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こ
こ
に
一
枚
の
屏
風
絵
の
写
真
が
あ
る
。
六
曲
一
隻
。
城
の
石
垣
の
建
築
現
場
の
大
群
集
を
画
面
一
杯
に
描
き
あ
げ
て
い
る
。

　
便
宜
的
に
左
側
の
第
＝
扇
か
ら
順
次
右
の
方
へ
こ
の
屏
風
に
描
写
さ
れ
て
い
る
画
題
の
主
要
な
も
の
を
拾
い
上
げ
て
い
っ
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
第
＝
扇
上
段
に
は
人
形
操
り
芝
居
の
内
外
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
下
段
に
は
、
三
扇
に
ま
で
わ
た
っ
て
石
引
き
労
働
の
風
流

が
描
か
れ
て
い
る
。
第
二
扇
の
上
段
に
は
新
興
の
城
下
町
の
家
並
が
斜
め
に
走
っ
て
お
り
、
遊
女
屋
の
格
子
窓
、
雑
貨
の
商
い
店
な
ど
が

軒
を
並
べ
て
い
る
。
第
三
扇
に
は
、
町
内
の
木
戸
口
の
外
で
、
皿
廻
し
の
曲
芸
と
獅
子
舞
が
見
物
人
を
集
め
て
お
り
、
そ
の
右
手
下
方
に

は
お
う
ば
勧
進
が
見
え
る
。
い
ざ
り
乞
食
が
二
人
物
乞
い
を
し
て
い
る
右
側
、
丁
度
三
扇
と
四
扇
の
境
目
に
は
、
煎
じ
物
売
り
が
荷
を
下

し
て
客
を
呼
ん
で
い
る
。
第
三
扇
か
ら
第
四
扇
に
か
け
て
の
中
段
に
は
建
築
現
場
の
人
足
を
相
手
と
す
る
一
膳
飯
屋
、
う
ど
ん
屋
な
ど
が

店
を
出
し
て
お
り
、
飯
屋
に
は
二
人
の
男
が
あ
が
っ
て
お
り
、
う
ど
ん
屋
で
は
亭
主
ら
し
き
男
が
う
ど
ん
粉
を
延
ば
し
て
い
る
。
そ
の
下

方
に
は
手
に
手
に
棒
、
大
刀
、
鍬
な
ど
の
得
物
を
持
っ
た
一
群
の
壮
漢
た
ち
が
両
方
に
別
れ
て
大
喧
嘩
の
最
中
で
あ
る
。
近
世
初
頭
の
風

俗
図
屏
風
に
は
よ
く
見
ら
れ
る
構
図
で
あ
る
。
当
時
の
殺
伐
た
る
気
風
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
左
側
に
は
、
右
手
に
錫
杖
、
左
手

に
は
金
剛
杖
を
持
っ
た
山
伏
が
こ
の
喧
嘩
を
見
守
っ
て
い
る
。

　
第
三
扇
の
最
下
段
に
は
、
木
材
を
組
み
合
わ
せ
て
石
を
釣
り
下
げ
て
運
ん
で
い
る
連
中
が
描
か
れ
て
お
り
、
同
様
な
一
行
は
第
四
扇
の

下
段
に
も
見
え
、
こ
ち
ら
の
方
に
は
音
頭
取
り
が
二
人
い
て
、
そ
の
う
ち
の
一
人
は
竹
笹
を
手
に
し
て
石
の
上
に
乗
っ
て
い
る
。
第
四
扇

の
中
段
に
は
ま
た
大
き
な
柱
を
肩
に
し
て
運
ん
で
い
る
二
組
の
男
た
ち
が
い
る
。
第
五
扇
、
第
六
扇
は
、
大
八
車
で
石
材
を
運
ぶ
者
、
建
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築
材
に
縄
を
結
び
つ
け
て
引
く
者
、
柱
に
結
び
つ
け
た
石
材
を
か
つ
ぐ
者
、
小
石
を
も
っ
こ
や
背
負
い
籠
で
運
ぶ
者
な
ど
、
全
て
い
そ
が

し
く
野
卑
な
ま
で
の
活
気
に
満
ち
た
建
築
工
事
場
の
状
況
が
生
彩
と
動
き
の
あ
る
筆
力
で
描
写
さ
れ
て
い
る
。
四
扇
か
ら
六
扇
に
か
け
て

の
上
段
に
は
す
で
に
完
成
し
た
五
層
の
天
守
閣
を
持
つ
城
の
内
部
が
展
開
し
て
お
り
、
そ
こ
に
住
む
武
士
た
ち
の
日
常
の
生
活
が
遠
近
法

を
用
い
て
か
な
り
細
か
に
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
こ
の
屏
風
の
画
題
の
あ
ら
ま
し
を
紹
介
し
て
み
た
が
、
こ
れ
だ
け
で
も
こ
の
屏
風
が
尋
常
な
ら
ざ
る
価
値
を
持
っ
て
い
る
こ
と

が
推
測
さ
れ
よ
う
。
文
献
の
上
で
し
か
概
略
の
知
ら
れ
て
い
な
い
事
柄
、
あ
る
い
は
現
在
か
な
り
詳
細
に
そ
の
実
態
の
知
ら
れ
る
事
象
の

場
合
は
も
っ
と
も
初
期
の
状
況
が
、
こ
こ
で
は
み
ご
と
な
絵
画
的
表
現
を
得
て
、
直
戯
的
、
視
覚
的
に
わ
れ
わ
れ
の
前
に
置
か
れ
て
い

る
。　

私
が
こ
の
屏
風
を
最
初
に
見
た
の
は
、
丁
度
『
江
戸
図
屏
風
』
（
毎
日
新
聞
社
刊
）
の
編
集
の
た
め
に
各
地
の
屏
風
を
調
査
し
て
廻
っ
て

い
た
こ
ろ
だ
か
ら
す
で
に
六
年
程
以
前
の
こ
と
に
な
る
。
二
見
し
て
そ
の
価
値
を
認
め
た
の
で
あ
る
が
、
江
戸
に
は
関
係
の
な
い
屏
風
で

あ
っ
た
の
で
詳
細
な
調
査
は
後
に
残
し
た
。
昭
和
四
十
七
年
の
十
二
月
に
『
江
戸
図
屏
風
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
ち
、
一
年
程
し
て
、
結
局

『
国
華
』
が
こ
の
屏
風
に
つ
い
て
特
集
を
組
ん
で
く
れ
る
こ
と
に
な
り
、
建
築
史
の
観
点
か
ら
名
古
屋
工
業
大
学
の
内
藤
昌
氏
、
美
術
史

の
観
点
か
ら
東
京
大
学
の
山
根
有
三
氏
、
そ
し
て
芸
能
史
の
観
点
か
ら
私
が
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
屏
風
に
つ
い
て
執
筆
す
る
こ
と
に
き
ま
っ

た
。　

こ
の
と
き
に
私
は
『
江
戸
図
屏
風
』
の
共
編
者
で
あ
っ
た
内
藤
氏
と
こ
の
屏
風
に
つ
い
て
何
度
－
か
意
見
を
交
換
し
、
こ
の
屏
風
に
描
か

れ
る
画
題
を
慶
長
十
二
年
以
降
の
徳
川
家
康
に
よ
る
駿
府
（
静
岡
）
城
修
築
と
推
定
さ
れ
た
内
藤
昌
氏
の
意
見
に
従
う
こ
と
と
し
た
。
こ

