
水
野
僚
子

徳
川
治
宝
に
お
け
る
雅
楽
の
意
味
と
機
能

「
西
浜
御
殿
舞
楽
之
図
」に
み
る
雅
楽
の
表
象

Im
age of G

agaku Seen in “N
ishiham

a G
oten B
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M
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unction of G
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arutom
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は
じ
め
に

❶
徳
川
治
宝
と
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
生
成

❷「
西
浜
御
殿
舞
楽
之
図
」の
描
写
内
容

❸「
西
浜
御
殿
舞
楽
之
図
」の
イ
メ
ー
ジ
に
お
け
る
雅
楽
の
意
味
と
機
能

お
わ
り
に

﹇
論
文
要
旨
﹈

本
稿
は
、
紀
州
藩
十
代
藩
主
徳
川
治
宝
の
雅
楽
を
め
ぐ
る
動
向
に
注
目
し
、
彼
に
お
い
て
雅
楽

と
い
う
音
楽
や
楽
器
は
い
か
な
る
意
味
を
も
ち
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
雅
楽
と
関
わ
っ
て
い
た
の
か

と
い
う
こ
と
を
、「
西
浜
御
殿
舞
楽
之
図
」（
和
歌
山
市
立
博
物
館
蔵
）
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
西
浜
御
殿
舞
楽
之
図
」（
和
歌
山
市
立
博
物
館
蔵
）
は
、
こ
れ
ま
で
紀
州
藩
の
国
学
者
本
居
大

平
が
著
し
た
「
楽
譚　

西
浜
御
殿
舞
楽
之
記
」
の
内
容
と
画
面
内
容
が
お
お
よ
そ
一
致
す
る
こ
と

か
ら
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
十
月
に
徳
川
治
宝
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
舞
楽
の
様
子
を
描
い

た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
描
か
れ
た
内
容
に
は
「
舞
楽
記
」
と
の
相
違
も

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
別
の
日
の
舞
楽
の
模
様
を
描
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
た
。
特
に
季
節
の

描
写
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
現
存
す
る
史
料
を
精
査
し
た
結
果
、
天
保
十
年
三
月
に

西
浜
御
殿
に
て
開
催
さ
れ
た
舞
楽
会
を
描
き
出
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

ま
た
、
細
部
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
浜
御
殿
を
具
体
的
な
「
舞
楽
」
の
イ
メ
ー

ジ
を
用
い
て
、
雅
な
「
庭
園
図
」
と
し
て
描
く
と
と
も
に
、
主
従
関
係
が
明
確
で
あ
る
政
治
的
空

間
と
し
て
描
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
も
そ
の
庭
園
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
古
典

絵
画
に
見
ら
れ
る
公
家
邸
宅
を
用
い
、
治
宝
自
身
の
姿
も
高
貴
な
公
家
や
天
皇
の
姿
を
重
ね
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
治
宝
自
身
を
文
化
的
政
治
的
に
強
大
な
権
力
を
も
っ
た
人
物
と
し
て
位
置
づ
け
る

意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
こ
れ
に
は
、
西
浜
御
殿
隠
居
後
の
治
宝
が
お
か
れ

た
立
場
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
幕
府
の
意
向
に
よ
り
、
不
本
意
な
形
で
藩
主
の
座
を
娘
婿
に
譲

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
治
宝
に
と
っ
て
、
西
浜
御
殿
は
、
ま
さ
に
「
城
」
に
替
わ
る
「
御
所
」

で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
本
図
は
、「
舞
楽
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
使
っ
て
西
浜
御
殿
を
雅
な
場
と
し
て
荘
厳
し
、

政
治
的
に
も
文
化
的
に
も
中
心
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
治
宝
が
そ
の
場
を
支
配
す
る
強
大
な
権
力

者
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
表
象
と
し
て
、
描
か
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
西
浜
御
殿
舞
楽
之
図
、
徳
川
治
宝
、
舞
楽
、
西
浜
御
殿
、
和
琴

M
IZU

N
O
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yoko
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は
じ
め
に

　

今
日
「
雅
楽
」
と
称
さ
れ
る
音
楽
は
、
現
存
す
る
日
本
の
音
楽
の
中
で
も
最
も
古

い
起
源
を
も
つ
音
楽
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
現
在
の
中
国
大
陸
や
朝
鮮
半
島
に

起
源
を
も
ち
、
奈
良
時
代
に
日
本
へ
と
伝
来
し
た
そ
の
音
楽
は
、
寺
院
の
法
会
や
宮

廷
に
お
い
て
受
容
さ
れ
た
。
大
陸
由
来
の
珍
し
い
楽
器
か
ら
奏
で
ら
れ
る
新
し
い
響

き
は
、
新
し
い
文
化
の
到
来
を
告
げ
る
と
と
も
に
、
多
く
の
宮
廷
人
を
魅
了
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
音
楽
は
、
平
安
貴
族
達
に
よ
っ
て
愛
好
さ
れ
、
体
系
化

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
内
な
る
文
化
と
し
て
育
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
雅

な
音
色
が
、
宮
廷
を
中
心
と
し
た
公
家
文
化
の
中
で
発
展
し
て
き
た
こ
と
は
、『
源

氏
物
語
』
な
ど
の
物
語
文
学
や
公
家
の
日
記
、
ま
た
物
語
絵
画
を
見
れ
ば
明
ら
か
で

あ
る
。「
詩
歌
管
絃
」
と
い
う
こ
と
ば
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
饗
宴
の
場
で
催

さ
れ
る
管
絃
の
楽
器
を
奏
で
る
こ
と
は
、
公
家
が
身
に
つ
け
る
べ
き
教
養
で
あ
り
、

嗜
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
御
あ
そ
び
」
や
「
御
遊
」
と
も
称
さ

れ
て
い
た
。
ま
た
、
西
園
寺
家
や
花
山
院
家
の
よ
う
に
特
定
の
楽
器
を
家
の
芸
と
し

て
、
後
世
ま
で
継
承
し
た
公
家
も
存
在
し
た
。

　

一
方
、
雅
楽
は
遊
興
の
場
で
享
受
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
儀
式
や
儀
礼
空
間
に

お
い
て
演
奏
さ
れ
て
い
た
た
め
、
公
的
な
性
格
を
持
つ
音
楽
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。

そ
の
儀
礼
的
性
格
は
、
多
く
の
寺
社
に
お
け
る
法
会
な
ど
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
さ
ら
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
寺
院
に
は
「
楽
所
」
が
設
置
さ
れ
、
多

く
の
楽
人
達
が
音
楽
と
舞
を
継
承
し
た
。
そ
し
て
楽
人
達
は
、
得
意
と
す
る
楽
器
の

演
奏
法
や
楽
譜
を
秘
匿
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
子
相
伝
の
シ
ス
テ
ム
を
作
り
上
げ

て
い
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
雅
な
音
を
支
え
て
い
た
公
家
文
化
も
次
第
に
衰
退
し
、
し
か
も

戦
乱
の
世
と
も
な
る
と
、
楽
人
を
抱
え
て
い
た
寺
社
も
そ
れ
に
巻
き
込
ま
れ
る
形
で

徐
々
に
力
を
失
っ
て
い
く
。
こ
れ
ら
が
要
因
と
な
っ
て
、
雅
楽
や
楽
家
も
ま
た
衰
退

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
江
戸
幕
府
に
よ
る
楽
所
の
再
編
、
楽
人
達
へ

の
支
援
が
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、
武
家
か
ら
も
雅
楽
を
嗜
好
す
る
大
名
ま
で
現
れ
る

よ
う
に
な
る
。
特
に
幕
末
と
い
う
、
江
戸
か
ら
明
治
へ
の
転
換
期
は
、
ま
さ
に
雅
楽

に
新
し
い
光
が
当
て
ら
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
江
戸
時
代
か
ら
近
代
に
か
け

て
の
雅
楽
は
特
別
な
音
楽
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
演
奏
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
雅
楽
受
容
の
一
端
を
知
る
た
め
に
、
こ

の
幕
末
と
い
う
時
代
と
、
そ
の
時
代
に
生
き
た
一
人
の
大
名
に
注
目
し
、
そ
の
文
化

的
背
景
を
探
り
た
い
。
雅
楽
が
当
時
の
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
ま

た
い
か
な
る
役
割
や
機
能
を
有
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
た
い
。

❶
徳
川
治
宝
と
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
生
成

　

紀
州
藩
十
代
藩
主
徳
川
治
宝
（
一
七
七
一
〜
一
八
五
二
）
は
、
風
雅
を
好
ん
だ
大

名
と
し
て
名
高
く
、
特
に
彼
が
熱
烈
に
雅
楽
を
愛
好
し
て
い
た
こ
と
は
、
在
世
当
時

か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
広
く
世
に
知
ら
れ
て
い
る
。
治
宝
が
蒐
集
し
た
雅
楽
の
楽

器
や
楽
譜
の
膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
他
の
藩
主
に
よ
る
蒐
集
品
と
と
も
に
、
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
「
紀
州
徳
川
家
伝
来
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
し
て
所
蔵
さ

れ
て
い
る
）
1
（

。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
雅
楽
器
を
中
心
に
、
能
で
用
い
ら
れ
る
楽
器
や
中

国
伝
来
の
楽
器
も
含
ま
れ
て
お
り
、
楽
器
二
十
数
種
、
楽
譜
二
十
一
種
、
総
計
一
五

六
点
以
上
に
も
の
ぼ
る
規
模
を
誇
っ
て
い
る
。
数
点
の
楽
器
は
、
伝
来
の
途
中
で
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
離
脱
し
、
現
在
そ
の
一
部
が
国
立
劇
場
や
個
人
の
所
蔵
と
な
っ
て

い
る
も
の
の
、
こ
の
よ
う
に
紀
州
徳
川
家
に
伝
来
し
た
楽
器
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
、

ほ
ぼ
当
初
の
規
模
に
近
い
形
で
纏
ま
っ
て
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
楽
器
史

や
音
楽
史
、
美
術
史
や
文
化
史
と
い
っ
た
歴
史
学
研
究
全
般
に
お
い
て
、
多
く
の
情

報
を
与
え
て
く
れ
る
資
料
と
し
て
、
非
常
に
意
義
深
い
と
い
え
る
。

　

一
方
、
紀
州
家
伝
来
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
双
璧
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
、
彦
根
藩

82

国立歴史民俗博物館研究報告
第 166集　2011年 3月



十
二
代
藩
主
井
伊
直な
お

亮あ
き

（
一
七
九
四
〜
一
八
五
〇
）
が
主
に
蒐
集
し
た
楽
器
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
井
伊
家
の
伝
来
品
と
し
て
、
彦
根
城
博
物
館
に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
。
井
伊
直
亮
は
、
治
宝
よ
り
若
干
年
下
で
は
あ
る
も
の
の
、
同
時
代
に

生
き
た
大
名
で
あ
り
、
し
か
も
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
構
成
す
る
楽
器
の
種
類
や
附
属
品
、

入
手
経
路
に
至
る
ま
で
、
多
く
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
当
時

彼
ら
が
競
い
合
う
よ
う
に
古
楽
器
の
蒐
集
に
情
熱
を
傾
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
）
2
（

。

　

幕
府
の
要
職
を
勤
め
る
ほ
ど
格
式
の
高
い
大
名
家
の
当
主
で
あ
り
、
ま
た
藩
主
で

も
あ
っ
た
二
人
の
大
名
が
、
な
ぜ
古
い
楽
器
や
楽
譜
の
蒐
集
に
執
心
し
、
多
額
の
財

を
投
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
な
ぜ
雅
楽
器
を
集
中
的
に
蒐
集
し
た
の
か
。
雅

楽
器
を
「
蒐
集
す
る
」
と
い
う
行
為
自
体
に
は
、
い
か
な
る
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

　

治
宝
と
直
亮
は
と
も
に
、
雅
楽
を
伝
え
て
い
た
公
家
や
楽
家
か
ら
楽
器
の
奏
法
の

伝
授
を
特
別
に
受
け
る
と
と
も
に
、
藩
の
家
臣
に
も
そ
れ
ら
を
学
ば
せ
て
い
た
。
ま

た
、
有
職
故
実
か
ら
同
時
代
の
学
問
や
産
業
に
ま
で
、
幅
広
く
関
心
を
持
ち
合
わ
せ

て
い
た
こ
と
も
、
二
人
の
共
通
点
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
彼
ら
の
嗜
好
は
、
も
ち
ろ

ん
幕
末
と
い
う
時
代
の
気
風
も
影
響
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も

個
々
に
異
な
る
事
情
や
背
景
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
以
下
で
は
、
徳
川
治
宝
の
雅
楽
を
め
ぐ
る
動
向
に
注
目
し
、
彼
に
お
い
て

雅
楽
と
い
う
音
楽
や
楽
器
は
い
か
な
る
意
味
を
も
ち
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
雅
楽
と
関

わ
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
一
つ
の
絵
画
作
品
を
通
し
て
考
察
し
た
い
。

❷「
西
浜
御
殿
舞
楽
之
図
」の
描
写
内
容

　

治
宝
の
蒐
集
し
た
楽
器
に
関
す
る
詳
細
は
他
の
論
考
に
譲
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で

は
、
治
宝
が
開
催
し
た
舞
楽
の
様
子
を
描
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
一
枚
の
絵
画
に
注
目

し
た
い
。
そ
れ
は
、「
西
浜
御
殿
舞
楽
之
図
」（
和
歌
山
市
立
博
物
館
蔵
、
図
１
、
以

下
本
図
と
す
る
）
で
あ
る
。

　

本
図
に
関
し
て
は
、
既
に
太
田
宏
一
氏
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
）
3
（

。

太
田
氏
は
、
紀
州
藩
の
国
学
者
本
居
大
平
が
著
し
た「
楽
譚　

西
浜
御
殿
舞
楽
之
記
」

（
以
下
「
舞
楽
之
記
」
と
す
る
）
の
内
容
と
画
面
内
容
が
お
お
よ
そ
一
致
す
る
こ
と

に
着
目
し
、
本
図
が
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
十
月
二
五
日
に
治
宝
が
西
浜
御
殿
に

て
開
催
し
た
舞
楽
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
提
示
さ
れ
た
。
し
か
し

一
方
で
、
描
か
れ
た
内
容
に
は
「
舞
楽
之
記
」
と
の
相
違
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

別
の
日
の
舞
楽
の
模
様
を
描
い
た
可
能
性
も
ま
た
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
治
宝
が
主
催
し
た
舞
楽
会
を
克
明
に
描
い
た
本
図
を
分
析
す
る

こ
と
は
、
彼
の
雅
楽
に
対
す
る
嗜
好
ば
か
り
で
な
く
、
江
戸
時
代
の
武
家
の
雅
楽
享

受
の
具
体
的
様
相
を
知
る
た
め
に
も
、
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
図
は
何
を
描
い

た
も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
絵
画
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
回
、
所
蔵

者
の
協
力
を
賜
り
「
西
浜
御
殿
舞
楽
之
図
」
を
調
査
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
画
面
細

部
の
熟
覧
が
叶
っ
た
。
そ
こ
で
以
下
、
調
査
で
得
ら
れ
た
成
果
を
報
告
す
る
と
と
も

に
、
画
面
内
容
の
分
析
と
考
察
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

　

①
本
図
の
伝
来
と
概
要　

　

画
面
の
分
析
に
入
る
前
に
、「
西
浜
御
殿
舞
楽
之
図
」
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き

た
い
。

　

本
図
は
、
全
長
が
縦
四
九
・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
一
五
四
・
六
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
一
巻
の
巻
物
で
あ
る
。
縦
長
の
紙
を
五
枚
横
に
貼
り
継
い
で
作
ら
れ
た
横
長

の
大
画
面
に
は
、
広
大
な
敷
地
か
ら
な
る
庭
園
と
そ
こ
で
開
催
さ
れ
て
い
る
舞
楽
会

の
様
子
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
本
図
が
巻
物
の
形
態
と
な
っ
た
の
は
近
年
の
こ
と

