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は
じ
め
に

　
月
倦
（
一
七
四
一
～
一
八
〇
九
）
名
は
玄
瑞
、
字
を
玉
成
と
い
っ

た
。
江
戸
時
代
中
期
に
伊
勢
の
寂
照
寺
住
職
を
つ
と
め
て
活
躍
し
た

浄
土
宗
の
画
僧
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
江
戸
で
櫻
井
山
興
（
一
七
一

五
～
一
七
九
〇
）
に
画
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
、
京
都
に
て
円
山
応

挙
（
一
七
三
三
～
一
七
九
五
）
や
与
謝
蕪
村
（
一
七
一
六
～
一
七
八

三
）
の
画
風
を
学
ん
だ
と
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
一
方
で
自
ら
の
画

料
で
貧
民
救
済
を
行
っ
た
徳
行
が
伝
え
ら
れ
る
。
絵
画
史
上
に
は
画

人
と
し
て
知
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
生
涯
に
つ
い
て
は
未

だ
不
鮮
明
な
点
の
残
る
人
物
の
一
人
だ
ろ
う
。
原
因
は
月
偲
が
多
作

家
で
あ
り
な
が
ら
も
有
年
紀
作
品
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
、
そ
し
て

月
倦
自
身
を
語
る
資
料
が
乏
し
い
こ
と
に
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
月
倦
に
つ
い
て
全
く
研
究
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
か
つ
て
ゆ
か
り
の
あ
っ
た
地
域
で
は
興
味
深
い
研
究

対
象
と
し
て
調
査
が
進
め
ら
れ
て
き
た
（
↓
。
近
年
で
は
山
口
泰
弘

氏
に
よ
る
詳
細
な
文
献
的
検
討
か
ら
、
同
時
代
に
お
け
る
月
倦
評
価

の
再
検
討
が
進
め
ら
れ
て
、
月
倦
が
一
時
的
で
あ
っ
た
に
せ
よ
「
月

催
様
式
」
つ
ま
り
「
簡
素
な
筆
墨
表
現
」
を
特
徴
と
す
る
「
素
描
的

な
人
物
表
現
」
の
新
風
で
人
気
を
博
し
た
画
人
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ

し
て
当
時
の
画
壇
で
は
そ
の
格
に
つ
い
て
広
く
論
議
さ
れ
て
お
り
無

視
で
き
な
い
存
在
だ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で

具
体
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
作
風
展
開
に
も
言
及
し
て

い
る
（
2
v
。
山
口
氏
は
、
大
典
禅
師
（
一
七
一
九
～
一
八
〇
一
）
が
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月
悟
の
著
作
で
あ
る
『
列
倦
圖
賛
』
（
天
明
四
年
〔
一
七
八
四
〕
刊
）

に
つ
い
て
「
新
意
」
と
い
う
こ
と
ば
で
評
し
て
い
る
こ
と
、
田
能
村

竹
田
（
一
七
七
七
～
一
八
三
五
）
が
『
山
中
人
饒
舌
』
の
中
で
古
法

を
存
し
た
谷
文
晃
に
比
し
て
月
倦
を
「
新
裁
」
と
評
し
た
こ
と
か

ら
、
「
月
悟
様
式
」
は
当
時
の
人
た
ち
に
共
有
さ
れ
て
い
た
固
有
の

様
式
だ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
『
列
催
圖
賛
』
に
み
ら
れ
る
月

偲
の
描
く
像
容
に
「
月
倦
様
式
」
の
誕
生
を
認
め
て
、
画
風
展
開
に

お
け
る
ひ
と
つ
の
転
機
と
し
て
示
唆
し
て
お
り
、
そ
の
一
方
で
「
月

悟
様
式
」
が
弊
害
と
な
っ
て
作
風
展
開
を
平
坦
に
せ
し
め
編
年
を
難

し
く
し
た
と
述
べ
る
。

　
大
典
が
「
新
裁
」
と
評
し
た
『
列
催
圖
賛
』
は
、
し
か
し
な
が
ら

多
く
の
月
偲
作
品
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

の
異
様
な
ま
で
の
神
仙
の
形
相
は
『
山
中
人
饒
舌
』
に
「
迫
塞
の
処

無
し
」
と
述
べ
る
竹
田
の
評
価
か
ら
は
程
遠
い
も
の
だ
ろ
う
。
大
典

の
い
う
「
新
意
」
と
竹
田
の
「
新
裁
」
と
が
、
異
な
る
作
風
時
期
に

お
け
る
月
悟
へ
の
評
価
で
あ
れ
ば
、
「
展
開
の
様
子
は
著
し
く
平
坦

で
、
決
定
的
な
変
転
は
な
い
」
と
見
ら
れ
て
き
た
寂
照
寺
時
代
の
作

風
変
遷
に
つ
い
て
も
、
多
少
は
整
理
し
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と

筆
者
は
思
う
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
の
目
的
は
、
月
偲
の
伝
歴
お
よ
び
師
承
に
つ
い
て
、

文
献
に
典
拠
を
も
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
曖
昧
な
輪
郭
線
を
で
き
る

か
ぎ
り
明
ら
か
に
し
、
有
年
紀
作
品
の
整
理
に
よ
っ
て
基
準
作
品
を

設
定
し
作
風
変
遷
の
手
が
か
り
を
導
く
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
作
風

展
開
に
変
化
が
乏
し
い
と
さ
れ
て
き
た
寂
照
寺
時
代
に
つ
い
て
新
た

な
検
証
を
試
み
た
い
。

第
一
章
　
月
倦
の
伝
歴

　
月
倦
の
生
涯
を
伝
え
る
基
礎
資
料
と
し
て
、
寂
照
寺
内
に
建
て
ら

れ
る
「
月
仙
上
人
之
碑
」
（
3
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
月
催
入
寂
の
翌
年
で

あ
る
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
に
弟
子
の
定
倦
の
撰
に
よ
っ
て
造
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。
幸
い
な
こ
と
に
彫
り
が
鮮
明
で
、
現
在
も
読
み

起
こ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
碑
文
の
内
容
を
基
本
と

し
て
適
宜
他
の
資
料
で
補
強
し
な
が
ら
、
月
倦
の
生
涯
を
概
観
し
て

い
き
た
い
。

第
一
節
寂
照
寺
に
来
る
ま
で

　
月
倦
は
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
に
尾
張
名
古
屋
に
生
ま
れ
た
。

俗
姓
を
丹
家
氏
と
い
い
、
『
名
古
屋
市
史
』
に
よ
る
と
生
家
は
味
噌

商
を
営
ん
で
い
た
と
い
う
。
月
遷
の
生
誕
年
に
つ
い
て
は
『
続
諸
家

人
物
志
』
（
天
保
三
年
〔
一
八
三
二
〕
版
）
を
は
じ
め
、
現
在
も
諸

書
に
一
七
二
一
年
と
伝
え
る
向
き
が
あ
る
が
、
碑
文
に
「
寛
保
元
年
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辛
酉
生
」
と
明
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
誤
伝
と
し
て
改
め
る
べ
き
で
あ

る
。
月
健
は
数
え
年
七
歳
の
と
き
尾
張
州
の
円
輪
寺
に
入
門
し
て
い

る
。
関
通
上
人
に
就
い
て
薙
髪
し
、
玄
瑞
の
名
を
与
え
ら
れ
た
。
関

通
は
「
時
に
關
通
上
人
盛
ん
に
唱
う
。
専
念
の
道
を
」
と
碑
文
も
記

す
よ
う
に
、
諸
国
に
念
仏
を
広
め
浄
土
律
の
興
隆
に
努
め
た
人
物
で

あ
っ
た
。
碑
文
に
「
師
、
天
性
螢
を
嗜
む
。
（
関
通
）
上
人
、
初
め

其
の
道
を
妨
げ
ん
こ
と
を
慮
り
、
屡
之
を
禁
ず
。
後
、
其
の
志
趣
の

凡
な
ら
ざ
る
を
知
り
、
寛
に
復
た
び
は
禁
ぜ
ず
」
と
あ
り
、
月
健
が

生
ま
れ
な
が
ら
に
画
を
好
ん
で
い
て
、
は
じ
め
こ
れ
を
禁
じ
た
関
通

も
結
局
は
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
と
い
う
円
輪
寺
時
代
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
を
伝
え
る
。

　
そ
の
後
、
江
戸
芝
の
増
上
寺
に
掛
錫
し
て
い
る
。
時
期
に
つ
い
て

は
碑
文
に
お
い
て
も
「
十
鯨
歳
」
と
記
さ
れ
る
の
み
で
詳
細
は
知
り

得
な
い
。
櫻
井
山
興
（
4
）
に
つ
い
て
画
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
の
は

江
戸
在
住
期
の
こ
と
で
あ
る
。
増
上
寺
で
は
四
十
六
世
妙
誉
定
月
大

僧
正
の
庇
護
を
受
け
て
、
そ
の
「
月
」
の
一
文
字
か
ら
月
倦
の
号
を

賜
っ
て
い
る
。
妙
誉
定
月
も
ま
た
画
を
善
く
し
た
人
物
で
、
開
山
の

妙
定
院
に
は
妙
誉
定
月
の
作
品
も
月
僧
の
作
品
と
と
も
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
。
同
寺
所
蔵
の
月
倦
筆
「
蘭
亭
曲
水
図
巻
」
【
図
5
】
に
は

