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妖
狐
玉
藻
像
の
展
開
―
九
尾
化
と
現
代
的
特
色
を
め
ぐ
っ
て
―

伊　

藤　

慎　

吾

は
じ
め
に

妖
狐
玉
藻
の
前
は
天
竺
天
羅
国
か
ら
中
国
周
王
朝
に
渡
っ
て
国
を
滅
ぼ
し
、
渡

海
し
て
日
本
で
仏
教
を
滅
ぼ
そ
う
と
し
た
齢
八
万
歳
の
狐
で
あ
る
。
そ
の
玉
藻
を

描
い
た
説
話
・
物
語
は
、
中
世
に
生
ま
れ
た
。
そ
の
代
表
と
な
る
の
が
お
伽
草
子

の
『
玉
藻
の
草
紙
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
読
み
物
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
絵

巻
と
し
て
も
受
容
さ
れ
、
続
い
て
絵
本
に
仕
立
て
ら
れ
て
広
く
流
布
し
た
。
そ
れ

ば
か
り
で
な
く
、
能
「
殺
生
石
」、
浄
瑠
璃
「
玉
藻
前
曦
あ
さ
ひ
の
た
も
と
袂
」
に
代
表
さ
れ
る
芸

能
、
さ
ら
に
浮
世
絵
な
ど
の
絵
画
の
題
材
な
ど
に
も
な
り
、
芸
能
や
美
術
の
分
野

で
も
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
那
須
の
殺
生
石
の
由
来
と
も
な
っ
て
い

る
。
近
世
に
は
、も
ち
ろ
ん
文
学
と
し
て
も
改
作
さ
れ
て『
絵
本
三
国
妖
婦
伝
』『
絵

本
玉
藻
譚
』『
玉
藻
前
悪
狐
伝
』
や
パ
ロ
デ
ィ
の
草
双
紙
『
玉
子
の
前
由
来
』
な

ど
が
生
み
出
さ
れ
た
。
た
だ
、
そ
の
改
作
は
単
純
に
当
世
の
時
好
に
お
も
ね
る
よ

う
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
種
々
の
工
夫
が
み
ら
れ
る
が
、
中
で
も
大
き
い

の
が
九
尾
化
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

九
尾
の
狐
自
体
は
中
国
古
代
の
文
献
に
子
孫
繁
昌
な
ど
の
予
兆
を
す
る
一
種
の

瑞
獣
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
食
べ
れ
ば
怪
異
に
会
わ
な
い
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ

と
は
異
な
る
意
味
合
い
を
持
つ
妖
狐
は
明
代
の
『
封
神
演
義
』
に
登
場
し
、
玉
藻

は
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
近
世
期
に
お
け
る
大
き
な
変
容
に
続
き
、
近
代
に
お
い
て
は
大
正
七

年
の
岡
本
綺
堂
『
玉
藻
の
前
』
が
そ
の
後
の
玉
藻
像
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
そ

れ
は
今
日
の
漫
画
や
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
、
ゲ
ー
ム
、
ご
当
地
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
ど
に

も
及
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
玉
藻
の
前
の
説
話
・
物
語
は
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
幅
広

く
展
開
し
て
い
き
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
中
世
に
生
み
出

さ
れ
た
妖
狐
玉
藻
像
の
変
遷
を
た
ど
り
、
九
尾
化
と
現
代
的
特
色
を
軸
と
し
て
、

大
き
な
動
向
を
把
握
し
て
い
き
た
い
。

１　

玉
藻
の
物
語
の
展
開

玉
藻
の
物
語
が
一
編
の
物
語
草
子
に
仕
立
て
ら
れ
た
の
は
、
少
な
く
と
も
一
五

世
紀
前
半
の
こ
と
で
あ
る
（『
諸
物
語
目
録
』）。
当
初
、玉
藻
は
九
尾
で
は
な
か
っ

た
。
二
本
の
尾
を
持
つ
年
老
い
た
狐
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

今
日
、
玉
藻
の
物
語
は
、
妖
怪
退
治
を
テ
ー
マ
と
す
る
物
語
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
側
面
が
強
い
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
中
世
に
お
い
て
、
玉
藻
の
物
語
は
犬
追
物
と
い
う
武
術
の
由
来
と
し
て
の

側
面
が
強
い
も
の
だ
っ
た
１
。
ま
た
能
の
題
材
と
な
る
こ
と
で
、
下
野
国
の
伝
説

の
一
つ
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
公
家
・
武
家
や
商
家
な
ど
に
必
須
の
教
養

と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
教
養
は
近
代
に
至
っ
て
も
な
お
残
っ
て
い
た
。

『
玉
藻
の
草
紙
』
は
多
く
の
伝
本
が
残
さ
れ
て
い
る
。
川
島
朋
子
氏
は
松
本
隆

信
に
よ
る
諸
本
整
理
を
踏
ま
え
て
、
八
系
統
に
分
類
さ
れ
て
い
る
２
。
一
五
世
紀
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学
習
院
女
子
大
学 

紀
要　

第
二
十
二
号

の
古
写
本
・
古
絵
巻
か
ら
近
世
の
絵
入
り
版
本
や
奈
良
絵
本
ま
で
形
態
が
多
様
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
本
文
も
異
同
が
目
立
つ
。
中
で
も
後
日
譚
に
あ
た
る

玄
翁
和
尚
の
殺
生
石
説
話
は
近
世
期
に
流
布
し
た
系
統
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
い

か
に
広
く
読
ま
れ
て
い
た
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
五
世
紀
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
当
初
か
ら
絵
巻
に
仕
立
て
ら
れ
る
こ

と
が
多
く
、
そ
れ
は
近
世
に
も
続
い
た
。
写
本
と
し
て
流
布
す
る
も
の
も
多
く

あ
っ
た
。
幾
つ
か
の
古
記
録
か
ら
は
、
中
世
後
期
以
来
、
公
家
や
武
家
に
書
写
さ

れ
、
読
ま
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
戦
国
期
の
公
家
山
科
言
継
は
そ
の

日
記
『
言
継
卿
記
』
に
本
物
語
を
読
ん
だ
こ
と
を
複
数
書
き
留
め
て
い
る
（
大
永

八
年
正
月
一
三
日
、
天
文
二
三
年
七
月
二
四
日
、
弘
治
三
年
三
月
二
一
日
、
永
禄

一
〇
年
八
月
一
日
の
各
条
）。『
連
々
令
稽
古
双
紙
以
下
之
事
』
と
い
う
寺
院
の
子

ど
も
達
の
た
め
の
読
書
リ
ス
ト
に
も
「
＼
非
情
成
仏
絵
一
帖　

〇
玉
藻
一
帖　

伏
屋

一
帖　

○
村
松
一
帖
」
と
あ
り
、
前
後
の
『
非
情
成
仏
絵
（
付
喪
神
絵
巻
）』『
伏
屋

（
伏
屋
の
草
子
）』
と
並
ん
で
本
書
の
名
が
挙
が
り
、
読
書
対
象
と
な
こ
と
が
わ

か
る
３
。

要
す
る
に
『
玉
藻
の
草
紙
』
と
い
う
物
語
作
品
は
、『
酒
呑
童
子
』
や
『
文
正

草
子
』『
物
く
さ
太
郎
』
と
同
様
に
、
お
伽
草
子
の
中
で
も
時
代
を
超
え
て
よ
く

読
ま
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
評
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
能
「
殺
生
石
」
や
絵
巻
を
通
し
て
、つ
ま
り
文
学
と
し
て
だ
け
で
な
く
、

演
劇
や
絵
画
と
し
て
も
、
玉
藻
の
物
語
は
展
開
し
て
い
っ
た
わ
け
だ
。
当
然
、
物

語
草
子
か
ら
芸
能
、
絵
画
、
祭
礼
等
の
作
り
物
に
も
な
っ
た
。
作
り
物
と
し
て
は
、

名
古
屋
の
天
王
祭
や
大
津
の
大
津
祭
（
一
七
世
紀
初
頭
〜
）
の
山
車
「
殺
生
石
山

（
玄
翁
山
）」、『
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
』
に
見
ら
れ
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。
大
津
祭

の
も
の
は
、
伝
承
で
は
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
と
も
、
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）

に
作
ら
れ
た
と
も
い
う
４
。
そ
の
一
方
で
、
反
対
に
能
「
殺
生
石
」
の
舞
台
が
絵

巻
や
絵
入
版
本
に
見
え
る
玄
翁
和
尚
の
挿
絵
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
関
係
も
見

ら
れ
る
点
５
に
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
の
豊
か
さ
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
近
世
前
期
、『
玉
藻
の
草
紙
』
は
絵
巻
と
し
て
作
ら
れ
、
ま
た

