
鬼
滅
の
刃
（
き
め
つ
の
や
い
ば
）
と
い
う
漫
画
が
流

行
っ
て
い
ま
す
。
も
う
終
了
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で

す
が
、
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
に
連
載
さ
れ
て
い
た
大

人
気
の
漫
画
で
す
。
内
容
は
割
愛
さ
せ
て
頂
き
ま
す

が
、
一
言
で
い
う
と
「
鬼
退
治
」
の
物
語
で
す
。

私
は
内
容
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
回
の
ス
テ

イ
ホ
ー
ム
が
幸
い
し
て
（
？
）
ア
ニ
メ
を
見
て
み
ま

し
た
。
確
か
に
大
人
で
も
面
白
い
内
容
で
し
た
。
た

だ
私
は
神
主
な
の
で
、
神
道
的
な
要
素
や
古
く
か
ら

伝
わ
る
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
点
な
ど
、
そ
う
い
う

と
こ
ろ
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
が
・
・
・

漫
画
や
物
語
で
は
「
鬼
」
は
悪
者
と
し
て
描
か
れ
て

い
て
分
か
り
や
す
い
で
す
が
、
こ
れ
は
目
に
見
え
な

い
「
恐
怖
」
を
架
空
の
生
き
物
と
し
て
擬
人
化
し
て

い
る
た
め
で
、
元
々
の
「
鬼
」
は
昔
か
ら
災
い
や
疫

病
な
ど
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

ち
な
み
に
「
鬼
」
の
擬
人
化
と
い
え
ば
、
頭
に
角
が

新
帝
陛
下
の
ご
即
位
や
改
元
で
昨
年
か
ら

祝
賀
ム
ー
ド
だ
っ
た
日
本
を
、
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
が
一
変
さ
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

全
国
の
神
社
も
外
出
自
粛
の
た
め
に
ほ
と
ん
ど
人
が
来
な

く
な
り
、
お
祭
り
な
ど
の
祭
事
も
三
密
を
避
け
る
た
め
に

規
模
を
縮
小
し
て
行
う
な
ど
、
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い

ま
す
。

当
社
の
例
大
祭
（
久
山
く
ん
ち
）
は
十
月
で
す
が
、
第
二

波
・
第
三
波
も
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
開
催
に
つ
い
て
は
現

在
、
役
員
の
皆
さ
ん
と
慎
重
審
議
を
重
ね
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
ま
だ
し
ば
ら
く
時
間
が
あ
り
ま

す
の
で
、
決
定
し
ま
し
た
ら
社
報
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
通
じ
て

お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。
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た
よ
し
の
杜
第八号

で
す
。
こ
の
方
角
は
裏
鬼
門
と
い
わ
れ
、
災
い
を
逃

が
す
方
角
で
す
。

今
で
は
子
供
が
命
を
落
と
す
事
は
少
な
く
な
り
ま
し

た
が
、
昔
は
子
供
の
生
存
率
が
低
く
些
細
な
病
気
や

怪
我
で
も
命
に
関
わ
る
危
険
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

病
気
に
負
け
ず
桃
太
郎
の
よ
う
に
強
く
育
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
願
い
と
、
「
義
勇

