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序
章

横
山
大
観
筆
「
柳
蔭
」

と
問
題
提
起

に
つ
い
て
の
先
行
研
究

　
横
山
大
観
筆
「
柳
蔭
」
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
【
図
版
一
】
は
、

大
正
二
年
（
一
九
＝
二
）
に
描
か
れ
た
と
さ
れ
る
絹
本
金
地
着
色
の

六
曲
一
双
屏
風
で
、
各
縦
一
九
一
・
八
×
横
五
四
六
・
八
㎝
の
大
き

な
作
品
で
あ
る
。
私
は
こ
の
作
品
を
実
際
に
見
て
そ
の
柳
の
樹
の
描

か
れ
方
に
惹
か
れ
研
究
し
て
み
よ
う
と
考
え
た
。
大
観
作
品
の
先
行

研
究
に
お
い
て
、
こ
の
「
柳
蔭
」
に
は
図
録
等
の
解
説
は
あ
る
が
「
柳

蔭
」
を
中
心
に
考
察
し
た
論
文
は
無
い
（
1
）
。
そ
し
て
そ
の
多
く
に

「
い
か
に
も
の
ど
か
な
風
景
で
あ
る
」
（
2
）
、
「
大
陸
の
の
ん
び
り
し
た

真
昼
の
情
景
で
あ
る
」
（
3
）
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
色
彩
の
美

し
さ
や
木
の
下
に
眠
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
童
子
か
ら
は
そ
の
よ

う
な
穏
や
か
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
制
作
が
想
定
さ
れ
る
大
正
二
年
（
一
九
＝
二
）
、
大
観
自

身
の
心
境
は
の
ど
か
で
の
ん
び
り
と
し
た
も
の
と
は
程
遠
い
も
の

だ
っ
た
。
大
正
二
年
は
大
観
が
恩
師
と
語
る
岡
倉
天
心
が
亡
く
な
っ

た
年
で
も
あ
る
の
だ
。
さ
ら
に
そ
の
前
の
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一

一）

ﾉ
は
親
友
で
あ
る
菱
田
春
草
も
亡
く
な
っ
て
い
る
。

　
「
柳
蔭
」
の
制
作
年
代
は
月
日
ま
で
正
確
に
は
わ
か
っ
て
い
な
い

が
、
い
く
つ
か
の
資
料
か
ら
あ
る
程
度
推
測
で
き
る
。
『
大
観
画
談
』

に
は
「
岡
倉
先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
り
、
五
浦
に
の
こ
っ
て
い
た

下
村
君
も
五
浦
を
引
き
あ
げ
、
横
浜
の
原
さ
ん
の
邸
内
に
住
む
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
頃
、
私
も
原
さ
ん
か
ら
し
き
り
に
お
誘
い
を
受
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け
、
盛
ん
に
横
浜
に
来
い
と
い
う
も
の
で
す
か
ら
、
お
訪
ね
し
て
一
ヶ

月
も
泊
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
（
4
）
。
ま

た
「
柳
蔭
」
が
大
正
二
年
に
大
観
が
三
渓
園
に
一
ヶ
月
滞
在
し
て
制

作
し
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
分
か
っ
て
い
る
（
5
）
。
こ
の
二

つ
の
記
述
を
も
と
に
す
る
な
ら
ば
天
心
が
亡
く
な
っ
た
後
に
三
渓
園

で
描
か
れ
た
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
大
観
が
生
涯
恩
師
と
し
て
尊
敬
し
て
い
た
天
心
の
死
後

に
こ
の
「
柳
蔭
」
は
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
さ
ら
に
、
天

心
の
一
周
忌
に
間
に
合
わ
せ
、
日
本
美
術
院
を
再
興
さ
せ
よ
う
と
し

て
い
た
時
期
に
描
か
れ
て
い
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
「
柳
蔭
」
は
装

飾
的
な
美
し
さ
や
華
や
か
さ
が
画
面
全
体
か
ら
あ
ふ
れ
る
、
絹
本
金

地
の
上
に
緑
青
や
群
青
や
胡
粉
を
使
っ
た
贅
沢
な
作
品
で
あ
る
。
一

見
す
る
と
中
国
の
の
ん
び
り
し
た
情
景
を
描
い
た
作
品
に
見
え
る

が
、
そ
こ
に
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
大
観
の
天
心
に
対
す
る
追
悼
の

思
い
も
こ
の
作
品
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
こ
で
、
第
一
章
で
は
「
柳
蔭
」
が
描
か
れ
た
時
代
背
景
、
二
章

で
は
そ
の
画
題
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
れ
ら
を
基
に
し
て
三
章
で
描
か

れ
た
画
面
か
ら
「
柳
蔭
」
を
読
み
解
い
て
い
く
。

第
一
章

「
柳
蔭
」
が
描
か
れ
た
大
正
二
年
を
中
心
と

す
る
作
者
の
心
情

　
大
観
の
画
業
を
概
観
す
る
と
、
明
治
三
十
年
代
は
輪
郭
線
を
用
い

な
い
で
色
彩
だ
け
で
描
こ
う
と
す
る
、
没
骨
色
彩
の
い
わ
ゆ
る
朦
朧

体
の
試
み
が
悪
評
で
、
邪
道
な
ど
と
非
難
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治
四

十
年
（
一
九
〇
七
）
の
文
部
省
美
術
展
覧
会
（
以
下
文
展
）
の
創
設

以
降
大
観
の
出
展
作
に
再
び
注
目
が
集
ま
り
始
め
た
。

　
「
流
燈
」
、
「
山
路
」
な
ど
の
出
展
作
品
で
高
い
評
価
を
得
る
中
で
、

明
治
四
十
五
年
（
」
九
一
二
）
の
第
六
回
文
展
に
出
展
し
た
「
瀟
湘

八
景
」
は
、
大
観
に
し
か
描
け
な
い
新
し
い
瀟
湘
八
景
で
あ
る
と
絶

賛
さ
れ
る
（
6
）
。
こ
こ
に
お
い
て
大
観
は
美
術
界
で
の
地
位
を
徐
々

に
確
実
な
も
の
に
し
つ
つ
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
同
じ
明
治
四
十
五
年
に
「
五
柳
先
生
」
【
図
版
二
】
、
大

正
二
年
（
一
九
一
三
）
に
は
「
松
並
木
」
【
図
版
六
】
、
「
柳
蔭
」
と
作

品
を
描
い
て
い
く
。
朦
朧
体
と
椰
楡
さ
れ
た
時
期
を
乗
り
越
え
五
浦

へ
の
都
落
ち
に
も
耐
え
忍
び
、
一
身
に
画
業
に
打
ち
込
ん
だ
成
果
が

徐
々
に
実
を
結
び
、
新
し
い
大
観
作
品
と
し
て
花
ひ
ら
い
て
い
っ
た

時
期
だ
。

　
し
か
し
、
こ
の
明
治
四
十
年
代
頃
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
大
観

の
身
の
回
り
は
決
し
て
華
や
か
な
も
の
で
は
無
か
っ
た
。
こ
の
当
時
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を
振
り
返
っ
て
大
観
は
「
悲
愁
の
十
二
年
」
と
言
っ
て
い
る
。

　
詳
し
く
こ
の
頃
を
見
て
い
く
と
、
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）

一
月
十
七
日
に
第
一
の
妻
文
子
が
亡
く
な
り
、
明
治
三
十
七
年
（
一

九
〇
四
）
十
二
月
六
日
に
弟
の
治
楼
、
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）

四
月
三
十
日
に
娘
の
初
音
、
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
四
月
十
一

日
に
父
の
捨
彦
、
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
九
月
三
十
日
に
妹

の
な
つ
子
、
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
九
月
十
六
日
に
親
友
の

菱
田
春
草
、
大
正
二
年
（
一
九
＝
二
）
｝
月
二
十
八
に
第
二
の
妻
直

子
、
そ
し
て
同
年
九
月
二
日
に
岡
倉
天
心
が
亡
く
な
っ
て
い
る
。
相

次
い
で
親
し
い
人
を
亡
く
し
て
い
っ
た
大
観
に
と
っ
て
、
こ
の
時
期

は
ま
さ
に
悲
し
み
の
連
続
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
明
治
四
十
年
代
頃
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
、
画
壇

に
お
け
る
評
価
は
徐
々
に
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
中
、
大
観
自
身
は

悲
し
み
に
ひ
た
す
ら
耐
え
な
け
れ
ば
成
ら
な
い
時
期
で
あ
っ
た
と
分

か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
大
正
二
年
に
描
か
れ
た
作
品

が
今
回
中
心
と
し
て
取
り
上
げ
る
「
柳
蔭
」
な
の
だ
。

第
二
章
　
「
柳
蔭
」
の
画
題
を
確
認
す
る

　
ま
ず
「
柳
蔭
」
の
画
題
を
確
認
す
る
。
柳
の
下
に
主
人
を
待
つ
童

子
が
描
か
れ
そ
の
そ
ば
で
臆
馬
が
仔
む
。
さ
ら
に
、
家
の
中
に
は
主

人
で
あ
ろ
う
男
が
友
人
と
話
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
場
面
が
伝
周
文

筆
「
四
季
山
水
図
屏
風
」
【
図
版
三
】
と
類
似
す
る
こ
と
は
す
で
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
（
7
）
。
さ
ら
に
細
野
正
信
氏
は
「
柳
蔭
」
に
み
ら
れ
る

柳
が
「
五
柳
先
生
」
に
描
か
れ
た
柳
の
発
展
し
た
も
の
と
の
見
解
を

述
べ
て
い
る
（
8
）
。

　
「
五
柳
先
生
」
は
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
四
月
の
菱
田
春
草