で
あ
り
、
博
物
館
に
お
さ
め
ら
れ
た
当
初
は
、
薄
い
紙
で
裏
打
ち
さ
れ
た
本
紙
が
一

紙
ご
と
に
分
か
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
マ
ク
リ
」
の
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
。
作
品
を

良
好
な
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
で
保
存
す
る
た
め
、
補
修
の
際
に
現
在
の
巻
物
の
形
態
に

装
丁
し
た
そ
う
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
当
初
ど
の
よ
う
な
形
態
で
あ
っ
た
の
か
明
ら
か
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で
は
な
い
）
4
（

。

　

一
方
、
当
初
の
名
称
も
不
明
で
あ
る
。
現
在
の
名
称
は
、
本
図
が
、「
西
浜
御
殿

舞
楽
記
御
目
録
」
や
本
居
大
平
筆
「
楽
譚　

西
浜
御
殿
舞
楽
之
記
」
と
と
も
に
一
括

で
伝
わ
っ
た
こ
と
か
ら
、
後
に
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
）
5
（

。
伝
来

に
関
し
て
も
不
明
な
点
が
多
い
が
、
貼
付
さ
れ
て
い
る
題
箋
に
、「
和
歌
山
市
竹
内

長
五
郎
氏
御
出
品
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
当
初
の
持
ち

主
の
手
か
ら
離
れ
た
後
も
、
お
そ
ら
く
地
元
紀
州
和
歌
山
の
地
に
伝
え
ら
れ
、
現
在

に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
資
料
と「
西
浜
御
殿
舞
楽
之
図
」

が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
ま
た
当
初
か
ら
セ
ッ
ト
で
あ
っ
た
の
か
否
か
な

ど
、
未
だ
不
明
な
点
は
多
い
。
そ
こ
で
画
面
の
詳
細
な
分
析
と
考
察
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
本
図
が
何
を
表
し
た
絵
画
で
あ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
意
味
や
機
能
を
も
っ

た
絵
画
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
以
下
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

②
形
態
に
関
す
る
復
原
的
考
察

　

画
面
分
析
を
行
う
た
め
に
、
ま
ず
は
当
初
の
形
態
に
関
す
る
復
元
的
考
察
を
行
う

こ
と
と
す
る
。

　

本
図
は
現
在
、
五
枚
の
紙
を
横
に
継
い
で
画
面
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
右
よ
り
第

一
紙
か
ら
第
四
紙
が
そ
れ
ぞ
れ
三
三
・
九
〜
三
四
・
二
セ
ン
チ
で
あ
る
の
に
対
し
、

第
五
紙
の
み
が
十
七
・
〇
セ
ン
チ
と
極
端
に
短
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
紙
は
当
初
の
状

態
か
ら
切
り
詰
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
各
紙
の
左
右
の
端
に
か
な
り

傷
み
が
見
ら
れ
、
隣
り
合
う
画
面
と
も
直
接
は
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ

も
左
右
の
端
が
〇
・
五
〜
一
・
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
切
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

巻
物
特
有
の
横
皺
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
当
初
か
ら
巻
物
で
あ
っ
た

可
能
性
は
低
く
、
お
そ
ら
く
平
面
の
状
態
で
保
存
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

画
面
が
平
面
で
、
こ
の
よ
う
な
大
き
さ
の
絵
画
と
し
て
は
、
画
帖
あ
る
い
は
屏
風

が
候
補
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
画
帖
の
場
合
は
、
鑑
賞
に
供
す
る
際
、
本
紙
に
触

れ
な
い
よ
う
、
通
常
本
紙
よ
り
も
大
き
め
の
台
紙
に
貼
り
付
け
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

よ
う
に
画
面
の
端
が
傷
む
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
一
方
屏
風
な
ら
ば
、
両
端
の
扇
を

除
き
、
各
扇
の
画
面
は
全
面
が
表
に
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
折
れ
曲
が
る
部
分
が
ど

う
し
て
も
傷
み
や
す
い
と
い
え
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、
本
図

は
当
初
、
屏
風
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
画
面
構
成
に
お
い

て
も
、
屏
風
で
あ
る
可
能
性
は
見
い
だ
せ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

第
四
紙
か
ら
第
五
紙
に
か
け
て
は
、
水
色
の
「
す
や
り
霞
」
が
幾
重
に
も
描
か
れ

て
お
り
、
画
面
の
天
地
に
全
紙
を
通
し
て
長
く
棚
引
く
霞
と
相
ま
っ
て
、
画
面
を
縁

取
る
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
初
よ
り
第
五
紙
が
左
端
に
配

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
右
の
端
に
あ
た
る
第
一
紙
に
は
、
金
の
霞
は

見
ら
れ
る
も
の
の
、
重
な
る
よ
う
に
棚
引
く
水
色
の
す
や
り
霞
は
な
く
、
し
か
も
画

面
の
右
端
に
は
、
土
坡
の
一
部
と
思
わ
れ
る
描
写
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
右
に

は
さ
ら
に
画
面
が
続
い
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
画
面
構
図
と
い
う
点
か
ら
考

え
て
も
、
右
に
幾
分
か
画
面
が
続
く
な
ら
ば
、
舞
楽
の
舞
台
が
ほ
ぼ
中
心
に
位
置
づ

け
ら
れ
、
画
面
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
も
安
定
す
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
製
作
当
初

は
右
端
に
画
面
が
続
い
て
お
り
、
そ
れ
が
屏
風
一
扇
分
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、

六
曲
の
屏
風
で
あ
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
屏
風
の
左
右
の
端

で
あ
る
第
一
扇
と
第
六
扇
の
画
面
が
、
縁
を
回
す
た
め
通
常
他
紙
よ
り
も
短
い
幅
の

紙
を
用
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
第
五
紙
が
短
い
こ
と
も
納
得
で
き
よ
う
）
6
（

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
図
は
当
初
六
曲
の
小
屏
風
で
あ
り
、
現
在
は
右
端
の
一
扇

分
が
失
わ
れ
た
状
態
と
し
て
伝
来
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
推
測

で
は
あ
る
も
の
の
、
当
初
の
形
態
が
屏
風
で
あ
っ
た
可
能
性
も
含
め
て
、
全
体
の
画

面
構
成
を
、
以
下
に
お
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
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図
1
　「
西
浜
御
殿
舞
楽
之
図
」　
全
図
　
和
歌
山
市
立
博
物
館
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図 2　「西浜御殿舞楽之図」　部分

図 3　 「西浜御殿舞楽之図」　部分図 4　 「西浜御殿舞楽之図」　部分
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図 5　 「西浜御殿舞楽之図」　部分図 6　 「西浜御殿舞楽之図」　部分

図 7　 「西浜御殿舞楽之図」　部分図 8　 「舞楽楽器之図」　部分　東京国立博物館



　

③
画
面
内
容

　

ま
ず
本
図
（
図
1
）
の
全
体
を
見
渡
す
と
、
広
大
な
庭
で
催
さ
れ
て
い
る
、
あ
る

「
舞
楽
会
」
の
様
子
が
画
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
画
面
下
方
に
は
、
左

か
ら
右
へ
と
緩
や
か
な
Ｓ
字
を
描
く
よ
う
に
蛇
行
す
る
川
が
流
れ
、
そ
の
先
に
は
大

き
な
池
が
見
え
る
。
池
の
奥
に
は
色
鮮
や
か
な
樹
木
で
彩
ら
れ
た
中
島
が
あ
り
、

広
々
と
し
た
池
に
は
雁
行
形
の
板
橋
も
描
か
れ
て
い
る
。
庭
の
中
央
付
近
の
水
上
に

は
舞
楽
の
舞
台
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
周
囲
に
は
管
絃
を
奏
す
る
屋
台
や
楽
人
達
の
楽

屋
が
描
か
れ
、
演
奏
者
の
背
後
お
よ
び
川
を
挟
ん
だ
対
岸
に
は
、
舞
楽
を
観
賞
す
る

多
く
の
人
々
の
姿
も
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
広
大
な
庭
に
配
さ
れ
た
様
々
な
種
類
の

樹
木
や
岩
、
そ
の
よ
う
な
場
所
で
演
じ
ら
れ
る
舞
楽
の
様
子
が
、
画
面
全
体
を
風
雅

な
雰
囲
気
を
も
つ
空
間
へ
と
演
出
し
、
さ
ら
に
水
色
・
藍
・
金
の
霞
が
そ
れ
ら
を
荘

厳
し
、
幻
想
的
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
一
方
、
第
二
紙
目
の
上
部
に
描
か

れ
た
霧
に
か
す
む
遠
山
の
描
写
、
そ
し
て
波
の
線
や
樹
木
の
枝
葉
と
い
っ
た
細
部
の

表
現
も
ま
た
、
庭
に
繊
細
な
美
し
さ
を
添
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
全
体
を
眺
め

る
な
ら
ば
、
本
図
は
一
種
の
「
庭
園
図
」
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、

具
体
的
に
描
か
れ
た
様
々
な
モ
チ
ー
フ
の
存
在
は
、
本
図
を
単
な
る
「
庭
園
図
」
に

留
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
本
図
に
は
多
く
の
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
各
々
個
性
的
な
姿
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
特
に
見
物
人
達
の
表
情
は
、
誰
か
を
想
定
し
て
い
る
か
の
よ

う
に
細
部
が
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
（
図
2
）。
ま
た
、
垣
根
越
し
に
見
え
る
柿
葺

と
思
わ
れ
る
屋
根
に
瓦
の
棟
を
も
つ
数
寄
屋
造
の
建
物
（
第
四
紙
、
図
3
）、
張
り

め
ぐ
ら
さ
れ
た
幔
越
し
に
屋
根
の
一
部
を
覗
か
せ
て
い
る
大
き
な
藁
葺
の
建
物
（
第

三
紙
、
図
4
）、
瓦
葺
の
建
物
（
第
三
紙
）、
池
の
中
島
の
奥
に
見
え
る
四
阿
（
第
一

紙
）、
そ
し
て
第
四
紙
に
描
か
れ
た
井
戸
（
図
5
）、
さ
ら
に
植
栽
、
様
々
な
形
態
の

橋
、
画
面
の
諸
処
に
描
か
れ
て
い
る
水
の
流
れ
を
堰
き
止
め
る
水
門
の
表
現
な
ど
は
、

非
常
に
具
体
的
で
あ
り
、
描
か
れ
た
庭
園
が
特
定
の
場
所
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
ま
ず
は
、
画
面
の

細
部
に
目
を
向
け
、
描
写
内
容
の
特
徴
を
抽
出
し
た
い
。

　

ま
ず
第
三
紙
の
左
中
央
部
に
は
、
高
床
式
で
正
面
に
階
段
の
つ
い
た
屋
台
が
描
か

れ
て
い
る
（
図
6
）。
中
で
は
畳
敷
の
床
の
上
に
、
烏
帽
子
に
狩
衣
姿
の
五
人
の
男

性
が
座
し
、
各
々
弾
き
も
の
と
よ
ば
れ
る
絃
楽
器
を
奏
し
て
い
る
。
各
楽
器
は
、
形

態
は
も
ち
ろ
ん
一
本
の
絃
に
至
る
ま
で
細
密
な
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
ら
が
左
か
ら
和
琴
（
一
人
）、
箏
（
二
人
）、
琵
琶
（
二
人
）
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
特
に
和
琴
に
関
し
て
は
、
葦
津
尾
や
琴
軋
ま
で
丁
寧
に
描
か
れ
て
お
り
、
絵

の
作
者
が
雅
楽
器
の
構
造
や
演
奏
法
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
な

お
、
和
琴
を
弾
く
人
物
に
関
し
て
は
、
彼
だ
け
が
茵
に
座
し
、
立
烏
帽
子
姿
で
描
か

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
他
の
人
物
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
特
別
な
人
物
と
し
て
描
か

れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

　

屋
台
の
正
面
に
は
、
水
上
に
跨
が
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
高
床
の
舞
台
が
あ
り
、

舞
台
の
上
に
は
四
人
の
男
性
が
舞
楽
を
演
じ
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
7
）。

彼
ら
は
、
赤
地
に
白
の
窠
文
を
施
し
た
上
襲
を
片
肩
袒
と
し
、
肩
口
に
は
赤
い
縁
取

り
の
紺
の
半
臂
を
覗
か
せ
て
い
る
。
下
襲
は
、
袖
口
が
赤
く
縁
取
ら
れ
た
無
紋
の
白

地
で
あ
り
、
下
衣
部
は
白
地
に
赤
や
青
の
文
様
の
あ
る
差
貫
と
赤
系
統
の
踏
懸
、
白

の
絲
鞋
を
着
け
て
い
る
。
そ
し
て
頭
に
は
、
桃
色
の
挿
頭
花
と
緌
を
つ
け
た
巻
纓
冠

を
被
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
衣
装
は
赤
系
統
の
襲
装
束
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
舞
っ
て
い

る
の
は
唐
楽
（
左
方
）
の
舞
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
こ
で
屋
台
と
舞
台
の
、
二
つ
の
建
物
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
ら
は
、
形
状
か
ら

見
て
仮
設
建
築
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
細
部
を
見
る
と
、
屋
台
の
建
物
も
舞
楽
の

舞
台
も
、
直
接
屋
根
が
取
り
付
け
ら
れ
た
小
屋
状
の
建
物
で
は
な
く
、
縁
台
の
よ
う

な
木
製
の
広
い
台
に
、
細
い
柱
で
支
え
た
屋
根
を
取
り
付
け
た
構
造
を
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
特
に
舞
楽
の
高
舞
台
に
関
し
て
は
、
常
設
の
舞
台
で
あ
れ
ば
石
造
の

舞
台
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
）
7
（

、
本
図
の
舞
台
は
木
製
で
あ
り
、
し
か

も
通
常
の
舞
台
に
は
設
置
さ
れ
る
擬
宝
珠
の
つ
い
た
欄
干
も
な
く
、
舞
台
上
を
錦
な
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ど
の
地
布
で
覆
わ
ず
板
敷
き
の
ま
ま
と
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
棟
の
部
材
に
青
竹
と

思
わ
れ
る
材
を
用
い
て
そ
の
新
し
さ
を
視
覚
的
に
示
し
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
舞
台

が
仮
設
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

し
か
し
仮
設
と
は
い
え
、
両
者
に
屋
根
が
付
い
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
雨
天
を
想
定
し
て
設
置
さ
れ
た
舞
台
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
特
に
舞
楽
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
高
舞
台
の
屋
根
は
、
切
妻
で
丸
い
カ
ー
ブ
を

描
く
特
徴
的
な
屋
根
の
形
状
を
し
て
お
り
、
し
か
も
屋
根
が
茶
の
濃
彩
で
表
現
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
檜
皮
葺
と
推
測
で
き
る
。
舞
楽
で
は
舞
台
を
荘
厳
す
る
た
め
に
布

製
の
天
蓋
を
用
い
る
例
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
木
材
を
組
ん
だ
屋
根
は
、
荘
厳
す

る
た
め
だ
け
で
な
く
、
天
候
に
左
右
さ
れ
ず
舞
楽
を
催
す
た
め
に
取
り
付
け
ら
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

舞
台
に
屋
根
を
懸
け
た
例
は
、
江
戸
城
内
で
行
わ
れ
た
舞
楽
の
様
子
を
描
い
た

「
舞
楽
楽
器
之
図
」（
一
巻
、
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
8
（

）
の
巻
頭
（
図
8
）
に
も
見
ら
れ

る
。「
舞
楽
楽
器
之
図
」
は
、
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
に
江
戸
城
内
で
家
康
の

二
百
年
忌
法
要
と
し
て
開
催
さ
れ
た
舞
楽
会
を
描
い
た
巻
物
で
あ
り
、
記
録
画
と
し

て
の
性
格
が
色
濃
い
こ
と
か
ら
、
江
戸
城
内
で
開
催
さ
れ
た
江
戸
末
期
の
公
的
な
舞

楽
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
図
か
ら
は
、
仮
設
舞
台
で
あ
っ
て
も
、
特

別
な
儀
礼
や
祭
礼
に
お
け
る
舞
楽
の
舞
台
に
は
、
屋
根
を
懸
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。

　