=

恐
怖
に
立
ち
向
か
う

心
」
や
「
忠
孝

=
 

皆
と
協
力
す
る
心
」
と
い
う
道
徳

心
を
養
う
た
め
、
子
供
で
も
分
か
る
よ
う
に
し
た
の

が
桃
太
郎
の
お
と
ぎ
話
な
の
で
す
。

今
年
に
入
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
猛
威
を
振

る
っ
て
い
ま
す
。
今
の
私
た
ち
の
生
活
も

ど
こ
と
な

く
桃
太
郎
の
話
に
似

て
い
ま
せ
ん
か
？

疫
病
に
立
ち
向
か
う

心
、
周
り
と
協
力
し

な
が
ら
乗
り
越
え
る

心
、
全
員
で
協
力
し

て
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

と
い
う
「
鬼
退
治
」

を
し
ま
し
ょ
う
。

宮
司

本
田
孝
裕

フェイスブック インスタグラム ツイッター

『
鬼
退
治
』

あ
り
ト
ラ
柄
の
パ
ン
ツ
を
履
い
て
い
る
の
を
連
想
す

る
と
思
い
ま
す
。
鬼
は
「
鬼
門
（
き
も
ん
）
」
の
方

角
か
ら
や
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
鬼

門
と
は
北
東
の
方
角
で
「
丑
寅
（
う
し
と
ら
）
の
方

角
」
と
も
い
い
ま
す
。
丑
と
い
う
と
角
が
生
え
て
い

て
、
寅
と
い
う
と
体
は
ト
ラ
柄
で
す
。
な
の
で
鬼
は

頭
か
ら
角
が
生
え
て
ト
ラ
柄
の
パ
ン
ツ
を
履
い
て
い

る
。
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
番
化
し
た
の
で
す
。

鬼
と
正
反
対
の
も
の
で
は
「
桃
」
が
魔
除
け
の
御
利

益
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
神
話
に
由
来
し
ま
す
。

長
く
な
る
の
で
詳
細
は
別
の
機
会
に
致
し
ま
す
が
、

三
月
三
日
を
「
桃
の
節
句
」
と
呼
ぶ
訳
は
、
三
月
が

桃
の
季
節
で
あ
り
、
桃
が
持
つ
魔
除
け
の
力
で
子
供

の
健
康
を
祈
願
す
る
た
め
、
そ
う
呼
ぶ
の
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
桃
と
鬼
の
話
を
元
に
し
て
子
供
に
も

分
か
り
や
す
い
お
と
ぎ
話
に
な
っ
た
の
が
「
桃
太

郎
」
で
す
。
前
述
の
と
お
り
鬼
は
鬼
門
の
方
角
か
ら

や
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
桃
太
郎
の
お
伴
は
猿
・
雉

（
鳥
）
・
犬
で
す
。
鬼
門
と

ほ
ぼ
反
対
の
方
角

（
南
西
～
西
の
方
角
）
に
い
る
の
が
猿
・
鳥
・
犬

お
伊
勢
さ
ま
・
氏
神
さ
ま
の

お
神
札
を
お
祀
り
し
ま
し
ょ
う

お
伊
勢
様
と
氏
神
さ
ま
の
お
神
札
は
家
族
の

幸
せ
を
願
う
お
神
札
で
す
。
朝
に
は
一
日
の

無
事
を
願
い
、
夕
に
は
そ
れ
に
感
謝
し
ま
す
。

ご
家
族
全
員
で
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
家
族

の
絆
を
強
め
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
ご
家

族
そ
ろ
っ
て
幸
せ
を
お
祈
り
し
ま
し
ょ
う
。

新
た
に
お
神
札
を
受
け
て
頂
い
た
方
へ
特
製

の
神
棚
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
中
で
す
。
詳
し
く
は

神
社
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
）

前
号
（
第
7
号
）
で
創
成
館
高
等
学
校
硬
式
野
球
部
の
選
抜
出
場

の
記
事
を
掲
載
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
印
刷
を
依
頼
し
た
時
点
で

は
ま
だ
選
抜
の
中
止
は
発
表
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、

発
行
す
る
頃
に
中
止
が
発
表
さ
れ
た
た
め
、
差
し
替
え
も
間
に
合

わ
ず
そ
の
ま
ま
発
行
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
悪
し
か
ら
ず
お
許
し

く
だ
さ
い
。

【
神
社
で
の
祈
願
】

安
産
祈
願
、
赤
ち
ゃ
ん
の
お
宮
参
り

七
五
三
、
厄
祓
、
還
暦
な
ど
年
祝
い

の
お
祓
い
、
自
動
車
清
祓
、
家
内
安

全
、
健
康
祈
願

等

【
出
張
祭
典
】

地
鎮
祭
、
起
工
祭
、
竣
工
祭
、
解
体

家
祓
、
新
築
家
祓
、
入
居
時
の
家
祓
、

井
戸
埋
祭

等

随
時

受
け
付
け
て
ま
す
。

訂
正
い
た
し
ま
す

祈
願
・
出
張
祭
典

受
け
付
け
て
ま
す

ふ

だ
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い
）
、
浄
階
（
じ
ょ
う
か
い
）
の
五
段