追
悼
展
の
出
展
作
だ
。
五
柳
先
生
と
は
中
国
東
晋
の
詩
人
陶
淵
明

（
三
六
五
～
四
二
七
）
の
こ
と
で
、
庭
に
五
本
の
柳
を
植
え
五
柳
と
号

し
た
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
名
が
来
て
い
る
。
『
帰
去
来
辞
』
が
有
名
で
自

ら
貧
し
い
生
活
を
受
け
容
れ
靖
節
先
生
と
慕
わ
れ
、
こ
こ
か
ら
陶
淵

明
を
描
く
作
品
に
は
陶
靖
節
と
題
す
る
も
の
も
多
い
。

　
「
五
柳
先
生
」
は
、
陶
淵
明
と
そ
の
付
き
人
で
あ
る
童
子
、
そ
し
て

五
柳
の
号
の
由
来
に
な
っ
た
柳
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
画
面
が
構
成

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
主
人
と
童
子
と
柳
の
組
み
合
わ
せ
は
「
四
季
山

水
図
屏
風
」
、
「
柳
蔭
」
の
人
物
の
組
み
合
わ
せ
と
も
一
致
す
る
。
「
五

柳
先
生
」
と
「
柳
蔭
」
と
の
制
作
年
代
が
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
か
ら
見
て

も
「
柳
蔭
」
の
画
題
も
ま
た
陶
淵
明
に
求
め
ら
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
「
五
柳
先
生
」
で
は
ま
だ
画
面
の
一

要
素
だ
っ
た
柳
が
、
「
柳
蔭
」
に
お
い
て
画
面
の
中
心
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
「
五
柳
先
生
」
に
お
い
て
春
草
に
対
す
る
追
悼
の
意
を
表
し
た
大
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観
で
あ
る
が
、
天
心
へ
の
追
悼
を
明
確
に
表
す
作
品
は
こ
れ
ま
で
言

及
さ
れ
た
こ
と
が
無
い
。
し
か
し
な
が
ら
「
柳
蔭
」
の
様
々
な
要
素

に
目
を
向
け
て
み
れ
ば
、
「
柳
蔭
」
の
制
作
の
意
図
が
少
な
か
ら
ず
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
が
天
心
が
な
く
な
っ
た

直
後
に
描
か
れ
た
点
、
さ
ら
に
天
心
の
追
悼
を
し
っ
か
り
と
表
す
作

品
が
こ
の
時
期
の
大
観
作
品
に
無
い
点
、
そ
し
て
そ
の
画
題
が
春
草

の
追
悼
展
に
出
展
さ
れ
た
「
五
柳
先
生
」
と
共
通
し
て
い
る
点
な
ど

で
あ
り
、
「
柳
蔭
」
が
天
心
の
追
悼
を
表
し
た
作
品
で
あ
る
と
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

第
三
章
　
「
柳
蔭
」
を
読
み
解
く

第
一
節
　
「
柳
蔭
」
と
「
五
柳
先
生
」
と
の
類
似
点
と
相
違
点

　
横
山
大
観
筆
「
柳
蔭
」
を
読
み
解
く
上
で
重
要
な
作
品
と
し
て

「
五
柳
先
生
」
を
挙
げ
る
。

　
こ
の
二
つ
の
作
品
は
陶
淵
明
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
共
有
し
、
制
作

年
代
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
柳
蔭
」
に
描
か

れ
て
い
る
画
面
を
覆
う
柳
は
「
五
柳
先
生
」
に
描
か
れ
る
柳
の
発
達

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
柳
を
描
き
陶
淵
明
と
童
子
を
組
み
合
わ
せ

て
描
く
と
こ
ろ
に
描
写
の
違
い
は
あ
る
が
、
類
似
性
が
あ
る
と
指
摘

で
き
る
。

　
そ
し
て
、
何
よ
り
「
五
柳
先
生
」
が
菱
田
春
草
追
悼
展
の
出
展
作

で
あ
っ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
作
品
と
「
柳
蔭
」
に
多
く
の

共
通
点
が
あ
る
こ
と
は
、
「
柳
蔭
」
が
天
心
の
追
悼
の
た
め
の
作
品
で

あ
る
と
い
う
推
論
を
導
く
。

　
両
者
の
関
係
を
さ
ら
に
検
討
す
る
た
め
に
改
め
て
二
つ
の
作
品
を

比
べ
る
。
ま
ず
、
類
似
点
は
ど
ち
ら
も
金
屏
風
で
柳
の
幹
の
表
現
に

た
ら
し
込
み
が
あ
る
こ
と
だ
。
こ
れ
は
こ
の
時
期
に
流
行
し
て
い
た

琳
派
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
回
文
展
に
出
展
さ
れ
た
菱
田
春

草
の
「
落
葉
」
が
、
記
念
碑
的
な
琳
派
作
品
と
し
て
こ
の
当
時
絶
賛

さ
れ
て
い
た
。
ま
た
こ
の
時
期
、
光
琳
画
で
直
ち
に
想
起
さ
れ
る
も

の
の
一
つ
に
東
京
芸
術
大
学
蔵
の
「
損
楓
図
屏
風
」
が
あ
り
、
宗
達

を
模
し
た
作
品
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
中
で
大
観
は
次
第
に
琳
派
風
の
作
品
を
描
い
て
い

く
。
そ
し
て
大
観
だ
け
で
は
な
く
、
大
正
期
は
空
前
の
琳
派
ブ
ー
ム

に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
金
屏
風
な
ど
に
描
か
れ
た

大
観
以
外
の
琳
派
風
の
作
品
と
し
て
、
例
え
ば
下
村
観
山
の
「
鵜
屏

風
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
実
際
に
「
柳
蔭
」
制
作
後
の
大
正
期
に
お
い
て
、
大
観
は
大
正
五

年
（
一
九
｝
六
）
に
「
作
右
衛
門
の
家
」
を
描
き
、
大
正
六
年
（
一

九
一
七
）
に
は
「
秋
色
」
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
に
は
「
千
与
四
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朗
」
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
に
は
「
柿
紅
葉
」
を
描
い
て
い
る
。

い
ず
れ
も
大
正
期
の
大
観
が
琳
派
に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
取

れ
る
作
品
で
あ
る
。

　
次
に
二
つ
の
作
品
の
相
違
点
を
見
て
行
く
。
「
柳
蔭
」
は
柳
の
葉
が

屏
風
全
体
を
覆
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
「
五
柳
先
生
」
の
柳
の
葉
は

画
面
に
は
殆
ど
描
か
れ
な
い
。
さ
ら
に
「
柳
蔭
」
に
は
橋
と
川
が
描

か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
「
五
柳
先
生
」
は
人
物
と
柳
以
外
は
何
も

描
か
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
人
物
の
描
か
れ
方
を
見
る
な
ら
ば
「
柳

蔭
」
の
人
物
は
と
て
も
小
さ
い
の
に
対
し
て
、
「
五
柳
先
生
」
の
方
は

よ
り
大
き
く
写
実
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
「
五
柳
先
生
」
に
お
い
て
は

こ
の
写
実
的
に
描
か
れ
た
五
柳
先
生
そ
の
人
が
、
屏
風
の
中
心
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。

　
屏
風
全
体
か
ら
比
べ
て
み
て
も
「
五
柳
先
生
」
は
図
様
の
数
が
少

な
く
余
白
も
多
い
こ
と
か
ら
寂
し
い
印
象
を
抱
か
せ
る
の
に
対
し

て
、
「
柳
蔭
」
は
金
地
と
緑
青
と
群
青
の
色
が
映
え
、
華
や
か
な
画
面

を
つ
く
っ
て
い
る
。
描
か
れ
た
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
は
多
く
を
共
有

し
な
が
ら
も
、
二
つ
の
作
品
の
描
か
れ
方
に
は
た
く
さ
ん
の
違
い
が

あ
る
。
次
節
で
は
そ
れ
ら
を
一
つ
一
つ
検
討
し
「
柳
蔭
」
を
読
み
解

く
。

　
　
第
二
節
柳
の
樹
の
描
か
れ
方
か
ら
見
る

　
〈
一
〉
柳
の
葉
か
ら
の
考
察

　
「
柳
蔭
」
と
「
五
柳
先
生
」
の
違
い
は
先
に
も
述
べ
た
が
、
そ
の
ひ

と
つ
が
、
屏
風
の
中
心
と
な
る
モ
チ
ー
フ
が
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。

「
柳
蔭
」
は
柳
が
屏
風
の
全
面
に
生
い
茂
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

「
五
柳
先
生
」
の
柳
は
人
物
と
同
じ
ほ
ど
の
存
在
感
し
か
な
い
。
従
っ

て
「
五
柳
先
生
」
の
中
心
は
、
陶
淵
明
そ
の
人
と
見
る
事
が
で
き
、

「
柳
蔭
」
の
中
心
は
柳
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
で
は
「
柳
蔭
」
の
こ
の
圧
倒
的
な
存
在
感
を
も
つ
柳
の
葉
は
ど
こ

か
ら
生
ま
れ
た
の
か
。
私
は
水
墨
画
か
ら
着
想
を
得
た
描
法
と
考
え

る
。
緑
色
の
線
の
濃
淡
だ
け
で
描
か
れ
る
こ
の
柳
の
葉
は
、
色
彩
を

墨
に
変
え
れ
ば
、
水
墨
画
に
み
ら
れ
る
墨
の
濃
淡
に
よ
る
表
現
技
法

に
通
う
の
で
は
な
い
か
。

　
「
柳
蔭
」
が
描
か
れ
た
大
正
二
年
（
一
九
＝
二
）
の
直
後
、
大
正
四

年
（
一
九
一
五
）
に
「
竹
雨
」
【
図
版
四
】
と
い
う
作
品
が
描
か
れ
る
。

雨
の
降
る
竹
林
を
描
い
た
作
品
で
、
水
墨
の
み
で
描
か
れ
湿
潤
な
空

気
の
様
子
を
墨
の
濃
淡
だ
け
で
表
現
し
た
作
品
だ
。
こ
の
よ
う
な
表

現
は
、
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
に
描
か
れ
た
「
瀟
湘
八
景
」
の
内