の
段
階
で
、
こ
の
屏
風
は
「
駿
府
図
屏
風
」
と
仮
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
い
ま
日
記
を
繰
っ
て
み
る
と
、
昭
和
四
十
九
年
の
七
月
二
十
七
日
の
条
に
「
国
華
に
か
㌧
る
」
と
あ
り
、
同
三
十
日
の
条
に
「
国
華
一

応
終
る
」
、
八
月
三
日
の
条
に
「
駿
府
図
屏
風
解
説
完
成
」
と
書
き
留
め
て
い
る
。
私
は
、
昭
和
四
十
九
年
の
八
月
三
日
に
「
駿
府
図
屏

風
の
芸
能
史
的
意
義
」
二
十
九
枚
を
ま
と
め
て
国
華
社
に
送
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
原
稿
は
ま
だ
国
華
社
に
止
め
ら
れ
た
ま
ま
で
『
国

華
』
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
共
同
執
筆
者
の
一
人
で
あ
る
内
藤
氏
が
発
見
さ
れ
た
例
の
安
土
城
天
守
閣
の
設
計
図
が
世
間
の
話
題
と

な
り
、
『
国
華
』
が
そ
の
特
集
を
先
に
組
む
こ
と
と
な
り
、
内
藤
氏
が
そ
の
方
に
忙
殺
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
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今
回
、
こ
の
稿
を
草
す
る
に
あ
た
っ
て
、
私
は
以
前
に
送
付
し
た
私
の
原
稿
に
つ
い
て
国
華
社
に
問
い
合
わ
せ
て
み
た
。
国
華
社
で
は

依
然
と
し
て
「
駿
府
図
屏
風
」
に
つ
い
て
特
集
を
組
む
意
志
は
失
っ
て
い
な
い
こ
と
、
従
っ
て
「
駿
府
図
屏
風
の
芸
能
史
的
意
義
」
と
い

う
私
の
原
稿
そ
の
も
の
を
他
に
発
表
さ
れ
る
こ
と
は
困
る
が
、
「
駿
府
図
屏
風
」
を
資
料
と
し
て
他
の
論
稿
中
に
扱
う
こ
と
は
さ
し
つ
か

え
な
い
こ
と
な
ど
と
い
う
返
事
を
鄭
重
な
謝
罪
の
こ
と
ば
と
共
に
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
の
好
意
に
甘
え
て
、
私
は
以
下
の
論
を
綴
る
こ
と
に

す
る
。

二

　
こ
の
屏
風
の
左
側
の
第
一
扇
（
こ
の
扇
の
数
え
方
は
通
常
と
逆
の
順
序
で
あ
る
。
屏
風
の
画
題
整
理
に
便
利
な
た
め
、
便
宜
的
に
左
か
ら
右
へ
数
え

る
方
法
を
本
稿
で
は
採
用
し
た
。
）
に
描
か
れ
る
人
形
芝
居
の
小
屋
に
つ
い
て
細
か
く
観
察
し
て
み
よ
う
（
掲
載
写
真
一
参
照
）
。

　
ま
ず
周
辺
は
鑓
を
張
り
め
ぐ
ら
し
、
竹
を
矢
来
に
交
錯
さ
せ
て
さ
さ
え
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
切
虎
落
と
い
わ
れ
る
も
っ
と
も
素
朴
な

興
行
物
の
外
廓
の
様
式
で
あ
る
。
正
面
は
鑓
を
長
方
形
に
切
っ
て
入
口
と
し
、
覆
面
の
男
が
棒
を
持
っ
て
番
を
し
て
い
る
。
板
を
全
く
使

用
せ
ず
、
出
口
と
入
口
を
区
別
せ
ず
一
つ
に
兼
ね
て
い
る
の
も
、
格
子
戸
造
り
の
鼠
木
戸
に
な
る
以
前
の
江
戸
時
代
最
初
期
の
形
式
で
あ

る
。
入
口
の
上
に
櫓
は
な
く
、
両
側
に
梵
天
が
立
て
ら
れ
、
そ
の
聞
に
幕
が
張
ら
れ
て
、
三
巴
紋
が
印
さ
れ
て
い
る
。

　
外
廓
に
木
材
を
全
く
使
用
せ
ず
、
櫓
も
見
ら
れ
な
い
と
い
う
操
り
芝
居
の
様
式
は
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
諸
例
の
中
で
は
も
っ
と
も

素
朴
な
形
式
を
示
し
て
い
る
。
　
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
慶
長
末
年
ご
ろ
の
景
観
を
示
す
と
い
わ
れ
て
い
る
著
名
な
東
京
国
立
博
物
館
保
管
の

六
曲
一
双
重
文
洛
中
洛
外
図
（
通
称
舟
木
屏
風
）
に
描
か
れ
る
操
り
小
屋
の
周
辺
は
切
虎
落
で
あ
る
が
、
木
戸
口
は
板
と
黒
木
を
使
用
し

て
お
り
、
そ
の
上
に
櫓
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
て
、
本
図
に
描
か
れ
る
小
屋
よ
り
も
は
る
か
に
発
達
し
た
様
式
を
示
し
て
い
る
。
本
図
に

比
較
的
類
似
し
た
構
造
の
操
り
芝
居
は
、
二
曲
一
双
遊
楽
図
屏
風
の
右
隻
に
描
か
れ
る
操
り
芝
居
の
外
廓
で
あ
ろ
う
。
こ
の
屏
風
は
、
昭

和
四
十
四
年
六
月
の
東
京
日
本
橋
三
越
の
「
初
期
肉
筆
浮
世
絵
屏
風
展
」
や
昭
和
四
十
六
年
の
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
の
神
奈
川
県
立

近
代
美
術
館
の
「
岩
佐
又
兵
衛
と
そ
の
周
辺
展
」
な
ど
に
出
品
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
周
辺
は
切
虎
落
で
あ
り
、
櫓
は
認
め
ら
れ
る
が
未

発
達
で
あ
る
な
ど
、
「
駿
府
図
屏
風
」
と
か
な
り
相
似
の
様
式
を
示
し
て
は
い
る
が
、
こ
の
図
で
も
木
戸
口
は
板
造
り
と
な
っ
て
い
る
。

　
観
客
席
に
眼
を
移
す
と
、
見
物
客
は
露
天
土
間
に
直
接
に
坐
っ
て
お
り
、
芝
居
の
原
義
を
そ
の
ま
ま
に
示
し
て
い
る
。
老
若
男
女
僧
俗
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合
せ
て
四
十
余
人
程
の
人
物
が
熱
心
に
舞
台
に
見
入
っ
て
い
る
。
観
客
席
と
舞
台
の
間
に
は
竹
の
柵
が
あ
っ
て
、
観
客
が
手
を
延
ば
し
て

舞
台
の
人
形
に
触
れ
る
の
を
防
い
で
い
る
。
こ
の
柵
、
つ
ま
り
袖
垣
は
の
ち
の
ち
ま
で
操
り
や
歌
舞
伎
の
小
屋
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
あ
る
。
観
客
席
は
人
物
の
身
長
に
比
較
し
て
四
人
分
程
度
の
広
さ
を
持
っ
て
い
る
。
京
間
で
三
間
四
方
程
度
と
推
定
さ
れ
る
。