し
か
し
こ
の
江
戸
城
の
仮
設
舞
台
と
本
図
の
舞
台
の
屋
根
に
は
大
き
な
違
い
が
あ

る
。
江
戸
城
の
そ
れ
は
お
そ
ら
く
板
葺
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
図
の
舞
台
の
屋
根
は

檜
皮
葺
と
し
て
描
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
仮
設
と
は
い
え
、
特
別
な
舞
台
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
非
常
に
高
価
な
檜
皮
が
仮
設
舞

台
の
屋
根
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
通
常
で
は
考
え
に
く
く
、
ま
た
他
に
例
が
あ
る
か

否
か
も
現
時
点
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
本
当
に
こ
の
よ
う
な
舞
台
が
設
置
さ
れ
た

の
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
本
図
の
舞
楽
会
が
、
公
的
な
儀
礼
の
舞
楽
で
あ
る
か
の

よ
う
に
、
し
か
も
特
別
な
荘
厳
が
施
さ
れ
た
舞
台
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
イ

メ
ー
ジ
が
形
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
ひ
と
ま
ず
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　

次
に
、
幄
舎
に
目
を
移
そ
う
（
図
9
）。
二
つ
の
幄
舎
は
楽
人
の
姿
が
見
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
楽
屋
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
周
囲
を
赤
・
青
・
黄
・

緑
・
紫
の
五
色
の
花
唐
草
文
の
幔
）
9
（

で
囲
み
、
舞
台
側
の
前
面
と
二
つ
の
楽
屋
が
隣
り
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合
う
面
を
巻
き
上
げ
て
い
る
。
木
製
の
柱
や
土
台
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
幄
舎
と

は
い
え
、
頑
丈
な
造
り
を
し
た
建
物
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
）
10
（

。
内
部
の
床
に
は
五
枚

の
畳
が
敷
き
詰
め
ら
れ
、
楽
器
を
演
奏
す
る
楽
人
達
が
座
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の

楽
屋
は
、
左
方
（
向
か
っ
て
左
）
と
右
方
（
向
か
っ
て
右
）
の
楽
屋
を
表
す
も
の
と

思
わ
れ
る
が
、
そ
の
細
部
表
現
を
見
る
と
、
明
確
に
こ
の
二
者
を
描
き
分
け
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
ず
、
楽
人
達
の
装
束
に
関
し
て
は
、
楽
人
が
み
な
鳥
甲
を
被
り
、
赤
い
縁
取
り

の
あ
る
白
地
に
菱
模
様
の
下
襲
、
そ
の
上
に
紺
地
に
三
重
襷
紋
様
の
半
臂
を
重
ね
て

い
る
こ
と
は
共
通
す
る
も
の
の
、
左
方
の
楽
屋
の
楽
人
達
は
、
半
臂
の
三
重
襷
は
赤

色
、
鳥
甲
の
飾
り
を
金
で
表
し
、
左
方
の
装
束
の
特
徴
が
、
細
部
の
色
に
よ
っ
て
捉

え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
右
の
楽
屋
の
楽
人
達
は
、
半
臂
の
紋
様
を
白
色
系
の
三
重

襷
と
し
、
鳥
甲
の
飾
り
も
銀
で
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
左
方
と
区
別
し
、
右
方
の
楽
人

で
あ
る
こ
と
を
視
覚
的
に
示
し
て
い
る
。

　

楽
器
の
編
成
に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
左
方
の
楽
屋
で
は
、
前
列
に

右
か
ら
鞨
鼓
、
楽
太
鼓
、
鉦
鼓
の
楽
人
が
、
後
列
に
は
篳
篥
、
龍
笛
、
笙
の
楽
人
が

座
し
、
楽
器
を
奏
し
て
い
る
。
一
方
、
右
方
の
楽
屋
に
は
、
前
列
右
か
ら
、
鉦
鼓
、

楽
太
鼓
、
三
ノ
鼓
の
楽
人
が
、
後
列
に
は
楽
器
を
持
た
な
い
楽
人
が
座
す
。
後
列
の

楽
人
は
、
お
そ
ら
く
篳
篥
、
高
麗
笛
の
奏
者
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
ら
が
楽
器

を
持
っ
て
い
な
い
の
は
、
前
列
の
楽
人
の
様
子
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
演

奏
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
舞
人
が
左
方

の
舞
を
演
じ
て
い
る
こ
と
と
も
合
致
し
て
い
る
。
左
右
の
楽
人
の
上
座
の
位
置
に
関

し
て
も
、
左
方
が
右
端
に
鞨
鼓
を
、
右
方
が
左
端
に
三
ノ
鼓
を
配
し
て
お
り
、
こ
の

こ
と
か
ら
も
、
楽
屋
の
様
子
を
正
確
に
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き

る
。
な
お
左
方
の
楽
屋
に
、「
桐
鳳
凰
図
屏
風
」
と
思
わ
れ
る
屏
風
が
描
き
込
ま
れ

て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
）
11
（

。
こ
の
屏
風
も
何
ら
か
の
意
味
を
担
う
も
の
と
し
て
描
か

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
図
に
お
い
て
は
、
雅
楽
器
や
舞
楽
、
楽
人
に
関
し
て
は
、

特
に
細
部
を
詳
細
に
描
き
分
け
、
正
確
に
描
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
る
。
お

そ
ら
く
本
図
の
製
作
に
は
、
雅
楽
の
素
養
を
身
に
つ
け
て
い
た
絵
師
や
注
文
主
が
関

与
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
舞
楽
の
建
築
と
演
者
に
注
目
し
て
き
た
が
、
庭
園
に
は
多
く
の

観
者
の
姿
も
描
か
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
姿
は
、
第
四
紙
か
ら
第
五
紙
に
か
け
て
見
ら

れ
る
が
、
管
絃
を
奏
し
て
い
る
屋
台
の
背
後
に
は
、
世
話
人
と
思
わ
れ
る
人
物
が
二

人
お
り
、
さ
ら
に
後
ろ
に
は
四
列
に
な
っ
て
莚
の
上
に
座
す
武
士
の
集
団（
二
一
人
）

と
、
そ
の
一
団
の
横
や
背
後
に
、
一
人
あ
る
い
は
二
人
で
莚
に
座
す
四
人
の
武
士
の

姿
が
見
ら
れ
る
。
彼
ら
は
、
お
そ
ら
く
武
士
の
一
団
を
統
制
す
る
役
割
を
担
っ
た
、

格
上
の
武
士
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
川
を
挟
ん
だ
対
岸
に
も
、
六
十
人
近
い
武
士
と
黒

い
羽
織
姿
に
坊
主
頭
を
し
た
人
物
十
人
が
見
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
彼
ら
は
、
医
師
や

数
寄
衆
、
あ
る
い
は
同
朋
衆
な
ど
と
呼
ば
れ
る
人
々
で
あ
ろ
う
。
観
者
と
し
て
座
す

武
士
は
み
な
紋
付
き
の
裃
を
着
け
て
正
装
し
、
帯
刀
も
せ
ず
、
み
な
畏
ま
っ
た
姿
で

筵
の
上
に
座
し
て
い
る
。
顔
に
皺
の
あ
る
老
年
武
士
や
、
歓
談
を
す
る
壮
年
の
武
士
、

幼
さ
が
残
る
若
い
武
士
な
ど
、
一
人
一
人
が
顔
の
色
や
表
情
に
至
る
ま
で
丁
寧
に
描

き
分
け
ら
れ
、
装
束
の
色
合
い
も
多
種
多
様
で
あ
る
。
一
方
、
坊
主
頭
の
一
団
は
み

な
黒
紋
付
き
を
羽
織
り
、
姿
勢
を
正
し
て
舞
楽
を
観
覧
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
観
者
達
が
、
身
分
の
異
な
る
人
々
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味

深
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
観
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
男
性
の
み
で
あ
り
、
女

性
の
姿
は
一
人
も
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
男
性
と
い
っ
て
も
、
庶
民
や
農
民
の
姿
は
な

く
、
士
族
や
藩
の
御
用
を
勤
め
る
身
分
の
人
物
の
み
が
こ
の
空
間
に
存
在
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
こ
の
空
間
が
、
公
的
で
特
別
な
儀
礼
空
間
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）
12
（

。

　

④
考
察

　

本
図
は
具
体
的
な
場
所
で
開
か
れ
た
、
特
定
の
舞
楽
会
の
様
子
を
描
い
た
も
の
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
以
下
、
資
料
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
考
察
し
て
い
き
た
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い
。

　

ま
ず
、
場
所
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
の
図
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
徳

川
治
宝
の
隠
居
後
の
住
ま
い
で
あ
っ
た
西
浜
御
殿
を
描
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き

た
。
そ
こ
で
、
描
か
れ
た
場
所
が
西
浜
御
殿
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
ま
ず
考
え

て
み
た
い
。

　

西
浜
御
殿
に
関
し
て
は
、
絵
図
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
ま
た
三
尾
功
氏
を
は
じ
め
と

す
る
先
学
の
研
究
も
あ
る
こ
と
か
ら
）
13
（

、
そ
れ
ら
を
参
照
し
つ
つ
、
論
を
進
め
た
い
。

こ
こ
で
比
較
と
し
て
取
り
あ
げ
た
い
の
は「
西
浜
御
殿
之
図
」（
個
人
蔵
）で
あ
る
。「
正

木
図
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
図
は
、
全
体
の
規
模
か
ら
見
て
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）

の
大
奥
向
・
諸
役
所
向
増
築
後
の
姿
を
描
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
14
（

。「
正
木

図
」
に
は
、
御
殿
南
部
に
位
置
す
る
庭
園
部
分
の
み
が
絵
画
風
に
描
か
れ
て
お
り
、

お
お
よ
そ
の
庭
園
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

東
を
下
に
し
て
「
正
木
図
」
の
庭
園
部
分
を
見
る
と
（
図
10
）、
庭
に
は
南
北
方

向
に
長
く
歪
な
形
を
し
た
池
が
あ
り
、
し
か
も
東
に
突
き
出
た
部
分
が
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。
本
図
に
お
い
て
蛇
行
す
る
川
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
も
の
を
池
と
考
え

る
な
ら
ば
、
そ
の
形
状
は
全
く
同
じ
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
類
似
性
が
認
め
ら
れ

る
。
ま
た
、
池
の
細
い
部
分
に
は
、
様
々
な
形
状
の
四
つ
の
橋
が
架
け
ら
れ
て
お
り
、

中
で
も
南
端
の
橋
は
、
本
図
第
四
紙
に
描
か
れ
た
、
巨
大
な
一
枚
岩
の
橋
の
表
現
に

よ
く
似
て
い
る
。
南
に
あ
る
欄
干
の
付
い
た
橋
は
、
本
図
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で

あ
る
も
の
の
、
細
い
橋
や
幅
広
の
橋
な
ど
、
い
く
つ
も
の
橋
が
水
上
に
架
け
ら
れ
て

い
る
様
子
は
、
本
図
と
共
通
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
一
方
「
正
木
図
」
に
は
、
池

の
西
に
松
が
群
生
す
る
植
栽
と
、
そ
の
奥
に
亭
や
茶
室
と
思
わ
れ
る
建
築
物
が
描
き

込
ま
れ
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
建
物
は
、
藁
葺
の
よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
本
図
に
描
か
れ
た
モ
チ
ー
フ
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
図
に
は

舞
楽
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
広
い
空
間
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
「
正
木
図
」
に

描
か
れ
た
、
池
の
南
の
東
側
に
「
芝
」
と
書
か
れ
た
広
い
空
間
で
あ
る
と
考
え
る
な

ら
ば
、
多
少
歪
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
非
常
に
近
い
景
観
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
）
15
（

。

も
ち
ろ
ん
「
正
木
図
」
に
は
池
の
輪
郭
を
書
き
直
し
た
よ
う
な
墨
線
も
見
ら
れ
、
絵

図
と
し
て
の
信
憑
性
が
高
い
と
は
い
い
に
く
い
。
ま
た
「
正
木
図
」
に
描
か
れ
た
庭

園
が
い
つ
頃
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
も
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
庭
の
形
状
や
共
通
す
る
モ
チ
ー
フ
な
ど
、「
正
木
図
」
と
本
図
と
の
類
似
点

が
多
く
見
出
せ
る
こ
と
は
、
そ
の
関
係
性
を
裏
付
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の

こ
と
か
ら
、
本
図
は
、
西
浜
御
殿
の
庭
園
部
分
を
描
い
た
も
の
と
考
え
た
い
。

　

こ
こ
で
西
浜
御
殿
の
造
営
と
歴
史
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。ま
ず「
西

浜
御
殿
」
と
呼
ば
れ
る
遺
構
は
、
紀
州
藩
二
代
藩
主
徳
川
光
貞
の
御
殿
と
、
十
代
藩

主
治
宝
に
よ
っ
て
営
ま
れ
た
御
殿
の
、
二
つ
の
西
浜
御
殿
が
あ
っ
た
こ
と
が
文
政
四

年
（
一
八
二
一
）
の
「
若
山
城
下
図
」（
個
人
蔵
、
家
老
安
藤
家
旧
蔵
）
に
よ
っ
て

分
か
っ
て
い
る
。「
正
木
図
」
の
御
殿
は
、
後
者
の
御
殿
で
あ
り
、
紀
州
藩
士
加
納
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大
隅
守
下
屋
敷
地
で
あ
っ
た
も
の
を
治
宝
が
隠
居
所
と
し
て
新
た
に
造
営
し
た
御
殿

で
あ
っ
た
。
御
殿
は
、
治
宝
が
藩
主
時
代
の
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
に
着
工
さ
れ
、

同
年
二
月
に
は
治
宝
が
逗
留
、
翌
月
に
は
京
都
か
ら
楽
家
十
代
旦
入
や
表
千
家
九
代

了
々
斎
を
召
し
、
第
一
回
の
御
庭
焼
（
偕
楽
園
焼
）
を
開
催
し
て
い
る
）
16
（

。
こ
こ
か
ら

も
分
か
る
よ
う
に
、
創
建
当
初
か
ら
治
宝
は
、
西
浜
御
殿
を
自
ら
の
文
化
的
サ
ロ
ン

と
し
て
使
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
）
17
（

。
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
六
月
に
次
の
藩
主
に

家
督
を
譲
り
「
大
御
所
」
と
な
っ
た
治
宝
は
、
文
政
十
年
（
一
八
二
八
）
十
二
月
に

な
っ
て
、
西
浜
御
殿
を
隠
居
所
と
定
め
移
住
し
た
。
そ
の
後
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五

二
）
十
二
月
に
八
二
歳
の
生
涯
を
終
え
る
日
ま
で
、
治
宝
は
こ
の
場
所
を
自
ら
の
本

拠
地
と
し
て
過
ご
し
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
次
に
、
西
浜
御
殿
で
開
催
さ
れ
た
舞
楽
と
本
図
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
検
討

す
る
こ
と
と
す
る
。

　

西
浜
御
殿
に
お
い
て
舞
楽
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
記
録
は
非
常
に
少
な
く
、
以

下
の
数
点
に
限
ら
れ
る
。
現
状
で
分
か
っ
て
い
る
範
囲
で
は
あ
る
が
、
年
代
順
に
列

記
し
て
み
た
い
。

① 

文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
五
月
十
一
日
、
同
十
四
日
、
十
月
十
九
日
、
同
二
十

五
日

　

こ
れ
は
、
福
井
久
蔵
氏
『
諸
大
名
の
学
術
と
文
芸
の
研
究
）
18
（

』
に
記
さ
れ
た
、
治
宝

開
催
の
舞
楽
会
の
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
本
居
大
平
が
「
管
絃
舞
楽
諸
記
」
を

記
し
た
と
さ
れ
る
。
内
容
は
、
②
と
共
通
す
る
部
分
が
多
い
。

②
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
十
月
十
九
日
、
同
二
十
五
日

　

本
図
の
典
拠
と
さ
れ
て
き
た
、
本
居
大
平
筆
「
楽
譚　

西
浜
御
殿
舞
楽
之
記
）
19
（

」
に

記
さ
れ
た
舞
楽
会
で
あ
る
。「
舞
楽
之
記
」
に
は
、
二
日
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
舞

