
は
じ
め
に

日
本
美
術
史
上
、
後
白
河
院
（
一
一
二
七
―
一
一
九
二
、
在
位
：
一
一
五
五
―

一
一
五
八
）
に
よ
る
院
政
が
行
わ
れ
た
十
二
世
紀
後
半
が
絵
巻
の
盛
期
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ

と
は
良
く
知
ら
れ
て
お
り
、
当
該
期
に
は
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》・《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》
と
い
っ

た
、
現
在
に
伝
わ
る
名
品
を
含
む
数
多
く
の
絵
巻
が
生
み
出
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

の
絵
巻
は
早
く
か
ら
美
術
史
学
の
研
究
対
象
と
な
り
、
特
に
原
本
が
現
存
す
る
上
記
の
よ
う

な
作
例
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
膨
大
な
論
考
が
発
表
さ
れ
多
く
の
知
見
が
示
さ
れ
て
き
た
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
こ
れ
ま
で
個
別
の
作
例
の
主
題
・
図
像
・
様
式
・

制
作
背
景
等
に
つ
い
て
の
議
論
は
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
も
の
の
、
こ
れ
ら
を
総
合
し
て

後
白
河
院
政
期
絵
巻
の
全
体
像
を
問
う
方
向
へ
と
向
け
ら
れ
た
議
論
が
、
十
分
に
な
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
個
別
の
作
例
に
つ
い
て
何
ら
か
の
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
用
い
ら
れ
る
論
理
は
、
そ
の
作
例
を
対
象
と
す
る
限
り
に
お
い
て
は
有
効
か
も
し

れ
な
い
が
、
複
数
の
作
例
を
対
象
と
し
、
ひ
い
て
は
後
白
河
院
政
期
絵
巻
の
全
体
を
対
象
と

す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
有
効
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
持

つ
も
の
で
あ
る
。

か
つ
て
佐
藤
康
宏
氏
は
、「
都
の
事
件
」
と
い
う
観
点
に
よ
り
、
当
該
期
の
絵
巻
の
中
か

ら
《
年
中
行
事
絵
巻
》・《
伴
大
納
言
絵
巻
》・《
病
草
紙
》
を
切
り
取
り
、
こ
れ
ら
三
作
例
に

共
通
す
る
構
造
を
明
快
に
論
じ
た（

1
）。

そ
し
て
そ
の
結
論
と
し
て
、
こ
れ
ら
三
作
例
は
、
後
白

河
院
や
そ
の
近
臣
た
ち
が
感
じ
て
い
た
ゆ
る
や
か
な
危
機
意
識
に
対
し
て
、「
都
の
事
件
と

は
い
っ
て
も
結
局
は
制
御
さ
れ
得
る
非
日
常
の
で
き
ご
と
を
描
い
て
、
そ
う
い
う
混
乱
に
動

じ
な
い
が
ゆ
え
に
か
え
っ
て
強
固
に
感
じ
ら
れ
る
秩
序
を
楽
し
む
こ
と
」、「
弱
者
に
対
す
る

容
赦
な
い
力
の
行
使
を
描
い
て
、
自
ら
が
そ
の
力
を
所
有
す
る
側
に
い
る
の
を
歓
ぶ
こ
と
」

と
い
っ
た
心
理
的
補
償
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
を
提
示
し
た
。
佐
藤
氏
の
論
考

は
、
上
記
三
絵
巻
に
底
流
す
る
心
性
を
強
い
説
得
力
を
も
っ
て
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
当
該

期
の
絵
巻
の
制
作
と
享
受
の
あ
り
方
を
探
究
す
る
た
め
の
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

本
稿
で
は
、
佐
藤
氏
の
手
法
を
参
照
し
つ
つ
、「
故
事
の
絵
画
化
」
と
い
う
観
点
か
ら
《
伴

大
納
言
絵
巻
》（
出
光
美
術
館
）・《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》（
朝
護
孫
子
寺
）・《
彦
火
々
出
見
尊

絵
巻
》（
原
本
逸
失
。
近
世
以
降
の
模
本
が
現
存
）
を
取
り
上
げ
て
論
じ
た
い
。
こ
れ
ら
三

作
例
は
い
ず
れ
も
日
本
の
古
代
あ
る
い
は
神
代
、
す
な
わ
ち
後
白
河
院
政
期
の
人
々
か
ら
見

て
遠
く
隔
た
っ
た
過
去
の
出
来
事
に
材
を
取
っ
た
絵
巻
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
主
に
論
じ

る
の
は
、
こ
れ
ら
三
作
例
が
、
過
去
の
出
来
事
を
ど
の
よ
う
な
形
で
絵
画
化
し
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
の
射
程
は
、
三
者
に
共
通
す
る
構
造
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と

い
う
高
次
の
レ
ベ
ル
に
は
及
ば
な
い
が
、
次
章
以
下
の
考
察
を
通
じ
て
三
者
に
共
通
す
る
特

徴
を
論
じ
、
後
白
河
院
政
期
絵
巻
の
全
体
像
を
問
う
た
め
の
足
掛
か
り
を
築
く
こ
と
を
目
指

す
。

後
白
河
院
政
期
の
絵
巻
に
お
け
る
故
事
の
絵
画
化
を
め
ぐ
っ
て

　
　―

《
伴
大
納
言
絵
巻
》・《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》・《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》
―

苫

名
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詞
書
を
絵
画
化
す
る
に
あ
た
り
、
伴
大
納
言
を
逮
捕
し
連
行
す
る
検
非
違
使
が
描
か
れ
る
こ

と
は
不
思
議
で
は
な
い
。
た
だ
、
詞
書
で
は
捜
査
と
裁
判
を
経
た
後
の
伴
大
納
言
配
流
ま
で

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
絵
に
は
伴
大
納
言
の
逮
捕
・
連
行
ま
で
し
か
描
か

れ
て
お
ら
ず
、
結
果
と
し
て
、
絵
巻
は
検
非
違
使
の
行
列
で
締
め
く
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、
伴
大
納
言
の
行
く
末
を
描
く
こ
と
よ
り
も
、
検
非
違
使
を
描
く
こ
と
自
体
に

本
場
面
の
眼
目
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

以
上
見
て
き
た
、
絵
巻
全
体
に
お
け
る
検
非
違
使
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
、
ま
た
詞
書
と
絵
の
関

係
性
は
、
絵
巻
全
体
の
構
成
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
絵
師
の
裁
量
に
よ
り
生
じ
た
と
い
う

よ
り
も
、
発
注
者
や
奉
行
者
の
意
向
に
よ
り
生
じ
た
と
見
る
ほ
う
が
自
然
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
検
非
違
使
は
本
作
品
制
作
の
趣
旨
に
関
わ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

で
は
、
検
非
違
使
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
鈴
木
氏
の
研
究
に
よ

り
、
本
作
品
に
描
か
れ
た
検
非
違
使
の
装
束
・
人
員
構
成
・
行
列
の
順
番
な
ど
は
、
故
実
に

照
ら
し
て
き
わ
め
て
正
確
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（

5
）。

そ
の
正
確
さ
は
、
例
え

ば
、
検
非
違
使
と
随
兵
が
内
裏
の
炎
上
に
際
し
て
出
動
す
る
場
合
に
は
、
毛
履
を
脱
ぎ
袴
を

膝
下
で
く
く
る
こ
と
、
ま
た
、
看
督
長
は
靫
を
身
に
着
け
そ
こ
に
四
筋
の
矢
を
差
す
こ
と
と

い
っ
た
、
些
末
と
も
い
え
る
よ
う
な
細
部
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な
検
非
違
使
に
関
す
る
故
実
は
絵
師
が
普
通
に
知
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ
ら

の
作
画
に
当
た
っ
て
は
故
実
に
通
じ
た
人
物
の
教
示
を
受
け
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
鈴
木

氏
は
そ
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
、
検
非
違
使
廷
尉
に
任
じ
ら
れ
た
経
験
が
あ
り
、
ま
た
建
春

門
院
御
願
の
最
勝
光
院
御
所
障
子
絵
の
制
作
を
奉
行
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
吉
田
経
房
を
挙

げ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
推
定
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
以
上
の
こ
と
か

ら
は
、
少
な
く
と
も
本
作
品
の
発
注
者
な
い
し
奉
行
者
が
、
検
非
違
使
が
故
実
に
基
づ
い
て

正
確
に
描
か
れ
る
こ
と
を
希
望
し
、
そ
の
た
め
に
絵
師
が
故
実
に
関
わ
る
情
報
を
得
ら
れ
る

よ
う
便
宜
を
図
っ
て
い
た
と
い
う
状
況
が
想
定
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
場
面
④
と
場
面
⑤
に
描
か
れ
た
検
非
違
使
を
見
比
べ
る
と
、
こ
の
二
場
面
は

連
続
す
る
場
面
で
あ
る
た
め
、
本
来
こ
こ
で
は
両
場
面
と
も
同
一
の
構
成
員
を
描
く
べ
き
で

あ
る
が
、
そ
の
顔
貌
や
鎧
の
威
の
色
が
変
わ
っ
て
い
る
者
が
複
数
見
ら
れ
る
（
図
七
）。
こ

れ
は
、
先
に
見
た
よ
う
な
神
経
質
な
ほ
ど
の
故
実
描
写
の
正
確
さ
に
比
べ
、
や
や
慎
重
さ
を

欠
い
た
描
写
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
描
写
態
度
の
違
い
は
、
本
作
品
の
発
注
者
・
奉
行
者

に
と
っ
て
検
非
違
使
の
個
々
の
構
成
員
の
個
性
な
ど
は
何
ら
重
要
で
な
く
、
絵
師
の
裁
量
の

範
囲
内
に
属
す
る
事
柄
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、

総
体
と
し
て
の
検
非
違
使
を
よ
り
現
実
に
即
し
た
形
で
、
つ
ま
り
強
い
現
実
感
を
持
つ
よ
う

に
表
す
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
以
下
は
佐
藤
氏
も
参
照
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
鈴
木
氏
に
よ
り
、
本
作
品
の
検
非

違
使
は
十
二
世
紀
後
半
、
す
な
わ
ち
本
作
品
の
制
作
と
同
時
期
の
姿
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
描
か
れ
た
鎧
の
様
式
が
平
安
時
代
末
期
の
遺

品
と
合
致
す
る
こ
と
、
ま
た
場
面
①
に
描
か
れ
る
よ
う
に
検
非
違
使
が
火
事
に
際
し
て
随
兵

を
伴
っ
て
出
動
す
る
の
は
、
長
寛
年
間
（
一
一
六
三
～
一
一
六
五
）
頃
か
ら
建
久
年
間

（
一
一
九
〇
～
一
一
九
九
）
頃
ま
で
の
時
期
に
の
み
行
わ
れ
た
慣
習
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
本
作
品
に
お
け
る
検
非
違
使
は
、
十
二
世
紀
後
半
の
人
々
に
と
っ

て
き
わ
め
て
同
時
代
性
の
強
い
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
本
作
品
の
舞
台
が
「
今
」
の
京
都
で
あ

る
こ
と
を
、
鑑
賞
者
に
否
応
な
く
納
得
さ
せ
る
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

検
非
違
使
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
、
応
天
門
の
変
と
い
う
古
代
の
事
件
は
、
本
作
品
制

作
当
時
の
「
今
」
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
応
天
門
の
変
は
「
今
」
の
京
都
を
舞
台
と
す
る
事
件
と
し
て
描
か
れ
る
必
要

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
参
照
す
べ
き

は
、
本
作
品
に
お
け
る
清
和
天
皇
と
藤
原
良
房
の
役
割
に
注
目
し
た
伊
藤
大
輔
氏
の
見
解
で

あ
ろ
う（

6
）。

伊
藤
氏
は
、
本
作
品
で
は
天
皇
と
摂
政
が
協
力
し
て
事
件
へ
の
対
応
を
主
導
し
て

お
り
、
検
非
違
使
に
よ
る
捕
縛
と
裁
判
と
い
う
太
政
官
制
度
を
通
じ
た
問
題
解
決
が
図
ら
れ

て
い
る
と
指
摘
し
、
こ
こ
で
は
院
政
に
対
し
て
本
来
あ
る
べ
き
律
令
政
治
の
姿
が
表
さ
れ
て

－2－－3－
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一
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》

ま
ず
《
伴
大
納
言
絵
巻
》（
以
下
、
本
章
で
は
「
本
作
品
」
と
呼
ぶ
）
を
取
り
上
げ
よ
う
。

本
作
品
は
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
に
起
き
た
応
天
門
の
変
の
顛
末
を
描
い
た
絵
巻
で
あ
り
、

こ
の
事
件
に
取
材
し
た
院
政
期
の
説
話
を
題
材
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
宇
治
拾
遺

物
語
』
に
は
、
本
作
品
と
同
内
容
の
説
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

本
作
品
制
作
の
経
緯
を
示
す
史
料
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
史
料
上
の
初
出
は
以
下
に

掲
げ
る
『
看
聞
日
記
』
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
四
月
二
十
六
日
条
で
あ
る（

2
）。

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

二
借
召
一
、
今
日
到
来
、
有
二
四
巻
一
、
彦
火
々
出
見
尊
絵
二
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
レ
見
、
古
弊
絵
也
、
然
而
殊
勝
也
、

禁
裏
為
レ
入
二
見
参
一
有
二
召
上
一
了
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
当
時
本
作
品
と
《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》・《
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
》（
ボ

ス
ト
ン
美
術
館
）
は
と
も
に
若
狭
国
松
永
庄
の
新
八
幡
宮
に
伝
来
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、

ま
た
当
時
本
作
品
は
長
大
な
一
巻
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
、
本
稿
で
は
行

論
の
便
宜
上
、
現
状
の
上
・
中
・
下
巻
の
呼
称
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

本
作
品
の
物
語
の
概
略
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
大
納
言
伴
善
男
は
ラ
イ
バ
ル
の
左
大
臣
源

信
を
陥
れ
る
た
め
応
天
門
に
火
を
放
ち
、
信
に
そ
の
罪
を
着
せ
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
企
て

は
太
政
大
臣
藤
原
良
房
が
清
和
天
皇
に
諫
言
を
な
し
た
こ
と
に
よ
り
阻
止
さ
れ
て
し
ま
う
。

そ
の
後
、
善
男
に
仕
え
る
出
納
と
信
に
仕
え
る
舎
人
と
の
確
執
に
端
を
発
し
、
善
男
の
放
火

が
明
る
み
に
出
る
。
最
終
的
に
善
男
は
検
非
違
使
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
、
流
罪
に
処
せ
ら
れ
る
。

本
作
品
に
関
す
る
論
点
は
多
岐
に
わ
た
り
、
先
行
研
究
も
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
本
稿
で

注
目
し
た
い
の
は
、
本
作
品
に
繰
り
返
し
描
か
れ
る
検
非
違
使
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
、
応
天

門
の
変
と
い
う
古
代
の
出
来
事
を
本
作
品
制
作
当
時
の
「
今
」
に
引
き
寄
せ
る
役
割
を
果
た

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
佐
藤
氏
が
鈴
木
敬
三
氏
の
有
職
故
実
研
究

に
よ
る
知
見
を
参
照
し
て
端
的
に
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
若
干
詳
細
な
分
析
を
加
え

て
お
き
た
い（

3
）。

本
作
品
で
検
非
違
使
は
、
以
下
の
五
つ
の
場
面
に
登
場
す
る
。
便
宜
上
、
こ
れ
ら
の
場
面

に
、
場
面
①
か
ら
場
面
⑤
ま
で
の
番
号
を
付
す
。
場
面
①
は
上
巻
冒
頭
で
火
事
の
現
場
に
向

か
う
と
こ
ろ
（
図
一
）、
場
面
②
は
下
巻
冒
頭
で
善
男
の
放
火
を
吹
聴
し
た
舎
人
を
連
行
す

る
と
こ
ろ
（
図
二
）、
場
面
③
は
連
行
し
た
舎
人
を
尋
問
す
る
と
こ
ろ
（
図
三
）、
場
面
④
は

善
男
の
逮
捕
に
向
か
う
と
こ
ろ
（
図
四
）、
場
面
⑤
は
善
男
を
連
行
す
る
と
こ
ろ
（
図
五
）

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
面
に
注
目
し
つ
つ
絵
巻
全
体
の
俯
瞰
図
を
眺
め
る
と
、
本
作
品
に
お

い
て
検
非
違
使
が
非
常
に
多
く
の
紙
幅
を
占
め
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
良
く
わ
か
る
（
図

六
）。
特
に
場
面
①
と
場
面
⑤
は
絵
巻
の
冒
頭
と
末
尾
に
該
当
し
、
本
作
品
の
鑑
賞
に
あ
た
り
、

観
者
は
検
非
違
使
の
存
在
を
強
く
印
象
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
本
作
品
の
絵
に
は
前
述
の
よ
う
に
検
非
違

使
が
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
詞
書
に
は
「
検
非
違
使
」
の
語
が

一
度
も
現
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、
先
に
挙
げ
た
五
場
面
の
う
ち
、
場
面
②
と
場
面
③
、
つ
ま
り
舎
人
の
連
行
と
尋

問
の
場
面
は
、「
こ
の
舎
人
を
召
し
て
問
は
れ
け
れ
ば
、
は
じ
め
は
抗
ゐ
け
れ
ど
も
、
わ
れ

も
罪
か
ぶ
り
ぬ
べ
く
と
問
は
れ
け
れ
は
、
あ
の
く
だ
り
の
こ
と
を
申
し
け
り（

4
）」

と
い
う
詞
書

を
絵
画
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
情
景
を
絵
と
し
て
示
す
に
あ
た
っ
て
は
、
舎
人
を
連
行

す
る
検
非
違
使
と
舎
人
を
尋
問
す
る
検
非
違
使
を
登
場
さ
せ
る
の
が
自
然
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
検
非
違
使
が
描
か
れ
る
の
は
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
他
の
三
場
面
に
対
応
す
る
詞
書
を
見
る
と
、
ま
ず
場
面
①
は
「
今
は
昔
、

水
の
尾
の
御
門
の
御
時
に
、
応
天
門
や
け
ぬ
」（
詞
書
欠
失
の
た
め
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
所

収
の
同
内
容
の
説
話
に
よ
り
補
う
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
検
非
違
使
の
登
場
は
示
唆
さ
れ
て
お

ら
ず
、
そ
の
絵
画
化
に
あ
た
っ
て
検
非
違
使
は
不
可
欠
の
モ
チ
ー
フ
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
は
応
天
門
の
火
事
に
際
し
て
出
動
す
る
検
非
違
使
が
描
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