天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
の
年
紀
が
記
さ
れ
て
お
り
、
妙
誉
定
月
の

死
後
も
月
倦
と
妙
定
院
と
の
関
連
を
裏
付
け
る
一
資
料
と
な
っ
て
い

る
〔
5
＞
。
江
戸
で
の
就
学
は
月
倦
が
画
法
を
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
非
常

に
恵
ま
れ
た
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　
月
倦
が
江
戸
を
離
れ
る
時
期
に
つ
い
て
は
お
お
よ
そ
二
説
に
分
か

れ
る
。
『
北
禅
詩
草
』
に
所
収
さ
れ
る
大
典
よ
り
月
遷
に
贈
ら
れ
た

七
言
律
詩
の
一
節
に
、
「
十
載
京
華
無
住
躍
、
誰
言
千
里
此
相
逢
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
京
都
に
十
年
近
く
住
し
た
も
の
と
推
定
し
て
、
上

京
を
一
七
六
四
年
頃
と
す
る
説
。
も
う
一
つ
は
『
古
今
諸
家
人
物

志
』
（
明
和
六
年
〔
一
七
六
九
〕
版
）
に
山
興
の
門
人
と
し
て
月
傳

の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
少
な
く
と
も
一
七
六
九
年
ま
で

は
江
戸
に
い
た
と
す
る
説
で
あ
る
。
現
在
は
後
者
が
通
説
と
な
っ
て

お
り
、
本
稿
も
そ
れ
に
倣
う
も
の
と
す
る
。

　
京
都
で
は
「
華
頂
檀
轡
現
大
僧
正
、
屡
召
し
て
之
に
見
え
、
禮
遇

し
優
渥
す
」
と
碑
文
に
あ
っ
て
、
知
恩
院
五
十
七
世
檀
轡
貞
現
大
僧

正
に
庇
護
を
受
け
た
こ
と
を
伝
え
る
。
現
在
、
妙
定
院
に
所
蔵
さ
れ

る
、
月
倦
筆
「
円
光
大
師
坐
像
」
に
は
檀
舞
貞
現
に
よ
っ
て
コ
枚

起
請
文
」
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
両
者
の
親
交
を
裏
付
け
る
も
の
で

あ
る
。
円
山
応
挙
や
与
謝
蕪
村
の
画
風
を
学
ん
だ
と
さ
れ
る
の
は
京

都
在
住
期
で
あ
り
、
月
傳
に
と
っ
て
京
都
に
お
け
る
就
学
は
後
の
作

風
に
与
え
る
影
響
も
大
き
く
、
実
り
の
多
い
時
期
だ
っ
た
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。
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第
一
一
節
　
寂
照
寺
時
代
へ

　
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
、
知
恩
院
の
檀
轡
貞
現
に
「
宜
し
く
往

き
て
焉
（
寂
照
寺
）
に
住
す
べ
し
。
其
の
脩
造
の
若
き
は
縁
會
の
時

を
待
つ
も
可
な
り
」
と
寂
照
寺
再
興
の
命
を
託
さ
れ
て
伊
勢
に
移
っ

て
い
る
。
寂
照
寺
は
伊
勢
市
中
之
地
蔵
町
に
あ
っ
て
、
徳
川
千
姫
の

菩
提
寺
と
し
て
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に
知
恩
院
三
十
七
世
寂
照

知
鑑
上
人
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
。
外
宮
と
内
宮
を
結
ぶ
旧
参
宮
街

道
近
く
に
位
置
し
、
古
市
の
歓
楽
街
に
接
し
て
い
た
。
『
宇
治
山
田

市
史
』
に
よ
る
と
、
天
明
年
間
に
お
け
る
古
市
廓
内
の
人
家
は
三
四

二
軒
、
妓
楼
七
十
軒
、
寺
三
所
、
大
芝
居
場
二
場
で
あ
っ
た
と
伝
え

ら
れ
る
。
天
明
、
寛
政
年
間
に
古
市
は
繁
華
な
全
盛
期
を
迎
え
て
い

た
よ
う
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
の
米
騒
動

を
は
じ
め
と
し
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
に
お
け
る
物
価
急
騰
な

ど
天
明
飢
饅
に
打
撃
を
受
け
て
い
た
。
こ
う
い
っ
た
状
況
下
に
あ
っ

て
寂
照
寺
も
ま
た
常
住
を
欠
き
衰
微
を
極
め
て
い
た
ら
し
い
。

　
寂
照
寺
に
移
っ
た
翌
年
、
同
寺
を
大
典
が
訪
れ
て
い
る
こ
と
は

『
北
禅
詩
草
』
に
収
め
ら
れ
る
詩
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。
大
典
は
伊

藤
若
沖
と
深
く
親
交
を
持
っ
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
臨
済
宗
相
国

寺
派
の
僧
侶
で
あ
る
。
月
倦
は
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
三
月
に

『
列
催
圖
賛
』
を
上
梓
し
て
お
り
、
既
述
し
た
よ
う
に
序
文
は
大
典

が
寄
せ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

評
し
て
い
る
。

第
三
節
　
月
倦
の
交
友

「
新
意
」
と
い
う
語
を
用
い
て
月
倦
を

　
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
、
月
倦
は
岡
崎
に
あ
る
随
念
寺
の
十
五

世
住
職
倫
誉
上
人
の
招
請
に
よ
り
、
同
寺
の
障
壁
画
制
作
に
携
わ
っ

て
い
る
（
6
）
。
こ
の
障
壁
画
制
作
に
つ
い
て
は
「
安
永
七
戌
年
6
天

明
八
申
年
迄
　
方
丈
庫
裡
長
屋
等
造
営
雑
記
　
十
四
世
倫
誉
代
」
と

表
紙
に
書
か
れ
た
同
寺
の
文
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
襖
絵
、
屏
風
、
衝
立
な
ど
が
当
時
制
作
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
が
、
作
品
は
現
存
し
な
い
。
ま
た
、
岡
崎
に
は

「
月
偲
寺
」
と
も
称
さ
れ
る
昌
光
律
寺
が
あ
り
、
月
催
が
同
寺
七
世

萬
空
和
上
と
漢
詩
文
を
通
じ
て
親
し
く
交
流
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
（
7
）
。
昌
光
律
寺
に
現
存
す
る
作
品
群
（
8
）
は
そ
の
親

交
の
深
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
群
に
残
さ
れ
る

落
款
等
に
は
、
月
倦
以
外
に
よ
る
も
の
も
確
認
さ
れ
て
い
る
た
め
、

弟
子
と
と
も
に
制
作
し
た
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
天
明
年
間
の
月
倦
の
活
動
は
碑
文
に
は
記
さ
れ
な
い
も
の
の
、
同

時
代
の
日
記
資
料
が
交
友
の
広
さ
を
伝
え
て
い
る
。
真
仁
親
王
（
一

七
六
八
～
一
八
〇
五
）
の
自
筆
で
あ
る
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
の

『
真
仁
親
王
御
直
日
記
』
に
よ
る
と
、
三
月
二
十
三
日
に
側
近
を
伊
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勢
に
出
向
か
せ
て
『
列
倦
圖
賛
』
お
よ
び
月
倦
画
を
取
り
寄
せ
て
い

る
。
七
月
三
十
日
に
は
月
悟
か
ら
画
が
届
く
と
、
再
び
新
規
に
依
頼

を
し
て
い
る
次
第
が
記
載
さ
れ
る
。
日
記
に
は
月
倦
の
他
、
円
山
応

挙
を
は
じ
め
と
し
て
円
山
・
四
条
派
の
絵
師
た
ち
が
数
多
く
登
場
し

て
い
る
。
真
仁
親
王
は
妙
法
院
門
跡
、
天
台
座
主
で
あ
り
、
江
戸
参

向
や
日
光
参
向
の
際
の
贈
り
物
と
し
て
軸
物
を
必
要
と
し
た
。
そ
の

御
用
を
「
妙
門
サ
ロ
ン
」
の
絵
師
た
ち
が
果
た
し
て
お
り
、
月
倦
も

そ
の
一
員
で
あ
っ
た
も
の
と
指
摘
さ
れ
る
（
9
）
。
寂
照
寺
の
山
門
額

で
あ
る
「
栄
松
山
」
の
三
大
字
は
、
真
仁
親
王
に
よ
っ
て
揮
毫
さ
れ

た
も
の
で
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
の
春
に
伊
勢
参
宮
に
訪
れ
た

折
、
寂
照
寺
に
寄
っ
て
授
与
さ
れ
て
い
る
。
碑
文
に
も
「
文
化
乙
丑

春
、
妙
法
院
法
親
王
、
内
外
両
宮
に
謁
す
る
の
日
、
寂
照
に
車
駕
を

臨
し
、
手
書
せ
る
榮
松
山
の
三
大
字
を
賜
り
て
、
以
て
門
帽
を
光
ら

す
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　
『
兼
葭
堂
日
記
』
に
は
天
明
か
ら
寛
政
年
間
に
か
け
て
月
倦
が
登