絵
入
版
本
と
し
て
流
布
し
て
い
っ
た
。
版
本
や
一
部
の
絵
巻
な
ど
、
後
か
ら
作
ら

れ
た
伝
本
に
は
玄
翁
和
尚
に
よ
る
殺
生
石
の
後
日
譚
が
追
加
さ
れ
て
い
る
し
、
絵

に
も
能
「
殺
生
石
」
の
影
響
が
出
て
き
た
。
そ
の
後
も
読
み
継
が
れ
、
江
戸
後
期

に
も
新
た
な
写
本
が
い
く
つ
も
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
し
、
説
話
と
し
て
い
く
つ

か
の
文
献
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

は
や
く
は
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
頃
に
成
っ
た
『
後
太
平
記
』
巻
三
四
や
『
簠

簋
内
伝
』
の
注
釈
書
『
簠
簋
抄
』、
林
羅
山
の
『
本
朝
神
社
考
』
の
よ
う
な
稗
史

や
思
想
系
の
書
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
一
七
世
紀
後
半
に
は
殺
生
石
の
あ
る

下
野
国
の
那
須
の
地
誌
『
那
須
記
』
に
も
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
玄

翁
和
尚
の
伝
記
と
し
て
『
海
蔵
寺
開
山
伝
』
が
編
ま
れ
、
こ
れ
を
通
し
て
も
玉
藻

説
話
は
流
布
し
た
。
そ
れ
と
並
行
し
て
玉
藻
を
題
材
に
し
た
新
作
の
読
み
物
や
芸

能
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
６
。
一
七
世
紀
末
に
成
っ
た
橘
宗
重
文
・
長
谷
川

等
雲
画
の
絵
手
本
『
絵
本
宝
鑑
』
に
立
項
さ
れ
る
「
殺
生
石
」
は
能
の
舞
台
を
モ

デ
ル
に
描
か
れ
て
い
る
。

当
然
、
物
語
作
品
と
し
て
も
、
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
て
『
玉
藻
の
草
紙
』
や
謡
曲

「
殺
生
石
」
に
基
づ
く
も
の
が
い
く
つ
も
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
巨
視
的
に

み
る
と
、
近
世
後
期
の
文
化
文
政
期
は
玉
藻
の
物
語
に
と
っ
て
大
き
な
変
化
の
時

代
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
、
多
く
の
新
作
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一

種
の
ブ
ー
ム
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
時
期
に
顕
著
な
の
は
、玉
藻
の
物
語
そ
の
も
の
を
焼
き
直
す
の
で
は
な
く
、

天
竺
↓
中
国
↓
日
本
、
も
し
く
は
中
国
↓
天
竺
↓
日
本
、
中
国
↓
天
竺
↓
中
国
↓

日
本
と
経
巡
る
三
国
伝
来
の
型
を
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
反
映
さ
せ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
述
す
る
。

明
治
以
降
も
、饗
庭
篁
村
の
「
新
殺
生
石
」（
一
八
九
〇
年
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
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妖
狐
玉
藻
像
の
展
開
―
九
尾
化
と
現
代
的
特
色
を
め
ぐ
っ
て
―

散
発
的
に
玉
藻
を
扱
っ
た
も
の
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ど
れ
も
三
国
伝
来

の
型
を
踏
襲
し
て
い
く
。
こ
れ
に
は
岡
本
綺
堂
の
『
玉
藻
の
前
』
の
影
響
が
大
き

い
も
の
だ
っ
た
と
思
い
わ
れ
る
。
岡
本
経
一
「
婦
人
公
論
の
三
篇
」
に
は
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
７
。

次
は
六
年
十
一
月
か
ら
の
「
玉
藻
前
」
で
、
当
時
最
も
一
般
に
受
け
た
小
説

で
、
今
日
で
も
当
時
の
印
象
を
懐
か
し
く
語
る
人
が
多
い
。
戦
後
に
も
ラ
ジ

オ
で
連
続
放
送
を
し
た
。
作
者
も
愛
着
の
深
い
作
品
と
見
え
て
、
後
に
平
凡

社
の
大
衆
文
学
全
集
に
半
七
捕
物
帳
と
共
に
編
入
し
た
時
、
は
し
が
き
で
か

う
云
つ
て
ゐ
る
。「
一
般
の
読
者
は
お
そ
ら
く
捕
物
帳
を
歓
ぶ
で
あ
ら
う
と

想
像
す
る
が
、
作
者
と
し
て
は
更
に
玉
藻
前
の
愛
読
を
望
む
も
の
で
あ
る
。」

伝
説
の
玉
藻
前
を
か
り
て
、
恋
愛
の
至
純
性
を
描
い
た
も
の
で
、
西
洋
の
伝

奇
小
説
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。
題
材
に
似
ぬ
清
新
さ
が
漲

つ
て
ゐ
る
。
見
方
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
大
人
の
童
話
に
過
ぎ
な
い
か
も
知
れ

な
い
。
併
し
緊
密
な
構
成
、
詩
情
に
溢
れ
た
浪
漫
味
、
伸
び
〳
〵
と
落
着
い

て
行
儀
の
よ
い
筆
致
、
今
な
ほ
朗
々
誦
す
べ
き
文
品
た
る
を
失
は
な
い
。
綺

堂
日
記
に
よ
る
と
、
こ
れ
も
自
ら
脚
色
し
た
か
つ
た
ら
し
い
が
、「
思
ふ
と

こ
ろ
あ
つ
て
止
む
」
と
中
絶
し
て
ゐ
る
。
検
閲
を
顧
慮
し
た
故
か
も
知
れ
な

い
。
単
行
本
は
七
年
に
天
佑
社
か
ら
出
た
の
が
最
初
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
『
玉
藻
の
前
』
が
「
当
時
最
も
一
般
に
受
け
た
小
説
」
だ
っ
た
と
回

想
さ
れ
て
い
る
。ま
た
戦
後
は
ラ
ジ
オ
で
も
連
続
放
送
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

玉
藻
の
物
語
は
伝
統
的
に
妖
怪
退
治
を
メ
イ
ン
に
描
か
れ
る
も
の
だ
が
、
綺
堂
は

陰
陽
師
泰
親
の
弟
子
と
い
う
新
た
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
加
え
、
そ
れ
と
玉
藻
と
の

恋
愛
と
い
う
要
素
を
加
え
た
。
三
国
伝
来
の
大
妖
怪
の
退
治
か
ら
悲
恋
の
物
語
と

い
う
新
た
な
側
面
を
開
拓
し
た
こ
と
で
、
使
い
古
さ
れ
た
三
国
伝
来
型
が
さ
ら
に

戦
後
ま
で
受
容
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

２　

九
尾
化

さ
て
、
三
国
伝
来
型
に
よ
っ
て
浸
透
し
た
の
は
、
二
本
の
尾
で
は
な
く
、
九
本

の
尾
を
持
つ
狐
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
つ
ま
り
九
尾
の
狐
だ
。

『
玉
藻
の
草
紙
』
は
、
本
来
、
玉
藻
が
宮
中
に
入
り
込
み
、
正
体
を
暴
か
れ
、

那
須
野
で
退
治
さ
れ
る
と
い
う
、
玉
藻
の
事
績
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
中

に
、
玉
藻
の
正
体
が
年
老
い
た
狐
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
た
陰
陽
頭
泰
成
が
玉
藻

の
過
去
を
語
る
く
だ
り
が
あ
る
。
同
内
容
の
玉
藻
の
来
歴
に
つ
い
て
は
一
五
世
紀

成
立
の
辞
書
『
下
学
集
』
や
歴
史
書
『
神
明
鏡
』
に
も
見
ら
れ
る
。

无
二
憚
所
一
申
ケ
レ
ハ
是
ハ
下
野
国
那
須
野
ニ
有
狐
也
彼
狐
ト
云
ハ
仁
王
経
ニ
昔

天
羅
国
班
足
王
千
人
王
ノ
頸
ヲ
取
テ
祭
シ
ト
云
シ
塚
ノ
神
是
也
大
唐
ニ
テ
褒
似
（
マ
マ
）ト
成

周
ノ
幽
王
后
ト
シ
テ
終
亡
二
幽
王
ヲ
一
已
下
今
此
国
ニ
来
テ
君
悩
候
君
奉
レ
祭
御
幣
ノ

役
不
レ
可
レ
叶
由
固
申
セ
シ
カ
ト
モ
勅
命
ナ
レ
ハ
出
玉
ケ
リ

（『
神
明
鏡
』
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
写
本
）

泰
成
が
言
う
に
は
、
玉
藻
の
前
は
下
野
国
那
須
野
の
狐
で
あ
る
。
も
と
も
と
、

天
竺
の
天
羅
国
の
塚
の
神
で
あ
っ
た
。
後
に
中
国
に
渡
り
、
周
の
幽
の
后
褒
姒
と

な
っ
て
国
を
亡
ぼ
し
、
つ
い
で
日
本
に
渡
っ
て
、
現
在
、
天
皇
を
悩
ま
せ
て
い
る

と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
天
竺
で
の
事
、
中
国
で
の
事
は
、
泰
成
の
語
り
の
中
で

