
れ
た
の
だ
そ
う
で
す
、
す
る

と
、
芳
年
氏
の
入
ら
れ
た
部
屋
と
い
う
の
は
、
二
階
の
梯は
し

子ご

段だ
ん

の
、
直
ぐ

傍そ
ば

の
部
屋
で
し
た
、
引
け
過す
ぎ

て
も
相あ
い

方か
た

の
女じ
よ

郎ろ
う

が
来
な
い
、
如ど

何う

し
た
事

か
と
思
っ
て
い
る
と
、
突
然
二
階
で
、
誰た

れ
も
呼
び
も
せ
ぬ
の
に
下
の
方

で
、
ハ
ー
イ
と
、
禿か
む
ろの
返
事
を
す
る
細
い
声
が
廊
下
に
響
い
て
、
小
さ
な

草ぞ
う

履り

の
音
が
、
遠
く
か
ら
、
バ
タ
バ
タ
と
聞
え
て
来
る
、
不
思
議
な
事
も

あ
る
も
の
と
、
思
い
な
が
ら
、
そ
っ
と
障
子
の
隙
間
か
ら
、
そ
の
梯は

し

子ご

段だ
ん

の
と
こ
ろ
を
、
見
る
と
驚
い
た
、
例
の
絵か
い

画が

に
描
か
れ
た
様
な
姿
の
女
が
、

図１：徳源院の幽霊画
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細
い
手
で
下
の
方
を
向
い
て
手
招
ぎ
を
し
て
い
た
の
だ
そ
う
だ
、
禿か

む
ろは

二

階
に
上
っ
て
来
た
が
、
誰た

れ

も
居
な
い
の
で
、
ま
た
戻
っ
た
そ
う
だ
が
、
芳

年
氏
も
気
味
の
悪わ

る
く
な
っ
た
の
で
、
早さ
つ

速そ
く

そ
れ
か
ら
宿
屋
に
帰
っ
て
寐ね

た
と
の
事
だ
、
後
で
、
段だ
ん

々だ
ん

聞
い
て
み
る
と
、
そ
の
芳
年
氏
の
入
ら
れ
た

部
屋
と
い
う
の
が
因
縁
附づ

き
の
部
屋
で
、
そ
こ
へ
は
誰た

れ
も
決
し
て
女
郎

が
来
な
い
と
の
事
で
あ
っ
た
、
即す
な
わち
こ
の
実じ
つ

見け
ん

し
た
の
を
、
早さ
つ

速そ
く

写
生
さ

れ
た
の
が
一
枚
と
、
も
う
一
枚
は
、
こ
れ
は
曾か
つ

て
、
氏
の
妾め
か
けが
病
気
で
実

家
に
戻
っ
て
お
っ
た
が
、
死
ん
だ
晩
に
、
氏
の
寐ね

て
お
ら
れ
た
蒲
団
の
足あ
し

許も
と

の
と
こ
ろ
へ
来
て
、
俯う
つ

向む
け

に
、
丈た
け

な
す
黒
髪
を
バ
ッ
サ
リ
、
前
へ
さ
げ

て
、
座
っ
て
い
た
が
、
着
て
い
た
鼠
ね
ず
み

小こ

紋も
ん

の
衣き
も
の服
も
、
黒く
ろ

繻し
ゆ

子す

の
帯
も
、

明あ
り

白あ
り

と
眼
に
映
っ
た
の
で
、
直す

ぐ
翌
日
に
写
し
と
っ
た
と
の
事
で
そ
れ
も

多
分
、
今
に
残
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

話
の
前
半
は
大
磯
の
女
郎
屋
で
目
の
あ
た
り
に
し
た
梯
子
段
か
ら
手
招
き
す

る
幽
霊
の
実
見
談
、
そ
し
て
今
ひ
と
つ
は
芳
年
の
妾
が
亡
く
な
る
の
と
同
じ
時

刻
に
枕
元
に
現
れ
た
怪
談
で
あ
る
。
後
者
の
方
は
、
あ
と
に
述
べ
る
応
挙
の
妾

の
幽
霊
話
に
通
底
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
絵
師
本
人
の
体
験
に

も
と
づ
い
て
「
幽
霊
を
写
生
」
し
た
話
と
い
う
点
で
同
工
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
「
幽
霊
の
写
生
」
を
載
せ
た
『
怪
談
会
』
は
、
泉
鏡
花
を
中
心
に
、

鏡
花
と
親
交
の
あ
っ
た
役
者
、
画
家
、
文
化
人
が
集
ま
り
明
治
四
十
一
年
に
東

京
向
島
で
開
い
た
「
化
物
会
」
の
折
の
談
話
を
活
字
化
し
、
柏
舎
書
楼
よ
り
出

版
し
た
和
装
本
で
あ
る
７
。
鏑
木
清
方
の
ほ
か
に
も
円
朝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
幽
霊

画
で
知
ら
れ
る
鰭
崎
英
明
（
一
八
八
一
〜
一
九
六
八
）
や
劇
作
家
の
小
山
内
薫

（
一
八
八
一
〜
一
九
二
八
）、
歌
舞
伎
役
者
の
六
世
尾
上
梅
幸
（
一
八
七
〇
〜

一
九
七
四
）
な
ど
が
名
を
連
ね
て
お
り
、
化
物
会
に
つ
ど
う
著
名
人
た
ち
が
怪

談
の
語
り
手
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
江
戸
の
浮
世
絵
師
の
逸
事
に
か

ら
め
た
「
幽
霊
の
写
生
」
も
ま
た
、「
化
物
会
」
の
サ
ー
ク
ル
を
介
し
て
明
治
期

の
文
化
人
の
あ
い
だ
に
流
伝
し
た
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
怪
談
話
だ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
幽
霊
画
に
ま
つ
わ
る
応
挙
伝
説
が
生
み
出
さ
れ
る
素
地
を
明
治
の
画

壇
周
辺
に
想
像
す
る
こ
と
は
そ
う
難
し
く
な
い
状
況
に
あ
る
。
し
か
も
談
話

者
の
鏑
木
清
方
が
や
は
り
幽
霊
画
を
て
が
け
た
画
家
で
あ
る
こ
と
も
見
逃
せ

な
い
。

図２：芳年「宿場女郎図」

（
東
京
芸
術
大
学
美
術
館
「
う
ら
め
し
や
〜
、
冥
途
の
み
や
げ
」
展
図
録
よ
り
）
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三　

応
挙
幽
霊
画
の
モ
デ
ル
を
め
ぐ
る
「
物
語
」

と
こ
ろ
で
、
歴
史
に
名
を
残
す
絵
師
が
、
目
の
前
の
幽
霊
を
「
写
生
」
し
た

と
い
う
類
型
的
な
話
柄
は
、
な
に
も
明
治
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
な
く
と
も
、
現
今

の
地
方
口
碑
に
同
工
異
曲
の
逸
話
を
見
出
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
青
森
県
弘
前
市
・
久
渡
寺
の
伝
応
挙
作
「
返
魂
香
之
図
」
に
ま
つ

わ
る
妻
の
お
雪
８
の
献
身
悲
話
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。
見
た
こ
と
の
な
い
幽

霊
が
描
け
ず
困
り
果
て
た
夫
を
助
け
る
た
め
、
お
雪
は
自
害
し
、
亡
魂
と
な
っ

て
障
子
ご
し
に
自
分
の
姿
を
描
か
せ
た
９
。
そ
れ
故
に
、
久
渡
寺
の
「
返
魂
香

之
図
」
は
い
ま
も
妻
の
命
日
に
あ
た
る
五
月
十
八
日
に
一
時
間
だ
け
開
帳
す
る

な
ら
わ
し
と
な
っ
て
い
る
。

久
渡
寺
の
幽
霊
画
に
つ
い
て
は
、
津
軽
藩
の
家
老
森
岡
主
膳
元
徳
が
早
逝
し

た
娘
（
ま
た
は
京
都
滞
在
時
に
親
し
ん
だ
芸
妓
）
を
描
か
せ
て
寄
進
し
た
と
の

異
説
も
あ
り
10
、
お
雪
の
献
身
説
話
は
後
世
の
噂
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
の
か