楽
会
の
主
催
は
治
宝
で
あ
り
、
彼
と
側
近
達
が
共
に
演
者
と
し
て
参
加
し
た
こ
と
、

ま
た
見
学
し
た
家
臣
た
ち
も
相
当
数
に
上
っ
た
こ
と
が
）
20
（

、
大
平
の
感
想
も
交
え
て
克

明
に
記
さ
れ
て
い
る
。
舞
台
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
や
装
束
に
関
す
る
細
部
の
情
報
も
含

む
、
最
も
詳
細
な
史
料
と
し
て
注
目
で
き
る
。
十
月
十
九
日
の
演
目
に
関
し
て
は
、

折
紙
に
記
さ
れ
た
「
目
録
」
が
伝
来
し
て
お
り
、
大
平
の
記
述
と
合
致
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
な
お
二
十
五
日
に
関
し
て
は
、「
目
録
」
は
な
ぜ
か
存
在
し
な
い
。

③
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
十
月
二
十
四
日

　

こ
れ
は
『
類
集
略
記
』
四
に
記
さ
れ
た
舞
楽
会
で
あ
る
）
21
（

。
こ
の
記
事
に
よ
っ
て
、

前
日
の
十
月
二
十
三
日
に
、
西
浜
御
殿
で
「
舞
楽
拝
見
」
を
治
宝
に
仰
せ
つ
け
ら
れ

た
「
御
目
付
中
御
一
統
」
が
、
翌
日
の
二
十
四
日
に
西
浜
御
殿
へ
舞
楽
を
拝
見
し
に

行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

④
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
三
月
二
十
七
日

　
『
南
紀
徳
川
史
』
の
「
故
実
有
職
御
熱
心
ノ
コ
ト
」
の
項
に
記
さ
れ
た
舞
楽
会
の

記
事
で
あ
り
）
22
（

、
治
宝
に
仕
え
た
国
学
者
長
沢
伴
雄
（
一
八
〇
八
〜
五
九
）
の
「
舞
楽

拝
見
記
」
か
ら
抜
粋
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
開
催
場
所
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

前
後
の
文
脈
と
「
舞
楽
御
興
行
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
西
浜
御
殿
で
開
催
さ
れ
た
舞

楽
会
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
伴
雄
は
こ
こ
で
「
甘
州
、
林
歌
二
曲
」
の
舞
楽
を
拝
見

し
、
終
日
「
御
庭
拝
見
」
を
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
記
事
に
関
し
て
は
、
近
年
刊

行
さ
れ
た
『
長
澤
伴
雄
歌
文
集
』
所
載
の
「
舞
楽
拝
見
の
記
」（
天
保
十
亥
三
月
二

七
日
）
と
題
す
る
記
事
と
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
）
23
（

。

　

以
上
の
四
点
が
、
現
時
点
で
文
献
に
見
い
だ
す
こ
と
の
で
き
る
西
浜
御
殿
の
舞
楽

の
記
録
で
あ
る
。

　

①
の
「
文
化
十
二
年
」
と
い
う
年
号
に
関
し
て
は
、
西
浜
御
殿
が
造
営
さ
れ
た
の

が
、
そ
の
四
年
後
の
文
政
二
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
信
憑
性
に
欠
け
る
。
し
か
も
、
こ

こ
に
記
さ
れ
た
十
月
十
九
日
、
二
十
五
日
の
舞
楽
会
は
、
②
の
大
平
筆
「
西
浜
御
殿

舞
楽
之
記
」
の
内
容
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
文
政
六
年
開
催
の
舞
楽
会
と
混
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同
さ
れ
た
可
能
性
も
高
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
五
月
十
一
日
と
十
四
日
に
開
催
さ
れ

た
と
す
る
記
述
は
、
他
の
文
献
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
新
た
な
舞
楽
会

の
可
能
性
と
し
て
注
目
で
き
る
。
記
述
の
根
拠
と
な
っ
た
原
史
料
が
発
見
さ
れ
る
こ

と
を
期
待
し
た
い
。

　

一
方
、
③
の
『
類
集
略
記
』
の
記
事
は
、
編
纂
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
内
容
の
解

釈
も
含
め
て
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
②
の
舞
楽
会
の
前
日
で
も
あ
り
、
こ
れ
を
単
に

日
付
を
写
し
誤
っ
た
と
み
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
二
十
五
日
の
舞
楽
の
予
行
興
行
と

見
る
べ
き
か
、
こ
の
記
事
の
原
史
料
の
内
容
を
確
認
で
き
な
い
こ
と
に
は
、
解
釈
が

難
し
い
と
い
え
る
。

　

④
は
、
天
保
期
の
舞
楽
開
催
の
記
録
と
し
て
注
目
で
き
る
。
こ
の
時
期
の
治
宝
は
、

有
職
故
実
に
強
い
関
心
を
持
ち
、
家
臣
で
国
学
者
の
長
沢
伴
雄
に
、
絵
巻
や
史
料
な

ど
様
々
な
文
物
を
全
国
か
ら
集
め
さ
せ
て
い
る
）
24
（

。
こ
の
前
後
、
伴
雄
は
頻
繁
に
治
宝

に
謁
見
し
、
直
に
蒐
集
の
成
果
を
報
告
す
る
と
と
も
に
古
図
や
絵
巻
を
上
納
し
て
い

た
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
治
宝
が
舞
楽
会
を
開
催
し
、
し
か
も
終
日
「
御
庭
拝
見
」

を
申
し
付
け
て
い
る
こ
と
は
、
非
常
に
興
味
深
い
。
こ
の
舞
楽
会
は
、
お
そ
ら
く
西

浜
御
殿
の
御
庭
で
開
催
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
伴
雄
の
「
舞
楽
拝
見
の

記
」
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
本
図
の
図
柄
と
合
致
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
に
も
注

目
で
き
る
。
た
だ
し
、
伴
雄
が
記
し
た
内
容
は
、
有
職
へ
の
関
心
か
ら
記
し
た
も
の

で
あ
る
た
め
、
庭
園
に
関
す
る
記
事
が
少
な
い
こ
と
、「
舞
楽
之
記
」
と
同
様
に
一

部
の
記
述
が
画
面
の
内
容
と
は
一
致
し
な
い
こ
と
な
ど
、
今
後
の
検
討
が
必
要
で
あ

る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
西
浜
御
殿
に
お
け
る
舞
楽
関
連
の
記
録
は
非
常
に
少
な
い
。
し

か
し
こ
れ
は
、
西
浜
御
殿
で
の
隠
居
時
代
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
藩
主
時
代
で

も
、
江
戸
・
国
許
の
双
方
に
お
い
て
、
治
宝
が
舞
楽
を
開
催
し
た
こ
と
を
う
か
が
い

知
る
こ
と
の
で
き
る
史
料
は
、
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
。
治
宝

が
雅
楽
を
愛
好
し
、
あ
れ
ほ
ど
熱
心
に
雅
楽
器
や
楽
譜
の
蒐
集
を
行
い
、
雅
楽
を
伝

え
る
公
家
や
楽
人
か
ら
楽
器
の
奏
法
や
楽
譜
を
伝
授
さ
れ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
）
25
（

、

治
宝
が
実
際
に
管
絃
や
舞
楽
を
開
催
し
た
と
い
う
記
録
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
は
）
26
（

、

非
常
に
不
可
思
議
で
あ
り
、
む
し
ろ
不
自
然
と
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意

味
に
お
い
て
も
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
伝
わ
る
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
存
在
、

楽
器
附
属
の
史
料
の
歴
史
的
意
義
は
非
常
に
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
紀
州
藩
関
連
施
設
で
雅
楽
（
管
絃
）
が
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
確
実

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
水
戸
徳
川
家
に
伝
わ
る
「
文
公
様
武
公
様
於
紀
州
家
庭
中

船
楽
饗
応
之
図
」（
彰
考
館
徳
川
博
物
館
蔵
）
27
（

）
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

水
戸
徳
川
家
第
六
代
治
保
（
一
七
五
一
〜
一
八
〇
五
）
と
七
代
治
紀
（
一
七
七
三
〜

一
八
一
六
）
が
紀
洲
徳
川
家
の
江
戸
屋
敷
に
招
か
れ
た
際
に
、
庭
で
管
絃
を
楽
し
ん

だ
時
の
様
子
を
描
い
た
絵
画
で
あ
り
、
時
代
か
ら
考
え
て
も
、
主
催
者
は
治
宝
で

あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
）
28
（

。
こ
こ
で
催
さ
れ
た
の
は
管
絃
で
あ
る
が
、
美

し
い
庭
園
で
の
饗
宴
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
本
図
に
描
か
れ
た
舞
楽
会
と
の
共

通
性
も
見
い
だ
せ
よ
う
）
29
（

。
以
上
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
史
料
に
は
見
い
だ

せ
な
い
も
の
の
、
治
宝
が
、
江
戸
屋
敷
や
西
浜
御
殿
に
お
い
て
、
雅
楽
の
宴
を
催
し

て
い
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
）
30
（

。

　

さ
て
、
話
を
本
図
に
戻
そ
う
。
本
図
と
の
関
係
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、

②
の
「
舞
楽
記
」
で
あ
り
、
特
に
本
図
に
描
か
れ
た
の
は
、
文
政
六
年
十
月
二
十
五

日
に
催
さ
れ
た
舞
楽
会
の
情
景
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

「
舞
楽
之
記
」
の
内
容
と
本
図
の
関
係
に
関
し
て
は
、
太
田
宏
一
氏
の
論
考
）
31
（

に
詳
し

い
の
で
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
見
い
だ
し
た
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
、
述
べ
る
こ
と

と
す
る
。

　
「
舞
楽
之
記
」
の
内
容
に
は
、
画
面
と
共
通
す
る
要
素
が
多
く
み
ら
れ
る
も
の
の
、

相
違
点
が
あ
る
こ
と
は
、
太
田
氏
も
述
べ
ら
れ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
新
た
に
注

目
し
た
い
相
違
点
に
つ
い
て
、
以
下
に
述
べ
た
い
。

　

ま
ず
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
描
か
れ
た
季
節
で
あ
る
。
画
面
の
細
部
を

見
る
と
、
第
四
紙
の
見
物
人
の
背
後
に
は
青
葉
が
萌
芽
し
て
い
る
柳
（
図
11
）
が
描

か
れ
、
池
の
奥
に
見
ら
れ
る
小
山
に
は
、
赤
い
花
を
付
け
た
躑
躅
と
思
わ
れ
る
樹
木
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が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
第
四
紙
の
川
沿
い
に
は
牡
丹
あ
る
い
は
石
楠
花
と
思
わ
れ

る
草
木
が
、
川
が
大
き
く
蛇
行
す
る
土
坡
に
は
、
薔
薇
の
よ
う
な
植
物
が
描
き
込
ま

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
画
面
の
季
節
は
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
の
季
節
の
情
景
で
あ

り
、
十
月
の
景
観
と
は
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。「
舞
楽
之
記
」
で
は
、「
松
の
木

の
間
の
紅
葉
に
ま
か
ひ
て
夕
日
は
な
や
か
に
て
り
そ
ひ
た
る
」
と
「
紅
葉
」
の
美

し
さ
が
強
調
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。

舞
楽
の
舞
人
達
が
巻
纓
冠
に
挿
し
た
挿
頭
花
を
み
て
も
、
桃
色
の
花
で
あ
る
こ
と
か

ら
桜
あ
る
い
は
桃
の
花
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
挿
頭
花
は
、
季
節
に
応
じ
て
挿
す
も

の
で
あ
り
、
秋
に
桜
や
桃
の
花
を
挿
す
こ
と
は
、
特
別
な
場
合
を
除
き
通
常
は
あ
り

え
な
い
。

　

ま
た
、
治
宝
の
装
束
に
関
し
て
も
異
な
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
和
琴
を
弾
く
人
物

は
、
明
ら
か
に
他
の
人
物
と
差
異
化
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
治
宝

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し「
舞
楽
之
記
」

に
は
、
治
宝
の
装
束
が
「
う
す
い
ろ
縫
取
か
う
花
蛮
絵
の
御
狩

衣
」
に
「
む
ら
さ
き
八
藤
の
御
奴
袴
」
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
る

の
に
対
し
、
和
琴
を
弾
く
人
物
の
装
束
は
、
そ
れ
と
は
合
致
し

な
い
（
図
12
）。
和
琴
の
奏
者
は
、
紫
の
紋
様
（
八
藤
か
？
）

入
り
の
袴
を
着
け
る
も
の
の
、
狩
衣
に
関
し
て
は
、
縫
取
つ
ま

り
地
紋
の
あ
る
綾
織
風
の
狩
衣
で
あ
り
な
が
ら
、
色
は
「
う
す

い
ろ
」
で
は
な
く
白
で
あ
り
、
し
か
も
「
か
う
花
蛮
絵
」
も
見

ら
れ
な
い
。

　

つ
ま
り
、
本
図
の
内
容
は
「
舞
楽
之
記
」
の
記
述
と
合
致
す

る
部
分
が
あ
る
も
の
の
、
明
ら
か
に
異
な
る
点
も
あ
り
、
大
平

が
記
し
た
文
政
六
年
十
月
二
十
五
日
の
舞
楽
会
で
は
な
い
可
能

性
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
）
32
（

。
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て

の
景
物
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
④
の
三

月
二
十
七
日
に
開
催
さ
れ
た
舞
楽
、
ま
た
①
の
五
月
の
舞
楽
も

考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
特
に
④
の
舞
楽
に
関
し
て
は
、
長
沢
伴
雄
の
「
舞
楽
拝
見

の
記
」
の
記
述
に
「
其
装
束
は
窠
の
文
付
た
る
赤
き
袍
の
尻
長
う
て
白
地
の
半
臂
に

色
糸
し
て
菱
縫
い
た
る
そ
の
間
々
に
霧
の
花
を
も
縫
い
た
り
。
同
し
色
の
固
文
の
織

物
に
い
ろ
い
ろ
の
練
糸
も
て
松
喰
鶴
ぬ
ひ
た
る
下
襲
に
紅
遠
菱
の
袖
単
あ
り
。（
中

略
）
か
た
み
に
袖
ひ
る
か
へ
し
た
る
い
と
お
も
し
ろ
し
。」
と
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、

本
図
に
描
か
れ
た
舞
人
装
束
の
意
匠
や
紋
様
、
片
肩
袒
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
近
似

し
て
い
る
。
た
だ
し
頭
部
の
被
物
や
帯
の
記
述
に
は
相
違
点
も
み
ら
れ
）
33
（

、
先
述
し
た

「
舞
楽
之
記
」
と
同
様
、
完
全
に
は
一
致
し
な
い
。
一
方
、
③
の
記
事
に
関
し
て
は
、

舞
楽
自
体
の
詳
細
な
記
述
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
、
本
図
と
の
関
係
を
検
討
す

る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
史
料
と
の
照
合
で
は
、
本
図
が
い
つ
の
舞
楽

会
を
描
い
た
も
の
な
の
か
断
定
は
で
き
ず
、
し
か
も
特
定
の
舞
楽
会
を
表
し
た
も
の

な
の
か
否
か
も
判
断
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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そ
も
そ
も
本
図
が
絵
画
で
あ
る
以
上
、
現
実
を
忠
実
に
写
し
出
す
必
要
も
な
け
れ

ば
、
現
実
と
異
な
る
部
分
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
、
本
図
の
内
容
を
理
解
し
た
こ
と

に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
西
浜
御
殿
に
お
け
る
舞
楽
が
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
構
築
さ
れ
、
絵
画
と
い
う
形
で
視
覚
化
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ら

が
何
ら
か
の
意
味
や
機
能
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
次

に
、
本
図
を
絵
画
と
し
て
再
度
捉
え
直
し
、
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
の
特
徴
を
抽
出
す
る

と
と
も
に
、
構
図
や
モ
チ
ー
フ
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
り
、
画
面
全
体
が
い
か
な

