
は
じ
め
に

　
《
福
富
草
紙
》
は
、
神
に
授
か
っ
た
放
屁
芸
で
一
財
産
を
な
し
た
高
向
秀
武
と
、
そ
れ
を

羨
ん
で
真
似
を
し
て
大
失
態
を
演
じ
る
福
富
の
滑
稽
譚
を
描
く
絵
巻
で
あ
る
。
多
く
の
伝
本

が
現
存
す
る
が
、
梅
津
次
郎
氏
に
よ
り
大
き
く
二
つ
の
系
統
に
分
類
さ
れ
て
い
る（
１
）。

す
な
わ

ち
、
一
つ
は
妙
心
寺
の
塔
頭
・
春
浦
院
に
伝
来
し
た
二
巻
本
に
属
す
る
系
統
、
も
う
一
つ
は

春
浦
院
本
系
統
の
二
巻
本
の
下
巻
に
相
当
す
る
部
分
の
み
で
完
結
す
る
一
巻
本
系
統
で
あ

る
。
前
者
の
二
巻
本
系
統
が
先
に
成
立
し
、
そ
の
後
に
、
物
羨
み
に
よ
る
失
敗
譚
を
強
調
す

る
形
で
後
者
の
一
巻
本
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
二
巻
本
系
統
は
、
独
立
し
た
詞

書
を
持
た
ず
、
基
本
的
に
登
場
人
物
た
ち
の
台
詞
の
み
を
画
中
に
記
し
た
画
中
詞
に
よ
っ
て

物
語
が
展
開
さ
れ
る
と
い
う
、
際
立
っ
て
特
徴
的
な
形
式
を
有
し
て
い
る
。

　
二
巻
本
系
統
に
は
、
春
浦
院
本
や
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
美
術
館
本
（
上
巻
欠
失
。
下
巻
の
み

現
存
）
と
い
っ
た
十
五
世
紀
に
遡
る
名
品
が
現
存
し
て
お
り
、
美
術
史
学
の
立
場
か
ら
は
、

主
に
こ
れ
ら
の
作
例
に
つ
い
て
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
主
要
な
先
行
研
究
を

概
観
し
て
お
こ
う
。

　
一
九
六
八
年
に
《
福
富
草
紙
》
の
解
説
を
執
筆
し
た
梅
津
次
郎
氏
は
、
前
述
の
通
り
本
絵

巻
を
二
巻
本
系
統
と
一
巻
本
系
統
の
二
系
統
に
分
類
し
た
。
そ
し
て
、
現
状
に
お
い
て
甚
だ

し
い
錯
簡
を
呈
し
て
い
る
春
浦
院
本
の
場
面
順
序
訂
正
を
行
い
、
ま
た
調
査
に
よ
る
知
見
と

し
て
、
春
浦
院
本
に
は
料
紙
が
薄
い
こ
と
や
、
料
紙
の
上
下
に
紙
継
が
あ
る
こ
と
と
い
っ
た

《
福
富
草
紙
》
に
お
け
る
院
政
期
絵
巻
の
絵
画
表
現
の
摂
取
に
つ
い
て苫

　
名
　
　
　
悠

伝
写
本
的
な
性
格
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
宝
徳
四
年
（
一
四
五
二
）
三

月
書
写
の
奥
書
を
持
つ
後
崇
光
院
（
一
三
七
二
年
～
一
四
五
六
年
）
宸
筆
「
粉
河
寺
縁
起
」

の
紙
背
に
、《
福
富
草
紙
》の
物
語
冒
頭
部
に
対
応
す
る
文
章
が
書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

本
絵
巻
成
立
年
代
の
下
限
を
少
な
く
と
も
こ
こ
ま
で
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。

　
金
沢
弘
氏
は
、『
日
本
絵
巻
大
成
』
に
お
け
る
《
福
富
草
紙
》
に
つ
い
て
の
概
説
の
中
で
、

本
作
品
の
構
図
や
人
物
表
現
の
秀
逸
さ
に
言
及
す
る（
２
）。

と
り
わ
け
春
浦
院
本
上
巻
第
十
六
紙

に
お
い
て
、
牛
車
を
画
面
の
中
央
に
し
て
柳
と
牛
と
牧
童
と
従
者
と
を
配
し
て
、
立
体
的
な

構
図
の
場
面
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
絵
巻
筆
者
が
古
典
的
な
絵
巻
の
手
法
に
も
通
じ

て
い
た
こ
と
を
示
す
と
し
て
高
く
評
価
す
る
。
加
え
て
、
複
数
の
場
面
間
で
対
比
関
係
が
築

か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
上
巻
第
十
二
紙
で
は
貧
窮
に
苦
し
む
秀
武
夫

妻
の
殺
風
景
な
寝
室
が
描
か
れ
、
一
方
下
巻
第
一
紙
で
は
、
放
屁
芸
に
よ
り
長
者
と
な
っ
た

秀
武
夫
妻
の
寝
室
が
裕
福
な
調
度
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
上
巻
第
一
紙
か
ら

第
三
紙
の
中
将
殿
の
庭
で
秀
武
が
放
屁
芸
を
披
露
す
る
場
面
で
は
、
多
く
の
人
々
が
有
機
的

な
動
き
と
つ
な
が
り
を
持
っ
て
描
か
れ
引
き
締
ま
っ
た
構
図
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
下
巻
第
六
紙
か
ら
第
七
紙
の
福
富
が
粗
相
を
し
て
打
擲
さ
れ
る
場
面
で
は
、
構
図
に
落

ち
着
き
が
な
く
、
特
に
場
面
左
方
の
締
ま
り
が
な
い
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
金
沢
氏
に

よ
る
以
上
の
分
析
は
、
本
作
品
中
の
構
図
や
絵
画
表
現
の
多
く
が
院
政
期
絵
巻
に
淵
源
す
る

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
る
本
稿
に
と
っ
て
、
傾
聴
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
付
言
す
べ
き
点
や
新
規
に
指
摘
す
べ
き
点
な
ど
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
本
稿
の
第
一
章
に
お
い
て
詳
述
す
る
。
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そ
の
後
、「
放
屁
譚
三
題
」
と
題
さ
れ
た
論
文
に
お
い
て
《
福
富
草
紙
》
を
含
む
三
種
の

放
屁
系
絵
巻
の
有
機
的
な
関
係
性
を
説
き
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
つ
い
て
の
研
究
を
大
き
く
前

進
さ
せ
た
榊
原
悟
氏
は
、
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
《
放
屁
合
戦
絵
巻
》（
十
二
世
紀
に
成
立

し
た
原
本
の
転
写
本
か
）
の
画
中
詞
に
秀
武
の
名
が
見
え
、
そ
の
内
容
が
《
福
富
草
紙
》
の

後
日
譚
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら《
放
屁
合
戦
絵
巻
》成
立
の
前
提
に《
福
富
草
紙
》

の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、《
福
富
草
紙
》
の
テ
キ
ス
ト
成
立
は
《
放
屁
合
戦
絵
巻
》

の
原
本
と
同
じ
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
十
二
世
紀
に
遡
る
と
推
定
し
た（
３
）。

ま
た
精
緻
な
筆
跡
分
析

に
よ
り
、《
放
屁
合
戦
絵
巻
》
と
春
浦
院
本
の
画
中
詞
が
い
ず
れ
も
後
崇
光
院
の
手
に
よ
る

も
の
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
を
示
し
、春
浦
院
本
の
絵
師
に
つ
い
て
は
、清
凉
寺
本
《
融

通
念
仏
縁
起
絵
巻
》
と
の
比
較
か
ら
土
佐
行
広
周
辺
の
絵
師
で
あ
り
、ま
た
《
十
二
類
絵
巻
》

上
巻
の
絵
師
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
推
定
し
た
。

　
榊
原
氏
に
よ
る
見
解
の
う
ち
、《
福
富
草
紙
》
の
テ
キ
ス
ト
成
立
が
十
二
世
紀
に
遡
る
と

推
定
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
上
野
友
愛
氏
に
よ
り
、
室
町
時
代
の
世
界
観
が
内
包
さ
れ
る
同

テ
キ
ス
ト
の
成
立
を
十
二
世
紀
に
遡
ら
せ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て

い
る（
４
）。

そ
の
上
で
上
野
氏
は
、即
興
性
の
強
い「
を
こ
絵
」の
性
格
を
持
つ《
放
屁
合
戦
絵
巻
》

の
原
本
に
画
中
詞
が
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
に
疑
義
を
呈
し
、
現
存
す
る
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館

本
は
、
詞
の
な
い
平
安
時
代
の
原
本
を
も
と
に
、
後
崇
光
院
に
よ
っ
て
《
福
富
草
紙
》
の
後

日
譚
を
想
起
さ
せ
る
台
詞
が
書
き
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
提
示
し
て
お
り
、
首
肯

す
べ
き
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
複
数
の
放
屁
系
絵
巻
の
関
係
を
初
め
て
包
括
的

に
論
じ
た
榊
原
氏
の
論
考
の
意
義
が
極
め
て
大
き
い
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
本
稿
も
同
論

考
よ
り
多
大
な
示
唆
を
受
け
て
い
る
。

　
ま
た
榊
原
氏
は
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
制
作
の
狩
野
晴
川
院
養
信
筆
《
四
季
耕
作
図

屏
風
》（
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
）
に
つ
い
て
の
論
考
の
中
で
、
同
屏
風
に
お
い
て
春
浦
院

本
か
ら
の
モ
チ
ー
フ
の
引
用
が
極
め
て
多
く
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た（
５
）。
ま
た
論
述

の
過
程
で
、
清
凉
寺
本
《
融
通
念
仏
縁
起
絵
巻
》
と
春
浦
院
本
と
の
間
で
類
似
す
る
モ
チ
ー

フ
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
。
榊
原
氏
の
見
解
に
加
え
て
、
春
浦
院
本
や
ク
リ
ー

ブ
ラ
ン
ド
美
術
館
本
に
淵
源
す
る
伝
本
が
数
多
く
遺
さ
れ
て
い
る
現
状
に
鑑
み
る
と
、《
福

富
草
紙
》
の
図
様
が
一
定
の
規
範
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
後
世
に
お
い
て
受
容
さ
れ
て
い
た

状
況
が
想
定
さ
れ
る（
６
）。

　
『
国
華
』
誌
上
に
お
い
て
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
美
術
館
本
の
解
説
を
執
筆
し
た
土
屋
貴
裕
氏

は
、
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
美
術
館
本
と
春
浦
院
本
の
絵
画
表
現
を
比
較
し
、
両
本
で
は
人
物
の

身
体
把
握
や
顔
貌
の
表
現
、
衣
服
の
捉
え
方
に
若
干
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た（
７
）。

た
だ

し
、
両
本
が
極
め
て
近
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
も
指
摘
し
、
両
本
が
異
な
る
絵
師
に
よ
っ
て

描
か
れ
た
と
仮
定
す
る
と
し
て
も
、
こ
の
絵
師
同
士
が
極
め
て
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
と
推
定
し
た
。
そ
し
て
、
榊
原
氏
と
同
様
に
清
凉
寺
本
《
融
通
念
仏
縁
起
絵

巻
》
に
注
目
し
、
本
絵
巻
の
う
ち
藤
原
行
秀
の
担
当
し
た
場
面
と
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
美
術
館

本
に
お
い
て
近
し
い
画
風
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
し
、
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
美
術
館
本
は
藤
原
行

秀
周
辺
の
絵
師
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
の
見
解
を
示
し
た
。

　
以
上
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
先
行
研
究
で
は
《
福
富
草
紙
》
諸
本
の
絵
師
・
詞
書
筆
者

の
同
定
が
試
み
ら
れ
、
ま
た
《
放
屁
合
戦
絵
巻
》
と
の
関
係
が
提
示
さ
れ
る
な
ど
、
多
く
の

成
果
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
。
た
だ
、《
福
富
草
紙
》
二
巻
本
系
統
の
諸
本
に
共
通
し
て
認
め

ら
れ
る
、
案
外
に
洗
練
さ
れ
た
構
図
感
覚
に
言
及
す
る
も
の
は
少
な
く
、
先
述
の
金
沢
氏
に

よ
る
論
考
が
挙
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
同
氏
の
論
考
に
お
い
て
も
、
本
絵
巻
の
構
図

法
が
何
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
検
討
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
造
形
的
な
観
点
か
ら
見
た
本

絵
巻
の
美
術
史
上
の
位
置
づ
け
は
明
確
に
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
第
一
章
に
お
い
て
《
福
富
草
紙
》
二
巻
本
系
統
中
の
諸
場
面
に
見
ら

れ
る
絵
画
表
現
、
特
に
構
図
法
を
分
析
し
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
院
政
期
絵
巻
に
由
来
す
る
要

素
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
本
絵
巻
原
本
の
制
作
に
際
し
て
院
政
期
絵
巻
の
積
極

的
な
摂
取
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
る
。
そ
し
て
第
二
章
で
、
本
絵
巻
の
原

本
が
成
立
し
た
背
景
に
つ
い
て
若
干
の
私
見
を
述
べ
る
。
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一
、
院
政
期
絵
巻
に
由
来
す
る
絵
画
表
現

　
本
章
で
は
、《
福
富
草
紙
》
中
の
注
目
す
べ
き
場
面
を
順
次
取
り
上
げ
、
各
場
面
に
お
け

る
絵
画
表
現
、
特
に
構
図
法
が
院
政
期
絵
巻
の
諸
作
品
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を

論
じ
る
。
こ
れ
と
並
行
し
て
、
院
政
期
絵
巻
に
淵
源
す
る
と
思
わ
れ
る
図
像
も
指
摘
す
る
。

　
な
お
、
本
章
に
お
け
る
検
討
に
際
し
て
テ
キ
ス
ト
と
し
て
取
り
上
げ
る
作
例
は
、《
福
富

草
紙
》
二
巻
本
系
統
の
最
古
例
の
一
つ
で
あ
り
、
上
下
巻
が
と
も
に
現
存
す
る
春
浦
院
本
で

あ
る
。
前
述
の
通
り
、
春
浦
院
本
は
現
在
甚
だ
し
い
錯
簡
を
呈
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
中
の

各
場
面
を
指
し
示
す
際
に
は
、
現
状
の
第
何
紙
に
描
か
れ
た
場
面
で
あ
る
か
を
記
す
。

中
将
邸
に
お
け
る
秀
武
の
放
屁
芸
披
露
と
福
富
の
粗
相
の
場
面
（
上
巻
第
一
紙
か
ら
第
三 

紙
・
下
巻
第
六
紙
か
ら
第
七
紙
）【
図
一
・
図
二
】

　
第
一
に
取
り
上
げ
る
べ
き
は
、
上
巻
第
一
紙
か
ら
第
三
紙
、
及
び
下
巻
第
六
紙
か
ら
第
七

紙
に
描
か
れ
る
、
中
将
邸
に
お
け
る
秀
武
に
よ
る
放
屁
芸
披
露
と
、
福
富
の
粗
相
の
両
場
面

で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
放
屁
芸
の
成
功
と
失
敗
を
描
く
こ
の
両
場
面
は
、
本
絵
巻
の
上
下
各
巻

に
お
け
る
い
わ
ば
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
両
場
面
に
は
対
比
関
係
が

築
か
れ
て
い
る
。
両
場
面
の
構
図
と
対
比
関
係
に
つ
い
て
は
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
金
沢

氏
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
が
、
同
氏
に
よ
る
両
場
面
に
つ
い
て
の
記
述
は
、『
日
本
絵
巻
大
成
』

に
お
け
る
概
説
と
い
う
媒
体
の
制
約
の
た
め
か
、
そ
れ
ほ
ど
詳
細
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
は
十
分
な
紙
幅
を
費
や
し
て
、
改
め
て
筆
者
の
観
点
か
ら
両
場
面
を
記
述
し
、
注
目

す
べ
き
絵
画
表
現
を
抽
出
す
る
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
ら
の
表
現
が
院
政
期
絵
巻
の
諸
作
例
に

見
ら
れ
る
表
現
に
淵
源
す
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

　
ま
ず
前
者
の
秀
武
に
よ
る
放
屁
芸
披
露
の
場
面
で
あ
る
。
中
将
邸
の
庭
で
踊
り
な
が
ら
放

屁
に
よ
り
妙
音
を
奏
で
る
秀
武
を
中
心
に
場
面
は
展
開
さ
れ
る
。
秀
武
の
左
側
に
は
、
秀
武

へ
の
褒
美
の
紅
の
衣
を
持
っ
て
走
り
寄
る
家
人
が
お
り
、
場
面
の
右
端
に
は
柴
垣
の
内
外
か

ら
秀
武
の
妙
技
を
見
物
す
る
人
々
、
場
面
の
左
端
に
は
竹
を
編
ん
だ
塀
の
内
外
か
ら
、
同
様

に
秀
武
に
視
線
を
注
ぐ
人
々
が
い
る
。
画
面
奥
の
殿
上
に
目
を
移
す
と
、
縁
側
で
は
中
将
の

家
人
た
ち
や
幼
い
子
供
が
秀
武
に
目
を
向
け
て
お
り
、
さ
ら
に
奥
の
室
内
に
は
中
将
や
男
性

た
ち
、
そ
し
て
御
簾
の
隙
間
か
ら
興
味
津
々
た
る
様
子
で
庭
の
情
景
を
見
守
る
女
性
た
ち
が

見
え
る
。
中
将
は
秀
武
の
芸
を
眺
め
つ
つ
、
縁
側
に
座
る
家
人
に
秀
武
に
紅
の
衣
を
与
え
る

よ
う
命
じ
、
こ
れ
に
応
じ
た
家
人
は
左
方
を
指
さ
す
。
そ
の
指
の
先
に
は
前
述
の
、
褒
美
の

衣
を
持
っ
て
走
り
来
る
家
人
が
お
り
、
中
将
の
命
に
よ
っ
て
秀
武
の
も
と
に
褒
美
が
も
た
ら

さ
れ
た
こ
と
が
視
覚
的
に
明
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
秀
武
の
放
屁
芸
が
出
発
点
と
な
り
、

こ
れ
を
見
た
中
将
が
縁
側
の
家
人
に
命
令
を
下
し
、
そ
の
命
令
が
庭
上
の
家
人
へ
と
至
り
、

そ
し
て
褒
美
の
衣
が
秀
武
の
も
と
に
届
く
と
い
う
時
間
の
流
れ
が
反
時
計
回
り
の
円
環
状
に

表
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
注
目
す
べ
き
は
縁
側
の
線
の
用
い
方
で
あ
ろ
う
。
縁
側
の
線
は
、
場
面
右
側
の
群