も
し
れ
な
い
。

も
っ
と
も
応
挙
の
妻
の
自
害
を
語
る
幽
霊
画
の
由
来
譚
は
、
一
見
荒
唐
無
稽

な
訛
伝
の
よ
う
で
い
て
、
じ
つ
は
明
治
以
来
の
応
挙
伝
説
と
の
あ
い
だ
に
絶
ち

が
た
い
連
関
を
露
わ
に
し
て
い
た
。
た
し
か
に
そ
れ
は
歴
史
的
事
実
と
は
ほ
ど

遠
い
伝
承
の
所
産
で
あ
り
、
画
聖
応
挙
を
め
ぐ
る
民
衆
の
「
物
語
」
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
幽
霊
画
（
モ
ノ
）
と
怪
談
（
コ
ト
）
の
密
接
な
関
係

を
ひ
も
と
こ
う
と
す
る
際
、
明
治
の
巷
間
に
流
布
し
た
種
々
の
俗
伝
を
避
け
て

通
れ
な
い
文
化
史
の
一
断
面
と
考
え
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い

だ
ろ
う
。

少
な
く
と
も
今
日
各
地
の
寺
院
が
所
蔵
す
る
伝
応
挙
の
掛
福
の
い
わ
れ
を
解

析
す
る
に
は
、
幕
末
・
明
治
の
応
挙
伝
説
に
さ
か
の
ぼ
る
方
法
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
物
語
の
意
味
と
位
相
を
探
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
そ
の

よ
う
な
視
点
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
明
治
初
年
の
応
挙
伝
説
を
概
観
し
、
話
の
内
容

を
吟
味
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

　
　

四　
『
少
年
世
界
』
の
言
説

下
半
身
が
消
え
た
よ
う
に
描
く
無
足
幽
霊
図
が
、
応
挙
よ
り
は
じ
ま
る
と
の

図３：久渡寺幽霊図

富
山
県
水
墨
美
術
館「
夏
の
美
術
館
へ
よ
う
こ
そ　
幽
霊
と
地
獄
」
展
図
録
よ
り
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言
説
（『
松
の
落
葉
』
な
ど
）
は
、
今
日
で
は
お
お
む
ね
否
定
さ
れ
て
い
る
11
。

一
方
、ま
る
で
目
の
前
の
美
女
を
写
し
た
と
見
ま
ご
う
よ
う
な
写
実
性
を
し
て
、

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
。
応
挙
と
同
時
代
を
生
き
た
上
田
秋
成
（
一
七
三
四
―
―
一
八
〇
九
）
が
晩

年
に
書
き
残
し
た
随
筆
『
胆
大
小
心
録
』
に

絵
は
応
挙
が
出
て
、
写
生
と
い
ふ
事
の
は
や
り
出
て
、
京
中
の
絵
が
皆
一

手
に
な
っ
た
事
じ
ゃ

（
第
六
十
五
段
）

と
述
懐
し
た
の
は
、
写
生
を
も
っ
て
世
に
知
ら
れ
た
円
山
派
の
画
風
を
言
い
あ

て
た
早
い
時
期
の
評
言
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
天
保
十
五
年
（
一
六
四
四
）
の
『
名
家
書
画
談
』
第
二
篇
の
次

の
一
文
は
、
こ
の
世
の
も
の
で
な
い
幽
霊
の
図
を
迫
真
美
み
な
ぎ
る
筆
で
描
く

こ
と
が
出
来
た
裏
に
、
死
婦
の
写
生
と
い
う
究
極
の
作
画
術
が
用
い
ら
れ
た
点

に
ふ
れ
て
い
る
12
。

応
挙
写
生
の
工
夫
、其
の
妙
を
得
た
る
こ
と
、本
朝
古
今
及
ぶ
者
な
し
。（
中

略
）
又
幽
鬼
の
図
を
写
せ
し
に
、
あ
る
婢
女
晩
景
に
是
れ
を
見
て
、
気
を

失
ひ
し
こ
と
口
碑
に
伝
へ
た
り
。
い
ず
れ
も
妙
境
に
入
ら
ず
と
い
ふ
こ
と

な
し
。
其
の
工
夫
は
、
壮
女
の
死
せ
る
者
の
面
相
を
見
て
画
き
初
め
し
と

云
ふ
。

実
際
に
若
い
女
の
死
に
顔
を
写
す
方
法
で
描
か
れ
た
応
挙
の
絵
を
夕
間
暮
れ

に
目
に
し
た
下
女
が
そ
の
場
で
気
絶
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
幽
霊
画
の
名
作
が

ど
の
よ
う
に
し
て
世
に
出
た
か
を
明
か
す
口
碑
の
典
型
的
な
語
り
口
を
示
す
。

絵
の
モ
デ
ル
に
関
す
る
応
挙
伝
説
の
祖
型
が
、
す
で
に
天
保
末
年
の
画
人
伝
に

し
る
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

応
挙
の
幽
霊
画
が
い
か
な
る
経
緯
で
描
か
れ
た
か
を
解
き
明
か
す
物
語
は
、

や
が
て
明
治
の
世
を
迎
え
る
と
さ
ま
ざ
ま
な
異
説
を
世
間
に
拡
散
さ
せ
て
い
く

こ
と
に
な
る
。

明
治
三
十
年
八
月
の
『
少
年
世
界
』
三
巻
十
七
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
京
都　

金
子
静
枝　

圓
山
應
挙
（
名
家
傳
）」
の
記
事
は
、
当
時
一
般
に
知
ら
れ
て
い

た
作
画
の
折
の
口
碑
を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
火
消
し
の
背
中
に

幽
鬼
図
を
彫
り
付
け
た
話
（「
妙
筆
人
を
悩
ま
す
」）
に
つ
づ
く
、「
妖
霊
の
図づ

説と
き

」
で
は
、「
応
挙
が
厲れ
い

鬼き

の
図
、
蔵
す
る
も
の
を
以
て
誇
る
。
而し
か

し
て
其そ
の

作つ
く

る
所ゆ
え
ん以

を
説
く
に
一
な
ら
ず
」
と
前
置
き
し
て
、
絵
の
モ
デ
ル
に
関
す
る
四
つ

の
逸
話
を
紹
介
し
て
い
る
。
本
文
に
よ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
口
碑
の
要
点