階
で
す
。

「
級
」
は
年
齢
や
経
験
年
数
、
神
社
界

で
の
役
職
経
歴
や
研
修
の
受
講
履
歴
な

ど
様
々
な
要
件
を
複
合
的
に
加
味
し
て

授
与
さ
れ
る
も
の
で
、
下
か
ら
四
級
、

三
級
、
二
級
、
二
級
上
、
一
級
、
特
級

の
六
つ
で
す
。

「
階
位
」
と
「
級
」
の
二
つ
の
う
ち
袴

の
色
に
関
係
あ
る
の
が
「
級
」
で
す
。

神
職
に
な
っ
た
時
点
で
は
全
員
、
四
級

ま
た
は
三
級
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
で
す
が
、

そ
の
後
「
階
位
」
を
基
本
と
し
て
、
経

験
年
数
、
年
齢
、
役
職
経
歴
、
研
修
の

受
講
履
歴
な
ど
の
要
件
を
組
み
合
わ
せ

る
こ
と
に
よ
り
、
「
級
」
が
上
が
り
袴

の
色
が
変
わ
り
ま
す
。

な
の
で
、
ど
ん
な
に
経
験
豊
富
な
神
主

で
も
「
階
位
」
が
下
の
ま
ま
だ
と
上
の

「
級
」
に
進
む
の
は
遅
く
な
り
ま
す
し
、

逆
に
「
階
位
」
が
上
で
も
役
職
経
歴
や

研
修
履
歴
が
一
定
に
満
た
な
い
無
い
場

合
も
、
上
の
「
級
」
に
進
む
の
は
遅
く

な
り
ま
す
。

つ
ま
り
全
く
同
じ
条
件
で
ス
タ
ー
ト
し

た
人
同
士
で
も
、
年
数
を
経
る
に
し
た

が
っ
て
「
階
位
」
と
「
級
」
の
組
み
合

わ
せ
は
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
と

い
う
訳
で
す
。

ま
た
袴
だ
け
で
な
く
、
神
社
の
例
大
祭

の
時
な
ど
に
着
る
「
正
服
（
せ
い
ふ

く
）
」
と
呼
ば
れ
る
装
束
も
「
級
」
に

よ
り
色
が
変
わ
り
ま
す
。

ち
な
み
に
神
社
の
宮
司
に
な
る
た
め
に

は
、
権
正
階
以
上
の
階
位
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
ま
た
神
道
系
の
大
学
を
卒
業

し
た
場
合
は
、
卒
業
と
同
時
に
正
階
を

与
え
ら
れ
ま
す
。

※

装
束
や
袴
の
色
は
図
を
参
照

次
に
役
職
に
つ
い
て
で
す
が
、
神
社
に

は
宮
司
（
ぐ
う
じ
）
、
権
宮
司
（
ご
ん

ぐ
う
じ
）
、
禰
宜
（
ね
ぎ
）
、
権
禰
宜

（
ご
ん
ね
ぎ
）
、
出
仕
（
し
ゅ
っ
し
）

巫
女
（
み
こ
）
等
の
役
職
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
内
「
神
職
」
と
呼
ば
れ
る
役
職
は

宮
司
～
権
禰
宜
ま
で
に
な
り
ま
す
。

（
出
仕
・
巫
女
は
神
職
と
は
見
な
さ
れ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【袴】一級
（紫地に濃い紋）

【袴】二級上
（紫地に薄い紋）

【袴】二級
（紫色の無地）

【袴】三級・四級
（浅葱色の無地）

【袴】慰霊祭の時など
級に関係なく使用

（白無地）

【袴】特級
（白地に紋）

神
宮
大
麻
の

初
穂
料
が
上
が
り
ま
す

毎
年
年
末
に
お
受
け
頂
い
て
い
る
伊
勢
神
宮
の
御
神
札
（
神
宮
大
麻
）
の

初
穂
料
で
す
が
、
昨
年
ま
で
は
一
体
八
〇
〇
円
で
し
た
が
、
本
年
分
か
ら

二
〇
〇
円
上
が
り
、
全
国
一
律
で
一
体
一
〇
〇
〇
円
に
な
り
ま
す
。

毎
年
お
受
け
頂
い
て
い
る
皆
様
に
は
、
出
費
ご
多
用
の
折
り
大
変
恐
縮
で

す
が
、
何
卒
ご
理
解
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
久
山
年
神
社
の
御
神
札
は
今
ま
で
ど
お
り
一
体
五
〇
〇
円
に
据
え