ま
た
、
場
面
④
・
場
面
⑤
に
対
応
す
る
詞
書
は
「
そ
の
ヽ
ち
大
納
言
も
と
ら
れ
な
ど
し
て
、

こ
と
顕
は
れ
て
の
ち
な
ん
流
さ
れ
け
る
」
で
あ
る
。
伴
大
納
言
の
逮
捕
と
配
流
を
語
る
こ
の
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黒
田
泰
三
氏
は
、
こ
れ
ら
は
場
面
転
換
の
際
に
場
所
の
移
動
や
時
間
の
経
過
を
暗
示
し
た
り
、

場
面
を
強
調
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
空
間
を
設
定
し
た
り
す
る
た
め
に
描
か
れ
て
い
る
と

す
る（

8
）（

図
九
）。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
自
然
景
の
一
事
象
と
し
て
の
植
物
と
い
う
意
味
の
樹

木
で
は
な
く
、
劇
が
演
じ
ら
れ
る
舞
台
で
の
大
道
具
と
し
て
の
演
出
的
な
樹
木
で
あ
る
と
い

う
。
す
な
わ
ち
、
自
然
景
は
物
語
に
従
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
両
絵
巻
で
は
、
物
語
を
描
き
出
す
視
点
の
置
き
方
も
対
照
的
で
あ
る
。
本
作
品
は

物
語
を
眺
め
る
視
点
が
幾
度
と
な
く
前
後
・
上
下
に
動
く
と
い
う
、
日
本
の
絵
巻
で
は
他
に

類
例
を
見
な
い
特
徴
を
持
つ
が
、
一
方
《
伴
大
納
言
絵
巻
》
の
視
点
は
、
ほ
ぼ
一
定
の
位
置

に
置
か
れ
た
ま
ま
水
平
に
移
動
す
る
。

さ
ら
に
、
両
絵
巻
に
お
け
る
筆
致
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
黒
田
氏
が
次
の
よ
う
な
指
摘
を

し
て
い
る（

9
）。

す
な
わ
ち
、
本
作
品
で
は
人
物
の
肉
体
の
輪
郭
線
と
衣
の
輪
郭
線
と
が
同
じ
質

の
描
線
で
引
か
れ
て
お
り
、
ま
た
一
本
の
描
線
が
比
較
的
長
い
た
め
、
全
体
的
に
人
物
の
表

情
は
誇
張
さ
れ
、
身
体
の
動
作
は
大
き
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
《
伴
大
納

言
絵
巻
》
で
は
、
人
物
の
肉
体
は
濃
墨
の
細
線
を
短
く
切
っ
て
描
か
れ
、
衣
は
こ
れ
よ
り
も

や
や
太
く
長
い
線
で
描
か
れ
て
お
り
、
両
者
の
質
感
の
違
い
が
的
確
に
表
さ
れ
て
い
る
と
い

う
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
洗
練
さ
れ
た
人
物
表
現
が
達
成
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
作
品
と
《
伴
大
納
言
絵
巻
》
と
の
間
に
は
造
形
面
で
の
懸

隔
が
あ
る
。
谷
口
耕
生
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
差
異
は
各
作
品
を
手
掛
け
た
絵
師
の
個
性
に
よ

る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
所
属
す
る
工
房
の
違
い
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
做
す

）
（1
（

。
そ

し
て
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》
が
、
後
白
河
院
周
辺
の
画
事
に
宮
廷
絵
師
と
し
て
携
わ
っ
た
常

磐
光
長
の
手
に
よ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
本
作
品
に
は
宮
廷
絵
師
と
は
異
な
る
画
家
集
団
が
関

わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、《
鳥
獣
人
物
戯
画
》
丙
巻
・
丁
巻
や
《
放

屁
合
戦
絵
巻
》
と
い
っ
た
「
鳴
呼
絵
」
と
本
作
品
と
の
間
に
共
通
の
描
写
態
度
を
見
出
し
、

本
作
品
の
制
作
に
は
「
鳴
呼
絵
」
に
も
通
じ
た
画
技
を
持
つ
絵
仏
師
が
関
与
し
た
と
想
定
す

る
。
い
わ
ゆ
る
宮
廷
絵
師
と
絵
仏
師
の
仕
事
の
領
域
は
重
な
る
と
こ
ろ
が
か
な
り
多
か
っ
た

と
見
ら
れ
、
両
者
は
図
像
や
様
式
を
あ
る
程
度
共
有
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本

作
品
の
絵
師
の
属
性
の
推
定
に
は
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
が
、
た
だ
、
本
作
品
と

《
伴
大
納
言
絵
巻
》
が
異
な
る
工
房
の
絵
師
に
よ
り
描
か
れ
た
と
す
る
見
解
に
は
、
全
面
的

に
同
意
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
両
絵
巻
に
は
関
与
し
た
絵
師
の
違
い
が
想
定
さ
れ
る
ほ
ど
の
造
形
上
の
差

異
が
あ
る
が
、
で
は
、
本
作
品
に
お
い
て
、
そ
の
主
題
で
あ
る
十
世
紀
前
半
の
聖
僧
命
蓮
に

ま
つ
わ
る
物
語
は
、
い
か
に
絵
画
化
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
稿

で
論
じ
た
が
、
そ
の
中
で
本
稿
の
論
点
に
関
わ
る
と
こ
ろ
を
述
べ
る
と
、
本
作
品
に
お
い
て

描
か
れ
る
諸
々
の
出
来
事
は
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》
と
同
様
に
、
絵
巻
制
作
当
時
に
お
け
る
「
今
」

の
出
来
事
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

）
（（
（

。

そ
の
理
由
と
し
て
、
次
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
点
目
は
、
本
作
品
中
巻
の
醍
醐
天
皇

の
病
治
癒
に
関
わ
る
二
場
面
の
舞
台
で
あ
る
清
涼
殿
が
、
い
ず
れ
も
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）

に
新
造
さ
れ
た
内
裏
の
姿
を
描
く
《
年
中
行
事
絵
巻
》
に
見
え
る
清
涼
殿
と
共
通
の
紙
形
に

よ
っ
て
描
か
れ
て
お
り
、
新
造
清
涼
殿
の
姿
を
反
映
し
て
い
る
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る

）
（1
（

（
図
十
・
図
十
一
・
図
十
二
）。
二
点
目
は
、
上
記
の
場
面
で
公
卿
が
身
に
着
け
て
い
る
束
帯

は
強
装
束
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
強
装
束
が
一
般
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
嘉

応
か
ら
承
安
年
間
（
一
一
六
九
―
一
一
七
三
）
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る

）
（1
（

（
図
十
三
）。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
本
作
品
に
描
か
れ
た
清
涼
殿
の
情
景
は
十
二
世
紀
後
半
、
つ
ま

り
絵
巻
制
作
と
同
時
期
の
も
の
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》
の

検
非
違
使
ほ
ど
強
力
に
鑑
賞
者
を
「
今
」
の
京
都
へ
と
導
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ

な
い
が
、
当
時
の
鑑
賞
者
と
し
て
想
定
さ
れ
る
宮
廷
の
貴
顕
に
と
っ
て
、
こ
の
情
景
が
「
今
」

の
宮
中
を
表
し
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
の
は
難
し
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、『
山
槐
記
』
長
寛
三
年
（
一
一
六
五
）
六
月
二
十
八
日
条
は
、
病
の
床
に
あ
っ

た
二
条
院
（
一
一
四
三
―
一
一
六
五
、
在
位
：
一
一
五
八
―
一
一
六
五
）
の
病
状
が
重
篤
で

あ
っ
た
た
め
、「
石
屋
聖
人
」
が
参
内
し
て
灸
治
を
施
し
た
こ
と
を
伝
え
て
お
り
、
そ
の
先

例
の
一
つ
と
し
て
、
醍
醐
天
皇
危
篤
の
際
に
命
蓮
が
召
さ
れ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る

）
（1
（

。
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い
る
の
だ
と
解
釈
す
る
。
さ
ら
に
、
当
該
期
の
絵
巻
制
作
が
短
絡
的
に
後
白
河
院
に
結
び
つ

け
ら
れ
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

上
記
の
伊
藤
氏
の
見
解
に
つ
い
て
、
天
皇
と
摂
政
に
よ
る
公
正
な
政
治
的
判
断
が
行
わ
れ

る
様
を
表
す
こ
と
は
、
天
皇
の
父
祖
で
あ
る
こ
と
を
権
威
の
源
泉
と
す
る
院
政
主
権
者
に
と
っ

て
も
不
都
合
で
は
な
い
た
め
、
必
ず
し
も
本
作
品
を
当
時
最
大
の
絵
巻
収
集
家
で
あ
っ
た
後

白
河
院
か
ら
引
き
離
さ
な
く
と
も
良
い
と
考
え
る
。
た
だ
、
本
作
品
に
理
想
的
な
政
治
の
あ

り
方
の
具
現
化
を
看
取
す
る
伊
藤
氏
の
指
摘
は
、
古
代
の
事
件
が
十
二
世
紀
後
半
に
お
い
て

絵
画
化
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
傾
聴
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。こ

れ
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
本
作
品
が
「
今
」
の
京
都
を
舞
台
と
す
る
よ
う
に
表
さ
れ
る

こ
と
の
意
味
を
考
え
る
と
、
そ
の
眼
目
は
、
古
代
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
理
想
的
な
政
治

が
、「
今
」
の
朝
廷
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
創
出
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
と
解
釈
で
き
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
絵
巻
制
作
と
享
受
の
実
情
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
く
、

諸
々
の
思
惑
や
関
心
や
嗜
好
が
介
在
し
て
本
作
品
の
絵
が
描
か
れ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
が
、

為
政
者
に
と
っ
て
期
待
さ
れ
る
絵
巻
の
機
能
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
右
記
の
よ
う
な
説
明
は

一
定
の
妥
当
性
を
持
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
、《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》

前
章
で
は
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》
に
お
い
て
、
検
非
違
使
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
よ
り
、
故

事
が
絵
巻
制
作
当
時
の
「
今
」
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
で
は
、
同
時
代

の
説
話
絵
巻
の
現
存
作
例
で
あ
り
、
か
つ
《
伴
大
納
言
絵
巻
》
と
同
様
に
古
代
の
出
来
事
を

題
材
と
す
る
《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》（
以
下
、
本
章
で
は
本
作
品
と
呼
ぶ
）
で
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。

ま
ず
、
本
作
品
の
概
要
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
本
作
品
は
、
十
世
紀
前
半
の
醍
醐
天
皇
時

代
を
舞
台
と
し
て
、
信
貴
山
の
聖
僧
命
蓮
の
奇
跡
譚
及
び
命
蓮
の
姉
尼
公
の
信
貴
山
訪
問
譚

を
描
き
出
し
た
絵
巻
で
あ
る
。『
古
本
説
話
集
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
は
、
本
作
品
と

同
内
容
の
説
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

《
伴
大
納
言
絵
巻
》
と
同
様
に
、
本
作
品
制
作
の
経
緯
や
、
制
作
当
時
の
享
受
の
様
相
を

示
す
史
料
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
中
世
に
お
け
る
伝
来
を
示
す
史
料
も
皆
無
で
あ
る
。

そ
の
た
め
制
作
当
初
の
形
態
は
不
明
で
あ
る
が
、
現
状
で
は
三
巻
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
や
は
り
、
現
状
の
上
・
中
・
下
巻
の
呼
称
を
用
い
て
論
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

本
作
品
の
物
語
の
概
略
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
上
巻
で
は
、
信
貴
山
で
修
行
す
る
命
蓮

が
托
鉢
に
飛
ば
し
た
鉢
が
、
麓
の
長
者
の
倉
を
載
せ
て
信
貴
山
へ
と
運
び
去
る
。
長
者
の
懇

請
に
よ
り
、
命
蓮
は
倉
の
み
を
山
中
に
残
し
、
中
の
米
俵
は
す
べ
て
長
者
の
邸
に
戻
す
。
中

巻
で
は
、
延
喜
の
帝
（
醍
醐
天
皇
）
の
病
平
癒
を
祈
ら
せ
る
べ
く
、
勅
使
が
命
蓮
の
も
と
に

至
る
。
参
内
を
拒
否
し
た
命
蓮
は
山
中
で
祈
祷
を
行
い
、「
剣
の
護
法
」
を
清
涼
殿
に
遣
わ

し
て
帝
の
病
を
治
す
。
そ
の
後
、
命
蓮
は
朝
廷
よ
り
提
示
さ
れ
た
諸
々
の
恩
賞
を
す
べ
て
固

辞
す
る
。
下
巻
で
は
、
生
き
別
れ
に
な
っ
て
い
た
命
蓮
の
姉
の
尼
公
が
弟
を
訪
ね
る
。
長
旅

の
末
、
命
蓮
を
探
し
あ
ぐ
ね
た
尼
公
は
東
大
寺
大
仏
に
祈
り
を
捧
げ
、
夢
告
に
よ
っ
て
無
事

命
蓮
と
の
再
会
を
果
た
す
。

本
作
品
と
《
伴
大
納
言
絵
巻
》
は
、
同
時
代
の
説
話
絵
巻
の
現
存
作
例
で
あ
る
と
い
う
前

述
の
共
通
点
に
よ
り
、
当
該
期
の
名
品
と
し
て
並
び
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
両
者
の
造

形
の
志
向
や
細
部
の
描
写
に
は
顕
著
な
差
異
が
見
ら
れ
る
。

ま
ず
、
こ
れ
は
両
者
の
題
材
の
違
い
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
本
作
品
で
は
雄

大
な
山
水
な
ど
の
自
然
景
の
描
写
に
多
く
の
注
意
が
向
け
ら
れ
て
お
り
、
物
語
は
そ
の
中
に

お
い
て
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》
の
描
写
対
象
の
中
心
は
人

事
で
あ
り
、
物
語
の
展
開
で
あ
る
。

例
え
ば
、
本
作
品
上
巻
で
飛
行
す
る
米
俵
の
眼
下
に
描
か
れ
た
山
水
を
見
る
と
、
別
稿
で

詳
論
し
た
通
り
、
こ
こ
で
は
深
く
複
合
的
な
奥
行
き
を
持
っ
た
空
間
を
表
す
こ
と
へ
の
志
向

が
、
異
様
な
ほ
ど
に
強
く
表
れ
て
い
る（

7
）（

図
八
）。
こ
れ
は
、
命
蓮
の
法
力
に
よ
り
米
俵
が

飛
ぶ
と
い
う
物
語
を
表
す
こ
と
か
ら
独
立
し
た
、
あ
る
意
味
純
粋
な
絵
画
的
表
現
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》
で
は
、
例
え
ば
樹
木
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て

－4－－5－
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詞
書
を
絵
画
化
す
る
に
あ
た
り
、
伴
大
納
言
を
逮
捕
し
連
行
す
る
検
非
違
使
が
描
か
れ
る
こ

と
は
不
思
議
で
は
な
い
。
た
だ
、
詞
書
で
は
捜
査
と
裁
判
を
経
た
後
の
伴
大
納
言
配
流
ま
で

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
絵
に
は
伴
大
納
言
の
逮
捕
・
連
行
ま
で
し
か
描
か

れ
て
お
ら
ず
、
結
果
と
し
て
、
絵
巻
は
検
非
違
使
の
行
列
で
締
め
く
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、
伴
大
納
言
の
行
く
末
を
描
く
こ
と
よ
り
も
、
検
非
違
使
を
描
く
こ
と
自
体
に

本
場
面
の
眼
目
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

以
上
見
て
き
た
、
絵
巻
全
体
に
お
け
る
検
非
違
使
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
、
ま
た
詞
書
と
絵
の
関

係
性
は
、
絵
巻
全
体
の
構
成
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
絵
師
の
裁
量
に
よ
り
生
じ
た
と
い
う

よ
り
も
、
発
注
者
や
奉
行
者
の
意
向
に
よ
り
生
じ
た
と
見
る
ほ
う
が
自
然
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
検
非
違
使
は
本
作
品
制
作
の
趣
旨
に
関
わ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

で
は
、
検
非
違
使
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
鈴
木
氏
の
研
究
に
よ

り
、
本
作
品
に
描
か
れ
た
検
非
違
使
の
装
束
・
人
員
構
成
・
行
列
の
順
番
な
ど
は
、
故
実
に

照
ら
し
て
き
わ
め
て
正
確
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（

5
）。

そ
の
正
確
さ
は
、
例
え

ば
、
検
非
違
使
と
随
兵
が
内
裏
の
炎
上
に
際
し
て
出
動
す
る
場
合
に
は
、
毛
履
を
脱
ぎ
袴
を

膝
下
で
く
く
る
こ
と
、
ま
た
、
看
督
長
は
靫
を
身
に
着
け
そ
こ
に
四
筋
の
矢
を
差
す
こ
と
と

い
っ
た
、
些
末
と
も
い
え
る
よ
う
な
細
部
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な
検
非
違
使
に
関
す
る
故
実
は
絵
師
が
普
通
に
知
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ
ら

の
作
画
に
当
た
っ
て
は
故
実
に
通
じ
た
人
物
の
教
示
を
受
け
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
鈴
木

氏
は
そ
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
、
検
非
違
使
廷
尉
に
任
じ
ら
れ
た
経
験
が
あ
り
、
ま
た
建
春

門
院
御
願
の
最
勝
光
院
御
所
障
子
絵
の
制
作
を
奉
行
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
吉
田
経
房
を
挙

げ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
推
定
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
以
上
の
こ
と
か

ら
は
、
少
な
く
と
も
本
作
品
の
発
注
者
な
い
し
奉
行
者
が
、
検
非
違
使
が
故
実
に
基
づ
い
て

正
確
に
描
か
れ
る
こ
と
を
希
望
し
、
そ
の
た
め
に
絵
師
が
故
実
に
関
わ
る
情
報
を
得
ら
れ
る

よ
う
便
宜
を
図
っ
て
い
た
と
い
う
状
況
が
想
定
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
場
面
④
と
場
面
⑤
に
描
か
れ
た
検
非
違
使
を
見
比
べ
る
と
、
こ
の
二
場
面
は

連
続
す
る
場
面
で
あ
る
た
め
、
本
来
こ
こ
で
は
両
場
面
と
も
同
一
の
構
成
員
を
描
く
べ
き
で

あ
る
が
、
そ
の
顔
貌
や
鎧
の
威
の
色
が
変
わ
っ
て
い
る
者
が
複
数
見
ら
れ
る
（
図
七
）。
こ

れ
は
、
先
に
見
た
よ
う
な
神
経
質
な
ほ
ど
の
故
実
描
写
の
正
確
さ
に
比
べ
、
や
や
慎
重
さ
を

欠
い
た
描
写
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
描
写
態
度
の
違
い
は
、
本
作
品
の
発
注
者
・
奉
行
者

