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小
島
道
裕

洛
中
洛
外
図
屏
風
歴
博
甲
本
の
制
作
事
情
を
め
ぐ
っ
て

洛
中
洛
外
図
屏
風
歴
博
甲
本
は
、
現
存
最
古
の
洛
中
洛
外
図
屏
風
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
制

作
さ
れ
た
目
的
や
、
発
注
者
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
く
、
作
者
に
つ
い
て
も
定
説
を
見
な
い
状
況

が
続
い
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
筆
者
は
、
描
か
れ
た
事
物
の
分
析
に
よ
っ
て
、
室
町
幕
府
の
実
権

を
握
る
細
川
高
国
が
、
将
軍
足
利
義
晴
の
た
め
に
御
所
を
自
邸
の
付
近
に
造
り
、
家
督
を
嫡
子
稙
国

に
譲
っ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
絵
師
狩
野
元
信
に
発
注
し
た
、
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
。

し
か
し
、
発
表
後
に
、
こ
れ
に
対
す
る
批
判
も
出
さ
れ
た
た
め
、
今
回
の
共
同
研
究
で
の
成
果
も

踏
ま
え
て
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
を
行
な
っ
た
。

描
か
れ
た
将
軍
御
所
が
何
で
あ
る
か
は
、
年
代
や
制
作
目
的
の
鍵
と
な
る
問
題
だ
が
、
筆
者
が
想

定
し
た
と
お
り
、
細
川
高
国
が
造
っ
た
「
柳
の
御
所
」
で
あ
る
こ
と
が
、
文
献
史
料
の
再
検
討
か
ら

確
定
し
、
発
注
者
は
、
細
川
高
国
な
い
し
そ
の
周
辺
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

作
者
に
つ
い
て
は
、
土
佐
派
と
す
る
説
は
積
極
的
な
根
拠
が
な
く
、
狩
野
松
栄
と
す
る
説
も
時
代

的
に
無
理
が
あ
っ
て
、
画
風
か
ら
も
歴
史
的
背
景
か
ら
も
、
美
術
史
の
こ
れ
ま
で
の
通
説
通
り
、
狩

野
元
信
周
辺
に
求
め
る
の
が
や
は
り
妥
当
で
あ
る
。

筆
者
の
説
を
否
定
す
る
立
場
の
黒
田
日
出
男
氏
は
、
こ
の
間
い
く
つ
か
の
論
考
を
発
表
し
て
い
る

が
、
結
果
的
に
は
筆
者
の
説
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
異
な
る
部
分
に
つ
い

て
は
黒
田
氏
の
方
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
筆
者
の
解
釈
や
記
述
に
も
誤
り
や
不
十
分
な

点
が
あ
っ
た
が
、
本
共
同
研
究
を
は
じ
め
と
す
る
こ
の
間
の
研
究
の
進
展
で
、
総
体
的
に
は
学
界
と

し
て
の
定
説
に
近
づ
い
て
い
る
と
言
え
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
洛
中
洛
外
図
屏
風
、
歴
博
甲
本
、
狩
野
派
、
狩
野
元
信
、
細
川
高
国

は
じ
め
に

❶
歴
博
甲
本
の
制
作
事
情
に
関
す
る
筆
者
の
説

❷
制
作
事
情
を
め
ぐ
る
議
論

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

洛
中
洛
外
図
屏
風
歴
博
甲
本
（
以
下
「
歴
博
甲
本
」）
は
、現
存
最
古
の
洛
中
洛
外

図
屏
風
で
あ
る
こ
と
が
、学
界
の
一
致
し
た
見
解
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
、

い
つ
、
誰
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
で
、
発
注
者
や
そ
の
目
的
は
何
か
、
と
い
っ
た

具
体
的
な
制
作
事
情
に
つ
い
て
は
、
長
く
定
説
を
見
て
い
な
か
っ
た
。
筆
者
は
こ
れ

に
つ
い
て
、
近
年
一
つ
の
説
を
提
示
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
、
そ
の
後
否
定
的

な
意
見
も
出
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
今
回
の
共
同
研
究
で
得
ら
れ
た
成
果
も
ふ
ま
え
て
、
こ
れ
ら
の
批
判

に
応
え
、
再
検
討
を
行
な
う
こ
と
と
し
た
い
。

❶
歴
博
甲
本
の
制
作
事
情
に
関
す
る
筆
者
の
説

ま
ず
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
提
示
し
た
説
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
〔
小
島

二
〇
〇
八
、二
〇
〇
九
ａ
・
ｂ
、
二
〇
一
〇
ａ
・
ｂ
〕。

筆
者
の
説
の
特
徴
は
、描
か
れ
た
人
物
像
の
い
く
つ
か
は
実
在
し
た
特
定
の
人
物

を
示
し
て
お
り
、
特
定
の
歴
史
的
背
景
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

解
釈
を
行
な
っ
た
点
に
あ
る
が
、
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
特
徴
的
な
位
置

に
描
か
れ
た
幕
府
（
将
軍
御
所
）
の
存
在
で
あ
る
。
戦
前
の
堀
口
捨
己
の
研
究
以
来
、

こ
れ
は
、大
永
五
年（
一
五
二
五
）に
細
川
高
国
が
足
利
義
晴
の
た
め
に
建
設
し
た「
柳

の
御
所
」
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
景
観
年
代
は
、
こ
の
将
軍
邸
が

建
設
さ
れ
た
一
五
二
五
年
以
降
、
下
限
に
つ
い
て
は
、
天
文
法
華
の
乱
で
多
く
の
法

華
寺
院
が
移
転
す
る
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
以
前
、
と
す
る
の
が
通
説
と
言
え
る
。

し
か
し
、
歴
博
甲
本
に
描
か
れ
て
い
る
将
軍
御
所
は
、
位
置
や
向
き
が
異
例
で
あ

り
、
現
実
の
「
柳
の
御
所
」
も
所
在
し
た
場
所
が
明
確
で
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、

他
の
初
期
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
将
軍
御
所
に
も
現
実
と
は
言
え
な
い
描
写
が
見
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
建
築
史
の
高
橋
康
夫
氏
は
、
初
期
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
す
べ
て
に
つ

い
て
、描
か
れ
た
幕
府
の
場
所
は
事
実
で
は
な
い
、と
主
張
し
た
〔
高
橋
二
〇
〇
六
〕。

た
し
か
に
、
初
期
洛
中
洛
外
図
屏
風
四
本
の
内
、
歴
博
甲
本
以
外
の
三
本
は
「
花
の

御
所
」
を
描
く
が
、
上
杉
本
と
歴
博
乙
本
は
、
同
時
代
に
存
在
し
た
将
軍
邸
を
描
い

た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
東
博
模
本
も
、
位
置
は
と
も
か
く
、
図
像
と
し
て
は
方
位
を

無
視
し
て
粉
本
を
は
め
込
ん
だ
だ
け
で
、
現
実
の
幕
府
を
描
い
た
と
は
言
い
難
い
。

そ
の
点
か
ら
は
、
歴
博
甲
本
に
つ
い
て
も
、
現
実
の
将
軍
邸
を
描
い
た
の
で
は
な

い
一
種
の
「
絵
空
事
」
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
位
置
を
文
献
史
料
か
ら
決
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
筆
者
は
、
高
橋
氏
の

挙
げ
た
「
御
作
事
日
記
」
の
記
事
を
見
直
し
て
、
大
永
五
年
（
一
五
二
五
）
に
建
設

さ
れ
た
足
利
義
晴
の
御
所
は
、
高
橋
氏
が
主
張
す
る
よ
う
に
歴
博
甲
本
に
描
か
れ
た

以
外
の
位
置
に
比
定
す
る
の
は
誤
り
で
あ
り
、
歴
博
甲
本
の
位
置
、
す
な
わ
ち
細
川

一
族
の
邸
宅
と
横
並
び
の
場
所
に
あ
る
の
は
、
細
川
高
国
の
意
図
を
実
現
し
た
も
の

で
あ
る
と
し
た
。

そ
し
て
筆
者
は
、
描
か
れ
た
将
軍
邸
が
「
柳
の
御
所
」
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
が
極

め
て
短
命
で
あ
り
、
完
成
・
移
徙
の
一
年
あ
ま
り
後
に
、
細
川
高
国
と
足
利
義
晴
は

敗
れ
て
京
都
を
離
れ
、
御
所
も
放
棄
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
そ
の

よ
う
な
幕
府
を
あ
え
て
描
い
て
い
る
歴
博
甲
本
は
、
そ
れ
を
造
営
し
た
細
川
高
国
な

い
し
そ
の
関
係
者
に
よ
る
発
注
と
見
な
せ
る
、
と
考
え
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
前
提
と

し
て
、
描
か
れ
た
人
物
や
建
物
な
ど
の
比
定
、
お
よ
び
描
か
れ
た
意
味
の
解
釈
を
試

み
、
多
く
の
事
物
を
矛
盾
な
く
説
明
で
き
る
こ
と
か
ら
、
全
体
を
一
つ
の
仮
説
と
し

て
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
後
に
寄
せ
ら
れ
た
批
判
や
指
摘
は
ひ
と
ま
ず
措
い

て
、
主
な
点
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

将
軍
御
所

大
永
五
年
に
造
営
さ
れ
た
御
所
の
選
地
過
程
を
記
す
「
御
作
事
日
記
」
は
、
そ
の

位
置
を
「
香
川
以
下
四
、五
人
の
旧
跡
」
と
し
て
い
る
が
、「
香
川
」
は
讃
岐
西
部
の

守
護
代
で
あ
っ
た
細
川
氏
被
官
の
香
川
氏
で
あ
り
、
細
川
高
国
が
細
川
邸
周
囲
の
被

（
1
）
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官
屋
敷
地
を
提
供
し
て
、
将
軍
邸
を
「
細
川
氏
エ
リ
ア
」
に
も
っ
て
き
た
も
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
歴
博
甲
本
に
描
か
れ
た
幕
府
は
、
現
実
に
細
川
邸
付
近
に
造
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
描
く
こ
と
に
積
極
的
な
意
味
が
あ
る
。

将
軍
邸
付
近
の
人
々

将
軍
邸
の
会
所
に
は
、
外
で
控
え
る
人
物
が
二
人
い
て
高
貴
な
人
物
が
中
に
い
る

こ
と
を
示
し
て
お
り
、
庇
で
顔
が
隠
れ
て
い
る
人
物
を
足
利
義
晴
に
比
定
で
き
る
。

四
足
門
か
ら
出
か
け
る
女
性
の
一
行
は
、
こ
の
御
所
が
造
ら
れ
た
大
永
五
年
に
武

家
の
懇
望
で
上
﨟
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
三
条
氏
息
女
を
示
す
と
思
わ
れ
、
御
所
の
右

上
隅
に
描
か
れ
て
い
る
、
女
性
が
二
人
控
え
中
は
無
人
の
建
物
が
、
彼
女
が
住
ん
だ

「
一
の
対
」
と
考
え
ら
れ
る
。

上
土
門
の
門
前
を
歩
く
集
団
は
、
風
折
烏
帽
子
・
白
面
で
あ
る
こ
と
か
ら
公
家
と

思
わ
れ
、関
白
近
衛
稙
家
と
父
尚
通
の
一
行
、こ
れ
に
向
か
い
合
う
集
団
は
武
家
で
、

画
中
に
屋
敷
が
描
か
れ
て
い
る
畠
山
氏
に
比
定
で
き
る
。
公
家
も
武
家
も
将
軍
邸
に

挨
拶
に
来
て
い
る
、
と
い
う
意
味
と
思
わ
れ
る
。

細
川
邸
・
典
厩
邸

細
川
高
国
は
、
将
軍
邸
移
転
地
決
定
直
後
の
、
大
永
五
年
四
月
に
家
督
を
嫡
子
稙

国
に
譲
っ
て
隠
居
し
て
お
り
、
将
軍
御
所
の
建
設
は
、
後
継
体
制
づ
く
り
の
一
連
の

動
き
と
見
な
せ
る
。
細
川
邸
正
面
中
央
に
座
る
若
い
男
性
が
、
新
た
に
当
主
と
な
っ

た
細
川
稙
国
、
左
後
ろ
の
厩
に
座
る
男
性
が
、
後
見
す
る
立
場
と
な
っ
た
高
国
、
と

解
釈
で
き
る
。
屏
風
の
制
作
も
、
こ
の
家
督
相
続
が
大
き
な
契
機
と
考
え
ら
れ
、
細

川
邸
が
中
心
的
な
主
題
で
あ
る
。

隣
接
す
る
細
川
典
厩
邸
で
は
、
正
面
に
三
人
が
座
る
同
じ
よ
う
な
構
図
で
、
中
央

が
当
主
の
細
川
尹
賢
、
右
が
嫡
子
氏
綱
と
見
な
せ
る
。
服
装
は
細
川
邸
よ
り
一
ラ
ン

ク
ず
つ
下
が
っ
て
お
り
、
両
者
の
関
係
性
を
示
し
て
い
る
。

細
川
邸
の
周
囲

細
川
邸
の
背
後
に
は
薬
師
寺
邸
、
典
厩
邸
の
向
か
い
に
は
内
藤
邸
と
、
細
川
氏
の

重
臣
の
屋
敷
が
描
か
れ
、
幕
府
の
向
か
い
に
は
、
細
川
高
国
の
養
父
細
川
政
元
の
館

跡
で
あ
る
大
心
院
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
細
川
邸
の
左
下
に
は
、
関
白
近
衛
邸
が

描
か
れ
る
。
い
ず
れ
も
細
川
高
国
・
稙
国
と
足
利
義
晴
の
政
権
に
と
っ
て
重
要
な
存

在
で
あ
る
。

薬
師
寺
邸
・
近
衛
邸
に
は
、
無
人
の
部
屋
の
前
で
小
姓
が
笛
を
吹
き
男
が
囃
す
と

い
う
同
じ
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
主
人
が
留
守
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と

思
わ
れ
、「
主
人
」
の
姿
は
細
川
邸
や
幕
府
付
近
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。　

屋
敷
以
外
で
は
、
左
隻
第
一
扇
、
幕
府
の
右
上
に
描
か
れ
た
犬
追
物
は
、
他
の
洛
中

洛
外
図
屏
風
に
は
見
ら
れ
な
い
図
像
で
あ
り
、細
川
高
国
は
犬
追
物
の
開
催
に
熱
心

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
実
際
は
距
離
の
あ
る
高
野
川
東
岸
の
馬
場
を
、
自
ら
の
事
績
と

し
て
、あ
え
て
幕
府
付
近
に
描
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
細
川
邸
の
上
方
に
船
岡
山
が
大

き
く
、
し
か
も
季
節
外
れ
の
緑
で
描
か
れ
る
の
は
、
高
国
政
権
を
決
定
づ
け
た
船
岡
山

の
合
戦
（
永
正
八
年
〈
一
五
一
一
〉
八
月
二
四
日
）
を
象
徴
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

総
じ
て
、
左
隻
の
右
側
、
第
一
扇
〜
第
三
扇
は
、
細
川
高
国
が
自
ら
の
事
績
を
誇

り
、嫡
子
稙
国
と
自
ら
が
擁
立
し
た
将
軍
義
晴
に
よ
る
新
た
な
政
権
を
予
祝
し
た「
高

国
ワ
ー
ル
ド
」
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
う
ま
く
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
反

す
る
要
素
は
見
当
た
ら
な
い
。

制
作
年
代
と
伝
来　

以
上
の
考
察
か
ら
、発
注
者
は
細
川
高
国
な
い
し
そ
の
周
辺
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

細
川
稙
国
の
家
督
相
続
と
新
た
な
将
軍
御
所
の
建
設
を
祝
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い

る
と
見
な
せ
る
た
め
、
制
作
年
代
は
、
お
の
ず
と
こ
の
二
つ
の
出
来
事
の
あ
っ
た
大

永
五
年
（
一
五
二
五
）
な
い
し
そ
れ
に
近
い
時
期
に
な
る
。
そ
し
て
、
細
川
稙
国
は

同
年
四
月
に
家
督
を
相
続
し
た
後
、
一
〇
月
二
三
日
に
急
病
で
亡
く
な
っ
て
い
る
た

め
、
発
注
の
期
間
は
、
こ
の
間
に
絞
り
込
め
る
。
お
そ
ら
く
同
年
一
二
月
の
、
新
御

所
へ
の
将
軍
義
晴
と
上
﨟
三
条
氏
の
移
徙
に
あ
た
っ
て
細
川
家
か
ら
贈
ら
れ
、
三
条

氏
に
伝
来
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
考
え
る
と
、
戦
前
ま
で
こ
の
屏
風
が
三
条
家
に

あ
っ
た
こ
と
も
説
明
が
で
き
る
。

景
観
年
代
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
考
え
れ
ば
、
細
川
高
国
統
治
下
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の
京
都
を
そ
の
ま
ま
描
く
の
が
合
理
的
な
は
ず
で
あ
り
、
粉
本
の
使
用
に
よ
る
時
期

の
ず
れ
や
誤
り
な
ど
は
あ
る
と
し
て
も
、
景
観
年
代
と
制
作
年
代
の
乖
離
は
、
基
本

的
に
は
な
い
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

作
者　制

作
年
代
、
な
い
し
少
な
く
と
も
発
注
の
時
期
が
、
一
五
二
五
年
四
月
〜
一
〇
月

に
絞
ら
れ
、
発
注
者
お
よ
び
制
作
事
情
が
細
川
高
国
に
関
わ
る
も
の
だ
と
す
る
と
、

作
者
に
つ
い
て
も
、
そ
の
周
辺
で
探
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。

こ
の
時
期
に
有
力
だ
っ
た
画
派
に
、
土
佐
と
狩
野
が
あ
る
が
、
細
川
氏
は
狩
野
と

近
く
、
高
国
自
身
も
当
時
狩
野
派
を
率
い
て
い
た
狩
野
元
信
と
関
係
が
深
か
っ
た
。

そ
し
て
画
中
に
は
、
位
置
か
ら
確
実
に
狩
野
屋
敷
と
判
断
で
き
る
建
物
に
、
扇
に
絵

付
け
を
す
る
絵
師
の
姿
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
作
者
元
信
の
「
自
画
像
」
で
は

