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一

　
百
足
む
か
で
凧
と
称
す
る
奇
怪
な
か
た
ち
の
凧
は
、
殆
ど
人
に
知
ら
れ
て
ゐ
な
い

ら
し
い
。
竜
凧
と
い
ふ
の
は
去
年
も
日
比
谷
で
挙
げ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
よ
り

も
稍
か
た
ち
が
小
さ
く
、
凡
そ
構
造
は
似
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
は
つ
き

り
と
日
本
趣
味
の
も
の
で
滑
稽
味
に
富
ん
で
ゐ
た
。
風
車
仕
掛
の
金
色
の
眼

玉
と
赤
く
長
い
舌
と
馬
の
尻
尾
の
鬚
を
持
ち
、
団
扇
型
の
胴
片
が
左
右
に
棕

梠
の
毛
を
爪
と
擬
し
た
節
足
を
四
十
余
片
つ
な
ぎ
合
せ
て
、
空
に
浮
游
す
る

と
ま
こ
と
に
節
足
類
の
う
ご
め
く
さ
ま
を
髣
髴
さ
せ
た
。
金
紙
の
眼
玉
が
爛

々
と
陽
に
輝
き
、
赤
く
長
い
舌
が
ぺ
ら
ぺ
ら
と
微
風
に
翻
つ
た
。
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い
つ
か
、
凧
に
関
す
る
何
か
の
文
献
を
読
ん
だ
時
、
こ
の
凧
は
昔
湘
南
地

方
の
一
部
で
挙
げ
ら
れ
、
現
今
で
は
殆
ど
姿
を
没
し
て
居
る
と
あ
り
、
尚
そ

の
製
作
者
は
相
州
小
田
原
町
に
唯
一
人
生
存
し
て
ゐ
る
さ
う
だ
が
名
は
解
つ

て
居
ら
ぬ
と
あ
つ
た
。
わ
た
し
も
、
そ
の
唯
一
人
と
い
ふ
製
作
者
の
名
は
知

ら
ぬ
が
、
そ
の
地
方
で
は
今
で
も
極
め
て
稀
に
冬
の
青
空
に
見
出
す
こ
と
が

あ
り
、
わ
た
し
も
現
在
そ
の
一
体
を
所
有
し
て
ゐ
る
。
小
田
原
の
町
か
ら
五

六
里
北
へ
踏
み
込
み
、
足
柄
山
の
麓
に
あ
る
矢
倉
沢
村
と
い
ふ
と
こ
ろ
の
乙

鳥
音
吉
な
る
老
人
が
、
わ
た
し
の
幼
少
の
頃
に
も
こ
れ
を
作
つ
て
わ
た
し
に

贈
つ
た
が
、
近
年
　
　
と
云
つ
て
も
も
う
六
七
年
も
前
の
こ
と
だ
が
、
急
に

わ
た
し
は
そ
れ
を
欲
し
く
な
つ
て
、
矢
倉
沢
村
を
訪
れ
た
の
で
あ
る
。
乙
鳥

音
吉
は
わ
た
し
の
幼
少
の
時
に
も
チ
ヨ
ン
ま
げ
を
つ
け
た
相
当
の
爺
い
さ
ん
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に
見
え
た
が
、
い
つ
か
訪
れ
た
時
も
や
は
り
同
じ
や
う
な
感
じ
の
頬
の
こ
け

た
鷲
鼻
の
顎
の
長
い
爺
い
さ
ん
で
、
禿
頭
の
後
頭
部
に
川
蜻
蛉
の
や
う
に
小

つ
ぽ
け
な
チ
ヨ
ン
ま
げ
を
結
ん
で
ゐ
た
。
た
ゞ
昔
と
明
ら
か
に
変
る
と
こ
ろ

は
、
完
全
な
聾
者
に
な
つ
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
そ
の
時
も
一