披
露
さ
れ
る
過
去
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
一
八
世
紀
末
頃
、
天
竺
・
中
国
の
過
去
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
そ
れ
ぞ
れ

増
や
し
、
完
結
し
た
物
語
と
し
、
天
竺
・
中
国
・
日
本
の
三
国
の
物
語
を
並
べ
て

一
編
の
読
み
物
に
仕
組
ん
だ
作
品
が
現
れ
た
。
こ
れ
を
三
国
伝
来
型
と
仮
に
呼
ん
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第
二
十
二
号

で
お
こ
う
。
曲
亭
馬
琴
は
『
燕
石
雑
志
』
巻
一
（
一
八
一
〇
〈
文
化
七
〉
年
刊
）

の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

唐
山
演
義
の
書
に
、
九
尾
の
老
狐
化
し
て
妲
妃
と
な
り
、
紂
王
を
蠱
惑
せ
し

よ
し
を
作
り
し
か
ば
、
こ
ゝ
に
も
好
事
の
も
の
あ
り
て
、
近
衛
の
帝
の
宮
嬪

玉
藻
の
前
と
い
ふ
狐
妖
を
作
り
出
せ
し
は
、
謡
曲
の
滑
稽
な
る
が
、
何
人
か

序
あ
や
し
う
綴
り
な
し
て
、
三
国
伝
来
の
怪
談
な
り
ぬ
。
こ
の
草
紙
久
し
く

写
本
に
て
行
は
れ
し
を
、
近
曽
絵
に
か
き
板
に
鏤
て
ま
す
〳
〵
行
は
れ
、
九

尾
の
狐
と
い
へ
ば
妲
妃
玉
藻
が
事
な
り
、
と
儂
子
も
合
点
せ
り
。

す
な
わ
ち
中
国
の
小
説
に
九
尾
の
老
狐
が
妲
己
に
な
っ
て
殷
紂
王
を
誑
か
し
、

国
を
滅
ぼ
し
た
。
そ
の
後
、
日
本
に
渡
っ
て
近
衛
天
皇
の
時
代
に
玉
藻
の
前
と
い

う
名
の
女
房
と
し
て
宮
廷
に
入
っ
た
と
い
う
風
に
合
成
し
た
と
い
う
の
だ
。
そ
し

て
、
こ
の
物
語
構
成
が
大
い
に
流
行
り
、
絵
入
版
本
と
し
て
盛
ん
に
行
わ
れ
、
幼

童
で
さ
え
、「
九
尾
」
と
い
え
ば
「
妲
己
」「
玉
藻
」
の
こ
と
だ
と
知
る
く
ら
い
浸

透
し
た
の
だ
と
い
う
。

す
で
に
堀
誠
氏
８
や
麻
生
磯
次
氏
９
ら
に
よ
っ
て
『
絵
本
通
俗
武
王
軍
談
』
や
あ
る

い
は
遡
っ
て
『
封
神
演
義
』
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

よ
う
な
改
変
に
よ
っ
て
、
三
国
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
読
み
物
に
変
貌
し
た
。
そ
こ

に
描
か
れ
る
妲
己
や
褒
姒
の
残
虐
さ
は
目
を
瞠
る
も
の
で
、
自
ら
は
手
を
出
さ
ず
に

権
力
者
を
唆
し
て
国
を
傾
か
せ
る
悪
女
ぶ
り
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

先
に
引
い
た
『
燕
石
雑
志
』
を
見
る
に
、
馬
琴
が
念
頭
に
置
い
た
の
は
、
高
井

蘭
山
『
絵
本
三
国
妖
狐
伝
』（
一
八
〇
四
年
）、
岡
田
玉
山
『
絵
本
玉
藻
譚
』（
一

八
〇
五
年
）
で
あ
ろ
う
。
江
戸
と
上
方
で
同
時
期
に
三
国
に
ま
た
が
る
金
毛
九
尾

の
狐
の
読
み
物
が
出
さ
れ
、
そ
の
後
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
も

の
で
あ
る
10
。
そ
れ
と
同
時
に
、
当
時
の
江
戸
と
上
方
の
出
版
競
争
を
象
徴
す
る

も
の
で
も
あ
っ
た
11
。
そ
う
し
た
状
況
が
幕
末
ま
で
続
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

仮
名
垣
魯
文
の
『
玉
藻
前
悪
狐
伝
』（
一
八
五
五
年
）
の
序
文
か
ら
窺
わ
れ
る
。

前
に
妖
婦
伝
玉
藻
譚
あ
り
何
も
大
同
小
異
に
し
て
こ
と
ふ
り
似
た
る
談
柄
な

れ
ど
も
名
だ
か
き
標げ
だ
い題
ぞ
好
ま
し
と
書ふ
み
や肆
が
需も
と
めに
止
こ
と
を
得
ず

つ
ま
り
、『
絵
本
三
国
妖
狐
伝
』
や
『
絵
本
玉
藻
譚
』
が
出
て
、
ど
れ
も
大
同

小
異
の
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
、
名
高
い
標
題
だ
か
ら
そ
の
新
作
を
作
る
よ
う

に
、
版
元
に
依
頼
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。「
標
題
」
と
は
、
こ
こ
で
は
コ
ン

テ
ン
ツ
と
言
い
換
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
三
国
伝
来
型
の
九
尾
の
物
語
は
当
時
在

り
来
た
り
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
需
要
が
あ
る
か
ら
書
く
よ
う
に

勧
め
ら
れ
た
と
い
う
か
ら
、
文
化
文
政
以
来
の
人
気
コ
ン
テ
ン
ツ
で
あ
っ
た
こ
と

が
窺
知
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
時
期
の
作
品
群
に
盛
ん
に
使
わ
れ
た
の
が
「
金
毛
九
尾
」「
白

面
金
毛
九
尾
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。『
玉
藻
の
草
紙
』
に
は
「
八
万
歳
を
経
た

る
狐
有
り
。
長た
け

七
尺
に
し
て
尾
二
つ
有
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
『
勧
化

白
狐
通
』（
一
七
七
八
年
）
に
な
る
と
「
金
毛
九
尾
の
野
干
」
と
な
り
、
高
井
蘭

山
『
絵
本
三
国
妖
狐
伝
』（
一
八
〇
四
年
）
で
は
「
開
闢
よ
り
こ
の
か
た
年
数
を

経
て
終
に
姿
を
変
じ
、
全
身
金
色
に
し
て
、
面
は
白
く
九
つ
の
尾
あ
り
、
名
づ
け

て
白
面
金
毛
九
尾
の
狐
と
い
へ
り
」（
上
編
巻
一
）
と
な
り
、
式
亭
三
馬
『
玉
藻

前
三
国
伝
記
』（
一
八
〇
九
年
）
で
は
「
金
毛
九
尾
の
狐
と
な
り
、
三
浦
上
総
両

介
が
矢
先
に
一
身
を
亡
ぼ
し
、
遂
に
は
殺
生
石
と
な
り
」（
唐
土
）
と
な
り
、
仮

名
垣
魯
文
『
玉
藻
前
悪
狐
伝
』（
一
八
五
五
年
）
で
は
「
三
国
伝
来
白
面
九
尾
金

毛
の
老
狐
」（
口
絵
画
中
詞
）と
な
る
。
岡
本
綺
堂
の『
玉
藻
の
前
』（
一
九
一
七
年
）

も
「
九
月
の
な
か
ば
か
ら
白
面
金
毛
九
尾
の
狐
が
那
須
の
篠
原
に
あ
ら
わ
れ
て
」

（「
殺
生
石
」）と
継
承
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、為
永
春
水
の
合
巻『
新
局
九
尾
伝
』（
一
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妖
狐
玉
藻
像
の
展
開
―
九
尾
化
と
現
代
的
特
色
を
め
ぐ
っ
て
―

八
六
六

－

一
八
七
六
）
の
よ
う
に
「
金
毛
九
尾
玉
顔
」
と
い
う
表
現
も
派
生
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
三
国
そ
れ
ぞ
れ
の
妖
婦
、
す
な
わ
ち
天
竺
の
華
陽
夫
人
、