な
い
か
と
し
た
。
画
中
に
狩
野
の
家
業
で
も
あ
る
扇
屋
が
多
数
描
か
れ
て
い
る
こ
と

や
、
武
田
恒
夫
氏
な
ど
美
術
史
分
野
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
線
が
強
く
「
打
ち
込

み
」
も
見
ら
れ
る
画
風
、
そ
し
て
元
々
風
俗
画
を
描
い
て
い
た
土
佐
派
に
学
ん
で
、

狩
野
派
も
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
よ
う
な
彩
色
の
風
俗
画
を
描
く
よ
う
に
な
っ
た
、
と

い
う
事
実
か
ら
、
作
者
は
狩
野
元
信
と
そ
の
工
房
と
考
え
た
。

❷
制
作
事
情
を
め
ぐ
る
議
論

以
上
の
よ
う
な
筆
者
の
提
示
し
た
仮
説
に
対
し
て
は
、
そ
の
後
か
な
り
の
反
応
が
あ

り
、こ
こ
で
そ
れ
を
整
理
し
、必
要
な
点
に
つ
い
て
は
修
正
な
い
し
反
論
を
試
み
た
い
。

筆
者
の
仮
説
を
ま
と
め
た
著
書
へ
の
書
評
・
紹
介
や
引
用
も
す
で
に
い
く
つ
か
出

て
お
り
、
美
術
史
の
田
沢
裕
賀
氏
が
、
洛
中
洛
外
図
屏
風
を
通
史
的
に
述
べ
た
叙
述

の
中
で
、筆
者
の
説
を
肯
定
的
に
引
用
し
て
い
る
〔
田
沢
二
〇
一
〇
〕
な
ど
、こ
れ
ま

で
定
説
の
な
か
っ
た
歴
博
甲
本
の
制
作
事
情
を
説
明
す
る
一
つ
の
仮
説
と
し
て
は
、

存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
否
定
的
な
評
価
や
問
題
点
の
指
摘
も
受
け
て
い
る
た
め
、
以
下
、
そ
れ

ら
に
つ
い
て
順
を
追
っ
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

1
．
作
者
の
問
題
に
つ
い
て

佐
藤
康
宏「﹇
日
本
美
術
史
不
案
内
﹈八　

最
古
の
洛
中
洛
外
図
」『
U 

P
』二
〇
〇
九

年
一
二
月
号

小
さ
な
エ
ッ
セ
イ
な
の
だ
が
、
最
も
早
い
反
論
で
あ
り
、
ま
た
後
述
す
る
黒
田
日
出

男
氏
の
説
が
こ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
た
め
、取
り
上
げ
た
い
。
内
容
は
、
歴
博
甲
本
の

作
者
を
土
佐
光
信
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
反
す
る
筆
者
の
著
書
に
対
し
て
は
、

「
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
が
」
と
し
た
上
で
、「
歴
博
甲
本
は
『
大
永
五
年

（
一
五
二
五
）
四
月
に
成
立
し
た
細
川
稙
国
の
新
し
い
政
権
の
姿
と
、
細
川
高
国
の
事

績
を
中
心
主
題
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
』
で
作
者
を
狩
野
元
信
と
す
る
の
は
、賛
同
で

き
な
い
。通
説
の
範
囲
で
突
き
詰
め
る
と
こ
う
い
う
結
論
も
あ
り
得
る
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
美
術
史
の
研
究
は
通
説
を
見
直
し
て
い
る
最
中
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

作
者
に
つ
い
て
の
佐
藤
氏
の
説
は
、有
名
な『
実
隆
公
記
』永
正
三
年（
一
五
〇
六
）

一
二
月
二
二
日
条
の
、
土
佐
光
信
が
朝
倉
氏
の
た
め
に
「
一
双
に
京
中
を
画
」
い
た

屏
風
を
作
っ
た
と
い
う
記
事
を
引
い
て
、
三
条
西
実
隆
が
同
じ
よ
う
な
屏
風
を
光
信

に
注
文
し
た
の
が
歴
博
甲
本
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

①
屏
風
が
三
条
家
に
伝
来
し
た
。

②
三
条
西
家
が
め
で
た
い
鶯
合
わ
せ
の
場
面
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
実
隆
へ
の
オ

マ
ー
ジ
ュ
と
思
わ
れ
る
。

③
描
か
れ
て
い
る
公
方
邸
は
「
小
川
殿
」
で
あ
り
、
一
四
九
〇
年
に
破
却
さ
れ
た
も

の
の
、
一
五
一
五
年
に
足
利
義
稙
が
三
条
御
所
に
移
る
以
前
に
は
、
公
方
邸
と
言
え

ば
小
川
殿
と
い
う
認
識
が
残
っ
て
い
た
。
細
川
政
元
邸
が
大
心
院
と
な
っ
た

一
五
〇
七
年
七
月
が
上
限
だ
が
、
そ
れ
に
近
い
時
期
に
制
作
さ
れ
た
。

④
実
隆
と
光
信
は
関
係
が
深
く
、
貧
乏
で
も
金
銭
以
外
の
代
価
を
期
待
さ
せ
る
こ
と

（
2
）
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は
で
き
た
。

⑤
誇
張
の
な
い
穏
や
か
な
性
格
が
描
写
に
一
貫
し
て
お
り
、
狩
野
元
信
周
辺
の
絵
師

に
よ
る
も
の
と
は
見
な
し
に
く
い
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。　

こ
の
内
、
明
ら
か
に
無
理
が
あ
る
の
は
③
の
主
張
で
、
自
ら
述
べ
る
よ
う
に
年
代

関
係
に
矛
盾
が
あ
る
し
、「
小こか
わ川
殿
」
は
、
研
究
史
上
す
で
に
尼
寺
「
南
御
所
」
の
位

置
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
て
お
り〔
川
上
一
九
六
七
〕、そ
れ
は
歴
博
甲
本
に
も
描
か

れ
て
い
る
が
、
小こか
わ川

通
り
に
面
し
て
い
る
か
ら
「
小
川
殿
」
な
の
で
あ
っ
て
、
歴
博

甲
本
に
描
か
れ
た
公
方
邸
は
該
当
し
な
い
上
、「
小
川
殿
」
と
い
う
御
所
は
、
応
仁
文

明
の
乱
中
に
花
の
御
所
が
焼
失
し
た
た
め
、
足
利
義
政
・
義
尚
が
細
川
政
元
の
別
邸

に
住
ん
だ
も
の
で
、
本
格
的
な
幕
府
の
建
物
で
は
な
く
、
破
却
以
後
に
ま
で
わ
ざ
わ

ざ
描
く
べ
き
対
象
だ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
つ
ま
り
、
三
条
西
実
隆
が
土
佐
光
信
に

発
注
、
と
い
う
結
論
が
先
に
あ
り
、
歴
博
甲
本
の
制
作
時
期
を
土
佐
光
信
（
一
説
に

一
五
二
五
年
死
去
と
さ
れ
る
）
の
活
動
時
期
に
合
わ
せ
て
無
理
に
引
き
上
げ
よ
う
と

し
た
操
作
で
あ
っ
て
、
描
か
れ
た
も
の
の
年
代
関
係
を
素
直
に
解
釈
す
れ
ば
成
り
立

ち
得
な
い
論
で
あ
る
。
あ
り
得
る
と
す
れ
ば
、
発
注
者
側
に
無
理
を
し
て
で
も
こ
れ

ら
の
要
素
を
描
き
込
む
必
要
が
あ
る
場
合
だ
が
、
佐
藤
氏
の
論
に
そ
の
よ
う
な
説
明

は
な
い
し
、
実
際
に
も
考
え
が
た
い
。
付
け
加
え
れ
ば
、
本
当
に
三
条
西
実
隆
が
土

佐
光
信
に
発
注
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
発
注
、
打
合
せ
、
納
品
な
ど
、
ど
こ
か
で
日
記

に
書
か
れ
て
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
が
、
佐
藤
氏
の
示
し
た
時
期
は
『
実
隆
公
記
』
が

完
存
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
記
事
は
見
あ
た
ら
な
い
。

そ
れ
以
外
の
主
張
は
、
実
隆
と
光
信
の
関
係
を
前
提
に
し
な
く
て
も
よ
い
も
の
で

あ
り
、
佐
藤
氏
の
想
像
に
過
ぎ
な
い
。
結
局
の
所
、
⑥
の
「
誇
張
の
な
い
穏
や
か
な

性
格
」
と
い
う
以
外
に
は
、
意
味
の
あ
る
論
拠
は
見
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
美
術

史
家
の
絵
に
対
す
る
感
覚
は
も
ち
ろ
ん
極
力
尊
重
し
た
い
と
思
う
が
、
し
か
し
こ
れ

は
漠
と
し
た
主
観
的
な
印
象
で
し
か
な
く
、
狩
野
元
信
周
辺
と
す
る
通
説
を
否
定
す

る
論
拠
と
し
て
は
あ
ま
り
に
薄
弱
で
あ
る
。
土
佐
光
信
の
作
品
に
つ
い
て
は
筆
者
も

で
き
る
だ
け
当
た
っ
て
み
た
が
、
歴
博
甲
本
に
似
て
い
る
も
の
は
未
だ
見
出
す
こ
と

が
で
き
な
い
。
歴
博
甲
本
の
ど
の
部
分
の
描
写
が
、
土
佐
光
信
な
い
し
周
辺
絵
師
の

ど
の
作
品
に
似
て
い
る
、
と
い
う
客
観
的
な
証
拠
が
な
け
れ
ば
、
納
得
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
描
か
れ
た
将
軍
御
所
の
問
題
は
、
細
川
高
国
が
造
営
し
た
「
柳

の
御
所
」
で
あ
る
こ
と
が
、文
献
史
料
に
よ
る
研
究
で
確
定
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、佐

藤
氏
の
説
は
、少
な
く
と
も
現
時
点
で
は
全
く
説
得
力
が
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

な
お
、
佐
藤
氏
以
外
に
も
、
作
者
を
土
佐
派
と
考
え
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
時
期
に

お
い
て
は
、
土
佐
派
と
狩
野
派
、
や
ま
と
絵
と
漢
画
の
融
合
が
進
ん
で
お
り
、
そ
の
点

か
ら
、
土
佐
派
、
特
に
土
佐
光
信
の
子
で
あ
る
光みつ
も
ち茂の

再
評
価
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
見

直
し
が
進
ん
で
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
歴
博
甲
本
と
土
佐
派

と
の
一
般
的
な
類
似
点
は
示
せ
て
も
、特
定
の
画
家
な
い
し
工
房
を
歴
博
甲
本
の
作

者
に
比
定
す
る
だ
け
の
説
得
的
な
資
料
が
提
示
で
き
な
け
れ
ば
、狩
野
元
信
周
辺
と

い
う
通
説
に
対
し
て
、
有
効
な
反
論
に
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

2
．
図
像
の
読
解
を
め
ぐ
っ
て

黒
田
日
出
男「
歴
博
甲
本
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
読
解
を
め
ぐ
っ
て
―
小
島
道
裕『
描

か
れ
た
戦
国
の
京
都　

洛
中
洛
外
図
屏
風
を
読
む
』批
判
」〔『
立
正
大
学
大
学
院
紀
要
』

第
二
七
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
〕

前
述
の
仮
説
を
ま
と
め
た
筆
者
の
著
書
へ
の
書
評
で
あ
り
、全
体
的
に
「
推
測
を

重
ね
た
虚
論
」
と
い
っ
た
批
判
に
終
始
し
て
い
る
。
だ
が
、
筆
者
の
説
は
、
こ
れ
ま
で

何
も
説
明
が
な
か
っ
た
歴
博
甲
本
の
制
作
事
情
に
つ
い
て
仮
説
を
提
示
し
た
も
の
で

あ
り
、
証
明
さ
れ
て
い
な
い
事
柄
を
推
論
の
前
提
と
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

仮
説
は
全
体
と
し
て
の
整
合
性
や
論
理
性
が
問
題
で
あ
り
、
破
綻
な
く
全
体
を
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
れ
ば
自
ず
と
支
持
さ
れ
て
通
説
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
問

題
点
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
研
究
が
進
展
す
る
な
ら
ば
、
仮
説
を
提

（
3
）
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示
し
た
意
味
は
あ
る
。
方
法
自
体
を
批
判
す
る
こ
と
や
、
個
別
の
点
に
つ
い
て
別
の

可
能
性
を
指
摘
し
て
も
あ
ま
り
意
味
は
な
く
、
そ
の
妥
当
性
は
読
む
側
の
判
断
で
あ

る
か
ら
、
筆
者
の
仮
説
自
体
に
つ
い
て
の
評
価
は
第
三
者
に
委
ね
る
こ
と
と
し
、
以

下
、
事
実
関
係
に
つ
い
て
の
批
判
に
つ
い
て
の
み
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

作
者筆

者
は
著
書
の
中
で
、
作
者
に
関
し
て
、「
狩
野
元
信
、
な
い
し
そ
の
周
辺
に
作
者

を
求
め
る
美
術
史
家
が
多
い
」
と
記
述
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
美
術
史
家
の
通

説
的
見
解
は
「
元
信
周
辺
の
狩
野
派
絵
師
」
で
あ
る
、と
の
指
摘
を
受
け
た
。
こ
の

点
は
、
後
述
の
マ
ッ
ケ
ル
ウ
ェ
イ
氏
か
ら
も
指
摘
さ
れ
た
が
、
た
し
か
に
「
狩
野
元
信

工
房
」
と
ま
で
は
言
っ
て
い
る
方
は
い
て
も
、元
信
本
人
と
ま
で
言
っ
て
い
る
方
は
い

な
か
っ
た
の
で
、
不
正
確
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
筆
者
が
狩
野
元
信
と
そ
の
工
房
に
作
者

を
求
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
方
法
的
な
違
い
で
あ
っ
て
、
発
注
者
と
考
え
た
細
川
高

国
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
当
然
、
狩
野
元
信
と
い
う
名
前
が
ま
ず
出
て
く
る
。
そ
の
た

め
に
、
画
風
か
ら
絞
り
込
ん
で
い
く
美
術
史
の
方
法
と
は
違
う
言
い
方
に
な
る
の
だ

が
、
狩
野
元
信
が
実
際
に
筆
を
執
っ
て
描
い
た
か
は
別
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
場
合
は
作
者
と
は
言
わ
ず
に
受
注
者
と
言
う
の
が
適
当
と
思
わ
れ
、
作

者
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
の
批
判
も
あ
る
の
で
、
後
述
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

狩
野
屋
敷
の
絵
師

作
者
の
問
題
に
関
連
し
て
、
筆
者
は
、
画
中
の
狩
野
屋
敷
に
描
か
れ
た
絵
師
を
、

年
代
か
ら
言
っ
て
狩
野
元
信
で
は
な
い
か
と
考
え
た
が
、
黒
田
氏
は
こ
れ
を
全
く
成

り
立
た
な
い
と
さ
れ
、
そ
の
理
由
と
し
て
、

①
絵
師
は
赤
い
襟
を
付
け
て
い
る
の
で
法
体
で
は
な
い

②
明
ら
か
に
若
い
顔
で
「
五
十
歳
」
の
元
信
と
は
考
え
ら
れ
な
い

の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
。
②
は
主
観
の
問
題
で
あ
る
し
、
今
回
の
共
同
研
究
に
よ
る

検
討
で
補
筆
が
行
な
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
く
な
っ
た
た
め
、
正
確
な
論
点
と
は

し
が
た
く
、
ま
た
、
筆
者
が
そ
こ
に
個
性
ま
で
読
み
込
も
う
と
し
た
の
は
、
こ
の
場

合
行
き
過
ぎ
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
実
物
は
非
常
に
小
さ
く
、
そ
も
そ
も
年
齢
の

表
現
ま
で
の
精
度
を
求
め
る
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。

客
観
的
な
論
点
と
な
る
の
は
①
だ
が
、ま
ず
黒
田
氏
が
「
赤
い
襟
」
と
見
た
の
は
、

下
に
着
て
い
る
小
袖
の
表
現
で
あ
る
。
歴
博
甲
本
に
は
、
内
側
の
襟
と
裾
の
部
分
を

赤
く
描
い
た
人
物
が
か
な
り
描
か
れ
て
い
て
、
例
え
ば
左
隻
第
三
扇
・
第
四
扇
あ
た

り
を
見
る
と
複
数
見
つ
か
る
。
ま
た
そ
れ
を
法
体
で
な
い
、
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
黒
田
氏
は
法
体
で
あ
る
人
物
は
必
ず
墨
染
め
の
衣
を
着
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
牢
固
と
し
た
考
え
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
事
実
に
反

す
る
。
剃
髪
し
て
も
在
家
で
生
活
し
て
い
る
男
性
（
沙
弥
）
を
、
僧
衣
で
は
な
く
通

常
の
服
装
で
生
活
し
て
い
る
よ
う
に
描
い
た
例
は
多
い
。
こ
の
人
物
の
場
合
は
、
頭

は
隠
れ
て
い
る
の
で
法
体
で
あ
る
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
ず
、
従
っ
て
一
五
二
五
年

当
時
既
に
出
家
し
て
い
た
狩
野
元
信
を
描
い
た
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

一
般
的
な
問
題
と
し
て
は
、
黒
田
氏
は
、
こ
れ
は
風
俗
画
で
あ
っ
て
、
扇
に
絵
付

け
を
し
て
い
る
絵
師
の
姿
に
よ
っ
て
、
扇
で
有
名
だ
っ
た
狩
野
の
屋
敷
と
「
狩
野
図

子
」
を
示
し
て
い
る
だ
け
だ
、
と
す
る
。
す
べ
て
は
風
俗
の
描
写
で
あ
っ
て
、
特
定

の
人
物
と
結
び
つ
け
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
の
は
ひ
と
つ
の
考
え
方
で
あ
る
。

し
か
し
、
歴
博
甲
本
が
、
唯
一
の
絵
師
の
屋
敷
と
し
て
狩
野
邸
を
描
き
、
そ
こ
に
絵

師
の
姿
も
描
い
て
い
る
こ
と
は
、
ど
う
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
他
の
洛
中
洛
外
図

屏
風
に
は
、
こ
の
よ
う
な
場
面
は
見
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
単
な
る
風
俗
表
現
と
言
っ

て
し
ま
っ
て
は
そ
れ
ま
で
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
的
な
図
像
に
つ
い