　
舞
台
は
三
間
程
の
間
に
柱
を
二
本
建
て
て
（
向
っ
て
左
側
の
柱
は
構
図
の
関
係
で
描
写
さ
れ
て
い
な
い
）
、
そ
の
間
に
三
尺
程
の
高
さ
で
毛
藍

か
と
思
わ
れ
る
幕
を
張
っ
て
手
摺
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
に
は
六
尺
程
度
の
高
さ
に
片
流
れ
の
屋
根
が
架
け
ら
れ
、
軒
桁
に
沿
っ
て
布
が

さ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
顔
隠
し
の
幕
で
あ
ろ
う
。
太
夫
や
人
形
遣
い
は
こ
の
手
摺
の
毛
藍
様
の
幕
の
背
後
に
姿
を
隠
し
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　
本
図
の
舞
台
と
よ
く
似
た
画
証
は
前
述
の
二
曲
一
双
遊
楽
図
屏
風
の
操
り
舞
台
で
あ
る
。
こ
の
二
曲
一
双
屏
風
の
操
り
芝
居
の
小
屋
は

観
客
席
と
舞
台
の
間
の
袖
垣
が
見
ら
れ
ず
、
代
っ
て
、
手
摺
が
箱
手
摺
と
幕
手
摺
の
中
間
の
厚
み
を
そ
な
え
、
ま
た
、
簡
単
な
舞
台
装
置

が
つ
く
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
本
図
と
比
べ
て
一
段
進
歩
し
た
様
式
を
示
し
て
は
い
る
が
、
本
図
と
同
様
に
幕
手
摺
の
系
列
に
加
え
る
べ
き

資
料
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
慶
長
か
ら
元
和
こ
ろ
の
操
り
芝
居
の
舞
台
の
様
子
を
説
明
し
た
文
献
資
料
と
し
て
は
、
黒
川
道
祐
の
『
雍
州
府
志
』
（
貞
享

三
年
）
が
あ
る
。
そ
の
な
か
に
、

　
　
自
二
文
禄
年
中
一
及
二
慶
長
一
監
物
某
並
次
郎
兵
衛
某
招
二
摂
州
西
宮
之
俺
儲
師
一
相
共
経
二
営
之
一
監
物
並
次
郎
兵
衛
談
二
浄
瑠
璃
一
西
宮
人

　
　
舞
二
人
形
一
（
文
禄
年
中
よ
り
慶
長
に
及
び
監
物
某
並
び
に
次
郎
兵
衛
某
は
摂
州
西
宮
の
偲
儲
師
を
招
き
相
共
に
こ
れ
を
経
営
す
。
監
物
並
び
に
次

　
　
郎
兵
衛
は
浄
瑠
璃
を
談
り
、
西
宮
の
人
は
人
形
を
舞
は
す
）

と
説
明
し
、
つ
づ
け
て
当
時
の
舞
台
機
構
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
い

　
　
其
始
纏
張
二
幕
於
両
檀
之
間
一
舞
二
人
形
於
其
上
一
（
そ
の
始
め
は
わ
つ
か
に
幕
を
両
櫨
の
間
に
張
り
其
の
上
に
人
形
を
舞
は
す
〉

と
記
し
て
い
る
。
「
櫨
」
と
は
柱
で
あ
る
。
二
本
の
柱
の
間
に
幕
を
張
っ
て
、
そ
の
幕
の
上
で
人
形
を
舞
わ
し
た
も
の
が
も
っ
と
も
初
期

の
形
式
で
あ
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
が
、
こ
の
最
初
期
の
様
式
を
示
す
画
証
が
「
駿
府
図
屏
風
」
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
も
う
一
度
後
に
ま
と
め
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
「
駿
府
図
屏
風
」
の
操
り
芝
居
の
舞
台
の
幕
手
摺
の
上
に
見
え
る
人
形
は
全
部
で
六
体
、
一
番
右
側
の
人
形
は
、
折
鳥
帽
子
、
狩
衣
の
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大
名
風
の
人
物
で
、
手
に
太
刀
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
左
側
の
五
体
の
人
形
は
大
太
刀
ま
た
は
長
い
棒
の
よ
う
な
も
の
を
手
に

し
た
荒
武
者
風
で
、
両
者
相
対
し
て
の
戦
い
の
場
面
と
み
ら
れ
る
。

　
慶
長
期
末
ま
で
に
上
演
さ
れ
た
こ
と
が
確
実
な
操
り
浄
瑠
璃
の
作
品
と
し
て
は
、
「
阿
弥
陀
胸
切
」
「
賀
茂
」
「
大
仏
供
養
」
「
高
砂
」

（
以
上
『
時
慶
卿
記
』
慶
長
十
九
年
九
月
二
十
一
日
の
条
）
、
「
阿
弥
陀
ム
ネ
ハ
リ
」
（
『
言
緒
卿
記
』
慶
長
十
九
年
九
月
二
十
一
日
の
条
）
、
「
阿
弥
陀
ノ

胸
割
」
「
牛
王
姫
」
「
牛
若
丸
十
二
段
ノ
上
瑠
璃
」
（
以
上
『
一
一
；
里
聞
書
』
慶
長
十
九
年
八
月
の
条
）
な
ど
で
あ
り
、
の
ち
の
『
東
海
道
名
所
記
』

の
記
事
を
も
資
料
に
加
え
る
と
、
慶
長
末
年
ご
ろ
の
京
の
四
条
河
原
で
は
「
鎌
田
政
清
」
「
牛
王
姫
」
「
阿
弥
陀
胸
割
」
な
ど
の
作
品
が
上

演
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
、
「
阿
弥
陀
胸
切
」
「
阿
弥
陀
ム
ネ
ハ
リ
」
「
阿
弥
陀
ノ
胸
割
」
な
ど
は
同
一
曲
で
あ
り
、
「
賀
茂
」
「
大
仏
供

養
」
「
高
砂
」
は
能
の
曲
を
操
り
浄
瑠
璃
の
舞
台
に
演
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
牛
若
丸
十
二
段
ノ
上
瑠
璃
」
は
「
十
二
段
草
子
」
と

か
「
浄
瑠
璃
姫
物
語
」
と
か
称
さ
れ
た
作
で
、
「
牛
王
姫
」
と
共
に
牛
若
丸
と
そ
の
恋
人
の
伝
説
を
し
く
ん
だ
曲
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
作
品
の
う
ち
、
こ
の
「
駿
府
図
屏
風
」
の
舞
台
に
適
合
し
そ
う
な
作
は
「
鎌
田
政
清
」
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
こ
の
時

代
の
浄
瑠
璃
作
品
に
よ
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
先
行
芸
能
で
あ
る
幸
若
舞
曲
の
「
鎌
田
」
と
い
う
作
を
利
用
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
「
鎌
田
」
は
、
平
治
の
乱
で
待
賢
門
の
戦
に
敗
れ
た
源
義
朝
が
、
家
臣
の
鎌
田
正
清
と
渋
谷
金
王
丸
を
連
れ
て
鎌
田
の
舅
で
あ
る
尾

張
の
長
田
庄
司
の
許
に
身
を
寄
せ
る
が
、
平
家
の
恩
賞
に
目
が
く
ら
ん
だ
長
田
の
た
め
に
だ
ま
し
討
ち
に
さ
れ
る
と
い
う
筋
で
あ
る
。
こ