場
し
て
い
る
。
特
に
長
島
で
は
増
山
雪
斎
、
十
時
梅
圧
、
木
村
兼
葭

堂
ら
と
会
し
て
い
る
様
子
な
ど
も
記
録
さ
れ
る
。
雪
斎
が
月
催
画
に

賛
を
寄
せ
て
い
る
作
品
も
存
在
し
、
そ
の
親
交
を
裏
付
け
て
い
る
。

ま
た
、
『
江
漢
西
遊
日
記
』
に
は
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
八
月
五

日
に
長
崎
旅
行
の
途
中
に
あ
っ
た
司
馬
江
漢
が
寂
照
寺
を
訪
れ
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
月
倦
が
江
漢
の
蘭
画
に
興
味
を
示
し
て
画
を

求
め
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
良
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
『
古
画
備
考
』
（
十
一
、
繹
門
、
僧
月
倦
）
に
は
、
年
代
は
明
ら
か

に
さ
れ
な
い
が
二
、
三
年
ほ
ど
水
戸
に
滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ

る
。
水
戸
南
画
の
特
色
に
円
山
・
四
条
派
か
ら
の
影
響
が
す
で
に
指

摘
さ
れ
て
お
り
、
月
倦
の
名
も
立
原
杏
所
や
林
十
江
の
師
と
し
て
し

ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
月
悟
の
水
戸
滞
在
の
可
能
性

が
考
え
ら
れ
て
き
た
。
月
倦
が
水
戸
に
赴
い
た
経
緯
は
定
か
で
な
い

が
、
小
川
知
二
氏
は
杏
所
や
十
江
の
仲
介
役
と
し
て
杏
所
の
父
、
立

原
翠
軒
（
一
七
四
四
～
…
八
二
三
）
の
存
在
を
挙
げ
て
い
る
（
1
0
v
。

翠
軒
は
水
戸
藩
の
高
名
な
儒
学
者
で
あ
り
、
文
人
と
し
て
の
趣
味
に

も
豊
か
な
人
で
あ
っ
た
。
月
倦
の
作
品
に
は
翠
軒
が
賛
を
寄
せ
た
も

の
が
あ
り
、
ま
た
翠
軒
と
親
交
を
持
つ
水
戸
の
薬
種
商
加
納
笠
斎
に

月
悟
が
書
を
贈
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
二
人
の
深
い
結
び
つ
き

が
推
測
さ
れ
て
い
る
。
月
倦
が
水
戸
に
立
ち
寄
っ
た
時
期
に
つ
い
て

小
川
氏
は
、
翠
軒
の
賛
の
状
態
や
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
に
月
倦

と
亜
欧
堂
田
善
が
須
賀
川
で
会
っ
て
い
る
こ
と
（
1
1
）
な
ど
か
ら
、
寛

政
期
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。

第
四
節
　
堂
宇
再
建
と
貧
民
救
済

　
月
倦
は
、
知
恩
院
の
檀
轡
貞
現
よ
り
託
さ
れ
て
い
た
寂
照
寺
の
伽

藍
整
備
に
と
り
か
か
り
、
山
門
、
大
殿
、
厨
庫
を
一
新
し
た
。
寛
政
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十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
に
は
転
輪
蔵
堂
を
起
工
し
、
享
和
三
年
（
一

八
〇
三
）
に
竣
工
し
て
い
る
。
そ
の
成
果
に
つ
い
て
碑
文
は
「
規
模

壮
麗
に
し
て
謄
禮
す
る
者
、
敬
を
起
こ
さ
ざ
る
莫
し
」
と
伝
え
て
賛

美
し
て
い
る
。
ま
た
月
倦
は
五
百
両
を
官
に
託
し
預
け
る
こ
と
で
、

永
代
の
寂
照
寺
修
繕
費
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
も
し
た
。

　
月
倦
の
社
会
奉
仕
事
業
と
し
て
は
、
外
宮
と
内
宮
を
結
ぶ
参
宮
街

道
の
改
修
、
天
明
飢
饅
の
際
の
施
米
、
式
年
遷
宮
の
際
の
宮
川
架
橋

な
ど
が
口
碑
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
千
五
百
両
を
官
に
託

し
、
そ
の
息
銭
を
も
っ
て
救
済
費
用
に
充
て
た
、
い
わ
ゆ
る
「
月
倦

金
」
の
制
度
は
碑
文
に
も
刻
さ
れ
て
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
月
催
は
画
人
と
し
て
知
ら
れ
る
一
方
で
、
社
会
福
祉
活
動
を
熱

心
に
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
活
動
の
動
機
に
つ
い
て
は
未
だ
判
然
と

し
て
い
な
い
。

　
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
の
春
、
月
倦
は
病
に
か
か
り
、
冬
に
至

っ
て
病
状
は
悪
化
し
て
い
っ
た
。
自
ら
不
起
を
知
っ
た
月
催
は
蓄
財

を
分
け
て
徒
弟
僕
従
に
与
え
た
と
い
う
。
「
願
わ
く
は
、
我
、
生
々
、

観
世
音
菩
薩
の
春
属
と
為
り
、
六
度
脩
行
し
、
衆
生
を
利
益
せ
ん
」

と
い
う
こ
と
ば
を
遺
し
て
、
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
正
月
十
二

日
、
弟
子
に
見
守
ら
れ
る
中
で
入
寂
す
る
。
世
寿
六
十
九
歳
、
法
騰

五
十
四
歳
で
あ
っ
た
。

第
二
章
　
有
年
紀
作
品
に
つ
い
て

　
月
悟
の
作
風
変
遷
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
基
準
作
品
を
設
定

す
る
こ
と
が
初
期
段
階
と
し
て
必
要
な
作
業
で
あ
る
。
そ
こ
で
確
認

で
き
た
有
年
紀
作
品
、
八
作
品
を
〈
表
〉
に
ま
と
め
た
。
な
お
、
本

稿
で
は
『
新
編
岡
崎
市
史
』
に
紹
介
さ
れ
た
も
の
に
新
た
に
三
作
品

「
賀
知
章
騎
馬
図
」
（
一
七
六
八
年
）
、
「
蘭
亭
曲
水
図
巻
」
（
一
七
八

五
年
）
、
「
人
物
図
」
（
一
七
九
一
年
）
を
加
え
て
い
る
。
基
準
作
品

の
設
定
と
し
て
正
確
を
期
し
た
い
た
め
、
新
た
に
三
作
品
を
加
え
る

に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。

　
「
賀
知
章
騎
馬
図
」
【
図
1
】
は
「
明
和
戊
子
」
（
一
七
六
八
年
）

の
年
紀
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
有
年
紀
作
品
の
中
で
は
最
若
年
と
み

ら
れ
て
き
た
「
寒
山
図
」
（
一
七
七
〇
年
）
【
図
2
】
を
二
年
遡
る
作

品
で
あ
る
。
一
見
、
大
半
の
月
偲
作
品
と
は
趣
が
異
な
る
た
め
慎
重

に
取
り
扱
う
べ
き
だ
が
、
特
徴
的
に
曲
折
し
た
衣
紋
の
描
線
は
当
時

の
江
戸
画
壇
か
ら
の
影
響
を
指
摘
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
山
興
の
門
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
作
品
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。

　
「
蘭
亭
曲
水
図
巻
」
【
図
5
】
は
前
述
の
と
お
り
、
月
倦
に
ゆ
か
り

深
い
妙
定
院
に
納
め
ら
れ
る
作
品
で
、
江
戸
を
離
れ
た
後
も
、
親
交

の
続
い
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
一
資
料
で
あ
る
。



　
「
人
物
図
」
【
図
6
】
は
三
重
県
松
阪
市
に
あ
る
射
和
文
庫
蔵
（
竹

川
家
蔵
）
で
あ
る
。
竹
川
家
は
伊
勢
商
人
の
家
で
あ
り
、
江
戸
、
京

都
、
大
坂
に
店
を
持
っ
て
一
時
は
三
井
、
小
津
、
長
谷
川
等
と
並
び

称
せ
ら
れ
た
と
い
う
（
1
2
）
。
同
じ
く
江
戸
に
店
を
構
え
た
中
万
村
竹

口
家
に
伝
承
さ
れ
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
調
査
が
行
わ
れ
て
目
録
と

し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
（
1
3
）
。
目
録
か
ら
は
、
月
悟
が
竹
口
喜
左
衛

門
お
よ
び
喜
兵
衛
に
宛
て
た
書
簡
が
三
十
四
通
確
認
で
き
る
。
そ
れ

ら
の
多
く
は
月
傳
が
竹
口
氏
の
所
望
に
応
え
て
作
画
し
て
い
る
状
況

の
詳
細
を
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
一
作
品
あ
た
り
金
三
百
疋
の
画
料