て
、
固
有
の
意
味
が
な
い
か
、
全
体
の
整
合
性
の
中
で
、
積
極
的
に
仮
説
を
立
て
て

考
え
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

将
軍
御
所

描
か
れ
た
将
軍
御
所
（「
く
は
う
さ
ま
」）
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
会
所
に
描
か
れ

て
い
る
、
顔
の
隠
れ
た
人
物
を
将
軍
足
利
義
晴
と
比
定
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、

こ
の
人
物
は
室
内
に
控
え
て
い
る
一
人
に
過
ぎ
ず
、
将
軍
は
室
内
の
奥
に
い
る
と
の

指
摘
を
受
け
た
。
た
し
か
に
、
筆
者
が
比
定
し
た
人
物
は
柱
が
か
か
っ
て
い
る
の
が

（
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気
に
な
る
点
で
、
黒
田
氏
の
説
も
一
つ
の
解
釈
だ
が
、
描
か
れ
て
い
な
い
も
の
を
そ

の
よ
う
に
言
え
る
か
は
若
干
躊
躇
さ
れ
る
。
外
に
控
え
る
二
人
の
内
、
右
側
の
武
士

は
明
ら
か
に
描
か
れ
た
人
物
の
方
を
向
い
て
お
り
、
黒
田
氏
が
奥
の
将
軍
を
見
て
い

る
と
す
る
左
側
の
武
士
も
こ
の
人
物
を
見
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
、
必
ず
し
も
そ
う

は
言
え
な
い
と
思
え
る
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
歴
博
甲
本
で
は
将
軍
は
幕
府

の
会
所
の
部
分
に
居
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
筆
者
が
発
言
す
る
ま
で
指
摘
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
黒
田
氏
か
ら
賛
同
を
得
て
解
釈
が
進
展
し

た
、
と
考
え
て
い
る
。

控
え
て
い
る
人
物
と
当
主
と
の
関
係
は
、歴
博
甲
本
を
解
釈
す
る
上
で
重
要
な
点

で
あ
り
、
筆
者
も
既
に
述
べ
て
い
る
が
、
完
全
に
整
合
的
な
説
明
は
で
き
て
い
な
い
。

将
軍
邸
に
つ
い
て
言
え
ば
、右
奥
の
対
屋
の
室
外
に
二
人
の
垂
髪
の
女
性
が
描
か
れ

て
い
る
こ
と
は
、そ
こ
が
「
一
の
対
の
局
」
と
呼
ば
れ
た
上
﨟
三
条
氏
の
居
所
で
あ
る

こ
と
を
示
す
、
と
い
う
説
明
で
足
り
る
と
思
わ
れ
る
が
、
将
軍
の
使
用
す
る
部
分
に
つ

い
て
は
、
こ
の
会
所
の
他
に
、
主
殿
に
も
二
人
の
少
年
が
室
外
に
控
え
て
お
り
、
そ
れ

が
会
所
の
場
合
と
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
、
筆
者
は
説
明
で
き
て
い
な
い
し
、

黒
田
氏
も
触
れ
て
い
な
い
。
室
外
に
控
え
る
従
者
に
つ
い
て
は
、全
体
と
し
て
ど
の
よ

う
な
コ
ー
ド
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
な
い
の
か
は
、
な
お
課
題
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
黒
田
氏
は
、
筆
者
が
歴
博
甲
本
に
父
子
を
セ
ッ
ト
で
描
い
た
人
物
像
が
多

く
、
次
の
世
代
の
繁
栄
を
予
祝
す
る
意
図
で
は
な
い
か
と
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
そ

れ
は
「
肝
心
の
将
軍
を
『
父
子
の
像
』
に
し
て
い
な
い
」
か
ら
成
り
立
た
ず
、「
あ
ま

り
に
も
手
前
勝
手
な
仮
説
で
あ
っ
て
、
ま
と
も
な
絵
画
資
料
読
解
と
は
言
え
な
い
」

と
評
し
て
い
る
。
し
か
し
、
歴
博
甲
本
が
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
大
永
五
年

（
一
五
二
五
）
当
時
、
将
軍
足
利
義
晴
（
一
五
一
一
〜
一
五
五
〇
）
は
一
五
歳
で
未 

婚
、
も
ち
ろ
ん
子
供
は
い
な
い
。
仮
に
歴
博
甲
本
の
制
作
が
こ
の
推
測
よ
り
遅
れ
る

と
し
て
も
、
嫡
男
義
輝
が
生
ま
れ
る
の
は
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）、
す
な
わ
ち
天
文

法
華
の
乱
が
起
こ
り
、
歴
博
甲
本
の
最
大
限
の
下
限
と
さ
れ
る
年
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、
義
晴
の
父
義
澄
は
、
永
正
八
年
（
一
五
一
一
）
す
な
わ
ち
義
晴
が
生
ま
れ
た
年

に
死
去
し
て
い
る
。
現
実
を
描
く
な
ら
、
将
軍
を
父
子
の
像
と
し
て
描
く
こ
と
は
無

理
で
あ
ろ
う
。

細
川
邸
お
よ
び
典
厩
邸

筆
者
が
歴
博
甲
本
の
中
心
的
主
題
と
考
え
た
細
川
邸
お
よ
び
典
厩
邸
に
つ
い
て

は
、
当
然
、
筆
者
が
建
物
の
正
面
に
座
る
中
央
の
人
物
を
当
主
と
考
え
た
こ
と
の
当

否
が
問
題
と
な
る
。
筆
者
が
こ
れ
ら
の
人
物
を
当
主
と
考
え
た
の
は
、
館
の
正
面
に

端
座
し
て
い
る
こ
と
が
一
つ
の
理
由
だ
が
、
黒
田
氏
は
そ
れ
が
当
主
で
あ
り
「
一
種

の
肖
像
画
」
で
あ
る
こ
と
の
一
般
的
な
証
明
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
筆

者
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
歴
博
甲
本
の
中
の
描
写
を
検
討
し
た
結
果
で
あ
り
、
無
論

一
般
論
と
し
て
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

常
識
的
な
議
論
に
過
ぎ
な
い
が
、
約
束
事
に
は
、
一
般
的
に
共
有
さ
れ
て
い
る
規

範
と
し
て
の
コ
ー
ド
、
す
な
わ
ち
外
在
的
な
コ
ー
ド
と
、
あ
る
も
の
の
中
で
決
め
ら

れ
て
い
る
コ
ー
ド
、
す
な
わ
ち
内
在
的
な
コ
ー
ド
が
あ
る
の
で
あ
り
、
筆
者
が
こ
こ

で
述
べ
て
い
る
の
は
、
後
者
の
内
在
的
コ
ー
ド
の
方
で
あ
る
。
一
つ
の
絵
に
は
、
そ

の
絵
の
中
で
の
約
束
事
が
あ
っ
て
よ
い
は
ず
で
、
そ
れ
を
発
見
し
て
い
く
こ
と
が
読

み
解
き
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
仮
説
的
な
作
業
に
よ
っ
て
妥
当
性

を
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。

歴
博
甲
本
の
場
合
、
館
の
中
心
的
な
建
物
正
面
に
端
座
す
る
形
で
人
物
像
が
描
か

れ
て
い
る
の
は
、
細
川
邸
と
典
厩
邸
だ
け
で
あ
り
、
他
の
館
で
は
慎
重
に
そ
れ
が
避

け
ら
れ
、
当
主
と
見
ら
れ
る
人
物
は
、
あ
え
て
描
い
て
い
な
い
。
こ
れ
を
歴
博
甲
本

独
自
の
コ
ー
ド
だ
と
み
な
し
た
わ
け
で
あ
り
、
仮
説
的
作
業
と
し
て
不
当
な
も
の
と

は
考
え
な
い
。
黒
田
氏
の
指
摘
す
る
、
こ
こ
に
は
「
控
え
る
家
来
」
が
描
か
れ
て
い

な
い
と
い
う
点
も
、
三
人
を
セ
ッ
ト
で
描
き
、
当
主
を
中
心
と
す
る
こ
と
で
十
分
表

現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

「
肖
像
画
」
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
こ
の
場
合
は
、
中
心
主
題
で
あ
る
館
の
当

主
を
特
定
人
物
と
し
て
描
く
の
で
あ
り
、
肖
像
性
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
る
の
が
自

然
で
、
実
際
に
年
齢
感
や
風
貌
は
個
性
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
思
え
る
。
発
注
者
と
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受
注
者
を
細
川
高
国
と
狩
野
元
信
と
考
え
れ
ば
、
そ
の
深
い
関
係
か
ら
、
細
川
高
国

と
一
族
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
風
貌
を
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
歴
博
甲
本
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
東
博
模
本
と
比
較
す
る
と
、
細
川

邸
に
は
、
館
正
面
の
広
縁
上
に
四
人
の
人
物
が
描
か
れ
て
お
り
、
左
か
ら
二
人
目
の

や
や
大
き
く
描
か
れ
た
人
物
が
当
主
、
年
代
的
に
言
え
ば
細
川
晴
元
と
見
な
せ
る
こ

と
は
黒
田
氏
も
認
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
歴
博
甲
本
の
段
階
で
作
ら
れ
た
、
こ
の

位
置
に
描
か
れ
る
の
が
細
川
邸
の
当
主
で
あ
る
、
と
い
う
表
現
方
法
を
受
け
継
い
で

い
る
と
み
な
す
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、す
で
に
書
い
た
よ
う
に
、上

杉
本
で
は
、
こ
の
位
置
に
座
る
当
主
を
あ
え
て
描
か
な
い
こ
と
で
、
細
川
氏
の
没
落

を
象
徴
し
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
て
お
り
、
そ
こ
ま
で
含
め
て
、
狩
野
派
と
筆
者
は

考
え
る
三
つ
の
洛
中
洛
外
図
屏
風
に
、
そ
の
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

歴
博
甲
本
で
、館
の
左
奥
に
描
か
れ
た
厩
相
当
の
建
物
に
座
る
男
性
に
つ
い
て
は
、

筆
者
は
剃
髪
し
家
督
を
譲
っ
て
文
字
通
り
の
後
見
役
と
な
っ
た
細
川
高
国
の
姿
と
見

た
が
、
黒
田
氏
は
、
こ
こ
で
も
「
焦
げ
茶
色
の
単
色
の
服
装
な
の
だ
か
ら
、
当
然
、

法
体
で
は
な
い
」
と
い
う
、誤
っ
た
事
実
認
識
に
基
づ
い
た
批
判
を
行
な
っ
て
い
る
。

前
述
の
通
り
、
剃
髪
し
て
も
在
家
の
男
性
は
僧
衣
を
着
て
い
る
必
要
は
な
く
、
頭
は

隠
れ
て
い
る
の
で
確
認
は
で
き
な
い
が
、
法
体
で
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で

あ
る
。
当
主
と
同
じ
よ
う
に
端
座
す
る
姿
は
、
こ
の
屏
風
に
は
外
せ
な
い
は
ず
の
、

高
国
と
見
て
よ
い
と
筆
者
は
考
え
る
。

な
お
、筆
者
が
細
川
家
当
主
と
し
て
の
細
川
稙
国
と
み
な
し
た
人
物
像
に
つ
い
て
、

「（
屏
風
の
）
折
れ
目
の
と
こ
ろ
に
主
人
公
的
な
人
物
を
描
い
た
り
は
し
な
い
は
ず
で

あ
る
」
と
批
判
す
る
の
は
、
黒
田
氏
の
想
像
に
過
ぎ
な
い
。
上
杉
本
に
描
か
れ
た
将

軍
御
所
（
花
の
御
所
）
の
中
に
は
、
将
軍
足
利
義
輝
が
描
か
れ
て
い
る
と
筆
者
は
解

釈
し
て
お
り
、
周
囲
に
は
五
人
、
座
っ
た
人
物
だ
け
で
も
二
人
の
仕
え
る
人
物
を
描

い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
黒
田
氏
に
も
御
賛
同
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
う
が
、
こ
の
人

物
像
は
、
左
隻
第
四
扇
と
第
五
扇
の
折
り
目
の
、
ご
く
近
く
に
描
か
れ
て
い
る
。
折

り
目
に
か
か
っ
て
で
も
い
な
い
限
り
、問
題
な
い
と
み
な
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

以
上
、
黒
田
氏
か
ら
筆
者
へ
の
批
判
と
し
て
示
さ
れ
た
主
な
点
に
つ
い
て
ま
と
め

て
み
た
が
、
黒
田
氏
は
、
歴
博
甲
本
の
伝
来
に
関
わ
る
自
ら
の
説
を
同
時
に
発
表
し

て
お
り
、
こ
れ
も
お
の
ず
と
筆
者
へ
の
批
判
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
次
に
そ
れ
に
つ

い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

3
．
屏
風
の
伝
来
に
つ
い
て

黒
田
日
出
男
「
初
期
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
伝
来
論
」〔『
立
正
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』

第
二
七
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
〕

歴
博
甲
本
の
制
作
と
伝
来
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
細
川
高
国
が
狩
野
元
信
に
発
注

し
、
将
軍
家
上
﨟
と
な
っ
た
三
条
氏
息
女
に
寄
贈
、
彼
女
が
住
ん
で
い
た
将
軍
御
所

は
短
期
間
で
放
棄
さ
れ
た
た
め
、
三
条
家
に
戻
っ
た
息
女
に
よ
っ
て
三
条
家
に
伝
え

ら
れ
た
、
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
た
。
戦
前
に
紹
介
さ
れ
た
時
点
で
三
条
家
が
所
蔵

し
て
い
た
と
い
う
以
上
の
こ
と
が
不
明
で
、
伝
来
に
つ
い
て
の
説
は
何
も
な
か
っ
た

た
め
、
制
作
事
情
か
ら
推
論
を
行
な
っ
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
別
の
説
を
提

示
さ
れ
た
の
が
黒
田
氏
の
こ
の
論
文
で
あ
る
。
な
お
、
最
初
に
述
べ
て
お
く
と
、
黒

田
氏
は
、
筆
者
の
説
を
「
三
条
家
が
発
注
・
制
作
に
関
わ
っ
た
」
と
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
発
注
し
制
作
さ
せ
た
の
は
あ
く
ま
で
も
細
川
氏
で
あ
り
、
三

条
家
は
受
贈
し
た
立
場
で
し
か
な
い
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
見
解
で
あ
る
。

黒
田
氏
の
説
は
、歴
博
甲
本
関
係
に
つ
い
て
要
約
す
れ
ば
、次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
作
者
に
つ
い
て
は
、
武
田
恒
夫
氏
・
辻
惟
雄
氏
ら
以
来
の
通
説
的
見
解
で
は
、

筆
法
な
ど
か
ら
狩
野
元
信
周
辺
の
画
家
と
さ
れ
て
い
る
が
、
土
佐
派
の
絵
師
も
漢
画

的
手
法
を
取
り
入
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
歴
博
甲
本
と
東
博
模
本
・
上
杉
本

の
間
に
表
現
上
の
大
き
な
切
れ
目
が
あ
る
。
そ
し
て
、
佐
藤
康
宏
氏
は
、
佐
藤

二
〇
〇
九
で
、
三
条
西
実
隆
が
土
佐
光
信
に
注
文
し
た
、
と
い
う
見
解
を
述
べ
て
お

（
8
）
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り
、
黒
田
氏
と
合
わ
せ
て
、
光
信
周
辺
の
土
佐
派
の
絵
師
の
作
品
と
す
る
説
が
存
在

す
る
、
と
し
て
い
る
。

次
に
伝
来
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
美
術
品
が
贈
与
・
贈
答
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に

注
目
す
べ
き
だ
と
し
て
、
幕
藩
権
力
集
団
内
の
献
上
と
下
賜
に
つ
い
て
の
史
料
を
博

捜
し
、そ
れ
に
基
づ
く
説
を
述
べ
て
い
る
。
筆
者
な
り
に
要
約
さ
せ
て
い
た
だ
け
ば
、

お
よ
そ
下
記
の
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

①
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
よ
れ
ば
、彦
根
城
主
井
伊
直
孝
に
、
生
前
「
土
佐
光
信
が

嵯
峨
鞍
馬
を
画
き
し
屏
風
一
双
」、「
土
佐
筆
洛
中
の
図
一
双
」な
ど
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
。

②
し
か
し
、そ
れ
は
井
伊
家
の
資
料
を
受
け
継
い
だ
彦
根
城
博
物
館
に
は
現
存
し
な
い
。

③
享
保
（
一
七
一
六
〜
三
六
）
末
年
頃
の
「
井
伊
年
譜
」
に
は
、
家
光
か
ら
の
拝
領

品
に
「
土
佐
洛
中
ノ
御
屏
風
一
双　

嵯
峨
鞍
馬
」
と
い
う
記
述
が
見
え
る
。

④
明
治
一
三
年
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
道
具
帳
に
は
、「
極
彩
色
嵯
峨
鞍
馬
之
絵
」
と
あ

る
の
で
、「
土
佐
筆
の
洛
中
の
図
一
双
」
の
方
は
、『
井
伊
年
譜
』
の
編
纂
さ
れ
た
享

保
末
年
に
は
す
で
に
井
伊
家
に
な
か
っ
た
。

⑤
拝
領
品
で
あ
る
屏
風
が
井
伊
家
か
ら
ど
こ
か
へ
い
っ
て
し
ま
っ
た
理
由
と
し
て
は
、

嫁
入
り
道
具
の
一
つ
と
し
て
他
家
に
持
参
さ
れ
た
ケ
ー
ス
が
一
番
可
能
性
が
高
い
。

⑥
そ
こ
で
井
伊
家
の
婚
姻
関
係
に
注
目
す
る
と
、
三
条
家
と
の
間
に
五
度
の
結
婚
が

あ
り
、
条
件
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
は
、
第
四
代
藩
主
直
興
の
娘
房
姫
が
、
三

条
公
充
に
、
一
七
〇
三
年
以
前
に
嫁
入
り
し
て
い
る
。「
土
佐
筆
洛
中
の
図
屏
風
一

双
」
は
、こ
の
輿
入
れ
に
よ
っ
て
三
条
家
に
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。

⑦
三
条
家
の
所
蔵
品
の
中
に
は
、
現
在
「
歴
博
甲
本
」
と
な
っ
て
い
る
洛
中
洛
外
図

屏
風
が
あ
る
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
の
記
述
で
は
「
土
佐
光
信
筆
」
で
は
な
く
「
土