を
列
挙
し
て
み
よ
う
。

①
重
病
の
妹
を
描
く

応
挙
の
妹
、
重
病
に
罹
り
、
命め

い

旦た
ん

夕せ
き

に
在
り
。
其そ
の

起た
ゝ

ざ
る
を
悲
し
み
、
紀
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念
を
為な

さ
む
と
欲
し
て
之
を
写
す
。

②
病
死
し
た
妾
の
幽
霊
を
写
す

応
挙
円え

ん

満ま
ん

院い
ん

仕
官
の
身
た
り
。
常
に
参
院
し
て
大
津
に
宿
泊
す
。
一
妾
を

養
ふ
、
て
る
女
と
い
ふ
。
応
挙
遊
歴
中
、
病
み
て
没
す
。
相
思
の
情
に
堪た

へ
ず
。
一
夜
応
挙
の
枕
頭
に
現
ず
。
情
緒
纏て

ん

綿め
ん

、
毫ご

う

を
揮
て
其そ

の

真し
ん

を
写
す

と
。

③
漢
の
武
帝
と
李
夫
人
の
故
事
に
よ
る
返
魂
香
図
の
流
行
と
そ
の
転
用

当
時
、京
都
の
好
事
家
（
中
略
）
漢
武
李
夫
人
の
故
事
を
営
む
で
戯ざ

と
す
。

其そ
の

画ぐ
わ

坊ぼ
う

間か
ん

に
存
す
る
も
の
多
し
、
厲
鬼
の
図
蓋
し
是
な
り
と
。

④
病
臥
の
妻
が
厠
に
立
っ
た
姿
を
蚊
帳
ご
し
に
写
す

応
挙
の
妻
宿し
ゆ
く

痾あ

起た

つ
べ
か
ら
ず
。
時と
き

正ま
さ

に
夏
、
蚊ぶ
ん

幮ち
う

を
隔
て
ゝ
臥
す
。

一
夜
苦
を
忍
む
で
厠か
わ
やへ
到
ら
む
と
す
。
帳
ち
よ
う

側そ
く

に
立
て
応
挙
を
覚さ
ま

す
。
応
挙

頭
を
擡も
た

げ
て
望
む
。
毎つ
ね

に
厲
鬼
を
描
か
む
と
欲
し
て
其
図
を
得
ず
、
是こ
ゝ

に

於
て
好か
う

粉
本
を
得え

、
写
し
て
世
に
伝
ふ
と
。

い
ず
れ
が
真
実
か
は
問
わ
ず
、
聞
く
が
ま
ま
に
京
都
の
巷
間
に
囁
か
れ
て
い

た
応
挙
作
品
の
由
来
を
書
き
と
め
た
の
が
金
子
静
枝
の
記
事
で
あ
っ
た
。

そ
の
う
ち
の
③
は
現
今
の
美
術
史
研
究
も
指
摘
す
る
返
魂
香
モ
チ
ー
フ
説
を

い
ち
早
く
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
、
他
の
三
説
は
応
挙
自
身
の
史
伝

に
照
ら
し
て
実
証
可
能
な
も
の
と
言
い
が
た
い
。
そ
れ
故
に
、
従
来
の
美
術
史

研
究
で
は
訛
伝
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
俗
説
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
こ
れ
を
各
地
方
に
散
在
す
る
伝
応
挙
幽
霊
画
の
由
来
に
対
応
さ
せ

て
み
た
場
合
、『
少
年
世
界
』
の
記
述
と
の
間
に
、
偶
然
と
は
思
え
ぬ
ほ
ど
の

説
話
の
類
想
性
が
浮
か
び
上
が
る
。
伝
応
挙
幽
霊
画
の
物
語
を
追
っ
て
、
地
方

寺
院
周
辺
の
口
伝
に
足
を
踏
み
入
れ
て
み
た
い
。

　
　
　

五　

地
方
寺
院
の
伝
応
挙
幽
霊
画　

応
挙
と
の
間
に
三
男
三
女
を
も
う
け
た
妻
の
伝
記
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が

少
な
く
な
い
。
金
子
静
枝
の
「
円
山
応
挙
譜
」
に
よ
れ
ば
13
、
応
挙
妻
の
出
自

は
京
都
の
儒
医
・
木
下
萱
斎
の
娘
で
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
九
月
二
七
日
に

没
し
た
と
い
う
が
、
そ
こ
に
は
妻
の
名
前
さ
え
し
る
さ
れ
て
い
な
い
。

一
方
、『
少
年
世
界
』
所
収
の
モ
デ
ル
説
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
病
臥
の
妻
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
（
④
）
は
、
久
渡
寺
に
伝
わ
る
「
お
雪
」
献
身
譚
の
祖
型
を
想
像

さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
蚊
帳
や
障
子
越
し
に
病
妻
の
姿
を
写
す
と
い
う
モ

チ
ー
フ
の
類
想
性
は
、
明
治
の
応
挙
伝
説
に
源
を
発
す
る
「
良
妻
の
物
語
」
が

無
足
幽
霊
図
の
縁
起
に
融
化
し
て
土
地
の
民
談
へ
と
展
開
し
て
い
く
軌
跡
を
示

唆
し
て
い
る
。

じ
つ
は
北
東
北
の
伝
応
挙
・
幽
霊
画
の
な
か
に
は
、
久
渡
寺
本
に
か
ぎ
ら
ず

亡
妻
の
化
現
に
か
ら
め
た
伝
承
が
見
出
さ
れ
る
。

青
森
県
六
戸
町
上
吉
田
・
曹
洞
宗
海
伝
寺
の
子
抱
き
幽
霊
図
（
紙
本
墨
書
淡
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彩
、
一
二
七
・
五
×
四
八
・
三
、
図
４
）
は
、
赤
子
を
身
ご
も
っ
た
ま
ま
死
ん
だ

応
挙
の
妻
を
描
い
た
掛
幅
と
い
う
。

妻
子
を
失
い
悲
し
み
に
く
れ
る
応
挙
の
枕
元
に
現
れ
出
た
姿
を
見
た
ま
ま
に

写
生
し
た
も
の
で
14
、
乳
の
み
子
を
抱
く
女
霊
の
足
元
に
「
応
挙
印 
印
」
の
落

款
が
み
え
る
。
寺
伝
で
は
、も
と
上
州
館
林
（
現
群
馬
県
）
の
寺
の
宝
物
で
あ
っ

た
も
の
が
、
借
金
の
た
め
に
人
手
に
渡
り
、
先
代
住
職
（
一
九
五
〇
年
入
山
）

の
こ
ろ
に
寺
の
信
徒
を
へ
て
海
伝
寺
の
什
物
と
な
っ
た
。
一
説
に
、
前
の
持
ち

主
に
凶
事
が
あ
り
、
寺
に
献
納
さ
れ
た
と
も
い
う
。

こ
の
絵
は
、
ふ
だ
ん
大
切
に
仕
舞
わ
れ
て
人
目
に
触
れ
な
い
が
、
旧
正
月
の

寺
参
り
の
と
き
の
み
開
帳
さ
れ
御
神
酒
が
そ
な
え
ら
れ
る
。
先
祖
の
供
養
に
集

ま
る
地
域
の
人
々
の
信
仰
対
象
と
な
っ
た
掛
幅
は
、
伝
応
挙
図
の
民
俗
的
な
受

容
の
実
状
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

産
死
供
養
の
た
め
の
死
者
図
像
に
関
し
て
は
、
別
稿
に
み
た
と
お
り
で
あ

る
15
。
仏
教
儀
礼
と
も
深
く
か
か
わ
る
こ
の
系
統
の
幽
霊
画
に
、
懐
胎
死
し
た

応
挙
妻
の
霊
異
談
が
融
化
し
、
海
伝
寺
の
宝
物
由
来
を
生
み
出
し
た
と
考
え
て

大
き
く
あ
や
ま
つ
ま
い
。

我
が
子
へ
の
未
練
と
い
う
点
で
は
、
石
川
県
穴
水
市
の
真
言
宗
来
迎
寺
の
所

蔵
す
る
伝
応
挙
幽
霊
画
（
紙
本
墨
書
彩
色
、
一
一
九
六
・
六
×
三
七
・
二
、
図
５
）

も
同
様
の
説
話
を
と
も
な
う
。
北
前
船
の
船
主
を
と
つ
め
た
檀
家
の
樋
爪
中
七

が
京
都
で
入
手
し
来
迎
寺
に
納
め
た
と
さ
れ
る
本
図
を
め
ぐ
り
、
次
の
口
伝
が

図４：海伝寺の幽霊画

図５：来迎寺甲本（伝応挙）
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来
迎
寺
に
伝
わ
っ
て
い
る
。

そ
の
昔
、京
の
料
理
屋
の
娘
が
若
く
し
て
不
治
の
病
に
罹
り
亡
く
な
っ
た
。

あ
と
に
残
し
た
赤
ん
坊
が
心
配
に
な
り
毎
晩
迷
い
出
た
姿
を
描
い
た
の
が

本
図
で
あ
る
。
口
伝
で
は
店
の
名
は
芋
棒
料
理
で
名
高
い
「
平
野
屋
」
と

も
い
わ
れ
て
い
る
。

掛
幅
右
下
の
落
款
に
「
天
明
丙
午
初
秋　

応
挙
印 

印
」
と
あ
り
、
天
明
六

年
（
一
七
八
六
）
の
応
挙
作
品
と
さ
れ
る
一
軸
で
あ
る
。
上
部
に
し
る
す
南
嶺

田
恵
の
讃
に
「
粘
枯
唇
抱　

嬰
児
」
と
あ
る
文
辞
か
ら
、
子
を
お
も
う
母
幽
霊

の
哀
話
が
発
想
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

な
お
、
来
迎
寺
に
は
も
う
一
幅
、
竹
文
画
の
幽
女
図
（
紙
本
墨
画
、

一
一
七
・
五
×
二
九
・
七
、
図
６
）
が
伝
存
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
方
は
加
賀
の