中
国
の
妲
己
や
褒
姒
、
そ
し
て
日
本
の
玉
藻
、
こ
れ
ら
三
国
の
悪
女
を
括
る
も
の

と
し
て
「
九
尾
」
が
抬
頭
し
て
い
っ
た
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
結
果
、
玉
藻
は
そ
の
中
で
相
対
的
な
優
位
性
を
失
い
、「
九
尾
」
が
こ
の
妖
怪

の
名
前
と
し
て
取
っ
て
代
わ
る
要
因
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
近
代
に
な
る
と
、
岡
本
綺
堂
の
『
玉
藻
の
前
』
12
が
人
気
を
博
し
、
一

九
一
七
年
以
来
、
何
度
も
刊
行
さ
れ
た
。

一
九
一
七
〜
一
九
一
八
（
大
正
六
〜
七
）
年　
『
婦
人
公
論
』
連
載
。

一
九
一
八
年　

天
佑
社
か
ら
単
行
本
刊
行
。

一 
九
二
九
（
昭
和
四
）
年　
『
岡
本
綺
堂
集
（
現
代
大
衆
文
学
全
集
一
一
）』（
平

凡
社
）
に
収
録
。

一 

九
四
九
（
昭
和
二
四
）
年　
『
妖
姫
玉
藻
前　

附
・
修
善
寺
物
語
』（
筑
波
書

房
）
に
収
録
。

一 

九
五
六
（
昭
和
三
一
）
年　
『
岡
本
綺
堂
読
物
選
集
』
八
（
東
京
ラ
イ
フ
社
）

【図６】「百
むかしばなしばけものすごろく

種怪談妖物双六」（個人蔵）
に見える「金毛九尾の狐」

『絵本三国妖狐伝』
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第
二
十
二
号

に
収
録
。

一
九
六
九
年　
『
岡
本
綺
堂
読
物
選
集
』
一
（
青
蛙
房
）
に
収
録
。

一 
九
九
二
（
平
成
四
）
年　
『
修
善
寺
物
語　

傑
作
伝
奇
小
説
』（
光
文
社
文
庫
）

に
収
録
。

一
九
九
九
年　
『
玉
藻
の
前
（
岡
本
綺
堂
伝
奇
小
説
集
一
）』（
原
書
房
）
刊
行
。

二 

〇
〇
二
年　
『
岡
本
綺
堂
妖
術
伝
奇
集
（
伝
奇
ノ
匣
二
）』（
学
研
Ｍ
文
庫
）

に
収
録
。

二
〇
一
九
年　
『
玉
藻
の
前
』（
中
公
文
庫
）
に
収
録
。

戦
後
に
は
、
こ
れ
を
原
作
と
す
る
小
説
や
映
画
『
九
尾
の
狐
と
飛
丸
』（
一
九

六
八
年
）、
漫
画
が
作
ら
れ
、
ま
た
ラ
ジ
オ
朗
読
や
舞
台
演
劇
も
行
わ
れ
た
。

漫
画
で
は
一
九
六
六
年
に
『
週
刊
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
』
で
連
載
さ
れ
た
わ
た
な
べ

ま
さ
こ
の
『
青
い
き
つ
ね
火
』
が
早
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
い
で
同
じ
く
わ
た

な
べ
ま
さ
こ
に
よ
っ
て
、
一
九
七
六
年
に
『
週
刊
花
と
ゆ
め
』
で
「
華
陽
夫
人
―

天
竺
編
―
」「
妲
妃
―
中
国
編
―
」「
玉
藻
の
前
―
日
本
編
―
」
と
、
三
回
に
分
け

た
長
編
『
怪
談
あ
や
か
し
の
伝
説
』
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
は
翌
年
、
花
と
ゆ
め

コ
ミ
ッ
ク
ス
か
ら
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。

 

そ
の
後
、
一
九
九
九
年
に
さ
ち
み
り
ほ
『
伝
記
絵
巻　

玉
藻
の
前
』、
二
〇
〇

九
年
に
波
津
彬
子
『
玉
藻
の
前
』
が
出
る
。
し
か
し
ど
ち
ら
も
三
国
伝
来
型
を
捨

て
、
玉
藻
の
物
語
と
し
て
再
構
成
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

波
津
は
単
行
本
「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
、
本
作
品
創
作
以
前
の
段
階
で
、
同

じ
原
作
を
も
つ
わ
た
な
べ
ま
さ
こ
の
刷
り
込
み
が
あ
っ
た
と
明
か
し
て
い
る
。
わ

た
な
べ
作
品
の
二
番
煎
じ
に
せ
ず
、
独
自
性
を
出
す
こ
と
に
腐
心
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
が
恐
ら
く
天
竺
編
・
中
国
編
を
省
略
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
中
世
近
世
の
日
本
人
の
意
識
と
し
て
は
、
三
国
伝
来
と
い
え
ば
、
そ
れ
だ

け
で
世
界
を
股
に
か
け
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
が
、
し
か
し
欧
米
先
進
国
が
世
界

を
主
導
し
て
い
る
と
考
え
る
昭
和
後
期
の
社
会
で
は
、
そ
の
世
界
観
は
既
に
そ
ぐ

わ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
天
竺
・
中
国
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
大
胆
に

省
略
し
、
そ
の
代
わ
り
、
玉
藻
と
陰
陽
師
の
弟
子
の
恋
愛
の
テ
ー
マ
を
掘
り
下
げ

て
い
く
こ
と
で
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
伝
奇
と
し
て
表
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い

か
と
解
さ
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
に
、
文
化
文
政
期
以
降
に
三
国
伝
来
型
が
抬
頭
し
、
読

本
・
合
巻
や
歌
舞
伎
、
浮
世
絵
な
ど
、
さ
ら
に
は
近
代
以
降
は
小
説
や
映
画
、
漫

画
な
ど
、
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
発
信
さ
れ
る
こ
と
で
、
今
日
の
玉
藻
の
イ

メ
ー
ジ
は
形
作
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

３　

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
の
玉
藻

さ
て
、
こ
れ
ま
で
は
物
語
と
し
て
の
玉
藻
、
あ
る
い
は
九
尾
を
見
て
き
た
。
玉

藻
に
は
平
安
時
代
の
朝
廷
を
舞
台
と
し
、
正
体
を
暴
く
陰
陽
師
が
い
て
、
退
治
す

る
武
士
の
三
浦
介
・
上
総
介
が
い
た
。
そ
れ
ら
を
包
括
す
る
の
が
玉
藻
の
物
語
で

あ
っ
た
。
ま
た
天
竺
、
中
国
そ
れ
ぞ
れ
の
国
を
転
覆
さ
せ
る
ほ
ど
の
悪
女
た
ち
を

含
め
、
三
国
の
悪
女
物
語
に
仕
立
て
て
、
三
国
伝
来
型
の
九
尾
の
物
語
と
な
っ
て

「怪談あやかしの伝説　華陽夫人
―天竺編―」
『週刊マーガレット』
1976 年 3 月 5 日号
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妖
狐
玉
藻
像
の
展
開
―
九
尾
化
と
現
代
的
特
色
を
め
ぐ
っ
て
―

い
っ
た
。

こ
の
流
れ
は
岡
本
綺
堂
原
作
の
漫
画
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
代
ま
で
続
い
て

い
く
わ
け
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
物
語
そ
の
も
の
よ
り
も
玉
藻
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
を
取
り
上
げ
る
も
の
が
近
世
中
期
に
は
現
れ
る
点
に
、
以
下
で
は
注
目
し
た

い
。長

谷
川
等
雲
が
絵
を
担
当
し
た
『
絵
本
宝
鑑
』
は
、
一
七
世
紀
末
以
来
、
絵
手

本
と
し
て
広
く
流
布
し
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
中
に
「
殺
生
石
」
と
「
妲
妓
」
が

載
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
絵
が
主
で
、
そ
れ
を
説
明
す
る
説
話
が
付
随
し
た
形
式
の

作
品
だ
。「
殺
生
石
」
は
完
全
に
玄
翁
和
尚
の
偉
業
を
称
え
る
書
き
ぶ
り
で
記
さ

れ
て
お
り
、
玉
藻
の
前
の
こ
と
も
九
尾
の
狐
の
こ
と
も
言
及
し
て
い
な
い
。
た
だ

「
物
あ
り
て
此
石
に
憑よ
れ

り
」
と
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
一
方
、「
妲
妓
」
に
は
次
の

よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

あ
る
節
（
説
ノ
誤
カ
）
に
妲
妓
と
周
の
褒
姒
も
我
朝
の
玉
藻
の
前
も
皆
狐
な
り
玉
藻
に
至

り
。
化
を
あ
ら
は
し
。
奈
須
野
に
お
ゐ
て
。
千
葉
の
介
上
総
の
介
に
こ
ろ
さ

れ
け
る
と
。
俗
説
に
伝
ふ
る
也

こ
こ
で
は
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
玉
藻
と
関
連
付
け
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
狩
野
派
の
絵
師
鳥
山
石
燕
が
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
を
作
り
、そ
の
中
に
「
玉