集
が
い
る
あ
た
り
で
は
斜
め
方
向
に
走
っ
て
い
る
が
、
肝
心
の
放
屁
芸
が
行
わ
れ
て
い
る
場

に
面
し
て
は
水
平
に
引
か
れ
て
お
り
、
本
場
面
の
構
図
全
体
に
安
定
感
を
与
え
る
。
秀
武
の

体
は
、
中
将
ら
が
い
る
建
物
の
縁
側
の
下
辺
と
左
右
の
斜
め
方
向
に
走
る
辺
が
形
成
す
る
平

行
四
辺
形
の
延
長
上
に
置
か
れ
て
お
り
、
秀
武
が
中
将
邸
と
い
う
場
に
好
意
的
に
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
る
様
が
印
象
付
け
ら
れ
る
。

　
で
は
、
後
者
の
福
富
粗
相
の
場
面
に
移
ろ
う
。
本
場
面
は
、
前
者
の
場
面
と
は
中
将
邸
の

建
物
の
形
状
が
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
の
、
放
屁
芸
を
行
う
人
物
を
中
心
に
し
て
、
そ
の
周

囲
に
見
物
す
る
人
物
を
配
し
、
画
面
奥
の
殿
上
に
は
中
将
を
は
じ
め
と
す
る
こ
の
邸
の
人
々

を
描
く
と
い
う
、
基
本
的
に
前
者
の
場
面
と
類
似
す
る
構
図
を
採
る
。
た
だ
し
、
後
者
の
本

場
面
で
描
か
れ
る
の
は
、秀
武
と
は
対
照
的
に
放
屁
芸
が
失
敗
に
終
わ
る
福
富
の
姿
で
あ
り
、

画
中
に
は
前
者
と
後
者
の
対
比
を
明
確
に
す
る
絵
画
表
現
上
の
工
夫
が
各
所
に
施
さ
れ
て
い

る
。
以
下
で
は
、
前
者
の
場
面
と
の
相
違
点
に
注
目
し
つ
つ
、
本
場
面
の
記
述
を
行
う
。

　
場
面
の
中
心
に
は
放
屁
芸
を
披
露
す
べ
く
中
将
邸
に
現
れ
た
福
富
が
い
る
が
、
秀
武
に
騙

さ
れ
て
ア
サ
ガ
オ
の
種
（
腹
下
し
の
効
果
が
あ
る
）
を
飲
ん
だ
た
め
に
、
激
し
く
脱
糞
し
て
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一
、
院
政
期
絵
巻
に
由
来
す
る
絵
画
表
現

　
本
章
で
は
、《
福
富
草
紙
》
中
の
注
目
す
べ
き
場
面
を
順
次
取
り
上
げ
、
各
場
面
に
お
け

る
絵
画
表
現
、
特
に
構
図
法
が
院
政
期
絵
巻
の
諸
作
品
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を

論
じ
る
。
こ
れ
と
並
行
し
て
、
院
政
期
絵
巻
に
淵
源
す
る
と
思
わ
れ
る
図
像
も
指
摘
す
る
。

　
な
お
、
本
章
に
お
け
る
検
討
に
際
し
て
テ
キ
ス
ト
と
し
て
取
り
上
げ
る
作
例
は
、《
福
富

草
紙
》
二
巻
本
系
統
の
最
古
例
の
一
つ
で
あ
り
、
上
下
巻
が
と
も
に
現
存
す
る
春
浦
院
本
で

あ
る
。
前
述
の
通
り
、
春
浦
院
本
は
現
在
甚
だ
し
い
錯
簡
を
呈
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
中
の

各
場
面
を
指
し
示
す
際
に
は
、
現
状
の
第
何
紙
に
描
か
れ
た
場
面
で
あ
る
か
を
記
す
。

中
将
邸
に
お
け
る
秀
武
の
放
屁
芸
披
露
と
福
富
の
粗
相
の
場
面
（
上
巻
第
一
紙
か
ら
第
三 

紙
・
下
巻
第
六
紙
か
ら
第
七
紙
）【
図
一
・
図
二
】

　
第
一
に
取
り
上
げ
る
べ
き
は
、
上
巻
第
一
紙
か
ら
第
三
紙
、
及
び
下
巻
第
六
紙
か
ら
第
七

紙
に
描
か
れ
る
、
中
将
邸
に
お
け
る
秀
武
に
よ
る
放
屁
芸
披
露
と
、
福
富
の
粗
相
の
両
場
面

で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
放
屁
芸
の
成
功
と
失
敗
を
描
く
こ
の
両
場
面
は
、
本
絵
巻
の
上
下
各
巻

に
お
け
る
い
わ
ば
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
両
場
面
に
は
対
比
関
係
が

築
か
れ
て
い
る
。
両
場
面
の
構
図
と
対
比
関
係
に
つ
い
て
は
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
金
沢

氏
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
が
、
同
氏
に
よ
る
両
場
面
に
つ
い
て
の
記
述
は
、『
日
本
絵
巻
大
成
』

に
お
け
る
概
説
と
い
う
媒
体
の
制
約
の
た
め
か
、
そ
れ
ほ
ど
詳
細
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
は
十
分
な
紙
幅
を
費
や
し
て
、
改
め
て
筆
者
の
観
点
か
ら
両
場
面
を
記
述
し
、
注
目

す
べ
き
絵
画
表
現
を
抽
出
す
る
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
ら
の
表
現
が
院
政
期
絵
巻
の
諸
作
例
に

見
ら
れ
る
表
現
に
淵
源
す
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

　
ま
ず
前
者
の
秀
武
に
よ
る
放
屁
芸
披
露
の
場
面
で
あ
る
。
中
将
邸
の
庭
で
踊
り
な
が
ら
放

屁
に
よ
り
妙
音
を
奏
で
る
秀
武
を
中
心
に
場
面
は
展
開
さ
れ
る
。
秀
武
の
左
側
に
は
、
秀
武

へ
の
褒
美
の
紅
の
衣
を
持
っ
て
走
り
寄
る
家
人
が
お
り
、
場
面
の
右
端
に
は
柴
垣
の
内
外
か

ら
秀
武
の
妙
技
を
見
物
す
る
人
々
、
場
面
の
左
端
に
は
竹
を
編
ん
だ
塀
の
内
外
か
ら
、
同
様

に
秀
武
に
視
線
を
注
ぐ
人
々
が
い
る
。
画
面
奥
の
殿
上
に
目
を
移
す
と
、
縁
側
で
は
中
将
の

家
人
た
ち
や
幼
い
子
供
が
秀
武
に
目
を
向
け
て
お
り
、
さ
ら
に
奥
の
室
内
に
は
中
将
や
男
性

た
ち
、
そ
し
て
御
簾
の
隙
間
か
ら
興
味
津
々
た
る
様
子
で
庭
の
情
景
を
見
守
る
女
性
た
ち
が

見
え
る
。
中
将
は
秀
武
の
芸
を
眺
め
つ
つ
、
縁
側
に
座
る
家
人
に
秀
武
に
紅
の
衣
を
与
え
る

よ
う
命
じ
、
こ
れ
に
応
じ
た
家
人
は
左
方
を
指
さ
す
。
そ
の
指
の
先
に
は
前
述
の
、
褒
美
の

衣
を
持
っ
て
走
り
来
る
家
人
が
お
り
、
中
将
の
命
に
よ
っ
て
秀
武
の
も
と
に
褒
美
が
も
た
ら

さ
れ
た
こ
と
が
視
覚
的
に
明
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
秀
武
の
放
屁
芸
が
出
発
点
と
な
り
、

こ
れ
を
見
た
中
将
が
縁
側
の
家
人
に
命
令
を
下
し
、
そ
の
命
令
が
庭
上
の
家
人
へ
と
至
り
、

そ
し
て
褒
美
の
衣
が
秀
武
の
も
と
に
届
く
と
い
う
時
間
の
流
れ
が
反
時
計
回
り
の
円
環
状
に

表
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
注
目
す
べ
き
は
縁
側
の
線
の
用
い
方
で
あ
ろ
う
。
縁
側
の
線
は
、
場
面
右
側
の
群

集
が
い
る
あ
た
り
で
は
斜
め
方
向
に
走
っ
て
い
る
が
、
肝
心
の
放
屁
芸
が
行
わ
れ
て
い
る
場

に
面
し
て
は
水
平
に
引
か
れ
て
お
り
、
本
場
面
の
構
図
全
体
に
安
定
感
を
与
え
る
。
秀
武
の

体
は
、
中
将
ら
が
い
る
建
物
の
縁
側
の
下
辺
と
左
右
の
斜
め
方
向
に
走
る
辺
が
形
成
す
る
平

行
四
辺
形
の
延
長
上
に
置
か
れ
て
お
り
、
秀
武
が
中
将
邸
と
い
う
場
に
好
意
的
に
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
る
様
が
印
象
付
け
ら
れ
る
。

　
で
は
、
後
者
の
福
富
粗
相
の
場
面
に
移
ろ
う
。
本
場
面
は
、
前
者
の
場
面
と
は
中
将
邸
の

建
物
の
形
状
が
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
の
、
放
屁
芸
を
行
う
人
物
を
中
心
に
し
て
、
そ
の
周

囲
に
見
物
す
る
人
物
を
配
し
、
画
面
奥
の
殿
上
に
は
中
将
を
は
じ
め
と
す
る
こ
の
邸
の
人
々

を
描
く
と
い
う
、
基
本
的
に
前
者
の
場
面
と
類
似
す
る
構
図
を
採
る
。
た
だ
し
、
後
者
の
本

場
面
で
描
か
れ
る
の
は
、秀
武
と
は
対
照
的
に
放
屁
芸
が
失
敗
に
終
わ
る
福
富
の
姿
で
あ
り
、

画
中
に
は
前
者
と
後
者
の
対
比
を
明
確
に
す
る
絵
画
表
現
上
の
工
夫
が
各
所
に
施
さ
れ
て
い

る
。
以
下
で
は
、
前
者
の
場
面
と
の
相
違
点
に
注
目
し
つ
つ
、
本
場
面
の
記
述
を
行
う
。

　
場
面
の
中
心
に
は
放
屁
芸
を
披
露
す
べ
く
中
将
邸
に
現
れ
た
福
富
が
い
る
が
、
秀
武
に
騙

さ
れ
て
ア
サ
ガ
オ
の
種
（
腹
下
し
の
効
果
が
あ
る
）
を
飲
ん
だ
た
め
に
、
激
し
く
脱
糞
し
て
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い
る
。
こ
れ
を
殿
上
で
見
た
中
将
は
当
然
立
腹
し
、「
尻
腰
を
死
ぬ
ば
か
り
踏
め
」
と
家
人

に
命
じ
る
。
こ
の
命
令
は
や
は
り
縁
側
に
い
る
家
人
を
経
由
し
て
庭
上
に
伝
わ
り
、
画
面
左

方
か
ら
現
れ
た
二
人
の
家
人
が
福
富
を
押
さ
え
つ
け
打
擲
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
も
先

に
見
た
秀
武
の
場
面
と
同
様
の
ゆ
る
や
か
な
反
時
計
回
り
の
円
環
状
の
構
図
が
用
い
ら
れ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
場
面
の
右
端
と
左
端
に
は
、
や
は
り
放
屁
芸
を
見
物
す
る
人
々
が
い
る

が
、
前
者
の
秀
武
の
場
面
に
比
べ
る
と
そ
の
人
数
は
少
な
く
、
ま
た
前
者
の
場
面
で
は
群
集

が
皆
前
の
め
り
に
な
っ
て
芸
に
見
入
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
本
場
面
で
は
左
端
の
二
人
は
情

景
の
醜
悪
さ
と
悪
臭
の
た
め
か
、
逃
げ
腰
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
打
擲
さ
れ
る
福
富
の
奥
、

縁
側
の
上
に
は
若
い
男
と
髭
を
蓄
え
た
男
の
二
人
組
の
家
人
が
い
る
。
こ
の
二
人
組
は
前
者

の
場
面
に
も
登
場
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
顔
を
近
づ
け
て
楽
し
げ
に
秀
武
の
妙
技
を
眺
め
て

い
た
。
一
方
本
場
面
で
は
、
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
方
向
に
、
す
な
わ
ち
若
い
男
は
庭
に
向

か
い
、
髭
を
蓄
え
た
男
は
室
内
に
向
か
っ
て
何
か
声
を
か
け
て
お
り
、
前
者
の
場
面
と
の
相

違
が
印
象
付
け
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
、
本
場
面
に
お
い
て
、
特
に
前
者
の
場
面
と
の
相
違
点
と
し
て
特
筆
す
べ
き
は
、

縁
側
の
線
の
用
い
方
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
前
者
の
場
面
に
お
い
て
中
将
ら
の
い
る

建
物
の
縁
側
の
線
は
、
放
屁
芸
を
行
う
秀
武
の
上
方
で
は
水
平
に
設
定
さ
れ
、
秀
武
が
中
将

邸
に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
様
を
印
象
付
け
て
い
た
。
一
方
本
場
面
に
お
い
て
は
、

前
者
の
場
面
と
は
全
く
異
な
る
形
で
縁
側
が
描
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
中
将
ら
の
い
る

建
物
の
縁
側
の
線
は
場
面
右
端
か
ら
左
方
に
向
け
て
水
平
方
向
に
伸
び
て
い
る
も
の
の
、
脱

糞
し
て
い
る
福
富
の
や
や
右
上
に
お
い
て
向
き
を
変
え
、
右
斜
め
上
方
向
へ
と
走
る
。
そ
し

て
、
し
ば
ら
く
右
斜
め
上
に
伸
び
て
建
物
に
奥
行
き
を
与
え
た
後
に
再
び
方
向
転
換
し
、
左

方
に
水
平
に
伸
び
て
い
く
。
つ
ま
り
本
場
面
の
構
図
の
中
心
を
な
す
脱
糞
す
る
福
富
の
身
体

は
、
斜
め
方
向
に
走
る
縁
側
の
線
の
延
長
線
上
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
も
に
片
膝

を
立
て
た
中
将
と
そ
の
家
人
の
脚
の
角
度
は
、斜
め
に
走
る
縁
側
の
線
と
ほ
ぼ
平
行
で
あ
り
、

本
場
面
の
斜
め
へ
の
方
向
性
を
強
調
す
る
。
画
面
の
中
心
部
分
に
斜
め
の
線
が
入
り
、
か
つ

そ
の
方
向
性
が
人
物
の
姿
態
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
本
場
面
の
構
図
は
、
前
者
の
場
面
の
構

図
に
比
べ
て
動
的
で
不
安
定
で
あ
る
。
夙
に
金
沢
氏
が
指
摘
し
た
本
場
面
の
構
図
の
落
ち
着

き
の
な
さ
は
、
上
記
の
よ
う
な
斜
め
の
方
向
性
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

　
ま
た
同
時
に
、
斜
め
に
走
る
縁
側
の
線
は
、
福
富
に
対
す
る
中
将
邸
の
人
々
の
嫌
悪
感
を

印
象
付
け
る
こ
と
に
も
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
画
面
右
端
か
ら
水
平
に
左
方

向
に
伸
び
て
き
た
縁
側
の
線
は
、
福
富
の
上
方
に
至
る
直
前
で
福
富
を
避
け
る
よ
う
に
右
斜

め
上
に
方
向
を
変
え
る
の
で
あ
り
、
ま
た
建
物
に
奥
行
き
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
奥
の
縁

側
上
に
い
る
二
人
組
の
家
人
や
板
戸
の
陰
か
ら
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
女
性
と
福
富
と
の
間
に
は

距
離
が
生
じ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
本
場
面
で
は
縁
側
の
線
を
途
中
で
斜
め
方
向
に
転
換
さ

せ
る
こ
と
に
よ
り
、
福
富
に
対
す
る
中
将
邸
の
人
々
の
拒
絶
反
応
を
印
象
付
け
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
中
将
邸
を
舞
台
と
す
る
二
場
面
を
描
く
に
当
た
っ
て
は
、
同
じ
建
物
の
型
を
繰
り
返
し
用

い
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
り
労
力
も
か
か
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
敢
え
て
建
物
の
形

状
を
変
え
て
い
る
の
は
、
上
記
の
よ
う
な
絵
画
表
現
が
も
た
ら
す
効
果
を
狙
っ
た
絵
師
の
創

意
に
よ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
効
果
が
強
調
し
て
い
る

の
は
、
前
者
の
場
面
に
お
け
る
秀
武
の
成
功
と
後
者
の
場
面
に
お
け
る
福
富
の
失
敗
の
対
比

で
あ
る
。
元
々
本
作
品
の
物
語
の
プ
ロ
ッ
ト
は
、
成
功
者
と
失
敗
者
の
対
比
と
い
う
構
造
を

有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
両
場
面
の
絵
画
化
に
際
し
て
な
さ
れ
た
種
々
の
工
夫
に
よ
り
、

そ
の
対
比
構
造
は
よ
り
強
固
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
先
に
金
沢
氏
に
よ
る
論
考
を
紹
介
す
る
中
で
示
し
た
よ
う
に
、
上
巻
第
二
紙
と
下

巻
第
一
紙
に
描
か
れ
た
両
場
面
に
お
い
て
も
、
同
様
の
対
比
関
係
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ	

ち
、
前
者
で
は
貧
窮
に
苦
し
む
秀
武
夫
妻
の
殺
風
景
な
寝
室
が
描
か
れ
、
後
者
で
は
、
放
屁

芸
に
よ
り
長
者
と
な
っ
た
秀
武
夫
妻
の
寝
室
が
裕
福
な
調
度
と
と
も
に
描
か
れ
て
お
り
、
成

功
す
る
前
後
に
お
け
る
秀
武
夫
妻
の
暮
ら
し
が
、
モ
チ
ー
フ
の
描
き
分
け
に
よ
っ
て
対
比
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
場
面
間
の
対
比
を
強
調
す
る
と
い
う
点
で
本
作
品
に
通
じ
る
作
品
と
し
て
、
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後
白
河
院
政
期
の
制
作
と
目
さ
れ
る
《
伴
大
納
言
絵
巻
》（
出
光
美
術
館
蔵
）
が
挙
げ
ら
れ	