行
商
人
の
献
納
し
た
掛
幅
で
、「
商
売
が
上
手
く
い
く
」
と
い
っ
た
伝
承
を
と

も
な
う
15
。『
絵
画
叢
誌
』に
み
え
る
蹴
上
げ
の
料
亭
の
盛
衰
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

　
　

六　

門
弟
・
応
岱
の
逸
話
と
し
て

応
挙
に
よ
る
亡
婦
写
生
の
伝
承
は
、
さ
ら
に
門
弟
の
画
聖
伝
説
に
置
き
換
え

ら
れ
て
地
方
寺
院
の
周
辺
に
根
付
く
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
山
形
県
上
山
市

北
町
の
浄
土
宗
・
称
念
寺
の
幽
霊
画
は
、
円
山
派
の
絵
師
応
岱
の
作
品
に
師
・

応
挙
の
伝
承
を
重
ね
あ
わ
せ
た
か
た
ち
の
口
碑
を
と
も
な
う
。
本
図
は
「
文
政

六
年
癸
歳
仲
秋
／
法
眼
応
岱
印 

」
の
落
款
の
あ
る
掛
幅
（
一
二
七
・
九
×

五
〇
・
三
）
で
、
春
秋
の
彼
岸
に
公
開
さ
れ
る
。

応
岱
は
生
国
、
生
没
年
不
明
の
絵
師
で
あ
り
、
山
形
市
の
素
封
家
海
谷
家
所

蔵
の
群
猿
図
な
ど
を
残
し
て
い
る
。
全
生
庵
・
円
朝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
「
夫
婦

幽
霊
図
」
に
「
法
橋
応
岱
」
と
あ
る
の
と
同
じ
人
物
で
あ
ろ
う
か
。

寺
伝
に
よ
れ
ば
、
旅
の
途
中
に
称
念
寺
の
本
寺
に
あ
た
る
上
山
市
軽
井
沢
の

浄
光
寺
に
泊
ま
っ
た
応
岱
は
、夢
枕
に
立
っ
た
亡
き
母
を
描
い
て
寺
に
納
め
た
。

現
在
・
浄
光
寺
に
は
応
岱
の
下
絵
が
保
管
さ
れ
て
い
る
と
い
う
（
未
見
）。　

称
念
寺
の
掛
幅
を
め
ぐ
り
、
武
田
正
『
山
形
県
山
形
・
村
山
地
方
の
伝
説
』

図６：来迎寺乙本（竹文作）
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（
二
〇
〇
〇
、
東
北
出
版
企
画
）
は
、「
母
」
な
ら
ぬ
「
妻
」
の
亡
霊
に
ま
つ
わ

る
異
伝
を
載
せ
て
い
る
。「
幽
霊
の
絵
」
と
題
す
る
民
談
は
次
の
よ
う
な
話
で

あ
っ
た
。

上
山
市
北
町
に
浄
土
宗
の
称
念
寺
が
あ
り
、
秘
宝
と
し
て
「
幽
霊
の
絵
」

が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
は
法
眼
応お

う

岱た
い

の
描
い
た
絵
だ
と
い
う
。

応
岱
は
画
聖
丸マ

マ

山
応
挙
の
門
人
の
中
で
も
傑
出
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
修

業
の
た
め
に
絵
筆
一
本
を
も
っ
て
全
国
を
歩
き
ま
わ
っ
た
が
、
里
に
は
夫

応
岱
を
待
ち
わ
び
て
い
る
妻
が
お
っ
た
。

何
年
も
連
絡
も
せ
ず
奥
羽
を
歩
い
て
い
た
あ
る
日
、
応
岱
は
宿
で
ふ
し
ぎ

な
体
験
を
し
た
。

そ
の
夜
、
ふ
と
目
を
さ
ま
す
と
、
そ
こ
の
障
子
に
女
の
姿
が
う
つ
っ
て
い

る
。
見
る
と
、
そ
れ
が
な
ん
と
、
里
に
残
し
て
き
た
妻
の
姿
で
、
う
ら
め

し
そ
う
に
応
岱
を
見
て
い
る
の
だ
っ
た
。
い
く
ら
消
そ
う
と
し
て
も
焼
き

つ
い
た
よ
う
に
去
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
、
次
の
日
、
飛
脚
を
立
て
て

里
に
、
自
分
が
よ
う
や
く
画
家
と
し
て
一
人
立
ち
で
き
そ
う
だ
と
、
便
り

を
出
し
た
が
、
返
っ
て
き
た
の
は
、
妻
の
病
死
の
知
ら
せ
で
あ
っ
た
。

応
岱
は
す
ぐ
に
画
布
に
向
う
と
、
障
子
に
映
っ
た
妻
の
幽
霊
の
姿
を
、
何

日
も
か
か
っ
て
描
い
た
の
だ
っ
た
。
長
い
黒
髪
、
細
い
目
は
刀
の
切
先
の

よ
う
に
細
く
吊
り
あ
が
り
、
無
念
そ
う
に
歯
を
く
い
し
ば
っ
て
い
て
、
真

に
迫
っ
た
名
画
で
あ
る
。

障
子
に
う
つ
る
女
霊
の
モ
チ
ー
フ
は
『
少
年
世
界
』
以
来
の
応
挙
伝
説
の
類

型
で
あ
ろ
う
。
あ
わ
せ
て
、
旅
の
宿
で
故
郷
に
残
し
て
き
た
亡
き
妻
の
幻
影
を

目
の
当
た
り
に
す
る
話
柄
は
、
後
に
述
べ
る
講
談
『
応
挙
の
幽
霊
画
』
の
投
影

を
お
も
わ
せ
る
特
徴
で
も
あ
っ
た
。　

と
こ
ろ
で
、
応
岱
の
伝
承
に
、
修
行
の
旅
を
つ
づ
け
る
画
聖
の
お
も
か
げ
が

色
濃
く
見
受
け
ら
れ
る
の
は
、
諸
国
を
遊
歴
し
、
幽
霊
画
を
し
た
た
め
て
歩
く

応
挙
の
伝
承
的
な
人
物
像
の
変
奏
で
は
な
か
っ
た
か
。　

旅
嫌
い
で
知
ら
れ
、

遠
出
の
記
録
の
見
当
た
ら
な
い
応
挙
そ
の
人
に
、〈
旅
す
る
画
聖
の
物
語
〉
が

結
び
付
く
の
は
何
故
か
。
あ
る
い
は
故
郷
の
亡
妻
が
旅
の
宿
に
化
現
す
る
話
の

ひ
ろ
ま
り
と
歴
史
資
料
に
し
る
さ
れ
た
応
挙
伝
と
の
隔
た
り
は
、
ど
の
よ
う
に

図 7：称念寺の応岱作品
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理
解
す
れ
ば
良
い
の
か
。

事
実
の
裏
付
け
の
希
薄
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、応
挙
の
来
訪
を
発
端
と
し
て
、

死
者
図
像
が
描
か
れ
た
因
縁
を
語
る
寺
院
周
辺
の
口
頭
伝
承
は
、
お
そ
ら
く
枚

挙
に
い
と
ま
が
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
、
ひ
と
ま
ず
諸
地

方
に
散
ら
ば
る
伝
応
挙
図
の
実
態
に
話
を
す
す
め
た
い
。

　
　