で
取
り
引
き
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

〈
表
〉
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図
版

制
　
作
　
時
　
代

作
品
名

落
　
　
款

所
　
　
蔵

図
1
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）

江
戸
在
住
期

賀
知
章
騎
馬
図

明
和
戊
子
夏
爲
月
仙

神
宮
徴
古
館
（
三
重
県
伊
勢
市
）

図
2
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）

京
都
在
住
期

寒
山
図

明
和
庚
寅
春
爲
月
仙

昌
光
律
寺
（
愛
知
県
岡
崎
市
）

図
3
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）

西
王
母
図

明
和
庚
寅
夏
月
仙
窮

三
重
県
立
美
術
館

図
4
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）

樹
下
四
酔
図

安
永
五
丙
申
春
二
月
窩
寂
照
主
人
月
仙

神
宮
徴
古
館
（
三
重
県
伊
勢
市
）

図
5
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）

寂
照
寺
時
代
（
伊
勢
市
）

蘭
亭
曲
水
図
巻

天
明
五
年
歳
在
乙
巳
八
月
十
有
五
日
月
倦
画
井
録

妙
定
院
（
東
京
都
港
区
）

図
6
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）

人
物
図

寛
政
三
年
歳
在
辛
亥
仲
春
月
僻
爲

射
和
文
庫
（
三
重
県
松
阪
市
）

図
7
寛
政
三
年
（
一
七
九
こ

猫
図

寛
政
辛
亥
季
夏
月
僻
爲

三
重
県
立
美
術
館

図
8
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）

蘭
亭
曲
水
図

文
化
丙
寅
冬
十
月
月
憐
画
井
書

三
重
県
立
美
術
館
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た
、
『
古
画
備
考
』
（
十
一
、
繹
門
、
僧
月
倦
）
に
は
江
戸
に
店
を
構

え
た
伊
勢
商
人
が
、
月
偲
に
つ
い
て
語
る
記
述
が
み
ら
れ
る
。
さ
ら

に
、
三
重
県
立
美
術
館
所
蔵
の
小
津
家
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
月
倦
作
品

も
良
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
月
倦
に
と
っ
て
伊
勢
商
人
た
ち

は
パ
ト
ロ
ン
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
、
現
在
も
そ
の
旧

家
に
月
倦
作
品
が
残
っ
て
い
る
可
能
性
は
非
常
に
高
い
と
考
え
ら
れ

る
。

第
三
章
寂
照
寺
時
代
に
お
け
る
作
風
変
遷

第
一
節
　
月
倦
の
顔
貌
表
現
に
つ
い
て

　
前
章
に
お
い
て
、
有
年
紀
作
品
の
整
理
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
興
味

深
い
こ
と
は
初
期
の
作
品
に
「
月
倦
顔
」
と
も
評
さ
れ
る
特
有
の
人

物
表
現
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
散
見
さ
れ
る
作
品
の
大
半
は

「
寂
照
主
人
」
等
の
印
章
を
持
つ
寂
照
寺
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
ら
の
人
物
画
は
簡
略
的
な
体
裁
な
が
ら
も
、
眼
、
鼻
、
口
も
と
を

強
調
し
て
描
く
こ
と
で
、
素
朴
で
親
し
み
深
い
表
情
を
有
す
る
風
貌

を
見
せ
て
い
る
。
例
え
ば
京
都
在
住
期
の
「
西
王
母
図
」
【
図
3
】

と
寂
照
寺
時
代
に
描
か
れ
た
「
西
王
母
図
」
【
図
9
】
を
比
較
し
て

み
た
い
。
京
都
在
住
期
の
作
品
は
小
さ
な
唇
と
薄
く
引
い
た
鼻
、
眼

は
黒
く
瞳
を
描
く
に
と
ど
め
、
微
か
な
表
情
が
理
想
化
さ
れ
た
優
美

さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
一
方
、
寂
照
寺
時
代
の
作
品
で
は
、
唇
が
輪
郭

さ
れ
鼻
筋
は
わ
ず
か
に
陰
影
を
加
え
て
す
っ
き
り
描
か
れ
る
。
寂
照

寺
時
代
の
「
西
王
母
図
」
は
理
想
化
さ
れ
た
女
性
と
い
う
よ
り
は
素

朴
で
親
し
み
の
あ
る
穏
や
か
な
印
象
だ
。
よ
っ
て
月
倦
特
有
の
顔
貌

表
現
は
京
都
在
住
期
の
一
七
七
〇
年
代
以
降
か
ら
寂
照
寺
に
移
る
前

後
に
生
み
出
さ
れ
る
特
徴
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き

る
。　

と
こ
ろ
で
、
「
東
方
朔
図
」
【
図
1
0
】
の
制
作
時
期
に
つ
い
て
は
、

印
章
の
欠
損
状
態
か
ら
『
列
倦
圖
賛
』
（
天
明
四
年
〔
一
七
八
四
〕

刊
）
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
山
口
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
『
列
倦
圖
賛
』
の
序
文
は
刊
行
時
期
を
四
年
遡
る
安
永
九
年

（一

ｵ
八
〇
）
に
書
か
れ
て
お
り
、
下
絵
も
そ
の
時
期
に
描
か
れ
た

と
思
わ
れ
る
。
山
口
氏
は
「
東
方
朔
図
」
に
は
丁
寧
な
質
感
表
現
と

写
実
的
顔
貌
描
写
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
が
、
一
方
の
『
列
倦
圖
賛
』

は
月
倦
特
有
の
素
描
的
把
握
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
「
月
倦
様

式
」
の
誕
生
が
『
列
倦
圖
賛
』
の
制
作
さ
れ
た
一
七
八
〇
年
前
後
に

あ
っ
た
と
推
測
す
る
。
こ
の
「
東
方
朔
図
」
は
象
徴
物
で
あ
る
仙
桃

を
背
景
に
描
か
れ
て
い
る
。
丁
寧
な
質
感
表
現
で
目
鼻
立
ち
を
描
き

出
し
、
口
角
を
く
っ
と
引
き
締
め
た
東
方
朔
の
表
情
に
は
緊
迫
感
が

あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
ど
こ
か
朗
ら
か
さ
を
合
わ
せ
持
つ
作
品
で
も
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あ
る
。
確
か
に
「
東
方
朔
図
」
で
は
写
実
的
描
写
が
意
識
さ
れ
て
お

り
、
控
え
め
に
描
か
れ
る
表
情
は
優
美
さ
を
感
じ
さ
せ
て
、
晩
年
に

は
見
ら
れ
な
い
特
殊
な
作
品
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
が
、
目
、
鼻
、
口

も
と
を
し
っ
か
り
と
描
い
て
い
る
点
な
ど
は
「
優
美
さ
」
と
い
う
よ

り
は
む
し
ろ
素
朴
で
親
し
み
深
い
表
情
を
持
っ
た
「
月
倦
顔
」
の
片

鱗
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
よ
う
だ
。
よ
っ
て
月
倦
特
有
の
顔
貌
表
現
、

い
わ
ゆ
る
「
月
倦
顔
」
は
、
寂
照
寺
時
代
に
打
ち
出
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
『
列
催
圖
賛
』
に
認
め
ら
れ
る
「
月
倦
様
式
」
に
先
立
っ
て

誕
生
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
「
月
倦
顔
」
の
片

鱗
を
覗
か
せ
た
「
東
方
朔
図
」
に
師
風
か
ら
の
脱
却
を
み
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
一
一
節
　
大
典
の
「
新
意
」
と
竹
田
の
「
新
裁
」

　
山
口
氏
の
論
考
「
月
倦
の
初
期
作
風
の
多
様
性
と
様
式
形
成
－
人

物
画
を
中
心
と
し
て
」
で
は
、
か
つ
て
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と

の
無
か
っ
た
月
儒
の
作
風
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
「
月
偲
様

式
」
の
誕
生
以
前
に
丁
寧
な
質
感
表
現
の
作
品
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
に
着
眼
し
、
様
式
の
固
有
化
す
る
以
前
に
お
け
る
月
偲
の
素
養
の

幅
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
に
述
べ
る
「
寂
照
寺

時
代
に
お
け
る
作
風
変
遷
」
の
意
義
を
明
確
に
す
る
た
め
、
こ
こ
に

山
口
氏
の
述
べ
ら
れ
る
「
月
倦
様
式
」
に
つ
い
て
改
め
て
整
理
し
て

お
き
た
い
。

　
山
口
氏
は
田
能
村
竹
田
の
『
山
中
人
饒
舌
』
と
大
典
禅
師
が
『
列

悟
圖
賛
』
に
寄
せ
た
序
か
ら
、
月
倦
特
有
の
人
物
表
現
は
「
メ
デ
ィ

ア
の
枠
を
越
え
て
共
有
す
る
月
倦
固
有
の
様
式
」
で
あ
っ
て
、
当
時

の
画
壇
に
新
し
い
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を

導
き
出
し
て
い
る
。
以
下
に
『
山
中
人
饒
舌
』
と
『
列
倦
圖
賛
』
の

序
文
の
一
節
を
抜
粋
し
確
認
し
て
み
た
い
。

「
酸
墨
惜
し
ま
ざ
る
は
、
谷
子
文
伍
か
。
僧
月
仙
は
此
れ
に
反

す
。
痩
筆
乾
擦
し
て
、
後
淡
墨
を
用
ひ
、
少
し
く
之
れ
を
湊
合

す
。
蓋
し
谷
子
は
大
い
に
古
法
を
存
す
。
月
仙
に
至
っ
て
は
専
ら

新
裁
を
出
し
、
古
法
全
く
尽
く
。
〔
中
略
〕
今
仙
の
画
を
観
る
に
、

人
物
簡
に
し
て
疎
朗
、
迫
塞
の
処
無
し
。
多
作
に
因
り
て
漸
く
精

熟
を
致
す
と
錐
も
、
又
是
れ
天
趣
な
り
。
こ
れ
を
時
輩
に
比
す
れ

ば
、
廻
に
異
な
れ
り
（
原
漢
文
）
」

　
　
　
　
　
　
（
※
傍
線
部
は
筆
者
に
よ
る
。
）
（
田
能
村
竹
田

　
　
　
　
　
『
山
中
人
饒
舌
』
）

「
月
仙
上
人
、
脩
道
の
暇
、
給
事
を
好
み
、
興
到
れ
ば
則
ち
山
水

草
木
、
人
の
物
と
、
皆
一
毛
端
に
之
を
畿
す
。
又
詩
を
好
み
、
し

ば
し
ば
余
の
詩
を
説
く
を
聞
く
な
り
。
則
ち
幽
遠
雅
逸
の
思
、
曲
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麗
風
流
の
致
、
詩
の
聲
あ
る
所
、
以
て
諸
色
を
獲
せ
し
め
遺
す
こ