置
き
と
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。

神
主
さ
ん
は
袴
の
色
で
位
が
違

う
と
聞
き
ま
し
た
。
ど
う
い
う

風
に
違
う
の
が
教
え
て
下
さ
い
。

ま
た
役
職
に
つ
い
て
も
知
り
た
い
で
す
。

仰
る
と
お
り
、
袴
の
色
で
位
が

違
う
の
は
確
か
で
す
。
少
し
複

雑
な
の
で
、
分
か
り
や
す
く
説

明
し
ま
す
。

ま
ず
神
職
の
身
分
と
い
う
も
の
は
「
階

位
」
と
「
級
」
の
二
つ
で
成
り
立
っ
て

い
ま
す
。

「
階
位
」
は
神
道
系
大
学
を
卒
業
し
た

り
、
養
成
講
習
会
を
受
講
し
て
授
与
さ

れ
る
神
職
資
格
の
基
本
と
な
る
も
の
で
、

ま
ず
は
こ
れ
を
取
得
し
な
い
と
神
職
に

な
れ
ま
せ
ん
。

「
階
位
」
は
下
か
ら
直
階
（
ち
ょ
っ
か

い
）
、
権
正
階
（
ご
ん
せ
い
か
い
）
、

正
階
（
せ
い
か
い
）
、
明
階
（
め
い
か

QA そ
こ
が
知
り
た
い
！

神
社
の
いい
ろろ

はは

ま
せ
ん
）

一
般
の
会
社
で
い
え
ば
、
宮
司
が

「
代
表
取
締
役
社
長
」
、
権
宮
司
が

「
副
社
長
」
、
禰
宜
が
「
部
長
ま
た

は
課
長
」
、
権
禰
宜
が
「
係
長
ま
た

は
主
任
」
に
相
応
す
る
役
職
と
思
っ

て
頂
く
と
分
か
り
や
す
い
と
思
い
ま

す
。
し
た
が
っ
て
宮
司
は
、
ど
の
神

社
に
も
一
人
し
か
い
ま
せ
ん
。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【正服】一級
（袍）黒

（袴）紫地に濃い紋

【正服】二級上
（袍）赤

（袴）紫地に薄い紋

【正服】二級
（袍）赤

（袴）紫色の無地

【正服】三級・四級
（袍）青

（袴）浅葱色の無地

※ 写真は民俗工芸カタログより転載
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い
）
、
浄
階
（
じ
ょ
う
か
い
）
の
五
段

階
で
す
。

「
級
」
は
年
齢
や
経
験
年
数
、
神
社
界

で
の
役
職
経
歴
や
研
修
の
受
講
履
歴
な

ど
様
々
な
要
件
を
複
合
的
に
加
味
し
て

授
与
さ
れ
る
も
の
で
、
下
か
ら
四
級
、

三
級
、
二
級
、
二
級
上
、
一
級
、
特
級

の
六
つ
で
す
。

「
階
位
」
と
「
級
」
の
二
つ
の
う
ち
袴

の
色
に
関
係
あ
る
の
が
「
級
」
で
す
。

神
職
に
な
っ
た
時
点
で
は
全
員
、
四
級

ま
た
は
三
級
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
で
す
が
、

そ
の
後
「
階
位
」
を
基
本
と
し
て
、
経

験
年
数
、
年
齢
、
役
職
経
歴
、
研
修
の

受
講
履
歴
な
ど
の
要
件
を
組
み
合
わ
せ

る
こ
と
に
よ
り
、
「
級
」
が
上
が
り
袴

の
色
が
変
わ
り
ま
す
。

な
の
で
、
ど
ん
な
に
経
験
豊
富
な
神
主

で
も
「
階
位
」
が
下
の
ま
ま
だ
と
上
の

「
級
」
に
進
む
の
は
遅
く
な
り
ま
す
し
、

逆
に
「
階
位
」
が
上
で
も
役
職
経
歴
や

研
修
履
歴
が
一
定
に
満
た
な
い
無
い
場

合
も
、
上
の
「
級
」
に
進
む
の
は
遅
く

な
り
ま
す
。

つ
ま
り
全
く
同
じ
条
件
で
ス
タ
ー
ト
し

た
人
同
士
で
も
、
年
数
を
経
る
に
し
た

が
っ
て
「
階
位
」
と
「
級
」
の
組
み
合

わ
せ
は
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
と

い
う
訳
で
す
。

ま
た
袴
だ
け
で
な
く
、
神
社
の
例
大
祭

の
時
な
ど
に
着
る
「
正
服
（
せ
い
ふ

く
）
」
と
呼
ば
れ
る
装
束
も
「
級
」
に

よ
り
色
が
変
わ
り
ま
す
。

ち
な
み
に
神
社
の
宮
司
に
な
る
た
め
に

は
、
権
正
階
以
上
の
階
位
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
ま
た
神
道
系
の
大
学
を
卒
業