佐
筆
」
で
あ
る
か
ら
、
歴
博
甲
本
を
描
い
た
の
は
、
や
は
り
土
佐
派
の
絵
師
で
あ
っ

た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

⑧
家
光
な
い
し
秀
忠
が
こ
の
屏
風
を
入
手
し
た
の
は
、
元
和
五
（（
マ
マ
））
年
、
寛

永
三
年
、
寛
永
一
一
年
と
繰
り
返
さ
れ
た
将
軍
家
光
の
上
洛
に
際
し
て
、
大
名
（
お

そ
ら
く
外
様
）
か
公
家
か
豪
商
か
寺
社
の
い
ず
れ
か
が
献
上
し
た
と
推
測
で
き
る
。

美
術
品
の
贈
与
と
い
う
観
点
か
ら
膨
大
な
記
録
を
読
み
直
し
、
新
た
な
論
点
と
史

料
を
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
歴
博
甲
本
の
伝
来
に
つ
い
て
は
、
研
究
史
批
判
と

し
て
の
「
土
佐
光
信
周
辺
絵
師
説
」
か
ら
始
ま
っ
て
、
江
戸
期
の
贈
答
関
係
か
ら
伝

来
過
程
を
追
い
、
そ
の
中
で
絵
師
に
つ
い
て
も
説
明
し
た
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
仮
説

で
あ
る
が
、
私
は
こ
の
説
に
は
同
意
で
き
な
い
。

ま
ず
、研
究
史
的
な
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
た
、作
者
の
問
題
に
つ
い
て
言
え
ば
、

佐
藤
康
宏
氏
の
説
は
、
黒
田
氏
が
言
う
よ
う
な
「
光
信
で
は
な
い
土
佐
派
の
絵
師
」

説
で
は
な
く
、「
三
条
西
実
隆
が
土
佐
光
信
に
注
文
し
た
」
と
い
う
説
で
あ
る
。「
実

際
の
制
作
は
助
手
に
ま
か
せ
た
の
だ
ろ
う
が
」
と
し
つ
つ
も
、
土
佐
光
信
の
指
示
の

下
に
描
か
れ
た
、
そ
の
意
味
で
は
土
佐
光
信
の
作
品
だ
、
と
い
う
の
が
佐
藤
氏
の
言

わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
で
、
だ
か
ら
こ
そ
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
な
、
無
理
な
操
作
を

行
な
っ
て
ま
で
歴
博
甲
本
の
年
代
を
引
き
上
げ
、
土
佐
光
信
の
活
躍
し
た
時
期
に

も
っ
て
こ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、「
だ
れ
で
も
よ
い
土
佐
派
の
絵
師
」
と
い
う
主

張
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
黒
田
氏
自
身
の
説
は
、「
光
信
で
は
な
い
」
と
言
い 

切
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
土
佐
光
信
周
辺
絵
師
説
」
と
し
て
佐
藤
氏
の
説
と
同
一
視

す
る
の
は
お
か
し
い
。
佐
藤
氏
の
「
土
佐
光
信
周
辺
説
」
と
、
黒
田
氏
の
「
土
佐
光

信
以
外
の
未
知
の
土
佐
派
絵
師
説
」
と
し
て
区
別
す
べ
き
だ
ろ
う
。

歴
博
甲
本
を
狩
野
派
の
作
品
と
す
る
通
説
の
主
な
根
拠
は
、
狩
野
派
本
来
の
画
風

で
あ
る
漢
画
的
手
法
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
、
狩
野
派
は
、
も
と
も
と
彩
色
の
風
俗
画

を
描
い
て
い
た
土
佐
派
に
学
ん
で
い
っ
た
の
で
、
狩
野
派
の
絵
に
土
佐
派
的
な
要
素

が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
が
、
逆
は
考
え
に
く
い
、
と
い
う
こ
と
で
、
論
理
的
に

も
実
際
の
画
風
と
し
て
も
、
納
得
の
い
く
説
明
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
黒
田
氏
は
、「
土
佐
派
の
絵
師
た
ち
の
方
も
漢
画
的
技
法
を
取
り
入
れ

て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
主
張
す
る
の
だ
が
、
具
体
的
な
根
拠
は
何
も

示
さ
れ
て
い
な
い
。
先
述
の
よ
う
に
、
美
術
史
分
野
で
近
年
そ
の
よ
う
な
研
究
は
進
ん

で
い
る
も
の
の
、歴
博
甲
本
の
作
者
に
同
定
す
る
だ
け
の
資
料
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
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で
は
次
に
、
伝
来
に
関
す
る
黒
田
氏
の
議
論
を
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
①
の
、
徳
川
秀
忠
が
井
伊
直
孝
に
「
土
佐
筆
洛
中
の
図
一
双
」
を
下
賜
し
て

い
た
、
と
い
う
事
実
の
発
見
は
、
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
事
例
を
考
え
る
上
で
大
変
興

味
深
い
も
の
と
言
え
る
。
し
か
し
②
以
下
の
、
そ
れ
が
現
在
伝
わ
る
井
伊
家
資
料
の

中
に
見
い
だ
せ
ず
、
そ
れ
が
な
ぜ
な
の
か
に
つ
い
て
の
黒
田
氏
の
解
釈
は
、
か
な
り

無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

③
の
『
井
伊
年
譜
』
だ
が
、そ
こ
に
見
え
る
「
土
佐
洛
中
ノ
御
屏
風
一
双　

嵯
峨
鞍

馬
」
と
い
う
記
述
を
も
っ
て
、黒
田
氏
は
「
土
佐
筆
洛
中
の
図
一
双
」
は
す
で
に
失
わ

れ
て
い
る
、
と
す
る
の
だ
が
、
必
ず
し
も
そ
う
は
読
め
な
い
だ
ろ
う
。
別
の
屏
風
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
嵯
峨
鞍
馬
」
と
同
じ
行
に
書
い
て
あ
る
の
で
、両
者
を
混
同
し

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
は
言
え
る
が
、
書
い
て
あ
る
も
の
が
実
は
失
わ
れ
て
い
る

と
す
る
の
は
、
筆
者
に
は
無
理
な
読
み
方
と
思
え
る
。
従
っ
て
、
④
明
治
一
三
年
以
前

の
道
具
帳
に
「
嵯
峨
鞍
馬
」
の
方
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、「
洛
中
の
図
」
の
方
が
『
井

伊
年
譜
』
の
時
点
で
な
く
な
っ
て
い
た
、
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

史
料
の
性
格
か
ら
言
っ
て
も
、『
井
伊
年
譜
』
と
は
、
井
伊
家
の
歴
史
と
し
て
、
直

孝
が
拝
領
し
た
品
の
リ
ス
ト
を
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
存
在
す
る
屏
風
を
点

検
し
て
作
っ
た
道
具
帳
で
は
な
い
。『
井
伊
年
譜
』
自
体
が
、
彦
根
藩
士
の
手
に
な 

る
、
す
で
に
流
布
し
て
い
る
文
章
を
集
め
て
編
年
し
た
部
分
も
多
い
史
料
、
と
の
こ

と
で
あ
る
し
、
記
述
が
や
や
混
乱
し
て
い
る
だ
け
で
、
実
際
に
は
そ
の
時
点
で
は
両

方
と
も
あ
っ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
で
、
③
〜

④
の
推
論
は
根
拠
が
薄
弱
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
「
洛
中
の
図
」
屏
風
が
、
明

治
一
三
年
以
前
の
道
具
帳
の
時
点
で
は
井
伊
家
に
無
か
っ
た
ら
し
い
の
で
、
井
伊
家

を
離
れ
た
の
が
『
井
伊
年
譜
』
の
書
か
れ
た
享
保
末
年
ま
で
の
時
期
か
、
そ
れ
と
も

も
っ
と
遅
い
時
期
か
は
、
さ
し
て
大
き
な
問
題
で
は
な
い
と
も
言
え
る
が
、
い
つ
失

わ
れ
た
か
の
時
間
的
な
幅
は
大
き
く
広
が
る
の
で
、特
定
の
婚
姻
に
求
め
る
、と
い
っ

た
作
業
は
意
味
が
な
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。

一
番
理
解
し
に
く
い
の
は
、
⑤
の
、
井
伊
家
か
ら
失
わ
れ
た
理
由
を
、
嫁
入
り
道

具
と
し
て
井
伊
家
か
ら
出
た
、
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
黒
田
氏
自
身
も
述
べ
て
い
る

よ
う
に
、
当
然
、
井
伊
家
資
料
に
現
存
し
な
い
理
由
と
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
事
情

が
考
え
ら
れ
る
。
拝
領
品
が
見
あ
た
ら
な
く
な
る
理
由
と
し
て
一
番
可
能
性
が
高
い

の
は
嫁
入
り
道
具
だ
、
と
い
う
の
は
、
一
般
的
に
実
証
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
井
伊
家
だ
け
で
も
、
拝
領
し
た
は
ず
の
品
で
今
日
伝
わ
っ
て
い
な
い
も
の
は
他

に
も
多
い
は
ず
だ
が
、
そ
の
理
由
は
嫁
入
り
道
具
と
し
て
他
家
に
移
っ
た
た
め
で

あ
っ
た
、
と
い
っ
た
傾
向
が
少
な
く
と
も
示
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
れ
は
黒
田
氏
の
想

像
で
し
か
な
い
し
、
も
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
結
局
の

所
一
つ
の
可
能
性
で
し
か
な
い
。
こ
の
部
分
は
、
論
理
に
飛
躍
が
あ
る
。

従
っ
て
、
⑥
、
⑦
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
井
伊
家
に
「
土
佐
筆
洛
中
の
図

一
双
」
が
伝
来
し
た
こ
と
と
、
三
条
家
に
洛
中
洛
外
図
屏
風
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
直

接
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
く
、
井
伊
家
と
三
条
家
に
何
度
か
婚
姻
関
係
が
あ
る
の
は

事
実
で
も
、
そ
の
際
に
井
伊
家
に
あ
っ
た
「
土
佐
筆
洛
中
の
図
一
双
」
が
嫁
入
り
道

具
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
想
像
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
し
て
、
も
し
そ
の
よ
う
な
事
実
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
井
伊
家
に
あ
っ
た
「
土

佐
筆
洛
中
の
図
一
双
」
が
す
な
わ
ち
歴
博
甲
本
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
う
で
あ

る
た
め
に
は
、
黒
田
氏
の
論
理
で
言
え
ば
、
ａ
井
伊
家
に
あ
っ
た
「
土
佐
筆
洛
中
の

図
一
双
」
は
実
際
に
土
佐
派
の
作
品
で
あ
る
。
ｂ
歴
博
甲
本
は
土
佐
派
の
作
品
で
あ

る
。
と
い
う
二
点
が
一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
が
、
ど
ち
ら
も
証
明

さ
れ
た
事
実
で
は
な
い
。

ま
ず
井
伊
家
の
「
土
佐
筆
洛
中
の
図
一
双
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
が
江
戸
時

代
に
「
土
佐
筆
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
を
示
し
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。
し
か
も
、「
土
佐
光
信
筆
」
で
は
な
く
、「
土
佐
筆
」
で
あ
る
こ
と
は
、

後
述
の
マ
ッ
ケ
ル
ウ
ェ
イ
氏
も
批
判
す
る
よ
う
に
、
筆
者
を
同
定
す
る
に
至
る
こ
と

が
で
き
ず
、「
土
佐
派
風
で
あ
る
」
と
い
う
程
度
の
鑑
定
し
か
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
だ
け
で
、
積
極
的
に
「
光
信
以
外
の
土
佐
派
の
絵
師
」
で
あ
る
と
言
っ
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て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
歴
博
甲
本
に
つ
い
て
も
、
土
佐
光
信
作
、
な
い
し
土
佐
派

作
と
い
っ
た
漠
と
し
た
認
識
は
存
在
し
た
が
、
少
な
く
と
も
今
日
の
通
説
は
そ
れ
を

否
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
そ
れ
ほ
ど
確
か
な
も
の
で
は
な
い
。

そ
し
て
、
も
し
井
伊
家
に
伝
来
し
た
屏
風
と
歴
博
甲
本
の
両
者
が
実
際
に
土
佐
派

の
作
品
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
同
じ
も
の
で
あ
る
保
証
は
元
々
な
い
。
洛
中
洛

外
図
屏
風
の
初
見
が
土
佐
光
信
作
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、「
土

佐
」
と
い
う
認
識
が
正
し
い
と
し
て
も
、
土
佐
光
信
周
辺
、
あ
る
い
は
そ
の
後
の
土

佐
派
絵
師
が
、
他
に
も
洛
中
洛
外
図
屏
風
を
描
い
た
可
能
性
は
当
然
あ
り
、
制
作
さ

れ
た
時
期
も
、
下
賜
の
時
期
で
あ
る
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
以
前
と
し
か
言
え
な

い
。
歴
博
甲
本
以
外
の
洛
中
洛
外
図
屏
風
で
あ
る
可
能
性
の
方
が
、
は
る
か
に
高
い

と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

結
局
の
所
、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
の
贈
答
記
事
は
、
未
知
の
（「
朝
倉
本
」
で
あ

る
可
能
性
も
ゼ
ロ
で
は
な
い
が
）、江
戸
時
代
に
土
佐
派
風
と
認
識
さ
れ
て
い
た
洛
中

洛
外
図
屏
風
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
と
し
て
は
注
目
で
き
て
も
、
そ
れ
が
歴

博
甲
本
と
一
致
す
る
と
見
な
す
の
は
難
し
く
、
歴
博
甲
本
が
土
佐
派
の
作
品
で
あ
る

と
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
、
と
筆
者
は
考
え
る
。

ち
な
み
に
、
⑧
の
、
将
軍
家
が
こ
の
屏
風
を
入
手
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
黒
田
氏

の
全
く
の
想
像
で
あ
り
、
何
の
根
拠
も
な
い
。
も
し
上
洛
し
た
際
に
献
上
さ
れ
た
品

だ
っ
た
と
し
て
も
、
贈
り
主
、
す
な
わ
ち
そ
れ
以
前
の
持
ち
主
が
、
大
名
か
公
家
か
寺

社
か
で
は
、
そ
こ
ま
で
の
伝
来
の
意
味
が
全
く
異
な
る
。
結
局
の
所
、
黒
田
氏
の
こ

の
伝
来
論
で
は
、
そ
の
屏
風
が
誰
に
よ
っ
て
何
の
た
め
に
描
か
れ
た
も
の
な
の
か

は
、
全
く
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。
そ
れ
が
歴
博
甲
本
に
相
違
な
い
、
と
い
う
の
で
あ

れ
ば
、
描
か
れ
た
内
容
そ
の
も
の
か
ら
、
こ
の
問
題
に
迫
り
、
伝
来
の
問
題
と
結
び
つ

け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
黒
田
氏
は
、後
に
歴
博
甲
本
の
読
み
解
き
も
試

み
て
お
ら
れ
る
た
め
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
節
を
改
め
て
論
評
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

こ
の
他
、
こ
の
論
文
は
、
井
伊
家
に
伝
来
し
た
屏
風
の
他
、『
徳
川
実
紀
』
の
記
述

に
見
え
る
「
古
法
眼
元
信
筆
洛
中
図
屏
風
」
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
寛
文
三
年

（
一
六
六
三
）
に
松
江
藩
主
松
平
直
政
が
第
四
代
将
軍
徳
川
家
綱
に
献
上
し
、第
五
代

将
軍
綱
吉
の
御
台
所
鷹
司
氏
に
形
見
分
け
と
し
て
贈
ら
れ
た
こ
の
屏
風
が
「
東
博
模

本
」
の
原
本
で
あ
る
、
と
し
た
も
の
だ
が
、
東
博
模
本
を
狩
野
元
信
周
辺
の
作
品
と

す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
異
論
の
な
い
通
説
で
あ
っ
て
、
新
し
い
見
解
で
は
な
く
、

『
徳
川
実
紀
』
の
記
事
に
つ
い
て
も
、村
重
一
九
八
三
が
言
及
し
て
お
り
、新
し
い
発

見
で
は
な
い
。

東
博
模
本
に
つ
い
て
は
、
筆
者
も
す
で
に
見
解
を
発
表
し
て
い
る
が
、
歴
博
甲
本

と
の
関
係
で
言
え
ば
、
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
て
お
り
、
同
一
の
工
房
な
い
し
画
派

の
中
で
作
ら
れ
た
作
品
と
見
る
の
が
妥
当
と
考
え
る
。

な
お
、こ
の
論
文
で
黒
田
氏
は
、屏
風
の
呼
び
方
に
つ
い
て
も
取
上
げ
て
い
る
。
今

日
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
絵
画
は
、
初
期
の
作
品
で
は
、「
土
佐
洛

中
の
図
屏
風
」「
古
法
眼
元
信
洛
中
図
屏
風
」
と
、「
洛
中
図
屏
風
」
と
呼
ば
れ
て
お 

り
、ま
た
い
わ
ゆ
る
第
二
定
型
と
思
わ
れ
る
、天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
に
小
田
原
藩

主
と
な
っ
た
稲
葉
正
往
が
献
上
し
た
屏
風
は
「
洛
中
外
の
図
の
屏
風
一
双
」
と
さ
れ
て

い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
「
洛
中
」
か
ら
「
洛
中
外
」
へ
と
名
称
が
変
わ
っ
て
い
る

こ
と
は
、お
そ
ら
く
描
か
れ
た
範
囲
の
広
が
り
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
記
録

の
博
捜
を
行
っ
た
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
と
評
価
で
き
よ
う
。

4
．
描
か
れ
た
将
軍
御
所
は
何
か

末
柄
豊
「
大
永
五
年
に
完
成
し
た
将
軍
御
所
の
所
在
地
│
洛
中
洛
外
図
屏
風
歴
博

甲
本
の
研
究
の
た
め
に
│
」『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
附
属 

画
像
資
料
解
析
セ
ン

タ
ー
通
信
』
第
五
四
号
、
二
〇
一
一
年
七
月

歴
博
甲
本
に
描
か
れ
た
将
軍
御
所
所
在
地
の
問
題
は
、
先
述
の
様
に
発
注
者
や
制

作
目
的
を
考
え
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
文
献
史
料
か
ら
指

摘
を
行
っ
た
論
文
で
あ
る
。
口
頭
報
告
は
本
共
同
研
究
の
研
究
会
で
行
わ
れ
た
も
の
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だ
が
、
議
論
の
混
乱
を
抑
え
、
研
究
を
進
展
さ
せ
る
た
め
に
、
先
に
発
表
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
本
報
告
書
に
は
そ
の
内
容
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
こ
で
主
な