の
「
瀟
湘
夜
雨
」
に
も
見
ら
れ
る
。
「
瀟
湘
夜
雨
」
と
「
竹
雨
」
は
そ

れ
ぞ
れ
墨
に
よ
る
濃
淡
を
用
い
て
描
か
れ
、
「
柳
蔭
」
の
緑
色
の
濃
淡

で
描
く
用
法
と
の
類
似
性
を
感
じ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
葉
は
す
べ
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て
没
骨
法
で
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
注
意
し
た
い
の
が
大
き
さ
の
問
題
だ
。
「
柳

蔭
」
は
先
述
し
た
よ
う
に
各
縦
一
九
一
・
八
×
横
五
四
六
・
八
㎝
と

巨
大
な
屏
風
で
あ
る
。
描
法
に
つ
い
て
比
較
す
る
際
は
、
そ
の
サ
イ

ズ
が
条
件
と
し
て
欠
か
せ
な
い
。
図
版
の
上
で
似
て
い
て
も
作
品
の

大
き
さ
が
余
り
に
も
異
な
っ
て
い
れ
ば
、
描
法
が
似
て
い
る
と
は
言

え
な
い
か
ら
だ
。
・
こ
の
点
を
留
意
し
な
が
ら
も
う
一
度
「
瀟
湘
夜
雨
」

と
「
竹
雨
」
を
見
て
い
く
。
屏
風
の
作
品
で
は
な
く
掛
幅
で
あ
る
点

が
異
な
り
、
ま
た
「
瀟
湘
夜
雨
」
に
つ
い
て
は
縦
一
一
四
・
四
㎝
と

「
柳
蔭
」
に
対
し
て
小
さ
い
画
面
だ
が
、
「
竹
雨
」
は
縦
一
六
八
・
一

㎝
と
「
柳
蔭
」
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
大
き
さ
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
少
な
く
と
も
「
竹
雨
」
と
「
柳
蔭
」
の
描
法
の
類
似
性
は
指

摘
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
湿
気
を
帯
び
た
情
景
を
描
く
こ
と
は
大
観
初
期
の
明

治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
に
描
か
れ
た
「
寂
静
」
か
ら
す
で
に
行

わ
れ
て
お
り
、
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
に
描
か
れ
た
「
四
季

の
雨
」
な
ど
の
連
作
に
も
そ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品

に
は
ま
だ
輪
郭
線
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
表
現
か
ら
は
湿
潤
な

様
子
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
「
四
季
の
雨
」
は
、
天
心
の
「
空
気
を

描
く
工
夫
は
な
い
か
」
と
の
問
い
に
答
え
た
実
践
作
と
さ
れ
て
い

る
（
9
）
。
そ
う
い
う
要
求
に
応
え
る
べ
く
、
大
観
ら
が
生
み
出
す
ご

と
と
な
る
朦
朧
体
を
、
確
か
に
こ
の
画
は
予
見
し
て
い
る
。
「
四
季
の

雨
」
は
各
縦
四
一
・
五
×
横
六
九
・
五
㎝
と
小
さ
い
作
品
で
あ
る
が
、

「
竹
雨
」
の
竹
林
自
体
の
墨
の
濃
淡
は
、
「
四
季
の
雨
」
に
見
ら
れ
る

も
の
と
指
摘
す
る
先
行
研
究
が
あ
り
（
－
o
）
、
画
面
の
大
き
さ
は
異
な

る
が
、
そ
の
表
現
に
つ
い
て
は
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。

　
つ
ま
り
、
「
竹
雨
」
に
見
ら
れ
る
墨
の
濃
淡
表
現
は
、
多
少
の
描
法

の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
大
観
初
期
の
「
寂
静
」
「
四
季
の
雨
」
か
ら

「
柳
蔭
」
を
は
さ
み
「
竹
雨
」
ま
で
繋
が
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
、
大
観
芸
術
の
根
底
に
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）

の
「
寂
静
」
か
ら
大
正
ま
で
流
れ
て
い
た
も
の
は
何
か
と
考
え
る
と

き
、
若
き
日
の
大
観
の
古
画
研
究
に
そ
の
手
が
か
り
が
あ
る
と
言
え

る
。　

大
観
の
古
画
研
究
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
、
そ
の
一
つ
に
牧
難
筆

「
観
音
猿
鶴
図
」
の
学
習
が
あ
る
。
牧
難
は
中
国
南
宋
か
ら
元
時
代

（
十
三
世
紀
後
半
）
の
画
僧
で
、
そ
の
作
品
は
、
水
墨
画
の
一
つ
の
規

範
で
あ
っ
た
。
ま
た
宋
代
の
山
水
画
家
た
ち
は
、
四
時
変
化
す
る
自

然
の
気
象
に
実
に
敏
感
で
あ
っ
た
。

　
牧
難
筆
「
観
音
猿
鶴
図
」
を
大
観
は
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）

に
模
写
し
て
い
る
。
そ
の
中
の
一
つ
「
鶴
図
」
【
図
版
五
】
の
画
面
左

端
か
ら
伸
び
る
竹
林
は
、
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
墨
の
濃
淡
だ
け

で
描
か
れ
て
い
る
。
作
品
の
大
き
さ
も
縦
一
七
三
・
一
㎝
と
大
き
く
、
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類
似
性
が
確
認
で
き
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
「
柳
蔭
」
に
描
か
れ
た
柳
の
表
現
は
、
色
彩
に

よ
る
表
現
を
主
と
す
る
絵
画
か
ら
の
も
の
で
は
な
く
、
伝
統
的
な
水

墨
画
の
表
現
か
ら
大
観
が
着
想
を
得
て
、
そ
の
後
の
作
品
で
培
っ
た

濃
淡
に
よ
る
表
現
技
法
を
使
い
、
実
験
的
に
色
彩
の
も
と
で
そ
れ
を

描
い
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

　
実
際
に
、
「
柳
蔭
」
制
作
後
の
大
正
時
代
の
大
観
は
琳
派
的
な
色
彩

画
と
同
時
に
水
墨
画
の
傑
作
も
平
行
し
て
描
い
て
い
る
。
主
な
作
品

と
し
て
は
先
述
の
「
竹
雨
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
大
正
六
年
（
一

九
一
七
）
に
描
か
れ
た
「
雲
去
来
」
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
に
描

か
れ
た
「
山
窓
無
月
」
、
そ
し
て
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
に
描
か

れ
た
「
生
々
流
転
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
水
墨
画
に
み
ら
れ
る
墨
の
濃
淡
の
表
現
が
「
柳
蔭
」

に
お
い
て
、
琳
派
的
で
装
飾
的
な
色
彩
の
上
で
共
に
用
い
ら
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

　
〈
二
〉
柳
の
幹
か
ら
の
考
察

　
次
に
「
柳
蔭
」
と
「
五
柳
先
生
」
に
共
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
柳

の
幹
を
次
に
見
て
い
く
。
「
五
柳
先
生
」
の
柳
の
幹
を
見
る
と
湾
曲
し

な
が
ら
上
に
伸
び
、
そ
こ
か
ら
真
横
に
伸
び
て
い
る
。
幹
の
表
現
に

使
わ
れ
る
た
ら
し
込
み
に
よ
っ
て
写
実
的
で
現
実
の
柳
の
幹
を
表
そ

う
と
し
て
い
る
。

　
対
す
る
「
柳
蔭
」
は
、
た
ら
し
込
み
を
用
い
る
が
「
五
柳
先
生
」

の
柳
の
図
様
よ
り
も
デ
ザ
イ
ン
的
に
な
っ
て
い
る
。
右
隻
の
柳
は
根

元
の
部
分
か
ら
二
つ
に
分
か
れ
右
の
幹
は
そ
の
ま
ま
ほ
ぼ
真
横
に
伸

び
て
い
る
。
実
際
に
は
不
可
能
な
幹
の
描
か
れ
方
で
あ
り
、
そ
の
先

の
枝
は
こ
の
柳
よ
り
手
前
に
描
か
れ
て
い
る
柳
と
複
雑
に
入
り
組
ん

で
い
る
。
こ
の
傾
向
は
左
隻
の
柳
に
も
見
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
柳
蔭
」
に
描
か
れ
た
柳
は
、
ど
れ
も
実
物
の
柳
を

そ
の
ま
ま
描
い
た
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
大
観
自
身
に
よ
る
解
釈

を
加
え
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
描
法
は
ど
こ
に
由
来

し
て
い
る
の
か
。

　
大
観
作
品
の
中
で
こ
れ
に
似
た
幹
の
表
現
が
初
め
て
現
れ
る
の
は

明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
に
描
か
れ
た
「
春
秋
」
【
図
版
七
】
だ

ろ
う
。
右
隻
に
は
柳
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
幹
は
根
元
に
近
い
部
分

か
ら
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
ま
た
左
隻
の
紅
葉
の
幹
は
右
上
に
ク

ネ
ク
ネ
と
伸
び
て
い
く
。
こ
の
左
隻
の
幹
の
描
法
は
「
柳
蔭
」
右
隻

の
幹
に
類
似
し
て
い
る
。
図
版
に
よ
っ
て
で
し
か
見
る
事
が
で
き
ず

幹
に
た
ら
し
込
み
が
使
わ
れ
て
い
る
か
は
判
明
し
な
い
が
、
こ
の
よ

う
な
曲
線
的
な
幹
の
描
き
方
は
琳
派
的
で
あ
る
。
細
野
氏
は
「
特
に

幹
の
表
情
は
、
根
方
の
様
子
か
ら
春
草
の
「
落
葉
」
に
先
立
つ
琳
派

的
表
現
と
し
て
注
目
に
価
し
よ
う
」
と
述
べ
（
n
）
、
先
行
研
究
に
お
い
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て
も
琳
派
と
の
関
係
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
左
隻
の
女
郎