る
表
象
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
の
か
考
え
て
み
た
い
。

❸ 「
西
浜
御
殿
舞
楽
之
図
」の
イ
メ
ー
ジ
に
お
け
る 

雅
楽
の
意
味
と
機
能

　

本
図
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
舞
楽
会
の
様
子
で
あ
る
が
、
画
面
全
体
に
視
線
を

移
す
な
ら
ば
、
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
舞
楽
の
舞
台
と
な
っ
た
治
宝
の
庭
園
で
あ
る
。

で
は
本
図
を
、
庭
園
を
描
い
た
絵
画
と
し
て
見
た
場
合
、
本
図
は
い
か
な
る
表
象
と

し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

江
戸
時
代
は
大
名
庭
園
の
時
代
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
各
地
の
大
名
達
が
自
ら
の
権

力
や
財
力
、
文
化
的
嗜
好
を
誇
示
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
屋
敷
に
お
い
て
造
園
に
力

を
入
れ
て
い
た
）
34
（

。
巨
大
な
庭
園
を
造
作
す
る
こ
と
に
夢
中
に
な
っ
た
大
名
達
に
よ
っ

て
、「
大
名
庭
園
ブ
ー
ム
」
と
も
い
え
る
文
化
現
象
が
起
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
大
名
達
は
、
国
許
や
江
戸
に
各
々
い
く
つ
も
の
屋
敷
地
を
所
持
し
て
い
た
こ

と
か
ら
、
数
々
の
庭
園
を
も
つ
こ
と
と
な
り
、
様
々
な
造
作
が
施
さ
れ
た
庭
園
で
は
、

茶
道
や
能
、
管
絃
な
ど
の
様
々
な
遊
興
が
催
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
大
名
庭
園
は
、
社

交
と
饗
宴
の
た
め
の
空
間
で
あ
り
、
一
種
の
文
化
サ
ロ
ン
と
し
て
の
機
能
を
担
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
江
戸
の
屋
敷
に
造
ら
れ
た
庭
園
は
、
将
軍
の
「
御
成
」

が
期
待
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
庭
園
は
、
文
化
的
な
場
で
あ
る
と
同
時

に
政
治
的
な
空
間
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
）
35
（

。

　

一
方
、
そ
れ
に
伴
い
、「
庭
園
図
」
の
製
作
も
流
行
し
、
多
く
の
大
名
達
は
庭
園

図
を
製
作
し
、
愛
玩
し
て
い
た
。
巨
大
な
庭
園
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
を

描
い
た
「
庭
園
図
」
は
、
自
ら
の
財
力
や
権
力
を
記
録
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、

そ
れ
ら
を
誇
示
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
た
）
36
（

。
つ
ま
り
「
庭
園
図
」
を
「
見
る
」
こ

と
は
、
庭
園
の
主
の
財
力
や
権
力
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
見
せ
る
」
こ
と
は
、

そ
れ
を
相
手
に
誇
示
す
る
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本
図
は
、
そ
の

よ
う
な
「
庭
園
図
」
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

　

一
方
、
雅
楽
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
さ
ら
に
別
の
意
味
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

当
時
の
文
化
的
背
景
を
考
え
る
な
ら
ば
、「
庭
園
で
催
行
さ
れ
る
雅
楽
会
」
と
い
う

画
題
に
は
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
膨
大
な
楽
器
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
治
宝
が
雅
楽
に
対
し
て
強
い
嗜
好
を
も
っ
て

い
た
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
画
題
が
選
択
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
治
宝
が
古
楽
器
や
古
楽
譜
に
関
心
を
向
け
た
よ
う
に
、
側
近
で
あ
っ
た

本
居
大
平
ら
、
古
典
研
究
を
推
進
し
て
い
た
国
学
者
の
影
響
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
）
37
（

。

し
か
し
、
当
時
の
武
家
社
会
の
中
で
、「
雅
楽
」
は
特
別
な
意
味
を
担
う
も
の
で
あ
っ

た
。
大
名
達
は
、
公
家
が
育
ん
で
き
た
文
化
を
享
受
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な

権
威
を
身
に
つ
け
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
、「
雅
楽
」
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
幕
府
は
、
武
家
の
式
楽
を
能
楽
と
定
め
そ
の
普
及
を
推
進
し
て
い
た
が
、

一
方
で
早
い
時
期
か
ら
雅
楽
に
も
注
目
し
て
い
た
。
雅
楽
は
、
平
安
時
代
以
降
、
公

家
や
寺
社
が
中
心
と
な
っ
て
楽
人
を
保
護
し
て
い
た
が
、
公
家
や
寺
社
の
衰
退
と
と

も
に
、
庇
護
者
を
失
っ
た
楽
人
た
ち
も
ま
た
、
次
第
に
衰
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
多

く
の
曲
も
途
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
た
。
一
方
、
四
辻
家
や
花
園
家
の
よ
う
に
特
定
の

楽
器
を
家
芸
と
し
て
い
た
公
家
は
、
代
々
の
相
伝
に
よ
っ
て
、
秘
曲
や
秘
技
、
名
器

を
、
自
ら
の
正
統
意
識
の
も
と
守
り
続
け
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
、

公
武
の
関
係
を
重
要
視
し
て
い
た
幕
府
は
、
雅
楽
と
い
う
「
古
典
」
や
「
伝
統
」
が

政
治
的
に
重
要
な
機
能
を
有
す
る
こ
と
に
気
づ
き
、
将
軍
家
主
導
の
も
と
、
次
々
と

雅
楽
の
再
興
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
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中
で
も
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
の
古
曲
再
興
は
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ

る
。
将
軍
家
光
は
上
洛
の
際
に
、
断
絶
し
て
い
た
催
馬
楽
の
「
伊
勢
海
」
を
復
活
演

奏
し
、「
舞
御
覧
」
を
行
い
、
天
覧
に
供
し
た
の
で
あ
る
。
一
方
そ
れ
に
対
す
る
後

水
尾
天
皇
は
、
そ
の
時
の
管
絃
に
自
ら
の
意
志
で
参
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
雅
楽
と

い
う「
伝
統
」が
、
公
武
の
親
交
を
深
め
る
機
能
を
果
た
し
た
重
要
な
出
来
事
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
）
38
（

。「
伝
統
」
と
し
て
の
雅
楽
は
、
ま
さ
に
彼
ら
の
「
絆
」
の

表
象
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
幕
府
が
当
時
廃
れ
て
い
た
雅
楽
や
楽
人
を
文
化
政
策
と
し
て
保
護
し
た
こ

と
に
は
、
さ
ら
な
る
意
味
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
公
家
文
化
を
保
護
す
る
こ
と
は
、

同
時
に
そ
れ
ら
を
掌
握
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
特
に
雅
楽
の

曲
や
舞
は
、
代
々
相
伝
に
よ
っ
て
限
ら
れ
た
人
に
の
み
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
楽
人

や
楽
器
を
家
芸
と
す
る
公
家
が
「
正
統
」
と
し
て
そ
れ
を
行
使
す
る
権
利
を
握
っ
て

い
た
。
幕
府
は
、
雅
楽
や
楽
人
の
庇
護
者
と
な
り
、
し
か
も
雅
楽
を
制
度
化
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
文
化
的
権
力
と
こ
れ
ら
が
担
っ
て
き
た
「
伝
統
」
ま
で
も
手
中
に
お

さ
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
幕
府
の
動
静
は
、
他
の
大
名
達
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
っ
た
。

東
儀
文
均
の
『
楽
所
日
記
』
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
末
の
大
名
達
に
よ

る
雅
楽
愛
好
は
、
相
当
広
範
囲
に
広
が
っ
て
い
た
）
39
（

。
そ
の
中
か
ら
、
徳
川
治
宝
や
井

伊
直
亮
の
よ
う
に
古
楽
器
や
楽
譜
の
蒐
集
を
積
極
的
に
行
い
、
楽
人
や
公
家
に
入
門

し
た
上
で
、
奏
法
や
秘
曲
の
相
伝
ま
で
も
受
け
る
人
々
が
登
場
す
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
当
時
彼
ら
は
、
武
力
よ
り
も
文
化
こ
そ
が
権
力
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ

り
、
政
治
的
に
も
大
き
な
役
割
を
担
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら

に
と
っ
て
、
楽
器
や
楽
譜
の
一
大
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成
し
、
秘
伝
と
さ
れ
る
雅
楽

の
奏
法
を
習
得
す
る
こ
と
は
、
か
つ
て
の
公
家
の
文
化
を
享
受
す
る
こ
と
に
他
な
ら

な
か
っ
た
が
、
同
時
に
、
相
伝
の
シ
ス
テ
ム
、
つ
ま
り
相
伝
の
系
譜
の
中
に
自
ら
を

位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
統
た
る
伝
統
の
継
承
者
と
し
て
、
相
伝
に
ま
つ
わ

る
権
利
を
掌
握
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
治
宝
が
、
各
楽
器
の
名
士

に
師
事
し
、
大
曲
の
相
伝
を
得
て
い
る
こ
と
は
）
40
（

、
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
こ
れ
ら
の
文
化
を
享
受
す
る
こ
と
は
、
他
の
大
名
に
大
き
く
差
を
つ
け
る
と
同

時
に
、
文
化
的
に
公
家
と
並
び
、
時
に
は
公
家
を
凌
駕
す
る
ほ
ど
の
権
威
を
持
つ
と

い
う
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
雅
楽
が
そ
も
そ
も
宮
中
と
深
く
結
び

つ
き
な
が
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
音
楽
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
大
き
な
要
因
と
し
て
考
え

ら
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
動
向
は
、
平
安
復
古
や
有
職
故
実
へ
の
関
心
の
高
ま
り
と

も
連
動
し
て
い
る
。特
に
治
宝
と
関
係
の
深
か
っ
た
楽
翁
松
平
定
信
が
、「
集
古
十
種
」

の
編
纂
や
「
高
野
山
舞
楽
記
」
の
編
纂
を
行
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
治
宝
は
そ
の
定
信
に
依
頼
し
て
、
彼
の
家
臣
の
中
か
ら
「
舞
」
と
「
楽
」
に
精

通
し
た
十
六
人
の
士
を
わ
ざ
わ
ざ
紀
州
へ
招
き
、
紀
州
藩
の
舞
楽
を
興
し
た
と
い
わ

れ
て
い
る
よ
う
に
）
41
（

、
定
信
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
、
疑
い
な
い
。
定
信

も
ま
た
、
自
ら
の
庭
園
で
舞
楽
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
庭
園
図
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
本
図
に
も
、

新
た
な
意
味
が
見
い
だ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
本
図
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
治
宝
の
権
威
や
財

力
を
誇
示
す
る
と
同
時
に
、
雅
楽
と
い
う
「
伝
統
」
を
掌
握
す
る
文
化
的
権
力
を
誇

示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
絵
画

に
描
き
留
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
を
「
記
録
」
し
「
記
憶
」
に
留
め
よ
う
と

し
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
図
が
製
作
さ
れ
た
の
は
、
治
宝
の
強
大
な
権
力

を
、
視
覚
的
に
認
識
す
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
永
遠
の
も
の
と
し
て
記
録
す

る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
本
図
に
お
い
て
「
演
者
」
と
「
観
者
」
が
明
確
に
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
重
要
で
あ
る
。
本
図
に
お
い
て
そ
れ
ら
は
、
身
分
や
階
級
の
差
を
明
確
に
表
わ
す

も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
「
演
者
」
を
見
る
と
、
和
琴
を
弾
く
治
宝
が
茵
の
上
に
座
し
て
い
る
の
に
対

し
、
箏
や
琵
琶
を
奏
し
て
い
る
人
物
達
は
畳
の
少
し
下
が
っ
た
位
置
に
座
し
、
治
宝

の
方
に
体
を
向
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
、
彼
ら
は
治
宝
の
側
近
で
あ
る
可
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能
性
が
高
い
。
一
方
「
観
者
」
は
、
座
る
位
置
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
さ
ら
に
下

位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
家
臣
達
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
治
宝
と
家
臣
達

の
表
現
に
は
、
階
級
差
が
明
確
に
描
き
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
主
従
の
関
係
が
そ

の
ま
ま
投
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
、「
庭
園
」
と
い

う
文
化
的
・
政
治
的
空
間
に
お
い
て
、
し
か
も
「
雅
楽
」
と
い
う
文
化
行
為
を
通
し

て
、
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
庭
園
に
描
か
れ
て
い
る
人
物
が
男
性
の
み
で
占

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
空
間
は
、
広
々
と
し
た
庭
園
で
あ
り
な

が
ら
、
閉
鎖
的
な
空
間
で
あ
っ
た
）
42
（

。

　
「
演
者
」
と
し
て
描
か
れ
た
治
宝
の
側
近
達
は
、
主
と
楽
器
を
合
奏
し
、
舞
楽
を

演
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
と
空
間
を
共
有
し
、
治
宝
と
一
体
化
し
て
い
る
よ
う

に
も
感
じ
ら
れ
る
。
一
方
「
観
者
」
と
し
て
描
か
れ
た
男
性
達
は
、
様
々
な
装
束
の

人
物
が
一
群
と
な
っ
て
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
武
士
の
み

な
ら
ず
、
数
寄
衆
、
同
朋
衆
、
医
師
と
い
っ
た
様
々
な
職
能
を
も
つ
家
臣
の「
集
団
」

と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。
集
団
と
し
て
畏
ま
り
な
が
ら
、
主
の
演
奏
す
る
舞
楽
を

観
賞
す
る
彼
ら
の
姿
は
、
主
へ
の
尊
敬
や
忠
誠
の
イ
メ
ー
ジ
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
自
ら
演
奏
者
と
し
て
家
臣
に
和
琴
を
弾
い
て
聞
か
せ
て
い

る
治
宝
は
、
高
位
の
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
な
が
ら
、
主
従
の
関
係
を
超
え
て

「
見
ら
れ
る
」
存
在
と
し
て
写
し
出
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
治
宝
と
家
臣

と
の
「
絆
」
を
視
覚
化
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

同
じ
空
間
で
文
化
を
共
有
す
る
こ
と
は
、
現
実
に
お
い
て
も
、
男
達
の
結
束
を
促

す
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
）
43
（

。
大
御
所
治
宝
の
「
庭
園
」
を
拝
見
し
、
し
か
も
主

君
自
身
が
奏
す
る
「
雅
楽
」
を
観
賞
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
絆
は
よ
り
一
層
固

く
結
ば
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
が
、
限
ら
れ
た
人
物
の
み
入
る
こ
と
が
許
さ

れ
た
閉
鎖
的
空
間
で
あ
る
な
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。「
雅
楽
」
や
「
舞
楽
」
は
ま

さ
に
治
宝
と
家
臣
を
繋
ぐ
重
要
な
ツ
ー
ル
で
あ
り
）
44
（

、
閉
鎖
的
に
描
か
れ
た「
庭
園
」は
、

そ
の
絆
を
よ
り
強
く
感
じ
る
空
間
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
治
宝
と

家
臣
達
が
「
雅
楽
」
を
通
し
て
一
体
と
な
る
本
図
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ま
さ
に
治
宝
の

政
治
的
・
文
化
的
「
力
」
を
表
す
も
の
と
し
て
機
能
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

一
方
、
治
宝
が
奏
で
て
い
る
楽
器
が
「
和
琴
」
で
あ
る
こ
と
に
も
注
目
で
き
る
。

和
琴
は
宮
中
の
賢
所
、
伊
勢
神
宮
や
そ
れ
に
準
ず
る
神
社
で
行
わ
れ
る
御
神
楽
・
東

遊
・
久
米
舞
・
大
和
舞
な
ど
、
日
本
固
有
の
古
楽
の
伴
奏
に
用
い
ら
れ
る
楽
器
で
あ

り
、
故
実
に
お
い
て
も
、
天
皇
や
院
と
い
っ
た
人
々
が
宮
中
で
演
奏
す
る
楽
器
と
し

て
度
々
登
場
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
和
琴
と
い
う
楽
器
に
は
、
少
な
か
ら

ず
日
本
固
有
の
、
し
か
も
天
皇
や
公
家
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
）
45
（