点
を
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

末
柄
氏
が
指
摘
し
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
点
で
あ
る
。

① 
高
橋
康
夫
氏
と
小
島
が
用
い
て
き
た
、『
後
鑑
』
所
収
の
「
御
作
事
日
記
」
の
原

本
は
、天
理
図
書
館
所
蔵
の
「
御
作
事
方
日
記
」
で
あ
り
、『
後
鑑
』
所
収
の
記
事
は

抜
粋
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
全
体
、
お
よ
び
「
上
杉
家
文
書
」
中
に
見
え
る
御
所
の
位

置
の
記
述
か
ら
は
、
歴
博
甲
本
に
描
か
れ
た
将
軍
御
所
は
、
細
川
邸
の
北
、
細
川
氏

の
被
官
で
あ
る
香
川
氏
ら
の
屋
敷
地
だ
っ
た
場
所
に
大
永
五
年
（
一
五
二
五
）
に
造

ら
れ
た
御
所
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
、
絵
空
事
と
し
て
疑
う
必
要
は
な
い
。

② 

こ
の
自
邸
近
く
の
場
所
に
将
軍
御
所
を
移
転
さ
せ
よ
う
と
し
た
細
川
高
国
の
意

図
は
、
か
つ
て
足
利
義
稙
に
背
か
れ
た
よ
う
な
将
軍
の
離
反
を
防
ぐ
た
め
と
思
わ
れ

る
が
、
専
横
と
い
う
印
象
を
避
け
る
た
め
に
、
幕
府
側
の
主
体
的
な
意
志
と
し
て
立

地
を
決
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
幕
府
直
臣
た
ち
は
従
わ
ず
、
結
局
自
ら
提

案
さ
せ
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

③ 

自
邸
の
北
側
に
将
軍
御
所
を
定
め
、稙
国
へ
の
家
督
継
承
を
果
た
し
た
大
永
五
年

四
月
下
旬
の
高
国
は
、
確
か
に
そ
の
権
力
の
絶
頂
に
達
し
て
お
り
、
細
川
邸
と
将
軍

御
所
と
が
立
ち
並
ぶ
上
京
を
描
く
歴
博
甲
本
に
高
国
の
理
想
の
実
現
を
読
み
取
っ
た

小
島
の
見
解
は
、
文
献
史
料
に
よ
る
考
証
の
精
確
さ
が
足
り
ず
、
絵
画
史
料
の
読
解

に
慎
重
さ
を
欠
く
と
い
う
難
点
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
も
っ
て
は
却
け
得
な
い
。

以
上
の
末
柄
氏
の
指
摘
に
異
論
は
な
い
。「
御
作
事
日
記
」の
原
本
の
存
在
な
ど
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
指
摘
に
感
謝
し
て
不
明
を
恥
じ

る
の
み
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
筆
者
が
用
い
た
『
後
鑑
』
所
収
の
部
分
だ
け
で
も
、

結
論
は
変
わ
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、
全
文
に
よ
っ
て
考
察
す
べ
き
だ
っ
た
の
は

当
然
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
幕
府
直
臣
と
細
川
高
国
の
駆
け
引
き
や

思
惑
に
つ
い
て
も
、
指
摘
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

重
要
な
の
は
、
歴
博
甲
本
の
主
題
を
読
み
解
く
上
で
最
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て

い
る
、
描
か
れ
た
将
軍
御
所
が
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
確
か
な
文

献
史
料
に
よ
っ
て
決
着
が
つ
い
た
こ
と
で
あ
る
。
将
軍
御
所
と
し
て
は
、
た
し
か
に

高
橋
康
夫
氏
の
言
う
よ
う
に
異
例
の
位
置
に
あ
り
、
し
か
も
短
期
間
で
廃
絶
し
た
こ

の
御
所
が
、
な
ぜ
あ
え
て
描
か
れ
て
い
る
の
か
。
そ
の
点
を
抜
き
に
し
て
歴
博
甲
本

の
制
作
事
情
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、こ
れ
で
は
っ
き
り
し
た
と
言
え
る
。

5
．
再
び
作
者
の
問
題　

マ
シ
ュ
ー
・
P
・
マ
ッ
ケ
ル
ウ
ェ
イ
「
書
評　

小
島
道
裕
『
描
か
れ
た
戦
国
の
京

都
』」『
美
術
研
究
』
第
四
〇
四
号
、
二
〇
一
一
年
八
月

美
術
史
の
立
場
か
ら
の
拙
著
へ
の
批
判
で
、「
歴
博
甲
本
」
の
作
者
の
問
題
が
中
心

で
あ
る
。
基
本
的
に
美
術
史
的
な
意
味
で
の
情
報
の
重
要
さ
の
指
摘
で
あ
り
、
絵
は

歴
史
資
料
と
し
て
「
読
ま
れ
る
」
以
前
に
「
見
ら
れ
る
」
も
の
で
、
筆
者
の
方
法
は

そ
の
点
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

内
容
的
な
読
み
解
き
に
関
し
て
は
、マ
ッ
ケ
ル
ウ
ェ
イ
氏
の
研
究
に
は
、
人
物
像
へ

の
注
目
や
、
尼
寺
の
描
写
な
ど
、
筆
者
も
す
で
に
引
用
し
て
い
る
有
用
な
も
の
が
あ
る

が
、
結
論
と
し
て
は
か
な
り
違
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
今
回
も
、
描
か
れ
て
い
る
将

軍
御
所
の
比
定
や
、
細
川
高
国
・
稙
国
ら
に
関
わ
る
年
代
か
ら
制
作
年
代
を
絞
っ
た

筆
者
の
方
法
に
つ
い
て
、「
特
定
の
政
治
的
瞬
間
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は

ひ
と
つ
の
都
合
の
い
い
考
え
方
」
で
あ
り
、か
つ
て
今
谷
明
氏
が
上
杉
本
で
試
み
た
よ

う
に
都
市
を
単
一
の
時
点
で
捕
捉
し
よ
う
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
、
と
す
る
。

す
な
わ
ち
、
上
杉
本
を
め
ぐ
っ
て
、
歴
史
研
究
者
で
あ
る
今
谷
氏
と
美
術
史
研
究

者
と
の
間
で
行
な
わ
れ
た
論
争
か
ら
何
も
学
ん
で
い
な
い
、
と
い
う
の
が
第
一
の
批

判
点
で
あ
る
。
基
本
的
な
立
場
の
相
違
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
し
、
筆
者
の
作
業
が
不
十

分
で
あ
る
こ
と
も
た
し
か
だ
が
、
し
か
し
当
時
と
は
当
然
状
況
は
異
な
っ
て
お
り
、

「
見
る
立
場
」
と
「
読
む
立
場
」
の
相
互
理
解
や
、絵
の
解
釈
に
は
両
方
が
必
要
で
あ

（
9
）
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る
と
い
う
こ
と
の
認
識
は
、
こ
の
間
に
進
ん
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
筆
者
も
、
か
つ

て
の
今
谷
氏
の
よ
う
に
、
歴
博
甲
本
全
体
が
あ
る
一
つ
の
時
点
を
示
し
て
い
る
と
単

純
に
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
描
か
れ
た
事
物
の
検
討
か
ら
、
制
作
の

目
的
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
年
代
を
絞
り
込
む
こ
と
も
可

能
と
考
え
、
そ
の
立
場
を
意
識
的
に
突
き
詰
め
て
み
た
の
が
こ
れ
ま
で
提
示
し
た
仮

説
で
あ
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
繰
り
返
さ
な
い
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
基

本
的
に
は
維
持
で
き
る
と
考
え
て
い
る
し
、マ
ッ
ケ
ル
ウ
ェ
イ
氏
が
述
べ
る
よ
う
な
、

将
軍
邸
の
前
を
歩
く
集
団
先
頭
の
少
年
、
す
な
わ
ち
黒
田
氏
が
別
稿
で
細
川
稙
国
に

比
定
し
た
人
物
像
を
「
若
き
将
軍
義
晴
な
い
し
お
そ
ら
く
そ
の
息
子
義
輝
で
は
な
い

か
」
と
す
る
よ
う
な
説
は
、
後
述
の
よ
う
に
退
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
、
描
か
れ
た
事
物
に
関
わ
る
無
理
な
解
釈
は
、
マ
ッ
ケ
ル
ウ
ェ
イ
氏

が
、
作
者
を
狩
野
松
栄
と
考
え
て
い
る
事
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
狩
野
元
信
の
子
で

あ
り
狩
野
永
徳
の
父
で
あ
る
狩
野
松
栄
は
、永
正
一
六
年
（
一
五
一
九
）
に
生
ま
れ
、

天
正
二
〇
年
（
一
五
九
二
）
に
没
し
た
と
さ
れ
、
歴
博
甲
本
の
制
作
年
代
を
上
限
の

一
五
二
五
年
よ
り
で
き
る
だ
け
下
げ
る
必
要
が
生
じ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
佐
藤
康
宏
氏
が
歴
博
甲
本
の
受
注
者
を
土
佐
光
信
と
す
る
た
め
に
、
将
軍

御
所
な
ど
に
無
理
な
比
定
を
行
な
っ
て
年
代
を
上
げ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
似
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
、「
見
る
立
場
」
の
要
請
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
事
物
の
比
定
を
行

な
う
こ
と
、
つ
ま
り
「
作
者
は
誰
の
は
ず
だ
か
ら
個
々
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
は
何

だ
」
と
す
る
こ
と
は
、
作
者
の
比
定
に
確
か
な
根
拠
が
な
い
場
合
、
恣
意
的
な
結
果
に

陥
る
危
険
性
が
高
い
。
そ
れ
は
、ま
ず
歴
史
資
料
と
し
て
の
「
読
む
立
場
」
の
合
理
性

に
よ
っ
て
決
め
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、絵
は
も
ち
ろ
ん

完
全
な
同
時
代
性
を
持
っ
た
写
真
の
よ
う
な
存
在
で
は
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
、
同
時

代
を
描
こ
う
と
し
た
絵
画
に
同
時
代
的
な
事
実
や
背
景
を
読
み
取
る
こ
と
を
こ
と
さ

ら
に
否
定
す
る
必
要
は
な
く
、
そ
れ
は
条
件
次
第
で
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

筆
者
は
、「
読
む
立
場
」
か
ら
の
検
討
に
よ
っ
て
、作
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
狩
野

元
信
の
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
先
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
主
に
描

か
れ
た
事
物
の
歴
史
的
な
解
釈
と
背
景
の
考
察
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
た
め
、

絵
画
自
体
と
し
て
の
検
討
は
、
あ
ま
り
行
な
っ
て
い
な
い
。
マ
ッ
ケ
ル
ウ
ェ
イ
氏
の

中
心
的
な
批
判
は
こ
の
点
に
あ
り
、
狩
野
元
信
と
推
定
す
る
た
め
の
比
較
材
料
を
提

示
し
て
お
ら
ず
、
視
覚
的
分
析
が
な
さ
れ
て
い
な
い
、
と
し
て
い
る
。

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
見
る
立
場
」
の
人
間
で
は
な
い
筆
者
は
む
し
ろ
慎
ん
で
き

た
の
だ
が
、
や
は
り
作
者
の
問
題
を
考
え
る
上
で
避
け
て
は
通
れ
ず
、
こ
こ
で
マ
ッ

ケ
ル
ウ
ェ
イ
氏
の
主
張
で
あ
る
狩
野
松
栄
説
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
そ
れ
は
一
定
の

合
理
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

氏
が
松
栄
説
の
根
拠
と
し
て
あ
げ
て
い
る
も
の
の
内
、
特
に
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
所

蔵
の
扇
面
に
つ
い
て
は
、
幸
い
二
〇
一
二
年
三
月
〜
六
月
に
東
京
国
立
博
物
館
で
実

見
す
る
こ
と
が
で
き
、
た
し
か
に
モ
チ
ー
フ
も
描
き
方
も
歴
博
甲
本
と
よ
く
似
た
も

の
が
あ
る
。
他
に
筆
者
が
気
の
付
い
た
例
で
は
、
出
光
美
術
館
所
蔵
「
扇
面
貼
交
屏

風
」
に
含
ま
れ
る
、
京
都
の
名
所
を
描
い
た
直
信
印
の
扇
面
も
同
様
で
あ
る
。
筆
者

が
こ
れ
ま
で
見
た
限
り
で
は
、
こ
れ
ら
以
上
に
歴
博
甲
本
に
似
た
も
の
は
な
い
。

比
較
の
対
象
と
し
て
説
得
力
の
あ
る
例
を
示
し
た
マ
ッ
ケ
ル
ウ
ェ
イ
氏
の
研
究

は
、
一
定
の
評
価
を
受
け
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
で
は
歴
博
甲
本
の
作
者
は

狩
野
松
栄
か
と
い
う
と
、し
か
し
そ
う
は
な
ら
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
通
り
、「
読
む

立
場
」
か
ら
す
る
と
、
歴
博
甲
本
の
将
軍
御
所
は
、
大
永
五
年
（
一
五
二
五
）
に
細

川
高
国
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
「
柳
の
御
所
」
で
あ
る
と
せ
ざ
る
を
得
ず
、
制
作
年

代
を
そ
こ
か
ら
大
き
く
下
げ
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
、
狩
野
松
栄
が
活
躍
し
た
時

期
は
、
洛
中
洛
外
図
屏
風
で
言
え
ば
、
早
く
て
も
東
博
模
本
の
こ
ろ
か
更
に
後
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
点
か
ら
考
え
て
も
、
歴
博
甲
本
の
作
者
に
比
定
す
る
こ
と
は

無
理
で
あ
ろ
う
。

作
者
の
問
題
に
つ
い
て
現
在
見
解
を
述
べ
る
な
ら
、
狩
野
元
信
周
辺
の
、
後
の
狩

野
松
栄
な
い
し
直
信
印
の
名
所
扇
面
に
近
い
絵
を
描
く
画
家
が
中
心
に
な
っ
て
制
作

し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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6
．
制
作
の
目
的
と
発
注
者
に
つ
い
て

黒
田
日
出
男「
歴
博
甲
本
の
主
人
公
と
注
文
主
そ
し
て
制
作
年
―
初
期
洛
中
洛
外
図

屏
風
の
読
み
方（
一
）―
」〔『
立
正
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』第
二
八
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
〕

歴
博
甲
本
と
そ
れ
を
含
む
初
期
洛
中
洛
外
図
屏
風
四
本
（
他
は
東
博
模
本
、
上
杉

本
、
歴
博
乙
本
）
に
つ
い
て
、
描
か
れ
た
も
の
の
比
較
を
行
な
い
つ
つ
、
歴
博
甲
本

の
制
作
事
情
に
つ
い
て
黒
田
氏
独
自
の
見
解
を
述
べ
た
文
章
。
初
期
洛
中
洛
外
図
屏

風
四
本
の
制
作
年
代
や
継
承
関
係
に
つ
い
て
は
、歴
博
乙
本
が
紹
介
さ
れ
た
当
初
は
、

歴
博
乙
本
を
上
杉
本
に
先
行
す
る
も
の
と
す
る
見
解
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
歴
博
乙

本
の
研
究
が
進
ん
で
、
風
俗
面
で
近
世
的
な
要
素
が
多
く
見
出
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か

ら
、
現
在
で
は
、
歴
博
甲
本
↓
東
博
模
本
↓
上
杉
本
↓
歴
博
乙
本
と
い
う
順
番
は
定

説
化
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
く
、今
日
特
に
再
確
認
が
必
要
な
論
点
と
は
思
え
な
い
。

四
本
の
図
像
の
比
較
に
つ
い
て
は
、『
洛
中
洛
外
図
大
観
』
の
解
説
の
引
用
が
中
心
だ

が
、
い
く
つ
か
の
場
面
で
解
釈
に
違
和
感
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
で
ま
と

め
て
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
（
補
注
）。

こ
の
稿
で
黒
田
氏
が
新
た
に
述
べ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
筆
者
が
す
で
に
仮
説
を

提
示
し
た
、歴
博
甲
本
の
注
文
主
と
そ
の
意
向
に
つ
い
て
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、

筆
者
も
当
然
な
が
ら
歴
博
甲
本
以
下
の
初
期
洛
中
洛
外
図
屏
風
を
注
文
生
産
と
み
な

し
、
そ
の
発
注
者
と
制
作
の
目
的
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
黒
田
氏
の
述
べ
る
よ

う
な
、「
注
文
主
の
意
図
に
関
わ
る
特
別
な
表
現
を
見
出
し
、
そ
れ
ら
の
分
析
・
読
解

か
ら
注
文
主
と
制
作
年
代
、
そ
し
て
当
該
屏
風
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
条
件
・
政
治
生

活
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
か
、
と
い
っ
た
諸
点
を
解
明
し
て
い
く
べ
き
な
の
で

あ
る
」
と
い
う
主
張
は
、
本
人
も
言
う
と
お
り
常
識
に
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、
筆
者

も
行
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
黒
田
氏
は
そ
れ
を
「
誤
読
」
と
し
て
退
け
、
自
ら
の
見

解
を
述
べ
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

黒
田
氏
は
、「
歴
博
甲
本
の
主
人
公
と
注
文
主
そ
し
て
制
作
年
」
と
題
す
る
章
で
、

主
人
公
的
な
人
物
の
候
補
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
条
件
を
挙
げ
、
そ
れ
に
合
致
し
た

「
主
人
公
的
表
現
」
と
し
て
、
一
人
の
人
物
に
絞
り
込
め
る
、
と
す
る
。

そ
れ
は
、
公
方
邸
に
や
っ
て
く
る
一
団
の
先
頭
に
い
る
若
者
で
、
こ
の
人
物
が
特

別
で
あ
る
理
由
、
そ
し
て
歴
博
甲
本
の
制
作
目
的
と
時
期
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

説
明
す
る
。

①
こ
の
若
者
は
長
小
結
の
烏
帽
子
を
着
け
て
い
る
が
、
初
期
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
中