七　

旅
す
る
画
聖

千
葉
県
市
川
市
行
徳
の
浄
土
宗
・
徳
願
寺
は
、
応
挙
作
の
「
富
嶽
図
」
や
宮

本
武
蔵
の
「
達
磨
図
」
と
と
も
に
三
点
の
幽
霊
画
が
伝
存
す
る
。
毎
年
十
一
月

十
六
日
の
お
十
夜
法
要
に
開
帳
さ
れ
る
そ
れ
ら
の
掛
幅
の
な
か
の
一
幅
は
、
行

徳
の
旅
籠
「
志
か
ら
き
」
に
た
ま
た
ま
逗
留
す
る
こ
と
に
な
っ
た
応
挙
が
残
し

た
も
の
と
さ
れ
る
。
夜
中
に
胸
を
患
う
女
中
と
鉢
合
わ
せ
し
た
時
の
驚
き
と
怖

さ
に
閃
き
を
得
て
作
画
し
た
の
で
あ
る
17
。
病
婦
を
幽
霊
画
の
モ
デ
ル
と
す
る

由
来
譚
は
明
治
期
に
流
伝
し
た
応
挙
伝
説
の
影
響
を
お
も
わ
せ
る
。

も
っ
と
も
応
挙
の
行
徳
訪
問
を
裏
付
け
る
伝
記
資
料
は
存
在
せ
ず
、
し
た

が
っ
て
絵
の
い
わ
れ
が
伝
承
の
域
を
出
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

徳
願
寺
の
伝
応
挙
幽
霊
画
に
は
後
日
談
が
あ
る
。
こ
の
絵
は
い
つ
し
か
前
田

侯
爵
の
秘
蔵
を
経
て
酒
商
・
中
井
新
右
衛
門
の
手
に
渡
り
、
や
が
て
徳
願
寺
の

檀
家
で
酒
問
屋
を
営
む
遠
州
屋
岩
崎
粂
蔵
へ
と
持
ち
主
を
変
え
て
い
く
。
と
こ

ろ
が
数
々
の
不
幸
が
遠
州
屋
を
襲
っ
た
た
め
、
徳
願
寺
に
預
け
ら
れ
て
現
在
に

い
た
る
の
で
あ
る
18
。
寺
院
の
供
養
と
救
済
を
語
っ
て
お
わ
る
幽
霊
画
由
来
の

帰
結
点
に
、
僧
坊
の
管
理
下
に
あ
る
死
者
図
像
の
宗
教
的
な
意
味
を
垣
間
見
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

諸
国
巡
歴
の
応
挙
、
そ
し
て
旅
宿
の
病
婦
と
の
不
意
な
出
会
い
と
い
っ
た
モ

チ
ー
フ
の
共
通
性
は
、
静
岡
県
島
田
市
御
仮
屋
町
の
黄
檗
宗
・
白
岩
寺
の
口
伝

に
も
見
出
さ
れ
る
。
沼
の
ほ
と
り
で
月
光
に
照
ら
さ
れ
、
葦
の
茂
み
に
佇
む
女

霊
を
描
く
白
岩
寺
の
掛
幅
は
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
門
外
不
出
に
し
て
撮
影
不

可
の
秘
さ
れ
た
宝
物
で
あ
り
、
本
堂
で
直
接
目
に
す
る
以
外
に
拝
観
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

箱
書
き
に
「
白
岩
寺
第
十
三
代
岡
田
教
宗/

慶
応
三
年
奉
納
／
他
出
禁
」
と

墨
書
さ
れ
た
て
お
り
、
幕
末
の
慶
応
三
年
に
寺
の
什
物
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
が

分
か
る
。
こ
の
絵
と
応
挙
の
か
か
わ
り
を
語
る
土
地
の
民
談
が
紅
林
時
次
郎
編

図８：徳願寺の幽霊画

富
山
県
水
墨
美
術
館「
夏
の
美
術
館
へ
よ
う
こ
そ　
幽
霊
と
地
獄
」
展
図
録
よ
り
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の
『
島
田
史
話
と
伝
説
百
話
』（
一
九
七
二
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

丸マ
マ

山
応
挙
が
若
い
こ
ろ
画
道
へ
志
し
、
修
業
の
た
め
東
海
道
を
一
人
旅

し
島
田
宿
へ
つ
い
た
と
こ
ろ
、
お
り
か
ら
の
川
止
め
で
旅
籠
屋
へ
滞
在

し
た
。

徒
然
に
何
か
画
き
た
い
と
思
っ
た
が
画
題
が
な
い
。
思
索
を
練
っ
た
が

ど
う
し
て
も
思
う
よ
う
な
も
の
が
浮
か
ば
な
い
ま
ま
夜
更
と
な
り
、
用
便

の
た
め
廊
下
へ
出
た
。
す
る
と
誰
と
て
眼
覚
め
て
い
る
者
も
な
い
こ
の
深

夜
に
廊
下
の
先
を
肌
を
あ
ら
わ
に
髪
を
振
り
乱
し
、
ロ
ー
ソ
ク
の
灯
り
を

片
手
に
タ
ド
タ
ド
し
い
足
ど
り
で
歩
い
て
行
く
若
い
女
の
姿
が
目
に
映
っ

た
。
ゾ
ッ
と
し
て
驚
き
用
便
へ
行
く
足
を
停
め
て
よ
く
見
る
と
、
そ
れ
は

病
気
療
養
中
で
あ
っ
た
こ
の
家
の
女
で
あ
っ
た
。

よ
う
や
く
安
心
し
室
へ
戻
っ
て
か
ら
、
あ
の
凄
い
ま
で
の
寝
乱
れ
姿
を

画
い
て
み
よ
う
と
思
い
立
ち
、
数
日
部
屋
に
閉
じ
籠
も
っ
て
画
き
あ
げ
て

み
る
と
凄
惨
な
姿
の
幽
霊
の
絵
と
な
っ
て
い
た
。
応
挙
は
数
日
の
間
、
部

屋
に
掛
け
て
自
分
が
独
り
眺
め
て
い
た
が
、
川
止
め
も
よ
う
や
く
口
明
け

と
な
っ
た
の
で
、こ
の
絵
を
ク
ル
ク
ル
巻
に
し
て
旅
籠
屋
の
主
人
に
与
え
、

旅
立
っ
て
し
ま
っ
た
。

旅
籠
屋
の
主
人
は
そ
の
ま
ま
蔵
に
仕
舞
い
込
ん
で
置
い
た
が
、
あ
る
日

フ
ト
思
い
出
し
そ
の
巻
物
を
開
い
て
み
る
と
、
物
凄
い
ま
で
の
幽
霊
の
絵

で
あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
は
こ
の
旅
籠
屋
で
不
思
議
な
不
幸
が
続
く
の

で
、
祈
祷
師
に
易
を
た
て
て
も
ら
う
と
掛
け
軸
の
祟
り
だ
と
い
わ
れ
た
。

恐
ろ
し
く
な
っ
て
他
の
人
に
呉
れ
て
や
る
と
そ
れ
を
も
ら
っ
た
家
も
ま

た
不
幸
が
つ
づ
き
、
画
の
祟
り
だ
と
い
わ
れ
、
そ
の
人
が
ま
た
、
他
の
人

に
呉
れ
て
や
る
と
そ
の
家
で
も
ま
た
、不
幸
が
重
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

こ
の
画
に
恐
れ
を
な
し
寺
で
も
あ
げ
た
ら
祟
り
も
起
る
ま
い
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
つ
い
に
白
岩
寺
へ
納
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

大
井
川
の
川
止
め
に
あ
い
島
田
宿
に
滞
在
し
た
応
挙
が
、
病
婦
の
「
凄
い
ま

で
の
寝
乱
れ
姿
」
に
触
発
さ
れ
て
幽
霊
画
を
仕
上
げ
た
話
、
そ
し
て
次
々
に
持

ち
主
を
変
え
る
祟
る
絵
の
献
納
は
、
行
徳
・
徳
願
寺
の
寺
宝
由
来
に
通
底
す
る

常
套
的
な
語
り
口
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
白
光
寺
の
場
合
は
、
み
だ
り
に

こ
の
絵
に
か
か
わ
る
こ
と
を
戒
め
る
「
禁
他
出
」
の
信
仰
伝
承
が
生
き
て
い
る

点
に
お
い
て
、
特
異
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
い
ま
な
お
放
つ
の
で
あ
る
。
死
者
図

像
の
神
秘
と
霊
性
が
保
た
れ
た
状
態
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
別
の
視
点
か
ら