ト
月
あ
ま
り
も
彼
の
屋
敷
に
滞
在
し
て
製
作
の
助
手
を
つ
と
め
、
そ
の
後
も

何
故
か
冬
に
な
る
と
、
聾
者
の
爺
い
さ
ん
と
酒
を
酌
む
静
け
さ
が
慕
は
れ
て
、

遥
々
と
馬
に
乗
つ
て
訪
れ
た
。
わ
た
し
は
そ
の
家
の
一
室
に
机
を
構
え
て
ゐ

た
。

　
静
か
な
小
春
日
が
つ
ゞ
い
て
ゐ
た
。
音
吉
が
百
足
の
頭
部
を
、
そ
し
て
わ

た
し
が
尾
端
を
恭
し
く
さ
ゝ
げ
霜
柱
を
踏
み
な
が
ら
、
収
穫
と
り
い
れ
の
済
ん
で
ゐ

る
芋
畑
の
丘
に
登
つ
た
。
わ
た
し
は
丘
の
頂
上
に
凧
を
さ
ゝ
へ
て
立
ち
、
音
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吉
は
坂
の
ふ
ち
で
糸
を
と
つ
て
、
風
を
待
つ
の
で
あ
つ
た
。
ど
ん
な
風
を
待

つ
の
か
、
一
向
わ
た
し
に
は
そ
れ
ら
し
い
も
の
も
感
ぜ
ら
れ
な
い
う
ち
に
、

稍
暫
く
天
を
仰
い
で
呼い
吸き
を
見
は
か
ら
つ
て
ゐ
る
音
吉
は
、
間
も
な
く
カ
ケ

ス
の
や
う
な
叫
び
を
あ
げ
て
合
図
の
腕
を
振
つ
た
。
全
く
、
わ
た
し
に
は
風

な
ど
は
解
ら
ぬ
ま
ゝ
な
が
ら
、
そ
れ
と
同
時
に
、
わ
た
し
は
六
尺
ち
か
く
も

凧
と
一
処
に
飛
び
あ
が
つ
て
手
を
離
す
の
で
あ
つ
た
。
と
音
吉
は
、
一
歩
で

も
そ
の
場
を
動
く
こ
と
な
し
に
、
素
早
く
五
六
回
も
糸
を
腕
一
杯
に
た
ぐ
つ

た
か
と
見
る
と
、
ム
カ
デ
は
も
う
松
の
木
の
上
に
胴
体
を
う
ね
ら
せ
徐
ろ
に

丘
の
向
方
に
落
ち
か
ゝ
る
の
で
あ
つ
た
。
あ
は
や
そ
の
尾
端
が
地
に
接
し
よ

う
と
す
る
と
、
音
吉
は
ま
た
大
き
く
腕
一
杯
に
糸
を
た
ぐ
り
、
再
び
凧
が
松

の
木
の
上
に
泳
ぎ
出
す
と
、
徐
ろ
に
糸
を
伸
ば
し
た
。
ほ
ん
の
三
四
回
そ
れ
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を
繰
返
す
う
ち
に
最
早
ム
カ
デ
は
完
全
に
天
空
高
く
浮
き
出
し
、
伸
ば
せ
ば