に
と
っ
て
検
非
違
使
の
個
々
の
構
成
員
の
個
性
な
ど
は
何
ら
重
要
で
な
く
、
絵
師
の
裁
量
の

範
囲
内
に
属
す
る
事
柄
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、

総
体
と
し
て
の
検
非
違
使
を
よ
り
現
実
に
即
し
た
形
で
、
つ
ま
り
強
い
現
実
感
を
持
つ
よ
う

に
表
す
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
以
下
は
佐
藤
氏
も
参
照
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
鈴
木
氏
に
よ
り
、
本
作
品
の
検
非

違
使
は
十
二
世
紀
後
半
、
す
な
わ
ち
本
作
品
の
制
作
と
同
時
期
の
姿
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
描
か
れ
た
鎧
の
様
式
が
平
安
時
代
末
期
の
遺

品
と
合
致
す
る
こ
と
、
ま
た
場
面
①
に
描
か
れ
る
よ
う
に
検
非
違
使
が
火
事
に
際
し
て
随
兵

を
伴
っ
て
出
動
す
る
の
は
、
長
寛
年
間
（
一
一
六
三
～
一
一
六
五
）
頃
か
ら
建
久
年
間

（
一
一
九
〇
～
一
一
九
九
）
頃
ま
で
の
時
期
に
の
み
行
わ
れ
た
慣
習
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
本
作
品
に
お
け
る
検
非
違
使
は
、
十
二
世
紀
後
半
の
人
々
に
と
っ

て
き
わ
め
て
同
時
代
性
の
強
い
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
本
作
品
の
舞
台
が
「
今
」
の
京
都
で
あ

る
こ
と
を
、
鑑
賞
者
に
否
応
な
く
納
得
さ
せ
る
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

検
非
違
使
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
、
応
天
門
の
変
と
い
う
古
代
の
事
件
は
、
本
作
品
制

作
当
時
の
「
今
」
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
応
天
門
の
変
は
「
今
」
の
京
都
を
舞
台
と
す
る
事
件
と
し
て
描
か
れ
る
必
要

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
参
照
す
べ
き

は
、
本
作
品
に
お
け
る
清
和
天
皇
と
藤
原
良
房
の
役
割
に
注
目
し
た
伊
藤
大
輔
氏
の
見
解
で

あ
ろ
う（

6
）。

伊
藤
氏
は
、
本
作
品
で
は
天
皇
と
摂
政
が
協
力
し
て
事
件
へ
の
対
応
を
主
導
し
て

お
り
、
検
非
違
使
に
よ
る
捕
縛
と
裁
判
と
い
う
太
政
官
制
度
を
通
じ
た
問
題
解
決
が
図
ら
れ

て
い
る
と
指
摘
し
、
こ
こ
で
は
院
政
に
対
し
て
本
来
あ
る
べ
き
律
令
政
治
の
姿
が
表
さ
れ
て

－2－－3－
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一
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》

ま
ず
《
伴
大
納
言
絵
巻
》（
以
下
、
本
章
で
は
「
本
作
品
」
と
呼
ぶ
）
を
取
り
上
げ
よ
う
。

本
作
品
は
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
に
起
き
た
応
天
門
の
変
の
顛
末
を
描
い
た
絵
巻
で
あ
り
、

こ
の
事
件
に
取
材
し
た
院
政
期
の
説
話
を
題
材
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
宇
治
拾
遺

物
語
』
に
は
、
本
作
品
と
同
内
容
の
説
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

本
作
品
制
作
の
経
緯
を
示
す
史
料
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
史
料
上
の
初
出
は
以
下
に

掲
げ
る
『
看
聞
日
記
』
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
四
月
二
十
六
日
条
で
あ
る（

2
）。

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

二
借
召
一
、
今
日
到
来
、
有
二
四
巻
一
、
彦
火
々
出
見
尊
絵
二
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
レ
見
、
古
弊
絵
也
、
然
而
殊
勝
也
、

禁
裏
為
レ
入
二
見
参
一
有
二
召
上
一
了
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
当
時
本
作
品
と
《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》・《
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
》（
ボ

ス
ト
ン
美
術
館
）
は
と
も
に
若
狭
国
松
永
庄
の
新
八
幡
宮
に
伝
来
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、

ま
た
当
時
本
作
品
は
長
大
な
一
巻
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
、
本
稿
で
は
行

論
の
便
宜
上
、
現
状
の
上
・
中
・
下
巻
の
呼
称
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

本
作
品
の
物
語
の
概
略
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
大
納
言
伴
善
男
は
ラ
イ
バ
ル
の
左
大
臣
源

信
を
陥
れ
る
た
め
応
天
門
に
火
を
放
ち
、
信
に
そ
の
罪
を
着
せ
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
企
て

は
太
政
大
臣
藤
原
良
房
が
清
和
天
皇
に
諫
言
を
な
し
た
こ
と
に
よ
り
阻
止
さ
れ
て
し
ま
う
。

そ
の
後
、
善
男
に
仕
え
る
出
納
と
信
に
仕
え
る
舎
人
と
の
確
執
に
端
を
発
し
、
善
男
の
放
火

が
明
る
み
に
出
る
。
最
終
的
に
善
男
は
検
非
違
使
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
、
流
罪
に
処
せ
ら
れ
る
。

本
作
品
に
関
す
る
論
点
は
多
岐
に
わ
た
り
、
先
行
研
究
も
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
本
稿
で

注
目
し
た
い
の
は
、
本
作
品
に
繰
り
返
し
描
か
れ
る
検
非
違
使
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
、
応
天

門
の
変
と
い
う
古
代
の
出
来
事
を
本
作
品
制
作
当
時
の
「
今
」
に
引
き
寄
せ
る
役
割
を
果
た

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
佐
藤
氏
が
鈴
木
敬
三
氏
の
有
職
故
実
研
究

に
よ
る
知
見
を
参
照
し
て
端
的
に
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
若
干
詳
細
な
分
析
を
加
え

て
お
き
た
い（

3
）。

本
作
品
で
検
非
違
使
は
、
以
下
の
五
つ
の
場
面
に
登
場
す
る
。
便
宜
上
、
こ
れ
ら
の
場
面

に
、
場
面
①
か
ら
場
面
⑤
ま
で
の
番
号
を
付
す
。
場
面
①
は
上
巻
冒
頭
で
火
事
の
現
場
に
向

か
う
と
こ
ろ
（
図
一
）、
場
面
②
は
下
巻
冒
頭
で
善
男
の
放
火
を
吹
聴
し
た
舎
人
を
連
行
す

る
と
こ
ろ
（
図
二
）、
場
面
③
は
連
行
し
た
舎
人
を
尋
問
す
る
と
こ
ろ
（
図
三
）、
場
面
④
は

善
男
の
逮
捕
に
向
か
う
と
こ
ろ
（
図
四
）、
場
面
⑤
は
善
男
を
連
行
す
る
と
こ
ろ
（
図
五
）

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
面
に
注
目
し
つ
つ
絵
巻
全
体
の
俯
瞰
図
を
眺
め
る
と
、
本
作
品
に
お

い
て
検
非
違
使
が
非
常
に
多
く
の
紙
幅
を
占
め
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
良
く
わ
か
る
（
図

六
）。
特
に
場
面
①
と
場
面
⑤
は
絵
巻
の
冒
頭
と
末
尾
に
該
当
し
、
本
作
品
の
鑑
賞
に
あ
た
り
、

観
者
は
検
非
違
使
の
存
在
を
強
く
印
象
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
本
作
品
の
絵
に
は
前
述
の
よ
う
に
検
非
違

使
が
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
詞
書
に
は
「
検
非
違
使
」
の
語
が

一
度
も
現
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、
先
に
挙
げ
た
五
場
面
の
う
ち
、
場
面
②
と
場
面
③
、
つ
ま
り
舎
人
の
連
行
と
尋

問
の
場
面
は
、「
こ
の
舎
人
を
召
し
て
問
は
れ
け
れ
ば
、
は
じ
め
は
抗
ゐ
け
れ
ど
も
、
わ
れ

も
罪
か
ぶ
り
ぬ
べ
く
と
問
は
れ
け
れ
は
、
あ
の
く
だ
り
の
こ
と
を
申
し
け
り（

4
）」

と
い
う
詞
書

を
絵
画
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
情
景
を
絵
と
し
て
示
す
に
あ
た
っ
て
は
、
舎
人
を
連
行

す
る
検
非
違
使
と
舎
人
を
尋
問
す
る
検
非
違
使
を
登
場
さ
せ
る
の
が
自
然
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
検
非
違
使
が
描
か
れ
る
の
は
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
他
の
三
場
面
に
対
応
す
る
詞
書
を
見
る
と
、
ま
ず
場
面
①
は
「
今
は
昔
、

水
の
尾
の
御
門
の
御
時
に
、
応
天
門
や
け
ぬ
」（
詞
書
欠
失
の
た
め
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
所

収
の
同
内
容
の
説
話
に
よ
り
補
う
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
検
非
違
使
の
登
場
は
示
唆
さ
れ
て
お

ら
ず
、
そ
の
絵
画
化
に
あ
た
っ
て
検
非
違
使
は
不
可
欠
の
モ
チ
ー
フ
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
は
応
天
門
の
火
事
に
際
し
て
出
動
す
る
検
非
違
使
が
描
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

ま
た
、
場
面
④
・
場
面
⑤
に
対
応
す
る
詞
書
は
「
そ
の
ヽ
ち
大
納
言
も
と
ら
れ
な
ど
し
て
、

こ
と
顕
は
れ
て
の
ち
な
ん
流
さ
れ
け
る
」
で
あ
る
。
伴
大
納
言
の
逮
捕
と
配
流
を
語
る
こ
の
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黒
田
泰
三
氏
は
、
こ
れ
ら
は
場
面
転
換
の
際
に
場
所
の
移
動
や
時
間
の
経
過
を
暗
示
し
た
り
、

場
面
を
強
調
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
空
間
を
設
定
し
た
り
す
る
た
め
に
描
か
れ
て
い
る
と

す
る（

8
）（

図
九
）。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
自
然
景
の
一
事
象
と
し
て
の
植
物
と
い
う
意
味
の
樹

木
で
は
な
く
、
劇
が
演
じ
ら
れ
る
舞
台
で
の
大
道
具
と
し
て
の
演
出
的
な
樹
木
で
あ
る
と
い

う
。
す
な
わ
ち
、
自
然
景
は
物
語
に
従
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
両
絵
巻
で
は
、
物
語
を
描
き
出
す
視
点
の
置
き
方
も
対
照
的
で
あ
る
。
本
作
品
は

物
語
を
眺
め
る
視
点
が
幾
度
と
な
く
前
後
・
上
下
に
動
く
と
い
う
、
日
本
の
絵
巻
で
は
他
に

類
例
を
見
な
い
特
徴
を
持
つ
が
、
一
方
《
伴
大
納
言
絵
巻
》
の
視
点
は
、
ほ
ぼ
一
定
の
位
置

に
置
か
れ
た
ま
ま
水
平
に
移
動
す
る
。

さ
ら
に
、
両
絵
巻
に
お
け
る
筆
致
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
黒
田
氏
が
次
の
よ
う
な
指
摘
を

し
て
い
る（

9
）。

す
な
わ
ち
、
本
作
品
で
は
人
物
の
肉
体
の
輪
郭
線
と
衣
の
輪
郭
線
と
が
同
じ
質

の
描
線
で
引
か
れ
て
お
り
、
ま
た
一
本
の
描
線
が
比
較
的
長
い
た
め
、
全
体
的
に
人
物
の
表

情
は
誇
張
さ
れ
、
身
体
の
動
作
は
大
き
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
《
伴
大
納

言
絵
巻
》
で
は
、
人
物
の
肉
体
は
濃
墨
の
細
線
を
短
く
切
っ
て
描
か
れ
、
衣
は
こ
れ
よ
り
も

や
や
太
く
長
い
線
で
描
か
れ
て
お
り
、
両
者
の
質
感
の
違
い
が
的
確
に
表
さ
れ
て
い
る
と
い

う
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
洗
練
さ
れ
た
人
物
表
現
が
達
成
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
作
品
と
《
伴
大
納
言
絵
巻
》
と
の
間
に
は
造
形
面
で
の
懸

隔
が
あ
る
。
谷
口
耕
生
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
差
異
は
各
作
品
を
手
掛
け
た
絵
師
の
個
性
に
よ

る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
所
属
す
る
工
房
の
違
い
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
做
す

）
（1
（

。
そ

し
て
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》
が
、
後
白
河
院
周
辺
の
画
事
に
宮
廷
絵
師
と
し
て
携
わ
っ
た
常

磐
光
長
の
手
に
よ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
本
作
品
に
は
宮
廷
絵
師
と
は
異
な
る
画
家
集
団
が
関

わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、《
鳥
獣
人
物
戯
画
》
丙
巻
・
丁
巻
や
《
放

屁
合
戦
絵
巻
》
と
い
っ
た
「
鳴
呼
絵
」
と
本
作
品
と
の
間
に
共
通
の
描
写
態
度
を
見
出
し
、

本
作
品
の
制
作
に
は
「
鳴
呼
絵
」
に
も
通
じ
た
画
技
を
持
つ
絵
仏
師
が
関
与
し
た
と
想
定
す

る
。
い
わ
ゆ
る
宮
廷
絵
師
と
絵
仏
師
の
仕
事
の
領
域
は
重
な
る
と
こ
ろ
が
か
な
り
多
か
っ
た

と
見
ら
れ
、
両
者
は
図
像
や
様
式
を
あ
る
程
度
共
有
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本

作
品
の
絵
師
の
属
性
の
推
定
に
は
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
が
、
た
だ
、
本
作
品
と

《
伴
大
納
言
絵
巻
》
が
異
な
る
工
房
の
絵
師
に
よ
り
描
か
れ
た
と
す
る
見
解
に
は
、
全
面
的

に
同
意
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
両
絵
巻
に
は
関
与
し
た
絵
師
の
違
い
が
想
定
さ
れ
る
ほ
ど
の
造
形
上
の
差

異
が
あ
る
が
、
で
は
、
本
作
品
に
お
い
て
、
そ
の
主
題
で
あ
る
十
世
紀
前
半
の
聖
僧
命
蓮
に

ま
つ
わ
る
物
語
は
、
い
か
に
絵
画
化
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
稿

で
論
じ
た
が
、
そ
の
中
で
本
稿
の
論
点
に
関
わ
る
と
こ
ろ
を
述
べ
る
と
、
本
作
品
に
お
い
て

描
か
れ
る
諸
々
の
出
来
事
は
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》
と
同
様
に
、
絵
巻
制
作
当
時
に
お
け
る
「
今
」

の
出
来
事
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

）
（（
（

。

そ
の
理
由
と
し
て
、
次
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
点
目
は
、
本
作
品
中
巻
の
醍
醐
天
皇

の
病
治
癒
に
関
わ
る
二
場
面
の
舞
台
で
あ
る
清
涼
殿
が
、
い
ず
れ
も
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）

に
新
造
さ
れ
た
内
裏
の
姿
を
描
く
《
年
中
行
事
絵
巻
》
に
見
え
る
清
涼
殿
と
共
通
の
紙
形
に

よ
っ
て
描
か
れ
て
お
り
、
新
造
清
涼
殿
の
姿
を
反
映
し
て
い
る
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る

）
（1
（

（
図
十
・
図
十
一
・
図
十
二
）。
二
点
目
は
、
上
記
の
場
面
で
公
卿
が
身
に
着
け
て
い
る
束
帯

は
強
装
束
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
強
装
束
が
一
般
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
嘉

応
か
ら
承
安
年
間
（
一
一
六
九
―
一
一
七
三
）
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る

）
（1
（

（
図
十
三
）。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
本
作
品
に
描
か
れ
た
清
涼
殿
の
情
景
は
十
二
世
紀
後
半
、
つ
ま

り
絵
巻
制
作
と
同
時
期
の
も
の
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》
の

検
非
違
使
ほ
ど
強
力
に
鑑
賞
者
を
「
今
」
の
京
都
へ
と
導
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ

な
い
が
、
当
時
の
鑑
賞
者
と
し
て
想
定
さ
れ
る
宮
廷
の
貴
顕
に
と
っ
て
、
こ
の
情
景
が
「
今
」

の
宮
中
を
表
し
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
の
は
難
し
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、『
山
槐
記
』
長
寛
三
年
（
一
一
六
五
）
六
月
二
十
八
日
条
は
、
病
の
床
に
あ
っ

た
二
条
院
（
一
一
四
三
―
一
一
六
五
、
在
位
：
一
一
五
八
―
一
一
六
五
）
の
病
状
が
重
篤
で

あ
っ
た
た
め
、「
石
屋
聖
人
」
が
参
内
し
て
灸
治
を
施
し
た
こ
と
を
伝
え
て
お
り
、
そ
の
先

例
の
一
つ
と
し
て
、
醍
醐
天
皇
危
篤
の
際
に
命
蓮
が
召
さ
れ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る

）
（1
（

。
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い
る
の
だ
と
解
釈
す
る
。
さ
ら
に
、
当
該
期
の
絵
巻
制
作
が
短
絡
的
に
後
白
河
院
に
結
び
つ

け
ら
れ
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

上
記
の
伊
藤
氏
の
見
解
に
つ
い
て
、
天
皇
と
摂
政
に
よ
る
公
正
な
政
治
的
判
断
が
行
わ
れ

る
様
を
表
す
こ
と
は
、
天
皇
の
父
祖
で
あ
る
こ
と
を
権
威
の
源
泉
と
す
る
院
政
主
権
者
に
と
っ

て
も
不
都
合
で
は
な
い
た
め
、
必
ず
し
も
本
作
品
を
当
時
最
大
の
絵
巻
収
集
家
で
あ
っ
た
後

白
河
院
か
ら
引
き
離
さ
な
く
と
も
良
い
と
考
え
る
。
た
だ
、
本
作
品
に
理
想
的
な
政
治
の
あ

り
方
の
具
現
化
を
看
取
す
る
伊
藤
氏
の
指
摘
は
、
古
代
の
事
件
が
十
二
世
紀
後
半
に
お
い
て

絵
画
化
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
傾
聴
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。こ

れ
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
本
作
品
が
「
今
」
の
京
都
を
舞
台
と
す
る
よ
う
に
表
さ
れ
る

こ
と
の
意
味
を
考
え
る
と
、
そ
の
眼
目
は
、
古
代
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
理
想
的
な
政
治

が
、「
今
」
の
朝
廷
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
創
出
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
と
解
釈
で
き
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
絵
巻
制
作
と
享
受
の
実
情
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
く
、

諸
々
の
思
惑
や
関
心
や
嗜
好
が
介
在
し
て
本
作
品
の
絵
が
描
か
れ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
が
、