に
は
他
に
一
人
も
い
な
い
。

②
肝
心
の
「
公
方
様
」
の
門
前
に
描
か
れ
て
い
る
。

③
顔
が
白
く
塗
ら
れ
て
い
る
の
で
、
高
貴
な
、
身
分
の
高
い
存
在
で
あ
る
。　

④
後
に
続
く
武
士
と
は
違
う
直
垂
で
、
白
地
錦
と
思
わ
れ
る
。

⑤
小
柄
で
長
小
結
を
着
用
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
若
者
は
一
七
、八
歳
以
前
で
あ
る
。

⑥
歴
博
甲
本
の
注
文
主
が
細
川
高
国
か
そ
の
周
辺
の
人
物
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ

り
、
高
国
の
近
く
で
当
時
一
七
、八
歳
前
の
御
曹
司
的
人
物
は
、
細
川
稙
国
し
か
い
な
い
。

⑦
大
館
常
興
の
『
大
館
記
』
に
は
、
細
川
稙
国
は
一
七
、八
ま
で
「
一
段
長
き
長
小 

結
」
を
着
け
て
い
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

⑧
従
っ
て
、
歴
博
甲
本
の
「
公
方
様
」
の
門
前
を
歩
く
こ
の
若
者
は
、
そ
の
主
人
公

と
し
て
表
現
さ
れ
た
細
川
稙
国
で
あ
る
。

⑨
細
川
稙
国
が
長
小
結
烏
帽
子
を
着
け
て
い
た
の
は
、
大
永
五
年
四
月
に
家
督
を
嗣

ぐ
以
前
で
あ
り
、
細
川
殿
の
北
に
将
軍
御
所
は
ま
だ
存
在
し
な
い
。

⑩
将
軍
御
所
は
西
面
を
正
面
と
す
る
の
で
、
歴
博
甲
本
が
東
を
正
面
に
描
く
の
は
、

「
細
川
殿
」「
典
厩
」
の
北
側
に
「
公
方
様
」
を
描
く
演
出
的
表
現
で
あ
る
。

⑪
そ
れ
は
、
実
際
に
義
晴
が
移
徙
し
た
御
所
を
描
い
た
の
で
は
な
く
、
細
川
高
国
の

政
治
構
想
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

⑫
歴
博
甲
本
が
注
文
制
作
さ
れ
た
の
は
、
高
国
が
将
軍
御
所
の
移
築
を
言
い
出
し
た

大
永
四
年
春
か
前
年
の
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
で
あ
る
。
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こ
の
説
明
に
つ
い
て
、
一
つ
ず
つ
検
証
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
①
。
黒
田
氏
が
、
特
別
な
描
き
方
を
さ
れ
て
い
る
、
と
み
な
し
た
の
は
、
こ

の
人
物
が
、
烏
帽
子
の
両
側
に
紐
が
飛
び
出
し
た
「
長
小
結
」
と
呼
ば
れ
る
独
特
な

烏
帽
子
を
着
用
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
中
に
長
小
結
が
描
か

れ
て
い
る
の
は
こ
の
例
し
か
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
に

意
味
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
長
小
結
は
、
室
町
時
代
後
期
に
特
徴
的
な
風
俗
で
あ

る
か
ら
、
ま
ず
時
代
的
に
外
れ
た
洛
中
洛
外
図
屏
風
に
描
か
れ
て
い
な
い
の
は
当
然

だ
し
、
歴
博
甲
本
以
外
の
初
期
洛
中
洛
外
図
屏
風
に
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
歴

博
甲
本
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。

歴
博
甲
本
の
中
で
一
つ
だ
け
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
に
描
く
べ
き
場
面

が
一
つ
だ
か
ら
と
は
言
え
る
が
、
そ
れ
は
黒
田
氏
の
言
う
よ
う
に
、
い
き
な
り
特
殊

な
も
の
と
解
釈
し
な
く
て
も
、「
長
小
結
」
自
体
が
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
の
だ
か 

ら
、
黒
田
氏
が
拙
著
へ
の
書
評
で
主
張
さ
れ
た
よ
う
に
、
一
般
的
な
風
俗
を
表
わ
し

た
も
の
と
見
て
問
題
な
い
。

こ
の
長
小
結
烏
帽
子
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
下
坂
守
氏
の
研
究
が
あ
る
〔
下
坂

二
〇
〇
三
〕。
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
『
足
利
将
軍
若
宮
八
幡
宮
参
詣
絵
巻
』

は
、
歴
博
甲
本
と
同
時
代
の
、
将
軍
を
め
ぐ
る
風
俗
が
描
か
れ
て
い
る
点
で
も
貴
重

な
資
料
で
あ
り
、
黒
田
氏
が
な
ぜ
参
照
し
て
い
な
い
の
か
不
審
な
の
だ
が
、
そ
こ
で

下
坂
氏
は
、
歴
博
甲
本
の
例
も
引
い
て
、
そ
れ
が
行
列
を
先
導
す
る
「
小
者
（
御
小

者
）」
と
い
う
、
成
人
前
の
少
年
が
務
め
た
役
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

筆
者
が
こ
の
人
物
を
先
導
役
の
小
者
と
し
た
の
も
、
当
然
こ
の
下
坂
氏
の
研
究
に
依

拠
し
た
も
の
で
あ
り
、
黒
田
氏
が
異
論
を
唱
え
る
な
ら
、
ま
ず
下
坂
氏
の
解
釈
が
成

り
立
た
な
い
こ
と
を
示
す
べ
き
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
し
、
成
功

す
る
と
も
思
え
な
い
。

黒
田
氏
の
立
論
は
、
以
下
は
故
実
書
の
都
合
の
よ
い
解
釈
を
行
な
っ
て
い
る
だ
け

だ
が
、
一
応
た
ど
っ
て
み
た
い
。

②
「
公
方
様
」
の
門
前
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、も
ち
ろ
ん
意
味
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
筆
者
が
提
示
し
た
、
将
軍
邸
に
挨
拶
に
来
る
武
家
の
行
列
を
描
い
た
と
す
る

解
釈
で
問
題
な
い
。
長
小
結
烏
帽
子
の
小
者
は
、
お
そ
ら
く
実
態
で
あ
る
と
共
に
、

こ
の
一
行
が
武
家
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
特
に
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
歴

博
甲
本
の
中
に
一
人
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
の
は
、
武
家
の
大
規
模
な
行
列
は
一
つ

し
か
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
他
に
描
く
べ
き
場
面
が
特
に
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

③
顔
が
白
く
塗
ら
れ
て
い
る
例
は
、
歴
博
甲
本
で
は
、
公
家
、
女
性
、
子
供
な
ど

に
見
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、
体
が
小
さ
い
の
で
、
子
供
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

④
直
垂
の
生
地
ま
で
特
定
で
き
る
か
は
定
か
で
な
い
が
、
そ
れ
ほ
ど
特
別
な
も
の

と
は
思
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
斯
波
邸
の
室
内
に
描
か
れ
た
少
年
の
方
が
、
ず
っ
と

豪
華
な
服
装
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

⑤
〜
⑧
は
、故
実
書
の
記
載
か
ら
、こ
の
人
物
が
一
七
、八
歳
の
細
川
稙
国
を
描
い

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
が
、
解
釈
に
多
く
の
誤
り
が
あ

り
、
成
り
立
た
な
い
。

ま
ず
、
⑤
こ
の
人
物
が
小
柄
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
少
年
の
表
現

と
見
る
他
な
く
、「
一
七
、八
歳
」
は
無
理
で
あ
る
。
中
世
に
お
い
て
は
一
五
歳
以
上

は
成
人
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
、
十
代
前
半
か
さ
ら
に
若
い
童
子
が
、
成
人
用
で
は
な

い
烏
帽
子
を
着
け
て
先
導
役
を
つ
と
め
て
い
る
、
と
み
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
、

こ
の
人
物
が
主
人
公
的
な
存
在
で
あ
れ
ば
、
他
の
人
物
よ
り
も
大
き
く
描
く
の
が
自

然
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
小
さ
く
描
く
こ
と
は
考
え
が
た
い
。
絵
画
の
解
釈
と
し
て
、

か
な
り
無
理
が
あ
る
。

次
に
⑦
故
実
書
の
解
釈
だ
が
、
黒
田
氏
の
挙
げ
た
「
大
館
記
」
の
記
述
は
次
の
も

の
で
あ
る
。

　

一
こ
ゆ
ひ
の
事
、
長
こ
ゆ
ひ
の
ゑ
ほ
し
ハ
、
い
つ
ま
て
め
さ
れ
候
哉
、
高
国
の

御
そ
く
六
郎
殿
ハ
、十
七
、八
に
て
ご
入
候
つ
る
、一
段
な
か
き
な
か
こ
ゆ
い

に
て
ご
入
候
つ
る
、

黒
田
氏
は
こ
の
記
述
か
ら
、「
細
川
稙
国
の
被
っ
て
い
る
一
段
と
な
が
い
長
小
結
の

烏
帽
子
は
、彼
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
〈
し
る
し
〉
で
あ
っ
た
。」
と
結
論
づ
け
る
の
だ

（
15
）
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が
、
そ
れ
は
無
理
だ
ろ
う
。
大
館
常
興
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
の
は
、「
長
小
結
の
烏

帽
子
は
何
歳
く
ら
い
ま
で
着
け
る
も
の
で
し
ょ
う
か
？
」
と
い
う
一
般
的
な
質
問
に

対
し
て
、
自
分
の
知
っ
て
い
る
例
を
挙
げ
て
、「
細
川
六
郎
殿
の
場
合
は
十
七
、八
ま

で
で
し
た
。
一
段
と
長
い
長
小
結
で
し
た
」
と
述
懐
し
な
が
ら
答
え
て
い
る
に
過
ぎ

ず
、
長
小
結
の
烏
帽
子
が
す
な
わ
ち
細
川
稙
国
を
示
す
と
い
う
こ
と
に
は
、
も
ち
ろ

ん
な
ら
な
い
。

下
坂
氏
が
先
述
の
研
究
で
挙
げ
て
い
る
例
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　

一
、
長
こ
ゆ
ひ
の
ゑ
ほ
し
に
て
走
に
参
勤
例
事
、慈
照
院
殿
様
御
代
に
も
、藤
民

部
殿
十
六
歳
に
て
被
召
加
候
て
、長
こ
ゆ
ひ
に
て
久
敷
祗
候
、（『
走
衆
故
実
』）

こ
れ
は
、「
小
者
」
の
場
合
と
は
逆
の
、
成
人
が
勤
め
る
「
走
」
の
役
に
長
小
結
で

参
加
し
た
記
述
だ
が
、
こ
れ
を
見
れ
ば
、
質
問
事
項
に
対
し
て
知
っ
て
い
る
例
を
挙

げ
て
答
え
る
、
と
い
う
共
通
し
た
書
き
方
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
例
は
特
別

な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
般
化
す
る
た
め
の
例
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

従
っ
て
、
こ
の
小
柄
な
人
物
は
、
一
七
、八
歳
近
く
で
も
な
け
れ
ば
、「
御
曹
司
」

で
も
な
い
の
で
あ
り
、
細
川
稙
国
で
あ
る
と
い
う
黒
田
氏
の
推
論
は
根
拠
が
な
い
。

⑥
と
⑧
で
、
歴
博
甲
本
の
発
注
者
を
細
川
高
国
な
い
し
そ
の
周
辺
と
す
る
こ
と
と
、

細
川
稙
国
を
こ
の
屏
風
の
主
人
公
と
す
る
こ
と
は
、元
々
筆
者
の
唱
え
た
説
で
あ
り
、

黒
田
氏
は
そ
れ
に
同
意
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
細
川
稙
国
の
像
を
筆
者
と
別
の
所
に
探

そ
う
と
し
た
試
み
は
、
以
上
の
よ
う
に
成
功
し
て
い
な
い
。

⑨
と
⑩
の
、
歴
博
甲
本
の
左
隻
右
半
は
細
川
高
国
の
政
権
構
想
を
描
い
た
も
の
で

あ
る
、
と
す
る
の
も
、
ま
さ
に
筆
者
の
説
そ
の
も
の
で
、
黒
田
氏
は
こ
れ
に
も
同
意

さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
将
軍
御
所
が
東
向
き
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
を
現
実
の
も
の
で
は
な
い
、と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
検
証
し
て
お
き
た
い
。

黒
田
氏
は
、
筆
者
が
歴
博
甲
本
の
将
軍
御
所
（
柳
の
御
所
）
が
東
向
き
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
こ
と
を
現
実
と
考
え
た
こ
と
に
対
し
、
そ
れ
は
建
築
史
家
で
あ
る
高
橋

康
夫
氏
の
意
見
に
反
し
、
史
料
を
挙
げ
て
い
な
い
、
と
し
て
い
る
が
、
高
橋
氏
が
将

軍
御
所
を
西
面
と
す
る
根
拠
は
、
川
上
貢
の
研
究
〔
川
上
一
九
六
七
〕
で
あ
り
、
川
上

も
ま
た
、
建
築
の
構
成
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で
、
規
範
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料

を
挙
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
将
軍
邸
の
正
面
に
つ
い
て
は
、
義
政
の
「
花
の
御

所
」
ま
で
の
御
所
が
、個
別
の
事
実
と
し
て
、「
何
れ
も
西
面
を
晴
と
し
た
」
と
さ
れ

て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
後
の
御
所
の
正
面
を
考
え
る
と
、
ま
ず
「
柳
の
御
所
」
に
先
立
つ
義

政
・
義
尚
の
「
小
川
御
所
」
は
、
歴
博
甲
本
に
も
描
か
れ
て
い
る
、
小
川
に
面
し
た
尼

寺
「
南
の
御
所
」
の
こ
と
で
、
川
上
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
東
面
で
あ
る
。
そ
し

て
、「
柳
の
御
所
」
の
後
に
造
ら
れ
た
将
軍
御
所
、
義
晴
が
天
文
年
間
に
住
ん
だ
「
今

出
川
御
所
」
も
、
場
所
は
花
の
御
所
と
同
じ
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
「
今
出

川
御
所
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
西
側
の
室
町
通
で
は
な
く
、
東
側
の
今
出
川
通
（
現
在

の
烏
丸
通
）
に
面
し
て
い
た
た
め
と
考
え
ざ
る
を
得
ず
、従
っ
て
そ
れ
は
東
面
の
は
ず

で
あ
る
。
以
上
を
ま
と
め
れ
ば
、
応
仁
文
明
の
乱
以
降
、
実
は
西
面
と
確
認
で
き
る
将

軍
御
所
は
な
く
、「
柳
の
御
所
」
の
先
後
の
御
所
は
東
面
で
あ
っ
て
、「
西
面
」
と
い
う

伝
統
は
す
で
に
な
く
な
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
だ
し
、細
川
邸
と
並
び
立
つ
こ
と
に
意

味
が
あ
る
「
柳
の
御
所
」
は
、
細
川
邸
と
同
じ
東
面
に
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

以
上
は
す
で
に
拙
著
で
も
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
だ
が
、
黒
田
氏
は
論
証
部
分
が

な
い
か
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
⑪
の
、
歴
博
甲
本
の
将
軍
御

所
は
細
川
高
国
の
構
想
で
あ
っ
て
現
実
で
は
な
い
、
と
い
う
議
論
は
根
拠
が
な
い
。
構

想
が
現
実
と
な
る
の
を
確
認
し
て
描
か
せ
た
、と
見
て
何
ら
不
都
合
は
な
い
の
で
あ
る
。

⑫
の
、
歴
博
甲
本
が
発
注
さ
れ
た
の
が
、
高
国
が
御
所
移
転
を
言
い
出
し
た
大
永

四
年
春
な
い
し
前
年
の
秋
ま
た
は
冬
と
す
る
こ
と
も
、
や
は
り
合
理
的
で
は
な
い
。

長
小
結
烏
帽
子
の
人
物
を
細
川
稙
国
と
す
る
こ
と
自
体
が
誤
り
な
の
で
、
そ
の
年
齢

か
ら
発
注
時
期
を
割
り
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
を
措
く
と
し
て
も
、

将
軍
御
所
の
移
転
先
が
決
ま
る
一
年
以
上
前
に
そ
の
構
想
を
絵
に
す
る
と
い
う
こ
と

に
、
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
描
い
た
絵
を
ど
う
用
い
る
つ
も
り

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
そ
の
時
点
で
構
想
を
絵
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
か
、
そ
の
点
の
説
明
が
、
黒
田
説
に
は
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
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黒
田
氏
も
高
く
評
価
す
る
末
柄
氏
の
論
文
は
、
細
川
高
国
は
、
幕
府
側
か
ら
「
移

転
先
は
細
川
邸
付
近
に
し
た
い
」
と
言
い
出
す
よ
う
に
仕
向
け
た
の
だ
が
、
そ
れ
が

成
功
し
な
か
っ
た
た
め
に
自
ら
そ
れ
を
提
案
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
背

景
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
御
所
の
移
転
を
言
い
出
し
た
時
点
で
、
細
川
邸
と

並
ぶ
将
軍
御
所
と
い
う
自
ら
の
構
想
を
描
い
て
見
せ
た
の
で
は
、
思
惑
が
外
に
広

ま
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
幕
府
側
か
ら
言
い
出
す
よ
う
に
仕
向
け
た
い
、
と
い
う
意

図
と
反
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
上
杉
本
の
よ
う
に
、
誰
か
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

と
し
て
描
か
せ
た
と
い
う
の
な
ら
分
か
る
が
、
外
に
見
せ
ら
れ
な
い
も
の
を
わ
ざ
わ

ざ
発
注
す
る
と
は
思
え
な
い
。
筆
者
の
説
の
よ
う
に
、
大
永
五
年
、
幕
府
の
移
転
先

が
決
ま
り
、
稙
国
が
家
督
を
継
承
し
た
段
階
で
の
発
注
で
あ
れ
ば
、
す
べ
て
の
事
象

を
無
理
な
く
説
明
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
黒
田
氏
の
発
注
者
と
制
作
年
代
に
関
わ
る
考
察
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を