し
た
場
合
は
、
卒
業
と
同
時
に
正
階
を

与
え
ら
れ
ま
す
。

※

装
束
や
袴
の
色
は
図
を
参
照

次
に
役
職
に
つ
い
て
で
す
が
、
神
社
に

は
宮
司
（
ぐ
う
じ
）
、
権
宮
司
（
ご
ん

ぐ
う
じ
）
、
禰
宜
（
ね
ぎ
）
、
権
禰
宜

（
ご
ん
ね
ぎ
）
、
出
仕
（
し
ゅ
っ
し
）

巫
女
（
み
こ
）
等
の
役
職
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
内
「
神
職
」
と
呼
ば
れ
る
役
職
は

宮
司
～
権
禰
宜
ま
で
に
な
り
ま
す
。

（
出
仕
・
巫
女
は
神
職
と
は
見
な
さ
れ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【袴】一級
（紫地に濃い紋）

【袴】二級上
（紫地に薄い紋）

【袴】二級
（紫色の無地）

【袴】三級・四級
（浅葱色の無地）

【袴】慰霊祭の時など
級に関係なく使用

（白無地）

【袴】特級
（白地に紋）

神
宮
大
麻
の

初
穂
料
が
上
が
り
ま
す

毎
年
年
末
に
お
受
け
頂
い
て
い
る
伊
勢
神
宮
の
御
神
札
（
神
宮
大
麻
）
の

初
穂
料
で
す
が
、
昨
年
ま
で
は
一
体
八
〇
〇
円
で
し
た
が
、
本
年
分
か
ら

二
〇
〇
円
上
が
り
、
全
国
一
律
で
一
体
一
〇
〇
〇
円
に
な
り
ま
す
。

毎
年
お
受
け
頂
い
て
い
る
皆
様
に
は
、
出
費
ご
多
用
の
折
り
大
変
恐
縮
で

す
が
、
何
卒
ご
理
解
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
久
山
年
神
社
の
御
神
札
は
今
ま
で
ど
お
り
一
体
五
〇
〇
円
に
据
え

置
き
と
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。

神
主
さ
ん
は
袴
の
色
で
位
が
違

う
と
聞
き
ま
し
た
。
ど
う
い
う

風
に
違
う
の
が
教
え
て
下
さ
い
。

ま
た
役
職
に
つ
い
て
も
知
り
た
い
で
す
。

仰
る
と
お
り
、
袴
の
色
で
位
が

違
う
の
は
確
か
で
す
。
少
し
複

雑
な
の
で
、
分
か
り
や
す
く
説

明
し
ま
す
。

ま
ず
神
職
の
身
分
と
い
う
も
の
は
「
階

位
」
と
「
級
」
の
二
つ
で
成
り
立
っ
て

い
ま
す
。

「
階
位
」
は
神
道
系
大
学
を
卒
業
し
た

り
、
養
成
講
習
会
を
受
講
し
て
授
与
さ

れ
る
神
職
資
格
の
基
本
と
な
る
も
の
で
、

ま
ず
は
こ
れ
を
取
得
し
な
い
と
神
職
に

な
れ
ま
せ
ん
。

「
階
位
」
は
下
か
ら
直
階
（
ち
ょ
っ
か

い
）
、
権
正
階
（
ご
ん
せ
い
か
い
）
、

正
階
（
せ
い
か
い
）
、
明
階
（
め
い
か

QA そ
こ
が
知
り
た
い
！

神
社
の
いい
ろろ

はは

ま
せ
ん
）

一
般
の
会
社
で
い
え
ば
、
宮
司
が

「
代
表
取
締
役
社
長
」
、
権
宮
司
が

「
副
社
長
」
、
禰
宜
が
「
部
長
ま
た

は
課
長
」
、
権
禰
宜
が
「
係
長
ま
た

は
主
任
」
に
相
応
す
る
役
職
と
思
っ

て
頂
く
と
分
か
り
や
す
い
と
思
い
ま

す
。
し
た
が
っ
て
宮
司
は
、
ど
の
神

社
に
も
一
人
し
か
い
ま
せ
ん
。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【正服】一級
（袍）黒