伸
ば
す
程
悠
々
と
高
く
、
海
抜
三
千
尺
の
矢
倉
岳
の
頂
き
よ
り
も
遥
か
に
見

え
る
空
に
登
つ
て
、
こ
の
眺
め
は
一
目
万
両
と
で
も
唸
つ
て
ゐ
る
か
の
や
う

で
あ
つ
た
。
凧
糸
は
三
升
笊
に
一
杯
と
ぐ
ろ
を
巻
き
渋
を
引
い
た
強
靭
の
長

さ
で
、
笊
が
空
に
な
る
こ
ろ
に
は
凧
は
も
う
実
物
の
ム
カ
デ
の
や
う
に
小
さ

く
見
え
た
が
、
そ
れ
で
も
眼
玉
の
光
り
や
舌
の
面
白
さ
や
鬚
の
立
派
さ
や
、

そ
し
て
節
足
の
一
本
一
本
ま
で
が
絵
彩
ゑ
ど
つ
た
如
く
物
々
し
く
仰
が
れ
た
。

　
　
　
　
　
二

　
ム
カ
デ
凧
の
上
げ
方
は
、
余
程
の
練
達
を
要
す
る
と
見
え
、
従
つ
て
其
処

7



に
興
味
も
深
い
仕
儀
で
は
あ
る
。
わ
た
し
は
特
に
凧
上
げ
の
技
巧
が
不
器
用

と
も
思
は
れ
な
か
つ
た
が
、
ム
カ
デ
凧
を
上
げ
る
に
は
何
時
も
余
程
の
苦
心

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
音
吉
の
手
に
か
ゝ
る
と
あ
ん
な
に
他
易
く
上
り
付
い

た
が
、
わ
た
し
が
此
度
は
音
吉
に
代
つ
て
糸
を
と
り
、
合
図
を
待
つ
て
、
音

吉
の
や
う
に
そ
の
場
で
糸
を
た
ぐ
ら
う
と
す
る
態
の
巧
者
を
真
似
よ
う
と
し

て
も
、
凧
は
地
を
舐
め
て
引
き
ず
ら
れ
る
ば
か
り
で
、
い
つ
か
な
空
へ
な
ど

の
し
た
こ
と
も
な
く
、
忽
ち
此
方
の
両
腕
ば
か
り
が
櫂
の
や
う
に
し
び
れ
る

だ
け
だ
つ
た
。
寄
ん
ど
こ
ろ
な
く
わ
た
し
は
跣
足
に
な
つ
て
も
の
ゝ
一
丁
あ

ま
り
も
あ
ら
う
と
い
ふ
急
坂
を
芋
畑
の
上
か
ら
下
ま
で
糸
を
引
い
た
ま
ゝ
一

散
に
駈
け
降
り
る
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
で
辛
う
じ
て
松
の
木
の
上
ぐ
ら
ゐ
ま

で
上
つ
た
か
と
お
も
ふ
の
も
束
の
間
で
、
息
切
れ
を
休
め
る
う
ち
に
は
、
と
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う
に
も
う
凧
は
地
に
落
ち
か
ゝ
つ
て
ゐ
た
。
音
吉
は
、
墜
落
の
為
に
そ
れ
が

破
損
す
る
こ
と
を
何
よ
り
も
怕
れ
、
両
腕
の
上
に
落
ち
て
来
る
凧
を
う
け
よ

う
と
し
て
、
上
を
仰
ぎ
な
が
ら
踊
る
や
う
な
恰
好
で
待
ち
う
け
た
。
凧
は
彼

の
近
く
に
達
す
る
と
、
恰
で
甘
え
か
ゝ
る
や
う
に
う
ね
り
な
が
ら
、
ぐ
つ
た

り
と
そ
の
腕
の
中
に
身
を
任
せ
た
。

　
音
吉
の
コ
ー
チ
が
あ
つ
て
さ
へ
、
そ
ん
な
態
だ
つ
た
か
ら
、
も
と
よ
り
わ

た
し
は
あ
き
ら
め
て
、
上
げ
る
と
い
ふ
よ
り
も
、
如
何
に
も
そ
の
組
立
が
お

も
し
ろ
く
、
彩
色
の
具
合
も
華
麗
な
の
で
、
壁
か
天
井
に
飾
つ
て
置
き
た
い

の
だ
　
　
な
ど
と
負
惜
し
み
を
云
つ
た
。
伸
す
と
八
畳
間
の
天
井
を
隅
か
ら

隅
へ
斜
め
に
掛
け
て
も
尾
端
は
鴨
居
の
下
迄
垂
れ
さ
が
つ
た
。
二
条
に
岐
れ

た
長
い
銀
色
の
尻
尾
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
例
の
舌
と
鬚
を
も
つ
た
怖
ろ
し
げ
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な
頭
か
し
らが
、
恰
度
音
吉
と
わ
た
し
が
向
き
合
つ
て
酒
な
ど
を
酌
み
交
す
囲
炉
裡