と
無
し
。
故
に
上
人
の
画
は
、
其
れ
諸
れ
人
の
画
に
異
な
ら
ん

か
。
間
あ
れ
ば
列
仙
の
傳
を
読
み
、
其
の
故
図
を
換
へ
、
出
す
に

新
意
を
以
て
す
。
一
々
其
の
状
態
を
描
き
、
冠
す
る
に
短
言
を
以

て
す
。
亦
脩
道
の
遊
戯
と
云
ふ
（
原
漢
文
）
」

　
　
　
　
　
　
（
※
傍
線
部
は
筆
者
に
よ
る
。
）
（
大
典
禅
師
　
『
列

　
　
　
　
倦
圖
賛
』
序
）

　
竹
田
は
『
山
中
人
饒
舌
』
に
お
い
て
、
古
法
を
存
し
た
谷
文
晃
の

好
敵
手
と
し
て
月
倦
を
挙
げ
て
古
法
に
拠
ら
ず
「
新
裁
」
を
出
し
た

画
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
人
物
画
の
ジ
ャ
ン

ル
を
取
り
上
げ
て
「
人
物
簡
に
し
て
疎
朗
、
迫
塞
の
処
無
し
」
と
、

人
物
画
の
迫
り
つ
ま
っ
た
と
こ
ろ
の
な
い
簡
明
な
朗
ら
か
さ
を
評
価

し
た
。
一
方
の
大
典
は
「
間
あ
れ
ば
列
仙
の
傳
を
読
み
、
其
の
故
図

を
換
へ
、
出
す
に
新
意
を
以
て
す
」
と
述
べ
て
、
『
列
倦
圖
賛
』
に

描
か
れ
る
神
仙
が
伝
統
的
典
型
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
新
意
」

を
出
し
て
故
図
を
換
え
た
も
の
だ
と
評
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
両
者
が
月
倦
画
に
つ
い
て
「
新
裁
」
「
新
意
」
と
評

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
山
口
氏
は
作
風
に
何
ら
か
の
新
し
さ
を
感
じ

取
っ
た
の
は
個
人
の
見
解
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
も
の
と
指
摘
す

る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
評
価
が
と
り
わ
け
人
物
画
に
向
け
ら
れ
て
い

た
こ
と
に
も
着
眼
し
、
『
列
倦
圖
賛
』
に
お
け
る
野
卑
で
一
般
に
卑

俗
化
さ
れ
た
よ
う
な
素
描
的
把
握
と
、
月
偲
特
有
の
人
物
表
現
、
つ

ま
り
竹
田
の
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
新
裁
」
に
よ
る
人
物
表
現
と
の
共

通
性
を
見
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
簡
素
な
筆
墨
表
現
」
を
特
徴

と
す
る
「
素
描
的
な
人
物
表
現
」
こ
そ
が
「
月
倦
様
式
」
で
あ
り
、

当
時
「
新
し
さ
」
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
た
月
倦
画
の
評
価
を
指
す

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
山
口
氏
は
月
悟
作
品
の
中
に
し
ば
し
ば
「
月
悟
様
式
」
の

範
疇
に
お
さ
ま
ら
な
い
特
異
な
画
風
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
、
そ
れ
ら
を
「
多
様
な
先
行
作
品
を
摂
取
し
消
化
し
つ
つ
あ
る
様

式
形
成
期
に
お
け
る
座
標
」
と
み
て
、
月
悟
の
画
風
形
成
に
つ
い
て

言
及
す
る
。
つ
ま
り
「
月
倦
様
式
」
以
前
の
作
風
に
つ
い
て
論
じ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
月
倦
固
有
の
作
風
は
寂
照
寺
時
代
に
打
ち
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
を
受
け

て
、
本
稿
で
は
「
月
催
様
式
」
の
誕
生
前
後
か
ら
完
成
さ
れ
て
い
く

時
期
、
そ
し
て
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
変
化
を
遂
げ
る
の
か
、
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
基
準
作
品
の
比
較
か
ら
検
証
を
試
み
る
こ
と
に
し
た

い
。

　
さ
て
、
『
列
傳
圖
賛
』
（
天
明
四
年
〔
一
七
八
四
〕
刊
）
と
は
月
倦

が
下
絵
を
描
い
た
全
三
巻
の
画
譜
で
あ
っ
て
、
神
仙
の
姿
と
そ
の
説

明
と
し
て
の
賛
が
加
え
ら
れ
一
図
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
代
に
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刊
行
さ
れ
た
『
有
象
列
仙
全
傳
』
を
参
考
と
し
て
制
作
さ
れ
て
い

る
。
す
で
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
月
倦
の
『
列
倦
圖
賛
』
に
描
か
れ

る
神
仙
は
、
『
有
象
列
仙
全
傳
』
に
お
け
る
神
仙
と
は
、
は
る
か
に

像
容
が
異
な
っ
て
い
て
（
1
4
）
、
そ
の
巧
み
な
変
容
ぶ
り
を
大
典
が

「
新
意
」
と
評
し
た
こ
と
も
十
分
頷
け
る
。
例
え
ば
「
王
子
喬
」
を

取
り
上
げ
て
み
た
い
。
『
有
象
列
仙
全
傳
』
【
図
1
1
】
で
は
本
文
に
適

し
た
挿
し
絵
と
し
て
典
型
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
が
、
『
列
倦
圖

賛
』
【
図
1
2
】
で
は
周
囲
の
雲
を
省
略
し
て
鶴
を
写
実
的
に
描
き
出

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
挟
を
た
な
び
か
せ
て
風
を
表
現
し
、
天
空
を

悠
々
と
旋
回
す
る
様
子
を
表
現
し
た
。
さ
ら
に
『
列
偲
圖
賛
』
に
み

ら
れ
る
神
仙
の
形
相
に
注
目
す
る
と
、
「
太
上
老
君
」
【
図
1
3
】
で
は

牛
車
か
ら
身
を
乗
り
出
し
た
老
子
が
皮
肉
め
い
た
笑
み
を
浮
か
べ
、

牛
車
の
傍
ら
に
つ
く
侍
者
も
直
立
不
動
で
奇
怪
な
様
子
を
し
て
い

る
。
さ
ら
に
鯉
に
乗
っ
て
天
に
昇
っ
た
と
い
う
「
琴
高
」
【
図
1
4
】

は
巨
大
な
鯉
に
ま
た
が
っ
て
波
濤
と
と
も
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
表
さ

れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
単
に
『
有
象
列
仙
全
傳
』
に
対
し
て

の
み
新
し
さ
を
認
め
る
だ
け
で
な
く
、
散
見
さ
れ
る
月
倦
作
品
と
の

特
異
性
も
指
摘
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
迫
塞
の
処
無
し
」
と
い
う
竹

田
の
評
と
は
か
な
り
隔
た
っ
た
印
象
を
受
け
る
も
の
だ
。
こ
の
相
違

は
何
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
山
中
人
饒
舌
』
は
、
お
お
よ
そ
一
八
〇
〇
年
前
後
に
記
さ
れ
て

い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
て
、
月
催
の
晩
年
期
と
重
な
る
。
つ
ま