る
。
黒
田
泰
三
氏
は
《
伴
大
納
言
絵
巻
》
に
お
い
て
、
単
一
場
面
内
で
の
登
場
人
物
同
士
の	

様
々
な
表
情
の
対
比
や
、
場
面
間
に
お
け
る
人
々
の
表
情
や
身
振
り
の
対
比
が
見
ら
れ
る
こ

と
を
指
摘
し
、
対
比
構
成
は
本
絵
巻
全
体
を
貫
く
特
質
で
あ
る
と
論
じ
た（
８
）。
例
え
ば
、
炎
上

す
る
応
天
門
の
風
下
で
降
り
か
か
る
火
の
粉
に
よ
っ
て
混
乱
す
る
野
次
馬
た
ち
の
様
子
と
、

風
上
で
余
裕
の
あ
る
表
情
で
火
事
を
見
物
す
る
官
人
た
ち
の
様
子
、
あ
る
い
は
、
冤
罪
に
よ

る
処
罰
が
回
避
さ
れ
た
源
信
邸
の
女
房
た
ち
の
安
堵
の
様
子
【
図
三
】
と
、
放
火
の
罪
が
露

見
し
て
主
人
が
連
行
さ
れ
た
伴
善
男
邸
の
女
房
た
ち
の
絶
望
の
様
子
【
図
四
】
な
ど
が
、
場

面
間
の
対
比
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
中
で
も
特
に
源
信
邸
と
伴
善
男
邸
を
描
く
両
場
面
は
、
貴
族
の
邸
宅
の
室
内
空

間
と
い
う
類
似
し
た
構
図
の
中
で
、
モ
チ
ー
フ
の
選
択
や
配
置
、
あ
る
い
は
人
物
の
表
情
や

身
振
り
を
描
き
分
け
る
こ
と
に
よ
り
両
者
の
対
比
を
明
確
に
す
る
と
い
う
点
で
、
本
作
品
に

お
け
る
対
比
表
現
の
手
法
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る（
９
）。
本
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
完
成
度
の

高
い
対
比
表
現
は
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》
や
、
院
政
期
当
時
存
在
し
て
い
た
他
の
説
話
絵
巻

に
お
い
て
も
恐
ら
く
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
精
緻
な
対
比
表
現
に
淵
源
を
有
す
る
こ
と
が

想
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
続
い
て
、
対
比
と
い
う
観
点
を
離
れ
て
本
作
品
の
両
場
面
と
院
政
期
絵
巻
と
の
関
係
を
探

る
と
、《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》
の
中
に
類
似
す
る
構
図
の
場
面
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
気
が

付
く
。
な
お
、
本
絵
巻
は
原
本
が
失
わ
れ
、
近
世
以
降
に
制
作
さ
れ
た
模
本
の
み
が
現
存
す

る
。
こ
こ
で
は
、
十
七
世
紀
に
原
本
を
写
し
た
と
見
ら
れ
る
明
通
寺
本
を
比
較
対
象
と
し
て

取
り
上
げ
る
）
（1
（

。

　
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》
巻
三
第
二
紙
か
ら
第
三
紙
に
描
か

れ
る
龍
宮
を
舞
台
と
し
た
場
面
で
あ
る
【
図
五
】。
こ
こ
で
は
、
主
人
公
・
彦
火
々
出
見
尊

が
失
っ
た
釣
針
を
探
す
た
め
に
龍
王
が
諸
国
に
宣
旨
を
出
し
た
と
こ
ろ
、
喉
の
腫
れ
た
男
が

召
し
出
さ
れ
、
そ
の
喉
か
ら
釣
針
が
抜
き
取
ら
れ
て
尊
の
も
と
に
戻
っ
た
と
い
う
一
連
の
出

来
事
が
一
場
面
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
本
場
面
の
画
面
を
記
述
し
て
み
よ
う
。
舞
台
と
な
っ
て
い
る
の
は
龍
宮
の
御
殿
と
そ
の
庭

で
あ
り
、
御
殿
は
画
面
の
下
縁
に
対
し
て
水
平
に
設
定
さ
れ
て
安
定
感
の
あ
る
構
図
を
形
成

す
る
。
画
面
右
端
の
殿
上
に
は
彦
火
々
出
見
尊
が
坐
し
て
お
り
、
対
面
し
て
龍
王
が
坐
し
て

い
る
。
龍
王
は
左
方
を
振
り
返
っ
て
、
左
下
の
役
人
が
手
に
持
っ
て
差
し
出
す
何
か
を
見
て

い
る
が
、
こ
れ
は
時
系
列
的
に
本
場
面
の
最
後
の
出
来
事
で
あ
る
た
め
後
述
す
る
。
こ
こ
で

先
に
目
を
向
け
る
べ
き
は
、
龍
王
の
左
方
で
、
龍
王
に
向
か
っ
て
深
く
頭
を
下
げ
て
い
る
人

物
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
人
物
が
龍
王
か
ら
発
せ
ら
れ
た
宣
旨
を
承
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
こ
か
ら
本
場
面
の
出
来
事
は
展
開
す
る
。
そ
し
て
、
画
面
左
端
の
庭
上
に
目
を
や
る
と
、

喉
を
赤
く
腫
ら
し
た
小
太
り
の
男
が
お
り
、
こ
れ
は
宣
旨
を
受
け
て
召
し
出
さ
れ
た
釣
針
の

刺
さ
っ
た
男
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
時
間
は
右
方
に
向
か
っ
て
展
開
し
、

火
箸
の
よ
う
な
も
の
で
喉
か
ら
釣
針
を
抜
き
出
さ
れ
る
男
、
口
か
ら
血
を
垂
ら
し
な
が
ら
喉

を
押
さ
え
て
う
ず
く
ま
る
男
が
順
に
描
か
れ
る
。
男
の
傍
ら
に
は
、
釣
針
を
抜
き
取
っ
て
い

た
役
人
が
立
ち
、
殿
上
の
龍
王
の
ほ
う
に
視
線
を
向
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
視
線
の
先

に
は
、
前
述
し
た
龍
王
に
何
か
を
差
し
出
す
役
人
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
こ

の
役
人
が
庭
上
で
男
の
喉
か
ら
抜
き
取
ら
れ
た
釣
針
を
龍
王
に
差
し
出
し
て
い
る
の
だ
と
い

う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
や
や
複
雑
だ
が
、
本
場
面
で
は
龍
王
か
ら
発
せ
ら
れ
た
宣
旨
が
左
方
へ
と
向

か
い
、
そ
れ
を
受
け
て
召
し
出
さ
れ
た
男
が
左
側
か
ら
登
場
し
、
そ
の
喉
か
ら
釣
針
が
抜
き

取
ら
れ
て
龍
王
の
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
る
様
が
右
方
へ
と
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す

る
に
、
こ
こ
で
は
複
数
の
出
来
事
が
反
時
計
回
り
の
円
環
を
描
き
な
が
ら
展
開
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
先
に
確
認
し
た
通
り
、
こ
の
よ
う
な
反
時
計
回
り
の
円
環
構
図
は
、
本
作
品
中
の
両
場
面

に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
本
作
品
と
《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》
は

単
に
円
環
構
図
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
両
作
品
と
も
、
場
面
の
右
側
で
殿

上
に
坐
す
貴
人
か
ら
左
方
に
向
か
っ
て
命
令
が
発
せ
ら
れ
、
こ
れ
が
遂
行
さ
れ
る
様
が
反
時

計
回
り
に
描
か
れ
る
と
い
う
点
で
、
か
な
り
強
い
構
図
上
の
親
近
性
を
示
し
て
い
る
。《
福
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り
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（

。

　
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》
巻
三
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二
紙
か
ら
第
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紙
に
描
か

れ
る
龍
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を
舞
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と
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た
場
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あ
る
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五
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こ
で
は
、
主
人
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・
彦
火
々
出
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釣
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に
龍
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諸
国
に
宣
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出
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た
と
こ
ろ
、
喉
の
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た
男
が
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出
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れ
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そ
の
喉
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釣
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が
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き
取
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も
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に
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と
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う
一
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の
出
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面
に
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本
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の
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面
を
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て
み
よ
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と
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殿
上
に
は
彦
火
々
出
見
尊
が
坐
し
て
お
り
、
対
面
し
て
龍
王
が
坐
し
て

い
る
。
龍
王
は
左
方
を
振
り
返
っ
て
、
左
下
の
役
人
が
手
に
持
っ
て
差
し
出
す
何
か
を
見
て

い
る
が
、
こ
れ
は
時
系
列
的
に
本
場
面
の
最
後
の
出
来
事
で
あ
る
た
め
後
述
す
る
。
こ
こ
で

先
に
目
を
向
け
る
べ
き
は
、
龍
王
の
左
方
で
、
龍
王
に
向
か
っ
て
深
く
頭
を
下
げ
て
い
る
人

物
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
人
物
が
龍
王
か
ら
発
せ
ら
れ
た
宣
旨
を
承
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
こ
か
ら
本
場
面
の
出
来
事
は
展
開
す
る
。
そ
し
て
、
画
面
左
端
の
庭
上
に
目
を
や
る
と
、

喉
を
赤
く
腫
ら
し
た
小
太
り
の
男
が
お
り
、
こ
れ
は
宣
旨
を
受
け
て
召
し
出
さ
れ
た
釣
針
の

刺
さ
っ
た
男
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
時
間
は
右
方
に
向
か
っ
て
展
開
し
、

火
箸
の
よ
う
な
も
の
で
喉
か
ら
釣
針
を
抜
き
出
さ
れ
る
男
、
口
か
ら
血
を
垂
ら
し
な
が
ら
喉

を
押
さ
え
て
う
ず
く
ま
る
男
が
順
に
描
か
れ
る
。
男
の
傍
ら
に
は
、
釣
針
を
抜
き
取
っ
て
い

た
役
人
が
立
ち
、
殿
上
の
龍
王
の
ほ
う
に
視
線
を
向
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
視
線
の
先

に
は
、
前
述
し
た
龍
王
に
何
か
を
差
し
出
す
役
人
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
こ

の
役
人
が
庭
上
で
男
の
喉
か
ら
抜
き
取
ら
れ
た
釣
針
を
龍
王
に
差
し
出
し
て
い
る
の
だ
と
い

う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
や
や
複
雑
だ
が
、
本
場
面
で
は
龍
王
か
ら
発
せ
ら
れ
た
宣
旨
が
左
方
へ
と
向

か
い
、
そ
れ
を
受
け
て
召
し
出
さ
れ
た
男
が
左
側
か
ら
登
場
し
、
そ
の
喉
か
ら
釣
針
が
抜
き

取
ら
れ
て
龍
王
の
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
る
様
が
右
方
へ
と
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す

る
に
、
こ
こ
で
は
複
数
の
出
来
事
が
反
時
計
回
り
の
円
環
を
描
き
な
が
ら
展
開
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
先
に
確
認
し
た
通
り
、
こ
の
よ
う
な
反
時
計
回
り
の
円
環
構
図
は
、
本
作
品
中
の
両
場
面

に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
本
作
品
と
《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》
は

単
に
円
環
構
図
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
両
作
品
と
も
、
場
面
の
右
側
で
殿

上
に
坐
す
貴
人
か
ら
左
方
に
向
か
っ
て
命
令
が
発
せ
ら
れ
、
こ
れ
が
遂
行
さ
れ
る
様
が
反
時

計
回
り
に
描
か
れ
る
と
い
う
点
で
、
か
な
り
強
い
構
図
上
の
親
近
性
を
示
し
て
い
る
。《
福
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富
草
紙
》
の
当
該
場
面
が
構
想
さ
れ
る
に
際
し
て
、《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》
の
よ
う
な
院

政
期
絵
巻
の
作
品
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
た
円
環
構
図
が
参
照
さ
れ
、
摂
取
さ
れ
た
蓋
然
性

は
高
い
と
い
え
よ
う
。

　
な
お
、《
福
富
草
紙
》
中
の
後
者
の
場
面
で
画
面
左
方
の
縁
側
上
に
い
る
二
人
組
の
う
ち
、

身
を
乗
り
出
し
て
庭
上
の
出
来
事
を
見
て
い
る
家
人
【
図
六
】
と
、《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》

当
該
場
面
の
画
面
左
方
で
、
身
を
乗
り
出
し
て
や
は
り
庭
上
の
出
来
事
を
見
て
い
る
役
人	

【
図
七
】
と
は
、
そ
の
表
情
に
親
近
性
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
は
い
ず
れ
も
眉

を
ひ
そ
め
、
庭
上
で
生
じ
て
い
る
出
来
事
（
福
富
の
粗
相
と
打
擲
／
男
の
喉
か
ら
釣
針
を
抜

く
こ
と
）
に
一
応
の
嫌
悪
感
を
示
し
つ
つ
も
、
一
方
で
は
そ
の
残
酷
な
出
来
事
を
眺
め
る
こ

と
を
楽
し
む
か
の
よ
う
に
口
角
を
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
各
場
面
内
の
同
じ
よ
う
な
位
置

に
、
近
し
い
表
情
を
示
す
人
物
が
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
し
て
良
い
だ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
な
表
情
の
人
物
を
こ
の
よ
う
な
位
置
に
配
す
る
こ
と
も
含
め
て
、
院
政
期
に
お
い
て
一

定
の
構
図
の
型
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

町
中
に
お
け
る
秀
武
の
放
屁
芸
披
露
の
場
面
（
上
巻
第
十
四
紙
か
ら
第
十
五
紙
）【
図
八
】

　
続
い
て
、
上
巻
第
十
四
紙
か
ら
第
十
五
紙
に
描
か
れ
る
、
放
屁
芸
を
習
得
し
た
秀
武
が
こ

れ
を
町
中
で
披
露
し
て
好
評
を
博
す
る
場
面
を
取
り
上
げ
る
。
本
場
面
の
中
心
と
な
っ
て
い

る
の
は
、
放
屁
に
よ
る
妙
音
を
奏
で
な
が
ら
衣
を
翻
し
て
激
し
く
踊
る
秀
武
で
あ
る
。
そ
の

周
囲
に
は
、
秀
武
の
妙
技
に
見
入
り
笑
い
さ
ざ
め
く
群
集
が
、
上
部
の
欠
け
た
半
円
を
描
く

よ
う
に
配
さ
れ
る
。
群
集
と
秀
武
の
間
に
は
一
定
の
距
離
が
取
ら
れ
、
秀
武
が
ひ
と
際
目
立

つ
よ
う
に
表
さ
れ
て
い
る
。
場
面
の
右
端
と
左
端
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
放
屁
芸
が
行
わ
れ
て
い

る
場
面
中
心
に
向
か
っ
て
走
っ
て
く
る
童
子
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
に
よ

り
、
秀
武
の
妙
技
が
評
判
を
呼
ん
で
い
る
様
が
示
唆
さ
れ
る
と
と
も
に
、
鑑
賞
者
の
視
線
が

場
面
の
中
心
に
誘
導
さ
れ
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
て
い
る
。

　
本
場
面
と
近
し
い
構
図
が
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》
中
巻
第
十
三
紙
か
ら
第
十
五
紙
に
描
か

れ
る
場
面
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
【
図
九
】。
こ
の
場
面
は
、
伴
善
男
に
仕
え
る
出
納
に
我

が
子
を
激
し
く
蹴
飛
ば
さ
れ
た
こ
と
に
激
怒
し
た
舎
人
が
、
往
来
に
お
い
て
善
男
に
よ
る
応

天
門
放
火
の
罪
を
暴
露
す
る
様
を
描
く
。
場
面
の
中
心
に
は
、
善
男
の
放
火
を
吹
聴
す
る
舎

人
夫
婦
が
お
り
、
そ
の
周
囲
に
は
上
部
の
欠
け
た
半
円
を
描
く
よ
う
に
二
人
を
取
り
囲
む
群

集
が
い
る
。
群
集
と
舎
人
夫
婦
の
間
に
は
や
は
り
距
離
が
取
ら
れ
、
二
人
が
こ
の
場
面
の
主

役
で
あ
る
こ
と
を
視
覚
的
に
明
示
す
る
。
場
面
左
端
に
は
、
舎
人
夫
妻
に
よ
る
暴
露
話
を
誰

か
に
報
告
す
べ
く
、
左
方
に
向
か
っ
て
駆
け
て
い
く
童
子
が
描
か
れ
、
噂
話
が
速
や
か
に
広

ま
っ
て
い
く
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
人
々
の
注
目
を
引
い
て
い
る
出
来
事
が
重
大
事
件
の
真

犯
人
の
告
発
と
い
う
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
内
容
で
あ
る
た
め
か
、こ
の
場
面
の
群
集
の
反
応
は
、

秀
武
の
放
屁
芸
に
爆
笑
す
る
群
集
と
は
や
や
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
場
面
右
方
に
い
る
男
は

傍
ら
の
杖
を
突
い
た
老
人
に
何
か
を
語
り
か
け
て
お
り
、
そ
の
下
方
に
い
る
二
人
組
の
男
や

半
円
の
左
端
に
い
る
三
人
組
の
男
も
、
そ
れ
ぞ
れ
何
か
言
葉
を
交
わ
し
て
い
る
。
ま
た
、
半

円
状
の
群
集
と
は
別
に
、
画
面
左
上
で
は
三
人
組
の
男
が
顔
を
寄
せ
合
っ
て
何
か
を
語
ら
っ

て
お
り
、
そ
の
下
方
に
は
何
か
を
話
し
な
が
ら
こ
の
場
を
後
に
す
る
男
た
ち
が
い
る
。
こ
れ

ら
は
皆
、
人
々
が
今
そ
こ
で
耳
に
し
た
放
火
事
件
の
真
相
の
告
発
に
つ
い
て
、
感
想
を
述
べ

合
っ
て
い
る
様
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
両
場
面
の
表
現
は
細
部
を
見
る
と
相
違
す
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
、

群
集
を
半
円
状
に
配
し
て
当
該
場
面
の
主
題
を
際
立
た
せ
る
と
い
う
点
で
、
共
通
の
構
図
法

を
用
い
て
い
る
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
佐
藤
康
宏
氏
は
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》
の
当
該
場
面
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
構

図
法
が
、
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
完
成
の
《
一
遍
聖
絵
》（
清
浄
光
寺
ほ
か
分
蔵
）
に
お

い
て
受
け
継
が
れ
つ
つ
、
そ
の
過
程
で
「
で
き
ご
と
と
無
関
係
な
群
集
」
と
い
う
要
素
が
付

加
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
）
（（
（

。《
一
遍
聖
絵
》
の
中
で
佐
藤
氏
が
取
り
上
げ
る
の
は
、

巻
四
に
描
か
れ
る
「
福
岡
の
市
」
の
場
面
で
あ
る
【
図
十
】。
本
場
面
で
描
か
れ
る
の
は
、

備
前
国
藤
井
吉
備
津
宮
の
神
主
の
息
子
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
神
主
の
息
子
は
、

自
身
の
留
守
中
に
そ
の
妻
が
一
遍
の
説
法
に
感
動
し
て
出
家
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
激
怒