の
舞
台
の
折
鳥
帽
子
の
人
物
を
源
義
朝
、
棒
内
至
は
太
刀
を
持
っ
て
襲
い
か
か
る
荒
武
者
の
群
を
長
田
方
の
討
手
と
考
え
れ
ば
こ
の
場
面

の
説
明
は
一
応
つ
く
。
し
か
し
、
他
に
適
当
な
作
が
現
在
知
ら
れ
る
資
料
に
見
当
ら
な
い
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
「
鎌
田
政
清
」
と
決

定
す
る
だ
け
の
積
極
的
な
決
め
手
は
な
く
、
一
つ
の
推
定
に
止
ま
る
。
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三

　
国
華
社
に
「
駿
府
図
屏
風
の
芸
能
史
的
意
義
」
を
送
付
し
て
か
ら
暫
く
た
っ
て
、
私
は
関
西
の
角
田
一
郎
氏
か
ら
近
々
上
京
す
る
機
会

に
逢
い
た
い
と
い
う
旨
の
お
手
紙
を
い
た
だ
い
た
。
国
立
劇
場
の
文
楽
研
修
生
向
け
に
「
人
形
舞
台
史
」
の
講
義
を
す
る
た
め
に
上
京
さ

れ
た
氏
と
劇
場
近
く
で
お
逢
い
し
た
私
は
、
氏
か
ら
「
人
形
舞
台
史
」
を
著
書
と
し
て
お
ま
と
め
に
な
る
御
意
向
を
聞
か
さ
れ
た
。

　
そ
の
と
き
に
淡
々
と
し
た
口
調
で
語
ら
れ
た
氏
の
半
生
の
研
究
歴
は
私
を
深
く
感
銘
さ
せ
た
。
も
と
も
と
氏
は
、
「
人
形
舞
台
史
」
の



研
究
を
、
『
日
本
劇
場
史
の
研
究
』
の
著
者
須
田
敦
夫
氏
と
共
著
で
ま
と
め
た
い
と
い
う
意
向
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
。
須
田
氏
は
早
稲
田

大
学
理
工
学
部
建
築
学
科
昭
和
六
年
卒
業
、
角
田
氏
は
同
文
学
部
国
文
学
科
昭
和
五
年
卒
業
の
同
窓
で
あ
る
。
両
氏
の
在
学
中
の
昭
和
四

年
に
演
劇
博
物
館
で
「
歌
舞
伎
劇
場
図
大
展
覧
会
」
が
開
か
れ
、
江
戸
初
期
の
舞
台
資
料
の
絵
画
が
多
数
出
品
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の

と
き
に
は
図
録
は
作
ら
れ
ず
、
演
劇
博
物
館
の
方
で
写
真
の
特
別
注
文
を
受
付
け
た
が
、
早
稲
田
の
学
生
で
申
し
込
ん
だ
の
は
角
田
氏
と

須
田
氏
の
両
名
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
角
田
氏
は
こ
の
写
真
を
基
本
資
料
と
し
、
さ
ら
に
新
し
い
資
料
を
も
追
加
し
て
「
人
形
舞
台
史
」
の
研
究
を
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た

が
、
舞
台
史
の
研
究
は
建
築
学
の
骨
組
み
の
上
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
気
が
つ
か
れ
、
須
田
氏
の
劇
場
史
研
究
と
氏
の
浄
瑠
璃
操
史

研
究
と
の
密
接
な
結
合
に
よ
る
も
の
に
し
た
い
と
念
願
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
氏
が
発
意
さ
れ
た
時
は
ま
さ
に
戦
後
の
混
乱
期
で
あ
り
、
須
田
氏
と
の
連
絡
が
と
れ
ず
、
氏
が
恩
師
河
竹
繁
俊

氏
に
お
尋
ね
の
手
紙
を
出
さ
れ
て
知
っ
た
こ
と
は
須
田
氏
の
死
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
趣
旨
が
そ
の
と
き
の
角
田
氏
の
お
話
の
大
要
で
あ
る
が
、
記
憶
の
正
確
を
期
す
る
た
め
、
昭
和
五
十
一
年
に
角
田
氏
が
国
立
劇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
0

場
調
査
養
成
部
養
成
課
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
人
形
舞
台
史
』
に
挿
入
さ
れ
た
「
御
挨
拶
」
の
一
文
を
参
照
し
て
記
述
し
た
。
　
　
　
　
　
　
1

　
そ
の
と
き
に
、
私
は
角
田
氏
に
「
駿
府
図
屏
風
」
の
お
話
を
し
、
こ
の
屏
風
の
写
真
を
掲
載
し
た
『
国
華
』
誌
が
近
く
発
行
さ
れ
る
は

ず
で
あ
る
こ
と
を
申
し
あ
げ
た
。
角
田
氏
は
こ
の
『
国
華
』
誌
を
心
待
ち
に
さ
れ
て
い
る
御
様
子
で
あ
っ
た
が
、
先
述
し
た
よ
う
な
理
由

で
「
駿
府
図
屏
風
」
の
特
集
号
は
未
だ
に
刊
行
さ
れ
ず
、
氏
の
御
期
待
に
心
な
ら
ず
も
背
い
た
よ
う
な
か
た
ち
と
な
っ
て
今
日
に
及
ん

だ
。
本
稿
を
草
し
た
意
図
の
一
つ
に
は
、
こ
の
と
き
の
角
田
氏
へ
の
お
約
束
を
果
す
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
に
操
り
芝
居
の
舞
台
構
造
を
大
系
的
に
解
明
さ
れ
た
業
績
と
し
て
は
、
守
随
憲
治
氏
の
論
考
と
角
田
一
郎
氏
の
一
連
の
お
仕

事
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
守
随
氏
の
論
考
は
同
氏
編
の
『
国
劇
研
究
』
（
甲
鳥
書
林
、
昭
和
十
七
年
刊
）
に
お
さ
め
ら
れ
た
「
操
り
芝
居
の
舞
台
構
造
」
で
あ
る
。
諸

種
の
絵
画
資
料
や
文
献
資
料
を
利
用
し
て
、
操
り
芝
居
の
舞
台
構
造
を

　
　
慶
長
期
、
寛
永
期
、
寛
文
期
、
元
禄
期
、
宝
暦
期

の
五
期
に
区
分
さ
れ
、
各
期
の
資
料
を
そ
れ
ぞ
れ
、



　
慶
長
期

　
　
『
雍
州
府
志
』
『
声
曲
類
纂
』
所
収
京
芝
居
図

　
寛
永
期

　
　
『
雍
州
府
志
』
、
『
羅
山
文
集
』
、
四
条
河
原
風
俗
屏
風

　
寛
文
期

　
　
『
声
曲
類
纂
』
所
引
「
堺
町
葺
屋
町
芝
居
の
図
」
、
『
好
色
一
代
男
』
挿
絵
「
丹
後
橡
芝
居
の
図
」
、
『
西
鶴
諸
国
咄
』
挿
絵
「
播
磨
芝

　
　
居
の
図
」
、
『
今
昔
操
年
代
記
』
挿
絵
「
播
磨
芝
居
の
図
」

　
元
禄
期

　
　
『
役
者
絵
尽
』
、
『
用
明
天
皇
職
人
鑑
』
挿
絵
、
『
世
間
子
息
気
質
』
挿
絵
、
『
御
前
義
経
記
』
挿
絵
、
『
北
条
時
頼
記
』
挿
絵