い
え
ば
、
寺
に
伝
わ
る
宝
物
縁
起
の
信
憑
性
を
補
完
す
る
た
め
、
画
聖
応
挙
の

「
旅
の
事
実
」
が
援
用
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も

駿
河
地
方
に
は
、
東
海
道
を
行
く
旅
の
応
挙
の
お
も
か
げ
を
自
然
に
受
け
容
れ

る
環
境
が
整
っ
て
い
た
形
跡
が
見
え
か
く
れ
す
る
。
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八　

応
挙
と
駿
河

島
田
宿
に
さ
し
か
か
っ
た
応
挙
が
、
川
止
め
の
た
め
に
は
か
ら
ず
も
当
地
に

投
宿
し
た
話
は
、
応
挙
の
伝
記
的
側
面
と
駿
河
の
密
接
な
関
係
か
ら
推
し
て
、

ま
っ
た
く
根
拠
の
な
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
思
え
な
い
部
分
を
あ
わ
せ
も
つ
。

こ
れ
に
関
連
し
て
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
沼
津
原
宿
の
旧

家
に
し
て
応
挙
の
支
援
者
で
あ
っ
た
植
松
家
の
存
在
で
あ
る
。
応
挙
や
池
大
雅

の
作
品
を
数
多
く
所
蔵
す
る
こ
と
で
注
目
さ
れ
た
植
松
家
の
歴
代
の
な
か
で

も
、
と
く
に
六
代
当
主
の
与
右
衛
門
（
蘭
渓
）
は
息
子
の
応
令
（
一
七
七
四
〜

一
八
三
一
）
を
応
挙
門
に
弟
子
入
れ
さ
せ
、
み
ず
か
ら
も
た
び
た
び
京
に
出
む

い
て
応
挙
を
訪
ね
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
19
。
同
家
に
は
、
応
挙
な
ら
び
に
息
子

の
応
瑞
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
大
量
の
書
簡
が
残
さ
れ
て
お
り
、
植
松
家
よ
り

贈
ら
れ
た
贈
答
品
の
謝
礼
や
、
画
料
受
領
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
20
。

な
か
に
は
応
挙
、
応
瑞
が
作
画
の
手
本
と
し
て
貸
し
与
え
た
粉
本
に
関
す
る
記

述
も
み
え
、
駿
河
地
方
に
お
け
る
円
山
派
の
影
響
を
具
体
的
に
も
の
が
た
る
。

こ
う
し
た
交
流
の
さ
な
か
に
、
植
松
家
は
再
三
に
わ
た
り
、
駿
河
の
名
勝
富

士
山
を
見
に
来
る
よ
う
に
誘
っ
た
が
、
応
挙
は
書
簡
を
通
じ
て
遊
覧
の
機
会
の

な
い
こ
と
を
陳
謝
し
て
い
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
旅
に
対
す
る
応
挙
の
消
極

性
を
示
す
も
の
と
し
て
、
研
究
者
の
目
を
あ
つ
め
て
き
た
21
。

ち
な
み
に
昭
和
九
年
の
『
大
日
本
書
画
名
家
大
鑑
』
は
富
士
遊
覧
の
実
否
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
及
す
る
。

応
挙
の
足
跡
近
畿
を
出
で
ず
。故
に
富
士
山
を
画
か
ず
と
い
ふ
説
あ
れ
ど
、

大
津
の
豪
商
某
、
応
挙
に
金
百
五
拾
両
を
出
し
て
旅
費
と
し
て
、
そ
の
真

景
を
写
さ
し
め
、
之
を
図
幅
対
に
画
か
し
め
し
と
い
ふ

た
だ
し
こ
の
話
も
裏
付
け
る
歴
史
資
料
に
欠
け
る
点
で
は
、
伝
承
の
域
を
出

な
い
。

一
方
、
植
松
家
書
簡
を
調
査
し
た
佐
々
木
丞
平
は
、
応
挙
三
十
九
歳
の
こ
ろ

の
写
生
雑
録
帖
に
描
か
れ
た
富
士
図
の
検
証
を
通
し
て
、
実
景
に
も
と
づ
く
ス

ケ
ッ
チ
と
は
思
え
な
い
点
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
応
挙
の
駿
河
行
に
否
定
的

な
見
方
を
示
し
て
い
る
22
。

真
偽
の
ほ
ど
は
多
く
の
問
題
を
は
ら
む
も
の
の
、
現
存
書
簡
の
内
容
に
立
ち

戻
れ
ば
、「
旅
嫌
い
の
応
挙
」
と
い
う
の
が
最
も
実
像
に
近
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

と
こ
ろ
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
実
際
に
は
叶
わ
な
か
っ
た
は
ず
の
富
士
一

覧
が
、
大
正
末
年
の
村
松
梢
風
作
の
小
説
『
本
朝
画
人
伝
』
に
応
挙
伝
の
ひ
と

こ
ま
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
、
幽
霊
画
の
モ
デ
ル
と

な
っ
た
大
津
の
妻
「
お
花
」
の
霊
異
談
が
登
場
し
、
旅
宿
の
一
夜
の
体
験
に
絡

め
て
語
ら
れ
て
い
る
。
実
説
と
虚
構
の
落
差
、
あ
る
い
は
物
語
へ
の
分
岐
は
、

い
か
な
る
土
壌
を
背
景
に
成
立
し
た
も
の
な
の
か
。
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九　

大
津
の
女
の
幻
影

『
本
朝
画
人
伝
』
は
、
村
松
梢
風
（
一
八
八
九
〜
一
九
六
一
）
が
大
正
十
三

年
か
ら
十
五
年
に
か
け
て
発
表
し
た
史
伝
小
説
で
あ
る
。
そ
の
中
巻
「
円
山
応

挙
」
の
第
五
章
は
以
下
の
書
き
出
し
よ
り
始
ま
る
。

或
る
年
応
挙
は
駿
河
迄
旅
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
富
士
を
描
く

た
め
だ
っ
た
。
彼
は
、
い
ま
ま
で
一
度
も
富
士
を
描
い
た
こ
と
は
な
か
っ

た
。何
故
か
と
い
ふ
と
彼
は
ま
だ
富
士
を
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

写
実
主
義
の
応
挙
に
と
っ
て
見
た
こ
と
の
な
い
富
士
を
絵
に
す
る
こ
と
は

「
軽
忽
の
筆
を
く
だ
す
」
に
等
し
い
、
と
付
言
し
な
が
ら
、
梢
風
は
今
回
の
駿

河
行
が
植
松
家
の
た
っ
て
の
願
い
だ
っ
た
こ
と
を
明
か
す
。

処
が
今
度
或
る
物
好
き
な
人
が
出
て
来
て
、
是
非
応
挙
に
富
士
を
描
か
せ

て
見
度
い
、費
用
は
如
何
程
で
も
負
担
す
る
と
い
ひ
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

単
に
そ
れ
だ
け
な
ら
応
挙
も
あ
ま
り
進
ま
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

駿
河
の
原
宿
の
名
家
で
植
松
某
と
い
ふ
者
が
か
ね
て
応
挙
の
門
人
に
な
っ

て
ゐ
て
、
そ
の
植
松
か
ら
も
度
び
〳
〵
書
面
で
招
聘
さ
れ
て
ゐ
る
矢
先

だ
っ
た
の
で
、
そ
こ
で
急
に
思
ひ
立
っ
て
出
掛
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の

だ
っ
た
。

植
松
家
と
の
交
流
と
富
士
遊
覧
へ
の
招
聘
と
い
う
史
実
に
、
旅
立
つ
画
聖
の

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
な
い
ま
ぜ
に
し
な
が
ら
、
梢
風
の
筆
は
東
海
道
を
東
へ
行
く