藻
の
前
」
を
取
り
入
れ
た
。
玉
藻
の
絵
の
前
後
に
次
の
よ
う
な
詞
書
が
付
い
て
い

る
。

瑯
耶
代
酔
編
に
古
今
事
物
考
を
引
て
云
商い
ん

の
妲
己
は
狐
の
精
な
り
と
云
々
そ

の
精
本
朝
に
わ
た
り
て
玉
藻
前
と
な
り
帝
王
の
お
そ
ば
を
け
が
せ
し
と
な
ん　

す
べ
て
淫
声
美
色
の
人
を
惑
す
事
狐
き
つ
ね
た
ぬ
き
狸
よ
り
も
は
な
は
だ
し

こ
こ
で
は
、
も
は
や
殺
生
石
の
由
来
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
近
世
も
中
期
を
過
ぎ
る
と
、
玉
藻
を
物
語
と
し
て
で
は
な
く
、

玉
藻
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
関
心
が
向
か
う
傾
向
が
出
て
き
た
。
幕
末
期
の
歌

川
国
安
「
見
立
籠
細
工
口
上
」
や
作
者
不
詳
の
「
玉
藻
前
見
立
角
力
美は
こ
い
り
む
す
め

人
娘
」
な

ど
も
そ
の
流
れ
で
生
ま
れ
た
作
品
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。「
玉
藻
前
見
立

角
力
美
人
娘
」
は
相
撲
番
付
の
構
成
を
採
っ
た
見
立
番
付
の
一
種
で
あ
る
が
、
作

品
と
し
て
は
極
め
て
簡
略
な
も
の
で
あ
る
。
他
に
伝
本
の
所
在
を
知
ら
ず
、
分
量

も
少
な
い
の
で
、
こ
こ
に
翻
刻
紹
介
す
る
。

〈
玉た
ま
も
の
ま
へ

藻
前
／
見み
た
て立
角す
も
ふ力
〉
美は
こ
い
り
む
す
め

人
娘

勧
進
元　
　
　
　
　
　
　

玉
藻
前

大
関　

淀
や
ば
し　
　
　

扇
屋
な
つ

関
脇　

大
手　
　
　
　
　

笹
屋
せ
い

小
結　

け
ん
さ
き
町　
　

玉
屋
り
う

前
頭　

大
和
ば
し　
　
　

よ
し
の
や
は
な

同　
　

相
生
町　
　
　
　

高
砂
屋
ま
つ

同　
　

松
屋
町　
　
　
　

住
吉
屋
き
し

同　
　

今
ば
し　
　
　
　

両
替
屋
ぎ
ん

同　
　

嶋
の
内　
　
　
　

糸
屋
ぬ
い

同　
　

あ
み
だ
池　
　
　

か
め
屋
か
う

同　
　

酒
辺
町　
　
　
　

伊
丹
屋
む
め

同　
　

上
塩
町　
　
　
　

あ
は
や
い
わ

同　
　

梅
が
へ　
　
　
　

枩
屋
た
け

同　
　

御
堂
前　
　
　
　

は
な
や
し
ん

同　
　

堂
じ
ま　
　
　
　

俵
屋
よ
ね

同　
　

高
ら
い
ば
し　
　

と
ら
や
ま
ん
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枩
や
町　
　
　
　

ち
と
せ
や
つ
る

行
司　

徳
寿
町　
　
　
　

岩
井
屋
ま
す

　
　
　

万
年
町　
　
　
　

よ
ろ
づ
や
か
め

大
関　

さ
い
わ
い
町　
　

酒
屋
み
き

関
脇　

堺
す
じ　
　
　
　

砂
糖
屋
み
つ

小
結　

こ
わ
た
町　
　
　

池
田
屋
す
み

前
頭　

高
ら
い
は
し　
　

か
め
や
こ
と

同　
　

近
江
町　
　
　
　

大
坂
屋
せ
き

同　
　

北
久
奈
町　
　
　

す
だ
れ
や
よ
し

同　
　

さ
の
や
ば
し　
　

古
手
屋
つ
ぎ

同　
　

高　

津　
　
　
　

と
う
ま
や
で
ん

同　
　

玉
が
わ
ら
町　
　

弓
屋
つ
る

同　
　

す
が
わ
ら
町　
　

寺
子
屋
ふ
で

同　
　

ざ
ま
の
前　
　
　

ふ
じ
や
ゆ
き

同　
　

唐
物
町　
　
　
　

竹
屋
と
ら

同　
　

天
満
十
丁
目　
　

あ
ら
物
や
は
つ

同　
　

岩
井
町　
　
　
　

福
嶋
屋
と
く

同　
　

地
下
町　
　
　
　

若
山
屋
な
か

玉
藻
の
前
が
勧
進
元
と
な
り
、
各
町
の
箱
入
り
娘
を
東
西
に
分
け
、
大
関
・
関

脇
・
小
結
・
前
頭
と
並
べ
て
い
る
。「
見
立
」
と
あ
る
か
ら
、
実
在
の
美
人
尽
し

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
架
空
の
人
物
で
あ
る
。
注
釈
不
要
の
分
か
り

や
す
い
例
を
示
す
と
、
前
頭
の
大
和
ば
し
の
よ
し
の
や
は
な
は
大
和
国
吉
野
の
桜

を
、
相
生
町
の
高
砂
屋
ま
つ
は
謡
曲
「
高
砂
」
を
、
松
屋
町
の
住
吉
屋
き
し
は
名

所
の
住
吉
を
そ
れ
ぞ
れ
見
立
て
て
い
る
わ
け
だ
。
こ
う
し
た
美
人
尽
し
の
番
付
の

銘
に
玉
藻
の
前
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
玉
藻
が
美
人
の
代
名
詞
と
し
て
認
識

「玉藻前見立角力美人娘」（筆者蔵）
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妖
狐
玉
藻
像
の
展
開
―
九
尾
化
と
現
代
的
特
色
を
め
ぐ
っ
て
―

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
既
成
の
物
語
を
焼
き
直
す
ば
か
り
で
な
く
、
玉
藻
や
九
尾
の
物
語
を
踏

ま
え
、あ
ら
た
な
展
開
を
描
く
も
の
も
出
て
き
た
。
浄
瑠
璃
の
『
狐
川
今
殺
生
石
』

（
一
八
世
紀
中
期
）
や
市
川
三
升
『
三
国
白
狐
伝
』（
一
八
二
四
年
）、
柳
亭
仙

果
『
三
都
妖
婦
伝
』（
一
八
五
二
年
）
な
ど
が
そ
う
だ
し
、
明
治
に
下
り
、
饗

庭
篁
村
の
『
新
殺
生
石
』（
一
八
九
〇
年
）
や
戦
後
の
泉
漾
太
郎
『
花
妖
殺
生
石
』

（
一
九
七
四
年
）、
宗
谷
真
爾
『
王
朝
妖
狐
譚
』（
一
九
七
八
年
）
な
ど
も
同
傾

向
に
あ
る
。

こ
の
創
作
の
在
り
方
は
、
後
日
譚
と
い
う
設
定
を
採
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
う

で
な
く
て
も
、
本
来
の
物
語
の
〈
世
界
〉、
つ
ま
り
玉
藻
と
い
う
主
人
公
ば
か
り

で
な
く
、
そ
れ
を
取
り
ま
く
天
皇
や
陰
陽
師
、
武
士
と
い
っ
た
主
要
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
と
の
関
係
性
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
や
能
力
、
そ
の
背
景
と
な
る
時
代
や
舞
台

設
定
を
踏
ま
え
、
そ
れ
を
ひ
っ
く
る
め
て
新
た
な
創
作
を
行
っ
た
も
の
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
読
本
や
合
巻
、
歌
舞
伎
な
ど
、
物
語
世
界
を
し
っ
か
り
描
く
分
野
で
は

〈
世
界
〉
を
踏
ま
え
た
創
作
が
試
み
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
饗
庭
篁
村
『
新
殺
生
石
』

は
、
明
治
時
代
、
つ
ま
り
そ
の
当
時
の
現
代
の
九
尾
楼
と
い
う
遊
郭
の
遊
女
玉
藻

が
馴
染
の
客
源
蔵
と
駆
け
落
ち
す
る
が
、連
れ
戻
さ
れ
て
改
心
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
王
朝
妖
狐
譚
』
は
大
和
朝
廷
に
ま
つ
ろ
わ
ぬ
古
代
氏
族
の
末
裔
の
興
亡
を
真