示
し
た
。

黒
田
氏
は
、
先
に
見
た
拙
著
へ
の
書
評
に
お
い
て
は
、
描
か
れ
た
人
物
像
を
特
定
の

人
物
に
比
定
す
る
こ
と
を
認
め
ず
、そ
れ
は
風
俗
の
描
写
で
あ
る
と
主
張
し
た
よ
う

に
思
え
た
。
し
か
し
、
末
柄
氏
の
論
文
に
よ
っ
て
、
描
か
れ
た
幕
府
が
現
実
の
も
の
で

あ
る
こ
と
が
確
定
す
る
と
、
そ
の
関
係
者
に
発
注
者
を
求
め
、
主
人
公
と
し
て
細
川
稙

国
を
措
定
し
―
こ
れ
ら
は
す
な
わ
ち
筆
者
の
説
そ
の
も
の
で
あ
る
―
、
そ
の
人
物
像

を
、
画
中
の
筆
者
の
比
定
以
外
の
場
所
に
求
め
よ
う
と
し
た
。
そ
の
際
、黒
田
氏
が
主

人
公
的
な
人
物
を
捜
す
に
当
た
っ
て
の
条
件
と
し
た
の
は
、
次
の
点
で
あ
る
。

第
一
に
、
そ
の
人
物
（
た
ち
）
が
特
別
な
、
あ
る
い
は
重
要
な
場
所
に
描
か
れ
て

い
る
こ
と
、

第
二
に
、
そ
の
人
物
（
た
ち
）
が
特
別
な
姿
や
行
為
・
し
ぐ
さ
を
し
て
い
て
、
見

る
も
の
が
引
き
つ
け
ら
れ
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、

第
三
に
、
そ
の
人
物
（
た
ち
）
が
特
別
な
行
事
や
出
来
事
の
輪
の
な
か
の
中
心
人

物
で
あ
る
こ
と
、

第
四
に
、
当
該
人
物
が
特
定
人
物
で
あ
る
こ
と
を
文
献
史
料
な
ど
に
よ
っ
て
示
せ

る
こ
と
が
望
ま
し
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
以
上
見
て
き
た
通
り
、
結
局
そ
れ
は
、
何
が
特
別
な
の
か
と
い
う
点
が

解
釈
次
第
で
い
か
よ
う
に
も
な
っ
て
し
ま
う
主
観
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
先
に
伝

来
と
作
者
の
問
題
で
も
指
摘
し
た
が
、
先
に
結
論
を
決
め
て
そ
れ
に
合
わ
せ
て
探
し

て
い
け
ば
、
一
見
こ
れ
ら
の
条
件
に
合
う
説
を
作
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
が
、
し
か

し
そ
れ
は
事
実
と
は
言
え
ず
、
条
件
を
設
定
し
て
も
何
の
保
証
に
も
な
ら
な
い
。

逆
に
言
え
ば
、
黒
田
氏
が
「
片
っ
端
か
ら
特
定
人
物
に
比
定
し
て
い
く
」
と
し
て

批
判
す
る
筆
者
の
仮
説
も
、
黒
田
氏
に
ど
う
見
え
よ
う
と
、
黒
田
氏
が
設
定
し
た
の

と
同
じ
よ
う
な
条
件
を
筆
者
な
り
に
検
討
し
、
全
体
的
な
整
合
性
の
確
認
を
行
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
結
論
と
し
て
は
、
黒
田
氏
の
説
は
、
筆
者
の
説
に
極

め
て
近
い
も
の
で
あ
る
。
違
い
が
あ
る
の
は
、
細
川
稙
国
像
の
比
定
と
、
発
注
の
年

代
だ
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
黒
田
説
に
は
根
拠
が
な
く
、
他
の
要
素
と
の

整
合
性
も
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
や
は
り
筆
者
の
説
の
方
に
合
理
性
が
あ
る
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。

歴
博
甲
本
の
制
作
事
情
を
め
ぐ
る
筆
者
の
説
は
、
描
か
れ
た
将
軍
邸
が
「
柳
の
御

所
」
で
あ
る
と
い
う
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
事
実
を
元
に
、
発
注
者
を
そ
の
関

係
者
に
求
め
た
と
い
う
、
き
わ
め
て
常
識
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
を

一
貫
し
た
ひ
と
つ
の
説
と
し
て
提
示
し
た
の
が
筆
者
で
あ
る
こ
と
は
事
実
な
の
で
、

そ
の
点
は
認
め
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
か
に
不
十
分
な
点
が
多
く
と

も
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
と
し
て
踏
ま
え
て
い
か
な
け

れ
ば
、
そ
の
先
の
研
究
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
作
者
の
問
題
に
つ
い
て
言
え
ば
、
筆
者
は
、
発
注
者
を
細
川
高
国
、
受
注

者
を
狩
野
元
信
、
と
す
る
説
を
唱
え
、
黒
田
氏
は
、
前
稿
で
は
、
伝
来
に
つ
い
て
の

考
察
か
ら
、
作
者
を
土
佐
派
の
絵
師
と
し
て
い
た
の
だ
が
、
発
注
者
を
細
川
高
国
な

い
し
そ
の
周
辺
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
点
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
黒

田
氏
の
主
張
す
る
伝
来
と
、
ど
う
結
び
つ
く
の
だ
ろ
う
か
。
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筆
者
が
推
定
し
た
、
細
川
高
国
と
狩
野
元
信
、
と
い
う
組
合
せ
な
ら
、
絵
巻
や
肖
像

画
の
制
作
と
い
っ
た
関
係
を
す
ぐ
に
指
摘
で
き
る
し
、狩
野
邸
が
画
中
に
描
か
れ
て
い

る
の
も
有
利
な
材
料
で
、
狩
野
元
信
周
辺
の
作
品
と
す
る
こ
と
に
何
の
問
題
も
な
い
。

黒
田
氏
が
依
拠
し
た
佐
藤
康
宏
氏
の
見
解
、す
な
わ
ち
三
条
西
実
隆
と
土
佐
光
信
、

と
い
う
関
係
も
、
支
持
は
で
き
な
い
が
、
発
注
者
と
受
注
者
の
関
係
と
し
て
は
あ
り

得
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
し
か
し
、
細
川
高
国
と
土
佐
派
絵
師
と
な
る
と
、
い
か
な

る
関
係
が
あ
り
、
な
ぜ
関
係
の
深
い
狩
野
元
信
を
差
し
置
い
て
発
注
し
た
の
か
、
そ

の
点
に
つ
い
て
も
新
た
に
説
明
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
歴
博
甲
本
の
制
作
事
情
に
つ
い
て
、
筆
者
が
提
示
し
た
仮
説
を
め
ぐ
る
議

論
を
検
討
し
て
き
た
。
大
永
五
年
（
一
五
二
五
）
四
月
の
細
川
家
に
お
け
る
家
督
相

続
、
お
よ
び
将
軍
御
所
の
細
川
邸
隣
接
地
へ
の
移
転
決
定
を
契
機
と
し
て
、
細
川
高

国
な
い
し
そ
の
周
辺
か
ら
狩
野
元
信
に
発
注
さ
れ
た
、
と
い
う
構
図
は
、
基
本
的
に

変
更
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
筆
者
の
検
討
が
不
十
分
だ
っ
た
点
は
、
こ
の
間

の
研
究
と
議
論
を
経
て
強
化
さ
れ
、
学
界
と
し
て
の
定
説
に
近
づ
い
て
き
た
と
言
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。

描
か
れ
た
も
の
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
筆
者
に
誤
解
や
読
み
込
み
す
ぎ
も
あ
り
、

本
稿
で
も
適
宜
修
正
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
絵
画
は
、
無
論
事
実
そ
の
ま
ま
で
は
な

く
、
ど
こ
が
事
実
な
い
し
歴
史
的
背
景
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
ど
こ
が
絵
画
的

な
表
現
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
さ
ら
に
研
究
を
進
め
る
中
で
経
験
を
積
み
、
弁
別
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
自
戒
を
込
め
て
に
な
る
が
、
研
究
史

を
正
確
に
受
け
止
め
て
、
学
界
と
し
て
の
蓄
積
を
作
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ

う
。
本
稿
と
本
報
告
書
が
、
そ
の
た
め
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

註（
1
）　
「
柳
の
御
所
」
と
い
う
呼
称
は
、『
足
利
季
世
記
』
な
ど
の
二
次
史
料
に
し
か
見
え
な
い
が
、

こ
の
御
所
を
指
す
言
葉
と
し
て
利
用
し
た
い
。
名
称
の
由
来
は
、所
在
地
付
近
の
地
名
「
柳
原
」

に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）　

本
文
で
取
り
上
げ
た
も
の
以
外
で
は
、
以
下
の
書
評
・
紹
介
を
い
た
だ
い
た
。

　

   

松
尾
剛
次
「（
書
評
）「
小
島
道
裕
著
『
描
か
れ
た
戦
国
の
京
都　

洛
中
洛
外
図
屏
風
を
読
む
』」

『
山
形
新
聞
』
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
一
一
日 

     

武
田
恒
夫
「（
書
評
）〔
書
名
略
〕
洛
中
洛
外
図
が
描
い
た
戦
国
の
京
都
か
ら
変
転
す
る
時
代
の

様
相
を
読
み
解
く
―
虚
実
な
い
ま
ぜ
の
図
様
を
観
る
た
の
し
さ
が
生
ま
れ
て
く
る
│
」『
図
書

新
聞
』
二
九
四
六
号
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
九
日

　
　

阿
部
哲
人
「（
新
刊
紹
介
）〔
書
名
略
〕」『
史
学
雑
誌
』
第
一
一
九
編 

第
九
号
、
二
〇
一
〇
年

九
月

　

   

浮
田
倫
太
朗
「（
新
刊
紹
介
）〔
書
名
略
〕」『
洛
北
史
学
』
第
一
二
号
、
二
〇
一
〇
年

　

   

藤
原
重
雄
「（
書
評
）〔
書
名
略
〕」『
歴
博
』
No．
一
六
〇
、二
〇
一
〇
年
五
月

　
　

桃
崎
有
一
郎
「（
新
刊
紹
介
）〔
書
名
略
〕」『
年
報
都
市
史
研
究
』
一
八
、二
〇
一
一
年

（
3
）　

佐
藤
氏
は
そ
の
後
も
、「
歴
博
甲
本
は
十
六
世
紀
初
め
に
土
佐
光
信
（
生
没
年
不
詳
）
の
周

辺
で
作
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
〔
佐
藤　

二
〇
一
〇
〕、
理
由
は
述
べ
ら
れ

て
い
な
い
。
狩
野
元
信
関
係
と
す
る
東
博
模
本
や
、
狩
野
永
徳
の
上
杉
本
と
の
比
較
も
行
な
っ

て
い
る
が
、
同
じ
モ
チ
ー
フ
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
同
じ
画
派
の
作
品
と
考
え
た

方
が
理
解
し
や
す
い
と
思
わ
れ
る
。

（
4
）　

馬
渕
二
〇
一
〇
が
、
土
佐
派
と
す
る
説
を
整
理
し
て
い
る
（
一
〇
七
頁
）
が
、
玉
蟲

一
九
九
六
が
類
似
し
た
モ
チ
ー
フ
を
挙
げ
て
い
る
以
外
は
、
積
極
的
な
根
拠
は
認
め
が
た
い
。

な
お
、
馬
渕
氏
自
身
は
、
現
在
の
所
、
武
田
一
九
八
三
に
従
う
と
し
て
い
る
。

（
5
）　

肖
像
画
等
に
も
例
は
多
い
が
、
目
に
と
ま
っ
た
興
味
深
い
事
例
と
し
て
、
歴
博
甲
本
と
同
時

代
の
窪
田
統
泰
筆
「
日
蓮
聖
人
註
画
讃
」（
京
都
国
立
博
物
館
二
〇
〇
九
に
図
版
所
収
）
を
挙

げ
て
お
き
た
い
。
鎌
倉
の
執
権
北
条
邸
と
い
う
設
定
で
、
武
家
屋
敷
と
主
人
以
下
の
人
物
群
が

描
か
れ
て
お
り
、
俗
人
と
同
じ
服
装
を
し
た
法
体
の
人
物
も
見
受
け
ら
れ
る
。

（
6
）　

小
島
二
〇
一
〇
ｂ
、
な
お
、
こ
れ
ら
の
控
え
る
人
物
に
つ
い
て
最
初
に
注
目
し
た
の
は
水
藤

真
氏
だ
が
、
水
藤
氏
は
、
幕
府
の
家
臣
に
お
け
る
序
列
が
座
る
位
置
に
反
映
す
る
と
い
う
問
題

と
し
て
こ
れ
を
と
ら
え
て
い
る
〔
水
藤　

一
九
八
九
〕。
筆
者
は
、
門
の
内
外
に
座
る
人
物
を

含
め
て
、
将
軍
邸
を
訪
問
中
の
主
人
を
待
ち
控
え
る
従
者
と
見
て
解
釈
し
た
。　

（
7
）　

時
代
の
近
い
肖
像
画
で
も
、武
田
勝
頼
像
の
よ
う
に
当
主
を
中
心
に
家
族
三
人
を
描
く
例
や
、

伝
名
和
長
年
像
の
よ
う
に
小
姓
を
共
に
描
く
例
が
あ
る
。

（
8
）　

な
お
、
黒
田
氏
は
、
書
評
の
最
後
で
「
蛇
足
」
と
し
て
、
筆
者
が
所
蔵
館
の
職
員
で
あ
る
こ
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と
に
関
し
て
、
学
説
の
発
表
の
仕
方
や
所
蔵
館
と
し
て
の
受
け
止
め
方
に
つ
い
て
懸
念
を
述
べ

て
い
る
が
、
博
物
館
が
所
蔵
品
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
を
広
く
伝
え
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ

る
。
黒
田
氏
が
問
題
視
し
た
機
関
誌
『
歴
博
』
は
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
の
媒
体
で
あ
り
、
小
島

二
〇
一
一
の
よ
う
に
署
名
原
稿
と
し
て
新
た
な
説
を
載
せ
る
こ
と
に
は
何
の
問
題
も
な
い
は
ず

で
あ
る
。
展
示
等
の
解
説
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
見
解
で
は
な
い
の
で
、
よ
り
通
説
に
近
い
も

の
に
し
て
い
る
が
、
も
し
問
題
と
お
考
え
な
ら
、
館
宛
て
に
文
書
で
ご
意
見
を
い
た
だ
け
ば
、

組
織
的
に
検
討
し
て
回
答
が
な
さ
れ
る
。　

た
だ
付
言
す
れ
ば
、
展
示
等
の
解
説
は
、
必
ず
し
も
通
説
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
の
で
は
な
く
、

例
え
ば
「
弥
生
時
代
」
の
年
代
観
の
よ
う
な
、学
界
で
の
意
見
が
分
か
れ
る
問
題
に
つ
い
て
も
、

館
と
し
て
の
研
究
に
基
づ
い
て
、
現
時
点
で
最
も
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
説
を
採
用
し
、
そ
の
根

拠
に
つ
い
て
も
説
明
し
て
い
る
。
学
術
的
な
見
解
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
理

解
し
て
い
た
だ
く
こ
と
の
方
が
、
む
し
ろ
重
要
で
あ
る
。　

（
9
）　

設
楽
薫
氏
が
引
用
し
た
、
大
永
五
年
六
月
二
六
日
付
、
神
余
昌
綱
の
長
尾
為
景
充
て
書
状
に
、

「
御
地
ハ
京
兆
之
北
、
香
川
・
安
富
・
秋
庭
・
上
野
殿
以
下
之
地
を
被
相
定
」
な
ど
と
あ
る
〔
設

楽　

二
〇
〇
二
〕。

　

 

な
お
、
筆
者
は
「
香
川
」
を
讃
岐
の
国
人
と
し
て
い
た
が
、
末
柄
氏
か
ら
、
相
模
国
香
川
郷

を
名
字
の
地
と
す
る
西
遷
御
家
人
で
あ
る
と
の
指
摘
を
受
け
た
。
そ
の
よ
う
に
訂
正
し
た
い
。

（
10
）　

狩
野
元
信
と
周
辺
の
人
物
の
生
没
年
等
に
つ
い
て
は
、
辻
一
九
九
四
が
史
料
を
挙
げ
て
詳
し

く
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
に
依
拠
し
た
。

（
11
）　

出
光
美
術
館
蔵
「
扇
面
貼
交
屏
風
」
は
、二
〇
一
一
年
一
〇
月
〜
一
二
月
に
開
催
さ
れ
た
「
長

谷　

川
等
伯
と
狩
野
派
」
展
で
実
見
す
る
こ
と
が
で
き
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
で
の
企
画
展

示
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
と
風
俗
画
」
で
は
一
部
を
パ
ネ
ル
と
し
て
展
示
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

な
お
、
同
屏
風
を
含
む
扇
面
に
つ
い
て
、
黒
田
泰
三 

二
〇
〇
九
に
解
説
が
あ
る
。

（
12
）　

馬
渕
美
穂
氏
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
マ
ッ
ケ
ル
ウ
ェ
イ
二
〇
〇
二
は
「
筆
者
を
狩
野
松
栄

あ
る
い
は
そ
の
工
房
と
す
る
が
、
氏
が
挙
げ
る
他
の
松
栄
作
品
と
の
図
様
や
描
法
の
類
似
は
、

む
し
ろ
歴
博
甲
本
の
筆
者
と
、
松
栄
を
含
む
狩
野
派
の
絵
師
全
般
と
の
強
い
共
通
性
を
明
ら
か

に
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
〔
馬
渕　

二
〇
一
〇
、一
〇
八
頁
〕。

（
13
）　

筆
者
の
著
作
に
対
し
て
は
、
こ
の
論
文
で
も
全
否
定
の
姿
勢
を
取
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
ひ
と

つ
の
見
解
で
あ
る
が
、
先
に
取
り
上
げ
た
末
柄
論
文
に
対
し
て
、「
そ
れ
で
も
小
島
説
を
擁
護

す
る
の
は
、
末
柄
が
小
島
と
共
同
研
究
を
し
て
い
る
せ
い
な
の
だ
ろ
う
」
と
記
し
て
い
る
こ
と

は
、
末
柄
氏
お
よ
び
当
共
同
研
究
に
対
し
て
非
礼
が
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。