。

そ
し
て
、
平
安
時
代
に
お
い
て
和
琴
は
、
第
一
の
楽
器
と
さ
れ
て
い
た
）
46
（

。

　

し
か
も
そ
の
和
琴
を
奏
し
て
い
る
の
が
、
治
宝
一
人
で
あ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

治
宝
と
座
を
同
じ
く
す
る
箏
と
琵
琶
の
演
奏
者
は
、
各
々
二
人
ず
つ
配
さ
れ
て
い
る
）
47
（

。

そ
の
中
で
た
だ
一
人
治
宝
だ
け
が
、
茵
の
上
に
座
し
、
和
琴
を
奏
す
姿
で
描
か
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
描
写
は
非
常
に
繊
細
で
あ
り
、
和
琴
は
も
ち
ろ
ん
、

右
手
に
持
つ
琴
軋
ま
で
も
が
丁
寧
に
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
治
宝
の
顔
貌
表
現
に

関
し
て
は
、
ふ
っ
く
ら
と
し
た
穏
や
か
な
面
持
ち
で
描
か
れ
、
し
か
も
丸
み
を
帯
び

た
そ
の
顔
に
は
鼻
が
描
か
れ
ず
、
つ
く
り
絵
に
お
け
る
引
目
鈎
鼻
の
表
現
を
踏
襲
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。「
源
氏
絵
」
な
ど
の
つ
く
り
絵
系
物
語
絵
に
登
場
す
る
公

家
の
貴
公
子
の
よ
う
に
描
か
れ
た
治
宝
の
姿
は
、
和
琴
の
も
つ
高
貴
な
イ
メ
ー
ジ
と

重
な
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に
優
美
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

伝
統
的
な
つ
く
り
絵
の
技
法
を
用
い
る
こ
と
や
、
古
来
よ
り
第
一
の
楽
器
と
さ
れ
た

楽
器
を
奏
で
る
姿
で
描
き
出
し
た
こ
と
は
、
古
典
文
化
の
正
統
な
継
承
者
と
し
て
、

治
宝
を
位
置
づ
け
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
曲
線
を
も
っ
て
庭
園
を
ぬ
う
よ
う
に

流
れ
る
川
の
表
現
に
も
、
意
味
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
川
と

庭
の
景
観
は
、
江
戸
時
代
に
流
行
し
た
回
遊
式
の
大
規
模
な
大
名
庭
園
と
い
う
よ
り

も
、「
曲
水
の
宴
」
を
は
じ
め
と
す
る
、
雅
な
饗
宴
が
催
さ
れ
た
公
家
の
邸
宅
の
庭

の
イ
メ
ー
ジ
に
重
な
る
も
の
と
い
え
る
。
細
く
流
れ
る
川
は
、
寝
殿
の
南
庭
を
流
れ
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る
遣
水
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
ま
た
川
岸
や
地
面
の
所
々
に
施
さ
れ
た
銀
色
の
点
描

は
、
公
家
の
庭
園
に
敷
か
れ
た
白
石
の
よ
う
で
も
あ
る
。

　

江
戸
時
代
の
大
名
庭
園
の
広
い
空
間
に
は
、
多
く
の
場
合
芝
を
生
や
し
、
西
浜
御

殿
に
お
い
て
も
「
正
木
図
」
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
芝
」
が
あ
っ
た
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
あ
え
て
描
い
て
い
な
い
こ
と
に
は
重
要
な
意
味
が
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
先
述
し
た
よ
う
に
、
本
図
の
舞
楽
会
は
、
特
別
な
荘
厳
が

施
さ
れ
た
公
的
な
儀
礼
と
し
て
の
舞
楽
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
、
公
家
の
邸
宅
で
あ
る
寝
殿
の
南
庭
と
い
う
儀
式
空
間
と
、
そ
こ
で
繰
り
広

げ
ら
れ
る
儀
礼
と
し
て
の
舞
楽
を
、
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
み
な
、
高
貴
な
公
家
の
庭
園
イ
メ
ー
ジ
に
仕
立
て
る
た
め
の
、

表
現
の
工
夫
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
表
現
は
他
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
画
面
中
央
に
配
さ
れ
た
舞
台
の
檜

皮
葺
の
屋
根
も
、
高
貴
な
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
舞

人
が
被
る
冠
も
公
家
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
。
ち
な
み
に
赤
い
襲
装
束
で
舞
う
唐

楽
で
は
、
本
来
鳥
甲
を
被
る
も
の
で
あ
り
、
現
行
の
曲
で
も
絵
の
よ
う
に
巻
纓
冠
で

舞
う
演
目
は
存
在
し
な
い
）
48
（

。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
装
束
で
演
じ
ら
れ
た
可
能
性
も

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
公
家
の
雅
な
舞
楽
の
イ
メ
ー
ジ
を
視
覚
化
す
る
た
め
に
、

巻
纓
冠
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
描
き
込
ま
れ
た
も
の
と
推
測
し
た
い
。
冠
自
体
が
公
家

の
表
象
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
王
朝
を
舞
台
と
し
た
物
語
絵
画
に
は
、

巻
纓
冠
を
つ
け
た
貴
族
た
ち
が
雅
に
舞
う
図
像
が
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

　

つ
ま
り
、
本
図
に
描
か
れ
た
景
観
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
古
典
絵
画
に
見
ら
れ
る
様
々

な
モ
チ
ー
フ
を
組
み
合
わ
せ
融
合
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
治
宝
の

姿
を
武
家
と
し
て
で
は
な
く
、
古
典
的
な
公
家
や
天
皇
の
イ
メ
ー
ジ
に
重
ね
合
わ
せ

る
た
め
の
舞
台
装
置
で
あ
り
、
文
化
的
「
覇
者
」
に
相
応
し
い
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
描

写
す
る
た
め
の
工
夫
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
本
図
は
、

「
西
浜
御
殿
」
を
、
紀
州
の
「
御
所
」、
つ
ま
り
「
中
心
」
と
み
な
し
、
治
宝
を
、
政

治
的
経
済
的
に
も
強
大
な
権
力
を
も
つ
、
文
化
の
覇
者
と
し
て
描
こ
う
と
し
た
絵
画

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
）
49
（

。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
左
方
の
楽
屋
に
描
か

れ
た「
桐
鳳
凰
図
屏
風
」も
ま
た
、
治
宝
の
権
威
を
象
徴
し
寿
ぐ
一
つ
の
吉
祥
モ
チ
ー

フ
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
表
現
に
は
、
西
浜
御
殿
隠
居
後
の
治
宝
が
お
か
れ
た
立
場
が
深
く
関

わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
幕
府
の
意
向
に
よ
り
、
不
本
意
な
形
で
藩
主
の
座
を

娘
婿
の
斉
順
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
大
御
所
治
宝
に
と
っ
て
）
50
（

、
西
浜
御
殿

は
、
ま
さ
に
「
城
」
に
替
わ
る
「
御
所
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
治
宝

が
、
隠
居
後
も
積
極
的
に
政
務
に
関
わ
り
、
西
浜
御
殿
に
有
能
な
家
臣
を
集
め
、
藩

の
実
権
を
握
り
つ
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
政

治
的
権
力
者
は
藩
主
の
斉
順
で
あ
り
、
し
か
も
斉
順
の
背
後
に
は
、
将
軍
家
が
控
え

て
い
た
。

　

そ
こ
で
治
宝
が
注
目
し
た
の
が
、「
文
化
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
文
化
で

覇
権
を
握
る
こ
と
に
よ
り
、
家
臣
を
惹
き
つ
け
、
一
方
で
斉
順
を
牽
制
し
よ
う
と
目

論
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
治
宝
は
京
都
か
ら
焼
物
や
織
物
の

職
人
を
度
々
呼
び
寄
せ
、
京
都
の
文
化
を
盛
ん
に
摂
取
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
治
宝
が
、
西
浜
御
殿
を
文
化
の
中
心
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ

と
は
、
西
浜
御
殿
で
御
庭
焼
（
偕
楽
園
焼
）、
茶
会
、
そ
し
て
舞
楽
な
ど
を
開
催
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
治
宝
は
、
表
千
家
家
元
の
千
宗
左
や
楽
家
当

主
旦
入
、
京
都
や
大
坂
天
王
寺
の
楽
人
と
い
っ
た
様
々
な
文
化
人
を
西
浜
御
殿
に
呼

び
寄
せ
、
交
流
を
は
か
っ
て
い
た
）
51
（

。
西
浜
御
殿
は
ま
さ
に
文
化
サ
ロ
ン
と
し
て
の
機

能
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
治
宝
の
動
向
は
、
自
ら
を
一
流
の
文
化

人
と
し
て
位
置
づ
け
た
い
と
い
う
欲
求
の
表
れ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
、「
西
浜
御
殿
舞
楽
之
図
」
の
分
析
を
通
し
て
、
治
宝
に
お
け
る
雅
楽
の
意

味
と
機
能
を
考
察
し
て
き
た
。
治
宝
に
と
っ
て
雅
楽
は
、
雅
な
文
化
で
あ
る
と
同
時

に
、
自
ら
が
手
に
入
れ
た
い
と
望
む
、
強
大
な
権
力
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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こ
こ
で
興
味
深
い
記
事
を
参
照
し
た
い
。
先
に
紹
介
し
た
長
沢
伴
雄
の
「
舞
楽
拝

見
の
記
」
に
は
、
雅
楽
器
が
西
浜
御
殿
と
い
う
サ
ロ
ン
に
お
い
て
、
重
要
な
役
割
を

担
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
記
述
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
舞
楽
拝
見
の
記
」
に
よ
る
と
、
伴
雄
は
ま
ず
庭
に
通
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
舞

台
の
様
子
や
楽
屋
の
様
子
を
記
述
し
て
い
る
。
注
目
で
き
る
の
は
、「
楽
屋
に
は
楽

器
と
も
例
の
あ
ま
た
取
な
ら
へ
た
り
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
舞
楽
が
始
ま

る
前
に
、
楽
器
の
拝
見
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
茶
道
で
い
う
「
道
具

拝
見
」
に
等
し
い
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
例
の
あ
ま
た
と
り
な
ら
べ
た
り
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
頻
繁
に
治
宝
の
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
、
拝
見
に
供
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
伴
雄
は
楽
器
を
拝
見
し
た
後
、
席
に
着
き
、
舞
楽
を
拝

見
し
て
い
る
。
演
目
は
、
振
鉾
か
ら
は
じ
ま
り
、
甘
洲
、
林
歌
、
そ
し
て
最
後
の
長

慶
子
で
あ
っ
た
。

　

治
宝
の
膨
大
な
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
の
か
と
い
う
こ

と
は
、
未
だ
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
記
事
は
、
一
つ
の
使
用
例
と
し
て
注
目
で

き
よ
う
。
楽
器
を
拝
見
に
出
す
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
、
財
力
や
権
威
を
示
す
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
治
宝
は
名
品
と
名
高
い

楽
器
を
数
多
く
蒐
集
す
る
だ
け
で
な
く
、
袋
や
箱
な
ど
の
附
属
品
を
一
つ
一
つ
誂
え

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
自
ら
の
欲
求
を
満
た
す
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
様
々
な
文
化
人
や
家
臣
達
に
そ
れ
を
見
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
欲
求
は
さ
ら
に
満
た
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
治
宝
が
催
し
た
舞
楽
会
と
同
じ
よ
う

に
、
蒐
集
し
た
楽
器
に
も
、
文
化
人
と
し
て
の
権
威
を
示
す
と
い
う
文
化
的
政
治
的

機
能
が
、
求
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
西
浜
御
殿
舞
楽
之
図
」
は
、
い
わ
ば
治
宝
と
雅
楽
と
の
関
係
性
を
表
す
表
象
で

あ
る
と
い
え
る
。
本
図
に
は
、
治
宝
が
求
め
よ
う
と
し
た
雅
楽
の
意
味
と
機
能
が
イ

メ
ー
ジ
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
図
は
、
西
浜
御
殿
の
庭
園
を
描
い
た

絵
画
で
あ
る
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
現
実
を
描
き
出
し
た
と
い
う
よ
り

も
、
理
想
化
し
て
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
治
宝
を
偉
大
な
権
力
者
と
し
て
、
文
化
的

覇
者
と
し
て
表
象
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
初
の
形
態
が
屏

風
で
あ
っ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
そ
の
社
会
的
機
能
は
大
き
い
と
い
え
る
。

屏
風
と
い
う
形
態
は
、
同
時
に
幾
人
も
の
人
々
に
、
画
面
に
作
り
上
げ
た
イ
メ
ー
ジ

や
、
そ
こ
に
込
め
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

本
図
が
い
つ
、
誰
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
の
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し

画
面
か
ら
推
測
す
る
な
ら
ば
、
治
宝
の
日
常
の
動
向
を
把
握
し
、
治
宝
の
精
神
面
を

支
え
る
よ
う
な
役
割
を
担
っ
た
側
近
が
、
製
作
に
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と

思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
治
宝
の
身
近
な
と
こ
ろ
で
記
さ
れ
た
「
舞
楽
之
記
」
や
「
舞

楽
拝
見
の
記
」
な
ど
の
記
述
と
本
図
の
関
係
が
、
非
常
に
近
い
こ
と
か
ら
も
う
か
が

わ
れ
る
。
推
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
今
後
史
料
の
検
討
な
ど
を
通
し
て
、
製
作
背
景
を

明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

　
「
西
浜
御
殿
之
図
」
に
描
か
れ
た
内
容
は
、
非
常
に
緻
密
で
具
体
的
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
実
際
に
行
わ
れ
た
舞
楽
の
記
録
と
し
て
描
か
れ
た
可
能
性
も
高
い
。
し
か
し
、

本
図
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、
そ
の
内
容
が
真
実
で
あ
る
か
否
か
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
本
図
を
視
覚
的
対
象
、
つ
ま
り
イ
メ
ー
ジ
が
複
合
的
に
構
成
さ
れ

た
絵
画
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
の
舞
楽
の
模
様
を
描
い
た
と
し
て
も
、

何
を
、
ど
の
よ
う
に
見
せ
た
か
っ
た
の
か
。
そ
し
て
誰
に
見
せ
る
た
め
に
、
そ
し
て

そ
の
目
的
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
考
察
す
べ
き
点
は
数
多
く
残
さ
れ
て
い

る
。

　

確
か
に
「
舞
楽
之
記
」
に
記
さ
れ
た
二
日
目
の
舞
楽
の
様
子
は
、
本
図
の
内
容
と

合
致
す
る
点
が
多
い
。
し
か
し
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
季
節
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て

お
り
、
装
束
な
ど
に
も
記
述
と
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ

の
可
能
性
を
捨
て
る
必
要
は
な
い
。
秋
に
行
わ
れ
た
舞
楽
の
様
子
を
あ
え
て
春
の
景

観
と
し
て
描
き
、
新
た
な
イ
メ
ー
ジ
を
構
築
し
た
可
能
性
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
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だ
し
そ
の
場
合
、
な
ぜ
春
の
景
観
で
描
き
出
し
た
の
か
、
そ
の
意
味
を
問
う
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

　

あ
る
景
観
を
描
い
た
絵
画
を
問
題
と
す
る
と
き
、
特
に
文
献
と
の
照
合
は
難
し
い
。

事
実
を
追
え
ば
追
う
ほ
ど
、
イ
メ
ー
ジ
に
託
さ
れ
た
意
味
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
見
落
と

し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
メ
ー
ジ
や
モ
チ
ー
フ
の
分
析
は
、
多
様
な

解
釈
を
可
能
に
す
る
。
詳
細
な
分
析
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
が
本
来

も
つ
意
味
や
社
会
的
な
機
能
を
探
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
最
後
に
一
つ
の
解
釈
を
提
示
し
て
、
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
注
目

し
た
い
の
は
、
川
の
上
に
設
置
さ
れ
た
舞
台
で
あ
る
。
南
谷
美
保
氏
は
、
四
天
王
寺

の
舞
台
が
池
の
上
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
、
こ
こ
で
舞
わ
れ
る
舞
楽