の
真
上
に
赤
い
口く
腔ち
を
あ
け
て
ゐ
た
。
わ
た
し
は
余
念
も
な
さ
ゝ
う
に
折
々

そ
れ
を
見
あ
げ
て
飾
り
も
の
を
悦
ん
で
ゐ
る
風
を
装
つ
て
ゐ
た
が
、
や
は
り

内
心
で
は
、
こ
れ
が
若
し
自
分
の
手
で
他
易
く
も
思
ひ
に
任
せ
て
難
な
く
上

げ
ら
れ
た
な
ら
ば
何
ん
な
に
愉
快
で
あ
ら
う
か
！
　
と
、
音
吉
の
力
量
を
羨

望
す
る
念
が
強
か
つ
た
。

「
や
は
り
、
こ
れ
も
練
習
か
ね
？
」

　
と
わ
た
し
は
、
音
吉
の
聾
の
耳
に
口
を
寄
せ
た
り
、
そ
の
意
味
を
手
真
似

で
示
し
な
が
ら
訊
ね
た
。

「
お
前
さ
ん
は
不
器
用
の
上
に
、
気
忙
し
過
ぎ
る
か
ら
、
容
易
な
辛
棒
で
は

な
か
ら
う
。
」

10山峡の凧



　
音
吉
は
一
向
わ
た
し
に
望
み
を
持
た
ぬ
気
で
あ
つ
た
。

「
と
も
か
く
　
　
」

　
と
わ
た
し
は
、
然
し
望
み
を
棄
て
た
が
ら
な
か
つ
た
。
「
い
く
ら
不
器
用

で
も
気
永
に
落
着
き
さ
へ
す
れ
ば
、
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
は
な
る
だ
ら
う
？
」

　
音
吉
は
、

「
い
つ
の
こ
と
や
ら
…
…
」

　
と
苦
笑
す
る
だ
け
だ
つ
た
。

　
彼
は
去
年
の
春
、
老
衰
病
で
歿
く
な
つ
た
。
八
十
八
歳
で
、
一
生
涯
薬
を

服
ん
だ
験
が
な
く
、
そ
の
時
も
医
者
の
手
に
も
か
ゝ
ら
な
か
つ
た
さ
う
で
あ

る
。
彼
の
道
具
箱
か
ら
、
わ
た
し
は
ム
カ
デ
凧
の
図
取
り
を
見
つ
け
出
し
た
。

絵
は
仲
々
器
用
で
、
絵
具
の
配
合
な
ど
も
大
胆
に
見
え
た
が
、
文
字
は
自
分
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の
名
前
も
書
け
な
か
つ
た
く
ら
ゐ
で
あ
つ
た
か
ら
、
何ど
の
図
取
り
に
も
説
明

が
つ
い
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
尤
も
わ
た
し
は
屡
々
彼
の
助
手
を
つ
と
め
た

こ
と
が
あ
る
の
で
大
体
の
想
像
は
つ
く
が
、
到
底
風
を
切
つ
て
雲
に
泳
ぐ
ほ

ど
の
凧
を
作
る
自
信
は
毛
頭
も
持
て
ぬ
の
で
あ
る
。
小
田
原
に
は
、
唯
一
人

と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
未
だ
三
人
の
人
が
残
つ
て
ゐ
る
さ
う
で
あ
る
。
直
接

に
わ
た
し
は
彼
等
を
知
ら
ぬ
の
で
、
乙
鳥
音
吉
に
比
べ
て
孰
れ
が
名
手
か
も

不
明
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三

　
ま
た
わ
た
し
は
凩
の
風
が
吹
き
そ
め
る
頃
か
ら
矢
倉
沢
の
、
天
井
に
ム
カ
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デ
凧
が
掛
つ
て
ゐ
る
炉
端
に
赴
い
た
。
試
み
に
、
た
つ
た
一
度
そ
れ
を
持
ち