応
挙
と
大
津
の
妾
お
花
の
哀
話
へ
と
展
開
し
て
い
く
。『
本
朝
画
人
伝
』
の
梗

概
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

応
挙
が
お
花
を
妾
宅
に
か
こ
い
面
倒
を
み
る
よ
う
に
な
っ
て
七
・
八
年
に
な

る
。
駿
河
へ
の
旅
の
途
中
、
大
津
の
婦お

ん
なの
と
こ
ろ
に
立
ち
寄
っ
て
み
る
と
、
お

花
は
悪
い
病
い
に
罹
り
床
に
臥
せ
て
い
た
。
一
ト
月
も
し
な
い
う
ち
に
帰
る
か

ら
、
く
れ
ぐ
れ
も
養
生
す
る
よ
う
に
言
い
残
し
て
大
津
を
出
立
し
た
の
は
九
月

は
じ
め
の
朝
で
あ
っ
た
。
日
数
を
重
ね
て
駿
河
の
植
松
家
を
訪
ね
、
心
の
ま
ま

に
富
嶽
の
写
生
に
没
頭
し
た
応
挙
が
三
河
の
宿
場
に
着
い
た
の
は
、
秋
雨
の
降

る
寂
し
い
日
で
あ
っ
た
。
そ
の
晩
、
何
か
に
呼
び
さ
ま
さ
れ
る
よ
う
な
気
持
ち

が
し
て
、
ふ
と
目
覚
め
る
と
、
枕
元
に
痩
せ
た
姿
の
お
花
が
悲
し
げ
な
風
情
で

立
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
驚
き
、
声
も
出
な
い
ま
ま
長
い
時
間
が
過
ぎ
、
気

が
付
け
ば
も
は
や
お
花
の
幻
影
は
失
せ
て
い
た
。

数
日
後
、
大
津
に
帰
っ
た
応
挙
は
お
花
の
死
を
知
り
、
嘆
き
悲
し
ん
だ
。
し

か
も
婦
の
命
日
は
三
河
の
宿
で
ま
ぼ
ろ
し
を
見
た
の
と
同
じ
日
で
あ
っ
た
。
涙

に
く
れ
な
が
ら
応
挙
は
お
花
の
姿
を
絵
に
画
い
た
の
で
あ
る
。
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其
の
頃
か
ら
彼
は
幽
霊
を
画
く
こ
と
に
妙
を
得
た
。
応
挙
の
画
く
幽
霊

は
（
中
略
）一
見
竦
然
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
は
ど
悽
愴
の
気
に
満
ち
て
ゐ

た
。
日
本
幽
霊
画
は
応
挙
に
よ
っ
て
全
く
画
格
を
一
変
し
た
と
云
わ
れ

て
ゐ
る
。

か
く
し
て
応
挙
は
妾
お
花
の
亡
き
魂
を
写
生
す
る
こ
と
に
よ
り
、
死
者
図
像

の
極
意
を
会
得
す
る
。『
本
朝
画
人
伝
』
は
、
当
代
作
家
の
虚
構
の
筆
を
通
し

て
蘇
っ
た
応
挙
伝
説
の
ひ
と
つ
の
完
成
型
を
あ
ら
わ
す
と
み
て
よ
い
。

も
っ
と
も
、『
本
朝
画
人
伝
』
に
は
原
拠
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
先
に
引
い

た
明
治
三
十
年
の
『
少
年
世
界
』
に
は
、
病
死
し
た
大
津
の
妾
「
て
る
女
」
を

め
ぐ
る
応
挙
幽
霊
画
の
由
来
が
筆
録
さ
れ
て
い
る
。
同
種
の
話
は
、
大
正
十
四

年
の
『
大
毎
芸
術
』
二
五
号
に
も
、
や
は
り
大
津
の
芸
妓
屋
「
魚
屋
」
の
女
の

亡
魂
譚
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
お
り
23
、
明
治
・
大
正
の
民
間
で
取
り
沙
汰
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
俗
伝
は
、
文
壇
、
画
壇
の
知

識
人
に
も
知
悉
の
怪
異
譚
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
虚
と
実
の
交
錯
す
る
こ
う
し
た
伝
記
風
の
画
聖
伝
は
、
大
正

十
二
年
こ
ろ
口
演
さ
れ
た
講
談
『
応
挙
の
幽
霊
画
』
に
再
び
潤
色
さ
れ
て
巷
間

に
ひ
ろ
ま
る
こ
と
に
な
る
。

応
挙
が
ま
だ
絵
の
修
行
に
励
ん
で
い
た
時
代
の
こ
と
。
立
ち
寄
っ
た
長
崎
の

遊
郭
で
、不
治
の
病
に
倒
れ
て
一
間
に
押
し
込
め
ら
れ
た
薄
幸
の
女
郎
「
薄
雲
」

に
出
会
う
。
人
買
い
に
さ
ら
わ
れ
廓
に
売
ら
れ
た
と
い
う
女
の
身
の
上
を
憐
れ

に
お
も
い
、
親
元
の
手
が
か
り
と
な
る
唐
錦
の
切
れ
端
を
預
か
る
と
、
応
挙
は

三
両
の
金
を
薄
雲
に
与
え
、
女
の
容
姿
を
下
絵
に
画
く
。
そ
の
晩
、
宿
に
戻
っ

た
応
挙
の
夢
に
美
し
い
花
魁
が
あ
ら
わ
れ
る
。
翌
朝
確
か
め
た
と
こ
ろ
、
昨
夜

遅
く
に
薄
雲
は
息
を
引
き
取
っ
て
い
た
。

や
が
て
京
に
戻
っ
た
応
挙
は
、
借
金
に
苦
し
む
行
き
つ
け
の
茶
屋
・
甚
兵
衛

を
助
け
る
た
め
、
薄
雲
の
下
絵
を
も
と
に
幽
霊
画
を
完
成
さ
せ
て
甚
兵
衛
夫
婦

に
与
え
る
。
絵
の
評
判
が
京
に
ひ
ろ
ま
り
、
店
は
大
い
に
繁
盛
す
る
。
じ
つ
は

甚
兵
衛
夫
婦
は
薄
雲
の
実
の
親
で
あ
り
、
証
拠
の
唐
錦
か
ら
親
子
の
縁え

に
しが

明
る

み
に
出
る
。
父
母
を
お
も
う
孝
行
娘
の
執
念
が
幽
霊
の
絵
を
な
か
だ
ち
に
、
甚

兵
衛
夫
婦
を
救
っ
た
の
だ
っ
た
。

講
談
『
応
挙
の
幽
霊
画
』
は
、
世
俗
に
流
布
し
た
数
種
の
応
挙
伝
説
を
ひ
と

続
き
の
物
語
に
仕
立
て
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
大
津
の
妾
の
霊
異
を
奇
縁
と
す

る
作
画
の
因
縁
、
そ
し
て
京
の
料
理
屋
の
盛
衰
を
合
一
さ
せ
て
全
篇
を
親
子
の

縁
と
因
果
の
糸
で
引
き
結
ぶ
。
そ
の
よ
う
な
物
語
の
な
か
で
、
狂
言
回
し
の
役

目
を
果
た
す
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
画
聖
応
挙
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

講
談
と
い
う
芸
能
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
、
そ
れ
ま
で
噂
の
レ
ベ
ル
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
応
挙
伝
説
は
、
文
芸
虚
構
を
と
も
な
う
「
物
語
」
に
昇
化
し
て
い

く
の
で
あ
っ
た
。
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十　

応
挙
伝
説
の
現
在

し
か
し
な
が
ら
、
応
挙
伝
説
の
終
着
点
を
大
衆
娯
楽
化
し
た
物
語
の
世
界
に

限
定
し
て
し
ま
う
の
は
、や
や
一
面
的
な
見
方
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

応
挙
作
を
名
乗
る
幽
霊
画
を
供
養
す
る
法
要
の
場
が
、講
談
語
り
と
融
合
し
て
、

年
に
一
度
の
宗
教
イ
ベ
ン
ト
と
な
っ
た
事
例
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