花
と
薄
の
描
か
れ
方
も
酒
井
抱
一
筆
「
春
秋
草
図
屏
風
」
を
思
わ
せ

る
。
さ
ら
に
紅
葉
の
幹
の
湾
曲
は
、
尾
形
光
琳
筆
「
愼
楓
図
屏
風
」

の
幹
の
そ
れ
を
も
想
起
さ
せ
る
。
根
元
か
ら
湾
曲
し
な
が
ら
上
に
伸

び
て
い
く
図
様
や
ク
ネ
ク
ネ
と
画
面
の
横
へ
と
伸
び
て
い
く
図
様
は

反
転
さ
せ
れ
ば
「
春
秋
」
の
左
隻
の
幹
と
類
似
す
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
図
様
と
「
柳
蔭
」
の
図
様
と
を
比
べ
る

と
「
柳
蔭
」
の
幹
の
方
が
よ
り
し
っ
か
り
し
た
印
象
を
受
け
る
。
「
春

秋
」
の
幹
に
比
べ
る
と
力
強
さ
が
あ
り
、
光
琳
の
幹
の
よ
う
に
ク
ネ

ク
ネ
曲
が
り
く
ね
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く

「
春
秋
」
か
ら
「
柳
蔭
」
に
至
る
間
に
図
様
に
関
す
る
展
開
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
春
秋
」
「
五
柳
先
生
」
「
柳
蔭
」
の
三
作
品
に
描
か
れ
た
樹
の
幹
を

比
べ
た
と
き
、
「
柳
蔭
」
だ
け
他
の
二
つ
と
明
ら
か
に
違
う
点
が
あ

る
。
そ
れ
は
幹
に
も
た
れ
た
童
子
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

そ
も
そ
も
「
柳
蔭
」
の
こ
の
右
隻
の
柳
の
幹
が
力
強
く
太
い
幹
に
感

じ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
横
に
も
た
れ
る
童
子
の
極
端
な
小
さ
さ
に
も

あ
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
樹
を
よ
り
大
き
く
誇
張
し
、
人
間
を
小
さ

く
描
い
た
も
の
を
大
観
作
品
に
探
す
な
ら
「
松
並
木
」
【
図
版
六
】
が

あ
る
。
こ
れ
は
「
柳
蔭
」
と
同
じ
大
正
二
年
（
一
九
＝
二
）
に
描
か

れ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
柳
蔭
」
と
同
様
に
木
に
対
し
て
人

間
が
あ
ま
り
に
も
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
松
の
幹
に

は
「
柳
蔭
」
の
幹
に
も
見
ら
れ
る
力
強
さ
が
あ
る
。

　
「
松
並
木
」
に
つ
い
て
吉
澤
忠
氏
は
「
人
物
が
松
に
た
い
し
て
ば
か

に
小
さ
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
分
よ
り
少
し
で
も
大
き
い
も
の

に
対
す
る
と
、
人
間
が
如
何
に
無
力
で
あ
る
か
、
を
告
白
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
大
観
の
人
間
に
た
い
す
る
不
信
が
、
こ
の
よ
う
な
す

が
た
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」
と
指
摘

し
て
い
る
（
1
2
）
。
さ
ら
に
吉
澤
氏
は
「
柳
蔭
」
に
対
し
て
も
「
柳
の
大

き
く
、
み
ず
み
ず
し
い
み
ご
と
な
表
現
に
く
ら
べ
て
、
こ
の
童
子
や

馬
は
、
な
ん
と
貧
弱
に
ち
っ
ぽ
け
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
る
で
人
間

は
こ
の
世
に
存
在
す
る
価
値
の
な
い
よ
う
に
、
貧
弱
に
み
え
る
」
と

述
べ
て
い
る
（
1
3
）
。

　
こ
の
時
期
の
大
観
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
肉
親
を
は
じ
め
春
草
や

天
心
な
ど
の
親
し
い
人
々
を
次
々
と
喪
っ
て
い
る
。
画
業
を
見
て
も

五
浦
に
都
落
ち
と
言
わ
れ
、
朦
朧
体
に
よ
っ
て
絵
が
ま
っ
た
く
売
れ

な
い
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
苦
悩
の
中
に
い
た
時
か
ら
間
も
な
い
時
期

だ
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
人
間
の
無
力
感
や
人
間
に
対
す
る
不
信
か

ら
、
描
か
れ
る
人
物
は
よ
り
小
さ
く
な
り
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
自
然

が
よ
り
大
き
く
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
見
る
こ
と
は
確
か
に
で

き
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
柳
の
幹
は
そ
の
よ
う
な
人
間
の
無
力
感
を
表
す
た
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め
に
大
き
く
太
く
描
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
改
め
て
「
柳
蔭
」
に
お

け
る
柳
の
幹
を
見
る
と
、
右
隻
の
幹
は
真
上
に
伸
び
る
し
っ
か
り
し

た
太
い
幹
と
右
上
に
真
っ
直
ぐ
伸
び
て
い
く
太
い
幹
が
力
強
く
描
か

れ
て
い
る
。
左
隻
の
幹
は
枝
と
一
緒
に
ま
っ
す
ぐ
上
に
伸
び
て
い
く

幹
や
二
つ
寄
り
添
っ
て
踊
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
幹
、
枝
を
腕
の
よ

う
に
動
か
し
て
い
る
よ
う
な
幹
な
ど
様
々
に
描
き
分
け
ら
れ
生
命
力

に
溢
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
人
間
の
小
さ
さ
を
表
す
た
め
だ
け
と
は

思
え
な
い
、
柳
の
い
き
い
き
と
し
た
躍
動
感
が
あ
る
の
だ
。
吉
澤
氏

も
先
ほ
ど
の
引
用
の
冒
頭
に
「
柳
の
大
き
く
、
み
ず
み
ず
し
い
み
ご

と
な
表
現
」
と
柳
の
描
き
方
自
体
は
評
価
し
て
い
る
。

　
こ
の
柳
の
幹
の
力
強
さ
と
生
命
力
は
も
っ
と
別
の
と
こ
ろ
か
ら
生

ま
れ
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
こ
の
点
を
更
に
考

察
す
る
た
め
に
柳
の
樹
全
体
を
も
う
一
度
検
討
し
て
い
く
。

　
〈
三
〉
柳
の
樹
全
体
か
ら
の
考
察

　
再
度
「
柳
蔭
」
に
描
か
れ
た
柳
の
樹
全
体
を
見
る
と
、
そ
れ
は
ま

さ
に
力
強
さ
と
生
命
力
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
改
め
て
「
柳
蔭
」

を
読
み
解
く
時
、
そ
こ
に
は
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
に
行
っ

た
中
国
旅
行
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の

「
柳
蔭
」
は
中
国
へ
の
旅
行
を
き
っ
か
け
と
し
て
描
か
れ
、
そ
の
図
様

も
中
国
に
求
め
ら
れ
る
の
だ
。

　
大
観
は
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
六
月
頃
か
ら
、
寺
崎
広
業

と
山
岡
米
華
と
三
人
で
中
国
に
旅
行
に
出
掛
け
た
。
大
観
が
辿
っ
た

ル
ー
ト
を
見
る
と
上
海
か
ら
南
京
、
武
漢
へ
と
長
江
に
そ
っ
て
旅
を

し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
実
際
長
江
を
船
に
乗
っ
て
上
流
に
向

か
っ
た
（
1
4
）
。
こ
の
旅
行
の
影
響
は
作
品
に
す
ぐ
に
現
れ
、
同
じ
明
治

四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
に
「
楚
水
の
巻
」
と
い
う
絵
巻
物
を
第
四

回
文
展
に
出
展
し
て
い
る
。
楚
水
と
は
長
江
を
指
す
。

　
こ
の
作
品
の
中
間
部
分
に
つ
い
て
斉
藤
隆
三
氏
は
「
楊
柳
樹
下
に

水
牛
群
る
所
縢
雨
至
る
夏
の
風
景
と
も
展
開
す
る
」
と
述
べ
て
い

る
（
1
5
）
。
つ
ま
り
こ
の
絵
巻
に
は
長
江
に
臨
む
柳
が
描
か
れ
て
い
る

の
だ
。

　
そ
し
て
更
に
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
の
年
の
暮
れ
に
「
燕

山
の
巻
」
が
描
か
れ
た
。
こ
ち
ら
は
「
楚
水
の
巻
」
に
対
し
て
、
武

漢
か
ら
北
京
に
至
る
中
国
北
方
の
山
々
を
テ
ー
マ
と
し
て
描
か
れ
た

作
品
だ
（
1
6
）
。
解
説
に
は
「
濃
淡
の
リ
ズ
ム
美
し
い
楊
柳
の
木
陰
に
は

人
馬
の
動
く
の
が
見
え
」
と
記
さ
れ
（
1
7
）
、
こ
こ
に
も
柳
が
描
か
れ
て

い
る
。
よ
り
近
景
か
ら
描
か
れ
、
人
物
よ
り
も
大
分
大
き
く
柳
の
樹

が
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
柳
の
描
き
方
を
参
考
に
す
る
な
ら

ば
丘
の
部
分
に
生
い
茂
る
木
々
も
柳
と
見
て
取
れ
る
。
こ
れ
ら
木
々

が
す
べ
て
柳
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
柳
に
対

す
る
関
心
が
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
は
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で
き
る
。