を
、
浄
土
曼
荼
羅
図
に
描
か
れ
て
い
る
極
楽
世
界
の
菩
薩
の
舞
に
見
立
て
、
極
楽
を

現
世
に
再
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
）
52
（

。
つ
ま
り
水
の
上
に
設
置
さ
れ

た
舞
台
は
特
別
な
空
間
で
あ
り
、
時
に
そ
れ
は
極
楽
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
呼
び
込

む
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
図
に
描
か
れ
た
舞
台
は
、
川

を
跨
ぐ
よ
う
に
描
か
れ
て
お
り
、
し
か
も
欄
干
も
な
く
豪
華
な
装
飾
も
施
さ
れ
て
い

な
い
。
ま
た
、
四
天
王
寺
の
よ
う
に
、
池
で
も
な
く
、
ま
た
蓮
池
で
も
な
い
。
つ
ま

り
、
本
図
の
舞
台
が
そ
の
ま
ま
浄
土
に
結
び
つ
く
も
の
と
は
考
え
に
く
い
と
い
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
舞
台
の
す
ぐ
側
に
丸
太
を
組
ん
だ
「
反
り
橋
」
が
描
か
れ
て
い

る
こ
と
は
注
目
で
き
る
。「
橋
」
は
此
岸
と
彼
岸
を
意
識
さ
せ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
）
53
（

。
し
か
も
こ
の
橋
は
、
舞
台
と
ハ
の
字
型
を
な
す
よ
う
に
逆
勝
手
に
描

か
れ
、
視
線
を
引
き
つ
け
る
よ
う
構
図
に
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
モ

チ
ー
フ
は
、
こ
の
付
近
に
自
然
に
視
線
を
集
め
る
と
同
時
に
、
対
岸
を
特
化
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
世
界
を
、
聖
な
る
世
界
へ
と
荘
厳
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
観
者
は
、
画
面
中
央
の
反
り
橋
を
通
し
て
の
向
こ
う
岸
の
雅
な

世
界
へ
と
誘
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
舞
台
と
橋
を
結
ぶ
線
に
よ
っ
て
誘
導
さ
れ

る
視
線
の
先
に
は
、
左
方
の
楽
屋
の
「
桐
鳳
凰
図
屏
風
」
が
存
在
し
て
い
る
。
画
題

に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
屏
風
は
治
宝
の
権
威
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

一
方
、
雅
で
美
し
い
景
色
は
、
画
面
の
主
人
公
で
あ
る
治
宝
を
寿
い
で
い
る
よ
う

に
も
感
じ
ら
れ
る
。
舞
台
の
前
の
左
右
に
植
え
ら
れ
た
小
松
は
、
単
な
る
景
物
と
捉

え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
吉
祥
を
表
す
モ
チ
ー
フ
で
も
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、

画
面
全
体
を
寿
ぐ
機
能
を
担
う
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
描
き
込
ま
れ
た
可
能
性
も
考
え

ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で
寿
が
れ
て
い
る
の
は
、
文
化
的
に
も
政
治
的
に
も
権
威
を
も
つ

治
宝
と
い
う
為
政
者
と
、
彼
に
従
う
家
臣
達
と
の
「
絆
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の

絆
は
、
舞
楽
と
い
う
文
化
表
象
に
よ
っ
て
よ
り
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
画
面
の
一
部
の
分
析
を
試
み
た
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
さ
ら
に
詳

細
な
分
析
を
進
め
、
本
図
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
江
戸
時
代
末
の
大
名
達
が
、
雅
楽

に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
見
出
し
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
雅
楽
に
何
を
求
め
て
い
た
の

か
と
い
う
こ
と
を
知
る
手
立
て
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
本
分
析
が
、
新
た
な
視
点
を

提
示
し
、「
西
浜
御
殿
舞
楽
之
図
」
を
理
解
す
る
た
め
の
一
助
と
な
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　【
附
記
】

絵
画
お
よ
び
史
料
調
査
に
あ
た
り
、
和
歌
山
市
立
博
物
館
の
髙
橋
克
伸
氏
、
近
藤
壮
氏
に

多
大
な
る
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。
ま
た
本
稿
執
筆
に
お
い
て
、
和
歌
山
市
立
博
物
館
の

太
田
宏
一
氏
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
日
高
薫
氏
に
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
こ
こ
に

記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
1
） 　

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
全
容
は
、『
紀
州
徳
川
家
伝
来
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
資
料
図
録
3
）』（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
〇
四
年
）
に
お
い
て
、
写
真
や
附
属
文

書
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
2
） 　

日
高
薫
「
紀
州
徳
川
家
伝
来
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
美
術
工
芸
的
価
値
と
付
属
資
料
に
つ
い

て
」『
紀
州
徳
川
家
伝
来
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
資
料
図
録
３
）』
国
立

歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
〇
四
年
三
月
。

註
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メ
ー
ジ
を
形
作
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
を
問
う
こ
と
は
、
本
図
の
製
作
意
図
や

機
能
を
解
き
明
か
す
一
つ
の
手
立
て
と
な
る
と
考
え
る
。

（
13
） 　

松
田
茂
樹
「
西
浜
御
殿
と
養
水
園
」（『
き
の
く
に
文
化
財
』
一
四
号
、
一
九
八
〇
年
三
月
）、

三
尾
功
「
西
浜
御
殿
と
養
水
園
に
つ
い
て
」（『
木
の
国
』
二
一
号
、
一
九
九
五
年
四
月
、
同
『
城

下
町
の
片
隅
で
』
二
〇
〇
一
年
に
再
録
）
ほ
か
。

（
14
） 　

註
13
三
尾
氏
論
文
。

（
15
） 　

本
図
に
は
、「
芝
」
の
表
現
が
見
ら
れ
な
い
。
芝
は
大
名
庭
園
に
お
い
て
不
可
欠
な
も
の
で

あ
り
、
西
浜
御
殿
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
芝
の
表
現
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
は
注

意
が
必
要
で
あ
る
。
何
ら
か
の
意
味
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
16
） 　

こ
の
時
の
御
庭
焼
に
は
、
松
坂
出
身
の
豪
商
三
井
高
祐
も
参
加
し
て
い
る
。『
紀
州
徳
川
家

と
豪
商
三
井
家
』
展
示
図
録
（
和
歌
山
市
立
博
物
館
、
二
〇
〇
四
年
七
月
）
参
照
。

（
17
） 　

西
浜
御
殿
の
文
化
的
な
役
割
に
関
し
て
は
、
以
下
の
展
覧
会
図
録
の
解
説
お
よ
び
図
録
掲

載
論
文
を
参
照
し
た
。『
紀
州
徳
川
家
と
豪
商
三
井
家
』（
和
歌
山
市
立
博
物
館
、
二
〇
〇
四
年

七
月
）、『
十
代
藩
主
徳
川
治
宝
と
そ
の
時
代
』（
同
、
二
〇
〇
四
年
十
月
）。

（
18
） 　

福
井
久
蔵
『
諸
大
名
の
学
術
と
文
芸
の
研
究　

下　

文
芸
編
』（
明
治
百
年
叢
書
、
原
本
は

一
九
三
七
年
）
原
書
房
、
一
九
七
六
年
、
六
八
一
頁
、
七
〇
〇
頁
。

（
19
） 　

太
田
宏
一
「
史
料
紹
介
「
西
浜
御
殿
舞
楽
之
記
」」、「
史
料
翻
刻　

楽
譚　

西
浜
御
殿
舞
楽

之
記
」『
和
歌
山
市
立
博
物
館
紀
要
』
二
〇
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月
。

（
20
） 　

大
平
の
記
述
に
よ
る
な
ら
ば
、
初
日
の
十
月
十
九
日
は
一
六
〇
人
以
上
、
二
日
目
は
約

三
〇
〇
名
の
見
学
者
が
い
た
と
い
う
。

（
21
） 　

記
事
の
全
文
を
、
以
下
に
記
す
。

　
　
「
文
政
六
未
十
月
廿
四
日

　
　
　
　

 

一 　

西
浜
御
殿
お
ゐ
て
昨
日
舞
楽
拝
見
被　

仰
付
候
付
、
御
目
付
中
御
一
統　

御
同
所

へ
御
越
被
成
候
事
、」

　
　

 

翻
刻
は
、
三
尾
八
朔
「
史
料
翻
刻　

紀
州
藩
御
目
付
衆
の
記
録
『
類
集
略
記
』（
三
）」（『
和
歌

山
市
史
研
究
』
三
三
号
、
和
歌
山
市
立
博
物
館
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）
を
参
照
。

（
22
） 　

堀
内
信
編
『
南
紀
徳
川
史
』
第
二
冊
（
南
紀
徳
川
史
刊
行
会
、
一
九
三
〇
年
）
五
二
九
頁
。

（
23
） 　

亀
井
森
主
編
『
長
澤
伴
雄
歌
文
集　

絡
石
（
つ
た
）
の
落
葉　

第
三
巻　

文
章
・
索
引
』（
台

湾
大
学
典
蔵
全
文
刊
本
１
）
国
立
台
湾
大
学
図
書
館
、
二
〇
〇
九
年
六
月
、
一
八
九
頁
。

（
24
） 　

堀
内
信
編
『
南
紀
徳
川
史
』
第
二
冊
（
南
紀
徳
川
史
刊
行
会
、
一
九
三
〇
年
）
五
二
九
〜

五
三
九
頁
。

（
25
） 　

堀
内
信
編
『
南
紀
徳
川
史
』
第
二
冊
（
南
紀
徳
川
史
刊
行
会
、
一
九
三
〇
年
）
五
六
二
頁
、

福
井
久
蔵
『
諸
大
名
の
学
術
と
文
芸
の
研
究　

下　

文
芸
編
』（
明
治
百
年
叢
書
、
原
本
は

一
九
三
七
年
、
原
書
房
、
一
九
七
六
年
）
六
七
九
〜
七
〇
八
頁
、
西
山
松
之
助
『
家
元
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
）
二
一
八
、二
三
〇
〜
二
三
一
頁
。

（
26
） 　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
太
田
氏
は
、
雅
楽
が
公
的
な
記
録
や
史
料
に
ほ
と
ん
ど
見
い
だ
せ
な

（
3
） 　

太
田
宏
一
「
徳
川
治
宝
と
雅
楽
」『
紀
州
徳
川
家
の
和
楽
器
』
展
示
図
録
、
和
歌
山
市
立

博
物
館
、
一
九
九
六
年
十
月
。

（
4
） 　
「
西
浜
御
殿
舞
楽
之
図
」
に
関
す
る
情
報
は
、
和
歌
山
市
立
博
物
館
学
芸
員
髙
橋
克
伸
氏

の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
5
） 　

本
図
に
は
、「
西
浜
御
殿
舞
楽
之
図
」
と
記
さ
れ
た
題
箋
が
付
属
し
て
い
る
が
、
こ
の
題

箋
は
、「
西
浜
御
殿
舞
楽
記
御
目
録
」
や
「
楽
譚　

西
浜
御
殿
舞
楽
記
」
と
同
様
の
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
が
一
括
で
納
め
ら
れ
て
い
る
箱
の
表
に
は
同
様
の
形
態
の
題
箋
が
貼
付
さ
れ

て
お
り
、「
本
居
大
平
自
筆
交
友
書
簡
録
和
歌
山
市
竹
内
長
五
郎
氏
御
出
品
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
な
お
、
箱
表
の
題
箋
と
「
楽
譚　

西
浜
御
殿
舞
楽
記
」
に
は
「
和
歌
山
城
」
の
印
（
朱

文
重
方
印
）
が
捺
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
て
和
歌
山
城
に
お
け
る
展
示
に
列
品
さ
れ
た
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
。

（
6
） 　

た
だ
し
、
左
端
の
紙
が
他
紙
に
比
し
て
極
端
に
幅
が
狭
い
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
当
初
は
今
よ
り
も
若
干
幅
広
の
画
面
で
あ
っ
た
が
、
画
面
の
左
端
が
傷
ん
だ
た
め

に
、
そ
の
部
分
を
切
り
取
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
画
面
を
切
り
詰
め
た
と
し

て
も
数
セ
ン
チ
以
内
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
幅
が
狭
い
こ
と
に
関
し
て
は
、
小

屏
風
の
事
例
の
調
査
を
含
め
て
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
7
） 　

雅
楽
の
舞
台
に
関
し
て
は
、
鳥
谷
部
輝
彦
「
雅
楽
の
舞
台
」（『
別
冊
太
陽　

雅
楽
』
平
凡

社
、
二
〇
〇
四
年
八
月
）
を
参
照
し
た
。

（
8
） 　

江
戸
時
代
後
期
に
製
作
さ
れ
た
絹
本
の
絵
巻
。
天
地
四
一
・
四
セ
ン
チ
、
長
さ
九
八
二
セ

ン
チ
。
金
銀
泥
を
用
い
た
極
彩
色
の
絵
画
で
あ
る
。
筆
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
幕
府
の
表
絵

師
狩
野
晴
川
院
が
描
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
画
中
に
は
楽
器
、
楽
人
の
装
束
、
舞
台
な
ど
が

詳
細
に
描
か
れ
、
し
か
も
そ
れ
を
さ
ら
に
説
明
す
る
文
章
や
楽
人
の
名
前
ま
で
も
書
き
添
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
に
江
戸
城
内
で
開
催
さ
れ
た
、
公
的
な
舞
楽
の
様
相
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
絵
画
資
料
で
あ
る
。

（
9
） 　

剥
落
が
あ
り
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
部
に
唐
草
文
と
華
文
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

牡
丹
唐
草
の
よ
う
な
文
様
付
き
の
幔
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
10
） 　
「
年
中
行
事
絵
巻
」
な
ど
の
絵
巻
に
描
か
れ
た
幄
舎
の
多
く
は
、
四
方
に
棒
を
立
て
そ
れ

に
布
を
付
け
る
簡
易
的
な
テ
ン
ト
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
比
し
て
本
図
の
幄
舎

は
、
構
造
的
に
も
頑
丈
に
作
ら
れ
た
「
建
物
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

（
11
） 　

太
田
氏
は
、
こ
の
屏
風
の
表
現
に
関
し
て
、
装
束
所
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
可
能
性
を
提
示
さ
れ
て
い
る
。
註
3
太
田
氏
論
文
。

（
12
） 　

た
だ
し
公
的
と
い
っ
て
も
、
本
来
の
意
味
に
お
け
る
「
公
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
治

宝
と
彼
の
側
近
の
み
で
催
行
さ
れ
る
舞
楽
会
を
、
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
構
築
す
る
際

に
、
ま
る
で
公
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
意
図
的
に
描
き
出
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。
こ
の
よ

う
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
大
御
所
治
宝
に
と
っ
て
理
想
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

重
要
な
の
は
、
た
と
え
非
現
実
で
あ
ろ
う
と
も
、
表
現
と
し
て
「
公
的
な
儀
礼
空
間
」
の
イ
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い
の
は
、
式
楽
で
あ
っ
た
能
と
は
異
な
り
、
雅
楽
は
個
人
レ
ベ
ル
の
範
囲
を
出
る
も
の
で
な

か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
註
3
太
田
氏
論
文
。

（
27
） 　
『
徳
川
御
三
家
』
展
示
図
録
（
香
川
県
歴
史
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年
五
月
）、
六
五
頁
参
照
。

（
28
） 　

治
宝
の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
が
、
九
代
藩
主
治
貞
（
一
七
二
八
〜
八
九
）
で
あ
る
可

能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

（
29
） 　

庭
園
で
行
わ
れ
た
雅
楽
が
、
武
家
達
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
雅
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
っ

た
こ
と
こ
そ
が
、
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
い
え
る
。
武
家
は
み
な
狩
衣
姿
を
着
け
、
雅
楽

器
を
演
奏
す
る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
公
家
が
行
っ
て
い
た
「
御
遊
」
を
、
雅
な

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
享
受
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
30
） 　

む
し
ろ
雅
楽
に
関
す
る
史
料
が
な
い
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
文
字
と
し
て

遺
ら
な
か
っ
た
の
は
、
す
べ
て
私
的
な
も
の
と
し
て
行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る

い
は
何
ら
か
の
理
由
で
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
た
だ
単
に
史
料
が
失
わ
れ