し
、
後
を
追
っ
た
先
に
福
岡
の
市
で
一
遍
と
対
峙
す
る
。
画
面
に
は
、
神
主
の
息
子
が
一
遍
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に
斬
り
か
か
ら
ん
と
し
て
太
刀
に
手
を
か
け
る
緊
迫
し
た
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。《
伴
大

納
言
絵
巻
》
と
《
一
遍
聖
絵
》
の
両
場
面
を
比
較
す
る
と
、
前
者
の
場
面
に
描
か
れ
た
人
物

は
、
全
員
が
舎
人
夫
婦
の
告
発
を
聞
く
、
あ
る
い
は
聞
い
た
内
容
に
つ
い
て
語
り
合
う
と
い

う
よ
う
に
、何
ら
か
の
形
で
本
場
面
の
主
題
に
関
わ
っ
て
い
る
が
、一
方
、後
者
の
場
面
に
は
、

一
遍
を
め
ぐ
る
騒
動
に
気
が
つ
く
こ
と
な
く
、
彼
ら
と
は
無
関
係
に
過
ご
す
人
々
が
大
勢
描

か
れ
て
い
る
。
佐
藤
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
上
の
差
異
に
よ
り
、
前
者
が
演
劇
の
一
場
面

を
連
想
さ
せ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
現
実
の
光
景
そ
の
も
の
を
な
が
め
下
し
て
い
る
よ
う

な
感
じ
を
鑑
賞
者
に
与
え
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
上
述
の
差
異
は
、
唐
の
人
物
画
と
宋
の

説
話
画
の
違
い
に
対
応
す
る
と
し
て
、《
一
遍
聖
絵
》
に
関
す
る
新
た
な
論
点
を
提
示
す
る
。

　
佐
藤
氏
が
取
り
上
げ
た
《
伴
大
納
言
絵
巻
》
と
《
一
遍
聖
絵
》
の
両
場
面
と
《
福
富
草
紙
》

の
当
該
場
面
を
見
比
べ
た
時
、
本
場
面
の
群
集
が
皆
秀
武
に
関
心
を
寄
せ
て
お
り
、
本
場
面

の
構
図
法
が
前
者
に
よ
り
近
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
場

面
の
構
図
法
が
、
鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
の
絵
巻
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
さ
ず
に
、
直
接
的

と
も
い
っ
て
良
い
よ
う
な
形
で
、
院
政
期
絵
巻
の
構
図
法
を
摂
取
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

打
ち
の
め
さ
れ
た
福
富
が
帰
路
に
就
く
場
面
（
下
巻
第
八
紙
か
ら
第
九
紙
）【
図
十
一
】

　
次
に
、
中
将
邸
で
散
々
に
打
擲
さ
れ
た
福
富
が
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
姿
で
町
中
を
歩
い
て
帰
路

に
就
く
場
面
を
取
り
上
げ
る
。
場
面
右
端
に
は
血
を
流
し
な
が
ら
杖
を
突
い
て
歩
く
福
富
が

お
り
、
そ
の
前
後
に
は
福
富
を
嘲
り
囃
す
子
供
た
ち
が
二
人
ず
つ
描
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

背
後
の
一
人
は
福
富
を
指
さ
し
て
「
物
見
よ
、
翁
の
糞
放
り
て
拷
ぜ
ら
る
ゝ
を
」
と
述
べ
、

も
う
一
人
は
手
を
叩
き
な
が
ら
後
を
追
う
）
（1
（

。
前
方
の
一
人
は
釣
り
竿
の
よ
う
な
長
い
棒
を
持

ち
、
福
富
の
頭
部
か
ら
烏
帽
子
を
取
ろ
う
と
す
る
。
も
う
一
人
は
半
身
で
福
富
か
ら
逃
げ
る

よ
う
な
気
配
を
見
せ
つ
つ
も
、
手
を
叩
い
て
囃
し
立
て
る
。
画
面
奥
に
は
商
店
が
見
え
、
そ

の
戸
口
や
窓
か
ら
人
々
が
福
富
を
眺
め
て
い
る
。
右
側
の
戸
口
か
ら
は
唐
子
姿
の
子
供
が
姿

を
見
せ
、
背
後
に
は
そ
の
母
親
ら
し
き
人
物
が
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
。
左
側
の
戸
口
か
ら
は

女
の
子
が
半
身
を
出
し
て
、そ
の
隣
で
は
母
親
が
赤
子
に
乳
を
や
り
な
が
ら
福
富
を
見
遣
る
。

そ
の
隣
の
窓
で
は
、
髭
を
た
く
わ
え
た
父
親
ら
し
き
男
が
窓
枠
に
も
た
れ
て
路
上
の
情
景
を

眺
め
て
い
る
。

　
本
場
面
に
関
し
て
問
題
と
す
る
の
は
そ
の
構
図
法
で
は
な
く
、
本
場
面
で
用
い
ら
れ
る
図

像
の
由
来
で
あ
る
。
本
場
面
に
描
か
れ
た
モ
チ
ー
フ
に
は
、
直
接
的
な
引
用
関
係
と
ま
で
は

い
え
な
い
も
の
の
、
院
政
期
絵
巻
の
諸
作
例
中
に
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
と
類
似
す
る
も
の
が

複
数
見
出
さ
れ
る
。

　
ま
ず
、杖
を
突
い
て
歩
く
福
富
と
そ
れ
を
囃
し
立
て
る
子
供
た
ち
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

こ
こ
で
類
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
《
病
草
紙
》（
諸
所
に
分
蔵
）
で
あ
る
。
数
々
の
病

や
身
体
の
障
害
を
描
き
出
す
本
絵
巻
に
は
、「
病
者
」
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
周
囲
で
彼
ら
／

彼
女
ら
を
指
さ
し
嘲
笑
す
る
群
集
が
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
が
、
現
存
作
品
中
に
は
、
そ
の
群

集
の
中
に
「
病
者
」
を
囃
し
立
て
る
子
供
が
含
ま
れ
る
場
面
が
三
例
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
頭
の
あ
が
ら
な
い
乞
食
法
師
」【
図
十
二
】・「
白
子
」【
図
十
三
】・「
侏
儒
」【
図
十
四
】
の

三
場
面
で
あ
る
。
三
場
面
は
い
ず
れ
も
無
背
景
だ
が
、
旅
姿
の
女
性
や
頭
上
に
桶
を
担
ぐ
女

性
な
ど
が
描
か
れ
て
お
り
、
路
上
を
舞
台
と
し
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。「
頭
の
あ
が

ら
な
い
乞
食
法
師
」
で
は
、錫
杖
を
持
っ
て
左
方
に
歩
む
乞
食
法
師
の
前
方
に
子
供
が
い
る
。

料
紙
の
欠
損
に
よ
り
そ
の
姿
態
は
不
鮮
明
で
あ
る
も
の
の
、
両
手
を
広
げ
て
乞
食
法
師
を
馬

鹿
に
す
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
杖
を
突
い
て
よ
ろ
め
き
行
く
人
物
と
囃
し
立
て
る
子
供
と

い
う
モ
チ
ー
フ
の
組
み
合
わ
せ
は
、《
福
富
草
紙
》
の
本
場
面
に
類
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

「
白
子
」
で
は
、
右
方
に
向
か
う
白
子
の
女
の
近
く
に
、
彼
女
を
指
さ
す
坊
主
頭
の
子
供
が

描
か
れ
、
画
面
左
下
に
は
彼
女
の
ほ
う
に
駆
け
て
い
こ
う
と
す
る
子
供
が
描
か
れ
る
。「
侏	

儒
」
で
は
、
左
方
に
向
か
う
侏
儒
僧
の
背
後
に
、
彼
を
囃
し
立
て
る
子
供
が
二
人
描
か
れ
る
。

一
人
は
体
を
画
面
手
前
に
向
け
、
踊
り
な
が
ら
手
を
打
っ
て
「
病
者
」
を
嘲
笑
し
、
い
ま
一

人
は
左
方
に
走
り
な
が
ら
手
を
打
つ
。
な
お
、
後
者
の
子
供
の
姿
態
【
図
十
五
】
は
、
福
富

の
背
後
に
い
る
子
供
の
姿
態
【
図
十
六
】
と
共
通
す
る
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
《
病
草
紙
》
の
諸
場
面
に
は
、
本
場
面
の
福
富
と
子
供
た
ち
に
類
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に
斬
り
か
か
ら
ん
と
し
て
太
刀
に
手
を
か
け
る
緊
迫
し
た
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。《
伴
大

納
言
絵
巻
》
と
《
一
遍
聖
絵
》
の
両
場
面
を
比
較
す
る
と
、
前
者
の
場
面
に
描
か
れ
た
人
物

は
、
全
員
が
舎
人
夫
婦
の
告
発
を
聞
く
、
あ
る
い
は
聞
い
た
内
容
に
つ
い
て
語
り
合
う
と
い

う
よ
う
に
、何
ら
か
の
形
で
本
場
面
の
主
題
に
関
わ
っ
て
い
る
が
、一
方
、後
者
の
場
面
に
は
、

一
遍
を
め
ぐ
る
騒
動
に
気
が
つ
く
こ
と
な
く
、
彼
ら
と
は
無
関
係
に
過
ご
す
人
々
が
大
勢
描

か
れ
て
い
る
。
佐
藤
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
上
の
差
異
に
よ
り
、
前
者
が
演
劇
の
一
場
面

を
連
想
さ
せ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
現
実
の
光
景
そ
の
も
の
を
な
が
め
下
し
て
い
る
よ
う

な
感
じ
を
鑑
賞
者
に
与
え
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
上
述
の
差
異
は
、
唐
の
人
物
画
と
宋
の

説
話
画
の
違
い
に
対
応
す
る
と
し
て
、《
一
遍
聖
絵
》
に
関
す
る
新
た
な
論
点
を
提
示
す
る
。

　
佐
藤
氏
が
取
り
上
げ
た
《
伴
大
納
言
絵
巻
》
と
《
一
遍
聖
絵
》
の
両
場
面
と
《
福
富
草
紙
》

の
当
該
場
面
を
見
比
べ
た
時
、
本
場
面
の
群
集
が
皆
秀
武
に
関
心
を
寄
せ
て
お
り
、
本
場
面

の
構
図
法
が
前
者
に
よ
り
近
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
場

面
の
構
図
法
が
、
鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
の
絵
巻
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
さ
ず
に
、
直
接
的

と
も
い
っ
て
良
い
よ
う
な
形
で
、
院
政
期
絵
巻
の
構
図
法
を
摂
取
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

打
ち
の
め
さ
れ
た
福
富
が
帰
路
に
就
く
場
面
（
下
巻
第
八
紙
か
ら
第
九
紙
）【
図
十
一
】

　
次
に
、
中
将
邸
で
散
々
に
打
擲
さ
れ
た
福
富
が
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
姿
で
町
中
を
歩
い
て
帰
路

に
就
く
場
面
を
取
り
上
げ
る
。
場
面
右
端
に
は
血
を
流
し
な
が
ら
杖
を
突
い
て
歩
く
福
富
が

お
り
、
そ
の
前
後
に
は
福
富
を
嘲
り
囃
す
子
供
た
ち
が
二
人
ず
つ
描
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

背
後
の
一
人
は
福
富
を
指
さ
し
て
「
物
見
よ
、
翁
の
糞
放
り
て
拷
ぜ
ら
る
ゝ
を
」
と
述
べ
、

も
う
一
人
は
手
を
叩
き
な
が
ら
後
を
追
う
）
（1
（

。
前
方
の
一
人
は
釣
り
竿
の
よ
う
な
長
い
棒
を
持

ち
、
福
富
の
頭
部
か
ら
烏
帽
子
を
取
ろ
う
と
す
る
。
も
う
一
人
は
半
身
で
福
富
か
ら
逃
げ
る

よ
う
な
気
配
を
見
せ
つ
つ
も
、
手
を
叩
い
て
囃
し
立
て
る
。
画
面
奥
に
は
商
店
が
見
え
、
そ

の
戸
口
や
窓
か
ら
人
々
が
福
富
を
眺
め
て
い
る
。
右
側
の
戸
口
か
ら
は
唐
子
姿
の
子
供
が
姿

を
見
せ
、
背
後
に
は
そ
の
母
親
ら
し
き
人
物
が
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
。
左
側
の
戸
口
か
ら
は

女
の
子
が
半
身
を
出
し
て
、そ
の
隣
で
は
母
親
が
赤
子
に
乳
を
や
り
な
が
ら
福
富
を
見
遣
る
。

そ
の
隣
の
窓
で
は
、
髭
を
た
く
わ
え
た
父
親
ら
し
き
男
が
窓
枠
に
も
た
れ
て
路
上
の
情
景
を

眺
め
て
い
る
。

　
本
場
面
に
関
し
て
問
題
と
す
る
の
は
そ
の
構
図
法
で
は
な
く
、
本
場
面
で
用
い
ら
れ
る
図

像
の
由
来
で
あ
る
。
本
場
面
に
描
か
れ
た
モ
チ
ー
フ
に
は
、
直
接
的
な
引
用
関
係
と
ま
で
は

い
え
な
い
も
の
の
、
院
政
期
絵
巻
の
諸
作
例
中
に
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
と
類
似
す
る
も
の
が

複
数
見
出
さ
れ
る
。

　
ま
ず
、杖
を
突
い
て
歩
く
福
富
と
そ
れ
を
囃
し
立
て
る
子
供
た
ち
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

こ
こ
で
類
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
《
病
草
紙
》（
諸
所
に
分
蔵
）
で
あ
る
。
数
々
の
病

や
身
体
の
障
害
を
描
き
出
す
本
絵
巻
に
は
、「
病
者
」
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
周
囲
で
彼
ら
／

彼
女
ら
を
指
さ
し
嘲
笑
す
る
群
集
が
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
が
、
現
存
作
品
中
に
は
、
そ
の
群

集
の
中
に
「
病
者
」
を
囃
し
立
て
る
子
供
が
含
ま
れ
る
場
面
が
三
例
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
頭
の
あ
が
ら
な
い
乞
食
法
師
」【
図
十
二
】・「
白
子
」【
図
十
三
】・「
侏
儒
」【
図
十
四
】
の

三
場
面
で
あ
る
。
三
場
面
は
い
ず
れ
も
無
背
景
だ
が
、
旅
姿
の
女
性
や
頭
上
に
桶
を
担
ぐ
女

性
な
ど
が
描
か
れ
て
お
り
、
路
上
を
舞
台
と
し
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。「
頭
の
あ
が

ら
な
い
乞
食
法
師
」
で
は
、錫
杖
を
持
っ
て
左
方
に
歩
む
乞
食
法
師
の
前
方
に
子
供
が
い
る
。

料
紙
の
欠
損
に
よ
り
そ
の
姿
態
は
不
鮮
明
で
あ
る
も
の
の
、
両
手
を
広
げ
て
乞
食
法
師
を
馬

鹿
に
す
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
杖
を
突
い
て
よ
ろ
め
き
行
く
人
物
と
囃
し
立
て
る
子
供
と

い
う
モ
チ
ー
フ
の
組
み
合
わ
せ
は
、《
福
富
草
紙
》
の
本
場
面
に
類
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

「
白
子
」
で
は
、
右
方
に
向
か
う
白
子
の
女
の
近
く
に
、
彼
女
を
指
さ
す
坊
主
頭
の
子
供
が

描
か
れ
、
画
面
左
下
に
は
彼
女
の
ほ
う
に
駆
け
て
い
こ
う
と
す
る
子
供
が
描
か
れ
る
。「
侏	

儒
」
で
は
、
左
方
に
向
か
う
侏
儒
僧
の
背
後
に
、
彼
を
囃
し
立
て
る
子
供
が
二
人
描
か
れ
る
。

一
人
は
体
を
画
面
手
前
に
向
け
、
踊
り
な
が
ら
手
を
打
っ
て
「
病
者
」
を
嘲
笑
し
、
い
ま
一

人
は
左
方
に
走
り
な
が
ら
手
を
打
つ
。
な
お
、
後
者
の
子
供
の
姿
態
【
図
十
五
】
は
、
福
富

の
背
後
に
い
る
子
供
の
姿
態
【
図
十
六
】
と
共
通
す
る
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
《
病
草
紙
》
の
諸
場
面
に
は
、
本
場
面
の
福
富
と
子
供
た
ち
に
類
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す
る
モ
チ
ー
フ
の
組
み
合
わ
せ
や
共
通
の
姿
態
表
現
が
認
め
ら
れ
る
。
本
場
面
の
こ
れ
ら
の

図
像
が
、
現
存
し
な
い
場
面
を
も
含
め
た
《
病
草
紙
》
に
淵
源
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら

れ
よ
う
。

　
続
い
て
、
画
面
奥
の
商
店
か
ら
福
富
を
眺
め
る
人
々
に
つ
い
て
、
そ
の
図
像
の
由
来
を	

探
っ
て
み
た
い
。
こ
こ
で
注
目
す
る
の
は
、
左
側
の
戸
口
か
ら
福
富
を
眺
め
て
い
る
女
の

子
と
赤
子
を
抱
い
た
母
親
、
そ
し
て
そ
の
隣
で
窓
枠
に
も
た
れ
て
い
る
父
親
で
あ
る
【
図

十
七
】。
類
例
と
し
て
《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》
下
巻
（
朝
護
孫
子
寺
所
蔵
）
を
取
り
上
げ
る
。

本
巻
の
第
十
一
紙
に
は
、
生
き
別
れ
に
な
っ
た
弟
の
命
蓮
の
行
方
を
捜
す
尼
公
が
、
民
家
の

軒
先
に
腰
を
下
ろ
し
て
そ
の
消
息
を
尋
ね
る
様
が
描
か
れ
る
【
図
十
八
】。
そ
の
左
側
の
窓

か
ら
は
、
女
の
子
が
顔
の
上
半
分
だ
け
を
覗
か
せ
て
尼
公
に
視
線
を
注
い
で
お
り
、
傍
ら
に

は
赤
子
を
背
負
っ
た
母
親
が
い
る
。
そ
の
さ
ら
に
左
の
窓
か
ら
は
、
髭
を
た
く
わ
え
た
父
親

ら
し
き
男
が
棒
を
持
っ
て
身
を
乗
り
出
し
、
軒
先
に
寄
っ
て
き
た
二
匹
の
犬
を
追
い
払
っ
て

い
る
。

　
《
福
富
草
紙
》
と
《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》
を
見
比
べ
る
と
、
建
物
の
形
や
人
物
の
姿
態
は

異
な
り
、
前
者
が
後
者
を
引
き
写
し
に
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
先
に
記