為
政
者
に
と
っ
て
期
待
さ
れ
る
絵
巻
の
機
能
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
右
記
の
よ
う
な
説
明
は

一
定
の
妥
当
性
を
持
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
、《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》

前
章
で
は
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》
に
お
い
て
、
検
非
違
使
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
よ
り
、
故

事
が
絵
巻
制
作
当
時
の
「
今
」
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
で
は
、
同
時
代

の
説
話
絵
巻
の
現
存
作
例
で
あ
り
、
か
つ
《
伴
大
納
言
絵
巻
》
と
同
様
に
古
代
の
出
来
事
を

題
材
と
す
る
《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》（
以
下
、
本
章
で
は
本
作
品
と
呼
ぶ
）
で
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。

ま
ず
、
本
作
品
の
概
要
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
本
作
品
は
、
十
世
紀
前
半
の
醍
醐
天
皇
時

代
を
舞
台
と
し
て
、
信
貴
山
の
聖
僧
命
蓮
の
奇
跡
譚
及
び
命
蓮
の
姉
尼
公
の
信
貴
山
訪
問
譚

を
描
き
出
し
た
絵
巻
で
あ
る
。『
古
本
説
話
集
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
は
、
本
作
品
と

同
内
容
の
説
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

《
伴
大
納
言
絵
巻
》
と
同
様
に
、
本
作
品
制
作
の
経
緯
や
、
制
作
当
時
の
享
受
の
様
相
を

示
す
史
料
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
中
世
に
お
け
る
伝
来
を
示
す
史
料
も
皆
無
で
あ
る
。

そ
の
た
め
制
作
当
初
の
形
態
は
不
明
で
あ
る
が
、
現
状
で
は
三
巻
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
や
は
り
、
現
状
の
上
・
中
・
下
巻
の
呼
称
を
用
い
て
論
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

本
作
品
の
物
語
の
概
略
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
上
巻
で
は
、
信
貴
山
で
修
行
す
る
命
蓮

が
托
鉢
に
飛
ば
し
た
鉢
が
、
麓
の
長
者
の
倉
を
載
せ
て
信
貴
山
へ
と
運
び
去
る
。
長
者
の
懇

請
に
よ
り
、
命
蓮
は
倉
の
み
を
山
中
に
残
し
、
中
の
米
俵
は
す
べ
て
長
者
の
邸
に
戻
す
。
中

巻
で
は
、
延
喜
の
帝
（
醍
醐
天
皇
）
の
病
平
癒
を
祈
ら
せ
る
べ
く
、
勅
使
が
命
蓮
の
も
と
に

至
る
。
参
内
を
拒
否
し
た
命
蓮
は
山
中
で
祈
祷
を
行
い
、「
剣
の
護
法
」
を
清
涼
殿
に
遣
わ

し
て
帝
の
病
を
治
す
。
そ
の
後
、
命
蓮
は
朝
廷
よ
り
提
示
さ
れ
た
諸
々
の
恩
賞
を
す
べ
て
固

辞
す
る
。
下
巻
で
は
、
生
き
別
れ
に
な
っ
て
い
た
命
蓮
の
姉
の
尼
公
が
弟
を
訪
ね
る
。
長
旅

の
末
、
命
蓮
を
探
し
あ
ぐ
ね
た
尼
公
は
東
大
寺
大
仏
に
祈
り
を
捧
げ
、
夢
告
に
よ
っ
て
無
事

命
蓮
と
の
再
会
を
果
た
す
。

本
作
品
と
《
伴
大
納
言
絵
巻
》
は
、
同
時
代
の
説
話
絵
巻
の
現
存
作
例
で
あ
る
と
い
う
前

述
の
共
通
点
に
よ
り
、
当
該
期
の
名
品
と
し
て
並
び
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
両
者
の
造

形
の
志
向
や
細
部
の
描
写
に
は
顕
著
な
差
異
が
見
ら
れ
る
。

ま
ず
、
こ
れ
は
両
者
の
題
材
の
違
い
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
本
作
品
で
は
雄

大
な
山
水
な
ど
の
自
然
景
の
描
写
に
多
く
の
注
意
が
向
け
ら
れ
て
お
り
、
物
語
は
そ
の
中
に

お
い
て
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》
の
描
写
対
象
の
中
心
は
人

事
で
あ
り
、
物
語
の
展
開
で
あ
る
。

例
え
ば
、
本
作
品
上
巻
で
飛
行
す
る
米
俵
の
眼
下
に
描
か
れ
た
山
水
を
見
る
と
、
別
稿
で

詳
論
し
た
通
り
、
こ
こ
で
は
深
く
複
合
的
な
奥
行
き
を
持
っ
た
空
間
を
表
す
こ
と
へ
の
志
向

が
、
異
様
な
ほ
ど
に
強
く
表
れ
て
い
る（

7
）（

図
八
）。
こ
れ
は
、
命
蓮
の
法
力
に
よ
り
米
俵
が

飛
ぶ
と
い
う
物
語
を
表
す
こ
と
か
ら
独
立
し
た
、
あ
る
意
味
純
粋
な
絵
画
的
表
現
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》
で
は
、
例
え
ば
樹
木
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て

－4－－5－
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た
珠
の
呪
力
に
よ
っ
て
兄
の
尊
を
屈
服
さ
せ
る
物
語
を
描
い
た
も
の
で
あ
る

）
11
（

。

本
作
品
制
作
の
経
緯
や
当
初
の
享
受
の
状
況
な
ど
を
記
す
同
時
代
史
料
は
や
は
り
存
在
し

な
い
が
、
先
に
第
一
章
で
掲
げ
た
『
看
聞
日
記
』
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
四
月
二
十
六
日

条
に
は
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》
と
と
も
に
そ
の
名
が
見
え
、
こ
の
時
点
で
は
若
狭
松
永
庄
の

新
八
幡
宮
に
所
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
こ
の
原
本
は
現
存
せ
ず
、
近
世
以
降

に
制
作
さ
れ
た
複
数
の
模
本
の
み
が
残
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
原
本
を
写
し
た
と
目
さ

れ
る
、
福
井
県
の
明
通
寺
が
所
蔵
す
る
六
巻
仕
立
て
の
模
本
（
以
下
、
明
通
寺
本
と
呼
ぶ
）

に
依
拠
し
て
論
を
進
め
た
い

）
1（
（

。

物
語
の
概
略
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
あ
る
と
こ
ろ
に
兄
の
尊
と
弟
の
尊
（
彦
火
々
出
見

尊
）
が
お
り
、
兄
は
釣
り
を
し
て
暮
ら
し
て
い
た
が
、
弟
は
す
る
こ
と
も
な
く
過
ご
し
て
い

た
。
あ
る
時
、
弟
の
尊
は
兄
の
釣
針
を
借
り
る
が
、
魚
に
針
を
食
い
取
ら
れ
て
し
ま
い
、
ひ

ど
く
叱
責
さ
れ
る
。
困
惑
し
た
弟
の
尊
は
、
あ
る
翁
の
誘
い
に
よ
り
龍
宮
城
へ
と
至
り
、
龍

王
の
計
ら
い
に
よ
り
釣
針
を
取
り
戻
す
。
さ
ら
に
尊
は
龍
王
の
懇
請
に
よ
り
そ
の
娘
を
め
と

り
、
や
が
て
娘
は
懐
妊
す
る
。
そ
の
後
、
尊
は
兄
に
釣
針
を
返
し
に
向
か
い
、
そ
の
際
に
龍

王
に
与
え
ら
れ
た
「
潮
満
の
玉
」
と
「
潮
干
の
玉
」
の
呪
力
に
よ
っ
て
兄
を
降
伏
さ
せ
る
。

や
が
て
臨
月
を
迎
え
た
龍
王
の
娘
は
地
上
で
出
産
を
果
た
し
、
皇
子
は
鵜
羽
葺
不
合
尊
と
名

付
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
弟
の
尊
は
帝
と
な
り
、
今
に
至
る
ま
で
そ
の
位
に
在
り
、
兄
の
尊

は
大
和
国
吉
野
に
住
ま
い
、
節
会
の
度
に
贄
を
奉
っ
て
い
る
と
い
う
。

明
通
寺
本
か
ら
窺
わ
れ
る
本
作
品
原
本
の
作
風
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
源
豊
宗
氏
が
次
の

よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る

）
11
（

。
す
な
わ
ち
、
そ
の
絵
は
《
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
》
と
画
風
上
の

近
似
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
詞
書
筆
者
は
《
伴
大
納
言
絵
巻
》
の
詞
書
筆
者
と
同
一
人

物
と
見
做
し
得
る
と
す
る
。
ま
た
、
五
月
女
晴
恵
氏
は
、
本
作
品
の
モ
チ
ー
フ
の
姿
態
に
注

目
し
、
本
作
品
と
《
伴
大
納
言
絵
巻
》・《
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
》・《
年
中
行
事
絵
巻
》
と
の

間
に
は
、
共
通
の
姿
態
表
現
が
多
く
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

）
11
（

。
こ
れ
ら
の
先
学

に
よ
る
知
見
を
踏
ま
え
る
と
、
本
作
品
の
原
本
は
《
伴
大
納
言
絵
巻
》
等
に
近
い
環
境
に
お

い
て
制
作
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
絵
巻
に
共
通
の
姿
態
表
現
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
が
粉
本
を
共
有
す
る
同
一
工
房
の
絵
師
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
を

示
唆
す
る
。

さ
て
、
本
稿
で
論
じ
た
い
の
は
、
本
作
品
に
お
い
て
『
日
本
書
紀
』
に
由
来
す
る
神
話
が

い
か
に
絵
画
化
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
本
作
品
の
物
語
が
中
世
の
漁
業
荘
園
で
あ
る
御
厨
を
思
わ

せ
る
世
界
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
と
す
る
、
保
立
道
久
氏
に
よ
る
指
摘
で
あ
る

）
11
（

。
同
氏
は
、

明
通
寺
本
巻
一
冒
頭
に
表
さ
れ
る
兄
の
尊
の
家
の
庭
に
お
い
て
、
中
世
御
厨
の
漁
業
風
俗
が

複
数
描
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
図
十
四
）。
す
な
わ
ち
、
本
作
品

の
舞
台
は
中
世
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
挙
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
別
稿
に
て
論
じ
た
通
り
、
本
作
品
に
描
か
れ
る
海
辺
の
場

景
に
、
住
吉
と
い
う
場
の
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る

）
15
（

。
そ

の
論
拠
と
し
て
は
、
十
三
世
紀
の
《
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
絵
》
中
の
「
住
吉
大
明
神
」
図
の

詞
書
を
は
じ
め
と
す
る
中
世
の
諸
史
料
に
お
い
て
、
彦
火
々
出
見
尊
の
皇
子
で
あ
る
鵜
羽
葺

不
合
尊
を
住
吉
神
と
同
一
視
す
る
言
説
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
住
吉
を
和
歌
に
詠
む
際

に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
貝
の
モ
チ
ー
フ
が
、
本
作
品
全
巻
を
通
じ
て
執
拗
な
ほ
ど
に
描
か

れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

本
来
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
、
住
吉
神
は
伊
弉
諾
尊
が
黄
泉
の
国
か
ら
還
っ
て
き
て
禊

を
し
た
際
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
彦
火
々
出
見
尊
と
は
何
ら
関
係
が
な
い
。
つ
ま
り
、

本
作
品
に
お
け
る
住
吉
の
イ
メ
ー
ジ
の
投
影
は
、
鵜
羽
葺
不
合
尊
と
住
吉
神
を
同
体
視
す
る
、

中
世
に
お
け
る
記
紀
神
話
の
変
容
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
住
吉
神
と
鵜
羽
葺

不
合
尊
が
同
体
視
さ
れ
る
背
景
に
は
、
十
二
世
紀
後
半
に
お
け
る
住
吉
社
の
勢
力
拡
大

）
16
（

が
あ
っ

た
と
も
推
測
さ
れ
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
該
期
に
制
作
さ
れ
た
本
作
品
に
お
い
て
住
吉

の
イ
メ
ー
ジ
が
表
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
同
時
代
的
な
現
象
で
あ
っ
た
と
捉
え
得
る
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
本
作
品
で
は
、
皇
祖
神
神
話
が
中
世
の
世
界
を
舞
台
と
し
て
、
か

つ
中
世
に
お
け
る
住
吉
神
・
鵜
羽
葺
不
合
尊
同
体
説
を
反
映
し
て
絵
画
化
さ
れ
て
い
る
と
い

え
る
。
本
作
品
制
作
当
時
の
鑑
賞
者
た
ち
は
、
そ
の
主
題
が
記
紀
神
話
で
あ
る
こ
と
を
認
識

－6－－7－
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本
作
品
制
作
の
時
期
が
こ
の
出
来
事
よ
り
下
る
の
か
、
厳
密
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
谷
口

氏
は
、
後
白
河
院
に
よ
る
信
貴
山
信
仰
、
及
び
東
大
寺
大
仏
絵
画
化
の
意
義
を
重
視
す
る
立

場
か
ら
、
そ
の
時
期
を
院
が
初
め
て
信
貴
山
を
参
詣
し
た
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
以
降
、

東
大
寺
大
仏
開
眼
会
が
行
わ
れ
た
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
以
前
と
推
定
す
る

）
（5
（

。
ま
た
、
横

内
裕
人
氏
は
、
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
に
王
家
の
人
々
が
相
次
い
で
亡
く
な
っ
て
お
り
、

後
白
河
院
自
身
も
疱
瘡
に
罹
患
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
院
が
こ
の
年
に
信
貴
山
参
詣
を
果

た
し
た
こ
と
を
、
本
作
品
制
作
の
契
機
と
し
て
重
視
す
る

）
（6
（

。
後
白
河
院
が
本
作
品
の
発
願
者

で
あ
っ
た
確
証
は
な
い
の
だ
が
、
谷
口
氏
や
横
内
氏
も
挙
げ
る
よ
う
に
、
院
は
安
元
二
年

（
一
一
七
六
）
に
紀
州
粉
河
寺
の
千
手
観
音
像
の
残
材
に
よ
り
蓮
華
王
院
小
千
手
堂
の
本
尊

を
造
立
し
、
こ
れ
と
近
い
時
期
に
そ
の
霊
験
を
語
る
「
粉
河
観
音
絵
」
を
制
作
し
て
い
た
蓋

然
性
が
き
わ
め
て
高
く

）
（7
（

、
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
同
年
の
院
に
よ
る
信
貴
山
参
詣
が
本
作
品

制
作
の
契
機
と
な
っ
た
と
す
る
仮
説
に
は
説
得
力
が
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
作
品
の
制
作
が
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
か
ら
あ
ま
り
隔
た
ら
な

い
時
期
に
行
わ
れ
た
と
仮
定
す
る
と
、
こ
れ
は
長
寛
三
年
（
一
一
六
五
）
の
「
石
屋
聖
人
」

参
内
以
降
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
記
憶
が
い
ま
だ
に
宮
廷
の
人
々
の
間
に
残
っ
て
い
る
時
期
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
本
作
品
が
制
作
さ
れ
、
そ
し
て
宮
中
が
「
今
」
の

姿
で
描
か
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
当
時
の
鑑
賞
者
た
ち
は
、
現
在
の
我
々
が
想
像
す
る

以
上
に
身
近
な
出
来
事
と
し
て
、
醍
醐
天
皇
加
持
の
場
面
を
受
け
止
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
作
品
で
は
、
清
涼
殿
の
情
景
の
描
写
に
よ
っ
て
古
代
の
出
来
事
が
「
今
」
に

引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
こ
に
は
い
か
な
る
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い

て
考
え
る
に
あ
た
り
重
要
で
あ
る
の
は
、
本
作
品
の
舞
台
が
、
醍
醐
天
皇
に
よ
り
治
め
ら
れ

る
世
界
で
あ
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
醍
醐
天
皇
は
、
村
上
天
皇
と
並
び
そ
の
治
世
を
「
延

喜
・
天
暦
の
聖
代
」
と
称
さ
れ
た
人
物
で
あ
り
、
十
二
世
紀
に
お
い
て
、
両
天
皇
に
よ
る
治

世
を
聖
代
視
す
る
思
想
は
貴
族
階
層
全
体
に
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

）
（8
（

。
別
稿
で
論

じ
た
通
り
、
本
作
品
の
絵
画
に
は
醍
醐
天
皇
を
金
輪
聖
王
に
な
ぞ
ら
え
る
表
現
や
、
醍
醐
天

皇
に
よ
り
治
め
ら
れ
る
世
界
を
理
想
化
す
る
表
現
が
見
出
さ
れ
、
延
喜
聖
代
観
の
表
出
が
認

め
ら
れ
る

）
（9
（

。
そ
し
て
、
上
述
の
よ
う
な
描
か
れ
た
聖
代
の
有
様
を
「
今
」
に
引
き
寄
せ
る
と

い
う
こ
と
は
、
絵
巻
制
作
当
時
の
為
政
者
に
よ
り
治
め
ら
れ
る
世
界
を
聖
代
に
な
ぞ
ら
え
、

今
上
天
皇
を
醍
醐
天
皇
に
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
前
章
の
考
察
と
併
せ
て
、
や
や
図
式
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
倣
う
べ
き
古
代

の
出
来
事
や
有
様
を
「
今
」
に
引
き
寄
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
現
王
権
を
肯
定
す
る
と
い
う
点

で
、
本
作
品
と
《
伴
大
納
言
絵
巻
》
は
同
様
の
志
向
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、

前
述
の
ご
と
く
両
絵
巻
の
作
風
に
は
大
き
な
懸
隔
が
あ
り
、
制
作
に
携
わ
っ
た
絵
師
も
系
統

を
異
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
両
絵
巻
は
い
ず
れ
も
後
に
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

に
収
録
さ
れ
る
説
話
を
題
材
と
し
て
い
る
と
は
い
え
、
一
方
は
地
方
を
主
な
舞
台
と
し
な
が

ら
信
貴
山
の
霊
験
を
描
く
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
都
に
お
け
る
政
変
を
描
く
も
の
で
あ

る
た
め
、
主
題
面
で
も
両
者
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

両
絵
巻
に
上
述
の
よ
う
な
志
向
が
看
取
さ
れ
る
こ
と
は
、
故
事
を
「
今
」
に
引
き
寄
せ
る
こ

と
に
よ
り
現
在
を
肯
定
す
る
手
法
が
、
後
白
河
院
周
辺
の
絵
巻
制
作
に
お
い
て
、
あ
る
程
度

共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》

前
章
ま
で
に
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》
と
《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》
の
両
絵
巻
に
お
い
て
、
古