（袴）紫地に濃い紋

【正服】二級上
（袍）赤

（袴）紫地に薄い紋

【正服】二級
（袍）赤

（袴）紫色の無地

【正服】三級・四級
（袍）青

（袴）浅葱色の無地

※ 写真は民俗工芸カタログより転載



鬼
滅
の
刃
（
き
め
つ
の
や
い
ば
）
と
い
う
漫
画
が
流

行
っ
て
い
ま
す
。
も
う
終
了
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で

す
が
、
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
に
連
載
さ
れ
て
い
た
大

人
気
の
漫
画
で
す
。
内
容
は
割
愛
さ
せ
て
頂
き
ま
す

が
、
一
言
で
い
う
と
「
鬼
退
治
」
の
物
語
で
す
。

私
は
内
容
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
回
の
ス
テ

イ
ホ
ー
ム
が
幸
い
し
て
（
？
）
ア
ニ
メ
を
見
て
み
ま

し
た
。
確
か
に
大
人
で
も
面
白
い
内
容
で
し
た
。
た

だ
私
は
神
主
な
の
で
、
神
道
的
な
要
素
や
古
く
か
ら

伝
わ
る
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
点
な
ど
、
そ
う
い
う

と
こ
ろ
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
が
・
・
・

漫
画
や
物
語
で
は
「
鬼
」
は
悪
者
と
し
て
描
か
れ
て

い
て
分
か
り
や
す
い
で
す
が
、
こ
れ
は
目
に
見
え
な

い
「
恐
怖
」
を
架
空
の
生
き
物
と
し
て
擬
人
化
し
て

い
る
た
め
で
、
元
々
の
「
鬼
」
は
昔
か
ら
災
い
や
疫

病
な
ど
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

ち
な
み
に
「
鬼
」
の
擬
人
化
と
い
え
ば
、
頭
に
角
が

新
帝
陛
下
の
ご
即
位
や
改
元
で
昨
年
か
ら

祝
賀
ム
ー
ド
だ
っ
た
日
本
を
、
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
が
一
変
さ
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

全
国
の
神
社
も
外
出
自
粛
の
た
め
に
ほ
と
ん
ど
人
が
来
な

く
な
り
、
お
祭
り
な
ど
の
祭
事
も
三
密
を
避
け
る
た
め
に

規
模
を
縮
小
し
て
行
う
な
ど
、
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い

ま
す
。

当
社
の
例
大
祭
（
久
山
く
ん
ち
）
は
十
月
で
す
が
、
第
二

波
・
第
三
波
も
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
開
催
に
つ
い
て
は
現

在
、
役
員
の
皆
さ
ん
と
慎
重
審
議
を
重
ね
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
ま
だ
し
ば
ら
く
時
間
が
あ
り
ま

す
の
で
、
決
定
し
ま
し
た
ら
社
報
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
通
じ
て

お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。
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で
す
。
こ
の
方
角
は
裏
鬼
門
と
い
わ
れ
、
災
い
を
逃

が
す
方
角
で
す
。

今
で
は
子
供
が
命
を
落
と
す
事
は
少
な
く
な
り
ま
し

た
が
、
昔
は
子
供
の
生
存
率
が
低
く
些
細
な
病
気
や

怪
我
で
も
命
に
関
わ
る
危
険
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

病
気
に
負
け
ず
桃
太
郎
の
よ
う
に
強
く
育
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
願
い
と
、
「
義
勇