り
、
竹
田
の
評
価
は
『
列
偲
圖
賛
』
の
刊
行
さ
れ
る
天
明
四
年
（
一

七
八
四
）
以
降
を
も
含
ん
だ
評
価
で
あ
っ
て
、
大
典
の
指
す
「
新

意
」
と
竹
田
の
「
新
裁
」
と
は
時
代
的
に
隔
た
り
を
持
つ
と
考
え
ら

れ
る
。
「
痩
筆
乾
擦
し
て
、
後
淡
墨
を
用
ひ
、
少
し
く
之
れ
を
湊
合
」

す
る
手
法
で
「
新
裁
」
を
出
し
、
「
人
物
簡
に
し
て
疎
朗
、
迫
塞
の

処
無
し
」
と
竹
田
に
言
わ
し
め
た
「
月
倦
様
式
」
の
特
徴
は
、
寂
照

寺
時
代
の
ど
の
時
期
に
確
立
さ
れ
て
い
く
の
か
注
目
し
て
み
た
い
。

第
三
節
　
人
物
画
の
変
遷

　
寂
照
寺
時
代
に
描
か
れ
た
「
人
物
画
」
を
主
題
と
し
た
作
品
に
つ

い
て
、
月
催
の
作
風
展
開
の
検
証
を
試
み
た
い
。
そ
こ
で
、
「
東
方

朔
図
」
【
図
1
0
】
、
「
魔
居
士
図
」
【
図
1
5
】
、
「
人
物
図
」
【
図
6
】
、

「
林
和
靖
図
」
【
図
1
6
】
の
四
作
品
を
取
り
上
げ
る
。
作
品
の
成
立
順

番
に
つ
い
て
は
、
落
款
と
印
章
の
欠
損
状
態
か
ら
「
東
方
朔
図
」
が

も
っ
と
も
早
く
、
次
い
で
「
廃
居
士
図
」
「
人
物
図
」
が
比
較
的
接

近
し
た
時
期
に
制
作
さ
れ
、
最
後
に
「
林
和
靖
図
」
の
順
に
描
か
れ

た
も
の
と
す
る
。
四
作
品
に
つ
い
て
写
実
性
、
陰
影
表
現
に
着
目
し

て
比
較
し
て
い
き
た
い
。

　
「
東
方
朔
図
」
は
す
で
に
記
す
と
お
り
、
一
七
八
〇
年
以
前
の
作

品
と
推
測
さ
れ
る
。
月
倦
作
品
の
中
で
は
比
較
的
濃
い
色
彩
表
現
を
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特
徴
と
し
て
い
る
。
衣
紋
の
描
写
に
み
ら
れ
る
渇
筆
を
用
い
る
筆
法

は
他
三
作
を
含
め
て
晩
年
に
至
る
ま
で
み
と
め
ら
れ
る
表
現
で
あ

る
。
目
、
鼻
、
口
の
一
つ
一
つ
を
し
っ
か
り
と
描
き
出
し
て
お
り
、

丁
寧
で
写
実
的
な
質
感
表
現
で
は
あ
る
が
、
控
え
め
に
描
か
れ
る
表

情
が
理
想
化
さ
れ
た
優
美
さ
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
で
あ
る
。

　
「
鹿
居
士
図
」
は
比
較
的
切
れ
長
で
つ
り
目
の
多
い
月
倦
作
品
に

お
い
て
、
こ
の
作
品
は
自
然
な
目
尻
の
下
が
り
方
を
し
て
い
る
。

「
東
方
朔
図
」
に
比
べ
て
若
干
色
彩
も
淡
く
、
略
筆
体
に
近
づ
き
つ

つ
あ
る
が
、
人
物
、
衣
服
と
も
に
自
然
な
陰
影
が
施
さ
れ
て
い
て
最

も
写
実
的
な
作
品
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
「
人
物
図
」
は
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
の
作
品
で
あ
る
。
顔
貌

表
現
に
は
陰
影
を
用
い
て
い
る
が
、
衣
紋
の
描
写
に
陰
影
は
あ
ま
り

見
ら
れ
な
い
。
親
し
げ
に
描
か
れ
る
二
人
の
人
物
は
実
在
の
人
物
を

モ
デ
ル
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
略
筆
と
写
実
性
の
共
存
す

る
作
品
で
あ
る
。

　
「
林
和
靖
図
」
（
1
5
）
は
色
彩
も
薄
く
、
陰
影
表
現
も
多
少
見
ら
れ
る

程
度
で
あ
っ
て
、
平
坦
な
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
な
が
ら
目
鼻
立

ち
を
し
っ
か
り
と
描
写
し
て
い
る
点
な
ど
、
他
三
作
は
も
と
よ
り
寂

照
寺
時
代
に
一
貫
す
る
表
現
で
あ
る
。

　
以
上
四
作
品
を
比
較
し
て
み
る
と
、
丁
寧
な
質
感
表
現
に
よ
る
写

実
性
は
「
東
方
朔
図
」
「
鷹
居
士
図
」
に
見
ら
れ
、
「
人
物
図
」
に
は

陰
影
表
現
は
用
い
ら
れ
る
も
の
の
、
い
っ
そ
う
略
筆
化
が
進
む
「
林

和
靖
図
」
に
至
る
と
彩
色
も
淡
く
画
面
は
平
坦
に
な
る
。
「
東
方
朔

図
」
に
見
ら
れ
た
優
美
さ
は
「
林
和
靖
図
」
に
向
か
っ
て
簡
素
化
、

形
式
化
が
す
す
む
に
つ
れ
て
素
朴
な
印
象
に
推
移
し
て
ゆ
く
も
の
と

み
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
月
倦
様
式
」
と
い
う
も
の
は
、
こ
こ
に
挙

げ
る
四
作
品
に
み
る
と
、
写
実
性
と
略
筆
表
現
の
介
在
す
る
寛
政
三

年
（
一
七
九
一
）
に
制
作
さ
れ
た
「
人
物
図
」
に
最
も
特
徴
的
に
表

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
月
偲
の
伝
歴
に
つ
い
て
、
文
献
に
典
拠
を
求
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
現
在
確
認
で
き
る
こ
と
、
そ
う
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
努
め
た
。
ま
た
、
有
年
紀
作
品
を
整
理
し
て
基
準
作
品

を
設
定
す
る
こ
と
で
、
と
り
わ
け
展
開
に
乏
し
い
と
さ
れ
て
き
た
寂

照
寺
時
代
に
お
け
る
作
風
の
変
遷
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
を
試
み

た
。
以
下
に
多
少
重
複
す
る
が
、
本
稿
の
論
旨
を
整
理
し
て
お
く
。

　
ま
ず
、
有
年
紀
作
品
に
お
け
る
初
期
の
作
品
に
月
偲
特
有
の
顔
貌

表
現
が
確
認
で
き
な
い
た
め
、
い
わ
ゆ
る
「
月
倦
顔
」
と
い
う
形
式

は
京
都
在
住
期
の
一
七
七
〇
年
代
以
降
か
ら
寂
照
寺
時
代
の
は
じ
め

頃
に
誕
生
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
た
。
そ
し
て
寂
照
寺
時



究研倦月59

代
の
う
ち
最
も
早
い
年
紀
を
持
つ
「
樹
下
四
酔
図
」
（
一
七
七
六
年
）

に
「
月
倦
顔
」
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
『
列
悟
圖
賛
』
（
天
明
四
年

〔一

ｵ
八
四
〕
刊
）
以
前
に
制
作
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
「
東
方
朔

図
」
に
「
月
倦
顔
」
の
片
鱗
を
確
認
で
き
た
こ
と
か
ら
、
「
月
鰹
顔
」

は
寂
照
寺
時
代
に
打
ち
出
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
た
。

　
つ
ぎ
に
寂
照
寺
時
代
の
作
風
の
変
遷
を
辿
っ
て
い
く
た
め
、
月
倦

が
得
意
と
し
た
人
物
画
か
ら
「
月
倦
様
式
」
の
確
立
さ
れ
る
時
期
に

注
目
し
て
比
較
検
討
を
試
み
た
。
す
る
と
、
人
物
画
で
は
寛
政
三
年

（一

ｵ
九
一
）
に
描
か
れ
た
「
人
物
図
」
に
「
月
倦
様
式
」
が
特
徴

的
に
表
れ
た
が
、
晩
年
の
「
林
和
靖
図
」
に
至
る
と
様
式
化
が
進
み

平
坦
な
画
面
へ
と
移
行
し
て
い
く
。

　
以
上
を
総
括
す
る
と
、
「
月
偲
顔
」
は
「
月
傳
様
式
」
に
先
だ
っ

て
誕
生
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
「
月
偲
様
式
」
は
天
明
か
ら
寛
政
初

期
に
か
け
て
確
立
を
迎
え
、
そ
の
後
は
よ
り
簡
素
さ
を
増
し
て
様
式

化
が
進
め
ら
れ
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
寂
照
寺
時
代
に
「
月
倦
顔
」
の
表
現
が
誕
生
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
少
し
考
え
て
み
た
い
。

　
『
列
倦
圖
賛
』
に
描
か
れ
る
神
仙
は
、
『
有
象
列
仙
全
傳
』
を
典
拠

と
し
な
が
ら
も
月
倦
の
独
自
性
を
も
っ
て
伝
統
的
な
図
様
を
換
え
た

も
の
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
天
災
や
人
災
に
痛
め
つ
け
ら
れ
た
農

民
の
姿
を
投
影
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
説
（
1
6
v
も
あ
る
が
、

結
論
づ
け
る
ま
で
に
は
再
考
の
余
地
が
残
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
こ
の
指
摘
は
、
「
月
倦
顔
」
の
誕
生
に
つ
い
て
土

地
の
人
々
と
の
関
連
か
ら
読
み
解
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
新
た
な
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
。
筆
者
は
『
列
倦
圖
賛
』
に

描
か
れ
る
神
仙
は
『
有
象
列
仙
全
傳
』
に
対
し
て
の
み
新
し
さ
を
認

め
る
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
月
倦
作
品
と
の
特
異
性
も
指
摘
す
べ
き

で
あ
る
と
本
稿
に
述
べ
た
。
こ
の
『
列
倦
圖
賛
』
以
降
の
作
品
が
、

異
様
な
神
仙
の
形
相
か
ら
一
変
し
て
、
穏
や
か
な
容
貌
を
特
徴
と
す

る
作
風
に
移
行
し
て
い
く
理
由
に
つ
い
て
、
月
倦
を
と
り
ま
く
環
境

の
変
化
が
も
た
ら
し
た
心
理
的
背
景
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