代
の
出
来
事
を
「
今
」
に
引
き
寄
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
現
在
の
王
権
を
肯
定
す
る
手
法
が
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
本
章
で
は
、
皇
祖
神
の
物
語
を
描
い
た
《
彦
火
々
出

見
尊
絵
巻
》（
以
下
、
本
章
で
は
本
作
品
と
呼
ぶ
）
を
取
り
上
げ
る
。
古
代
の
出
来
事
を
描

く
前
二
者
と
神
代
の
出
来
事
を
描
く
本
作
品
と
で
は
、
題
材
と
す
る
物
語
の
性
格
が
や
や
異

な
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
日
本
の
故
事
を
描
く
と
い
う
点
で
、
同
一
の
文
脈

に
お
い
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

ま
ず
、
本
作
品
の
概
要
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
本
作
品
は
、『
日
本
書
紀
』
に
淵
源
を
有

す
る
い
わ
ゆ
る
山
幸
海
幸
神
話
を
主
題
と
し
た
絵
巻
で
あ
り
、
弟
の
尊
が
龍
王
に
与
え
ら
れ

－6－－7－
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た
珠
の
呪
力
に
よ
っ
て
兄
の
尊
を
屈
服
さ
せ
る
物
語
を
描
い
た
も
の
で
あ
る

）
11
（

。

本
作
品
制
作
の
経
緯
や
当
初
の
享
受
の
状
況
な
ど
を
記
す
同
時
代
史
料
は
や
は
り
存
在
し

な
い
が
、
先
に
第
一
章
で
掲
げ
た
『
看
聞
日
記
』
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
四
月
二
十
六
日

条
に
は
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》
と
と
も
に
そ
の
名
が
見
え
、
こ
の
時
点
で
は
若
狭
松
永
庄
の

新
八
幡
宮
に
所
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
こ
の
原
本
は
現
存
せ
ず
、
近
世
以
降

に
制
作
さ
れ
た
複
数
の
模
本
の
み
が
残
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
原
本
を
写
し
た
と
目
さ

れ
る
、
福
井
県
の
明
通
寺
が
所
蔵
す
る
六
巻
仕
立
て
の
模
本
（
以
下
、
明
通
寺
本
と
呼
ぶ
）

に
依
拠
し
て
論
を
進
め
た
い

）
1（
（

。

物
語
の
概
略
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
あ
る
と
こ
ろ
に
兄
の
尊
と
弟
の
尊
（
彦
火
々
出
見

尊
）
が
お
り
、
兄
は
釣
り
を
し
て
暮
ら
し
て
い
た
が
、
弟
は
す
る
こ
と
も
な
く
過
ご
し
て
い

た
。
あ
る
時
、
弟
の
尊
は
兄
の
釣
針
を
借
り
る
が
、
魚
に
針
を
食
い
取
ら
れ
て
し
ま
い
、
ひ

ど
く
叱
責
さ
れ
る
。
困
惑
し
た
弟
の
尊
は
、
あ
る
翁
の
誘
い
に
よ
り
龍
宮
城
へ
と
至
り
、
龍

王
の
計
ら
い
に
よ
り
釣
針
を
取
り
戻
す
。
さ
ら
に
尊
は
龍
王
の
懇
請
に
よ
り
そ
の
娘
を
め
と

り
、
や
が
て
娘
は
懐
妊
す
る
。
そ
の
後
、
尊
は
兄
に
釣
針
を
返
し
に
向
か
い
、
そ
の
際
に
龍

王
に
与
え
ら
れ
た
「
潮
満
の
玉
」
と
「
潮
干
の
玉
」
の
呪
力
に
よ
っ
て
兄
を
降
伏
さ
せ
る
。

や
が
て
臨
月
を
迎
え
た
龍
王
の
娘
は
地
上
で
出
産
を
果
た
し
、
皇
子
は
鵜
羽
葺
不
合
尊
と
名

付
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
弟
の
尊
は
帝
と
な
り
、
今
に
至
る
ま
で
そ
の
位
に
在
り
、
兄
の
尊

は
大
和
国
吉
野
に
住
ま
い
、
節
会
の
度
に
贄
を
奉
っ
て
い
る
と
い
う
。

明
通
寺
本
か
ら
窺
わ
れ
る
本
作
品
原
本
の
作
風
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
源
豊
宗
氏
が
次
の

よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る

）
11
（

。
す
な
わ
ち
、
そ
の
絵
は
《
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
》
と
画
風
上
の

近
似
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
詞
書
筆
者
は
《
伴
大
納
言
絵
巻
》
の
詞
書
筆
者
と
同
一
人

物
と
見
做
し
得
る
と
す
る
。
ま
た
、
五
月
女
晴
恵
氏
は
、
本
作
品
の
モ
チ
ー
フ
の
姿
態
に
注

目
し
、
本
作
品
と
《
伴
大
納
言
絵
巻
》・《
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
》・《
年
中
行
事
絵
巻
》
と
の

間
に
は
、
共
通
の
姿
態
表
現
が
多
く
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

）
11
（

。
こ
れ
ら
の
先
学

に
よ
る
知
見
を
踏
ま
え
る
と
、
本
作
品
の
原
本
は
《
伴
大
納
言
絵
巻
》
等
に
近
い
環
境
に
お

い
て
制
作
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
絵
巻
に
共
通
の
姿
態
表
現
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
が
粉
本
を
共
有
す
る
同
一
工
房
の
絵
師
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
を

示
唆
す
る
。

さ
て
、
本
稿
で
論
じ
た
い
の
は
、
本
作
品
に
お
い
て
『
日
本
書
紀
』
に
由
来
す
る
神
話
が

い
か
に
絵
画
化
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
本
作
品
の
物
語
が
中
世
の
漁
業
荘
園
で
あ
る
御
厨
を
思
わ

せ
る
世
界
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
と
す
る
、
保
立
道
久
氏
に
よ
る
指
摘
で
あ
る

）
11
（

。
同
氏
は
、

明
通
寺
本
巻
一
冒
頭
に
表
さ
れ
る
兄
の
尊
の
家
の
庭
に
お
い
て
、
中
世
御
厨
の
漁
業
風
俗
が

複
数
描
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
図
十
四
）。
す
な
わ
ち
、
本
作
品

の
舞
台
は
中
世
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
挙
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
別
稿
に
て
論
じ
た
通
り
、
本
作
品
に
描
か
れ
る
海
辺
の
場

景
に
、
住
吉
と
い
う
場
の
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る

）
15
（

。
そ

の
論
拠
と
し
て
は
、
十
三
世
紀
の
《
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
絵
》
中
の
「
住
吉
大
明
神
」
図
の

詞
書
を
は
じ
め
と
す
る
中
世
の
諸
史
料
に
お
い
て
、
彦
火
々
出
見
尊
の
皇
子
で
あ
る
鵜
羽
葺

不
合
尊
を
住
吉
神
と
同
一
視
す
る
言
説
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
住
吉
を
和
歌
に
詠
む
際

に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
貝
の
モ
チ
ー
フ
が
、
本
作
品
全
巻
を
通
じ
て
執
拗
な
ほ
ど
に
描
か

れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

本
来
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
、
住
吉
神
は
伊
弉
諾
尊
が
黄
泉
の
国
か
ら
還
っ
て
き
て
禊

を
し
た
際
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
彦
火
々
出
見
尊
と
は
何
ら
関
係
が
な
い
。
つ
ま
り
、

本
作
品
に
お
け
る
住
吉
の
イ
メ
ー
ジ
の
投
影
は
、
鵜
羽
葺
不
合
尊
と
住
吉
神
を
同
体
視
す
る
、

中
世
に
お
け
る
記
紀
神
話
の
変
容
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
住
吉
神
と
鵜
羽
葺

不
合
尊
が
同
体
視
さ
れ
る
背
景
に
は
、
十
二
世
紀
後
半
に
お
け
る
住
吉
社
の
勢
力
拡
大

）
16
（

が
あ
っ

た
と
も
推
測
さ
れ
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
該
期
に
制
作
さ
れ
た
本
作
品
に
お
い
て
住
吉

の
イ
メ
ー
ジ
が
表
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
同
時
代
的
な
現
象
で
あ
っ
た
と
捉
え
得
る
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
本
作
品
で
は
、
皇
祖
神
神
話
が
中
世
の
世
界
を
舞
台
と
し
て
、
か

つ
中
世
に
お
け
る
住
吉
神
・
鵜
羽
葺
不
合
尊
同
体
説
を
反
映
し
て
絵
画
化
さ
れ
て
い
る
と
い

え
る
。
本
作
品
制
作
当
時
の
鑑
賞
者
た
ち
は
、
そ
の
主
題
が
記
紀
神
話
で
あ
る
こ
と
を
認
識
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本
作
品
制
作
の
時
期
が
こ
の
出
来
事
よ
り
下
る
の
か
、
厳
密
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
谷
口

氏
は
、
後
白
河
院
に
よ
る
信
貴
山
信
仰
、
及
び
東
大
寺
大
仏
絵
画
化
の
意
義
を
重
視
す
る
立

場
か
ら
、
そ
の
時
期
を
院
が
初
め
て
信
貴
山
を
参
詣
し
た
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
以
降
、

東
大
寺
大
仏
開
眼
会
が
行
わ
れ
た
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
以
前
と
推
定
す
る

）
（5
（

。
ま
た
、
横

内
裕
人
氏
は
、
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
に
王
家
の
人
々
が
相
次
い
で
亡
く
な
っ
て
お
り
、

後
白
河
院
自
身
も
疱
瘡
に
罹
患
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
院
が
こ
の
年
に
信
貴
山
参
詣
を
果

た
し
た
こ
と
を
、
本
作
品
制
作
の
契
機
と
し
て
重
視
す
る

）
（6
（

。
後
白
河
院
が
本
作
品
の
発
願
者

で
あ
っ
た
確
証
は
な
い
の
だ
が
、
谷
口
氏
や
横
内
氏
も
挙
げ
る
よ
う
に
、
院
は
安
元
二
年

（
一
一
七
六
）
に
紀
州
粉
河
寺
の
千
手
観
音
像
の
残
材
に
よ
り
蓮
華
王
院
小
千
手
堂
の
本
尊

を
造
立
し
、
こ
れ
と
近
い
時
期
に
そ
の
霊
験
を
語
る
「
粉
河
観
音
絵
」
を
制
作
し
て
い
た
蓋

然
性
が
き
わ
め
て
高
く

）
（7
（

、
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
同
年
の
院
に
よ
る
信
貴
山
参
詣
が
本
作
品

制
作
の
契
機
と
な
っ
た
と
す
る
仮
説
に
は
説
得
力
が
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
作
品
の
制
作
が
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
か
ら
あ
ま
り
隔
た
ら
な

い
時
期
に
行
わ
れ
た
と
仮
定
す
る
と
、
こ
れ
は
長
寛
三
年
（
一
一
六
五
）
の
「
石
屋
聖
人
」

参
内
以
降
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
記
憶
が
い
ま
だ
に
宮
廷
の
人
々
の
間
に
残
っ
て
い
る
時
期
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
本
作
品
が
制
作
さ
れ
、
そ
し
て
宮
中
が
「
今
」
の

姿
で
描
か
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
当
時
の
鑑
賞
者
た
ち
は
、
現
在
の
我
々
が
想
像
す
る

以
上
に
身
近
な
出
来
事
と
し
て
、
醍
醐
天
皇
加
持
の
場
面
を
受
け
止
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
作
品
で
は
、
清
涼
殿
の
情
景
の
描
写
に
よ
っ
て
古
代
の
出
来
事
が
「
今
」
に

引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
こ
に
は
い
か
な
る
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い

て
考
え
る
に
あ
た
り
重
要
で
あ
る
の
は
、
本
作
品
の
舞
台
が
、
醍
醐
天
皇
に
よ
り
治
め
ら
れ

る
世
界
で
あ
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
醍
醐
天
皇
は
、
村
上
天
皇
と
並
び
そ
の
治
世
を
「
延

喜
・
天
暦
の
聖
代
」
と
称
さ
れ
た
人
物
で
あ
り
、
十
二
世
紀
に
お
い
て
、
両
天
皇
に
よ
る
治

世
を
聖
代
視
す
る
思
想
は
貴
族
階
層
全
体
に
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

）
（8
（

。
別
稿
で
論

じ
た
通
り
、
本
作
品
の
絵
画
に
は
醍
醐
天
皇
を
金
輪
聖
王
に
な
ぞ
ら
え
る
表
現
や
、
醍
醐
天

皇
に
よ
り
治
め
ら
れ
る
世
界
を
理
想
化
す
る
表
現
が
見
出
さ
れ
、
延
喜
聖
代
観
の
表
出
が
認

め
ら
れ
る

）
（9
（

。
そ
し
て
、
上
述
の
よ
う
な
描
か
れ
た
聖
代
の
有
様
を
「
今
」
に
引
き
寄
せ
る
と

い
う
こ
と
は
、
絵
巻
制
作
当
時
の
為
政
者
に
よ
り
治
め
ら
れ
る
世
界
を
聖
代
に
な
ぞ
ら
え
、

今
上
天
皇
を
醍
醐
天
皇
に
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
前
章
の
考
察
と
併
せ
て
、
や
や
図
式
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
倣
う
べ
き
古
代

の
出
来
事
や
有
様
を
「
今
」
に
引
き
寄
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
現
王
権
を
肯
定
す
る
と
い
う
点

で
、
本
作
品
と
《
伴
大
納
言
絵
巻
》
は
同
様
の
志
向
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、

前
述
の
ご
と
く
両
絵
巻
の
作
風
に
は
大
き
な
懸
隔
が
あ
り
、
制
作
に
携
わ
っ
た
絵
師
も
系
統

を
異
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
両
絵
巻
は
い
ず
れ
も
後
に
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

に
収
録
さ
れ
る
説
話
を
題
材
と
し
て
い
る
と
は
い
え
、
一
方
は
地
方
を
主
な
舞
台
と
し
な
が

ら
信
貴
山
の
霊
験
を
描
く
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
都
に
お
け
る
政
変
を
描
く
も
の
で
あ

る
た
め
、
主
題
面
で
も
両
者
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

両
絵
巻
に
上
述
の
よ
う
な
志
向
が
看
取
さ
れ
る
こ
と
は
、
故
事
を
「
今
」
に
引
き
寄
せ
る
こ

と
に
よ
り
現
在
を
肯
定
す
る
手
法
が
、
後
白
河
院
周
辺
の
絵
巻
制
作
に
お
い
て
、
あ
る
程
度

共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》

前
章
ま
で
に
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》
と
《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》
の
両
絵
巻
に
お
い
て
、
古

代
の
出
来
事
を
「
今
」
に
引
き
寄
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
現
在
の
王
権
を
肯
定
す
る
手
法
が
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
本
章
で
は
、
皇
祖
神
の
物
語
を
描
い
た
《
彦
火
々
出

見
尊
絵
巻
》（
以
下
、
本
章
で
は
本
作
品
と
呼
ぶ
）
を
取
り
上
げ
る
。
古
代
の
出
来
事
を
描

く
前
二
者
と
神
代
の
出
来
事
を
描
く
本
作
品
と
で
は
、
題
材
と
す
る
物
語
の
性
格
が
や
や
異

な
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
日
本
の
故
事
を
描
く
と
い
う
点
で
、
同
一
の
文
脈

に
お
い
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

ま
ず
、
本
作
品
の
概
要
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
本
作
品
は
、『
日
本
書
紀
』
に
淵
源
を
有

す
る
い
わ
ゆ
る
山
幸
海
幸
神
話
を
主
題
と
し
た
絵
巻
で
あ
り
、
弟
の
尊
が
龍
王
に
与
え
ら
れ
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別
稿
に
お
い
て
《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
本
作
品
に
お

い
て
、
故
事
を
「
今
」
に
引
き
寄
せ
る
こ
と
に
よ
り
現
在
の
王
権
の
正
統
性
・
正
当
性
を
保

証
す
る
手
法
が
採
ら
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
南
宋
・
高
宗
（
在
位
：
一
一
二
七

―
一
一
六
五
）
朝
の
絵
画
動
向
を
踏
ま
え
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
）
19
（

。
南
宋
初
代
皇
帝
で
あ
る
高
宗
は
、
自
身
の
正
統
性
や
金
に
占
領
さ
れ
た
国
土
の
回
復
へ

の
思
い
を
示
す
べ
く
、
画
院
画
家
に
故
事
を
主
題
と
し
た
絵
画
を
描
か
せ
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
お
り
、
こ
れ
ら
の
絵
画
に
お
い
て
は
、
故
事
を
も
っ
て
現
在
の
状
況
へ
の
意
見
を
示
す
こ

と
、
あ
る
い
は
現
在
の
状
況
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
る

）
11
（

。

具
体
的
な
作
例
と
し
て
は
、
先
学
に
よ
り
《
晋
文
公
復
国
図
》
や
《
文
姫
帰
漢
図
》
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る

）
1（
（

。

当
時
の
日
本
に
お
い
て
宋
の
宮
廷
文
物
に
直
接
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
が
、
板
倉
聖
哲
氏
は
後
白
河
院
の
蓮
華
王
院
宝
蔵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
に
、

北
宋
・
徽
宗
朝
の
文
物
収
集
の
あ
り
方
へ
の
意
識
が
看
取
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、

こ
の
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、
院
の
周
辺
に
お
い
て
北
宋
末
期
か
ら
南
宋
初
期
の
宮
廷
絵
画
の

動
向
に
関
す
る
情
報
が
共
有
さ
れ
て
い
た
蓋
然
性
は
高
い
だ
ろ
う

）
11
（

。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

宋
代
画
院
の
動
向
を
受
け
て
、
上
述
の
《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》
の
表
現
が
試
み
ら
れ
た
可
能

性
は
十
分
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
故
事
を
も
っ
て
現
王
権
の
あ
り
方
を
肯

定
し
よ
う
と
す
る
《
伴
大
納
言
絵
巻
》・《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》
の
表
現
に
つ
い
て
も
、
同

様
の
文
脈
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
上
述
の
三
絵
巻
と
後
白
河
院
政
期
の
仏
画
に
は
相
似
し
た
特
質

が
看
取
さ
れ
、
こ
れ
は
同
時
代
的
に
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ

こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
新
来
の
大
陸
か
ら
の
情
報
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
自

国
の
過
去
へ
の
意
識
は
、
仏
画
に
お
い
て
は
主
に
図
像
・
様
式
の
参
照
や
引
用
と
い
う
形
で

表
れ
て
い
る
の
だ
が
、
上
述
の
三
絵
巻
に
お
い
て
は
主
に
物
語
の
題
材
を
故
事
に
求
め
る
と

い
う
形
で
表
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
絵
巻
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
《
信