　
こ
れ
ら
の
作
品
は
い
ず
れ
も
絵
巻
物
で
あ
り
、
絵
巻
物
と
は
連
続

す
る
画
面
全
体
で
一
つ
の
作
品
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
次
々
と
場
面
を

展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
刻
や
天
候
に
応
じ
て
様
々
に
変
化
し
て

い
く
自
然
の
情
景
を
描
く
こ
と
が
中
心
で
あ
り
、
「
楚
水
の
巻
」
で
は

夏
の
景
物
の
一
つ
と
し
て
柳
の
樹
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
こ
と
を
考
慮
し
て
も
大
観
の
柳
に
対
す
る
関
心
は
徐
々
に
大
き
く

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
実
際
に
そ
の
後
、
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
に
大
観
は
「
長
江
の

朝
」
（
六
曲
一
双
）
【
図
版
八
】
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
「
疎

水
の
巻
」
の
一
場
面
を
屏
風
に
切
り
取
っ
た
か
の
よ
う
な
作
品
で
あ

る
。
絵
巻
物
か
ら
屏
風
へ
の
転
換
が
こ
こ
に
あ
り
、
一
つ
の
場
面
が

作
品
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
右
隻
に
は
柳
が
画
面
の
中
心
に
描
か

れ
、
そ
の
存
在
感
を
印
象
づ
け
て
い
る
。

　
そ
し
て
大
正
二
年
（
一
九
＝
二
）
に
は
、
「
柳
蔭
」
が
描
か
れ
る
の

だ
。
こ
の
流
れ
を
整
理
す
る
と
、
初
め
は
絵
巻
物
の
・
一
つ
の
景
物

だ
っ
た
柳
が
、
よ
り
注
目
さ
れ
、
さ
ら
に
屏
風
の
一
要
素
と
し
て
描

か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「
柳
蔭
」
で
画
面
全
体
の
主
役
と
し
て
描
か
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
様
子
が
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
。

　
さ
ら
に
次
の
年
の
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
に
も
「
長
江
の
巻
」

【
図
版
九
】
と
い
う
絵
巻
物
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
は
「
楚
水
の
巻
」

と
全
く
同
じ
画
題
の
作
品
だ
。
図
様
を
見
て
も
「
楚
水
の
巻
」
と
共

通
性
が
見
ら
れ
、
そ
こ
に
は
長
江
の
水
辺
の
柳
が
描
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
柳
を
見
る
と
「
楚
水
の
巻
」
の
柳
に
比
べ
て
明
ら
か
に

大
き
く
沢
山
の
柳
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
や
や
誇
張
し
す
ぎ
と
も

見
え
る
柳
の
描
写
は
ま
さ
に
「
柳
蔭
」
の
柳
を
連
想
さ
せ
る
。
こ
こ

に
は
柳
そ
の
も
の
の
力
強
さ
と
生
命
力
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い

る
の
だ
。

　
こ
う
し
て
順
を
追
っ
て
見
て
い
く
と
、
柳
の
情
景
に
対
す
る
大
観

の
関
心
が
徐
々
に
大
き
く
な
り
、
「
柳
蔭
」
を
き
っ
か
け
に
そ
れ
は
柳

の
樹
そ
の
も
の
へ
の
関
心
と
な
り
、
そ
れ
が
「
柳
蔭
」
の
柳
の
樹
に

力
強
さ
と
生
命
力
を
与
え
た
と
言
え
る
の
だ
。

　
実
際
、
枝
垂
れ
柳
に
は
大
き
く
成
長
し
た
も
の
が
あ
る
【
図
版

十
】
。
私
は
こ
の
柳
の
樹
を
家
の
近
く
の
公
園
で
発
見
し
そ
の
大
き

さ
と
迫
力
に
心
を
打
た
れ
、
「
あ
あ
、
こ
れ
が
大
観
の
柳
な
の
か
」
と

思
わ
ず
感
じ
た
。
こ
の
柳
か
ら
は
力
強
さ
と
生
命
力
と
が
溢
れ
出
て

い
る
。
大
観
が
中
国
で
ど
の
よ
う
な
柳
を
見
た
の
か
は
分
か
ら
な
い

が
そ
れ
は
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
柳
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
改
め
て
「
柳
蔭
」
を
見
る
と
、
力
強
さ
と
生
命
力
に
溢
れ
た
柳
を

描
き
た
い
と
い
う
大
観
の
思
い
を
感
じ
取
れ
る
か
の
よ
う
に
画
面
を

柳
が
覆
っ
て
い
る
。
春
草
を
亡
く
し
天
心
ま
で
も
失
い
こ
れ
か
ら
日

本
美
術
院
を
自
分
が
支
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
心
情



95横山大観筆「柳蔭」

を
表
現
す
る
か
の
ご
と
く
、
柳
が
力
に
溢
れ
て
い
る
の
だ
。
力
強
い

右
隻
の
柳
と
生
命
力
に
溢
れ
た
左
隻
の
柳
、
そ
し
て
そ
の
葉
は
一
つ

一
つ
緑
青
の
線
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は

こ
の
柳
に
こ
め
ら
れ
た
大
観
の
気
魂
を
感
じ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

あ
た
か
も
天
心
に
対
す
る
決
意
表
明
の
よ
う
で
あ
る
。

第
三
節
　
屏
風
全
体
の
構
図
か
ら
見
る
1
画
面
を
分
断
す
る
橋

　
第
三
節
は
画
面
を
分
断
す
る
橋
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
大
観
作
品

に
お
い
て
、
場
面
を
橋
と
川
に
よ
っ
て
明
確
に
分
断
す
る
作
品
は
、

屏
風
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
作
品
に
お
い
て
も
私
が
見
る
限
り
「
柳

蔭
」
以
外
に
見
つ
け
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
「
柳
蔭
」
と
「
五
柳
先
生
」

と
を
比
べ
た
と
き
の
大
き
な
違
い
と
し
て
「
柳
蔭
」
に
は
橋
が
描
か

れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
画
面
が
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

言
え
る
。
「
柳
蔭
」
に
お
け
る
橋
に
は
何
か
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　
改
め
て
「
柳
蔭
」
を
見
る
と
、
橋
だ
け
で
は
な
く
流
れ
る
川
に

よ
っ
て
も
画
面
を
区
切
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
群
青
は
美

し
く
、
川
が
流
れ
て
い
る
こ
と
を
し
っ
か
り
と
認
識
さ
せ
ら
れ
る
。

区
切
ら
れ
た
橋
の
向
こ
う
側
は
石
垣
に
も
覆
わ
れ
て
い
て
、
家
屋
に

は
手
前
の
金
地
の
空
間
か
ら
は
画
面
奥
に
描
か
れ
た
橋
を
渡
る
以
外

は
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
さ
ら
に
第
二
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
画
面
に
描
か
れ
た
柳
は

力
強
く
躍
動
的
な
の
に
対
し
て
、
家
屋
の
部
分
だ
け
は
そ
の
よ
う
な

印
象
は
無
く
、
実
際
の
家
屋
の
イ
メ
ー
ジ
を
そ
の
ま
ま
描
写
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。
吉
澤
氏
も
こ
の
家
屋
に
つ
い
て
「
リ
ア
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク
に
描
か
れ
て
い
る
一
団
の
家
屋
」
と
表
現
し
て
い
る
（
1
8
）
。

こ
の
よ
う
に
橋
を
境
に
し
て
手
前
の
金
地
と
奥
の
家
屋
の
空
間
で
は

描
か
れ
方
が
異
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　
で
は
こ
の
表
現
は
ど
こ
か
ら
来
て
何
を
表
す
の
か
。
そ
こ
に
は
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
柳
蔭
」
制
作
の
も
と
に
な
っ
た
中
国
が
関
係

し
て
い
る
。
中
国
に
お
い
て
、
柳
は
「
別
れ
」
の
象
徴
と
し
て
漢
詩

な
ど
に
現
れ
る
。
例
え
ば
王
維
（
中
国
唐
代
の
詩
人
、
画
家
。
七
〇

一
頃
～
七
六
一
）
の
律
詩
「
元
二
の
安
西
に
使
す
る
を
送
る
」
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
使
者
の
役
目
を
帯
び
て
西
安
へ
旅
立
つ
元
二
を
送
っ

た
詩
で
送
別
の
詩
の
代
表
作
に
挙
げ
ら
れ
る
も
の
だ
（
1
9
）
。
ま
た
、
柳

と
橋
の
景
、
つ
ま
り
柳
橋
も
「
別
れ
」
の
象
徴
と
し
て
漢
詩
で
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
（
2
0
）
。
陶
淵
明
な
ど
の
漢
詩
に
精
通
し
て
い
た
大

観
な
ら
ば
こ
れ
ら
の
柳
と
橋
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
は
知
っ
て
い
た
だ

ろ
う
。

　
日
本
に
お
け
る
柳
と
橋
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
「
柳
橋
水
車
図
屏

風
」
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
。
「
柳
橋
水
車
図
屏
風
」
は
宇
治
を
柳
と
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橋
と
水
車
等
の
景
物
で
見
立
て
る
中
世
以
来
の
宇
治
名
所
図
の
流
れ

を
汲
み
な
が
ら
、
近
世
初
期
に
成
立
し
た
作
品
だ
（
2
1
v
。
そ
し
て
、
こ

こ
で
描
か
れ
て
い
る
橋
は
浄
土
へ
と
つ
な
が
る
橋
と
捉
え
ら
れ
て
い

る
（
2
2
）
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
図
様
は
定
型
化
さ
れ
同
様
の

モ
チ
ー
フ
で
描
か
れ
る
作
品
が
多
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
（
2
3
）
。
つ
ま
り
柳
橋
水
車
図
と
言
え
ば
こ
の
図
様
と
い
う
も
の
が