出
し
て
裏
山
へ
登
つ
た
が
、
手
伝
ひ
の
子
供
連
さ
へ
が
愛
想
を
尽
し
て
嗤
ふ

ば
か
り
で
、
埒
も
な
か
つ
た
。
わ
た
し
は
、
さ
う
い
ふ
才
分
に
欠
け
て
ゐ
る

と
あ
き
ら
め
か
ゝ
つ
た
。
加
け
に
疳
癪
を
起
し
て
荒
々
し
く
地
面
を
引
き
ず

つ
た
の
で
、
あ
ち
こ
ち
と
破
損
の
個
所
が
大
き
く
、
ど
う
や
ら
小
田
原
へ
運

ん
で
残
存
者
の
手
で
も
病
わ
づ
らは
さ
ぬ
限
り
は
手
の
配
し
や
う
も
な
い
無
残
な
凧

と
化
し
て
し
ま
つ
た
。

　
わ
た
し
は
、
主
に
ひ
と
り
で
炉
端
の
酒
を
酌
み
な
が
ら
、
天
井
の
破
れ
凧

を
見
あ
げ
た
。
わ
た
し
と
乙
鳥
音
吉
と
は
ど
ん
な
に
夜
更
ま
で
炉
端
に
坐
禅

を
組
ん
だ
後
で
も
、
朝
と
も
な
つ
て
麗
か
な
陽
が
紫
色
の
山
々
を
染
め
出
し

て
ゐ
る
日
和
を
見
定
め
る
と
、
と
る
も
の
も
と
り
あ
へ
ず
大
ム
カ
デ
を
担
い
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で
裏
山
へ
登
つ
た
も
の
だ
。
憶
ひ
出
の
中
で
は
飴
色
の
光
り
が
輝
き
、
青
空

に
く
つ
き
り
と
そ
び
え
た
山
々
の
青
肌
に
翼
を
拡
げ
た
鶴
の
や
う
な
か
た
ち

の
雪
の
痕
が
点
々
と
望
ま
れ
る
和
や
か
な
冬
の
日
ば
か
り
が
続
い
て
ゐ
る
が
、

案
外
に
も
こ
の
あ
た
り
の
朝
は
、
早
朝
か
ら
達
磨
型
の
矢
倉
岳
を
吹
き
降
す

烈
風
が
麓
の
部
落
に
渦
を
巻
く
日
が
多
く
、
滅
多
に
絶
好
の
凧
上
げ
日
和
な

ど
は
見
出
せ
な
か
つ
た
。
そ
れ
故
音
吉
も
わ
た
し
も
稀
に
左
う
い
ふ
朝
に
出

遇
ふ
と
胸
を
躍
ら
せ
て
自
慢
の
凧
を
担
ぎ
出
し
た
わ
け
な
の
で
あ
る
。
頭
か
し
らを

さ
ゝ
げ
た
音
吉
が
先
に
立
ち
、
わ
た
し
は
尻
尾
と
凧
糸
の
笊
を
抱
へ
て
、
物

を
も
云
は
ず
坂
を
登
つ
た
。
音
吉
の
腰
に
は
、
酒
を
詰
め
た
瓢
箪
が
脚
ど
り

に
伴
れ
て
揺
れ
て
ゐ
た
。
矢
倉
岳
の
天
辺
よ
り
も
高
く
望
め
る
天
空
に
ム
カ

デ
が
静
か
に
遊
ぶ
の
を
眺
め
な
が
ら
、
凧
糸
の
末
端
を
杉
の
幹
に
し
ば
つ
た
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ま
ゝ
、
音
吉
は
瓢
箪
を
か
た
む
け
た
。
わ
た
し
は
枯
枝
を
焚
き
、
そ
の
傍
ら