言
立
川
流
の
成
立
と
か
ら
め
て
描
い
た
伝
奇
小
説
で
あ
る
。
そ
こ
に
玉
藻
の
物
語

が
融
合
し
て
独
特
の
中
世
的
世
界
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
玉
藻
の
物
語
に
つ
い

て
は
、
著
者
自
身
、「
あ
と
が
き
」
に
「
高
井
伴
寛
の
『
三
国
妖
狐
（
マ
マ
）伝
』
を
読
み
、

大
変
な
こ
と
に
気
づ
い
た
。」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
作
品
の
資
料
と
し

て
使
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
三
国
伝
来
型
を
踏
襲
し
た
も
の

で
は
な
く
、
玉
藻
を
め
ぐ
る
噂
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
趣
向
に
変
え
て
玉

藻
を
ヒ
ロ
イ
ン
と
す
る
物
語
に
回
帰
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
蘭
山
の
読
本
の
ほ
う

は
、
妲
己
↓
華
陽
夫
人
↓
褒
姒
↓
玉
藻
と
い
う
展
開
を
見
せ
る
の
に
対
し
て
、
本

作
の
噂
と
し
て
語
ら
れ
る
玉
藻
の
来
歴
は
妲
己
↓
華
陽
夫
人
↓
玉
藻
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
綺
堂
の
『
玉
藻
の
前
』
と
同
じ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
他
に
も
式
亭
三

馬
の
『
玉
藻
前
三
国
伝
記
』
や
仮
名
垣
魯
文
の
『
玉
藻
前
悪
狐
伝
』
を
は
じ
め
と

し
て
、
先
行
す
る
作
品
に
も
同
じ
型
を
採
る
も
の
が
あ
る
か
ら
即
断
は
で
き
な
い

が
、
そ
う
し
た
一
般
に
入
手
し
が
た
い
作
品
を
参
考
に
し
た
と
す
る
よ
り
も
、
綺

堂
作
品
を
経
て
蘭
山
作
品
に
至
り
、
両
者
を
素
材
に
用
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
は

許
さ
れ
よ
う
。

も
う
一
つ
の
方
向
性
を
も
つ
の
が
パ
ロ
デ
ィ
作
品
で
あ
る
。
物
語
世
界
か
ら

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
取
り
出
し
、
別
の
筋
立
て
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
く
戯
作
も
作

ら
れ
た
。

呑
龍
軒
の
『
玉
子
の
前
由
来
』
の
「
玉
子
の
前
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
玉
藻

の
前
」
の
洒
落
で
あ
る
。
内
容
は
魚
づ
く
し
の
地
口
を
随
所
に
織
り
込
ん
だ
に
過

ぎ
な
い
戯
文
の
一
種
で
あ
る
。

 

『玉子の前由来』（筆者所蔵）
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ま
た
式
亭
三
馬
の
『
玉
藻
前
龍
宮
物
語
』
は
九
尾
の
狐
が
龍
宮
の
乙
姫
に
化
け

る
所
か
ら
始
ま
る
滑
稽
な
物
語
で
あ
る
。
玉
藻
の
本
来
持
っ
て
い
る
国
を
傾
け
る

悪
女
、
狐
の
変
化
な
ど
の
設
定
は
こ
の
物
語
で
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
『
玉
藻
前
龍
宮
物
語
』
の
よ
う
に
、背
景
を
捨
象
し
て
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

を
新
た
な
物
語
に
取
り
込
む
こ
と
は
、
今
日
広
く
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

通
史
的
に
み
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
際
立
っ
て
見
ら
れ
る
現
代
的
特
徴
と
い
え
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

パ
ロ
デ
ィ
を
は
じ
め
と
す
る
二
次
創
作
の
手
法
の
一
つ
と
し
て
、
既
成
の
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
を
全
く
異
な
る
文
脈
に
置
く
こ
と
が
あ
る
。
前
提
と
し
て
、
作
り
手
と

同
様
に
受
け
手
も
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
か
ら
、

著
名
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
な
い
と
扱
い
づ
ら
い
。
た
と
え
ば
一
九
三
六
年
に
発
表

さ
れ
た
ア
ニ
メ
作
品
『
オ
モ
チ
ャ
箱　

第
３
話　

絵
本
』（
昭
和
一
一
年
）
は
、

平
和
に
暮
ら
す
島
に
敵
勢
が
侵
攻
す
る
も
、
金
太
郎
や
桃
太
郎
、
浦
島
太
郎
、
花

咲
じ
じ
い
、「
猿
蟹
合
戦
」
の
小
蟹
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
生
か
し
て
撃
退

す
る
と
い
う
児
童
向
け
の
作
品
だ
。
子
ど
も
な
ら
誰
も
が
知
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た

ち
だ
か
ら
こ
そ
、
登
場
さ
せ
る
意
味
が
あ
る
。

『
玉
藻
前
龍
宮
物
語
』
も
ま
た
同
じ
だ
。
妖
狐
で
あ
り
、
悪
女
で
あ
り
、
国
王

の
寵
愛
を
得
て
悪
逆
の
限
り
を
尽
く
す
と
い
う
性
格
を
も
つ
玉
藻
を
そ
の
ま
ま
龍

宮
に
持
ち
込
ん
で
い
る
の
だ
。
こ
う
し
た
趣
向
は
し
か
し
、
玉
藻
・
九
尾
に
お
い

て
は
続
く
こ
と
が
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
現
代
、特
に
九
〇
年
代
以
降
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
作
品
に
は
、

九
尾
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
自
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
登
場
す
る
機
会
が
増
え

て
く
る
。
ま
た
、「
百
種
怪
談
妖
物
双
六
」
の
よ
う
に
、
妖
怪
名
と
し
て
「
玉
藻
」

で
は
な
く
「
金
毛
九
尾
の
狐
」
や
「
九
尾
の
狐
」
と
い
う
名
が
用
い
ら
れ
る
こ
と

は
、
近
世
後
期
に
す
で
に
み
ら
れ
る
こ
と
だ
。
し
か
し
、
現
代
で
は
物
語
の
中
で

個
体
名
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
く
る
。

桝
田
省
治
『
鬼
切
り
夜
鳥
子
』（
フ
ァ
ミ
通
文
庫
）
と
い
う
高
校
生
を
主
人
公

と
し
た
学
園
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
品
が
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
に
出
た
第
二
巻
は
京

都
に
修
学
旅
行
に
行
っ
て
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
描
か
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
出
会
っ
た
お
稚
児
姿
の
貴
人
と
い
う
少
年
は
、
九
尾
の
狐
が
化
け

た
も
の
だ
っ
た
。
貴
人
は
式
神
と
し
て
晴
明
と
い
う
陰
陽
師
に
仕
え
て
い
る
と

い
う
設
定
を
も
っ
て
い
る
。
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
貴
人
が
去
っ
て
い
く
場
面
で

は
、「
金
色
に
輝
く
九
本
の
太
い
飛
行
機
雲
が
、
京
都
の
空
一
杯
に
放
射
状
に

拡
が
っ
て
い
く
の
を
、
夜
鳥
子
が
見
上
げ
て
い
る
。」
と
、
九
尾
を
連
想
さ
せ

る
飛
行
機
雲
を
描
写
し
て
い
る
。
こ
の
貴
人
に
つ
い
て
、
登
場
人
物
の
一
人
が

「
あ
の
キ
ュ
ー
ビ
ち
ゃ
ん
、
晴
明
さ
ん
と
京
都
を
守
る
約
束
で
も
し
た
ん
で
す
か

ね
？
」
と
戯
れ
に
呼
ん
で
い
る
。
本
作
で
は
あ
だ
名
と
し
て
「
九
尾
」
が
使
わ

れ
て
い
る
。

ま
た
、
峰
守
ひ
ろ
か
ず
『
絶
対
城
先
輩
の
妖
怪
学
講
座
』（
メ
デ
ィ
ア
ワ
ー
ク

ス
文
庫
）
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
井
上
円

了
の
『
妖
怪
学
講
義
』
に
示
唆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
怪
奇
な
出
来
事
の
真
実

を
暴
い
て
い
く
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
イ
ト
作
品
と
評
さ
れ
る
。
そ
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
の
一
つ
に
、
キ
ュ
ウ
ビ
と
名
乗
る
女
詐
欺
師
が
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
第
九

巻
（
二
〇
一
六
年
）
で
は
女
詐
欺
師
の
名
に
「
九き
ゅ
う
び日
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