あ
り
、
柳
と
橋
を
描
け
ば
自
ず
と
こ
の
柳
橋
水
車
図
の
イ
メ
ー
ジ
が

連
想
さ
れ
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
柳
蔭
」
に
描
か
れ
る
柳
と
橋

に
も
言
え
る
。

　
ま
た
「
柳
蔭
」
に
お
け
る
画
面
を
橋
と
川
に
よ
っ
て
分
断
す
る
図

様
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
高
雄
観
風
図
」
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
こ
で
は
橋
が
こ
の
世
と
あ
の
世
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。
佐
藤
康
宏
氏
は
「
前
景
は
俗
な
る
世
界
で
あ
る
現
世
、

後
景
は
聖
な
る
世
界
で
あ
る
霊
所
、
と
い
う
ふ
う
に
前
後
の
空
間

が
、
画
面
で
は
上
と
下
が
対
照
的
な
性
質
を
担
っ
て
い
る
。
中
央
を

流
れ
る
川
が
ふ
た
つ
の
領
域
を
隔
て
る
」
と
述
べ
て
い
る
〔
2
4
）
。
こ
の

よ
う
な
「
高
雄
観
楓
図
」
の
画
面
の
構
造
は
「
柳
蔭
」
に
も
当
て
は

ま
る
。
つ
ま
り
、
橋
を
境
と
し
て
柳
が
生
い
茂
る
手
前
側
と
橋
を

渡
っ
た
家
屋
側
と
に
明
確
な
描
き
方
の
違
い
が
読
み
取
れ
、
こ
こ
に

は
対
照
性
が
あ
る
と
言
え
る
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
柳

蔭
」
は
現
世
と
霊
所
を
橋
の
前
後
で
描
き
分
け
て
い
る
。
天
心
の
も

と
で
日
本
絵
画
を
研
究
し
て
い
た
大
観
は
こ
の
よ
う
な
「
柳
橋
水
車

図
屏
風
」
や
「
高
雄
観
楓
図
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
「
柳
蔭
」
を
描
く
以

前
か
ら
知
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
柳
と
橋
に
お
け
る
「
別
れ
」
や
「
浄
土
に
か
か
る
橋
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
知
り
な
が
ら
、
あ
え
て
そ
れ
を
画
面
に
描
い
た

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
画
面
に
含
め
た
か
っ
た

か
ら
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
「
柳
蔭
」
が
天
心
の
追
悼
を
ほ

の
め
か
し
て
い
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

第
四
節
　
モ
チ
ー
フ
か
ら
見
る
1
童
子
、
騙
馬
、
会
話
す
る
人
物

　
第
四
節
で
は
モ
チ
ー
フ
に
注
目
し
て
こ
の
屏
風
を
見
て
い
く
。
こ

こ
で
は
特
に
こ
の
画
面
に
登
場
す
る
三
人
の
人
物
と
一
頭
の
腫
馬
に

注
目
し
た
い
。
右
隻
に
は
樹
の
根
元
で
眠
る
童
子
と
そ
の
横
に
騙
馬

が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
童
子
は
一
見
す
る
と
健
や
か
に
眠
っ
て
い

る
よ
う
だ
が
、
良
く
見
る
と
そ
の
顔
は
悲
し
ん
で
い
る
よ
う
に
も
見

え
る
【
図
版
十
一
】
。

　
こ
の
童
子
は
単
独
や
集
団
で
描
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
主
人
を

待
っ
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
童
子
の
隣
で
仔
ん
で

い
る
騙
馬
か
ら
降
り
て
左
隻
の
家
屋
で
友
人
と
話
を
し
て
い
る
主
人

の
帰
り
を
待
っ
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
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主
人
と
共
に
描
か
れ
る
童
子
は
、
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
の

作
品
「
五
柳
先
生
」
、
ま
た
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
の
「
陶
靖
節
」

【
図
版
十
二
】
、
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
の
「
老
子
」
【
図
版
十
三
】

な
ど
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
作
品
に
描
か
れ
た
童
子
と
「
柳
蔭
」
の

童
子
を
比
較
し
て
み
る
。

　
「
老
子
」
と
「
陶
靖
節
」
に
お
い
て
童
子
は
眠
っ
て
い
る
よ
う
に
描

か
れ
、
そ
の
様
子
は
寝
息
が
聞
え
そ
う
な
ほ
ど
健
や
か
だ
。
大
正
十

二
年
（
一
九
二
三
）
に
描
か
れ
た
「
寒
山
拾
得
」
も
同
様
で
、
う
た

た
寝
す
る
童
子
が
気
持
ち
よ
さ
そ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
「
柳
蔭
」
の
童
子
は
う
た
た
寝
を
し
て
い
る
よ
う

だ
が
、
そ
の
表
情
は
落
ち
込
ん
で
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
明
ら
か

に
「
陶
靖
節
」
や
「
老
子
」
や
「
寒
山
拾
得
」
に
描
か
れ
て
い
る
童

子
の
表
情
と
は
違
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
「
五
柳
先
生
」
の
童
子
は
琴
を
じ
っ
と
見
つ
め
無
表
情
に

描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
童
子
も
「
老
子
」
な
ど
の
穏
や
か
な
童
子
と

は
異
な
る
。
こ
の
作
品
は
先
に
も
述
べ
た
春
草
の
追
悼
展
の
出
展
作

で
、
こ
の
童
子
に
春
草
に
先
立
た
れ
た
大
観
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て

い
る
と
も
見
え
る
。
そ
し
て
、
同
様
に
「
柳
蔭
」
の
童
子
に
も
天
心

を
失
っ
た
大
観
の
思
い
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の

だ
。
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
童
子
の
脇
に
頭
を
下
げ
て
停
ん
で

い
る
騙
馬
も
寂
し
そ
う
に
見
え
て
く
る
。
柳
に
対
し
て
童
子
と
騙
馬

が
極
端
に
小
さ
く
描
か
れ
る
の
も
一
層
童
子
と
騙
馬
の
存
在
を
小
さ

く
さ
せ
る
の
だ
。

　
左
隻
の
家
屋
の
中
に
は
二
人
の
人
物
が
会
話
を
し
て
い
る
。
位
置

か
ら
見
て
右
側
の
白
服
の
人
物
が
童
子
の
主
人
で
あ
る
陶
淵
明
と
思

わ
れ
る
が
、
そ
の
顔
は
柳
の
葉
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
て
い
る
。
人
物
の

顔
を
故
意
に
隠
す
こ
と
は
何
か
そ
こ
に
意
図
が
な
け
れ
ば
し
な
い
こ

と
だ
。
こ
れ
は
こ
の
「
柳
蔭
」
が
描
か
れ
た
年
に
亡
く
な
っ
た
天
心

を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
し
か
し
、
そ
の
図
様
を
見
る
と
天
心
と
分
か
る
は
っ
き
り
し
た
特

徴
は
無
い
。
む
し
ろ
そ
の
隣
の
青
服
を
纏
っ
た
人
物
の
顔
が
若
い
時

の
天
心
を
思
わ
せ
る
【
図
版
十
五
】
。
こ
の
人
物
は
実
在
す
る
モ
デ
ル

を
想
定
し
て
描
い
た
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
繊
細
に
丁
寧
に
描
か
れ
て
い

る
の
だ
。

　
で
は
白
服
の
人
物
は
誰
な
の
か
。
こ
の
よ
う
に
人
物
の
顔
を
部
分

的
に
隠
し
て
描
い
た
大
観
の
作
品
に
「
村
童
観
猿
翁
」
【
図
版
十
四
】

が
あ
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
翁
は
「
柳
蔭
」
の
白
服
の
人
物
の
よ
う
に

笠
で
顔
が
隠
れ
て
お
り
、
こ
の
笠
を
被
っ
た
翁
は
橋
本
雅
邦
を
似
せ

て
描
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
図
様
と
類
似
す
る
「
柳
蔭
」
の
白

服
の
人
物
は
雅
邦
で
あ
る
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　
つ
ま
り
、
橋
を
隔
て
た
向
こ
う
側
に
雅
邦
と
天
心
が
対
談
し
て
い

る
姿
を
描
い
て
い
る
の
だ
。
雅
邦
を
暗
示
さ
せ
る
人
物
を
描
き
、
若
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い
頃
の
天
心
に
似
せ
た
人
物
を
描
い
て
い
る
こ
の
「
柳
蔭
」
は
、
天

心
へ
の
思
い
を
描
い
た
作
品
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
「
柳
蔭
」
が
天
心
を
追
悼
す
る
た
め
制
作
さ
れ
た

こ
と
は
、
画
面
に
お
け
る
橋
や
童
子
や
会
話
す
る
人
物
な
ど
、
一
見

す
る
と
気
付
か
な
い
よ
う
な
部
分
か
ら
読
み
解
く
こ
と
で
導
か
れ
る

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
追
悼
の
意
図
は
あ
く
ま
で
観
る
者
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
の
だ
。

　
「
柳
蔭
」
の
画
面
は
、
中
国
の
夏
の
柳
が
生
い
茂
っ
て
い
る
の
ど

か
で
理
想
的
な
風
景
の
ま
ま
で
と
ど
ま
る
。
あ
え
て
天
心
の
追
悼
を

表
に
出
さ
ず
、
こ
の
金
地
に
浮
か
び
上
が
る
美
し
い
緑
の
葉
を
つ
け

た
柳
の
力
強
さ
と
生
命
力
、
さ
ら
に
は
群
青
の
鮮
や
か
な
流
水
と
そ

こ
に
広
が
る
の
ど
か
な
雰
囲
気
を
前
面
に
出
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は

追
悼
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
直
接
に
は
画
面
に
現
さ
な
い
大
観
の
狙
い

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
五
節
「
柳
蔭
」
を
「
柳
蔭
」
と
し
て
見
る
1
立
体
的
な
画
面