（
14
）　

歴
博
乙
本
を
や
や
古
く
見
る
傾
向
が
あ
っ
た
美
術
史
分
野
で
も
、
馬
淵
二
〇
一
一
は
、
上
杉

本
よ
り
一
〇
年
以
上
後
の
、
一
五
七
〇
年
代
後
半
を
中
心
と
し
た
時
期
の
制
作
、
と
し
て
い
る
。

歴
博
乙
本
に
描
か
れ
た
風
俗
に
近
世
的
な
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て

お
り
、
澤
田
二
〇
〇
四
に
鉢
叩
き
の
服
装
、
小
島
二
〇
〇
九
に
鞍
覆
い
に
つ
い
て
の
指
摘
が
あ

る
な
ど
の
他
、
今
回
成
果
発
表
と
し
て
行
っ
た
企
画
展
示
で
も
、
作
成
し
た
歴
博
甲
本
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
の
検
索
結
果
に
基
づ
い
て
、
歴
博
甲
本
で
傘
を
さ
し
て
い
る
女
性
は
尼
僧
だ
け
だ
が
、

歴
博
乙
本
で
は
着
飾
っ
た
女
性
が
傘
を
さ
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
澤
田
和
人
氏
の
御
教
示

に
よ
っ
て
、
被
衣
が
藍
染
め
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
新
に
指
摘
し
た
。
歴
博
乙
本
の
制
作
年
代

が
室
町
幕
府
滅
亡
後
ま
で
下
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
、
筆
者
は
一
五
八
〇
年
代
こ
ろ
を
想

定
し
て
い
る
〔
小
島　

二
〇
〇
九
〕。
織
豊
期
の
作
で
あ
る
こ
と
が
定
説
化
し
つ
つ
あ
る
と
言

え
よ
う
。

（
15
）　

こ
の
少
年
は
、
斯
波
氏
当
主
の
義
統
（
永
正
一
〇
＝
一
五
一
三
年
生
ま
れ
）
を
描
い
て
い
る

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
指
摘
を
大
薮
海
氏
よ
り
い
た
だ
い
た
。

【
補
注
】

　
　

黒
田
氏
が
「〈
比
較
〉
読
解
」
の
例
と
し
て
挙
げ
た
個
別
の
解
説
に
お
い
て
も
、
筆
者
の
見

解
を
含
む
既
存
の
研
究
と
齟
齬
が
か
な
り
あ
り
、
特
に
歴
博
甲
本
に
関
し
て
違
和
感
を
感
じ
た

部
分
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
た
い
。

　

近
衛
殿

　
　

歴
博
甲
本
の
近
衛
殿
に
見
え
る
笛
を
吹
く
少
年
を
、
黒
田
氏
は
主
人
の
子
息
と
す
る
が
、
服

装
は
無
地
の
赤
い
小
袖
に
袴
と
い
う
簡
略
で
地
味
な
も
の
で
あ
り
、
他
の
屋
敷
に
見
え
る
同
じ

よ
う
な
人
物
と
共
に
、
小
姓
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
既
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
だ
が
、
同
じ
場
面
が

薬
師
寺
邸
に
も
見
ら
れ
、
前
に
立
つ
男
は
仕
え
る
家
来
で
は
な
く
、
手
を
打
っ
て
囃
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。
空
き
部
屋
と
共
に
描
か
れ
た
こ
の
場
面
は
、
主
人
の
留
守
を
示
す
、
と
筆
者

は
考
え
て
い
る
。
近
衛
尚
通
・
稙
家
父
子
が
細
川
高
国
と
足
利
義
晴
の
政
権
に
と
っ
て
重
要
な

存
在
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
二
世
帯
の
建
物
を
描
き
、
屋
敷
の
向
き
を
変
え
、
周
囲
と
は
金
雲

で
切
り
離
し
、
描
か
れ
て
い
る
画
中
の
場
所
は
一
〇
月
相
当
の
扇
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
季
節

外
れ
の
枝
垂
れ
桜
を
咲
か
せ
る
、
と
い
う
凝
っ
た
操
作
を
し
て
い
る
こ
の
屋
敷
は
、「
都
の
季

節
表
現
」
で
済
ま
せ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

二
条
殿

　
　

黒
田
氏
は
、
歴
博
甲
本
と
東
博
模
本
は
勝
手
の
向
き
の
せ
い
で
庭
園
の
「
龍
躍
池
」
を
う
ま

く
描
け
て
い
な
い
が
、
上
杉
本
と
歴
博
乙
本
は
そ
れ
を
大
き
く
表
現
す
る
、
と
指
摘
し
て
い
る

が
、
上
杉
本
と
歴
博
乙
本
は
、
庭
園
が
北
側
に
あ
る
と
い
う
あ
り
得
な
い
構
成
に
な
っ
て
お
り
、

明
ら
か
に
適
当
な
粉
本
を
は
め
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
既
に
指
摘
し
た
こ
と
だ
が
、
上
杉
本
に

描
か
れ
た
二
条
殿
の
描
写
は
、
花
の
御
所
の
会
所
や
庭
園
と
酷
似
し
て
い
て
、
そ
の
粉
本
を
流

用
し
た
と
考
え
ら
れ
、人
物
も
源
氏
絵
の
粉
本
を
利
用
し
た
可
能
性
が
強
い
。
上
杉
本
以
降
は
、

「
う
ま
く
描
い
た
」
と
い
う
よ
り
も
、
当
時
実
際
に
は
存
在
し
な
い
花
の
御
所
を
描
い
て
い
る

よ
う
に
、
必
ず
し
も
現
実
を
描
か
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
む
し
ろ
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　

風
流
踊　

　
　

歴
博
甲
本
の
風
流
踊
に
つ
い
て
は
、
夙
に
平
野
恵
氏
に
よ
る
研
究
が
あ
る
の
だ
が
、
黒
田
氏
は

参
照
し
て
い
な
い
。
黒
田
氏
が
「
輪
に
な
っ
て
踊
る
女
た
ち
」
と
し
た
輪
踊
り
の
踊
り
手
た
ち
は
、
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顔
に
は
髭
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
男
で
あ
り
、
黒
田
氏
が
「
僧
侶
風
の
人
物
」
と
し
た
、
輪
の
中

の
黒
傘
を
持
つ
男
性
は
、
田
植
え
を
司
る
「
田
主
」
の
系
譜
を
引
く
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
〔
平
野　

一
九
九
二
〕。
壮
年
の
男
が
早
乙
女
の
格
好
で
田
植
え
の
所
作
を
す
る
か
ら
仮

装
＝
風
流
な
の
で
あ
り
、
歴
博
甲
本
は
そ
の
流
行
の
さ
ま
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同

じ
場
面
を
描
く
東
博
模
本
も
明
ら
か
に
そ
れ
に
倣
っ
て
い
る
。
な
お
、
輪
の
中
で
踊
る
神
主
も
、

実
際
の
神
職
で
は
な
く
、
仮
装
と
思
わ
れ
、
時
代
は
離
れ
る
が
、
江
戸
末
期
の
「
蝶
々
踊
り
図
屏

風
」（
国
立
歴
史
民　

俗
博
物
館
蔵
）
に
も
、
仮
装
と
見
ら
れ
る
神
主
や
僧
侶
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　

こ
の
場
面
は
、「
念
仏
踊
」「
念
仏
風
流
」
と
解
説
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
た
し
か
に
本
来
は

宗
教
的
な
意
味
の
強
い
盆
の
踊
り
だ
っ
た
は
ず
だ
が
、
歴
博
甲
本
以
下
の
描
写
を
見
る
限
り
、

宗
教
的
な
要
素
は
認
め
ら
れ
ず
、
全
く
仮
装
を
中
心
と
し
た
踊
り
に
な
っ
て
い
る
。
平
野
氏
も

指
摘
す
る
よ
う
に
、
単
に
「
風
流
踊
」
と
す
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。 

　

内
裏

  　
　

内
裏
で
行
な
わ
れ
て
い
る
正
月
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
共
同
研
究
の
中
で
、
近
藤
好
和
氏
に
ご

報
告
い
た
だ
き
、
紫
宸
殿
前
で
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
の
場
面
は
、
元
日
節
会
の
内
弁
謝
座
と
推

定
さ
れ
て
い
る
〔
近
藤　

二
〇
一
二
、二
〇
一
三
〕。
た
だ
し
、
階
下
に
控
え
る
人
物
が
公
家
で

は
な
く
肩
衣
で
描
か
れ
る
な
ど
、
人
物
像
や
建
物
に
不
自
然
な
描
写
も
多
く
、
実
際
の
儀
式
そ

の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
正
月
儀
礼
の
行
な
わ
れ
て
い
る
内
裏
、
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
を
描
い
た
も
の
、
と
考
え
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
な
お
、
清
涼
殿
の
前
で
拝
礼

す
る
公
家
を
、
筆
者
は
大
永
五
年
四
月
ま
で
関
白
で
あ
っ
た
二
条
尹
房
に
比
定
し
た
が
、
近
藤

氏
か
ら
は
、
関
白
は
内
弁
で
は
な
い
た
め
適
切
で
な
い
、
と
の
指
摘
を
受
け
た
。

　

将
軍
御
所

  　
　

本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
初
期
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
中
で
は
、
歴
博
甲
本
の
み
が
東
面
か

つ
正
面
向
き
の
将
軍
御
所
を
描
い
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
三
本
は
、
い
ず
れ
も
花
の
御
所
を
東

側
、
す
な
わ
ち
裏
側
か
ら
描
い
て
い
る
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
三
本
が
共
通
す
る
粉

本
を
利
用
し
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　

花
の
御
所
は
室
町
通
に
面
し
、
西
面
を
正
面
と
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
東
側
か
ら
描
い
た
粉
本

し
か
な
い
の
は
、
石
田
尚
豊
氏
が
推
測
し
た
よ
う
に
相
国
寺
七
重
塔
か
ら
描
い
た
絵
が
あ
り
、
そ

れ
が
元
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
花
の
御
所
を
正
面
か
ら

描
い
た
絵
は
現
存
し
な
い
し
、
東
博
模
本
が
南
北
を
逆
に
し
て
ま
で
東
側
か
ら
描
い
た
粉
本
を
は

め
込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
当
時
も
そ
れ
し
か
入
手
で
き
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
　
　

黒
田
氏
は
、
花
の
御
所
を
描
く
三
本
が
、
訪
問
者
が
裏
側
の
冠
木
門
か
ら
が
出
入
り
し
て
い

る
光
景
を
描
い
て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
、
歴
博
甲
本
の
み
が
裏
の
冠
木
門
か
ら
の
来
客
の
出
入

り
を
描
か
な
い
こ
と
を
「
明
ら
か
に
無
理
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
三
本
は
、

単
に
そ
ち
ら
側
か
ら
し
か
描
け
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

な
お
、
初
期
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
影
響
関
係
と
制
作
順
序
に
つ
い
て
は
、
早
く
高
橋
康
夫
氏

が
行
な
っ
た
比
較
検
討
が
基
礎
と
な
っ
て
お
り
〔
高
橋　

一
九
八
八
〕、
こ
の
問
題
を
扱
う
の

で
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
触
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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設
楽　

薫　

二
〇
〇
二
「
将
軍
足
利
義
晴
期
に
お
け
る
『
内
談
衆
』
の
成
立
（
前
編
）
―
享
禄
四
年

『
披
露
事
条
々
』
の
検
討
を
出
発
点
と
し
て
―
」『
室
町
時
代
研
究
』
第
一
号

下
坂　

守　

二
〇
〇
三 

「『
足
利
将
軍
若
宮
八
幡
宮
参
詣
絵
巻
』
の
図
像
と
画
面
構
成
」
同
『
描
か

れ
た
日
本
の
中
世
―
絵
図
分
析
論
―
」
法
蔵
館

水
藤　

真　

一
九
八
九
「『
洛
中
洛
外
図
』
の
成
立
と
描
写
の
意
図
」『
日
本
歴
史
』
四
九
七
号
、
同

『
絵
画
・
木
札
・
石
造
物
に
中
世
を
読
む
』
一
九
九
四
、
吉
川
弘
文
館　
　
　
　

末
柄　

豊　

二
〇
一
一
「
大
永
五
年
に
完
成
し
た
将
軍
御
所
の
所
在
地
│
洛
中
洛
外
図
屏
風
歴
博
甲
本

の
研
究
の
た
め
に
│
」『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
附
属 

画
像
資
料
解
析
セ
ン
タ
ー
通
信
』
第
五
四
号

高
橋
康
夫　

一
九
八
八
『
洛
中
洛
外
―
環
境
文
化
の
中
世
史
―
』
平
凡
社

　
　
　
　
　

二
〇
〇
六
「
描
か
れ
た
京
都
―
上
杉
本
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
室
町
殿
を
め
ぐ
っ
て
―
」

『
中
世
都
市
研
究
一
二 

中
世
の
中
の
京
都
』
新
人
物
往
来
社

武
田
恒
夫
他
一
九
七
八  『
日
本
屏
風
絵
集
成
第
一
一
巻 

風
俗
画
―
洛
中
洛
外
』
講
談
社

武
田
恒
夫　

一
九
八
三
『
近
世
初
期
障
屏
画
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館

　
　
　
　
　

二
〇
〇
二
『
狩
野
派
障
屏
画
の
研
究
―
和
様
化
を
め
ぐ
っ
て
―
』
吉
川
弘
文
館

田
沢
裕
賀　

二
〇
一
〇「
舟
木
家
本『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』の
近
世
風
俗
画
に
お
け
る
位
置
づ
け
」『
東

京
国
立
博
物
館
紀
要
』
第
四
六
号

玉
蟲
敏
子　

一
九
九
六
「
大
徳
寺
瑞
峯
院
『
堅
田
間
』
襖
絵
の
研
究
」『
国
華
』
一
二
〇
六
号

辻　

惟
雄　

一
九
七
六
『 

洛
中
洛
外
図
（
日
本
の
美
術
一
二
一
）』
至
文
堂

　
　
　
　
　

一
九
九
四
『
戦
国
時
代
狩
野
派
の
研
究
│
狩
野
元
信
を
中
心
と
し
て
│
』、
吉
川
弘
文

館
（
新
装
版
二
〇
一
一
年
）

平
野　

恵　

一
九
九
二
「『
洛
中
洛
外
図
』
風
流
踊
の
女
装
」『
明
治
大
学
大
学
院
紀
要 

文
学
篇
』

第
二
九
集

堀
口
捨
己　

一
九
四
三
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
建
築
的
研
究
―
室
町
時
代
の
住
宅
考
―
」『
画
論
』

一
八
号
、
同
『
書
院
造
り
と
数
寄
屋
造
り
の
研
究
』
一
九
七
八
年
、
鹿
島
出
版
会

マ
シ
ュ
ー
・
P
・
マ
ッ
ケ
ル
ウ
ェ
イ　

二
〇
〇
三
「〈
三
条
本
洛
中
洛
外
図
〉
の
人
脈
に
つ
い
て
」『
日

本
研
究
』
第
二
七
集

　

同　
　
　

二
〇
〇
二「
洛
中
洛
外
図
の
発
見
―
ア
メ
リ
カ
人
研
究
者
の
視
点
か
ら
―
」『
言
語
文
化
』

一
九
号

松
尾
恒
一　

二
〇
一
二
「
舞
踊
に
見
る
中
世
の
黄
昏
、
近
世
の
曙
光
―
洛
中
洛
外
図
屏
風
歴
博
甲
本

に
描
か
れ
る
舞
と
踊
り
―
」
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
・
国
文
学
研
究
資
料
館
『
都
市
を
描
く
―

京
都
と
江
戸
―
』

馬
淵
美
帆　

二
〇
〇
四
「
歴
博
乙
本
〈
洛
中
洛
外
図
〉
の
筆
者
・
制
作
年
代
再
考
」
科
研
報
告
書
『
描

か
れ
た
都
市
―
中
近
世
絵
画
を
中
心
と
す
る
比
較
研
究
―
』（
佐
藤
康
宏
代
表
）

　

同　
　
　

二
〇
一
一
『
絵
を
用
い
、
絵
を
創
る
―
日
本
絵
画
に
お
け
る
先
行
図
用
の
利
用
』
ブ

リ
ュ
ッ
ケ

村
重　

寧　

一
九
八
三
「
初
期
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
視
点
と
構
成
」『
近
世
風
俗
図
譜　

第
三
巻 

洛

中
洛
外
図
（
一
）』
小
学
館

 （
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

（
二
〇
一
二
年
一
〇
月
二
六
日
受
付
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
〇
日
審
査
終
了
）
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Rekihaku A Version is known as the oldest folding screens of Scenes In and Around Kyoto （Rakuchu-Rakugai-

Zu） in existence. It is yet to be known for whom and why the work was created, and there is no established theory 

about its creator. Answering these questions, the author proposed a tentative theory that Hosokawa Takakuni, a 

powerful figure in the Muromachi Shogunate, had placed an order with painter Kano Motonobu at the occasion 

of building a new palace for the Shogun Ashikaga Yoshiharu near the Hosokawa residence and handing over the 

family headship to his heir Tanekuni.

After published, this tentative theory encountered criticism, which the present article is aimed at investigating 

while also taking into account the results of the latest joint research.

The shogun palace depicted in the painting is a key to clarify when and why the work was created. As had 

been suggested by the author, the review of historical records confirmed that the depicted site is the Yanagi Pal-

ace, which validated that Hosokawa Takakuni or someone near him had placed an order.

With regard to the creator, there is no positive evidence to support the theory that the work was painted by 

someone from the Tosa school of painting. Considering the period, the theory that Kano Shoei created it seems to 

be unlikely either. Taking into account the painting style and historical background, it is appropriate to consider 

that someone near Kano Motonobu painted the work, as is suggested by the theory that has been commonly ac-

cepted in the field of art history.

Dr. Hideo Kuroda, who denied the theory of the author, has presented several researches until now. However, 

his theory has become almost the same as my theory, and the different parts of his theory have been pointed out 

to be wrong. Although my study results in the past had some wrong or unclear interpretations and descriptions, 

the progress of this joint study and other researches has been bringing my theory to the point, in general, where 

it becomes an established theory in academic circles.

Keywords: The Folding Screens of Scenes In and Around Kyoto （Rakuchu-Rakugai-Zu）, Rekihaku A Version, 

Kano school, Kano Motonobu, Hosokawa Takakuni

Production of the Folding Screens of Scenes In and Around Kyoto (Rekihaku A 
Version)

KOJIMA Michihiro 
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