　
宝
暦
期

　
　
『
戯
場
楽
屋
図
会
拾
遺
』

な
ど
に
求
め
て
各
期
の
舞
台
を
図
示
さ
れ
、
特
色
を
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
角
田
一
郎
氏
の
業
績
は
、
「
人
形
舞
台
の
変
遷
ー
人
形
操
法
と
の
関
係
ー
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
四
十
五
年
十

月
）
、
「
人
形
浄
瑠
璃
の
付
舞
台
に
つ
い
て
」
（
『
竜
谷
大
学
論
集
』
昭
和
四
十
六
年
二
月
）
、
「
人
形
芝
居
の
舞
台
と
操
り
方
の
歴
史
－
文
楽
人
形

へ
の
歩
み
ー
」
（
『
国
立
劇
場
芸
能
鑑
賞
講
座
文
楽
』
昭
和
五
十
年
九
月
）
、
『
人
形
舞
台
史
前
編
第
一
分
冊
資
料
の
部
』
（
国
立
劇
場
調
査
養
成
部
養

成
課
、
昭
和
五
十
一
年
二
月
）
、
『
人
形
舞
台
史
前
編
第
二
分
冊
解
説
の
部
』
『
国
立
劇
場
調
査
養
成
部
養
成
課
、
昭
和
五
十
［
年
二
月
）
な
ど
の
一

連
の
論
文
と
著
書
の
中
で
示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
う
ち
、
角
田
氏
の
人
形
舞
台
の
発
達
に
関
す
る
論
を
知
る
う
え
で
も
っ
と
も
参
考
と
な
る
の
は
、
昭
和
四
十
五
年
の
「
人
形

舞
台
の
変
遷
ー
人
形
操
法
と
の
関
係
！
」
と
昭
和
五
十
年
の
「
人
形
芝
居
の
舞
台
と
操
り
方
の
歴
史
－
文
楽
人
形
へ
の
歩
み
I
」
の
二
論

考
で
あ
る
。

　
前
者
で
、
氏
は
人
形
舞
台
の
変
遷
を
人
形
の
操
法
と
関
係
さ
せ
て
、
最
初
期
に
え
び
す
か
き
が
諸
国
へ
配
布
し
て
廻
る
神
札
を
納
め
て

昇
い
で
い
く
長
櫃
を
地
上
に
お
い
て
そ
の
上
で
人
形
を
遣
っ
て
み
せ
た
箱
手
摺
の
段
階
を
は
じ
め
に
推
定
さ
れ
、
箱
の
蓋
を
し
た
形
に
基
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つ
く
平
型
、
蓋
を
半
開
に
し
た
形
に
基
づ
く
傾
斜
型
の
第
二
期
、
平
型
が
箱
型
を
失
っ
て
腰
板
に
な
り
、
傾
斜
型
も
傾
斜
箱
の
部
分
が
装

飾
に
な
っ
て
、
結
局
、
両
型
と
も
人
形
の
出
て
い
る
部
分
は
文
字
通
り
に
手
摺
と
い
う
べ
き
細
長
い
横
木
の
形
に
な
っ
た
第
三
期
、
こ
の

手
摺
が
二
段
、
三
段
と
複
雑
化
し
て
い
っ
た
第
四
期
、
本
手
摺
の
前
に
付
舞
台
が
付
置
さ
れ
た
第
五
期
、
そ
の
付
舞
台
の
床
板
を
は
が
し

て
、
そ
こ
を
舟
底
と
し
て
、
現
今
の
文
楽
に
ま
で
つ
づ
く
舟
底
舞
台
の
成
立
し
た
第
六
期
と
い
う
ふ
う
に
区
分
し
て
お
ら
れ
る
。

　
前
者
が
、
理
論
の
純
正
さ
を
重
視
し
て
発
展
段
階
を
構
想
さ
れ
た
の
に
対
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
歴
史
的
時
間
の
中
に
据
え
直
さ
れ
て
整

理
を
加
え
ら
れ
た
の
が
後
者
で
あ
る
。
氏
の
区
分
に
従
っ
て
各
期
の
様
式
を
概
述
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
一
段
手
摺
時
代
－
寛
永
ご
ろ
ま
で
ー

　
　
見
物
席
に
向
っ
て
四
メ
ー
ト
ル
か
ら
六
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
横
長
い
大
き
な
箱
を
据
え
て
、
そ
の
後
ろ
に
人
形
遣
い
が
隠
れ
て
人
形

　
　
　
　
　
　
　
ふ
ち

　
　
を
箱
の
後
ろ
縁
の
上
に
出
し
て
演
ず
る
。
箱
の
形
に
は
蓋
を
傾
斜
さ
せ
た
型
と
、
平
型
と
が
あ
っ
た
。

　
二
段
手
摺
時
代
－
正
保
ご
ろ
か
ら
延
宝
ご
ろ
ま
で
ー

　
　
正
保
ご
ろ
か
ら
、
手
摺
を
二
段
に
構
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
一
段
手
摺
舞
台
の
後
ろ
の
模
様
入
り
の
を
少
し
低
く
張
っ
て
、

　
　
そ
の
幕
の
上
縁
を
手
摺
の
よ
う
に
見
立
て
て
人
形
を
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
後
ろ
の
仕
切
り
に
も
う
　
枚
美
麗
な
幕
を

　
　
張
る
。
寛
文
期
に
は
舞
台
装
置
に
、
手
摺
箱
の
上
に
作
り
物
を
置
い
た
り
、
海
上
を
あ
ら
わ
す
波
布
を
ひ
ろ
げ
て
お
い
て
そ
こ
に
舟

　
　
を
出
す
と
か
、
ま
た
手
摺
箱
の
前
に
低
い
腰
板
を
設
置
し
て
山
や
屋
形
の
装
置
な
ど
を
手
摺
の
邪
魔
に
な
ら
ぬ
程
度
に
出
し
た
り
す

　
　
る
よ
う
に
な
る
。
延
宝
期
に
は
、
そ
の
手
摺
箱
の
箱
形
の
所
を
除
い
た
舞
台
で
、
前
面
の
低
い
腰
板
の
所
の
山
の
装
置
の
蔭
に
人
形

　
　
遣
い
が
隠
れ
て
人
形
を
出
し
た
り
も
す
る
。
す
る
と
三
段
に
人
形
が
出
る
こ
と
に
な
る
。

　
手
摺
舞
台
平
舞
台
併
設
時
代
前
期
－
元
禄
・
享
保
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
じ

　
　
元
禄
六
年
ご
ろ
、
手
妻
人
形
の
動
き
を
観
客
に
見
せ
よ
う
と
し
て
竹
本
座
で
纏
子
手
摺
を
は
じ
め
た
。
竹
本
座
は
そ
の
た
め
に
付
舞

　
　
台
を
設
置
し
た
。
こ
れ
は
手
摺
舞
台
の
前
に
低
く
つ
け
た
平
舞
台
で
あ
る
。
繧
子
手
摺
は
「
曽
根
崎
心
中
」
の
後
、
使
用
さ
れ
な
く

　
　
な
っ
た
。
付
舞
台
か
ら
そ
れ
を
除
く
と
平
舞
台
に
全
身
出
遣
い
と
な
る
。
平
舞
台
全
身
出
遣
い
と
と
も
に
花
道
が
発
生
す
る
。