　
こ
こ
で
改
め
て
「
柳
蔭
」
の
屏
風
全
体
を
見
て
み
る
。

　
ま
ず
、
向
か
っ
て
右
隻
の
六
扇
目
と
向
か
っ
て
左
隻
の
一
扇
目
と

が
結
び
つ
く
こ
と
が
は
っ
き
り
と
分
か
る
。
右
隻
六
扇
目
の
上
方
に

描
か
れ
る
柳
の
葉
は
左
隻
二
扇
目
か
ら
伸
び
て
い
る
柳
の
葉
と
左
隻

＝
扇
目
の
右
上
で
重
な
り
合
う
が
、
左
隻
か
ら
伸
び
る
手
前
の
柳
は

よ
り
緑
色
で
表
さ
れ
、
右
隻
か
ら
伸
び
る
柳
は
そ
の
奥
に
や
や
暗
め

に
描
か
れ
て
い
る
。
手
前
の
柳
の
結
び
つ
き
か
ら
見
て
も
こ
れ
は
屏

風
と
し
て
左
右
に
置
い
て
鑑
賞
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
描
か
れ
た
作

品
と
言
え
る
。
ま
た
こ
の
二
つ
の
こ
と
か
ら
右
隻
と
左
隻
の
金
地
空

間
が
両
隻
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
で
き
る
。

　
そ
し
て
、
左
隻
の
金
地
の
空
間
が
右
に
行
く
ほ
ど
大
き
く
な
っ
て

い
く
こ
と
、
右
隻
の
四
扇
目
の
二
本
の
柳
の
樹
が
左
隻
の
二
扇
目
の

柳
の
樹
と
三
・
四
扇
目
に
あ
る
柳
の
樹
の
問
の
位
置
に
あ
る
こ
と
、

さ
ら
に
は
右
隻
の
六
扇
目
と
左
隻
の
一
扇
目
の
手
前
側
の
柳
が
両
隻

で
結
び
つ
き
右
隻
の
二
扇
目
か
ら
伸
び
る
柳
は
ず
っ
と
手
前
の
方
か

ら
出
て
き
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
金
地
の

空
間
が
無
限
に
広
が
っ
て
い
く
よ
う
に
観
る
者
に
思
わ
せ
る
。
こ
の

金
地
の
空
間
は
右
隻
と
左
隻
両
方
に
広
が
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な

く
、
画
面
を
飛
び
出
す
無
限
の
金
地
空
間
を
演
出
し
て
い
る
の
だ
。

　
そ
の
屏
風
画
面
を
越
え
る
金
地
空
間
の
中
で
小
さ
く
描
か
れ
て
い

る
モ
チ
ー
フ
が
一
頭
の
騙
馬
と
一
人
の
童
子
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
空
間
の
広
が
り
に
対
し
て
余
り
に
も
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
こ
れ

ら
の
図
様
は
、
四
扇
目
と
五
扇
目
の
山
折
の
部
分
に
あ
り
、
視
覚
的

に
そ
の
部
分
に
目
が
い
き
や
す
い
配
置
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
金

地
空
間
と
家
屋
を
結
ぶ
橋
が
描
か
れ
て
い
る
の
も
ま
た
左
隻
の
二
・
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三
扇
目
の
山
折
の
部
分
に
あ
る
。
柳
に
比
べ
て
そ
の
サ
イ
ズ
は
小
さ

い
が
こ
の
山
折
の
部
分
の
す
ぐ
傍
に
あ
る
た
め
こ
こ
に
も
自
然
と
視

線
が
誘
導
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
そ
の
先
は
家
屋
が
立
ち
並
ぶ
。
金
地
に
対
し
て
川
と
垣
根

で
仕
切
ら
れ
て
い
る
こ
の
空
間
は
柳
の
樹
に
よ
っ
て
も
多
く
の
部
分

が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
印
象
を
受
け
る
。
こ

の
家
屋
と
金
地
の
画
面
で
は
異
な
る
世
界
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　
ま
た
、
屏
風
と
し
て
左
右
に
配
置
す
る
こ
と
で
、
主
人
と
従
者
が

距
離
的
に
遠
く
離
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
か
せ
る
。

「
柳
蔭
」
の
図
様
が
見
ら
れ
た
伝
周
文
筆
「
四
季
山
水
図
屏
風
」
の
主

人
と
従
者
の
位
置
関
係
は
近
く
、
ど
ち
ら
も
五
扇
目
に
描
か
れ
て
い

る
。
「
五
柳
先
生
」
に
見
ら
れ
る
陶
淵
明
と
そ
の
童
子
は
右
隻
と
左
隻
に

三
扇
離
れ
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
人
物
が
大
き
く
近
景
で
描
か
れ
て
い

る
の
で
隔
た
り
は
あ
る
も
の
の
、
や
や
離
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
だ
。

　
し
か
し
、
「
柳
蔭
」
お
い
て
は
陶
淵
明
と
そ
の
童
子
の
間
に
は
六
扇

以
上
の
隔
た
り
が
あ
る
。
さ
ら
に
右
隻
と
左
隻
で
分
か
れ
て
い
る
の

は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
間
に
は
垣
根
、
川
、
橋
が
あ
り
、
そ
の
先
も
ほ

ぼ
四
扇
分
の
金
地
の
空
間
が
あ
る
の
だ
。
人
物
の
図
様
も
小
さ
く
描

か
れ
て
い
る
の
で
、
さ
ら
に
遠
く
に
離
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
屏
風
の
特
徴
で
あ
る
極
め
て
横
長
の
画
面
が
そ
れ

を
更
に
印
象
づ
け
て
い
る
。
主
人
を
待
つ
に
は
遠
す
ぎ
る
と
こ
ろ
に

童
子
を
配
置
し
、
左
隻
の
四
・
五
扇
目
の
部
分
が
山
折
に
な
っ
て
い

る
た
め
五
扇
目
に
描
か
れ
る
人
物
と
の
距
離
が
さ
ら
に
強
調
さ
れ

る
。
こ
こ
に
は
主
人
と
従
者
に
不
自
然
な
隔
た
り
が
見
て
取
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
屏
風
と
し
て
「
柳
蔭
」
を
見
て
い
く
と
、
金
地
空
間

の
広
が
り
が
巧
み
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
金
地
空
間
と
家

屋
空
間
の
隔
た
り
、
そ
し
て
主
人
と
従
者
の
隔
た
り
が
明
確
に
あ
ら

わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
に
は
こ
れ
ま
で
に
も
述
べ
て

き
た
天
心
の
追
悼
を
示
唆
す
る
要
素
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

終
章
　
大
観
作
品
に
お
け
る
「
柳
蔭
」
の
位
置
づ
け

　
こ
の
よ
う
に
「
柳
蔭
」
の
造
形
表
現
を
丁
寧
に
読
み
解
い
て
行
く

と
、
天
心
追
悼
の
た
め
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
よ
り
は
っ
き
り
と
わ

か
る
。
つ
ま
り
、
天
心
の
死
と
「
柳
蔭
」
制
作
に
は
大
き
く
関
係
性

が
あ
っ
た
の
だ
。
一
見
す
る
と
、
穏
や
か
な
中
国
の
昼
間
の
情
景
が

表
さ
れ
、
華
や
か
な
金
地
に
溢
れ
る
ば
か
り
の
柳
が
生
い
茂
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
屏
風
画
と
し
て
そ
の
図
様
を
見
た
と
き
、
そ
の
中
に

ま
る
で
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
追
悼
を
ほ
の

め
か
す
童
子
や
橋
の
モ
チ
ー
フ
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
れ
は
大
観
の

巧
み
な
演
出
な
の
だ
。

　
し
か
し
、
「
柳
蔭
」
は
「
五
柳
先
生
」
に
見
ら
れ
る
悲
し
み
を
そ
の



　
　
ま
ま
表
し
て
は
な
い
。
こ
の
「
柳
蔭
」
に
は
画
面
を
埋
め
つ
く
ほ
ど

00

@
の
力
強
く
生
命
力
に
満
ち
た
柳
の
樹
々
が
躍
動
し
て
い
る
の
だ
。
こ

ー　
　
こ
に
は
追
悼
を
超
え
た
大
観
の
気
暁
が
は
っ
き
り
と
表
出
さ
れ
て
い

　
　
る
。
そ
し
て
、
こ
の
柳
の
樹
々
に
は
こ
れ
ま
で
の
大
観
の
画
業
の
す

　
　
べ
て
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。

　
　
　
牧
難
作
品
の
模
写
に
始
ま
る
南
宋
の
湿
潤
な
水
墨
画
技
法
の
研
究

　
　
と
墨
の
濃
淡
に
よ
る
大
観
独
自
の
水
墨
表
現
、
朦
朧
体
か
ら
の
脱
却

　
　
を
可
能
に
し
た
琳
派
的
な
色
彩
の
美
し
さ
へ
の
こ
だ
わ
り
と
を
、
合

　
　
わ
せ
持
っ
て
い
る
の
が
ま
さ
に
こ
の
「
柳
蔭
」
な
の
で
あ
る
。
以
上

　
　
の
分
析
か
ら
、
「
柳
蔭
」
は
、
大
観
の
画
業
に
お
い
て
、
こ
の
時
期
の

　
　
集
大
成
と
言
う
べ
き
重
要
な
作
品
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
の
で

　
　
あ
る
。〔

注
〕

（
1
）
「
柳
蔭
」
に
関
す
る
主
な
解
説
類
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①

　
飯
島
勇
「
横
山
大
観
筆
　
柳
蔭
図
屏
風
」
『
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
』
一

　
　
〇
二
号
（
一
九
五
九
）
　
こ
れ
は
論
文
と
言
う
よ
り
は
作
品
紹

　
介
で
あ
り
内
容
は
図
録
の
解
説
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
図
書
で