説
明
可
能
に
な
る
部
分
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
月
倦
が
知
恩
院
の
檀
轡
貞
現

よ
り
使
命
を
賜
っ
て
訪
れ
た
伊
勢
の
寂
照
寺
は
、
伊
勢
参
り
で
栄
え

て
い
た
土
地
と
は
い
え
、
天
明
飢
謹
の
災
い
を
受
け
た
こ
と
は
例
外

で
は
な
か
っ
た
。
江
戸
、
京
都
の
二
都
で
、
恵
ま
れ
た
環
境
の
も
と

に
二
十
年
近
く
過
ご
し
て
き
た
月
健
は
、
寂
照
寺
周
辺
に
み
る
農
民

達
の
貧
困
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
て
『
列
偲
圖
賛
』
を
制
作
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
か
つ
て
「
汝
の
性
は
疎
散
に
し
て
世
務
に
嬬
せ
ず
」
と

言
わ
れ
た
月
傳
も
住
持
と
し
て
地
域
と
密
接
に
関
わ
る
機
会
を
重
ね

る
こ
と
で
、
人
々
が
悪
状
況
の
中
に
も
喜
び
を
見
つ
け
て
健
気
に
生
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き
る
姿
に
感
銘
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
。
農
民
た
ち
の
生
活
に
密
着

し
、
そ
の
実
際
を
肌
で
感
じ
取
っ
て
い
く
こ
と
で
、
画
業
に
お
い
て

も
単
に
表
面
的
に
貧
困
さ
を
描
く
の
で
は
な
く
、
内
面
的
な
慈
し
み

か
ら
人
間
味
あ
る
画
面
を
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
直
接
的
に
貧
困
へ
の
憤
り
を
表
し
た
と
も
と
れ
る
『
列
倦
圖

賛
』
の
作
風
を
展
開
さ
せ
て
、
地
域
の
人
々
へ
の
関
心
が
親
し
み
深

い
表
情
を
特
徴
と
す
る
「
月
偲
顔
」
「
月
偲
様
式
」
を
確
立
さ
せ
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
す
る
の
が
筆
者
の
推
測
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　
以
上
は
推
測
の
域
を
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
月
鰹
が
新
し
い

土
地
で
主
体
的
に
活
動
を
始
め
た
こ
と
で
慈
善
の
信
念
も
深
め
ら
れ

た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
「
東
方
朔
図
」
に
見
ら
れ
た
師
風
か
ら
の
脱

却
も
、
月
倦
自
身
が
郷
土
に
根
ざ
し
て
主
体
的
に
活
動
を
は
じ
め
た

こ
と
に
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
寂
照
寺
時
代
に
お
け
る
貧
民
救
済
活
動
の
動
機
に
つ
い
て
は
、
依

然
解
明
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
月
倦
の
画
家
と
し
て
の
側
面
と
社
会

福
祉
家
と
し
て
の
側
面
が
ど
の
よ
う
に
絡
み
合
っ
て
い
く
の
か
検
討

し
て
い
く
こ
と
は
今
後
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

〔
註
〕

（
1
）
　
寂
照
寺
に
建
つ
「
月
仙
上
人
之
碑
」
は
、
三
村
清
三
郎

　
　
「
書
僧
月
仙
碑
銘
傳
」
（
『
一
二
重
縣
史
談
會
々
志
』
第
一
巻
、

　
　
明
治
四
三
年
）
に
翻
刻
さ
れ
る
。
浜
口
良
光
氏
の
著
す

　
　
「
画
僧
月
偲
」
（
『
画
僧
月
倦
　
慶
光
院
記
　
そ
の
他
』
伊
勢

　
　
合
同
新
聞
社
、
昭
和
三
六
年
）
で
は
、
碑
文
に
基
づ
き
、

　
　
諸
資
料
お
よ
び
口
碑
を
含
め
て
月
倦
の
伝
歴
が
伝
え
ら
れ

　
　
た
。
そ
し
て
、
『
新
編
岡
崎
市
史
』
美
術
工
芸
1
7
（
新
編
岡

　
　
崎
市
史
編
さ
ん
委
員
会
、
昭
和
五
九
年
）
で
は
、
岡
崎
の

　
　
寺
院
に
由
来
す
る
月
儒
作
品
が
調
査
さ
れ
る
と
と
も
に
、

　
　
「
江
戸
絵
画
史
に
お
け
る
月
倦
の
位
置
」
に
つ
い
て
言
及
さ

　
　
れ
て
、
諸
派
兼
学
、
多
作
家
、
洋
風
画
と
の
関
連
が
指
摘

　
　
さ
れ
た
。

（
2
）
　
山
口
泰
弘
氏
は
「
月
傳
の
初
期
作
風
の
多
様
性
と
様
式

　
　
形
成
－
人
物
画
を
中
心
と
し
て
」
（
『
研
究
論
集
』
第
三
号
、

　
　
三
重
県
立
美
術
館
、
平
成
三
年
）
に
お
い
て
「
月
倦
様
式
」

　
　
の
確
立
以
前
に
お
け
る
作
風
を
検
証
し
、
月
傳
の
素
養
の

　
　
幅
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
「
画
僧
月
倦
の
同
時

　
　
代
評
価
に
つ
い
て
の
文
献
的
検
討
」
（
『
一
二
重
大
学
教
育
学

　
　
部
研
究
紀
要
』
第
五
三
巻
、
平
成
十
四
年
）
に
お
い
て
同
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時
代
資
料
に
基
づ
く
月
倦
の
評
価
に
つ
い
て
再
検
討
を
行

　
　
つ
て
い
る
。

（
3
）
　
「
月
仙
上
人
之
碑
」
は
漢
文
で
刻
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
に

　
　
お
け
る
引
用
は
訓
読
文
を
載
せ
た
。
な
お
、
訓
読
に
際
し

　
　
て
は
、
塚
本
守
男
「
社
会
福
祉
実
践
家
月
偲
伝
」
（
『
同
朋

　
　
学
報
』
二
二
号
、
昭
和
四
五
年
）
を
参
照
し
た
。

（
4
）
　
櫻
井
山
興
に
つ
い
て
は
、
中
島
亮
一
「
了
義
寺
と
桜
井

　
　
雪
保
」
（
『
美
術
史
』
七
七
・
七
八
、
昭
和
四
五
年
）
に
詳

　
　
し
い
。

（
5
）
　
月
倦
と
妙
定
院
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
日
野
原
健
司
氏

　
　
に
ご
教
示
を
賜
る
と
と
も
に
、
資
料
提
供
に
も
ご
協
力
頂

　
　
い
た
。
な
お
、
妙
定
院
所
蔵
作
品
の
詳
細
は
港
区
立
港
郷

　
　
土
資
料
館
に
よ
る
妙
定
院
所
蔵
資
料
調
査
（
平
成
十
二
年

　
　
度
、
十
三
年
度
）
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
部
分
が
大

　
　
き
い
。

（
6
）
　
月
倦
と
随
念
寺
の
関
係
に
つ
い
て
は
『
新
編
岡
崎
市
史
』

　
　
美
術
工
芸
1
7
（
新
編
岡
崎
市
史
編
さ
ん
委
員
会
、
昭
和
五

　
　
九
年
）
を
参
照
し
た
。

（
7
）
　
月
催
と
昌
光
律
寺
の
関
係
に
つ
い
て
は
『
岡
崎
市
史
』

　
　
第
七
巻
（
名
著
出
版
、
昭
和
四
七
年
）
、
お
よ
び
『
新
編
岡

　
　
崎
市
史
』
美
術
工
芸
1
7
（
新
編
岡
崎
市
史
編
さ
ん
委
員
会
、

　
　
昭
和
五
九
年
）
を
参
照
し
た
。

（
8
）
　
昌
光
律
寺
の
障
壁
画
制
作
に
つ
い
て
は
『
新
編
岡
崎
市

　
史
』
美
術
工
芸
1
7
（
新
編
岡
崎
市
史
編
さ
ん
委
員
会
、
昭

　
　
和
五
九
年
）
お
よ
び
、
木
村
重
圭
「
障
壁
画
の
旅
⑱
昌
光

　
　
律
寺
（
岡
崎
市
）
の
障
壁
画
」
（
『
日
本
美
術
工
芸
』
五
七

　
　
六
号
、
昭
和
六
一
年
）
に
詳
し
い
。

（
9
）
　
月
偲
と
真
仁
親
王
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
今
中
寛
司

　
　
「
『
妙
法
院
真
仁
親
王
御
直
日
記
』
に
現
れ
た
写
生
派
絵
師

　
　
た
ち
」
（
『
文
化
学
年
報
』
二
三
・
二
四
合
併
号
、
同
志
社

　
　
大
学
文
化
学
会
、
昭
和
五
〇
年
）
、
今
中
寛
司
「
円
山
・
四

　
　
条
派
絵
師
と
京
都
の
文
化
人
」
（
『
日
本
文
化
史
研
究
』
、
三

　
　
和
書
房
、
昭
和
五
〇
年
）
お
よ
び
、
妙
法
院
史
研
究
会

　
　
『
妙
法
院
資
料
』
第
四
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
四
年
）

　
　
を
参
照
し
た
。

（
1
0
）
　
月
催
と
水
戸
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
小
川
知
二
「
林