　
手
摺
舞
台
平
舞
台
併
設
時
代
後
期
－
享
保
末
・
明
和
－

　
　
前
期
以
来
の
付
舞
台
の
平
舞
台
が
ま
だ
付
い
て
い
て
、
そ
こ
で
出
語
り
全
身
出
遣
い
が
行
わ
れ
た
。
同
時
に
現
行
文
楽
の
手
摺
舞
台
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の
出
語
り
出
遣
い
形
式
へ
の
移
行
期
で
も
あ
っ
た
。

　
手
摺
舞
台
道
行
舞
台
併
設
時
代
ー
安
永
・
享
和
期
i

　
　
手
摺
舞
台
を
主
体
と
し
つ
つ
、
な
お
道
行
に
一
人
遣
い
全
身
出
遣
い
の
手
妻
人
形
を
演
ず
る
花
道
と
手
摺
舞
台
の
前
の
狭
い
廊
下
状

　
　
の
三
の
手
と
称
す
る
部
分
を
残
し
て
い
た
。
こ
の
花
道
と
三
の
手
を
角
田
氏
は
道
行
舞
台
と
名
づ
け
ら
れ
た
。

　
以
上
の
前
後
両
論
を
比
較
し
て
み
る
と
、
当
然
な
が
ら
そ
こ
に
氏
の
理
論
の
発
展
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
後
説
に
前
説
を
対

応
さ
せ
て
み
る
と
、

　
一
段
手
摺
時
代
ー
第
一
期
・
第
二
期

　
二
段
手
摺
時
代
－
第
三
期
・
第
四
期

　
手
摺
舞
台
平
舞
台
併
設
時
代
前
期
－
第
五
期

　
手
摺
舞
台
平
舞
台
併
設
時
代
後
期
ー
第
五
期

　
手
摺
舞
台
道
行
舞
台
併
設
時
代
ー
第
六
期

と
な
り
、
後
説
が
歴
史
的
発
展
段
階
の
現
実
に
対
応
し
た
ゆ
と
り
の
あ
る
理
論
構
成
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
し
か
し
、
一
方
、
え
び
す
か
き
の
長
櫃
に
人
形
舞
台
の
祖
型
を
認
め
ら
れ
る
角
田
氏
の
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
学
説
が
鋭
角
的
に
打
出

さ
れ
て
い
る
の
は
前
説
で
あ
り
、
後
説
で
は
現
実
に
残
さ
れ
て
い
る
各
種
の
資
料
と
対
応
さ
せ
た
た
め
に
そ
の
理
論
に
か
な
り
大
き
な
修

正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
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四

　
守
随
氏
と
角
田
氏
の
説
を
対
比
さ
せ
て
み
た
と
き
に
、
も
っ
と
も
大
き
く
相
違
す
る
点
は
、
守
随
氏
が
、
慶
長
期
の
舞
台
構
造
の
様
式

と
し
て
、
二
本
の
柱
の
問
に
幕
を
張
っ
た
だ
け
の
も
の
と
、
『
声
曲
類
纂
』
引
用
の
舟
木
屏
風
の
四
条
河
原
風
景
や
堂
本
四
郎
氏
所
蔵
二

曲
一
隻
屏
風
な
ど
か
ら
箱
手
摺
形
式
を
推
定
さ
れ
、
幕
形
式
と
箱
手
摺
形
式
の
両
系
列
を
認
め
て
お
ら
れ
る
の
に
対
し
、
角
田
氏
は
「
人

形
舞
台
の
変
遷
ー
人
形
操
法
と
の
関
係
ー
」
中
で
、
え
び
す
か
き
の
長
櫃
か
ら
の
ち
の
操
り
芝
居
の
舞
台
構
造
が
発
達
し
た
と
す
る
理
論
を
採

用
さ
れ
、
最
初
期
の
形
式
と
し
て
後
者
の
箱
手
摺
形
式
だ
け
を
認
め
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
「
旅
興
行
と
か
大
名
屋
敷
へ
の
出
張
上
演
の



略
式
舞
台
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
つ

　
も
っ
と
も
、
人
形
舞
台
の
発
達
に
関
す
る
学
説
と
し
て
、
「
人
形
舞
台
の
変
遷
i
人
形
操
法
と
の
関
係
i
」
を
引
用
さ
れ
る
こ
と
は
角

田
氏
に
と
っ
て
は
不
本
意
な
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
氏
は
、
「
人
形
芝
居
の
舞
台
と
操
り
方
の
歴
史
－
文
楽
人
形
へ
の
歩
み
」
で
前
説
の

箱
手
摺
形
式
単
系
説
を
す
で
に
棄
て
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
あ
と
の
論
考
の
成
立
に
深
い
関
係
の
あ
る

『
人
形
舞
台
史
前
編
第
二
分
冊
解
説
の
部
』
の
序
説
で

　
　
江
戸
初
期
の
人
形
浄
瑠
璃
座
に
は
、
大
き
な
箱
型
手
摺
が
用
い
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
箱
ま
わ
し
の
首
掛
け
型
か
ら
発
展
し
た
形

　
　
で
あ
ろ
う
と
い
う
説
が
あ
る
。
関
係
は
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
層
一
人
芸
と
座
組
み
の
芸
の
ち
が
い
や
、
か
ら
く
り
人
形
と
手
遣
い
人

　
　
形
の
ち
が
い
が
あ
る
か
ら
、
単
純
に
こ
れ
か
ら
発
展
し
た
と
い
う
の
は
疑
問
で
、
他
の
筋
道
も
併
せ
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ

　
　
る
。と

梶
藤
鎌
麟
騎
塞
襲
郵
麗
夢
ミ
　
　
　
　
　
　
｛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯉

　
イ
　
箱
手
摺
形
式
単
系
列
説

　
ロ
　
幕
手
摺
形
式
・
箱
手
摺
形
式
二
系
列
説

　
ハ
　
複
数
系
列
説

の
三
種
類
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
う
ち
、
イ
は
角
田
氏
旧
説
に
代
表
さ
れ
る
通
説
、
ロ
は
守
随
氏
説
、
ハ
は
角
田
氏
新
説

で
あ
る
。
角
田
氏
が
ハ
説
を
採
用
す
る
に
い
た
っ
た
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
箱
手
摺
形
式
の
他
に
幕
手
摺
形
式
や
戸
帳

型
手
摺
幕
形
式
の
存
在
と
後
世
舞
台
へ
の
影
響
を
容
認
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
戸
帳
型
手
摺
幕
形
式
と
は
角
田
氏
が
室
町
時
代
の
写
本
『
句
双
紙
抄
』
（
土
井
忠
生
博
士
蔵
）
の
記
載
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
た
中
国
朝
鮮

系
の
渡
来
入
形
舞
台
で
あ
る
。
氏
は
こ
の
戸
帳
型
手
摺
幕
形
式
を
江
戸
時
代
の
箱
手
摺
形
式
の
源
流
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
移
行
に
つ
い
て

能
操
を
例
に
と
っ
て
詳
細
な
仮
説
を
提
出
し
て
お
ら
れ
る
（
『
人
形
舞
台
史
前
編
第
二
分
冊
解
説
の
部
』
「
第
2
0
図
文
献
資
料
に
よ
る
能
操
り
の
舞

台
」
補
説
）
。

　
江
戸
時
代
初
期
人
形
舞
台
の
源
流
を
え
び
す
か
き
の
徒
の
持
ち
運
ん
だ
長
櫃
に
求
め
る
か
、
或
は
、
角
田
氏
新
説
の
如
く
渡
来
系
の
戸