　
　
は
②
『
現
代
日
本
美
術
全
集
2
　
横
山
大
観
』
（
集
英
社
　
一
九

　
　
七
一
）
の
細
野
正
信
氏
の
「
柳
蔭
」
の
解
説
部
分
（
一
〇
九
頁
）
、

　
　
③
『
週
刊
日
本
の
美
を
め
ぐ
る
漁
5
横
山
大
観
日
本
画
の

　
　
革
新
』
（
小
学
館
二
〇
〇
二
）
の
「
柳
蔭
」
の
解
説
部
分
（
九

　
　
頁
）
、
④
『
巨
匠
の
日
本
画
「
2
」
横
山
大
観
』
（
学
習
研
究
社

　
　
二
〇
〇
四
）
の
「
柳
蔭
」
の
解
説
部
分
（
六
〇
頁
）
、
⑤
『
横
山

　
　
大
観
の
世
界
』
（
美
術
年
鑑
社
二
〇
〇
六
）
の
「
柳
蔭
」
の
解

　
　
説
部
分
（
三
〇
頁
）
な
ど
。
図
録
で
は
⑥
『
創
立
百
二
十
年
記

　
　
念
　
日
本
と
東
洋
の
美
』
（
東
京
国
立
博
物
館
　
一
九
九
二
）
の

　
　
「
柳
蔭
」
の
解
説
部
分
（
二
八
一
頁
）
、
⑦
『
横
山
大
観
そ
の

　
　
心
と
芸
術
』
（
東
京
国
立
博
物
館
／
朝
日
新
聞
社
　
二
〇
〇
二
）

　
　
の
「
柳
蔭
」
の
解
説
部
分
（
九
七
頁
）
、
⑧
『
没
後
五
〇
年
横

　
　
山
大
観
－
新
た
な
る
伝
説
へ
』
（
国
立
新
美
術
館
／
朝
日
新
聞

　
　
社
二
〇
〇
八
）
の
「
柳
蔭
」
の
解
説
部
分
（
一
七
八
頁
）
な
ど
。

　
　
な
お
、
注
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
解
説
や
図
録
に
言
及
す
る
場
合

　
　
は
、
各
解
説
に
付
し
た
丸
括
弧
の
数
字
に
よ
っ
て
示
す
。

（
2
）
②
か
ら
引
用
。

（
3
）
①
か
ら
引
用
。

（
4
）
　
『
横
山
大
観
　
大
観
画
談
』
（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
一
九
九

　
　
九
）
の
九
八
頁
か
ら
引
用
。

（
5
）
　
『
没
後
五
十
年
　
横
山
大
観
－
新
た
な
る
伝
説
へ
』
（
国
立

　
　
新
美
術
館
／
朝
日
新
聞
社
二
〇
〇
八
）
の
佐
藤
志
乃
氏
の
「
柳

　
　
蔭
」
の
解
説
部
分
（
｝
七
六
頁
）
を
参
照
。
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（
6
）
　
吉
澤
忠
『
横
山
大
観
の
芸
術
－
日
本
画
近
代
化
の
た
た
か

　
　
い
ー
』
（
美
術
出
版
社
一
九
六
四
）
の
一
九
四
頁
か
ら
一
九
五

　
　
頁
を
参
照
。

（
7
）
　
三
上
美
和
「
日
本
近
代
美
術
の
蒐
集
家
－
原
三
渓
の
美
術

　
　
蒐
集
記
録
「
美
術
品
買
入
覚
」
に
見
る
近
代
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ

　
　
ン
に
つ
い
て
ー
」
『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
』
十
二
号
（
二

　
　
〇
〇
三
）
で
も
②
の
解
説
を
参
照
し
、
論
を
進
め
て
い
る
（
一

　
　
四
頁
）
。

（
8
）
②
の
解
説
を
参
照
。
ま
た
同
書
の
細
野
正
信
氏
の
「
五
柳
先

　
　
生
」
の
解
説
（
一
〇
六
頁
）
も
参
照
。

（
9
）
②
の
細
野
正
信
氏
の
「
四
季
の
雨
」
の
解
説
（
一
〇
二
頁
）

　
　
を
参
照
。

（
1
0
）
⑦
の
塩
谷
氏
の
「
竹
雨
」
の
解
説
（
九
八
頁
）
を
参
照
。

（
1
1
）
②
の
「
春
秋
」
の
解
説
（
一
〇
四
頁
）
。

（
1
2
）
　
（
6
）
の
一
九
七
頁
。

（
1
3
）
　
（
6
）
の
一
九
八
頁
。

（
1
4
）
　
（
4
）
の
八
八
か
ら
八
九
頁
と
（
6
）
の
一
九
二
頁
を
参
照
。

（
1
5
）
　
斉
藤
隆
三
『
横
山
大
観
』
（
中
央
公
論
美
術
出
版
　
一
九
八

　
　
二
）
の
八
二
頁
。

（
1
6
）
　
『
横
山
大
観
　
続
－
　
明
治
・
大
正
』
（
大
日
本
絵
画
一
九
九

　
　
三
）
の
三
〇
七
頁
の
「
燕
山
の
巻
」
の
解
説
を
参
照
。

（
1
7
）
　
前
掲
注
（
1
6
）
参
照
。

（
1
8
）
　
（
6
）
の
一
九
八
頁
か
ら
引
用
。

（
1
9
）
　
石
川
忠
久
『
漢
詩
を
よ
む
　
王
維
一
〇
〇
選
』
（
日
本
放
送
出

　
　
版
協
会
二
〇
〇
七
）
の
二
二
〇
頁
か
ら
二
二
二
頁
に
か
け
て

　
　
の
解
説
を
参
照
。
こ
こ
で
は
宿
屋
の
前
の
柳
の
芽
が
雨
に
洗
わ

　
　
れ
て
青
々
と
し
て
い
る
と
詠
い
、
別
れ
の
場
面
を
よ
り
印
象
的

　
　
に
し
て
い
る
。

（
2
0
）
　
安
達
啓
子
「
二
種
の
柳
橋
図
屏
風
」
『
国
華
』
第
一
＝
二
五
号

　
　
（
一
九
九
〇
）
の
七
頁
を
参
照
。

（
2
1
）
　
前
掲
注
（
2
0
）
の
七
か
ら
八
頁
、
米
満
泉
「
柳
橋
水
車
図
屏

　
　
風
の
典
型
と
主
題
」
『
デ
ア
ル
テ
』
第
十
七
号
（
二
〇
〇
こ

　
　
の
四
五
頁
か
ら
四
七
頁
を
参
照
。

（
2
2
）
　
（
2
0
）
で
取
り
上
げ
た
論
文
の
一
三
頁
を
参
照
。

（
2
3
）
　
「
柳
橋
水
車
図
屏
風
」
に
は
東
京
国
立
博
物
館
本
や
京
都
国

　
　
立
博
物
館
本
な
ど
同
じ
図
様
で
描
か
れ
た
も
の
が
多
く
残
さ
れ

　
　
て
い
る
。

（
2
4
）
　
佐
藤
康
宏
「
高
雄
観
楓
図
論
」
『
美
術
史
論
叢
』
一
六
（
一
九

　
　
九
九
）
の
一
一
頁
。

尚
、
挿
図
は
以
下
よ
り
転
載
し
た
。

　
『
日
本
屏
風
絵
集
成
／
第
二
巻
山
水
画
水
墨
山
水
』
（
講
談
社
、
一



　
　
九
七
八
）
。
『
現
代
日
本
美
術
全
集
2
横
山
大
観
』
（
集
英
社
、
一
九

〇2

@
七
一
）
。
『
牧
難
憧
憬
の
水
墨
画
』
（
五
島
美
術
館
、
一
九
九
六
）
。
『
岡

1　
　
倉
天
心
ア
ル
バ
ム
』
（
中
央
公
論
美
術
出
版
社
、
二
〇
〇
一
）
。
『
横
山

　
　
大
観
展
』
（
三
重
県
立
美
術
館
、
二
〇
〇
一
）
。
『
横
山
大
観
そ
の
心

　
　
と
芸
術
』
（
東
京
国
立
博
物
館
／
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
二
）
。
『
別
冊

　
　
大
陽
気
魂
の
人
横
山
大
観
』
（
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
）
。
『
没
後
五
〇

　
　
年
横
山
大
観
－
新
た
な
る
伝
説
へ
』
（
国
立
新
美
術
館
／
朝
日
新

　
　
聞
社
、
二
〇
〇
八
）
。
『
近
代
日
本
画
美
の
系
譜
～
横
山
大
観
か
ら
高

　
　
山
辰
雄
ま
で
』
（
水
野
美
術
館
、
二
〇
〇
八
）
。
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【図一】横山大観筆「柳蔭」大正二年（1913）

【図二】横山大観筆「五柳先生」明治四十五年（1912）
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【図三】伝周文筆「四季山水図屏風

（部分図）」十五世紀頃

【図六】横山大観筆

「松並木」大正二年
（1913）

【図五】牧難筆「観音

猿鶴図」の内の「鶴図」

南宋時代末期から元時

代初期（13世紀後半）

【図四】横山大観筆「竹雨」

大正四年（1915）

【図七】横山大観筆「春秋」明治四十二年（1909）
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【図八】横山大観筆「長江の朝」大正元年（1912）

【図十】枝垂れ柳の図

【図十三】横山大観筆「老

子」大正十年（1921）の童

子の図

【図九】横山大観筆「長江の巻（部分図）」

　　　　　大正三年（1914）

【図十二】横山大観筆「陶

靖節」大正八年（1919）の

童子の図

【図十五】岡倉天心

文部省入省時の写真

【図十一】「柳蔭」の童子

の図

【図十四】横山大観筆「村童観猿翁」

　明治二十六年（1893）の翁の図