で
折
々
居
眠
り
を
し
た
が
、
何
時
眼
を
醒
し
て
見
て
も
、
音
吉
は
放
心
的
な

眼
を
挙
げ
て
遥
か
の
凧
を
視
詰
め
て
ゐ
た
。
会
話
の
為
に
は
最
も
誇
張
的
な

身
振
り
手
振
り
を
し
な
け
れ
ば
意
味
の
通
じ
難
い
相
手
で
あ
つ
た
か
ら
、
わ

た
し
は
終
日
は
な
し
か
け
ぬ
時
の
方
が
多
か
つ
た
。

　
こ
の
頃
わ
た
し
は
炉
端
に
ひ
と
り
坐
つ
て
、
天
井
の
凧
を
眺
め
て
ゐ
る
と
、

何
う
せ
物
言
は
ぬ
音
吉
の
気
合
ひ
を
感
ず
る
や
う
で
あ
る
。
破
目
を
洩
る
風

が
冷
く
焚
火
の
上
を
か
す
め
た
。
わ
た
し
は
丘
の
上
の
凧
日
和
を
夢
見
つ
ゞ

け
る
ば
か
り
で
あ
つ
た
。
　
　
時
々
晴
れ
た
朝
に
出
遇
ふ
と
、
わ
た
し
は
裏

山
へ
杖
を
曳
い
た
。
霜
柱
が
深
く
遠
方
の
山
に
は
雪
の
斑
点
を
見
た
。
上
げ

手
の
姿
は
見
え
な
い
が
ウ
ナ
リ
を
取
り
つ
け
た
ダ
ル
マ
凪
が
あ
が
つ
て
ゐ
た
。
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ト
ン
ビ
凪
が
二
ツ
三
ツ
お
辞
儀
を
し
な
が
ら
川
向
ふ
の
土ど
堤て
に
添
つ
て
舞
ひ

散
つ
て
ゐ
た
。
見
渡
す
限
り
電
信
柱
も
見
え
ぬ
高
原
地
帯
の
た
め
に
、
凧
上

げ
は
昔
な
が
ら
の
古
風
な
方
法
で
、
角
凧
と
デ
ル
マ
凧
は
糸
の
中
途
に
、
ガ

ン
ギ
リ
と
杯
ば
れ
る
刃
物
を
付
け
て
凄
烈
な
切
り
合
ひ
を
演
じ
た
。
低
空
の

ト
ン
ビ
や
蝉
凧
や
奴
凧
が
、
応
援
隊
の
如
く
に
二
体
の
勇
者
を
と
り
ま
い
て

ゐ
た
。
勿
論
、
未
だ
方
々
の
凧
の
出
揃
ふ
時
で
も
な
く
、
子
供
の
遊
び
に
違

ひ
な
か
つ
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
刻
々
に
凧
の
数
は
増
し
て
ゐ
た
も
の
ゝ
、

決
し
て
ム
カ
デ
凧
の
現
れ
る
こ
と
は
な
か
つ
た
。
た
し
か
、
わ
た
し
の
部
屋

の
だ
け
が
た
つ
た
一
つ
の
凧
で
は
な
か
つ
た
筈
だ
が
、
そ
の
日
そ
の
日
を
期

待
し
て
も
何
処
の
一
隅
か
ら
も
あ
の
物
凄
い
目
玉
の
凧
は
游およ
ぎ
出
さ
な
か
つ

た
。
若
し
か
す
る
と
こ
の
村
中
で
あ
の
凧
の
ツ﹅
リ﹅
を
掛
け
得
る
人
物
は
乙
鳥
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音
吉
独
り
だ
つ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
他
の
連
中
は
悉
く
わ
た
し
同
様
に
不
器

用
の
上
に
気
忙
し
い
不
適
任
者
で
、
徒
ら
に
空
を
眺
め
て
嘆
を
久
し
う
し
て

ゐ
る
の
か
、
左
う
い
ふ
連
中
と
一
夜
囲
炉
裡
を
囲
ん
で
座
談
会
を
催
し
度
い

も
の
だ
　
　
と
わ
た
し
は
呟
い
た
。
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