写
真

鳴
O
N



帳
型
手
摺
幕
形
式
に
求
め
る
か
、
或
は
、
他
の
要
素
を
も
加
味
し
た
混
合
に
探
る
か
、
な
お
今
後
の
研
究
に
侯
た
ね
ば
な
ら
ぬ
点
が
多
い

と
思
わ
れ
る
が
、
現
実
に
お
い
て
、
幕
手
摺
、
箱
手
摺
の
二
様
式
が
最
初
期
か
ら
現
存
し
て
い
た
事
実
は
動
か
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の

源
流
の
解
明
も
、
こ
の
二
様
式
の
存
在
を
充
全
に
説
明
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
二
系
列
の
う
ち
、
箱
手
摺
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
資
料
が
角
田
氏
の
御
著
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
幕
手
摺

の
資
料
と
み
る
べ
き
も
の
を
幾
つ
か
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
第
一
に
考
慮
す
べ
き
は
先
に
紹
介
し
た
「
駿
府
図
屏
風
」
の
人
形
舞
台
で
あ
る
。
こ
の
屏
風
が
慶
長
十
二
年
以
降
の
駿
府
（
静
岡
）

城
修
築
を
画
題
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
先
に
触
れ
た
。
こ
の
屏
風
に
描
か
れ
る
人
形
舞
台
は
掲
載
の
写
真
で
明
ら
か
な
よ
う
に
ま

ぎ
れ
も
な
く
幕
手
摺
の
様
式
で
あ
る
。

　
次
に
『
国
華
』
誌
の
第
九
百
五
十
九
号
に
内
藤
昌
氏
が
紹
介
さ
れ
た
慶
長
末
元
和
初
ご
ろ
の
景
観
を
描
い
た
六
曲
一
双
洛
中
洛
外
図
屏

風
右
隻
の
人
形
芝
居
舞
台
（
掲
載
写
真
二
参
照
）
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
切
妻
の
破
風
屋
根
の
下
に
上
下
に
幕
が
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
、
上
の

幕
は
上
方
に
絞
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
下
の
幕
は
手
摺
と
し
て
使
用
さ
れ
、
三
体
の
人
形
が
上
半
身
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
袖
垣
ら
し

き
も
の
も
見
ら
れ
る
。
破
風
屋
根
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
人
形
芝
居
が
京
の
四
条
河
原
に
お
け
る
常
設
小
屋
だ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
お
り
、
常
設
小
屋
に
お
け
る
幕
手
摺
様
式
の
存
在
を
示
す
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
文
献
資
料
の
方
で
も
早
い
時
期
に
お
け
る
幕
手
摺
の
存
在
を
指
示
し
て
い
る
。

　
『
時
慶
卿
記
』
の
慶
長
十
九
年
九
月
二
十
一
日
の
条
に
記
さ
れ
て
い
る
宮
中
に
お
け
る
操
り
芝
居
上
演
の
次
の
記
録
は
す
な
お
に
読
め

ば
幕
手
摺
の
使
用
を
示
す
資
料
で
あ
る
。

　
　
阿
弥
陀
胸
切
ト
云
曲
ヲ
仕
、
夷
昇
ノ
類
ノ
者
推
参
ト
シ
テ
、
於
御
庭
、
級
子
幕
等
ヲ
引
廻
シ
テ
有
曲
、
奇
意
ノ
事
也
、
又
、
賀
茂
、

　
　
大
仏
供
養
、
高
砂
等
ノ
能
ヲ
モ
仕
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
能
操
り
の
貴
重
な
記
録
で
あ
る
右
の
『
時
慶
卿
記
』
は
ま
た
慶
長
末
年
に
お
け
る
幕
手
摺
の
記
録
で
も
あ
る
。

　
先
に
貞
享
三
年
の
『
雍
州
府
志
』
の
記
事
を
引
用
し
た
。
最
初
期
の
人
形
芝
居
を
二
本
の
柱
の
間
に
幕
を
張
り
、
そ
の
幕
の
上
で
人
形

を
舞
わ
し
て
い
る
と
説
明
し
た
同
書
は
、
続
け
て
、
慶
長
末
か
ら
元
和
ご
ろ
の
少
し
く
発
達
し
た
人
形
芝
居
の
舞
台
機
構
を
次
の
よ
う
に

記
述
し
て
い
る
。
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中
央
正
面
設
二
舞
台
一
横
長
五
間
構
二
嫉
欄
一
其
上
下
設
ゾ
幕
操
二
偶
人
一
者
居
二
幕
内
一
出
二
人
形
於
上
下
幕
間
一
上
段
幕
称
二
顔
隠
一
操
二
偶

　
　
人
一
者
以
二
此
幕
一
隠
二
顔
面
一
之
謂
也
（
中
央
正
面
に
舞
台
を
設
く
。
横
の
長
さ
五
間
、
媛
き
欄
を
構
へ
、
そ
の
上
下
に
幕
を
設
く
。
偶
人
を
操
る

　
　
者
は
幕
の
内
に
居
り
、
人
形
を
上
下
の
幕
の
間
に
出
す
。
上
段
の
幕
を
顔
隠
と
称
す
。
偶
人
を
操
る
者
は
こ
の
幕
を
も
っ
て
顔
面
を
隠
す
の
謂
な

　
　
り
）
。

　
こ
の
説
明
は
先
に
挙
げ
た
慶
長
末
元
和
初
の
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
画
証
と
不
思
議
な
一
致
を
み
せ
て
い
る
。
両
者
は
挿
絵
と
そ
の
絵
解

き
の
文
字
と
い
っ
た
相
補
の
関
係
に
あ
っ
て
、
慶
長
末
年
か
ら
元
和
初
年
に
か
け
て
の
京
の
四
条
河
原
に
お
け
る
人
形
芝
居
の
舞
台
の
幕

手
摺
の
構
造
を
両
者
相
侯
っ
て
解
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
文
献
資
料
と
し
て
も
う
一
種
、
『
羅
山
文
集
』
（
寛
文
二
年
刊
）
か
ら
正
保
四
年
五
月
二
十
八
日
に
林
羅
山
が
江
戸
の
薩
摩
小
平
太
の
入

形
技
を
友
人
と
見
物
し
た
際
の
記
事
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　
　
堂
内
仮
構
棚
層
層
畳
藍
張
帷
高
二
丈
許
長
数
丈
為
二
俺
偲
之
戯
技
一
也
（
堂
内
に
仮
に
棚
を
構
ふ
る
こ
と
層
々
、
藍
を
畳
み
、
惟
を
張
り
、
高

　
　
さ
二
丈
ば
か
り
、
長
さ
数
丈
、
偲
偏
の
戯
技
を
な
す
な
り
）

　
後
に
続
く
文
を
も
参
照
す
る
と
か
な
り
発
達
し
た
舞
台
機
構
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
「
藍
を
畳
み
、
帷
を
張
り
」
と
い
う
表
現
は

箱
手
摺
と
み
る
よ
り
も
幕
内
至
は
毛
藍
の
手
摺
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
人
形
芝
居
の
舞
台
も
発
達
し
て
正
保
ご
ろ
か
ら
二
段
手
摺
、
三
段
手
摺
の
時
代
に
は
い
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
す
で
に
角
田
氏
や
守
随
氏