=

恐
怖
に
立
ち
向
か
う

心
」
や
「
忠
孝

=
 

皆
と
協
力
す
る
心
」
と
い
う
道
徳

心
を
養
う
た
め
、
子
供
で
も
分
か
る
よ
う
に
し
た
の

が
桃
太
郎
の
お
と
ぎ
話
な
の
で
す
。

今
年
に
入
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
猛
威
を
振

る
っ
て
い
ま
す
。
今
の
私
た
ち
の
生
活
も

ど
こ
と
な

く
桃
太
郎
の
話
に
似

て
い
ま
せ
ん
か
？

疫
病
に
立
ち
向
か
う

心
、
周
り
と
協
力
し

な
が
ら
乗
り
越
え
る

心
、
全
員
で
協
力
し

て
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

と
い
う
「
鬼
退
治
」

を
し
ま
し
ょ
う
。

宮
司

本
田
孝
裕

フェイスブック インスタグラム ツイッター

『
鬼
退
治
』

あ
り
ト
ラ
柄
の
パ
ン
ツ
を
履
い
て
い
る
の
を
連
想
す

る
と
思
い
ま
す
。
鬼
は
「
鬼
門
（
き
も
ん
）
」
の
方

角
か
ら
や
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
鬼

門
と
は
北
東
の
方
角
で
「
丑
寅
（
う
し
と
ら
）
の
方

角
」
と
も
い
い
ま
す
。
丑
と
い
う
と
角
が
生
え
て
い

て
、
寅
と
い
う
と
体
は
ト
ラ
柄
で
す
。
な
の
で
鬼
は

頭
か
ら
角
が
生
え
て
ト
ラ
柄
の
パ
ン
ツ
を
履
い
て
い

る
。
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
番
化
し
た
の
で
す
。

鬼
と
正
反
対
の
も
の
で
は
「
桃
」
が
魔
除
け
の
御
利

益
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
神
話
に
由
来
し
ま
す
。

長
く
な
る
の
で
詳
細
は
別
の
機
会
に
致
し
ま
す
が
、

三
月
三
日
を
「
桃
の
節
句
」
と
呼
ぶ
訳
は
、
三
月
が

桃
の
季
節
で
あ
り
、
桃
が
持
つ
魔
除
け
の
力
で
子
供

の
健
康
を
祈
願
す
る
た
め
、
そ
う
呼
ぶ
の
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
桃
と
鬼
の
話
を
元
に
し
て
子
供
に
も

分
か
り
や
す
い
お
と
ぎ
話
に
な
っ
た
の
が
「
桃
太

郎
」
で
す
。
前
述
の
と
お
り
鬼
は
鬼
門
の
方
角
か
ら

や
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
桃
太
郎
の
お
伴
は
猿
・
雉

（
鳥
）
・
犬
で
す
。
鬼
門
と

ほ
ぼ
反
対
の
方
角

（
南
西
～
西
の
方
角
）
に
い
る
の
が
猿
・
鳥
・
犬

お
伊
勢
さ
ま
・
氏
神
さ
ま
の

お
神
札
を
お
祀
り
し
ま
し
ょ
う

お
伊
勢
様
と
氏
神
さ
ま
の
お
神
札
は
家
族
の

幸
せ
を
願
う
お
神
札
で
す
。
朝
に
は
一
日
の

無
事
を
願
い
、
夕
に
は
そ
れ
に
感
謝
し
ま
す
。

ご
家
族
全
員
で
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
家
族

の
絆
を
強
め
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
ご
家

族
そ
ろ
っ
て
幸
せ
を
お
祈
り
し
ま
し
ょ
う
。

新
た
に
お
神
札
を
受
け
て
頂
い
た
方
へ
特
製

の
神
棚
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
中
で
す
。
詳
し
く
は

神
社
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
）

前
号
（
第
7
号
）
で
創
成
館
高
等
学
校
硬
式
野
球
部
の
選
抜
出
場

の
記
事
を
掲
載
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
印
刷
を
依
頼
し
た
時
点
で

は
ま
だ
選
抜
の
中
止
は
発
表
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、

発
行
す
る
頃
に
中
止
が
発
表
さ
れ
た
た
め
、
差
し
替
え
も
間
に
合

わ
ず
そ
の
ま
ま
発
行
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
悪
し
か
ら
ず
お
許
し

く
だ
さ
い
。

【
神
社
で
の
祈
願
】

安
産
祈
願
、
赤
ち
ゃ
ん
の
お
宮
参
り

七
五
三
、
厄
祓
、
還
暦
な
ど
年
祝
い

の
お
祓
い
、
自
動
車
清
祓
、
家
内
安

全
、
健
康
祈
願

等

【
出
張
祭
典
】

地
鎮
祭
、
起
工
祭
、
竣
工
祭
、
解
体

家
祓
、
新
築
家
祓
、
入
居
時
の
家
祓
、

井
戸
埋
祭

等

随
時

受
け
付
け
て
ま
す
。

訂
正
い
た
し
ま
す

祈
願
・
出
張
祭
典

受
け
付
け
て
ま
す

ふ

だ