主
人
公
で
様
々
な
怪
異
事
件
を
解
決
し
て
い
る
絶
対
城
は
、
こ
れ
を
「
九
尾
」

と
し
て
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
九
尾
の
狐
、
あ
る
い
は
金
毛
九
尾
の
狐
。
謡
曲
な
ど
で
語
ら
れ
る
化
け
狐

だ
。
有
能
な
美
女
に
化
け
る
の
が
得
意
で
、
イ
ン
ド
や
中
国
を
渡
り
歩
い
て

王
に
取
り
入
っ
て
悪
政
に
走
ら
せ
、
幾
つ
も
の
国
を
滅
ぼ
し
た
と
さ
れ
て
い

る
。
有
名
だ
か
ら
名
前
く
ら
い
は
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
」

911-0696-縦-P01-14_伊藤慎吾様.indd   10911-0696-縦-P01-14_伊藤慎吾様.indd   10 2020/01/22   15:04:122020/01/22   15:04:12



― 11 ―

妖
狐
玉
藻
像
の
展
開
―
九
尾
化
と
現
代
的
特
色
を
め
ぐ
っ
て
―

本
作
で
は
主
人
公
に
「
九
尾
の
狐
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
も
よ
く
用
い
ら
れ
る
モ

チ
ー
フ
だ
か
ら
な
」
と
言
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
他
に
も
多
く
の
事
例
が

見
出
せ
る
。

小
説
以
外
の
例
を
一
、
二
、
挙
げ
る
と
、
ア
ニ
メ
作
品
『
妖
怪
ウ
ォ
ッ
チ
』

で
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
性
別
は
男
だ
が
、
美
し
さ

と
強
力
な
妖
力
を
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
玉
藻
の
残
滓
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
現
在
サ
ー
ビ
ス
が
行
わ
れ
て
い
る
Ｄ
Ｍ
Ｍ
の
ゲ
ー
ム

『
ク
リ
ス
タ
ル
・
オ
ブ
・
リ
ユ
ニ
オ
ン
』
に
も
キ
ュ
ウ
ビ
と
い
う
モ
ン
ス
タ
ー

が
登
場
す
る
が
、
そ
れ
は
攻
略
難
易
度
や
や
高
め
の
美
し
い
女
性
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
。
美
し
さ
、
強
さ
を
相
対
的
に
高
く
す
る
こ
と
は
、
伝
統
的
な
設
定

と
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
他
に
も
著
名
な
も
の
を
幾
つ
か
挙
げ
れ
ば
、
漫
画
『
う

し
お
と
と
ら
』
の
白
面
の
者
、
同
じ
く
『N

A
RU
T
O

』
の
九
尾
、
ラ
イ
ト
ノ

ベ
ル
『
い
ぬ
か
み
っ
！
』
の
よ
う
こ
（
ヒ
ロ
イ
ン
）、
東
方
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

八
雲
藍
（「
妖
々
夢
」
以
降
）、携
帯
ゲ
ー
ム
『
お
そ
松
さ
ん
の
へ
そ
く
り
ウ
ォ
ー

ズ
』
な
ど
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
例
を
み
る
と
、〈
玉
藻
〉
に
比
べ
、
今
日
〈
九
尾
の
狐
〉
の
名

は
物
語
背
景
を
抜
き
に
し
て
、
妖
怪
名
と
し
て
広
く
浸
透
し
て
い
る
状
況
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。〈
金
毛
九
尾
〉〈
白
面
金
毛
九
尾
〉
と
い
う
表
現
が
そ
の
名

を
端
的
に
表
す
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
近
世
後
期
か
ら
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
き
た

が
、
そ
れ
自
体
、
身
体
的
特
徴
を
表
す
も
の
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
妖
怪
名
と
な

り
、
今
日
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
名
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
次
第
で

あ
る
。

ま
た
、
九
本
の
尻
尾
と
い
う
身
体
的
特
徴
を
人
間
と
し
て
描
く
際
に
ヘ
ア
ス

タ
イ
ル
に
反
映
さ
せ
る
工
夫
を
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
も
『
地
獄
先
生
ぬ
〜
べ
〜
』

や
『
ほ
う
か
ご
百
物
語
』
な
ど
に
見
え
、
九
尾
が
趣
向
化
し
て
い
る
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。『
ほ
う
か
ご
百
物
語
』
第
一
巻
に
は
「
金
毛
白
面
九
尾
の
狐
」
と
い

う
表
現
が
見
え
る
が
（
一
三
〇
頁
）、「
結
い
あ
げ
ら
れ
て
い
た
髪
が
ぶ
わ
あ
っ

と
広
が
り
、
九
本
の
束
に
分
か
れ
て
ぐ
ね
ぐ
ね
と
動
き
出
し
た
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
イ
ラ
ス
ト
だ
け
で
な
く
、
本
文
に
も
趣
向
が
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
玉
藻
に
対
し
て
九
尾
が
使
い
や
す
い
の
は
、
九
尾
と
い
う
名
そ

れ
自
体
が
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
特
徴
を
表
し
て
い
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
一
反
木

綿
や
傘
小
僧
、
鎌
鼬
な
ど
、
妖
怪
の
名
前
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
名
が

体
を
表
し
て
い
る
わ
け
だ
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
玉
藻
は
名
前
か
ら
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
に
直
結
し

な
い
。
玉
藻
が
九
尾
の
狐
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
に
は
、
前
提
と
し
て
「
殺
生

石
の
由
来
譚
」
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
波
津
彬

子
の
「
あ
と
が
き
」
漫
画
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
能
狂
言
を
教
養
と
し
て
求
め
ら

れ
な
い
現
代
社
会
に
あ
っ
て
、
玉
藻
や
殺
生
石
は
一
地
方
の
伝
説
に
過
ぎ
な
く

な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
犬
追
物
は
『
玉
藻
の
草
紙
』
が
作
ら
れ
た
時
代
、
つ
ま
り

一
五
世
紀
に
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
、武
家
社
会
で
も
重
視
さ
れ
た
武
術
だ
っ
た
が
、

近
世
初
頭
に
は
す
で
に
珍
し
い
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
忘
れ
去
ら
れ
て

い
っ
た
。

そ
う
は
言
っ
て
も
、
女
性
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
名
前
と
し
て
キ
ュ
ウ
ビ
よ
り
も
は

る
か
に
人
名
ら
し
さ
を
持
っ
て
い
る
の
が
タ
マ
モ
だ
。
そ
こ
で
物
語
背
景
を
も
つ

性
格
付
け
、能
力
付
け
を
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
登
場
す
る
こ
と
が
散
見
さ
れ
る
。

赤
松
中
学
の
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
作
品
『
緋
弾
の
ア
リ
ア
』（
Ｍ
Ｆ
文
庫
Ｊ
）
に
玉

藻
と
名
乗
る
女
性
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
登
場
す
る
。
年
齢
は
八
〇
八
歳
で
、
身
体
的

特
徴
と
し
て
尖
っ
た
耳
、尾
（
一
本
）
が
あ
り
、日
常
的
に
ラ
ン
ド
セ
ル
（
賽
銭
箱
）

を
背
負
っ
た
少
女
の
姿
を
し
て
お
り
、
ま
た
極
め
て
博
識
な
人
物
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
（
六
巻
に
詳
述
）。
本
作
に
登
場
す
る
玉
藻
は
少
女
の
姿
で
描
か
れ
て
い

る
が
、
長
生
き
を
し
て
き
た
こ
と
、
非
常
に
博
識
で
あ
る
こ
と
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
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学
習
院
女
子
大
学 

紀
要　

第
二
十
二
号

玉
藻
の
前
か
ら
継
承
さ
れ
た
要
素
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
本
作

第
二
二
巻
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

「
児
童
虐
待
？　

バ
カ
言
う
な
。
あ
れ
は
俺
よ
り
年
上
だ
、
何
百
歳
も
な
。

戦
い
と
な
れ
ば
俺
が
出
る
が
、
他
の
困
り
事
―
―
負
傷
し
た
り
呪
い
を
掛
け

ら
れ
た
り
し
た
ら
、
鵺
に
頼
れ
。
あ
い
つ
は
万
能
の
異
能
だ
。
年
の
功
っ
て

ヤ
ツ
で
な
」

　

と
、
半
分
振
り
返
っ
て
説
明
し
て
く
れ
た
。

　

あ
ー
…
…
な
る
ほ
ど
。
そ
れ
で
や
っ
て
分
か
っ
た
。
玉
藻
と
か
そ
っ
ち
系

の
が
少
女
に
化
け
て
る
ん
だ
、
鵺
ち
ゃ
ん
は
。
そ
う
い
や
、
そ
ん
な
名
前
の

妖
怪
が
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
に
出
て
た
よ
う
な
気
も
す
る
。