述
し
た
通
り
、
女
の
子
・
母
親
・
赤
子
、
そ
し
て
髭
を
た
く
わ
え
た
父
親
と
い
う
人
物
の
構

成
と
配
置
は
、
両
者
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。《
福
富
草
紙
》
の
制
作
時
、
場
面
の
中
心

的
な
出
来
事
を
眺
め
る
添
景
人
物
を
描
く
に
際
し
て
、《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》
の
よ
う
な
院

政
期
説
話
絵
巻
の
図
像
が
参
照
さ
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
だ
ろ
う
。

福
富
が
下
痢
に
苦
し
む
場
面
（
下
巻
第
十
四
紙
）【
図
十
九
】

　
次
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
ア
サ
ガ
オ
の
種
を
飲
ん
だ
福
富
が
止
ま
ら
な
い
下
痢
に
苦
し
む

場
面
で
あ
る
。
福
富
は
石
に
両
手
を
つ
い
て
し
ゃ
が
み
込
み
、
尻
を
出
し
て
激
し
い
下
痢
を

し
て
い
る
。
右
側
か
ら
は
下
痢
に
関
心
を
示
し
た
白
い
犬
が
近
づ
い
て
い
る
。
左
側
で
は
福

富
の
妻
が
椀
に
入
っ
た
薬
を
差
し
出
し
て
い
る
。

　
本
場
面
の
福
富
と
よ
く
似
た
図
像
が
、《
病
草
紙
》
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、	

「
尻
の
穴
あ
ま
た
あ
る
男
」【
図
二
十
】
と
「
霍
乱
の
女
」【
図
二
十
一
】
の
場
面
で
あ
る
。

　
「
尻
の
穴
あ
ま
た
あ
る
男
」
で
は
、
痔
瘻
の
男
が
し
ゃ
が
み
込
ん
で
尻
を
出
し
て
排
便
し

て
お
り
、
傍
ら
の
女
が
腰
を
か
が
め
て
そ
の
有
様
を
覗
き
込
ん
で
い
る
。
福
富
が
石
に
両
手

を
つ
く
の
に
対
し
て
、
本
図
の
男
は
何
に
も
手
を
つ
い
て
お
ら
ず
、
ま
た
福
富
が
片
肌
を
脱

ぐ
の
に
対
し
て
、
本
図
の
男
は
両
腕
を
袖
に
通
し
て
い
る
と
い
っ
た
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

両
者
の
姿
態
が
酷
似
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
「
霍
乱
の
女
」
で
は
、
霍
乱
、
す
な
わ
ち
吐
い
た
り
下
し
た
り
す
る
症
状
に
苦
し
む
女
が

描
か
れ
る
。
女
は
縁
側
に
両
手
を
つ
い
て
し
ゃ
が
み
込
み
、
尻
を
出
し
て
庭
に
向
か
っ
て
排

便
し
、
口
か
ら
は
嘔
吐
し
て
い
る
。
庭
で
は
下
痢
に
興
味
を
示
し
た
白
い
犬
が
右
側
か
ら
向

か
っ
て
き
て
い
る
。
女
の
傍
ら
に
は
女
の
額
と
背
を
触
っ
て
介
抱
す
る
老
女
が
お
り
、
縁
側

の
手
前
に
は
薬
の
入
っ
た
椀
を
運
ぶ
女
が
い
る
。
室
内
に
は
両
足
で
す
り
鉢
を
押
さ
え
て
す

り
こ
ぎ
を
使
う
女
が
お
り
、
そ
の
奥
に
は
は
い
回
る
赤
子
が
見
え
る
。
本
図
の
女
は
下
痢
に

加
え
て
嘔
吐
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
ま
た
体
の
角
度
が
福
富
に
比
べ
て
真
横
向
き
に
近
い

と
い
う
点
で
《
福
富
草
紙
》
の
本
場
面
と
は
相
違
す
る
が
、や
は
り
そ
の
姿
態
は
近
似
す
る
。

ま
た
、
薬
椀
を
差
し
出
す
者
が
近
く
に
描
か
れ
る
こ
と
、
背
後
か
ら
白
い
犬
が
近
寄
る
こ
と

と
い
っ
た
、
モ
チ
ー
フ
の
組
み
合
わ
せ
の
点
で
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、《
福
富
草
紙
》
と
《
病
草
紙
》
の
二
場
面
に
は
、
近
似
す
る
姿

態
表
現
や
共
通
す
る
モ
チ
ー
フ
の
組
み
合
わ
せ
が
認
め
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
同
じ
排
便
を

描
く
場
面
で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
東
京
国
立
博
物
館
蔵
《
餓
鬼
草
紙
》
第
三
段
に
見
ら
れ

る
人
々
は
、
手
を
地
面
に
つ
か
ず
に
排
便
し
て
お
り
、
本
場
面
と
の
違
い
は
大
き
い
【
図

二
十
二
】。
こ
の
よ
う
な
場
面
と
見
比
べ
る
と
、
本
場
面
と
《
病
草
紙
》
の
二
場
面
と
の
図

像
的
な
距
離
は
極
め
て
近
い
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
中
世
の
六
道
絵
の
諸
作
例
で
人
道
の
病

苦
を
表
す
際
、
嘔
吐
す
る
病
者
の
姿
を
描
く
こ
と
は
頻
繁
に
行
わ
れ
る
が
、
下
痢
を
す
る

病
者
の
姿
を
描
く
こ
と
は
稀
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、	

《
病
草
紙
》
に
描
か
れ
た
人
物
モ
チ
ー
フ
が
、
本
場
面
の
福
富
の
姿
の
典
拠
と
な
っ
た
可
能

性
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
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秀
武
が
福
富
に
放
屁
芸
を
指
南
す
る
場
面
（
下
巻
第
四
紙
）【
図
二
十
三
】

　
以
下
で
は
単
に
姿
態
表
現
の
類
似
を
指
摘
す
る
。
本
場
面
で
は
放
屁
芸
の
教
え
を
乞
い
に

来
た
福
富
と
秀
武
が
対
面
し
て
い
る
。
右
側
の
福
富
は
か
し
こ
ま
っ
た
様
子
で
坐
り
、
左
側

の
秀
武
は
膝
を
崩
し
て
坐
る
。
秀
武
は
右
膝
を
立
て
て
体
を
自
身
か
ら
見
て
左
側
に
捻
り
、

左
手
で
指
南
書
ら
し
き
紙
を
押
さ
え
、
右
手
に
執
っ
た
扇
で
紙
面
を
指
し
な
が
ら
、
も
っ
と

も
ら
し
く
放
屁
芸
の
指
南
を
す
る
。
春
浦
院
本
で
は
画
中
詞
に
欠
失
が
あ
る
が
、
ク
リ
ー
ブ

ラ
ン
ド
美
術
館
本
に
よ
っ
て
補
う
と
、
本
場
面
で
秀
武
は
ア
サ
ガ
オ
の
種
を
十
粒
も
飲
む
よ

う
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
本
場
面
の
秀
武
と
酷
似
す
る
姿
態
の
人
物
が
《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》
巻
四
第
二
紙
に
見

出
さ
れ
る
【
図
二
十
四
】。
こ
の
人
物
は
、
彦
火
々
出
見
尊
を
歓
待
す
る
た
め
に
忙
し
く
料

理
を
作
っ
て
い
る
龍
宮
の
厨
房
に
お
い
て
描
か
れ
、
魚
を
差
し
出
す
漁
師
に
対
し
て
何
か
注

文
を
つ
け
る
よ
う
な
姿
で
あ
る
。
特
に
詞
書
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
登
場
人
物
で
は
な
い
。

そ
の
姿
態
を
見
る
と
、
右
膝
を
立
て
た
坐
勢
や
体
の
捻
り
方
、
両
手
の
形
に
至
る
ま
で
秀
武

と
酷
似
し
て
い
る
。《
福
富
草
紙
》制
作
に
際
し
て
こ
の
モ
チ
ー
フ
が
直
接
参
照
さ
れ
た
の
か
、

何
ら
か
の
作
品
を
媒
介
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
秀
武
の
姿
態
が
こ
の
人
物
の
姿
態
に

由
来
す
る
蓋
然
性
は
高
い
だ
ろ
う
。

福
富
の
妻
が
秀
武
に
噛
み
付
く
場
面
（
下
巻
第
十
六
紙
か
ら
第
十
八
紙
）【
図
二
十
五
】

　
本
場
面
で
は
、
福
富
の
妻
が
路
上
で
秀
武
に
出
会
い
、
夫
を
騙
し
た
こ
と
へ
の
仕
返
し
を

す
べ
く
、
鬼
気
迫
る
表
情
で
秀
武
の
右
腕
に
噛
み
付
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
る
【
図

二
十
六
】。
周
囲
に
は
、
福
富
の
妻
を
制
止
す
べ
く
駆
け
よ
る
子
供
、
こ
の
現
場
か
ら
逃
げ

よ
う
と
す
る
子
供
、
ま
た
こ
の
異
様
な
情
景
に
足
を
止
め
、
指
さ
し
て
語
り
合
う
人
々
な
ど

が
描
か
れ
る
。

　
人
に
噛
み
付
く
と
い
う
い
さ
さ
か
猟
奇
的
な
図
像
の
類
例
を
現
存
作
例
中
に
求
め
る
と
、

《
奇
疾
図
巻
》
中
の
「
屍
体
を
喰
う
狂
女
」
が
想
起
さ
れ
る
【
図
二
十
七
】。
本
図
で
は
、
路

上
に
置
か
れ
た
男
性
の
屍
体
の
右
肩
あ
た
り
に
食
ら
い
つ
く
狂
女
の
姿
が
描
か
れ
る
。
福
富

の
妻
と
本
図
の
狂
女
の
姿
態
は
全
く
異
な
る
が
、
眼
を
見
開
き
、
歯
を
む
き
出
し
て
噛
み
付

く
両
者
の
表
情
に
は
、
か
な
り
の
親
近
性
を
認
め
得
る
。
ま
た
、
本
図
に
も
眼
前
で
繰
り
広

げ
ら
れ
る
狂
態
に
足
を
止
め
、
こ
れ
を
指
さ
し
て
驚
き
を
示
す
人
々
が
描
か
れ
て
お
り
、《
福

富
草
紙
》
と
の
間
に
姿
態
表
現
の
類
似
こ
そ
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
画
面
を
構
成
す
る
要

素
の
共
通
性
を
感
じ
さ
せ
る
。

　
《
奇
疾
図
巻
》
は
「
異
本
病
草
紙
」
な
ど
の
名
称
で
も
知
ら
れ
、
病
を
主
題
と
し
な
が
ら

も
、
現
存
す
る
《
病
草
紙
》
と
は
系
統
を
異
に
す
る
絵
巻
で
あ
る
。
原
本
は
未
だ
発
見
さ
れ

て
お
ら
ず
、
近
世
の
模
本
十
数
本
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
図
と
し
て
掲
げ
て
い
る
の

は
、
狩
野
探
幽
に
よ
る
模
本
等
を
集
成
し
た
「
探
幽
縮
図
」
の
一
部
と
し
て
伝
来
し
た
、
京

都
国
立
博
物
館
所
蔵
の
伝
本
で
あ
る
。
本
絵
巻
は
、
多
く
の
場
面
に
お
い
て
病
者
を
眺
め
、

驚
き
・
嫌
悪
・
嘲
笑
な
ど
の
感
情
を
示
す
傍
観
者
た
ち
の
姿
を
描
い
て
お
り
、
こ
の
点
に
お

い
て
《
病
草
紙
》
と
共
通
性
を
有
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
）
（1
（

。
し
か
し
一
方
で
は
、
治
療
の

様
子
を
多
く
描
く
点
、
病
者
の
外
見
上
の
異
常
に
重
心
を
置
い
て
表
す
点
、
性
器
の
露
出
を

含
む
図
が
多
い
点
、
精
神
疾
患
を
主
題
と
す
る
場
面
が
多
い
点
、
他
の
説
話
画
や
縁
起
絵
か

ら
転
用
し
た
と
思
わ
れ
る
場
面
が
含
ま
れ
る
点
な
ど
、《
病
草
紙
》
と
の
相
違
点
も
多
く
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
本
絵
巻
の
原
本
も
首
尾
一
貫
し
た
絵
巻
と
し
て
完

成
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
先
行
す
る
複
数
の
古
画
か
ら
写
し
取
っ
た
場
面
と
、
新
規
に
描

出
し
た
場
面
を
集
積
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
て
お
り
、
原
本
の
成
立
時
期
に
つ
い

て
は
、
中
世
後
半
と
す
る
推
定
が
示
さ
れ
て
い
る
。
上
記
の
指
摘
に
は
筆
者
も
概
ね
同
意
す

る
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
原
本
の
成
立
時
期
は
院
政
期
よ
り
も
下
る
だ
ろ
う
。
た
だ	

し
、
そ
の
中
に
は
《
病
草
紙
》
を
意
識
し
て
制
作
さ
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
場
面
も
複
数
含
ま

れ
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
「
屍
体
を
喰
う
狂
女
図
」
も
、
傍
観
者
と
し
て
描
か
れ
た
市
女
笠

の
女
、
祈
祷
師
ら
し
き
老
人
、
烏
帽
子
を
着
け
た
壮
年
の
男
、
童
子
の
組
み
合
わ
せ
が
、《
病

草
紙
》
に
類
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
上
述
の
諸
点
か
ら
、
本
場
面
の
表
現
が
直
接
院
政
期
絵
巻
を
参
照
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と

は
い
え
な
い
が
、
院
政
期
絵
巻
を
参
照
し
て
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
作
品
と
の
間
に
親
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秀
武
が
福
富
に
放
屁
芸
を
指
南
す
る
場
面
（
下
巻
第
四
紙
）【
図
二
十
三
】

　
以
下
で
は
単
に
姿
態
表
現
の
類
似
を
指
摘
す
る
。
本
場
面
で
は
放
屁
芸
の
教
え
を
乞
い
に

来
た
福
富
と
秀
武
が
対
面
し
て
い
る
。
右
側
の
福
富
は
か
し
こ
ま
っ
た
様
子
で
坐
り
、
左
側

の
秀
武
は
膝
を
崩
し
て
坐
る
。
秀
武
は
右
膝
を
立
て
て
体
を
自
身
か
ら
見
て
左
側
に
捻
り
、

左
手
で
指
南
書
ら
し
き
紙
を
押
さ
え
、
右
手
に
執
っ
た
扇
で
紙
面
を
指
し
な
が
ら
、
も
っ
と

も
ら
し
く
放
屁
芸
の
指
南
を
す
る
。
春
浦
院
本
で
は
画
中
詞
に
欠
失
が
あ
る
が
、
ク
リ
ー
ブ

ラ
ン
ド
美
術
館
本
に
よ
っ
て
補
う
と
、
本
場
面
で
秀
武
は
ア
サ
ガ
オ
の
種
を
十
粒
も
飲
む
よ

う
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
本
場
面
の
秀
武
と
酷
似
す
る
姿
態
の
人
物
が
《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》
巻
四
第
二
紙
に
見

出
さ
れ
る
【
図
二
十
四
】。
こ
の
人
物
は
、
彦
火
々
出
見
尊
を
歓
待
す
る
た
め
に
忙
し
く
料

理
を
作
っ
て
い
る
龍
宮
の
厨
房
に
お
い
て
描
か
れ
、
魚
を
差
し
出
す
漁
師
に
対
し
て
何
か
注

文
を
つ
け
る
よ
う
な
姿
で
あ
る
。
特
に
詞
書
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
登
場
人
物
で
は
な
い
。

そ
の
姿
態
を
見
る
と
、
右
膝
を
立
て
た
坐
勢
や
体
の
捻
り
方
、
両
手
の
形
に
至
る
ま
で
秀
武

と
酷
似
し
て
い
る
。《
福
富
草
紙
》制
作
に
際
し
て
こ
の
モ
チ
ー
フ
が
直
接
参
照
さ
れ
た
の
か
、

何
ら
か
の
作
品
を
媒
介
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
秀
武
の
姿
態
が
こ
の
人
物
の
姿
態
に

由
来
す
る
蓋
然
性
は
高
い
だ
ろ
う
。

福
富
の
妻
が
秀
武
に
噛
み
付
く
場
面
（
下
巻
第
十
六
紙
か
ら
第
十
八
紙
）【
図
二
十
五
】

　
本
場
面
で
は
、
福
富
の
妻
が
路
上
で
秀
武
に
出
会
い
、
夫
を
騙
し
た
こ
と
へ
の
仕
返
し
を

す
べ
く
、
鬼
気
迫
る
表
情
で
秀
武
の
右
腕
に
噛
み
付
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
る
【
図

二
十
六
】。
周
囲
に
は
、
福
富
の
妻
を
制
止
す
べ
く
駆
け
よ
る
子
供
、
こ
の
現
場
か
ら
逃
げ

よ
う
と
す
る
子
供
、
ま
た
こ
の
異
様
な
情
景
に
足
を
止
め
、
指
さ
し
て
語
り
合
う
人
々
な
ど

が
描
か
れ
る
。

　
人
に
噛
み
付
く
と
い
う
い
さ
さ
か
猟
奇
的
な
図
像
の
類
例
を
現
存
作
例
中
に
求
め
る
と
、

《
奇
疾
図
巻
》
中
の
「
屍
体
を
喰
う
狂
女
」
が
想
起
さ
れ
る
【
図
二
十
七
】。
本
図
で
は
、
路

上
に
置
か
れ
た
男
性
の
屍
体
の
右
肩
あ
た
り
に
食
ら
い
つ
く
狂
女
の
姿
が
描
か
れ
る
。
福
富

の
妻
と
本
図
の
狂
女
の
姿
態
は
全
く
異
な
る
が
、
眼
を
見
開
き
、
歯
を
む
き
出
し
て
噛
み
付

く
両
者
の
表
情
に
は
、
か
な
り
の
親
近
性
を
認
め
得
る
。
ま
た
、
本
図
に
も
眼
前
で
繰
り
広

げ
ら
れ
る
狂
態
に
足
を
止
め
、
こ
れ
を
指
さ
し
て
驚
き
を
示
す
人
々
が
描
か
れ
て
お
り
、《
福

富
草
紙
》
と
の
間
に
姿
態
表
現
の
類
似
こ
そ
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
画
面
を
構
成
す
る
要

素
の
共
通
性
を
感
じ
さ
せ
る
。

　
《
奇
疾
図
巻
》
は
「
異
本
病
草
紙
」
な
ど
の
名
称
で
も
知
ら
れ
、
病
を
主
題
と
し
な
が
ら

も
、
現
存
す
る
《
病
草
紙
》
と
は
系
統
を
異
に
す
る
絵
巻
で
あ
る
。
原
本
は
未
だ
発
見
さ
れ

て
お
ら
ず
、
近
世
の
模
本
十
数
本
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
図
と
し
て
掲
げ
て
い
る
の