た
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
か
な
ど
、
様
々
な
可
能
性
が
あ
る
が
、
今
後
検
討
し
て
い
き
た
い

と
考
え
る
。

（
31
） 　

註
3
太
田
氏
論
文
。

（
32
） 　

治
宝
が
こ
の
時
期
、
こ
の
よ
う
に
盛
大
な
舞
楽
会
を
催
行
で
き
る
ほ
ど
の
状
況
で
あ
っ
た

か
ど
う
か
も
疑
う
必
要
が
あ
る
。『
南
紀
徳
川
史
』
に
よ
る
と
、
文
政
四
年
十
月
か
ら
十
二
月

ま
で
「
御
瘧
病
」
で
床
に
臥
し
国
許
で
静
養
し
て
お
り
、
文
政
五
年
二
月
に
は
江
戸
へ
参
府
す

る
も
の
の
、
三
月
に
は
病
気
に
よ
る
帰
藩
を
申
し
出
て
、
四
月
に
は
和
歌
山
に
帰
っ
て
い
る
。

文
政
六
年
正
月
以
降
も
病
に
関
す
る
記
述
は
頻
出
し
、
江
戸
参
府
も
断
る
ほ
ど
体
調
が
悪

か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
（
堀
内
信
編
『
南
紀
徳
川
史
』
第
二
冊
、
南
紀
徳
川
史
刊
行
会
、

一
九
三
〇
年
）。
ま
た
、
文
政
元
年
八
月
に
焼
失
し
た
江
戸
赤
坂
本
殿
の
再
建
に
は
、
幕
府
か

ら
借
金
を
し
た
上
、
幕
府
へ
の
上
納
金
を
延
期
し
て
も
ら
う
な
ど
、
藩
の
財
政
は
非
常
に
厳

し
い
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
文
政
六
年
五
月
か
ら
六
月
に
は
、

紀
州
藩
最
大
の
大
規
模
な
百
姓
一
揆
が
発
生
し
、
藩
は
窮
地
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
た
（
三
好

國
彦
「
徳
川
治
宝
の
隠
居
政
権
と
後
継
藩
主
の
対
立
」『
南
紀
徳
川
史
研
究
』
二
号
、

一
九
八
七
年
五
月
）。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
本
図
に
描
か
れ
た
よ
う
な
盛
大
な
舞
楽
会

が
行
わ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

（
33
） 　
「
帯
は
金
の
巡
方
丸
鞆
な
り
。
踏
懸
糸
鞋
な
と
い
ふ
も
さ
ら
な
り
。
甲
は
銀
し
て
菱
の
御
文

打
た
り
」
と
あ
る
が
、
本
図
で
は
、
甲
で
は
な
く
巻
纓
冠
を
つ
け
て
い
る
点
が
異
な
っ
て
い

る
。
有
職
故
実
の
研
究
者
で
あ
る
長
沢
伴
雄
の
こ
の
文
章
は
、
有
職
の
関
心
か
ら
書
か
れ
た
も

の
で
あ
り
、
記
述
自
体
が
誤
っ
て
い
る
可
能
性
は
非
常
に
低
い
。
よ
っ
て
、
本
図
の
表
現
は
、

あ
え
て
こ
の
よ
う
な
装
束
で
舞
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
絵
の
中
で
あ
え
て
こ

の
よ
う
に
描
い
た
可
能
性
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
34
） 　

白
幡
洋
三
郎
『
大
名
庭
園
―
江
戸
の
饗
宴
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
）、
講
談
社
、
一
九
九
七

年
。

（
35
） 　

同
註
34
。

（
36
） 　

同
註
34
、
今
橋
理
子
『
江
戸
絵
画
と
文
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）、
近
藤
壮

「
大
名
庭
園
「
西
園
」
と
赤
坂
離
宮
―
「
赤
坂
御
庭
図
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
和
歌
山
市
立
博

物
館
紀
要
』
二
〇
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）、
展
覧
会
図
録
『
知
ら
れ
ざ
る
サ
ム
ラ
イ
・
ア
ー

ト
―
大
名
庭
園
』（
広
島
県
立
美
術
館
、
二
〇
〇
九
年
四
月
）、
ほ
か
。

（
37
） 　

治
宝
は
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
本
居
宣
長
を
藩
士
と
し
て
登
用
し
、
宣
長
死
後
は
彼

の
養
子
で
あ
っ
た
大
平
を
そ
の
後
任
に
登
用
し
て
い
る
。
治
宝
と
国
学
者
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
、『
南
紀
徳
川
史
』
の
記
述
や
『
本
居
宣
長
と
和
歌
山
の
人
　々

和
歌
山
国
学
人
物
誌
』
展

カ
タ
ロ
グ
（
和
歌
山
市
立
博
物
館
、
二
〇
〇
二
年
七
月
）
を
参
考
と
し
た
。

（
38
） 　

文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
三
月
二
日
に
江
戸
城
内
で
開
催
さ
れ
た
大
規
模
な
雅
楽
の
会
も
、

同
様
の
意
味
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
舞
楽
会
に
関
し
て
は
、『
甲
子
夜
話
』
巻

二
九
に
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
舞
楽
会
で
は
、
将
軍
以
下
、
徳
川
御
三
家
や
御
三
卿
列

席
の
も
と
、
下
向
し
た
天
皇
の
勅
使
や
院
使
、
公
卿
た
ち
が
同
席
し
、
し
か
も
公
卿
達
が
自

ら
得
意
と
す
る
楽
器
を
演
奏
し
た
。
こ
れ
も
ま
た
雅
楽
を
通
し
て
公
武
の
親
交
が
は
か
ら
れ
た

こ
と
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
注
目
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
時
紀
州
徳
川
家
か
ら
は
、
藩
主

の
斉
順
と
と
も
に
前
藩
主
の
治
宝
も
参
加
し
て
い
る
。

（
39
） 　

南
谷
美
保
「
江
戸
古
代
雅
楽
愛
好
家
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
―
東
儀
文
均
の
『
楽
所
日
記
』
嘉
永

六
年
の
記
録
よ
り
見
え
る
も
の
―
」『
四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
紀
要
』
第
四
〇
号
、

二
〇
〇
五
年
九
月
。

（
40
） 　

西
山
松
之
助
『
家
元
の
研
究
（
西
山
松
之
助
著
作
集
第
一
巻
）』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
、

二
三
一
頁
。

（
41
） 　

福
井
久
蔵
『
諸
大
名
の
学
術
と
文
芸
の
研
究　

下　

文
芸
編
』（
明
治
百
年
叢
書
、
原
本
は

一
九
三
七
年
、
原
書
房
、
一
九
七
六
年
）
六
八
〇
頁
。

（
42
） 　

閉
鎖
的
で
あ
る
こ
と
は
、
画
面
の
周
囲
を
覆
う
霞
、
演
劇
空
間
を
囲
む
よ
う
に
張
り
巡
ら

さ
れ
た
大
き
な
幔
や
垣
根
な
ど
、
様
々
な
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
も
表
さ
れ
て
い
る
。
何
よ
り
、

一
枚
の
絵
画
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
閉
鎖
的
な
空
間
を
形
作
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
43
） 　

男
達
だ
け
の
結
束
、
つ
ま
り
男
性
の
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
絆
に
関
し
て
は
、
イ
ヴ
・
K
．
セ

ジ
ウ
ィ
ッ
ク
『
男
同
士
の
絆
―
イ
ギ
リ
ス
文
学
と
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
欲
望
』（
上
原
早
苗
・

亀
沢
美
由
紀
訳
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
。

（
44
） 　

雅
楽
を
家
臣
達
に
学
ば
せ
た
こ
と
も
、
ま
た
家
臣
達
と
雅
楽
器
の
授
受
を
行
っ
て
い
た
こ

と
も
、
雅
楽
を
通
し
て
家
臣
達
と
の
絆
を
深
め
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
考

え
る
。

（
45
） 　

和
琴
が
当
時
大
名
に
よ
っ
て
宮
中
に
献
上
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
事
実
は
興
味
深
い
。
尊
皇

攘
夷
で
知
ら
れ
る
水
戸
藩
主
徳
川
斉
昭
（
一
八
〇
〇
〜
六
〇
）
は
、
自
ら
和
琴
「
久
方
」（
宮

内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
）
を
製
作
し
、
そ
の
裏
面
に
斉
昭
自
詠
の
和
歌
を
金
蒔
絵
で
記
し
、
宮

中
に
献
上
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
た
だ
し
存
命
中
に
は
果
た
せ
ず
、
後
の
明
治
六
年
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（
一
八
七
三
）
に
息
子
の
昭
武
に
よ
っ
て
宮
中
に
献
上
さ
れ
た
（『
雅
楽
―
伝
統
と
そ
の
意
匠
美
』

展
示
図
録
、
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
、
二
〇
〇
五
年
四
月
）。
宮
中
へ
の
献
上
品
に
は
、
も
ち

ろ
ん
琵
琶
や
箏
な
ど
他
の
楽
器
も
含
ま
れ
る
も
の
の
、
宮
中
に
ゆ
か
り
が
深
く
、
天
皇
に
よ

り
近
い
存
在
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
楽
器
が
、
御
三
家
の
水
戸
徳
川
家
か
ら
献
上
さ
れ
て
い

る
と
い
う
意
味
合
い
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

（
46
） 　

例
え
ば
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
巻
第
十
四
に
は
、
名
琴
と
い
わ
れ
た
寛
平
の
御
器
を
、
宇
多

院
が
内
教
坊
に
納
め
た
際
、
和
琴
を
第
一
の
楽
器
と
決
め
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
収
め
ら
れ
て
い

る
。

（
47
） 　
「
西
浜
御
殿
之
記
」
に
は
治
宝
の
側
に
従
う
人
物
が
「
二
人
」
で
、
各
々
が
「
箏
、
琵
琶
」

を
奏
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
本
図
が
十
月
二
五
日
の
舞
楽
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で

あ
る
な
ら
ば
、
描
写
は
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
治
宝
が
一
人
で
和
琴
を
演
奏
し

て
い
る
こ
と
を
視
覚
的
に
示
す
た
め
に
な
さ
れ
た
表
現
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
翻
刻
で
「
篳
、
琵
琶
」
と
な
っ
て
い
る
部
分
は
、「
箏
、
琵
琶
」
で
あ
る
こ
と
を
原
本

で
確
認
し
た
。
翻
刻
に
関
し
て
は
、
註
18
の
「
史
料
翻
刻
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
48
） 　

楽
人
の
描
写
の
緻
密
さ
や
正
確
さ
を
見
る
と
、
こ
の
表
現
が
誤
っ
て
描
か
れ
た
も
の
と
は

考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
意
図
的
に
描
い
た
も
の
と
考
え
た
い
。
ち
な
み
に
巻
纓
冠
を
着
け
て
舞

う
演
目
に
「
春
庭
楽
」「
桃
李
花
」
が
あ
る
が
、
通
常
は
蛮
絵
装
束
を
着
け
る
こ
と
か
ら
、
本

図
の
表
現
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
な
お
「
春
庭
楽
」
は
管
絃
曲
と
し
て
も
奏
さ
れ
る
。

（
49
） 　

実
際
に
治
宝
は
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
相
応
し
い
高
位
の
人
物
で
あ
っ
た
。
文
化
十
三
年

（
一
八
一
六
）
五
月
に
紀
州
藩
主
と
し
て
は
最
高
の
「
従
二
位
大
納
言
」
に
叙
任
さ
れ
、
ま
た

天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
十
月
に
は
、
さ
ら
に
「
従
一
位
」
に
除
せ
ら
れ
て
い
る
。
堀
内
信
編

『
南
紀
徳
川
史
』
第
二
冊
（
南
紀
徳
川
史
刊
行
会
、
一
九
三
〇
年
）、
四
九
九
頁
、
五
一
一
頁
。

（
50
） 　

三
好
國
彦
「
徳
川
治
宝
の
隠
居
政
権
と
後
継
藩
主
の
対
立
」（『
南
紀
徳
川
史
研
究
』
二
号
、

一
九
八
七
年
五
月
）、
笠
原
正
夫
『
紀
州
藩
の
政
治
と
社
会
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）

な
ど
。

（
51
） 　

太
田
宏
一
「
史
料
紹
介
「
西
浜
御
殿
舞
楽
之
記
」」『
和
歌
山
市
立
博
物
館
紀
要
』
二
〇
号
、

二
〇
〇
六
年
三
月
。

（
52
） 　

南
谷
美
保
氏
は
四
天
王
寺
の
水
上
舞
台
に
関
し
て
、
そ
こ
に
は
浄
土
の
風
景
を
再
現
す
る

機
能
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
南
谷
美
保
『
四
天
王
寺
聖
霊
会
の
舞
楽
』
東
方
出
版
、

二
〇
〇
八
年
。

（
53
） 　

拙
稿
「
日
本
中
世
に
お
け
る
聖
地
図
像
の
研
究
」『
鹿
島
美
術
研
究
』
一
八
、二
〇
〇
〇
年
十

月
。

図
1
、
図
10
は
和
歌
山
市
立
博
物
館
よ
り
、
図
8
は
東
京
国
立
博
物
館
のIm

age

：T
N
M
 Im
age 

A
rchives Source

：http://T
nm
A
rchives.jp/

よ
り
ご
提
供
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し

て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

図
版
出
典
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［「西浜御殿舞楽之図」にみる雅楽の表象］……水野僚子

（
大
分
県
立
芸
術
文
化
短
期
大
学
国
際
文
化
学
科
、国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
一
〇
年
五
月
二
四
日
受
付
、
二
〇
一
一
年
二
月
二
一
日
審
査
終
了
）
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Image of Gagaku Seen in  “Nishihama Goten Bugaku No Zu” : Meaning and 

Function of Gagaku of Tokugawa Harutomi

MIZUNO Ryoko

This article focuses on Tokugawa Harutomi’s movements around the Gagaku. Tokugawa Haruto-

mi was the 10th feudal lord of the Kishu domain.  And this article examines what the Gagaku music 

and the musical instruments meant to him and how he was involved in Gagaku by analyzing “Nishiha-

ma Goten Bugaku No Zu” (owned by Wakayama City Museum) in detail.

The painting of “Nishihama Goten Bugaku No Zu” (owned by Wakayama City Museum) is almost 

the same as the content of “Gakutan: Nishihama Goten Bugaku No Ki” written by Motoori Oohira, 

scholar of the Kokugaku, from the Kishu domain. Therefore, it was considered that the painting 

showed the scene of the Bugaku held by Tokugawa Harutomi in October of the 6th year of the Bunsei 

era (1823). However, there are some differences between the painting and the content of the “Bugaku 

No Ki”, and there is a possibility that the Bugaku held on another day was shown in the painting. As a 

result of focusing attention on the difference in depicture of seasons and making a detailed survey of 

the existing historical materials, it was found that the painting might depict the Bugaku held at Nishi-

hama Goten in March of the 10th year of the Tempo era (1839). 

In addition, as a result of analyzing the details further, it is pointed that Nishihama Goten was de-

picted as a graceful “garden painting” with a specific image of “Bugaku” and as a political space in 

which the master-servant relationship is clear. It is also assumed that Harutomi intended to position 

himself as a person having strong power culturally and politically by using such a court noble’s resi-

dence as depicted in classical paintings for the image of the garden and overlapping the picture of 

Harutomi himself with the picture of a court noble or the emperor. This is deeply related with the po-

sition of Harutomi after he went into retirement at Nishihama Goten. With the intent of the shogunate, 

Harutomi had to reluctantly hand over the position of domain lord to his daughter’s husband, and to 

him, Nishihama Goten was a “palace” as a substitute for “castle”. 

In other words, it seems that this painting was depicted with the intention of showing that Nishiha-

ma Goten was a political and cultural center by solemnifying Nishihama Goten as a graceful place us-

ing the image of “Bugaku” and that Harutomi was a strong person of power who dominates the place.

Key words: Nishihama Goten Bugaku No Zu, Tokugawa Harutomi, Bugaku, Nishihama Goten,  

Japanese harp
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