見
か
け
は
少
女
で
、
中
身
が
長
寿
と
い
う
設
定
は
現
代
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
は
バ

ン
パ
イ
ア
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
も
の
だ
。
本
作
に
も
そ
う
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は

登
場
す
る
が
、
こ
こ
で
は
日
本
人
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
玉
藻
が
相
応
し
い
も
の

と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
第
二
二
巻
に
は
「
そ
う
い
や
、
そ
ん
な
名
前
の
妖

怪
が
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
に
出
て
た
よ
う
な
気
も
す
る
」
と
い
う
主
人
公
の
心
内
語

が
綴
ら
れ
て
い
る
。
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
に
対
す
る
言
及
は
右
に
示
し
た
波
津
彬
子

の
「
あ
と
が
き
」
に
も
見
ら
れ
る
。
現
代
の
ク
リ
エ
イ
タ
ー
に
お
け
る
水
木
作
品

の
影
響
の
一
端
を
窺
知
で
き
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
中
世
か
ら
現
代
に
至
る
妖
狐
玉
藻
の
造
形
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。

最
後
に
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
簡
単
に
整
理
し
て
お
こ
う
。

本
来
、
妖
狐
玉
藻
の
物
語
は
「
犬
追
物
の
由
来
譚
」「
殺
生
石
の
由
来
譚
」
と

波津彬子『玉藻の前』「あとがき」
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妖
狐
玉
藻
像
の
展
開
―
九
尾
化
と
現
代
的
特
色
を
め
ぐ
っ
て
―

し
て
語
ら
れ
て
き
た
も
の
だ
っ
た
。
中
世
の
こ
れ
ら
起
源
譚
の
中
で
は
、
天
竺
・

中
国
の
説
話
は
玉
藻
の
過
去
を
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い

た
（
入
れ
子
型
）。
と
こ
ろ
が
、
近
世
後
期
、
三
国
伝
来
の
物
語
に
大
幅
な
増
補

改
変
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
玉
藻
の
物
語
（
日
本
の
物
語
）
は
、〈
九
尾
〉

の
名
の
も
と
、
天
竺
や
中
国
の
物
語
と
対
等
な
関
係
に
な
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

の
〈
三
国
伝
来
型
〉
に
お
い
て
、
玉
藻
は
物
語
の
最
後
を
締
め
括
る
役
割
が
与
え

ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
全
体
的
に
は
天
竺
の
華
陽
夫
人
、
中
国
の
妲
己
や
褒
姒

と
同
列
の
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
型
が
一
八
世
紀
後
半
か
ら
文
化
文
政
期
を

ピ
ー
ク
に
幕
末
期
に
か
け
て
、
読
本
・
合
巻
・
歌
舞
伎
・
お
も
ち
ゃ
絵
な
ど
、
多

方
面
に
展
開
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、〈
玉
藻
〉
よ
り
も
三
国
の
妖
狐
の

総
称
た
る
〈
九
尾
〉
が
こ
の
狐
の
名
と
し
て
優
勢
に
な
っ
て
い
っ
た
。「
白
面
金

毛
九
尾
」「
九
尾
白
面
金
毛
」
な
ど
語
の
配
列
は
と
も
か
く
、
こ
の
時
期
、
こ
れ

ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
定
着
す
る
中
で
、「
九
尾
」
と
い
う
身
体
的
特
徴
が
こ
の
妖

狐
を
象
徴
す
る
最
も
分
か
り
や
す
い
呼
び
名
と
な
っ
た
。

近
代
以
降
も
世
界
観
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
設
定
、同
じ
く
相
関
関
係
な
ど
、〈
世
界
〉

を
含
め
て
玉
藻
の
物
語
は
作
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
で
最
も
大
き
な

影
響
を
与
え
た
の
が
岡
本
綺
堂
の
『
玉
藻
の
前
』
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
現
代
の
映

画
や
漫
画
に
も
及
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
現
代
文
化
で
は
、
そ
の
〈
九
尾
の
狐
物
〉

と
い
う
べ
き
〈
世
界
〉
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の

状
況
は
忠
臣
蔵
や
曾
我
物
な
ど
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
大
衆
文
化
の
重
要
な

コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
〈
世
界
〉
と
同
じ
で
あ
る
。
大
衆
文
化

を
考
え
る
上
で
、
物
語
の
内
容
を
前
提
と
し
て
共
有
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
だ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。
作
り
手
・
受
容
者
間
で
共
有
で
き
な
く
な
っ
た
玉
藻
は
物
語
背

景
を
含
め
て
九
尾
の
狐
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
設
定
情
報
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

今
日
、
大
量
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
登
場
さ
せ
る
ゲ
ー
ム
の
ク
リ
エ
イ
タ
ー
や
エ

ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
系
の
作
家
は
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
辞
典

類
か
ら
デ
ー
タ
を
引
き
出
し
、
造
形
す
る
こ
と
が
多
い
し
、
稀
に
日
文
研
の
怪
異

妖
怪
伝
承
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
使
う
こ
と
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
作
中
に
出
て
来
る
九
尾
を
は
じ
め
と
す
る
古
典
文
芸
に
育
ま
れ
て
き

た
妖
怪
は
、
物
語
的
な
背
景
は
要
素
と
し
て
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
能
力
や
外
形
に
反

映
さ
れ
、
ま
っ
た
く
異
な
る
世
界
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
九
本
の
尻

尾
と
い
う
パ
ー
ツ
だ
け
流
用
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
玉
藻
の
前
は
、
今
は
こ

の
段
階
に
あ
る
。

【
注
】

１　

 

伊
藤
慎
吾
「『
玉
藻
の
草
紙
』
と
犬
追
物
起
源
譚
」『
日
本
文
学
論
究
』
第
七
九
冊
、
二
〇

二
〇
年
三
月
予
定
。

２　

 

川
島
朋
子
「
室
町
物
語
『
玉
藻
前
』
の
展
開
―
能
〈
殺
生
石
〉
と
の
関
係
を
中
心
に
―
」『
国

語
国
文
』
第
七
三
巻
第
八
号
、
二
〇
〇
四
年
八
月
。

３　

 

高
橋
秀
城
「
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
『
連
々
令
稽
古
双
紙
以
下
之
事
』
筆
録
者
考
―
東

寺
宝
菩
提
院
俊
雄
の
可
能
性
」『
唱
導
文
学
研
究
』
第
八
巻
、
二
〇
一
二
年
。

４　

 『
大
津
祭
総
合
調
査
報
告
書
５　

殺
生
石
山
』
一
九
七
三
年
。

５　

 

前
掲
２
川
島
論
文
。

６　

 

歌
舞
伎
に
関
し
て
は
、
高
橋
則
子
「
南
北
と
玉
藻
譚
―
『
三
国
妖
婦
伝
』
と
『
玉
藻
前
御

園
公
服
』
―
」（
鶴
屋
南
北
研
究
会
編
『
鶴
屋
南
北
論
集
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
〇
年
）

参
照
。

７　
 

岡
本
経
一
編
『
綺
堂
年
代
記
』
青
蛙
房
、
二
〇
〇
六
年
。

８　
 

堀
誠
「『
三
国
悪
狐
伝
』
と
玉
藻
前
説
話
の
変
容
」『
近
世
文
学
と
漢
文
学
（
和
漢
比
較
文

学
叢
書
７
）』
汲
古
書
院
、
一
九
八
八
年
。

９　

 

麻
生
磯
次
「
洒
落
本
・
草
双
紙
・
人
情
本
に
於
け
る
影
響
」『
江
戸
文
学
と
中
国
文
学
』

三
省
堂
、
一
九
四
六
年
。

10　

 

前
掲
８
堀
論
文
。

11　

 

中
村
幸
彦
「
読
本
展
回
史
の
一
齣
」『
国
語
国
文
』
第
二
七
巻
第
一
〇
号
、
一
九
五
八
年

一
〇
月
。
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― 14 ―

学
習
院
女
子
大
学 

紀
要　

第
二
十
二
号

12　
 

岡
本
綺
堂
『
玉
藻
の
前
』
に
つ
い
て
は
、
千
葉
俊
二
「
妖
狐
譚
の
系
譜
―
『
玉
藻
の
前
』

そ
の
他
」『
物
語
の
法
則　

岡
本
綺
堂
と
谷
崎
潤
一
郎
』（
青
蛙
房
、二
〇
一
二
年
）
参
照
。

【
後
記
】
本
稿
は
第
三
回
東
ア
ジ
ア
日
本
研
究
者
協
議
会
学
術
大
会
（
二
〇
一
八
年
一
〇
月
二

七
日
、
京
都
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
）
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
き
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
本
学
非
常
勤
講
師
）
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