は
、
狩
野
探
幽
に
よ
る
模
本
等
を
集
成
し
た
「
探
幽
縮
図
」
の
一
部
と
し
て
伝
来
し
た
、
京

都
国
立
博
物
館
所
蔵
の
伝
本
で
あ
る
。
本
絵
巻
は
、
多
く
の
場
面
に
お
い
て
病
者
を
眺
め
、

驚
き
・
嫌
悪
・
嘲
笑
な
ど
の
感
情
を
示
す
傍
観
者
た
ち
の
姿
を
描
い
て
お
り
、
こ
の
点
に
お

い
て
《
病
草
紙
》
と
共
通
性
を
有
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
）
（1
（

。
し
か
し
一
方
で
は
、
治
療
の

様
子
を
多
く
描
く
点
、
病
者
の
外
見
上
の
異
常
に
重
心
を
置
い
て
表
す
点
、
性
器
の
露
出
を

含
む
図
が
多
い
点
、
精
神
疾
患
を
主
題
と
す
る
場
面
が
多
い
点
、
他
の
説
話
画
や
縁
起
絵
か

ら
転
用
し
た
と
思
わ
れ
る
場
面
が
含
ま
れ
る
点
な
ど
、《
病
草
紙
》
と
の
相
違
点
も
多
く
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
本
絵
巻
の
原
本
も
首
尾
一
貫
し
た
絵
巻
と
し
て
完

成
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
先
行
す
る
複
数
の
古
画
か
ら
写
し
取
っ
た
場
面
と
、
新
規
に
描

出
し
た
場
面
を
集
積
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
て
お
り
、
原
本
の
成
立
時
期
に
つ
い

て
は
、
中
世
後
半
と
す
る
推
定
が
示
さ
れ
て
い
る
。
上
記
の
指
摘
に
は
筆
者
も
概
ね
同
意
す

る
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
原
本
の
成
立
時
期
は
院
政
期
よ
り
も
下
る
だ
ろ
う
。
た
だ	

し
、
そ
の
中
に
は
《
病
草
紙
》
を
意
識
し
て
制
作
さ
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
場
面
も
複
数
含
ま

れ
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
「
屍
体
を
喰
う
狂
女
図
」
も
、
傍
観
者
と
し
て
描
か
れ
た
市
女
笠

の
女
、
祈
祷
師
ら
し
き
老
人
、
烏
帽
子
を
着
け
た
壮
年
の
男
、
童
子
の
組
み
合
わ
せ
が
、《
病

草
紙
》
に
類
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
上
述
の
諸
点
か
ら
、
本
場
面
の
表
現
が
直
接
院
政
期
絵
巻
を
参
照
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と

は
い
え
な
い
が
、
院
政
期
絵
巻
を
参
照
し
て
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
作
品
と
の
間
に
親
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近
性
を
持
つ
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、《
福
富
草
紙
》
の
諸
場
面
に
お
い
て
院
政
期
絵
巻
に
由
来
す
る
絵
画
表
現
が
見
ら

れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
特
に
「
中
将
邸
に
お
け
る
秀
武
の
放
屁
芸
披
露
と
福
富
の
粗

相
の
場
面
」
や
「
町
中
に
お
け
る
秀
武
の
放
屁
芸
披
露
の
場
面
」
に
お
い
て
は
、
単
に
院
政

期
絵
巻
か
ら
図
像
を
引
用
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
院
政
期
絵
巻
に
見
ら
れ
る
構
図
法
を
十
分

に
咀
嚼
し
た
う
え
で
、
こ
れ
を
応
用
し
て
画
面
構
成
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
た
。

か
つ
、
こ
の
よ
う
な
院
政
期
絵
巻
由
来
の
構
図
法
は
、
上
述
の
通
り
、
鎌
倉
・
南
北
朝
時
代

の
絵
巻
を
介
し
て
摂
取
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
院
政
期
絵
巻
か
ら
直
接
的
に
摂
取
さ
れ
た

と
見
做
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、《
福
富
草
紙
》
原
本
の
制
作
に
際
し
て
、

当
時
見
る
こ
と
が
で
き
た
院
政
期
絵
巻
諸
作
例
か
ら
の
絵
画
表
現
の
摂
取
が
積
極
的
に
行
わ

れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
、《
福
富
草
紙
》
原
本
の
制
作
背
景

　
以
下
で
は
、
前
章
ま
で
の
絵
画
表
現
に
つ
い
て
の
分
析
を
踏
ま
え
、《
福
富
草
紙
》
原
本

の
制
作
背
景
に
つ
い
て
現
段
階
に
お
け
る
私
見
を
提
示
し
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
来
こ
こ
で
ま
ず
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
こ
ま
で
絵
画
表
現

分
析
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
て
き
た
春
浦
院
本
が
、
原
本
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
た
だ
、
筆
者
の
怠
慢
ゆ
え
に
未
だ
春
浦
院
本
全
巻
の
調
査
を
実
地
に
行
っ
て
お
ら

ず
、
現
時
点
で
は
判
断
の
材
料
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
し
ば
ら
く
作
品
自
体
の
調

査
に
よ
り
春
浦
院
本
の
伝
写
本
的
性
格
を
指
摘
し
た
梅
津
氏
の
見
解
を
借
り
、
春
浦
院
本
は

《
福
富
草
紙
》
原
本
の
早
い
時
期
の
伝
写
本
で
あ
る
と
暫
定
的
に
見
做
し
て
お
く
）
（1
（

。

　
た
だ
し
、
先
述
の
ご
と
く
、
宝
徳
四
年
（
一
四
五
二
）
三
月
書
写
の
奥
書
を
持
つ
後
崇
光

院
宸
筆
「
粉
河
寺
縁
起
」
の
紙
背
に
、《
福
富
草
紙
》
の
物
語
冒
頭
部
に
対
応
す
る
文
章
が

書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
文
安
六
年
（
一
四
四
九
）
の
奥
書
を
持
つ
《
放
屁
合
戦
絵

巻
》
の
画
中
詞
に
《
福
富
草
紙
》
の
登
場
人
物
・
秀
武
の
名
が
見
え
、
か
つ
こ
の
画
中
詞
が

後
崇
光
院
の
手
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
ほ
か
な
ら
ぬ
春
浦
院
本
の
画
中
詞
筆

者
が
後
崇
光
院
と
鑑
定
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
後
崇
光
院
と
そ
の
周
辺
に
お
い

て
《
福
富
草
紙
》
制
作
と
享
受
の
機
運
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
土

屋
氏
は
先
述
の
『
国
華
』
誌
上
の
解
説
に
お
い
て
、「
福
富
草
紙
の
筋
書
き
が
後
崇
光
院
周

辺
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
」
と
し
て
、《
福
富
草
紙
》
原
本
が
院

の
周
辺
で
成
立
し
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
が
、
右
記
の
よ
う
な
本
作
品
へ
の
院
の
執
心
を
勘

案
す
る
と
、
こ
の
可
能
性
は
現
実
味
を
帯
び
て
く
る
）
（1
（

。

　
そ
し
て
、
前
章
に
お
け
る
絵
画
表
現
分
析
の
結
果
は
、
こ
の
可
能
性
に
、
よ
り
強
い
現
実

性
を
与
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
前
章
で
は
春
浦
院
本
に
お
い
て
、
ま
た
恐
ら

く
《
福
富
草
紙
》
原
本
に
お
い
て
、
積
極
的
か
つ
直
接
的
に
近
い
形
で
院
政
期
絵
巻
の
絵
画

表
現
の
摂
取
が
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
当
時
に
お
い
て
こ
の
よ
う

な
院
政
期
絵
巻
摂
取
を
主
導
し
た
蓋
然
性
の
高
い
人
物
と
し
て
は
、
後
崇
光
院
が
第
一
に
挙

げ
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

　
後
崇
光
院
（
伏
見
宮
貞
成
親
王
）
が
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
絵
巻
へ
の
強
い
情
熱
を
持
ち
続

け
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
院
の
日
記
『
看
聞
日
記
』
か
ら
、院
に
よ
る
絵
巻
進
覧
・

借
覧
の
記
事
を
抽
出
し
整
理
し
た
小
松
茂
美
氏
は
、
こ
れ
ら
の
記
事
に
お
い
て
合
計
七
十
一

種
も
の
絵
巻
の
名
が
見
え
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
）
（1
（

。
ま
た
近
年
、
高
岸
輝
氏
は
後
崇

光
院
に
よ
る
絵
巻
の
鑑
賞
・
収
集
・
転
写
・
制
作
と
い
っ
た
行
為
が
、
零
落
し
て
い
た
崇
光

流
の
正
統
性
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
回
復
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
多
数
の

事
例
の
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
た
）
（1
（

。

　
後
崇
光
院
に
よ
る
絵
巻
鑑
賞
の
事
例
の
中
で
、
本
稿
の
議
論
に
お
け
る
観
点
か
ら
特
に
注

目
す
べ
き
は
、
前
章
に
お
い
て
《
福
富
草
紙
》
と
の
絵
画
表
現
上
の
近
似
を
指
摘
し
た
《
彦

火
々
出
見
尊
絵
巻
》・《
伴
大
納
言
絵
巻
》・《
病
草
紙
》
を
、
院
が
実
見
し
て
い
る
こ
と
で
あ	

る
。

　
具
体
的
に
は
、『
看
聞
日
記
』
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
四
月
二
十
六
日
条
に
よ
る
と
、
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院
は
当
時
若
狭
の
松
永
庄
新
八
幡
宮
に
伝
来
し
て
い
た
「
彦
火
々
出
見
尊
絵
二
巻
」・「
吉
備

大
臣
絵
一
巻
」・「
伴
大
納
言
絵
一
巻
」
を
、
わ
ざ
わ
ざ
召
し
寄
せ
て
披
見
し
、「
古
弊
絵
也
、

然
而
殊
勝
也
」
と
の
感
想
を
記
し
て
い
る
）
（1
（

。
嘉
吉
元
年
の
時
点
で
「
古
弊
絵
」
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
他
に
類
例
の
な
い
こ
れ
ら
三
つ
の
主
題
の
絵
巻
が
と
も
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見

て
、
こ
の
時
に
院
が
披
見
し
た
三
作
品
が
現
存
す
る
院
政
期
絵
巻
の
《
彦
火
々
出
見
尊
絵	

巻
》・《
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
》・《
伴
大
納
言
絵
巻
》
に
該
当
す
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、《
病
草
紙
》
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
嘉
吉
元
年
の
五
月
九
日
に
、
足
利
義
教
が
西

園
寺
家
か
ら
借
り
て
い
た
「
六
道
絵
二
合
」
を
院
に
進
上
し
、
院
は
こ
れ
を
大
急
ぎ
で
見
た

と
い
う
）
（1
（

。
ま
た
、
同
年
六
月
十
七
日
に
は
、
院
が
改
め
て
西
園
寺
家
か
ら
「
六
道
絵
二
合
」

を
借
り
出
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
な
お
、
後
白
河
院
の
御
願
寺
・
蓮
華
王
院
宝
蔵
に

あ
っ
た
《
六
道
絵
》
は
、
後
に
宝
蔵
か
ら
外
に
出
さ
れ
、
西
園
寺
家
の
管
理
下
に
置
か
れ
た

こ
と
が
、
先
学
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
）
1（
（

。《
病
草
紙
》
は
《
六
道
絵
》
の
一
部
を
な

し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
後
崇
光
院
が
披
見
し
た
《
六
道
絵
》
の
中
に
は
《
病

草
紙
》
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
）
11
（

。

　
前
章
で
述
べ
た
通
り
、
春
浦
院
本
に
は
《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》
や
《
伴
大
納
言
絵
巻
》

で
用
い
ら
れ
る
構
図
法
を
十
分
に
咀
嚼
し
た
う
え
で
な
さ
れ
た
画
面
構
成
が
見
ら
れ
、
ま
た

《
病
草
紙
》
に
特
徴
的
な
図
像
に
淵
源
す
る
可
能
性
の
あ
る
モ
チ
ー
フ
の
使
用
が
見
ら
れ
た
。

《
福
富
草
紙
》
原
本
に
お
い
て
も
同
様
の
表
現
が
な
さ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な

絵
画
表
現
が
見
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
制
作
主
体
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
院
政
期
絵
巻
を
実
見
し

た
後
崇
光
院
が
存
在
し
て
い
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、《
彦
火
々
出
見
尊

絵
巻
》
と
《
伴
大
納
言
絵
巻
》
は
当
時
若
狭
に
所
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
京
都
に
お
い
て

こ
れ
ら
両
絵
巻
を
実
見
し
た
人
物
は
、院
以
外
に
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。《
福

富
草
紙
》
原
本
が
こ
れ
ら
両
絵
巻
か
ら
絵
画
表
現
を
摂
取
し
て
い
た
と
す
る
こ
と
が
妥
当
で

あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
院
が
関
与
し
て
い
た
蓋
然
性
は
か
な
り
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。

　
ま
た
、
上
記
の
三
作
品
以
外
に
も
、
後
崇
光
院
は
、
当
時
蓮
華
王
院
宝
蔵
伝
来
の
絵
巻
の

多
く
を
保
管
し
て
い
た
仁
和
寺
宝
蔵
か
ら
頻
繁
に
絵
巻
を
借
り
出
し
て
披
見
し
て
お
り
、
院

政
期
絵
巻
に
対
し
て
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
）
11
（

。
そ
の
中
で
も
《
福
富
草

紙
》
と
の
関
わ
り
と
い
う
観
点
か
ら
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、《
放
屁
合
戦
絵
巻
》（
ざ
れ
絵
）

で
あ
る
。
以
下
、
両
絵
巻
の
関
わ
り
と
後
崇
光
院
の
意
図
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
に
拠
り
つ

つ
若
干
の
私
見
を
述
べ
る
。

　
榊
原
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、《
放
屁
合
戦
絵
巻
》
の
奥
書
に
は
後
崇
光
院
の
筆
跡
で
「
定

智
筆
御
室
絵
本
写
之
／
文
安
六
年
五
月
　
日
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
仁
和
寺
に
伝

来
し
て
い
た
定
智
筆
の
絵
巻
を
文
安
六
年
（
一
四
四
九
）
五
月
に
写
し
た
も
の
と
い
う
こ
と

を
示
し
て
い
る
）
11
（

。
定
智
は
、《
善
女
龍
王
像
》（
金
剛
峯
寺
所
蔵
）
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
る

十
二
世
紀
の
絵
仏
師
で
あ
り
、
つ
ま
り
後
崇
光
院
は
こ
の
絵
巻
を
院
政
期
の
絵
仏
師
定
智
の

手
に
よ
る
作
品
と
認
識
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
転
写
を
行
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、《
福
富
草
紙
》
と
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
重
要
で
あ
る
の
は
、
先
述
の
通
り
、

こ
の
転
写
本
《
放
屁
合
戦
絵
巻
》
の
画
中
詞
が
後
崇
光
院
の
筆
跡
を
示
し
て
お
り
、
か
つ
そ

の
中
に
は
《
福
富
草
紙
》
の
主
人
公
・
秀
武
の
娘
と
名
乗
る
老
尼
が
登
場
し
、
本
絵
巻
を	

《
福
富
草
紙
》
の
後
日
譚
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
）
11
（

。
た
だ
、
先
に
紹
介
し

た
よ
う
に
上
野
氏
は
、《
福
富
草
紙
》
が
本
絵
巻
に
先
行
す
る
こ
と
は
考
え
難
く
、
本
絵
巻

の
画
中
詞
は
、
後
崇
光
院
の
創
意
に
よ
っ
て
《
福
富
草
紙
》
を
想
起
さ
せ
る
べ
く
当
て
書
き

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
）
11
（

。
さ
ら
に
上
野
氏
は
、
院
政
期
の
《
放
屁

合
戦
絵
巻
》
が
、
後
崇
光
院
に
よ
る
転
写
と
画
中
詞
の
書
入
れ
に
よ
っ
て
再
生
し
、
歴
史
上

に
新
た
に
位
置
付
け
ら
れ
た
と
い
う
旨
の
推
測
を
付
け
加
え
て
い
る
。
非
常
に
魅
力
的
な
見

解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
別
の
角
度
か
ら
見
て
、
上
野
氏
に
よ
る
見
解
に
付
言
す
る
と
、
後
崇
光
院
に
よ
る

《
放
屁
合
戦
絵
巻
》
の
転
写
と
画
中
詞
書
入
れ
に
は
、《
放
屁
合
戦
絵
巻
》
に
《
福
富
草
紙
》

の
後
日
譚
と
い
う
新
た
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
与
え
る
だ
け
で
は
な
く
、《
福
富
草
紙
》
に
院

政
期
絵
巻
の
権
威
を
ま
と
わ
せ
る
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
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院
は
当
時
若
狭
の
松
永
庄
新
八
幡
宮
に
伝
来
し
て
い
た
「
彦
火
々
出
見
尊
絵
二
巻
」・「
吉
備

大
臣
絵
一
巻
」・「
伴
大
納
言
絵
一
巻
」
を
、
わ
ざ
わ
ざ
召
し
寄
せ
て
披
見
し
、「
古
弊
絵
也
、

然
而
殊
勝
也
」
と
の
感
想
を
記
し
て
い
る
）
（1
（

。
嘉
吉
元
年
の
時
点
で
「
古
弊
絵
」
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
他
に
類
例
の
な
い
こ
れ
ら
三
つ
の
主
題
の
絵
巻
が
と
も
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見

て
、
こ
の
時
に
院
が
披
見
し
た
三
作
品
が
現
存
す
る
院
政
期
絵
巻
の
《
彦
火
々
出
見
尊
絵	

巻
》・《
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
》・《
伴
大
納
言
絵
巻
》
に
該
当
す
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、《
病
草
紙
》
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
嘉
吉
元
年
の
五
月
九
日
に
、
足
利
義
教
が
西

園
寺
家
か
ら
借
り
て
い
た
「
六
道
絵
二
合
」
を
院
に
進
上
し
、
院
は
こ
れ
を
大
急
ぎ
で
見
た

と
い
う
）
（1
（

。
ま
た
、
同
年
六
月
十
七
日
に
は
、
院
が
改
め
て
西
園
寺
家
か
ら
「
六
道
絵
二
合
」

を
借
り
出
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
な
お
、
後
白
河
院
の
御
願
寺
・
蓮
華
王
院
宝
蔵
に