で
あ
る
。
む
ろ
ん
そ
の
根
底
に
は
幽
霊
画
を
寺
の
宝
物
と
し
て
伝
え
、
宗
教

儀
礼
の
呪
具
と
み
な
す
布
教
活
動
の
目
的
が
失
わ
れ
る
こ
と
な
く
存
在
し
て

い
る
。

静
岡
県
御
前
崎
市
の
曹
洞
宗
・
増
船
寺
は
、
応
挙
作
と
伝
え
る
掛
福

（
一
一
八
・
二
×
四
五
・
二
、
図
10
）
を
所
蔵
す
る
。
無
銘
無
落
款
な
が
ら
、
箱

書
き
に
「
幽
霊
画
／
円
山
応
挙
筆
」
と
墨
書
し
、
箱
の
裏
に
は
「
幽
霊
の
正
体

見
た
り
増
船
寺
」
の
句
が
見
え
る
。
夜
空
の
星
を
背
後
に
配
置
す
る
独
特
の
描

き
方
の
掛
幅
で
あ
る
。

ち
な
み
に
こ
の
絵
に
酷
似
の
構
図
の
幽
霊
画
が
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
所

蔵
品
と
し
て
伝
存
す
る
24
。
こ
ち
ら
は
や
や
大
ぶ
り
の
掛
幅
（
紙
本
着
色
、

一
九
六
・
〇
×
六
五
・
〇
、
制
作
年
未
詳
）
で
あ
る
が
、
黒
く
塗
り
つ
ぶ
し
た
背

景
に
星
の
煌
き
を
加
え
る
特
徴
的
な
描
法
の
共
通
点
を
考
え
る
と
、
あ
る
い
は

両
作
品
の
あ
い
だ
に
書
写
関
係
が
あ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

図９：増船寺の幽霊画

図 10：増船寺のポスター
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さ
て
、
増
船
寺
の
幽
霊
画
を
際
立
た
せ
る
特
色
は
、
年
に
一
度
行
わ
れ
る
開

帳
行
事
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
八
月
二
十
四
日
の
地
蔵
盆
に
あ
わ
せ
て
、
い
つ
も

は
非
公
開
の
幽
霊
画
を
本
堂
に
掛
け
て
供
養
祭
が
執
り
行
わ
れ
る
。
二
〇
一
八

年
で
五
回
目
と
な
る
こ
の
催
し
に
は
、
講
談
の
神
田
山
緑
師
が
ゲ
ス
ト
に
招
か

れ
「
四
谷
怪
談
」
な
ど
の
怪
談
噺
を
口
演
す
る
の
で
あ
る
。
二
〇
一
五
年
の
折

は
「
円
山
応
挙
の
幽
霊
画
」
が
演
目
に
選
ば
れ
て
、
実
物
の
絵
の
前
で
披
露
さ

れ
た
。

こ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
は
、
幽
霊
画
の
由
来
に
講
談
の
筋
立
て
が
混
交

し
て
い
く
現
象
を
大
い
に
予
測
さ
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在
進
行
形

で
成
長
し
つ
づ
け
る
応
挙
伝
説
の
あ
り
よ
う
に
注
視
し
て
お
き
た
い
。

注 （
１
）
森
銑
三
『
明
治
人
物
夜
話
』（
一
九
七
三
、
講
談
社
文
庫
）

（
２
）
永
井
啓
夫
『
三
遊
亭
圓
朝
』（
一
九
六
二
、
青
蛙
房
）、
安
村
敏
信
「
金
生
庵
の

幽
霊
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」（『
幽
霊
名
画
集
』
二
〇
〇
八
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）。

（
３
）
注
２
の
安
村
論
考
二
三
五
頁
。

（
４
）　

山
下
裕
二
「
応
挙
の
幽
霊
か
ら
」（
別
冊
太
陽
『
幽
霊
の
正
体
』
一
九
九
七
、

平
凡
社
）
七
五
頁
。

（
５
）　

弓
屋
は
明
治
三
〇
年
頃
ま
で
、
井
筒
屋
は
同
四
〇
年
ま
で
営
業
し
て
い
た
（『
京

都
坊
目
誌
』）。

（
６
）　

田
中
緑
紅
『
緑
紅
叢
書
』
第
五
輯
「
京
の
怪
談
」（
一
九
六
九
）

（
７
）　

東
雅
夫
編
『
百
物
語
怪
談
会
』（
二
〇
〇
七
、
ち
く
ま
文
庫
）
解
説
。

（
８
）　

応
挙
の
書
簡
を
読
み
解
い
た
佐
々
木
丞
平
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
親
交
の
深
か
っ

た
沼
津
の
植
松
家
に
宛
て
た
書
簡
の
な
か
に
応
挙
の
身
内
で
あ
る
「
雪
」
の
名
が

見
え
る
。
佐
々
木
は
こ
の
人
物
を
三
人
の
娘
の
う
ち
の
一
人
と
推
測
し
て
い
る（「
応

挙
関
係
資
料
・
植
松
家
の
蔵
品
を
中
心
と
し
て
（
上
）」（『
仏
教
芸
術
』
七
九
号
）　

（
９
）　

北
彰
介
『
青
森
県
の
怪
談
』（
一
九
七
五
、
津
軽
書
房
）。

（
10
）　

田
中
圭
子
『
う
ら
め
し
い
絵
』（
二
〇
一
八
、誠
文
堂
新
光
社
）
一
〇
頁
。
な
お
、

田
中
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
所
蔵
の
応
挙
・
無
足
幽
霊
図
に

関
し
て
、
絵
の
モ
デ
ル
を
応
挙
の
愛
妾
だ
っ
た
大
津
富
永
楼
の
芸
妓
「
お
雪
」
と

説
く
由
来
書
の
言
説
に
ふ
れ
る
（
同
書
一
六
頁
）。

（
11
）　

諏
訪
春
雄
は
、
す
で
に
寛
文
十
三
年
（
一
六
七
三
）
の
浄
瑠
璃
『
花
山
院
き
さ

き
あ
ら
そ
ひ
』
に
無
足
幽
霊
の
描
写
が
あ
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
（『
日
本
の
幽
霊
』

一
九
八
八
、
岩
波
新
書
）

（
12
）　
『
名
家
書
画
談
』
の
逸
話
に
つ
い
て
は
、
河
野
元
昭
「
応
挙
の
幽
霊
―
―
円
山

四
条
派
を
含
め
て
」（
前
出
『
幽
霊
名
画
集
）』
に
言
及
が
あ
る
。

（
13
）　

出
典
は
『
少
年
世
界
』
明
治
三
十
年
八
月
号
。
な
お
、
応
挙
妻
の
出
身
を
丹
波

山
家
藩
の
木
下
半
兵
衛
・
娘
と
す
る
異
説
も
あ
る
。
現
綾
部
市
橋
上
町
の
木
下
家

で
は
今
も
応
挙
妻
の
法
要
を
行
な
う
と
い
う
。『
山
家
史
誌
』（
一
九
八
七
）
四
三
一

頁
。

（
14
）　

注
９
に
同
。

（
15
）  

堤
邦
彦
「
寺
と
幽
霊
画
〜
死
者
図
像
の
機
能
を
め
ぐ
っ
て
」（『
説
話
・
伝
承
学
』
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二
五
号
、
二
〇
一
七
・
三
）

（
16
）　

東
雅
夫
「
北
陸
幽
霊
画
紀
行
」（『
幽
』
Ｖ
Ｏ
Ｌ
２
３
、二
〇
一
五
・
六
）

（
17
）　

土
浦
市
立
博
物
館
編
『
他
界
へ
の
旅
だ
ち
―
―
生
と
死
の
文
化
と
そ
の
周
辺
』

（
一
九
九
一
）
四
四
頁
。

（
18
）　

別
冊
太
陽
『
幽
霊
画
と
冥
界
』（
二
〇
一
八
、
平
凡
社
）
一
二
一
頁
。

（
19
）　

樋
口
一
貴
編
『
も
っ
と
知
り
た
い
円
山
応
挙
』（
二
〇
一
三
、
東
京
美
術
）

六
三
頁
「
旅
嫌
い
の
応
挙
」

（
20
）　

菅
沼
貞
三
「
植
松
家
の
応
挙
と
大
雅
」（『
大
和
文
華
』
三
〇
号
）。

（
21
）　

注
８
の
論
考
参
照
。

（
22
）　

注
８
の
論
考
参
照
。

（
23
）　

注
４
に
同
じ
。

（
24
）　

注
19
の
資
料
の
二
五
頁
に
図
版
と
解
説
が
そ
な
わ
る
。