貴
山
縁
起
絵
巻
》
で
は
、
唐
代
・
奈
良
時
代
の
絵
画
に
由
来
す
る
様
式
と
、
宋
代
絵
画
に
由

来
す
る
と
見
ら
れ
る
様
式
と
が
混
在
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
仏
画
に
お
け
る
明
示
的
な
復

古
様
式
に
比
べ
る
と
、
か
な
り
限
定
的
で
あ
る

）
11
（

。
つ
ま
り
、
図
式
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
両

者
と
も
自
国
の
過
去
に
権
威
の
源
泉
を
求
め
て
い
る
の
だ
が
、
仏
画
で
は
そ
れ
を
主
に
造
形

に
求
め
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
絵
巻
で
は
主
に
主
題
に
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
き

わ
め
て
横
長
の
画
面
を
持
つ
ゆ
え
に
物
語
を
絵
画
化
し
や
す
い
絵
巻
と
い
う
媒
体
の
性
質
上
、

こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
増
記
氏
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
改
め
て
注
目
し
て
お
き
た
い

の
は
、
こ
れ
ら
の
三
絵
巻
を
含
む
、
蓮
華
王
院
宝
蔵
に
収
め
ら
れ
て
い
た
蓋
然
性
の
高
い
絵

巻
は
、
ほ
と
ん
ど
が
日
本
を
舞
台
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

）
11
（

。
増
記
氏
が

田
島
公
氏
の
論
考
を
参
照
し
て
述
べ
る
よ
う
に
、
蓮
華
王
院
宝
蔵
の
文
物
収
集
に
は
、「
本
朝
」

の
文
物
を
重
ん
じ
る
方
針
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
絵
巻
も
同
様
に
「
本

朝
」
を
意
識
し
て
制
作
・
収
集
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

）
15
（

。

日
本
中
世
仏
教
の
成
立
過
程
を
東
ア
ジ
ア
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
論
じ
た
横
内
氏
は
、

十
二
世
紀
の
日
本
仏
教
が
、
同
時
代
の
中
国
仏
教
の
変
質
・
分
裂
に
触
れ
る
な
か
で
、
自
ら

の
特
殊
性
・
個
別
性
へ
の
意
識
を
強
め
た
こ
と
を
説
く

）
16
（

。
そ
し
て
、
仏
教
の
普
遍
を
求
め
る

始
源
回
帰
の
運
動
と
し
て
、
日
本
仏
教
に
保
存
さ
れ
た
古
層
を
発
掘
す
る
復
古
の
動
き
と
、

釈
迦
を
求
め
て
天
竺
・
震
旦
を
遡
り
最
新
の
仏
教
の
摂
取
に
努
め
る
外
来
摂
取
の
動
き
が
生

じ
た
こ
と
を
論
じ
る
。
後
白
河
院
政
期
の
蓮
華
王
院
宝
蔵
所
収
絵
巻
に
お
け
る
「
本
朝
」
へ

の
意
識
の
表
れ
も
、
こ
れ
と
方
向
性
を
同
じ
く
す
る
同
時
代
的
な
現
象
で
あ
っ
た
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
三
作
例
は
、
日
本
の
故
事
を
題
材
と
す
る
点

で
、
そ
の
意
識
が
最
も
端
的
に
表
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
同
時
代
的
な
文
脈
の
な
か
で
、
複
数
の
作
例
に
共
通
し
て
看
取
さ
れ
る

特
徴
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
一
見
ま
と
ま
り
を
欠
く
よ
う
に
見
え
る
後
白
河
院
政

期
絵
巻
の
作
品
群
の
全
体
像
を
捉
え
る
契
機
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
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し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
同
時
代
的
な
文
脈
に
お
い
て
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
選
択
さ
れ
た
こ
と
に
は
い
か
な
る
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
本
作
品
制
作
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
弟
の
尊
と
兄
の
尊
に
そ
れ
ぞ
れ
後
白
河
院
と
崇

徳
院
が
仮
託
さ
れ
て
い
た
と
推
定
し
た
永
井
久
美
子
氏
の
論
考
以
来
、
物
語
の
登
場
人
物
に

絵
巻
制
作
当
時
の
実
在
の
人
物
を
あ
て
、
当
時
の
政
治
状
況
の
反
映
を
本
作
品
に
見
出
す
論

考
が
複
数
発
表
さ
れ
て
き
た

）
17
（

。
し
か
し
、
当
時
の
絵
巻
享
受
の
あ
り
方
は
い
ま
だ
明
ら
か
に

な
っ
て
お
ら
ず
、
似
絵
的
な
描
法
な
ど
が
採
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
本
作
品
の
登
場

人
物
に
具
体
的
な
人
物
を
あ
て
は
め
る
議
論
は
、
そ
の
蓋
然
性
に
疑
問
が
残
る
。
た
だ
し
、

本
作
品
の
主
題
が
皇
祖
神
神
話
で
あ
り
、
ま
た
先
述
の
通
り
そ
の
絵
画
化
に
あ
た
っ
て
同
時

代
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
本
作
品
の
弟
の
尊
（
彦
火
々
出
見
尊
）
は
、

皇
祖
神
で
あ
る
と
同
時
に
現
在
の
王
権
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
存
在
と
し
て
鑑
賞
者
に
よ
っ
て

眺
め
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
皇
祖
神
が
帝
の
位
に
就
く
ま
で
の
過
程
や
皇

統
の
由
来
を
描
く
本
作
品
を
制
作
す
る
こ
と
自
体
が
、
王
権
の
正
統
性
の
確
認
や
保
証
と
い

う
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
の
絵
画
化
に
あ
た
り
物
語
を
「
今
」
に
引
き

寄
せ
る
操
作
を
加
え
る
こ
と
は
、
そ
の
意
味
を
増
幅
さ
せ
る
行
為
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
作
品
に
お
い
て
も
や
は
り
《
伴
大
納
言
絵
巻
》
や
《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》
に

類
す
る
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、三
作
例
に
共
通
す
る
特
徴
を
め
ぐ
っ
て

以
上
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》・《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》・《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》
の
三
作
例

を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
故
事
が
絵
画
化
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
そ
の
出
来
事
を
「
今
」

に
引
き
寄
せ
る
よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
表

現
に
は
、
故
事
を
「
今
」
の
出
来
事
と
し
て
表
す
こ
と
に
よ
り
、
現
在
の
王
権
の
正
統
性
・

正
当
性
を
保
証
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

三
作
例
に
共
通
す
る
上
述
の
特
徴
は
、
こ
れ
ら
の
作
例
の
一
面
を
切
り
取
る
こ
と
に
よ
り

抽
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
単
純
化
さ
れ
た
議
論
の
枠
組
み
の
な
か
で
見
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
冒
頭
で
目
標
に
掲
げ
た
通
り
、
後
白
河
院
政
期
の

絵
巻
の
全
体
像
を
問
お
う
と
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
個
別
の
作
例
の
実
証
的
な
分
析
を
研
究

の
基
本
と
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
当
該
期
の
作
品
群
を
あ
る
程
度
ま
で
図
式
化
し
て
理
解
す

る
こ
と
も
必
要
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
恣
意
的
な
作
品
理
解
と
な
る
リ

ス
ク
を
冒
し
つ
つ
も
、
前
章
ま
で
の
考
察
を
行
っ
て
き
た
次
第
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
考
察
の
過
程
と
結
果
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
を
重
ね
る
必
要
が

あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
三
作
例
に
上
述
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
と
仮
定
す
る
と
、
後
白
河
院

政
期
絵
巻
の
研
究
に
い
か
な
る
見
通
し
が
立
て
ら
れ
る
の
か
、
若
干
の
私
見
を
提
示
し
た
い
。

ま
ず
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
上
述
の
特
徴
が
当
該
期
の
美
術
の
中
に
い
か
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
探
る
に
あ
た
っ
て
参
照

す
べ
き
は
、
当
該
期
の
仏
画
の
動
向
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

後
白
河
院
政
期
の
仏
画
に
復
古
的
な
意
識
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
が
、

増
記
隆
介
氏
は
、
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
端
的
に
述
べ
る

）
18
（

。
す
な
わ
ち
、
当
該
期
の
仏
画

の
特
質
は
、
天
平
絵
画
へ
の
復
古
と
思
わ
れ
る
様
式
が
明
示
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る

と
い
い
、
そ
の
よ
う
な
作
例
と
し
て
、《
阿
弥
陀
三
尊
像
》（
蓮
華
三
昧
院
）・《
阿
弥
陀
聖
衆

来
迎
図
》（
有
志
八
幡
講
十
八
箇
院
）・《
阿
弥
陀
三
尊
及
び
童
子
像
》（
法
華
寺
）・《
十
一
面

観
音
像
》（
奈
良
国
立
博
物
館
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
背
景
に
は
、

摂
関
期
以
来
、
重
層
的
に
日
本
へ
と
も
た
ら
さ
れ
た
五
代
・
北
宋
の
仏
画
様
式
を
受
け
て
自

ら
の
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
を
求
め
た
結
果
、
国
内
の
古
典
で
あ
る
天
平
絵
画
が
意
識
さ
れ
た

と
い
う
事
情
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
国
内
の
古
の
絵
画
な
い
し
出
来
事
に
典
拠
を
求
め
る
点
に
お

い
て
、
後
白
河
院
政
期
の
仏
画
と
上
述
の
三
絵
巻
が
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
自
国
の
過
去
へ
の
意
識
が
外
来
の
刺
激
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
と
い
う

点
に
お
い
て
も
、
両
者
は
共
通
性
を
持
つ
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
絵
巻
に
つ
い
て
は

次
の
よ
う
な
事
情
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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別
稿
に
お
い
て
《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
本
作
品
に
お

い
て
、
故
事
を
「
今
」
に
引
き
寄
せ
る
こ
と
に
よ
り
現
在
の
王
権
の
正
統
性
・
正
当
性
を
保

証
す
る
手
法
が
採
ら
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
南
宋
・
高
宗
（
在
位
：
一
一
二
七

―
一
一
六
五
）
朝
の
絵
画
動
向
を
踏
ま
え
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
）
19
（

。
南
宋
初
代
皇
帝
で
あ
る
高
宗
は
、
自
身
の
正
統
性
や
金
に
占
領
さ
れ
た
国
土
の
回
復
へ

の
思
い
を
示
す
べ
く
、
画
院
画
家
に
故
事
を
主
題
と
し
た
絵
画
を
描
か
せ
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
お
り
、
こ
れ
ら
の
絵
画
に
お
い
て
は
、
故
事
を
も
っ
て
現
在
の
状
況
へ
の
意
見
を
示
す
こ

と
、
あ
る
い
は
現
在
の
状
況
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
る

）
11
（

。

具
体
的
な
作
例
と
し
て
は
、
先
学
に
よ
り
《
晋
文
公
復
国
図
》
や
《
文
姫
帰
漢
図
》
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る

）
1（
（

。

当
時
の
日
本
に
お
い
て
宋
の
宮
廷
文
物
に
直
接
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
が
、
板
倉
聖
哲
氏
は
後
白
河
院
の
蓮
華
王
院
宝
蔵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
に
、

北
宋
・
徽
宗
朝
の
文
物
収
集
の
あ
り
方
へ
の
意
識
が
看
取
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、

こ
の
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、
院
の
周
辺
に
お
い
て
北
宋
末
期
か
ら
南
宋
初
期
の
宮
廷
絵
画
の

動
向
に
関
す
る
情
報
が
共
有
さ
れ
て
い
た
蓋
然
性
は
高
い
だ
ろ
う

）
11
（

。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

宋
代
画
院
の
動
向
を
受
け
て
、
上
述
の
《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》
の
表
現
が
試
み
ら
れ
た
可
能

性
は
十
分
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
故
事
を
も
っ
て
現
王
権
の
あ
り
方
を
肯

定
し
よ
う
と
す
る
《
伴
大
納
言
絵
巻
》・《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》
の
表
現
に
つ
い
て
も
、
同

様
の
文
脈
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
上
述
の
三
絵
巻
と
後
白
河
院
政
期
の
仏
画
に
は
相
似
し
た
特
質

が
看
取
さ
れ
、
こ
れ
は
同
時
代
的
に
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ

こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
新
来
の
大
陸
か
ら
の
情
報
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
自

国
の
過
去
へ
の
意
識
は
、
仏
画
に
お
い
て
は
主
に
図
像
・
様
式
の
参
照
や
引
用
と
い
う
形
で

表
れ
て
い
る
の
だ
が
、
上
述
の
三
絵
巻
に
お
い
て
は
主
に
物
語
の
題
材
を
故
事
に
求
め
る
と

い
う
形
で
表
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
絵
巻
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
《
信

貴
山
縁
起
絵
巻
》
で
は
、
唐
代
・
奈
良
時
代
の
絵
画
に
由
来
す
る
様
式
と
、
宋
代
絵
画
に
由

来
す
る
と
見
ら
れ
る
様
式
と
が
混
在
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
仏
画
に
お
け
る
明
示
的
な
復

古
様
式
に
比
べ
る
と
、
か
な
り
限
定
的
で
あ
る

）
11
（

。
つ
ま
り
、
図
式
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
両

者
と
も
自
国
の
過
去
に
権
威
の
源
泉
を
求
め
て
い
る
の
だ
が
、
仏
画
で
は
そ
れ
を
主
に
造
形

に
求
め
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
絵
巻
で
は
主
に
主
題
に
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
き

わ
め
て
横
長
の
画
面
を
持
つ
ゆ
え
に
物
語
を
絵
画
化
し
や
す
い
絵
巻
と
い
う
媒
体
の
性
質
上
、

こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
増
記
氏
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
改
め
て
注
目
し
て
お
き
た
い

の
は
、
こ
れ
ら
の
三
絵
巻
を
含
む
、
蓮
華
王
院
宝
蔵
に
収
め
ら
れ
て
い
た
蓋
然
性
の
高
い
絵

巻
は
、
ほ
と
ん
ど
が
日
本
を
舞
台
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

）
11
（

。
増
記
氏
が

田
島
公
氏
の
論
考
を
参
照
し
て
述
べ
る
よ
う
に
、
蓮
華
王
院
宝
蔵
の
文
物
収
集
に
は
、「
本
朝
」

の
文
物
を
重
ん
じ
る
方
針
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
絵
巻
も
同
様
に
「
本

朝
」
を
意
識
し
て
制
作
・
収
集
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

）
15
（

。

日
本
中
世
仏
教
の
成
立
過
程
を
東
ア
ジ
ア
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
論
じ
た
横
内
氏
は
、

十
二
世
紀
の
日
本
仏
教
が
、
同
時
代
の
中
国
仏
教
の
変
質
・
分
裂
に
触
れ
る
な
か
で
、
自
ら

の
特
殊
性
・
個
別
性
へ
の
意
識
を
強
め
た
こ
と
を
説
く

）
16
（

。
そ
し
て
、
仏
教
の
普
遍
を
求
め
る

始
源
回
帰
の
運
動
と
し
て
、
日
本
仏
教
に
保
存
さ
れ
た
古
層
を
発
掘
す
る
復
古
の
動
き
と
、

釈
迦
を
求
め
て
天
竺
・
震
旦
を
遡
り
最
新
の
仏
教
の
摂
取
に
努
め
る
外
来
摂
取
の
動
き
が
生

じ
た
こ
と
を
論
じ
る
。
後
白
河
院
政
期
の
蓮
華
王
院
宝
蔵
所
収
絵
巻
に
お
け
る
「
本
朝
」
へ

の
意
識
の
表
れ
も
、
こ
れ
と
方
向
性
を
同
じ
く
す
る
同
時
代
的
な
現
象
で
あ
っ
た
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
三
作
例
は
、
日
本
の
故
事
を
題
材
と
す
る
点

で
、
そ
の
意
識
が
最
も
端
的
に
表
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
同
時
代
的
な
文
脈
の
な
か
で
、
複
数
の
作
例
に
共
通
し
て
看
取
さ
れ
る

特
徴
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
一
見
ま
と
ま
り
を
欠
く
よ
う
に
見
え
る
後
白
河
院
政

期
絵
巻
の
作
品
群
の
全
体
像
を
捉
え
る
契
機
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

－8－－9－

縦_01-17_苫名_念校_CC2019.indd   9 2022/03/17   12:47

し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
同
時
代
的
な
文
脈
に
お
い
て
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
選
択
さ
れ
た
こ
と
に
は
い
か
な
る
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
本
作
品
制
作
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
弟
の
尊
と
兄
の
尊
に
そ
れ
ぞ
れ
後
白
河
院
と
崇

徳
院
が
仮
託
さ
れ
て
い
た
と
推
定
し
た
永
井
久
美
子
氏
の
論
考
以
来
、
物
語
の
登
場
人
物
に

絵
巻
制
作
当
時
の
実
在
の
人
物
を
あ
て
、
当
時
の
政
治
状
況
の
反
映
を
本
作
品
に
見
出
す
論

考
が
複
数
発
表
さ
れ
て
き
た

）
17
（

。
し
か
し
、
当
時
の
絵
巻
享
受
の
あ
り
方
は
い
ま
だ
明
ら
か
に

な
っ
て
お
ら
ず
、
似
絵
的
な
描
法
な
ど
が
採
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
本
作
品
の
登
場

人
物
に
具
体
的
な
人
物
を
あ
て
は
め
る
議
論
は
、
そ
の
蓋
然
性
に
疑
問
が
残
る
。
た
だ
し
、

本
作
品
の
主
題
が
皇
祖
神
神
話
で
あ
り
、
ま
た
先
述
の
通
り
そ
の
絵
画
化
に
あ
た
っ
て
同
時

代
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
本
作
品
の
弟
の
尊
（
彦
火
々
出
見
尊
）
は
、

皇
祖
神
で
あ
る
と
同
時
に
現
在
の
王
権
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
存
在
と
し
て
鑑
賞
者
に
よ
っ
て

眺
め
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
皇
祖
神
が
帝
の
位
に
就
く
ま
で
の
過
程
や
皇

統
の
由
来
を
描
く
本
作
品
を
制
作
す
る
こ
と
自
体
が
、
王
権
の
正
統
性
の
確
認
や
保
証
と
い

う
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
の
絵
画
化
に
あ
た
り
物
語
を
「
今
」
に
引
き

寄
せ
る
操
作
を
加
え
る
こ
と
は
、
そ
の
意
味
を
増
幅
さ
せ
る
行
為
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
作
品
に
お
い
て
も
や
は
り
《
伴
大
納
言
絵
巻
》
や
《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》
に

類
す
る
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、三
作
例
に
共
通
す
る
特
徴
を
め
ぐ
っ
て

以
上
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》・《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》・《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》
の
三
作
例

を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
故
事
が
絵
画
化
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
そ
の
出
来
事
を
「
今
」