あ
っ
た
《
六
道
絵
》
は
、
後
に
宝
蔵
か
ら
外
に
出
さ
れ
、
西
園
寺
家
の
管
理
下
に
置
か
れ
た

こ
と
が
、
先
学
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
）
1（
（

。《
病
草
紙
》
は
《
六
道
絵
》
の
一
部
を
な

し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
後
崇
光
院
が
披
見
し
た
《
六
道
絵
》
の
中
に
は
《
病

草
紙
》
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
）
11
（

。

　
前
章
で
述
べ
た
通
り
、
春
浦
院
本
に
は
《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》
や
《
伴
大
納
言
絵
巻
》

で
用
い
ら
れ
る
構
図
法
を
十
分
に
咀
嚼
し
た
う
え
で
な
さ
れ
た
画
面
構
成
が
見
ら
れ
、
ま
た

《
病
草
紙
》
に
特
徴
的
な
図
像
に
淵
源
す
る
可
能
性
の
あ
る
モ
チ
ー
フ
の
使
用
が
見
ら
れ
た
。

《
福
富
草
紙
》
原
本
に
お
い
て
も
同
様
の
表
現
が
な
さ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な

絵
画
表
現
が
見
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
制
作
主
体
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
院
政
期
絵
巻
を
実
見
し

た
後
崇
光
院
が
存
在
し
て
い
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、《
彦
火
々
出
見
尊

絵
巻
》
と
《
伴
大
納
言
絵
巻
》
は
当
時
若
狭
に
所
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
京
都
に
お
い
て

こ
れ
ら
両
絵
巻
を
実
見
し
た
人
物
は
、院
以
外
に
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。《
福

富
草
紙
》
原
本
が
こ
れ
ら
両
絵
巻
か
ら
絵
画
表
現
を
摂
取
し
て
い
た
と
す
る
こ
と
が
妥
当
で

あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
院
が
関
与
し
て
い
た
蓋
然
性
は
か
な
り
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。

　
ま
た
、
上
記
の
三
作
品
以
外
に
も
、
後
崇
光
院
は
、
当
時
蓮
華
王
院
宝
蔵
伝
来
の
絵
巻
の

多
く
を
保
管
し
て
い
た
仁
和
寺
宝
蔵
か
ら
頻
繁
に
絵
巻
を
借
り
出
し
て
披
見
し
て
お
り
、
院

政
期
絵
巻
に
対
し
て
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
）
11
（

。
そ
の
中
で
も
《
福
富
草

紙
》
と
の
関
わ
り
と
い
う
観
点
か
ら
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、《
放
屁
合
戦
絵
巻
》（
ざ
れ
絵
）

で
あ
る
。
以
下
、
両
絵
巻
の
関
わ
り
と
後
崇
光
院
の
意
図
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
に
拠
り
つ

つ
若
干
の
私
見
を
述
べ
る
。

　
榊
原
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、《
放
屁
合
戦
絵
巻
》
の
奥
書
に
は
後
崇
光
院
の
筆
跡
で
「
定

智
筆
御
室
絵
本
写
之
／
文
安
六
年
五
月
　
日
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
仁
和
寺
に
伝

来
し
て
い
た
定
智
筆
の
絵
巻
を
文
安
六
年
（
一
四
四
九
）
五
月
に
写
し
た
も
の
と
い
う
こ
と

を
示
し
て
い
る
）
11
（

。
定
智
は
、《
善
女
龍
王
像
》（
金
剛
峯
寺
所
蔵
）
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
る

十
二
世
紀
の
絵
仏
師
で
あ
り
、
つ
ま
り
後
崇
光
院
は
こ
の
絵
巻
を
院
政
期
の
絵
仏
師
定
智
の

手
に
よ
る
作
品
と
認
識
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
転
写
を
行
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、《
福
富
草
紙
》
と
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
重
要
で
あ
る
の
は
、
先
述
の
通
り
、

こ
の
転
写
本
《
放
屁
合
戦
絵
巻
》
の
画
中
詞
が
後
崇
光
院
の
筆
跡
を
示
し
て
お
り
、
か
つ
そ

の
中
に
は
《
福
富
草
紙
》
の
主
人
公
・
秀
武
の
娘
と
名
乗
る
老
尼
が
登
場
し
、
本
絵
巻
を	

《
福
富
草
紙
》
の
後
日
譚
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
）
11
（

。
た
だ
、
先
に
紹
介
し

た
よ
う
に
上
野
氏
は
、《
福
富
草
紙
》
が
本
絵
巻
に
先
行
す
る
こ
と
は
考
え
難
く
、
本
絵
巻

の
画
中
詞
は
、
後
崇
光
院
の
創
意
に
よ
っ
て
《
福
富
草
紙
》
を
想
起
さ
せ
る
べ
く
当
て
書
き

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
）
11
（

。
さ
ら
に
上
野
氏
は
、
院
政
期
の
《
放
屁

合
戦
絵
巻
》
が
、
後
崇
光
院
に
よ
る
転
写
と
画
中
詞
の
書
入
れ
に
よ
っ
て
再
生
し
、
歴
史
上

に
新
た
に
位
置
付
け
ら
れ
た
と
い
う
旨
の
推
測
を
付
け
加
え
て
い
る
。
非
常
に
魅
力
的
な
見

解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
別
の
角
度
か
ら
見
て
、
上
野
氏
に
よ
る
見
解
に
付
言
す
る
と
、
後
崇
光
院
に
よ
る

《
放
屁
合
戦
絵
巻
》
の
転
写
と
画
中
詞
書
入
れ
に
は
、《
放
屁
合
戦
絵
巻
》
に
《
福
富
草
紙
》

の
後
日
譚
と
い
う
新
た
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
与
え
る
だ
け
で
は
な
く
、《
福
富
草
紙
》
に
院

政
期
絵
巻
の
権
威
を
ま
と
わ
せ
る
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
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こ
に
は
、
室
町
時
代
に
新
規
に
成
立
し
た
《
福
富
草
紙
》
を
、
あ
た
か
も
院
政
期
絵
巻
の	

《
放
屁
合
戦
絵
巻
》
に
先
行
す
る
作
品
の
よ
う
に
演
出
し
、
宝
蔵
絵
と
同
列
の
絵
巻
と
し
て

本
絵
巻
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

こ
と
は
、上
述
の
《
福
富
草
紙
》
に
お
け
る
積
極
的
な
院
政
期
絵
巻
の
絵
画
表
現
の
摂
取
と
、

軌
を
一
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、《
福
富
草
紙
》
原
本
の
制
作
に
際
し

て
は
、《
放
屁
合
戦
絵
巻
》
の
前
日
譚
と
し
て
の
文
脈
付
け
と
、
院
政
期
絵
巻
諸
作
例
の
絵

画
表
現
の
摂
取
に
よ
る
院
政
期
絵
巻
に
準
じ
る
絵
巻
の
創
出
が
企
図
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
《
福
富
草
紙
》
の
よ
う
な
卑
俗
な
主
題
を
描
く
絵
巻
に
こ
れ
ほ
ど
の
意
味
付
け
が
な
さ
れ

て
い
た
の
か
、
や
や
疑
問
に
思
う
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
通
り
、
本
絵
巻

は
そ
の
後
長
き
に
わ
た
っ
て
数
多
く
の
伝
本
が
制
作
さ
れ
、
ま
た
榊
原
氏
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
の
狩
野
晴
川
院
養
信
筆
《
四
季
耕
作
図
屏
風
》
で
は
、
春
浦

院
本
か
ら
極
め
て
多
く
の
モ
チ
ー
フ
の
引
用
が
な
さ
れ
て
い
た
）
11
（

。
こ
れ
ら
後
世
に
お
け
る	

《
福
富
草
紙
》
受
容
の
事
例
は
、
本
絵
巻
が
規
範
性
を
持
つ
絵
巻
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
た

様
相
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
上
述
の
本
絵
巻
原
本
成
立
時
に
お
け
る
院
政
期
絵

巻
に
よ
る
権
威
付
け
が
、か
か
る
規
範
性
の
源
泉
と
な
っ
た
と
考
え
る
の
は
、あ
ま
り
に
穿
っ

た
見
方
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、《
福
富
草
紙
》
原
本
成
立
の
背
景
に
、
院
政
期
絵
巻
へ

の
強
烈
な
意
識
が
あ
っ
た
蓋
然
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

む
す
び

　
以
上
本
稿
で
は
、
第
一
章
で
、
春
浦
院
本
《
福
富
草
紙
》
に
院
政
期
絵
巻
由
来
の
絵
画
表

現
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
特
に
そ
の
構
図
法
な
ど
に
は
積
極
的
な
院
政
期
絵
巻

摂
取
の
跡
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
第
二
章
で
は
、《
福
富
草
紙
》
原
本
の
制
作
背

景
に
つ
い
て
考
察
し
、
本
絵
巻
の
制
作
に
後
崇
光
院
が
深
く
関
与
し
て
い
た
蓋
然
性
が
高
い

こ
と
、
ま
た
本
絵
巻
が
院
政
期
絵
巻
に
準
じ
る
絵
巻
の
創
出
を
企
図
し
て
制
作
さ
れ
た
可
能

性
が
あ
る
こ
と
を
提
示
し
た
。
制
作
背
景
に
関
す
る
考
察
は
実
証
性
に
欠
け
る
う
ら
み
が
あ

る
が
、
現
段
階
に
お
け
る
試
論
と
し
て
提
示
す
る
次
第
で
あ
る
。
た
だ
、
再
三
に
わ
た
り
述

べ
て
き
た
よ
う
に
、《
福
富
草
紙
》
に
積
極
的
な
院
政
期
絵
巻
の
絵
画
表
現
摂
取
の
跡
が
認

め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
絵
巻
に
適
切
な
美
術
史
上
の
位
置
を
与
え
る
た
め
の
足
が
か

り
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
下
、
今
後
の
見
通
し
と
課
題
を
示
し
て
、
本
稿
の
む
す
び
に
代
え
た
い
。

　
後
崇
光
院
に
よ
る
院
政
期
絵
巻
の
摂
取
・
再
生
に
関
す
る
注
目
す
べ
き
事
例
と
し
て
、《
法

師
物
語
絵
巻
》
の
制
作
が
挙
げ
ら
れ
る
）
11
（

。
本
絵
巻
は
各
場
面
に
法
師
と
小
法
師
が
登
場
し
て

滑
稽
譚
を
繰
り
広
げ
る
作
品
で
あ
る
。
現
存
す
る
本
絵
巻
は
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
四
月

九
日
に
後
崇
光
院
が
制
作
を
命
じ
た
「
山
寺
法
師
絵
」
に
該
当
す
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、

院
は
そ
れ
以
前
に
「
一
口
物
語
」
と
い
う
同
主
題
の
絵
巻
を
借
覧
し
、
こ
れ
を
「
宝
蔵
絵
の

部
類
」
と
見
做
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
蓮
華
王
院
宝
蔵
由
来
の
「
一
口
物
語
絵
巻
」
を	

「
山
寺
法
師
絵
」
と
し
て
再
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
構
図
感
覚
や
場
面
転

換
の
手
法
が
春
浦
院
本
《
福
富
草
紙
》
と
通
じ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
本
絵
巻
の
制

作
背
景
や
院
に
よ
る
院
政
期
絵
巻
受
容
の
様
相
を
知
る
う
え
で
極
め
て
重
要
な
作
例
と
思
わ

れ
る
）
11
（

。
今
は
詳
論
の
用
意
が
な
く
、
後
考
を
期
し
た
い
。

　
後
崇
光
院
の
時
代
を
遡
る
時
期
に
目
を
向
け
る
と
、
十
四
世
紀
の
複
数
の
絵
巻
に
お
い
て

院
政
期
絵
巻
の
摂
取
が
知
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
鎌
倉
時
代
後
期
の
絵
所
預
・
高
階
隆
兼

に
よ
る
記
念
碑
的
な
作
品
で
あ
る
《
春
日
権
現
験
記
絵
巻
》
に
お
い
て
、
後
白
河
院
の
下
で

制
作
さ
れ
た
《
年
中
行
事
絵
巻
》
か
ら
の
モ
チ
ー
フ
や
構
図
の
転
用
が
数
多
く
見
ら
れ
る
こ

と
は
夙
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
）
11
（

、
近
年
で
は
高
岸
輝
氏
に
よ
り
、
後
白
河
院
政
期
に
制
作
さ
れ

た
《
病
草
紙
》
に
見
ら
れ
る
構
図
や
モ
チ
ー
フ
が
、《
春
日
権
現
験
記
絵
巻
》・《
玄
奘
三
蔵

絵
巻
》・《
絵
師
草
紙
》
と
い
っ
た
高
階
隆
兼
周
辺
の
作
品
に
お
い
て
引
用
さ
れ
た
可
能
性
が

論
じ
ら
れ
て
い
る
）
1（
（

。
恐
ら
く
は
、
日
本
美
術
史
上
の
各
時
代
を
通
し
て
、
院
政
期
絵
巻
の
摂

取
・
転
写
・
再
生
と
い
っ
た
行
為
は
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
様
相
を
個
別
の
作
例

に
即
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
は
、
院
政
期
絵
巻
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
絵
巻
の
歴
史
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に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。《
福
富
草
紙
》
と
い
う
個

別
の
作
品
の
み
を
扱
っ
た
本
稿
と
し
て
は
や
や
飛
躍
が
過
ぎ
る
よ
う
だ
が
、
今
後
の
大
き
な

課
題
と
し
て
記
し
て
お
き
た
い
。

注（
1
）	

梅
津
次
郎
「
福
富
草
紙
」（
梅
津
次
郎
・
岡
見
正
雄
編
集
『
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
』
十
八
巻
、
角

川
書
店
、
一
九
七
九
年
、
初
出
は
『
日
本
絵
巻
物
全
集
』
十
八
巻
、
一
九
六
八
年
）。
な
お
、
橋
村
愛

子
氏
は
、
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
が
運
営
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、『
ひ
ょ
う
ご
歴
史
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
』

に
お
い
て
、
二
巻
本
系
統
の
伝
本
と
し
て
、
春
浦
院
本
系
十
二
種
、
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
美
術
館
本
系
四

種
の
計
十
六
種
を
紹
介
し
て
い
る
。https://w

w
w
.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/historystation	

/rekihaku-m
eet/sem

inar/fukutom
i/index.htm

l

（
最
終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
九
年
十
二
月
十

日
）。

（
2
）	

金
沢
弘
「「
福
富
草
紙
」
考
」（
小
松
茂
美
編
集
『
日
本
絵
巻
大
成
』
二
十
五
巻
、
中
央
公
論
社
、

一
九
七
九
年
）。

（
3
）	

榊
原
悟
「
放
屁
譚
三
題
」（『
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
開
館
廿
五
周
年
記
念
論
集
』
二
号
、
一
九
八
七	

年
）。

（
4
）	

上
野
友
愛
「
数
寄
か
ら
広
が
る
絵
巻
好
き
」（
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
編
集
『
絵
巻
マ
ニ
ア
列
伝
』
展

覧
会
図
録
、
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
、
二
〇
一
七
年
）。

（
5
）	

榊
原
悟
「
御
用
絵
師
狩
野
派
の
研
究
」（『
鹿
島
美
術
研
究
（
年
報
十
四
号
別
冊
）』
鹿
島
美
術
財

団
、一
九
九
七
年
）、同
「
狩
野
晴
川
院
筆
『
四
季
耕
作
図
屏
風
』
に
つ
い
て	

︱
御
用
絵
師
の
仕
事
︱
」	

（『
野
村
美
術
館
研
究
紀
要
』
六
号
、
一
九
九
七
年
）。

（
6
）	

注
一
前
掲
の
『
ひ
ょ
う
ご
歴
史
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
』
を
参
照
。

（
7
）	

土
屋
貴
裕
「
福
富
草
紙
」（『
国
華
』
一
四
四
三
号
、
二
〇
一
六
年
）。

（
8
）	

黒
田
泰
三
「「
伴
大
納
言
絵
巻
」
に
お
け
る
人
物
表
現
の
特
徴	

︱
旧
永
久
寺
伝
来
「
真
言
八
祖

行
状
図
」
と
の
比
較
を
参
考
に
し
て
︱
」（
同
『
新
編
名
宝
日
本
の
美
術
』
十
二
巻
、
小
学
館
、

一
九
九
一
年
）。

（
9
）	

山
本
聡
美
氏
は
、
信
邸
の
室
内
に
は
質
素
な
調
度
品
が
、
善
男
邸
の
室
内
に
は
酒
器
を
は
じ
め
と

す
る
多
く
の
品
々
が
描
か
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
が
、
因
果
応
報
に
よ
る
善
男

の
哀
れ
な
結
末
を
納
得
さ
せ
る
機
能
を
有
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
。
山
本
聡
美
「「
伴
大
納
言
絵
巻
」

に
お
け
る
経
説
の
利
用
︱
伴
善
男
邸
に
描
か
れ
た
破
戒
の
モ
チ
ー
フ
」（
佐
野
み
ど
り
、
加
須
屋
誠
、

藤
原
重
雄
編
集
『
中
世
絵
画
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
Ⅱ
』
青
簡
舎
、
二
〇
一
四
年
）。

（
10
）	

明
通
寺
本
制
作
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
小
松
茂
美
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
の
研
究
』（
東
京
美
術
、

一
九
七
四
年
）
を
参
照
。

（
11
）	

佐
藤
康
宏
「
形
態
の
増
殖
︱
「
一
遍
聖
絵
」・「
彦
根
屏
風
」・「
動
植
綵
絵
」」（
板
倉
聖
哲
編
集
『
講

座
日
本
美
術
史
』
二
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
12
）	

画
中
詞
の
釈
文
に
つ
い
て
は
、
小
山
聡
子
・
五
月
女
肇
志
・
原
由
来
恵
「『
福
富
草
紙
』（
下
巻
）
注	

釈
」（
小
峯
和
明
編
集
『
ア
ジ
ア
遊
学
一
五
九
　
〈
予
言
文
学
〉
の
世
界	

︱
過
去
と
未
来
を
繋
ぐ
言

説
︱
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
。

（
13
）	

加
須
屋
誠
・
山
本
聡
美
編
著
『
病
草
紙
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一
七
年
）。

（
14
）	

注
一
前
掲
梅
津
論
文
。

（
15
）	

注
七
前
掲
土
屋
論
文
。

（
16
）	

注
十
前
掲
小
松
著
書
。

（
17
）	

高
岸
輝
「
天
皇
と
中
世
絵
巻
」（
高
岸
輝
・
黒
田
智
『
天
皇
の
美
術
史
』
三
巻
、
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
七
年
）