　
　
十
江
・
立
原
杏
所
と
そ
の
作
品
」
（
『
古
美
術
』
第
六
一
号
、

　
　
三
彩
新
社
、
昭
和
五
七
年
）
、
小
川
知
二
「
近
世
水
戸
画
壇

　
　
の
形
成
（
中
の
二
）
」
（
『
茨
城
県
立
歴
史
館
報
』
十
六
、
平

　
　
成
元
年
）
を
参
照
し
た
。

（
1
1
）
　
磯
崎
康
彦
『
亜
欧
堂
田
善
の
研
究
』
（
雄
松
堂
書
店
、
昭

　
　
和
五
五
年
）
参
照
。
た
だ
し
、
磯
崎
康
彦
氏
は
月
倦
と
田
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善
が
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
に
会
し
た
と
い
う
こ
と
に

　
　
つ
い
て
典
拠
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

（
1
2
）
　
松
阪
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
著
『
松
阪
市
史
』
第
十
二

　
巻
〔
史
料
篇
、
近
世
（
2
）
、
経
済
〕
（
蒼
人
社
、
昭
和
五

　
　
八
年
、
五
四
三
頁
）

（
1
3
）
　
上
野
利
三
、
高
倉
一
紀
「
伊
勢
国
飯
野
郡
中
万
村
竹
口

　
家
資
料
目
録
（
四
）
」
（
『
松
阪
大
学
紀
要
』
第
十
三
号
、
松

　
阪
大
学
学
術
研
究
会
、
平
成
七
年
）
、
「
伊
勢
国
飯
野
郡
中

　
万
村
竹
口
家
資
料
目
録
（
五
）
」
（
『
松
阪
大
学
紀
要
』
第
十

　
　
四
号
、
松
阪
大
学
学
術
研
究
会
、
平
成
八
年
）

（
1
4
）
　
『
有
象
列
仙
全
傳
』
と
『
列
倦
圖
賛
』
に
つ
い
て
は
、
小

　
林
宏
光
氏
が
「
変
身
し
た
中
国
の
神
仙
達
－
月
仙
画
『
列

　
仙
図
賛
』
人
物
像
の
一
解
釈
1
」
（
『
美
と
新
生
』
、
東
信

　
堂
、
昭
和
六
三
年
）
に
お
い
て
作
品
の
比
較
検
討
を
行
っ

　
　
て
い
る
。

（
1
5
）
　
本
図
の
鑑
識
に
つ
い
て
は
、
今
後
な
お
、
慎
重
な
検
討

　
を
要
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
1
6
）
　
小
林
宏
光
「
変
身
し
た
中
国
の
神
仙
達
－
月
仙
画
『
列

　
仙
図
賛
』
人
物
像
の
一
解
釈
ー
」
（
『
美
と
新
生
』
、
東
信

　
堂
、
昭
和
六
三
年
）

（
付
記
）
本
稿
は
平
成
十
四
年
度
提
出
の
卒
業
論
文
を
書
き
改
め

　
た
も
の
で
す
。
資
料
提
供
に
ご
協
力
頂
い
た
寂
照
寺
、
昌
光

律
寺
、
妙
定
院
、
射
和
文
庫
、
伊
勢
市
立
郷
土
資
料
館
、
神

宮
徴
古
館
、
岡
崎
市
美
術
博
物
館
の
皆
様
、
ま
た
、
調
査
に

あ
た
っ
て
多
大
な
便
宜
を
図
っ
て
頂
い
た
松
阪
大
学
の
上
野

利
三
教
授
、
当
初
よ
り
有
益
な
助
言
と
と
も
に
文
献
や
図
版

資
料
等
の
提
供
に
ご
協
力
頂
い
た
三
重
県
立
美
術
館
の
佐
藤

美
貴
氏
に
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
の
他
、
多
く
の

方
々
に
ご
指
導
賜
り
ま
し
た
こ
と
を
、
こ
こ
に
深
く
感
謝
い

　
た
し
ま
す
。

　
　
主
要
参
考
文
献

三
村
清
三
郎
「
書
僧
月
仙
碑
銘
傳
」
（
『
三
重
縣
史
談
會
々
志
』

　
第
一
巻
、
明
治
四
三
年
）

江
藤
激
英
「
書
僧
月
倦
上
人
に
就
い
て
」
（
『
恩
賜
京
都
博
物
館

　
講
演
集
』
第
五
号
、
昭
和
三
年
）

大
西
源
一
「
月
憐
上
人
の
絵
と
愛
と
奉
仕
の
生
活
」
（
『
月
憐
上

　
人
』
、
神
宮
司
庁
、
昭
和
二
八
年
）

浜
口
良
光
「
画
僧
月
倦
」
（
『
画
僧
月
鱈
慶
光
院
記
　
そ
の

　
他
』
、
伊
勢
合
同
新
聞
社
、
昭
和
三
六
年
）
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塚
本
守
男
「
社
会
福
祉
実
践
家
月
倦
伝
」
（
『
同
朋
学
報
』
二
二

　
号
、
昭
和
四
五
年
）

今
中
寛
司
「
『
妙
法
院
真
仁
親
王
御
直
日
記
』
に
現
れ
た
写
生
派

　
絵
師
た
ち
」
（
『
文
化
学
年
報
』
二
三
・
二
四
合
併
号
、
同
志

　
社
大
学
文
化
学
会
、
昭
和
五
〇
年
）

今
中
寛
司
「
円
山
・
四
条
派
絵
師
と
京
都
の
文
化
人
」
（
『
日
本

　
文
化
史
研
究
』
、
三
和
書
房
、
昭
和
五
〇
年
）

『
新
編
岡
崎
市
史
』
美
術
工
芸
1
7
（
新
編
岡
崎
市
史
編
さ
ん
委
員

　
会
、
昭
和
五
九
年
）

木
村
重
圭
「
障
壁
画
の
旅
⑳
昌
光
律
寺
（
岡
崎
市
）
の
障
壁
画
」

　
（
『
日
本
美
術
工
芸
』
五
七
六
号
、
昭
和
六
一
年
）

小
林
宏
光
「
変
身
し
た
中
国
の
神
仙
達
－
月
仙
画
『
列
仙
図
賛
』

　
人
物
像
の
一
解
釈
1
」
（
『
美
と
新
生
』
、
東
信
堂
、
昭
和
六
三

　
年
）

高
橋
博
巳
「
詩
の
中
の
画
人
－
月
憐
」
（
『
江
戸
文
学
』
三
、
ぺ

　
り
か
ん
社
、
平
成
二
年
）

山
口
泰
弘
「
月
催
の
初
期
作
風
の
多
様
性
と
様
式
形
成
－
人
物

　
画
を
中
心
と
し
て
」
（
『
研
究
論
集
』
第
三
号
、
三
重
県
立
美

　
術
館
、
平
成
三
年
）

山
口
泰
弘
「
画
僧
月
倦
の
同
時
代
評
価
に
つ
い
て
の
文
献
的
検

　
討
」
（
『
一
二
重
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
』
第
五
三
巻
、
平
成

十
四
年
）

（
図
録
）

『
三
重
の
近
世
絵
画
展
』
（
三
重
県
立
美
術
館
、
平
成
元
年
）

『
三
重
の
美
術
風
土
を
探
る
n
　
第
一
部
－
近
世
の
絵
画
』
（
三

　
重
県
立
美
術
館
、
平
成
四
年
）

『
三
重
県
立
美
術
館
所
蔵
目
録
1
1
9
9
2
年
版
』
（
三
重
県
立

　
美
術
館
、
平
成
四
年
）

『
画
僧
月
悟
』
（
伊
勢
市
立
郷
土
資
料
館
、
平
成
五
年
）

『
再
発
見
！
岡
崎
の
文
化
財
』
（
岡
崎
市
美
術
博
物
館
、
平
成
十

　
三
年
）

『
松
平
・
徳
川
氏
の
寺
社
ー
岡
崎
に
残
る
遺
産
と
歴
史
』
（
岡
崎

　
市
美
術
博
物
館
、
平
成
十
二
年
）
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【図3】西王母図

【図2】寒山図 【図1】賀知章騎馬図

【図4】樹下四酔図

A癒・・
【図5】蘭亭曲水図巻（部分）
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【図8】蘭亭曲水図
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【図7】猫図
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　　【図10】東方朔図

【図6】人物図

【図9】西王母図
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【図13】「太上老君」　　　　【図12】「王子喬」

　　（『列鱈圖賛』所載）　　　　（『列倦圖賛』所載）

【図11】「王子喬」

　（『有象列仙全傳』所載）

　（国立国会図書館所蔵）

【図16】「林和靖図」
【図15】「鷹居士図」

【図14】「琴高」

　　（『列倦圖賛』所載）



【図   

】
「寒
山
図
」
は
、
『新
編
岡
崎
市
史
』
美
術
工
芸    

（新
編
岡
崎
市
史
編
さ
ん
委
員
会
、
昭
和
五
九
年
）
よ
り
転
載
。
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