に
引
き
寄
せ
る
よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
表

現
に
は
、
故
事
を
「
今
」
の
出
来
事
と
し
て
表
す
こ
と
に
よ
り
、
現
在
の
王
権
の
正
統
性
・

正
当
性
を
保
証
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

三
作
例
に
共
通
す
る
上
述
の
特
徴
は
、
こ
れ
ら
の
作
例
の
一
面
を
切
り
取
る
こ
と
に
よ
り

抽
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
単
純
化
さ
れ
た
議
論
の
枠
組
み
の
な
か
で
見
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
冒
頭
で
目
標
に
掲
げ
た
通
り
、
後
白
河
院
政
期
の

絵
巻
の
全
体
像
を
問
お
う
と
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
個
別
の
作
例
の
実
証
的
な
分
析
を
研
究

の
基
本
と
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
当
該
期
の
作
品
群
を
あ
る
程
度
ま
で
図
式
化
し
て
理
解
す

る
こ
と
も
必
要
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
恣
意
的
な
作
品
理
解
と
な
る
リ

ス
ク
を
冒
し
つ
つ
も
、
前
章
ま
で
の
考
察
を
行
っ
て
き
た
次
第
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
考
察
の
過
程
と
結
果
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
を
重
ね
る
必
要
が

あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
三
作
例
に
上
述
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
と
仮
定
す
る
と
、
後
白
河
院

政
期
絵
巻
の
研
究
に
い
か
な
る
見
通
し
が
立
て
ら
れ
る
の
か
、
若
干
の
私
見
を
提
示
し
た
い
。

ま
ず
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
上
述
の
特
徴
が
当
該
期
の
美
術
の
中
に
い
か
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
探
る
に
あ
た
っ
て
参
照

す
べ
き
は
、
当
該
期
の
仏
画
の
動
向
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

後
白
河
院
政
期
の
仏
画
に
復
古
的
な
意
識
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
が
、

増
記
隆
介
氏
は
、
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
端
的
に
述
べ
る

）
18
（

。
す
な
わ
ち
、
当
該
期
の
仏
画

の
特
質
は
、
天
平
絵
画
へ
の
復
古
と
思
わ
れ
る
様
式
が
明
示
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る

と
い
い
、
そ
の
よ
う
な
作
例
と
し
て
、《
阿
弥
陀
三
尊
像
》（
蓮
華
三
昧
院
）・《
阿
弥
陀
聖
衆

来
迎
図
》（
有
志
八
幡
講
十
八
箇
院
）・《
阿
弥
陀
三
尊
及
び
童
子
像
》（
法
華
寺
）・《
十
一
面

観
音
像
》（
奈
良
国
立
博
物
館
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
背
景
に
は
、

摂
関
期
以
来
、
重
層
的
に
日
本
へ
と
も
た
ら
さ
れ
た
五
代
・
北
宋
の
仏
画
様
式
を
受
け
て
自

ら
の
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
を
求
め
た
結
果
、
国
内
の
古
典
で
あ
る
天
平
絵
画
が
意
識
さ
れ
た

と
い
う
事
情
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
国
内
の
古
の
絵
画
な
い
し
出
来
事
に
典
拠
を
求
め
る
点
に
お

い
て
、
後
白
河
院
政
期
の
仏
画
と
上
述
の
三
絵
巻
が
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
自
国
の
過
去
へ
の
意
識
が
外
来
の
刺
激
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
と
い
う

点
に
お
い
て
も
、
両
者
は
共
通
性
を
持
つ
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
絵
巻
に
つ
い
て
は

次
の
よ
う
な
事
情
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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二
〇
二
〇
年
、
初
出
は
二
〇
一
七
年
）
な
ど
を
参
照
。

18

田
島
公
「
延
喜
・
天
暦
の
「
聖
代
」
観
」（『
岩
波
講
座
日
本
通
史
第
五
巻

古
代
四
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
五
年
）。

19

注
十
一
前
掲
拙
稿
。

20

『
日
本
書
紀
』
神
代
下
第
九
段
所
載
の
山
幸
海
幸
神
話
と
本
作
品
と
の
間
に
は
多
く
の
相
違
点
が
あ

る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
源
豊
宗
「
彦
火
々
出
見
尊
絵
」（
同
『
大
和
絵
の
研
究
』
角
川
書
店
、

一
九
七
六
年
、
初
出
は
一
九
五
九
年
）、
む
し
ゃ
こ
う
じ
・
み
の
る
「『
彦
火
々
出
見
尊
絵
』
に
つ
い
て
」

（『
日
本
文
学
』
十
九
巻
七
号
、
一
九
七
〇
年
）、
高
橋
昌
明
『
平
清
盛

福
原
の
夢
』（
講
談
社
、

二
〇
〇
七
年
）
等
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

21

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
）
に
お
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

22

注
二
十
前
掲
源
氏
論
文
。

23

五
月
女
晴
恵
「「
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
」
の
姿
態
表
現
と
画
面
構
成
に
つ
い
て
―
―
「
伴
大
納
言
絵
巻
」

と
の
共
通
項
に
注
目
し
な
が
ら
―
―
」（『
美
術
史
論
叢
』
二
十
二
号
、
二
〇
〇
六
年
）。

24

保
立
道
久
「『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
と
御
厨
的
世
界
―
―
海
幸
・
山
幸
神
話
の
絵
巻
を
め
ぐ
っ
て

―
―
」（
同
『
物
語
の
中
世
―
―
神
話
・
説
話
・
民
話
の
歴
史
学
―
―
』
講
談
社
、
二
〇
一
三
年
、
初

出
は
一
九
八
六
年
）。

25

拙
稿
「《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》
に
見
ら
れ
る
名
所
絵
的
性
格
と
そ
の
意
義
」（『
日
本
宗
教
文
化
史

研
究
』
二
十
一
巻
二
号
、
二
〇
一
七
年
）。

26

加
地
宏
江
「
住
吉
大
社
の
歴
史
」（
大
阪
市
立
美
術
館
編
『
住
吉
さ
ん
―
住
吉
大
社
一
八
〇
〇
年
の

歴
史
と
美
術
―
』
大
阪
市
立
美
術
館
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

27

永
井
久
美
子
「
弟
の
王
権
―
―
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
制
作
背
景
論
お
ぼ
え
が
き
―
―
」（『
比
較

文
学
・
文
化
論
集
』
十
八
号
、
二
〇
〇
一
年
）、
稲
本
万
里
子
「
描
か
れ
た
出
産
―
―
「
彦
火
々
出
見

尊
絵
巻
」
の
制
作
意
図
を
読
み
解
く
―
―
（
服
藤
早
苗
・
小
嶋
菜
温
子
編
『
叢
書
・
文
化
学
の
越
境

九

生
育
儀
礼
の
歴
史
と
文
化
―
―
子
ど
も
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
―
―
』
森
話
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
注

二
十
前
掲
高
橋
氏
著
書
な
ど
。

28

増
記
隆
介
「
院
政
期
に
お
け
る
仏
教
絵
画
―
―
唐
宋
絵
画
受
容
の
視
点
か
ら
―
―
」（
同
『
院
政
期

仏
画
と
唐
宋
絵
画
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一
五
年
）、
同
「
正
倉
院
か
ら
蓮
華
王
院
宝
蔵
へ
―

古
代
天
皇
を
め
ぐ
る
絵
画
世
界
―
」（
増
記
隆
介
・
皿
井
舞
・
佐
々
木
守
俊
『
天
皇
の
美
術
史
一

古

代
国
家
と
仏
教
美
術

奈
良
・
平
安
時
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）。

29

注
十
一
前
掲
拙
稿
。

30

JU
LIA

 K
. M

U
RRA

Y
, “Sung K

ao- tsung as A
rtist and Patron: T

he T
hem

e of 

D
ynastic Revival”, A

rtists and Patrons Som
e Social and Econom

ic A
spects of 

Chinese Painting

（U
niversity of W

ashington Press, 1991

）

31

注
三
十
前
掲
Ｍ
ｕ
ｒ
ｒ
ａ
ｙ
氏
論
文
、
板
倉
聖
哲
「
蔡
文
姫
の
転
生
―
―
（
伝
）
狩
野
元
信
「
韃
靼

人
狩
猟
打
毬
図
」
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（
板
倉
聖
哲
・
高
岸
輝
編
『
日
本
美
術
の
つ
く
ら
れ
方
―
佐
藤

康
宏
先
生
の
退
職
に
よ
せ
て
』
羽
鳥
書
店
、
二
〇
二
〇
年
）。

32

板
倉
聖
哲
「
日
本
が
見
た
東
ア
ジ
ア
美
術
―
―
書
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
史
の
視
点
か
ら
」（
板
倉
聖
哲

編
『
日
本
美
術
全
集

第
六
巻

テ
ー
マ
巻
①

東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
美
術
』
小
学
館
、

二
〇
一
五
年
）。

33

小
川
裕
充
「
山
水
・
風
俗
・
説
話
―
―
唐
宋
元
代
中
国
絵
画
の
日
本
へ
の
影
響

―
―
（
伝
）
喬
仲

常
「
後
赤
壁
賦
図
巻
」
と
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
と
を
中
心
に
―
―
」（
上
原
昭
一
・
王
勇
編
『
日
中

文
化
交
流
叢
書
七

美
術
』
大
修
館
書
店
、
一
九
九
七
年
）、
注
七
前
掲
拙
稿
な
ど
を
参
照
。

34

注
二
十
八
前
掲
増
記
氏
論
文
。
蓮
華
王
院
宝
蔵
の
収
蔵
品
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
論
文
を
参
照
。

・
竹
居
明
男
「
蓮
華
王
院
の
宝
蔵
―
―
納
物
・
年
代
記
・
絵
巻
―
―
」（
古
代
学
協
会
編
『
後
白
河
院

―
―
動
乱
期
の
天
皇
―
―
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）

・
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
）

・
加
須
屋
誠
「
総
論
「
病
草
紙
」」（
同
『
仏
教
説
話
画
論
集

上
巻
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一
九

年
、
初
出
は
二
〇
一
七
年
）。

35

注
三
十
四
前
掲
田
島
氏
論
文
。

36

横
内
裕
人
「
自
己
認
識
と
し
て
の
顕
密
体
制
と
東
ア
ジ
ア
」（
同
『
日
本
中
世
の
仏
教
と
東
ア
ジ
ア
』

塙
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
初
出
は
二
〇
〇
六
年
）。

37

似
絵
の
技
法
が
後
白
河
院
政
期
に
お
い
て
有
し
て
い
た
機
能
に
つ
い
て
、
下
記
の
拙
稿
で
論
じ
た
こ

と
が
あ
る
。「
後
白
河
院
政
期
に
お
け
る
「
似
絵
的
表
現
」
の
機
能
を
め
ぐ
っ
て
」（『
肖
像
を
め
ぐ
る

三
つ
の
視
線
』
平
成
二
十
八
年
度
～
平
成
三
十
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）（
一
般
）

「
肖
像
の
写
実
性
と
理
想
化
を
め
ぐ
っ
て
―
鎌
倉
肖
像
彫
刻
を
中
心
に
」
研
究
成
果
報
告
書
、
研
究
代

表
者
：
根
立
研
介
、
二
〇
一
九
年
）。

【
図
版
出
典
】

図
一
・
二
・
三
・
四
・
五
・
九
：
小
松
茂
美
編
『
日
本
絵
巻
大
成
二

伴
大
納
言
絵
詞
』（
中
央
公
論
社
、

一
九
七
七
年
）

図
六
：
黒
田
泰
三
『
思
い
っ
き
り
味
わ
い
つ
く
す

伴
大
納
言
絵
巻
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
二
年
）
所
収
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む
す
び

以
上
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》・《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》・《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》
の
三
作
例

を
「
故
事
の
絵
画
化
」
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
故
事
を
「
今
」
に
引
き

寄
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
現
在
の
王
権
を
肯
定
す
る
と
い
う
特
徴
が
看
取
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
。
そ
の
う
え
で
、
こ
れ
ら
の
特
徴
を
同
時
代
的
な
文
脈
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
を
試
み

た
。
憶
測
の
域
を
出
な
い
記
述
が
多
く
、
誤
り
を
含
む
こ
と
を
恐
れ
る
が
、
後
白
河
院
政
期

絵
巻
の
全
体
像
を
問
う
た
め
の
手
掛
か
り
を
つ
か
む
こ
と
を
目
指
し
、
あ
え
て
試
論
を
提
示

し
た
次
第
で
あ
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
ま
ず
、
今
回
取
り
上
げ
た
三
作
例
に
関
す
る
見
解
の
妥
当
性
の

再
検
討
を
含
め
、
個
別
の
作
品
の
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、
所
期
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
本
稿
で
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、

後
白
河
院
政
期
の
行
事
絵
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
こ
と
も
重
要
な
課
題
と
な
ろ
う
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
三
作
例
は
、
故
事
を
「
今
」
に
引
き
寄
せ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と

し
た
が
、
行
事
絵
に
つ
い
て
は
、
逆
に
同
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
行
事
を
「
今
」
に
留
め
る

と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た

い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
「
今
」
と
い
う
こ
と
を
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
場
合
、
描
か

れ
た
人
物
の
特
定
性
を
高
め
る
似
絵
の
技
法
が
当
該
期
に
宮
廷
周
辺
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
併
せ
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う

）
17
（

。
こ
の
点
も
含
め
て
後
考
を
期

し
た
い
と
思
う
。

注１

佐
藤
康
宏
「
都
の
事
件
―
「
年
中
行
事
絵
巻
」・「
伴
大
納
言
絵
巻
」・「
病
草
紙
」」（
木
下
直
之
編
『
講

座
日
本
美
術
史
六

美
術
を
支
え
る
も
の
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）。

２

『
図
書
寮
叢
刊

看
聞
日
記
六
』（
宮
内
庁
書
陵
部
、
二
〇
一
二
年
）
二
七
五
頁
よ
り
引
用
。

３

注
一
前
掲
佐
藤
氏
論
文
。

４

読
解
の
便
宜
を
は
か
る
た
め
、
適
宜
仮
名
を
漢
字
に
改
め
、
濁
点
・
読
点
を
付
し
た
。
以
下
、
詞
書

の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
同
様
の
操
作
を
行
う
。

５

鈴
木
敬
三
「
伴
大
納
言
絵
詞
に
現
は
れ
た
る
風
俗
」（『
美
術
研
究
』
一
四
六
号
、
一
九
四
八
年
）、

同
「
風
俗
か
ら
見
た
伴
大
納
言
絵
詞
―
―
作
期
と
筆
者
―
―
」（『
美
術
史
』
七
号
、
一
九
五
二
年
）、

同
『
初
期
絵
巻
物
の
風
俗
史
的
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
〇
年
）、
同
「
絵
巻
物
に
あ
ら
わ
れ

た
武
器
・
武
具
に
つ
い
て
」（『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
三
〇
六
号
、
一
九
七
六
年
）。

６

伊
藤
大
輔
「
国
家
の
神
話
と
し
て
の
「
伴
大
納
言
絵
巻
」」（
同
『
肖
像
画
の
時
代
』
名
古
屋
大
学
出

版
会
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
は
二
〇
〇
七
年
）。

７

拙
稿
「《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》
に
お
け
る
宋
代
山
水
表
現
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
」（
大
阪
大
谷
大
学
特

別
研
究
費
成
果
報
告
書
に
掲
載
予
定
、
二
〇
二
二
年
度
刊
行
予
定
、
研
究
課
題
名
：「
美
術
史
学
お
よ

び
考
古
学
に
よ
る
「
空
間
」
分
析
の
高
次
化
お
よ
び
再
構
築
」、
研
究
代
表
者
：
今
井
澄
子
）。

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

伴
大
納
言
絵
巻
』
小

学
館
、
一
九
九
一
年
）、
同
「
伴
大
納
言
絵
巻
研
究
」（
黒
田
泰
三
・
城
野
誠
治
・
早
川
泰
弘
『
国
宝

伴
大
納
言
絵
巻
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）。

９

注
八
前
掲
黒
田
氏
論
文
。

10

谷
口
耕
生
「「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
研
究
序
説
」（
奈
良
国
立
博
物
館
・
東
京
文
化
財
研
究
所
編
『
信

貴
山
朝
護
孫
子
寺
蔵

国
宝
信
貴
山
縁
起
絵
巻
調
査
研
究
報
告
書

研
究
・
資
料
編
』
奈
良
国
立
博

物
館
・
東
京
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
二
〇
年
）。

11

拙
稿
「
描
か
れ
た
「
聖
代
」
―
《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》
に
お
け
る
醍
醐
天
皇
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
」（『
京

都
美
術
史
学
』
三
号
、
二
〇
二
二
年
）。

12

福
山
敏
男
「
信
貴
山
縁
起
に
見
ゆ
る
建
築
」（『
畫
説
』
三
一
号
、
一
九
三
九
年
）。

13

鈴
木
敬
三
「
風
俗
か
ら
見
た
信
貴
山
縁
起
絵
周
辺
」（『
仏
教
芸
術
』
二
十
七
号
、
一
九
五
六
年
）。

14

該
当
箇
所
は
次
の
通
り
。『
増
補
史
料
大
成
二
十
六

山
槐
記
一
』（
臨
川
書
店
、
一
九
六
五
年
）

二
八
四
頁
よ
り
引
用
。
た
だ
し
、
返
り
点
と
丸
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
。

廿
八
日
乙
巳

或
人
曰
、
新
院
（
二
条
院
）
御
悩
猶
不
レ
軽
、
今
日
石
屋
聖
人
密
参
入
奉
レ
灸
二
御

胸
二
所
一
、
各
廿
一
草
、
相
模
守
信
保
奉
レ
灸
□
□
聖
人
療
転
二
屍
病
一
云
々
、
自
二
平
中
納
言
（
清

盛
）
一
被
レ
挙
云
々
、
□
□
（
醍
醐
）
天
皇
獲
麟
之
時
、
召
二
信
貴
山
命
蓮
聖
人
一
、
令
□
□
（
鳥
羽
）

院
崩
給
之
時
、
召
二
三
瀧
聖
人
一
（
後
略
）

15

注
十
前
掲
谷
口
氏
論
文
。

16

横
内
裕
人
「
後
白
河
院
と
信
貴
山
―
王
家
の
危
機
と
法
住
寺
殿
の
磁
場
―
」（
注
十
前
掲
報
告
書
所
収
）。

17

永
井
久
美
子
「『
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
』
制
作
目
的
考
―
―
後
白
河
院
小
千
手
堂
建
立
と
の
関
係
を
中

心
に
―
―
」（『
明
月
記
研
究
』
十
一
号
、
二
〇
〇
七
年
）、
山
本
聡
美
「「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
―
―