（
18
）	『
看
聞
日
記
』
嘉
吉
元
年
四
月
二
十
六
日
条
（『
図
書
寮
叢
刊
　
看
聞
日
記
六
』
宮
内
庁
書
陵
部
、

二
〇
一
二
年
よ
り
引
用
。
以
下
『
看
聞
日
記
』
の
記
事
は
全
て
同
書
よ
り
引
用
）

　
　
（
前
略
）
抑
若
州
松
永
庄
新
八
幡
宮
ニ
有
絵
云
々
、
浄
喜
申
之
間
、
社
家
へ
被
仰
て
被
借
召
、
今
日

到
来
、
有
四
巻
、
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
、
吉
備
大
臣
絵
一
巻
、
伴
大
納
言
絵
一
巻
金
岡
筆
云
々
、
詞

之
端
破
損
不
見
、
古
弊
絵
也
、
然
而
殊
勝
也
、
禁
裏
為
入
見
参
召
上
了
（
後
略
）

（
19
）	『
看
聞
日
記
』
嘉
吉
元
年
五
月
九
日
条

　
　
九
日
、
雨
降
、
持
経
朝
臣
六
道
絵
二
合
十
一
巻
、
入
見
参
、
片
時
電
覧
、
則
返
遣
、
是
西
園
寺
絵
也
、

公
方
諸
方
へ
被
仰
、
伝
奏
借
請
歟
（
後
略
）

（
20
）	『
看
聞
日
記
』
嘉
吉
元
年
六
月
十
七
日
条

　
　
（
前
略
）
西
園
寺
六
道
絵
二
合
進
之
、
軈
内
裏
へ
入
見
参
、（
後
略
）

（
21
）	

加
須
屋
誠
「
総
論
「
病
草
紙
」」（
注
十
三
前
掲
加
須
屋
・
山
本
編
著
書
所
収
）。

（
22
）	

佐
野
み
ど
り
「
病
草
紙
研
究
」（
同
『
風
流
　
造
形
　
物
語	

︱
日
本
美
術
の
構
造
と
機
能
︱
』
ス

カ
イ
ド
ア
、
一
九
九
七
年
、
初
出
は
『
国
華
』
一
〇
三
九
号
・
一
〇
四
〇
号
、
一
九
八
一
年
）、
注

十
三
前
掲
加
須
屋
論
文
。

（
23
）	

蓮
華
王
院
宝
蔵
の
絵
巻
が
仁
和
寺
宝
蔵
に
移
管
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
田
島
公
「
中
世
天
皇

家
の
文
庫
・
宝
蔵
の
変
遷	

︱
蔵
書
目
録
の
紹
介
と
収
蔵
品
の
行
方
︱
」（『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
』

二
号
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
。

（
24
）	

注
三
前
掲
榊
原
論
文
。
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に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。《
福
富
草
紙
》
と
い
う
個

別
の
作
品
の
み
を
扱
っ
た
本
稿
と
し
て
は
や
や
飛
躍
が
過
ぎ
る
よ
う
だ
が
、
今
後
の
大
き
な

課
題
と
し
て
記
し
て
お
き
た
い
。

注（
1
）	

梅
津
次
郎
「
福
富
草
紙
」（
梅
津
次
郎
・
岡
見
正
雄
編
集
『
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
』
十
八
巻
、
角

川
書
店
、
一
九
七
九
年
、
初
出
は
『
日
本
絵
巻
物
全
集
』
十
八
巻
、
一
九
六
八
年
）。
な
お
、
橋
村
愛

子
氏
は
、
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
が
運
営
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、『
ひ
ょ
う
ご
歴
史
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
』

に
お
い
て
、
二
巻
本
系
統
の
伝
本
と
し
て
、
春
浦
院
本
系
十
二
種
、
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
美
術
館
本
系
四

種
の
計
十
六
種
を
紹
介
し
て
い
る
。https://w

w
w
.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/historystation	

/rekihaku-m
eet/sem

inar/fukutom
i/index.htm
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（
最
終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
九
年
十
二
月
十

日
）。

（
2
）	

金
沢
弘
「「
福
富
草
紙
」
考
」（
小
松
茂
美
編
集
『
日
本
絵
巻
大
成
』
二
十
五
巻
、
中
央
公
論
社
、

一
九
七
九
年
）。

（
3
）	

榊
原
悟
「
放
屁
譚
三
題
」（『
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
開
館
廿
五
周
年
記
念
論
集
』
二
号
、
一
九
八
七	

年
）。

（
4
）	

上
野
友
愛
「
数
寄
か
ら
広
が
る
絵
巻
好
き
」（
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
編
集
『
絵
巻
マ
ニ
ア
列
伝
』
展

覧
会
図
録
、
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
、
二
〇
一
七
年
）。

（
5
）	

榊
原
悟
「
御
用
絵
師
狩
野
派
の
研
究
」（『
鹿
島
美
術
研
究
（
年
報
十
四
号
別
冊
）』
鹿
島
美
術
財

団
、一
九
九
七
年
）、同
「
狩
野
晴
川
院
筆
『
四
季
耕
作
図
屏
風
』
に
つ
い
て	

︱
御
用
絵
師
の
仕
事
︱
」	

（『
野
村
美
術
館
研
究
紀
要
』
六
号
、
一
九
九
七
年
）。

（
6
）	

注
一
前
掲
の
『
ひ
ょ
う
ご
歴
史
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
』
を
参
照
。

（
7
）	

土
屋
貴
裕
「
福
富
草
紙
」（『
国
華
』
一
四
四
三
号
、
二
〇
一
六
年
）。

（
8
）	

黒
田
泰
三
「「
伴
大
納
言
絵
巻
」
に
お
け
る
人
物
表
現
の
特
徴	

︱
旧
永
久
寺
伝
来
「
真
言
八
祖

行
状
図
」
と
の
比
較
を
参
考
に
し
て
︱
」（
同
『
新
編
名
宝
日
本
の
美
術
』
十
二
巻
、
小
学
館
、

一
九
九
一
年
）。

（
9
）	

山
本
聡
美
氏
は
、
信
邸
の
室
内
に
は
質
素
な
調
度
品
が
、
善
男
邸
の
室
内
に
は
酒
器
を
は
じ
め
と

す
る
多
く
の
品
々
が
描
か
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
が
、
因
果
応
報
に
よ
る
善
男

の
哀
れ
な
結
末
を
納
得
さ
せ
る
機
能
を
有
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
。
山
本
聡
美
「「
伴
大
納
言
絵
巻
」

に
お
け
る
経
説
の
利
用
︱
伴
善
男
邸
に
描
か
れ
た
破
戒
の
モ
チ
ー
フ
」（
佐
野
み
ど
り
、
加
須
屋
誠
、

藤
原
重
雄
編
集
『
中
世
絵
画
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
Ⅱ
』
青
簡
舎
、
二
〇
一
四
年
）。

（
10
）	

明
通
寺
本
制
作
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
小
松
茂
美
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
の
研
究
』（
東
京
美
術
、

一
九
七
四
年
）
を
参
照
。

（
11
）	

佐
藤
康
宏
「
形
態
の
増
殖
︱
「
一
遍
聖
絵
」・「
彦
根
屏
風
」・「
動
植
綵
絵
」」（
板
倉
聖
哲
編
集
『
講

座
日
本
美
術
史
』
二
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
12
）	

画
中
詞
の
釈
文
に
つ
い
て
は
、
小
山
聡
子
・
五
月
女
肇
志
・
原
由
来
恵
「『
福
富
草
紙
』（
下
巻
）
注	

釈
」（
小
峯
和
明
編
集
『
ア
ジ
ア
遊
学
一
五
九
　
〈
予
言
文
学
〉
の
世
界	

︱
過
去
と
未
来
を
繋
ぐ
言

説
︱
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
。

（
13
）	

加
須
屋
誠
・
山
本
聡
美
編
著
『
病
草
紙
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一
七
年
）。

（
14
）	

注
一
前
掲
梅
津
論
文
。

（
15
）	

注
七
前
掲
土
屋
論
文
。

（
16
）	

注
十
前
掲
小
松
著
書
。

（
17
）	

高
岸
輝
「
天
皇
と
中
世
絵
巻
」（
高
岸
輝
・
黒
田
智
『
天
皇
の
美
術
史
』
三
巻
、
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
七
年
）

（
18
）	『
看
聞
日
記
』
嘉
吉
元
年
四
月
二
十
六
日
条
（『
図
書
寮
叢
刊
　
看
聞
日
記
六
』
宮
内
庁
書
陵
部
、

二
〇
一
二
年
よ
り
引
用
。
以
下
『
看
聞
日
記
』
の
記
事
は
全
て
同
書
よ
り
引
用
）

　
　
（
前
略
）
抑
若
州
松
永
庄
新
八
幡
宮
ニ
有
絵
云
々
、
浄
喜
申
之
間
、
社
家
へ
被
仰
て
被
借
召
、
今
日

到
来
、
有
四
巻
、
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
、
吉
備
大
臣
絵
一
巻
、
伴
大
納
言
絵
一
巻
金
岡
筆
云
々
、
詞

之
端
破
損
不
見
、
古
弊
絵
也
、
然
而
殊
勝
也
、
禁
裏
為
入
見
参
召
上
了
（
後
略
）

（
19
）	『
看
聞
日
記
』
嘉
吉
元
年
五
月
九
日
条

　
　
九
日
、
雨
降
、
持
経
朝
臣
六
道
絵
二
合
十
一
巻
、
入
見
参
、
片
時
電
覧
、
則
返
遣
、
是
西
園
寺
絵
也
、

公
方
諸
方
へ
被
仰
、
伝
奏
借
請
歟
（
後
略
）

（
20
）	『
看
聞
日
記
』
嘉
吉
元
年
六
月
十
七
日
条

　
　
（
前
略
）
西
園
寺
六
道
絵
二
合
進
之
、
軈
内
裏
へ
入
見
参
、（
後
略
）

（
21
）	

加
須
屋
誠
「
総
論
「
病
草
紙
」」（
注
十
三
前
掲
加
須
屋
・
山
本
編
著
書
所
収
）。

（
22
）	

佐
野
み
ど
り
「
病
草
紙
研
究
」（
同
『
風
流
　
造
形
　
物
語	

︱
日
本
美
術
の
構
造
と
機
能
︱
』
ス

カ
イ
ド
ア
、
一
九
九
七
年
、
初
出
は
『
国
華
』
一
〇
三
九
号
・
一
〇
四
〇
号
、
一
九
八
一
年
）、
注

十
三
前
掲
加
須
屋
論
文
。

（
23
）	

蓮
華
王
院
宝
蔵
の
絵
巻
が
仁
和
寺
宝
蔵
に
移
管
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
田
島
公
「
中
世
天
皇

家
の
文
庫
・
宝
蔵
の
変
遷	

︱
蔵
書
目
録
の
紹
介
と
収
蔵
品
の
行
方
︱
」（『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
』

二
号
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
。

（
24
）	

注
三
前
掲
榊
原
論
文
。
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（
25
）	

注
三
前
掲
榊
原
論
文
。

（
26
）	
注
四
前
掲
上
野
論
文
。

（
27
）	
注
五
前
掲
榊
原
論
文
。

（
28
）	《
法
師
物
語
絵
巻
》
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
次
の
論
考
が
挙
げ
ら
れ
る
。
石
塚
一
雄
「
後
崇

光
院
宸
筆
物
語
説
話
断
簡
に
つ
い
て
」（『
書
陵
部
紀
要
』
十
七
号
、
一
九
六
五
年
）、
同
「『
和
尚
と
小	

僧
』
の
説
話
断
簡
に
つ
い
て
」（
國
學
院
大
學
文
学
第
二
研
究
室
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編
集
『
口

承
文
芸
の
展
開
』上
、桜
楓
社
、一
九
七
四
年
）、徳
川
美
術
館
編
集『
尾
張
徳
川
家
の
名
宝
』（
二
〇
一
〇

年
）。

（
29
）	

注
四
前
掲
上
野
論
文
。

（
30
）	

加
藤
悦
子
「「
春
日
権
現
験
記
絵
巻
」
研
究
」（『
美
術
史
』
一
三
〇
号
、
一
九
九
一
年
）。

（
31
）	

高
岸
輝
「「
病
草
紙
」
の
構
図
」（
注
十
三
前
掲
加
須
屋
・
山
本
編
著
書
所
収
）。

【
図
版
出
典
】

図
一
・
図
二
・
図
六
・
図
八
・
図
十
一
・
図
十
六
・
図
十
七
・
図
十
九
・
図
二
十
三
・
図
二
十
五
・
図

二
十
六
：
小
松
茂
美
編
集
『
日
本
絵
巻
大
成
』
二
十
五
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
九
年
）。

図
三
・
図
四
・
図
九
：
小
松
茂
美
編
集
『
日
本
絵
巻
大
成
』
二
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七
年
）。

図
五
・
図
七
・
図
二
十
四
：
小
松
茂
美
編
集
『
日
本
絵
巻
大
成
』
二
十
二
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
九	

年
）。

図
十
：
小
松
茂
美
編
集
『
日
本
絵
巻
大
成
』
別
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
八
年
）。

図
十
二
・
図
十
三
・
図
十
四
・
図
十
五
・
図
二
十
・
図
二
十
一
・
図
二
十
七
：
加
須
屋
誠
・
山
本
聡
美
編

著
『
病
草
紙
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一
七
年
）。

図
十
八
：
奈
良
国
立
博
物
館
編
集
『
国
宝
　
信
貴
山
縁
起
絵
巻
︱
朝
護
孫
子
寺
と
毘
沙
門
天
王
信
仰
の
至

宝
︱
』（
展
覧
会
図
録
、
奈
良
国
立
博
物
館
、
二
〇
一
六
年
）。

図
二
十
二
：「
ｅ
国
宝
」http://w

w
w
.em
useum

.jp/

（
最
終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
九
年
十
二
月
十
一	

日
）。
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【
図
１
】
春
浦
院
本
《
福
富
草
紙
》
上
巻
第
１
紙
か
ら
第
３
紙
、
中
将
邸
に
お
け
る
秀
武
の
放
屁
芸
披
露
の
場
面

【
図
２
】
春
浦
院
本
下
巻
第
６
紙
か
ら
第
７
紙
、
中
将
邸
に
お
け
る
福
富
の
粗
相
の
場
面
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【
図
１
】
春
浦
院
本
《
福
富
草
紙
》
上
巻
第
１
紙
か
ら
第
３
紙
、
中
将
邸
に
お
け
る
秀
武
の
放
屁
芸
披
露
の
場
面

【
図
２
】
春
浦
院
本
下
巻
第
６
紙
か
ら
第
７
紙
、
中
将
邸
に
お
け
る
福
富
の
粗
相
の
場
面
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【
図
３
】《
伴
大
納
言
絵
巻
》
中
巻
第
６
紙
か
ら
第
７
紙
、
安
堵
し
た
様
子
を
表
す
源
信
邸
の
女
房
た
ち

【
図
４
】《
伴
大
納
言
絵
巻
》
下
巻
第
10紙

か
ら
第
11紙

、
絶
望
し
た
様
子
を
表
す
伴
善
男
邸
の
女
房
た
ち

−26−−27−

【
図
５
】
明
通
寺
本
《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》
巻
３
第
２
紙
か
ら
第
３
紙
、
釣
針
が
取
り
戻
さ
れ
る
場
面

【図10】《一遍聖絵》巻４第７紙、福岡の市の場面

【図７】明通寺本《彦火々出見尊絵巻》巻３第３紙、身を乗り出す男

【図６】春浦院本下巻第７紙、身を乗り出す男
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【
図
５
】
明
通
寺
本
《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》
巻
３
第
２
紙
か
ら
第
３
紙
、
釣
針
が
取
り
戻
さ
れ
る
場
面

【図10】《一遍聖絵》巻４第７紙、福岡の市の場面

【図７】明通寺本《彦火々出見尊絵巻》巻３第３紙、身を乗り出す男

【図６】春浦院本下巻第７紙、身を乗り出す男
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【
図
８
】
春
浦
院
本
上
巻
第
14紙

か
ら
第
15紙

、
町
中
に
お
け
る
秀
武
の
放
屁
芸
披
露
の
場
面

【
図
９
】《
伴
大
納
言
絵
巻
》
中
巻
第
13紙

か
ら
第
15紙

、
舎
人
夫
婦
に
よ
る
善
男
の
放
火
告
発
の
場
面

−28−−29−

【図11】春浦院本下巻第８紙から第９紙、打ちのめされた福富が帰路に就く場面

【図13】《病草紙》「白子」 【図12】《病草紙》「頭のあがらない乞食法師」

【図14】《病草紙》「侏儒」【図16】春浦院本下巻第８紙、
走りながら手を打つ子供

【図15】《病草紙》「侏儒」、
走りながら手を打つ子供
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【図11】春浦院本下巻第８紙から第９紙、打ちのめされた福富が帰路に就く場面

【図13】《病草紙》「白子」 【図12】《病草紙》「頭のあがらない乞食法師」

【図14】《病草紙》「侏儒」【図16】春浦院本下巻第８紙、
走りながら手を打つ子供

【図15】《病草紙》「侏儒」、
走りながら手を打つ子供
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【図17】春浦院本下巻第８紙から第９紙、画面奥の商店から福富を眺める人々

【図18】《信貴山縁起絵巻》下巻第11紙、命蓮の消息を尋ねる尼公と民家の人々

【図20】《病草紙》「尻の穴あまたある男」、
痔瘻の男と覗き込む女

【図19】春浦院本下巻第14紙、
下痢に苦しむ福富と看病する妻

−30−−31−

【図25】春浦院本下巻第16紙から第18紙、福富の妻が秀武に噛み付く場面

【図22】東京国立博物館本《餓鬼草紙》第3段
排便する人々

【図24】明通寺本《彦火々出見尊絵巻》第４巻第２紙、龍宮の役人

【図21】《病草紙》「霍乱の女」

【図23】春浦院本下巻第４紙、福富に放屁芸を指南する秀武

【図26】春浦院本下巻第17紙、噛み付く福富の妻【図27】京都国立博物館本《奇疾図巻》「屍体を喰う狂女」
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【図25】春浦院本下巻第16紙から第18紙、福富の妻が秀武に噛み付く場面

【図22】東京国立博物館本《餓鬼草紙》第3段
排便する人々

【図24】明通寺本《彦火々出見尊絵巻》第４巻第２紙、龍宮の役人

【図21】《病草紙》「霍乱の女」

【図23】春浦院本下巻第４紙、福富に放屁芸を指南する秀武

【図26】春浦院本下巻第17紙、噛み付く福富の妻【図27】京都国立博物館本《奇疾図巻》「屍体を喰う狂女」
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