救
済
の
図
像
」（
同
『
中
世
仏
教
絵
画
の
図
像
誌
―
経
説
絵
巻
・
六
道
絵
・
九
相
図
―
』
吉
川
弘
文
館
、
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二
〇
二
〇
年
、
初
出
は
二
〇
一
七
年
）
な
ど
を
参
照
。

18

田
島
公
「
延
喜
・
天
暦
の
「
聖
代
」
観
」（『
岩
波
講
座
日
本
通
史
第
五
巻

古
代
四
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
五
年
）。

19

注
十
一
前
掲
拙
稿
。

20

『
日
本
書
紀
』
神
代
下
第
九
段
所
載
の
山
幸
海
幸
神
話
と
本
作
品
と
の
間
に
は
多
く
の
相
違
点
が
あ

る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
源
豊
宗
「
彦
火
々
出
見
尊
絵
」（
同
『
大
和
絵
の
研
究
』
角
川
書
店
、

一
九
七
六
年
、
初
出
は
一
九
五
九
年
）、
む
し
ゃ
こ
う
じ
・
み
の
る
「『
彦
火
々
出
見
尊
絵
』
に
つ
い
て
」

（『
日
本
文
学
』
十
九
巻
七
号
、
一
九
七
〇
年
）、
高
橋
昌
明
『
平
清
盛

福
原
の
夢
』（
講
談
社
、

二
〇
〇
七
年
）
等
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

21

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
）
に
お
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

22

注
二
十
前
掲
源
氏
論
文
。

23

五
月
女
晴
恵
「「
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
」
の
姿
態
表
現
と
画
面
構
成
に
つ
い
て
―
―
「
伴
大
納
言
絵
巻
」

と
の
共
通
項
に
注
目
し
な
が
ら
―
―
」（『
美
術
史
論
叢
』
二
十
二
号
、
二
〇
〇
六
年
）。

24

保
立
道
久
「『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
と
御
厨
的
世
界
―
―
海
幸
・
山
幸
神
話
の
絵
巻
を
め
ぐ
っ
て

―
―
」（
同
『
物
語
の
中
世
―
―
神
話
・
説
話
・
民
話
の
歴
史
学
―
―
』
講
談
社
、
二
〇
一
三
年
、
初

出
は
一
九
八
六
年
）。

25

拙
稿
「《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》
に
見
ら
れ
る
名
所
絵
的
性
格
と
そ
の
意
義
」（『
日
本
宗
教
文
化
史

研
究
』
二
十
一
巻
二
号
、
二
〇
一
七
年
）。

26

加
地
宏
江
「
住
吉
大
社
の
歴
史
」（
大
阪
市
立
美
術
館
編
『
住
吉
さ
ん
―
住
吉
大
社
一
八
〇
〇
年
の

歴
史
と
美
術
―
』
大
阪
市
立
美
術
館
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

27

永
井
久
美
子
「
弟
の
王
権
―
―
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
制
作
背
景
論
お
ぼ
え
が
き
―
―
」（『
比
較

文
学
・
文
化
論
集
』
十
八
号
、
二
〇
〇
一
年
）、
稲
本
万
里
子
「
描
か
れ
た
出
産
―
―
「
彦
火
々
出
見

尊
絵
巻
」
の
制
作
意
図
を
読
み
解
く
―
―
（
服
藤
早
苗
・
小
嶋
菜
温
子
編
『
叢
書
・
文
化
学
の
越
境

九

生
育
儀
礼
の
歴
史
と
文
化
―
―
子
ど
も
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
―
―
』
森
話
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
注

二
十
前
掲
高
橋
氏
著
書
な
ど
。

28

増
記
隆
介
「
院
政
期
に
お
け
る
仏
教
絵
画
―
―
唐
宋
絵
画
受
容
の
視
点
か
ら
―
―
」（
同
『
院
政
期

仏
画
と
唐
宋
絵
画
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一
五
年
）、
同
「
正
倉
院
か
ら
蓮
華
王
院
宝
蔵
へ
―

古
代
天
皇
を
め
ぐ
る
絵
画
世
界
―
」（
増
記
隆
介
・
皿
井
舞
・
佐
々
木
守
俊
『
天
皇
の
美
術
史
一

古

代
国
家
と
仏
教
美
術

奈
良
・
平
安
時
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）。

29

注
十
一
前
掲
拙
稿
。

30

JU
LIA

 K
. M

U
RRA

Y
, “Sung K

ao- tsung as A
rtist and Patron: T

he T
hem

e of 

D
ynastic Revival”, A

rtists and Patrons Som
e Social and Econom

ic A
spects of 

Chinese Painting

（U
niversity of W

ashington Press, 1991

）

31

注
三
十
前
掲
Ｍ
ｕ
ｒ
ｒ
ａ
ｙ
氏
論
文
、
板
倉
聖
哲
「
蔡
文
姫
の
転
生
―
―
（
伝
）
狩
野
元
信
「
韃
靼

人
狩
猟
打
毬
図
」
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（
板
倉
聖
哲
・
高
岸
輝
編
『
日
本
美
術
の
つ
く
ら
れ
方
―
佐
藤

康
宏
先
生
の
退
職
に
よ
せ
て
』
羽
鳥
書
店
、
二
〇
二
〇
年
）。

32

板
倉
聖
哲
「
日
本
が
見
た
東
ア
ジ
ア
美
術
―
―
書
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
史
の
視
点
か
ら
」（
板
倉
聖
哲

編
『
日
本
美
術
全
集

第
六
巻

テ
ー
マ
巻
①

東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
美
術
』
小
学
館
、

二
〇
一
五
年
）。

33

小
川
裕
充
「
山
水
・
風
俗
・
説
話
―
―
唐
宋
元
代
中
国
絵
画
の
日
本
へ
の
影
響

―
―
（
伝
）
喬
仲

常
「
後
赤
壁
賦
図
巻
」
と
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
と
を
中
心
に
―
―
」（
上
原
昭
一
・
王
勇
編
『
日
中

文
化
交
流
叢
書
七

美
術
』
大
修
館
書
店
、
一
九
九
七
年
）、
注
七
前
掲
拙
稿
な
ど
を
参
照
。

34

注
二
十
八
前
掲
増
記
氏
論
文
。
蓮
華
王
院
宝
蔵
の
収
蔵
品
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
論
文
を
参
照
。

・
竹
居
明
男
「
蓮
華
王
院
の
宝
蔵
―
―
納
物
・
年
代
記
・
絵
巻
―
―
」（
古
代
学
協
会
編
『
後
白
河
院

―
―
動
乱
期
の
天
皇
―
―
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）

・
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
）

・
加
須
屋
誠
「
総
論
「
病
草
紙
」」（
同
『
仏
教
説
話
画
論
集

上
巻
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一
九

年
、
初
出
は
二
〇
一
七
年
）。

35

注
三
十
四
前
掲
田
島
氏
論
文
。

36

横
内
裕
人
「
自
己
認
識
と
し
て
の
顕
密
体
制
と
東
ア
ジ
ア
」（
同
『
日
本
中
世
の
仏
教
と
東
ア
ジ
ア
』

塙
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
初
出
は
二
〇
〇
六
年
）。

37

似
絵
の
技
法
が
後
白
河
院
政
期
に
お
い
て
有
し
て
い
た
機
能
に
つ
い
て
、
下
記
の
拙
稿
で
論
じ
た
こ

と
が
あ
る
。「
後
白
河
院
政
期
に
お
け
る
「
似
絵
的
表
現
」
の
機
能
を
め
ぐ
っ
て
」（『
肖
像
を
め
ぐ
る

三
つ
の
視
線
』
平
成
二
十
八
年
度
～
平
成
三
十
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）（
一
般
）

「
肖
像
の
写
実
性
と
理
想
化
を
め
ぐ
っ
て
―
鎌
倉
肖
像
彫
刻
を
中
心
に
」
研
究
成
果
報
告
書
、
研
究
代

表
者
：
根
立
研
介
、
二
〇
一
九
年
）。

【
図
版
出
典
】

図
一
・
二
・
三
・
四
・
五
・
九
：
小
松
茂
美
編
『
日
本
絵
巻
大
成
二

伴
大
納
言
絵
詞
』（
中
央
公
論
社
、

一
九
七
七
年
）

図
六
：
黒
田
泰
三
『
思
い
っ
き
り
味
わ
い
つ
く
す

伴
大
納
言
絵
巻
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
二
年
）
所
収
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む
す
び

以
上
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》・《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》・《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》
の
三
作
例

を
「
故
事
の
絵
画
化
」
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
故
事
を
「
今
」
に
引
き

寄
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
現
在
の
王
権
を
肯
定
す
る
と
い
う
特
徴
が
看
取
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
。
そ
の
う
え
で
、
こ
れ
ら
の
特
徴
を
同
時
代
的
な
文
脈
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
を
試
み

た
。
憶
測
の
域
を
出
な
い
記
述
が
多
く
、
誤
り
を
含
む
こ
と
を
恐
れ
る
が
、
後
白
河
院
政
期

絵
巻
の
全
体
像
を
問
う
た
め
の
手
掛
か
り
を
つ
か
む
こ
と
を
目
指
し
、
あ
え
て
試
論
を
提
示

し
た
次
第
で
あ
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
ま
ず
、
今
回
取
り
上
げ
た
三
作
例
に
関
す
る
見
解
の
妥
当
性
の

再
検
討
を
含
め
、
個
別
の
作
品
の
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、
所
期
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
本
稿
で
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、

後
白
河
院
政
期
の
行
事
絵
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
こ
と
も
重
要
な
課
題
と
な
ろ
う
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
三
作
例
は
、
故
事
を
「
今
」
に
引
き
寄
せ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と

し
た
が
、
行
事
絵
に
つ
い
て
は
、
逆
に
同
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
行
事
を
「
今
」
に
留
め
る

と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た

い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
「
今
」
と
い
う
こ
と
を
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
場
合
、
描
か

れ
た
人
物
の
特
定
性
を
高
め
る
似
絵
の
技
法
が
当
該
期
に
宮
廷
周
辺
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
併
せ
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う

）
17
（

。
こ
の
点
も
含
め
て
後
考
を
期

し
た
い
と
思
う
。

注１

佐
藤
康
宏
「
都
の
事
件
―
「
年
中
行
事
絵
巻
」・「
伴
大
納
言
絵
巻
」・「
病
草
紙
」」（
木
下
直
之
編
『
講

座
日
本
美
術
史
六

美
術
を
支
え
る
も
の
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）。

２

『
図
書
寮
叢
刊

看
聞
日
記
六
』（
宮
内
庁
書
陵
部
、
二
〇
一
二
年
）
二
七
五
頁
よ
り
引
用
。

３

注
一
前
掲
佐
藤
氏
論
文
。

４

読
解
の
便
宜
を
は
か
る
た
め
、
適
宜
仮
名
を
漢
字
に
改
め
、
濁
点
・
読
点
を
付
し
た
。
以
下
、
詞
書

の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
同
様
の
操
作
を
行
う
。

５

鈴
木
敬
三
「
伴
大
納
言
絵
詞
に
現
は
れ
た
る
風
俗
」（『
美
術
研
究
』
一
四
六
号
、
一
九
四
八
年
）、

同
「
風
俗
か
ら
見
た
伴
大
納
言
絵
詞
―
―
作
期
と
筆
者
―
―
」（『
美
術
史
』
七
号
、
一
九
五
二
年
）、

同
『
初
期
絵
巻
物
の
風
俗
史
的
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
〇
年
）、
同
「
絵
巻
物
に
あ
ら
わ
れ

た
武
器
・
武
具
に
つ
い
て
」（『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
三
〇
六
号
、
一
九
七
六
年
）。

６

伊
藤
大
輔
「
国
家
の
神
話
と
し
て
の
「
伴
大
納
言
絵
巻
」」（
同
『
肖
像
画
の
時
代
』
名
古
屋
大
学
出

版
会
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
は
二
〇
〇
七
年
）。

７

拙
稿
「《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》
に
お
け
る
宋
代
山
水
表
現
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
」（
大
阪
大
谷
大
学
特

別
研
究
費
成
果
報
告
書
に
掲
載
予
定
、
二
〇
二
二
年
度
刊
行
予
定
、
研
究
課
題
名
：「
美
術
史
学
お
よ

び
考
古
学
に
よ
る
「
空
間
」
分
析
の
高
次
化
お
よ
び
再
構
築
」、
研
究
代
表
者
：
今
井
澄
子
）。

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

伴
大
納
言
絵
巻
』
小

学
館
、
一
九
九
一
年
）、
同
「
伴
大
納
言
絵
巻
研
究
」（
黒
田
泰
三
・
城
野
誠
治
・
早
川
泰
弘
『
国
宝

伴
大
納
言
絵
巻
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）。

９

注
八
前
掲
黒
田
氏
論
文
。

10

谷
口
耕
生
「「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
研
究
序
説
」（
奈
良
国
立
博
物
館
・
東
京
文
化
財
研
究
所
編
『
信

貴
山
朝
護
孫
子
寺
蔵

国
宝
信
貴
山
縁
起
絵
巻
調
査
研
究
報
告
書

研
究
・
資
料
編
』
奈
良
国
立
博

物
館
・
東
京
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
二
〇
年
）。

11

拙
稿
「
描
か
れ
た
「
聖
代
」
―
《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》
に
お
け
る
醍
醐
天
皇
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
」（『
京

都
美
術
史
学
』
三
号
、
二
〇
二
二
年
）。

12

福
山
敏
男
「
信
貴
山
縁
起
に
見
ゆ
る
建
築
」（『
畫
説
』
三
一
号
、
一
九
三
九
年
）。

13

鈴
木
敬
三
「
風
俗
か
ら
見
た
信
貴
山
縁
起
絵
周
辺
」（『
仏
教
芸
術
』
二
十
七
号
、
一
九
五
六
年
）。

14

該
当
箇
所
は
次
の
通
り
。『
増
補
史
料
大
成
二
十
六

山
槐
記
一
』（
臨
川
書
店
、
一
九
六
五
年
）

二
八
四
頁
よ
り
引
用
。
た
だ
し
、
返
り
点
と
丸
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
。

廿
八
日
乙
巳

或
人
曰
、
新
院
（
二
条
院
）
御
悩
猶
不
レ
軽
、
今
日
石
屋
聖
人
密
参
入
奉
レ
灸
二
御

胸
二
所
一
、
各
廿
一
草
、
相
模
守
信
保
奉
レ
灸
□
□
聖
人
療
転
二
屍
病
一
云
々
、
自
二
平
中
納
言
（
清

盛
）
一
被
レ
挙
云
々
、
□
□
（
醍
醐
）
天
皇
獲
麟
之
時
、
召
二
信
貴
山
命
蓮
聖
人
一
、
令
□
□
（
鳥
羽
）

院
崩
給
之
時
、
召
二
三
瀧
聖
人
一
（
後
略
）

15

注
十
前
掲
谷
口
氏
論
文
。

16

横
内
裕
人
「
後
白
河
院
と
信
貴
山
―
王
家
の
危
機
と
法
住
寺
殿
の
磁
場
―
」（
注
十
前
掲
報
告
書
所
収
）。

17

永
井
久
美
子
「『
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
』
制
作
目
的
考
―
―
後
白
河
院
小
千
手
堂
建
立
と
の
関
係
を
中

心
に
―
―
」（『
明
月
記
研
究
』
十
一
号
、
二
〇
〇
七
年
）、
山
本
聡
美
「「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
―
―

救
済
の
図
像
」（
同
『
中
世
仏
教
絵
画
の
図
像
誌
―
経
説
絵
巻
・
六
道
絵
・
九
相
図
―
』
吉
川
弘
文
館
、

－10－－11－

縦_01-17_苫名_念校_CC2019.indd   10 2022/03/17   12:47

118



図１　《伴大納言絵巻》上巻第１紙〜第３紙　火事の現場に向かう検非違使（場面①）

図２　《伴大納言絵巻》下巻第２紙〜第３紙　舎人を連行する検非違使（場面②）

図３　《伴大納言絵巻》下巻第４紙〜第５紙　舎人を尋問する検非違使（場面③）

図４　《伴大納言絵巻》下巻第６紙〜第７紙　善男の逮捕に向かう検非違使（場面④）
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の
画
像
を
編
集

図
七
：
黒
田
泰
三
・
城
野
誠
治
・
早
川
泰
弘
『
国
宝

伴
大
納
言
絵
巻
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、

二
〇
〇
九
年
）

図
八
・
十
・
十
一
・
十
三
：
ト
ッ
パ
ン
・
フ
ォ
ー
ム
ズ
株
式
会
社
企
画
制
作
『
信
貴
山
縁
起
絵
』（
丸
善
株
式

会
社
、
二
〇
〇
二
年
）

図
十
二
：
小
松
茂
美
編
『
日
本
絵
巻
大
成
八

年
中
行
事
絵
巻
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七
年
）

図
十
四
：
小
松
茂
美
編
『
日
本
絵
巻
大
成
二
十
二

彦
火
々
出
見
尊
絵
巻

浦
島
明
神
縁
起
』（
中
央
公

論
社
、
一
九
七
九
年
）

【
付
記
】

本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
２
１
Ｋ
１
２
８
９
０
の
研
究
成
果
の
一
部
で
す
。

－12－－13－

縦_01-17_苫名_念校_CC2019.indd   12 2022/03/17   12:47

117



図１　《伴大納言絵巻》上巻第１紙〜第３紙　火事の現場に向かう検非違使（場面①）
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図９　《伴大納言絵巻》下巻第９紙〜第10紙　場所の移動を示す樹木

図８　《信貴山縁起絵巻》上巻第11紙〜第12紙　飛行する米俵の眼下の山水

図７　《伴大納言絵巻》下巻　場面④（上段）と場面⑤（下段）に描かれた同一人物の比較画像
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図５　《伴大納言絵巻》下巻第13紙〜第16紙　善男を連行する検非違使（場面⑤）

図６　《伴大納言絵巻》全体の俯瞰図（楕円で囲われているのは検非違使が登場する箇所）
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図５　《伴大納言絵巻》下巻第13紙〜第16紙　善男を連行する検非違使（場面⑤）
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図13　《信貴山縁起絵巻》中巻第11紙　強装束として描かれた束帯

図14　《彦火々出見尊絵巻》（明通寺本）巻１第３紙　兄の尊の家の庭
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図11　《信貴山縁起絵巻》中巻第15紙〜第16紙　剣の護法が清涼殿に飛来する場面

図10　《信貴山縁起絵巻》中巻第11紙〜第12紙　勅使が命蓮への祈祷依頼の結果を報告する場面

図12　《年中行事絵巻》（住吉家模本）巻６第33紙〜第36紙　清涼殿における御斎会内論義の場面
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