の
説
か
れ
る
通
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
一
番
前
面
に
み
ら
れ
る
本
手
摺
は
多
く
腰
板
を
張
っ
た
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
た
と

え
ば
寛
永
前
期
の
景
観
を
示
す
八
曲
一
双
の
江
戸
名
所
図
屏
風
の
左
隻
第
四
扇
に
描
か
れ
る
人
形
芝
居
の
舞
台
で
あ
る
。

　
今
は
あ
ま
ね
く
江
湖
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
こ
の
名
品
江
戸
名
所
図
屏
風
に
対
す
る
私
の
思
い
出
は
尽
き
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
の

屏
風
を
最
初
に
世
に
紹
介
し
た
の
は
拙
著
の
『
歌
舞
伎
開
花
』
（
角
川
書
店
刊
、
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
、
そ
こ

で
は
こ
の
屏
風
を
名
古
屋
を
描
い
た
も
の
と
し
て
紹
介
し
た
。
こ
れ
は
大
き
な
失
考
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
う
し
た
失
考
を
犯
し
た
こ
と

に
は
そ
れ
だ
け
の
理
由
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
数
人
の
美
術
史
家
や
浮
世
絵
学
者
の
意
見
も
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
経
緯
を
語

る
に
は
ま
だ
時
期
が
早
い
よ
う
で
あ
る
。
結
局
、
そ
の
失
敗
に
気
が
つ
い
た
私
は
、
建
築
学
者
の
内
藤
昌
氏
と
共
著
で
、
こ
の
屏
風
を
中

心
に
据
え
、
当
時
知
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
の
江
戸
を
描
い
た
屏
風
を
博
捜
網
羅
し
て
集
成
し
た
『
江
戸
図
屏
風
』
を
二
年
後
の
昭
和
四
十
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七
年
十
一
月
に
毎
日
新
聞
社
か
ら
刊
行
し
た
。
こ
の
『
江
戸
図
屏
風
』
の
刊
行
に
よ
っ
て
江
戸
名
所
図
屏
風
の
真
価
は
広
く
世
に
認
識
さ

れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
江
戸
名
所
図
屏
風
に
描
か
れ
る
人
形
芝
居
の
舞
台
構
造
は
、
正
面
は
腰
板
で
、
そ
の
上
に
緋
毛
藍
が
掛
け
ら
れ
て
手
摺
と
な
っ
て
お

り
、
そ
こ
に
十
一
体
ほ
ど
の
人
形
が
の
ぞ
い
て
い
る
。
こ
れ
を
本
手
摺
と
す
る
と
、
そ
の
背
後
に
、
も
う
一
段
奥
手
摺
が
あ
っ
て
、
向
っ

て
右
側
に
三
体
の
入
形
が
の
ぞ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
描
か
れ
る
人
形
芝
居
の
舞
台
構
造
は
、
寛
永
前
期
の
江
戸
に
お
け
る
二
段

手
摺
の
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
腰
板
様
式
の
出
現
は
、
箱
板
の
部
分
が
ふ
く
ら
み
を
失
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ

と
が
一
応
は
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
過
程
を
示
す
貴
重
な
画
証
が
、
前
に
も
引
用
し
た
二
曲
一
双
の
遊
楽
図
屏
風
の
右
隻
に
描
か
れ
る

人
形
芝
居
舞
台
で
あ
る
。
こ
の
舞
台
の
手
摺
は
、
観
客
が
直
接
人
形
に
手
を
触
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
袖
垣
が
見
ら
れ
ず
、
代
っ
て
、
手
摺

が
ふ
く
ら
み
を
持
っ
て
そ
の
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ふ
く
ら
み
は
箱
手
摺
と
幕
手
摺
の
中
間
の
厚
み
を
そ
な
え
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
右
の
画
証
に
よ
っ
て
、
箱
手
摺
か
ら
腰
板
手
摺
へ
と
い
う
推
移
の
過
程
は
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
う
し
た
推
移
を
容
易
に
行

わ
せ
た
媒
介
物
と
し
て
、
慶
長
期
か
ら
存
在
し
た
幕
手
摺
の
役
割
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
幕
手
摺
の
幕
を
板
に
替
え
る
こ
と
は
、
箱

手
摺
の
ふ
く
ら
み
を
徐
々
に
失
わ
せ
る
こ
と
よ
り
も
は
る
か
に
手
軽
で
あ
り
、
ま
た
、
厚
み
の
な
い
幕
手
摺
に
よ
っ
て
人
々
は
簡
単
に
腰

板
の
イ
メ
！
ジ
を
思
い
浮
べ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
の
松
本
山
雪
筆
の
厳
島
図
屏
風
に
描
か
れ
る

人
形
芝
居
舞
台
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
二
段
手
摺
時
代
に
な
っ
て
か
ら
も
幕
手
摺
の
様
式
は
生
き
延
び
て
い
た
。
た
だ
、
こ
の
こ
ろ
に

な
る
と
、
三
都
を
中
心
と
し
た
常
設
の
入
形
小
屋
は
ほ
と
ん
ど
板
手
摺
に
替
っ
て
お
り
、
幕
手
摺
は
旅
廻
り
な
ど
に
お
け
る
手
軽
な
興
行

に
使
用
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
事
実
か
ら
、
「
段
手
摺
時
代
に
お
け
る
幕
手
摺
の
重
要
な
役
割
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

　
中
世
以
前
か
ら
近
世
に
か
け
て
も
活
躍
し
た
門
付
け
の
人
形
遣
い
に
人
形
を
舞
わ
せ
る
舞
台
と
し
て
の
櫃
を
携
帯
す
る
も
の
と
、
櫃
な

し
に
直
接
手
で
舞
わ
せ
る
も
の
と
の
二
種
類
が
あ
る
こ
と
は
多
く
の
画
証
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
角
田
氏
は
後
者
を
「
手
遣
い
人
形
の

無
舞
台
形
式
」
と
呼
ば
れ
、
前
者
を
「
箱
ま
わ
し
形
式
」
と
称
さ
れ
て
区
別
し
て
お
ら
れ
る
（
『
人
形
舞
台
史
前
編
』
）
。
も
し
箱
手
摺
舞
台
が

通
説
の
よ
う
に
、
こ
の
「
箱
ま
わ
し
」
の
徒
の
携
帯
し
た
櫃
か
ら
発
展
し
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
対
す
る
「
無
舞
台
」
の
徒
が
舞
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台
に
定
着
し
よ
う
と
欲
し
た
と
き
に
採
用
す
る
舞
台
様
式
は
幕
手
摺
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
、
ま

だ
仮
説
の
段
階
に
止
ま
る
。
本
稿
は
、
慶
長
元
和
期
に
お
け
る
人
形
芝
居
舞
台
と
し
て
、
幕
手
摺
と
箱
手
摺
の
二
系
列
の
あ
っ
た
こ
と
が

証
明
で
き
れ
ば
そ
の
責
を
果
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
角
田
一
郎
氏
の
人
形
舞
台
の
御
研
究
が
戸
帳
型
手
摺
幕
形
式
と
い
う
新
説
の
導
入
に
よ
っ
て
大
き
く
飛
躍
さ
れ
て
い
る
現
在
、
殊
更
に

旧
説
の
え
び
す
か
き
長
櫃
説
を
と
り
あ
げ
て
あ
れ
こ
れ
と
あ
げ
つ
ら
っ
た
非
礼
を
幾
重
に
も
お
わ
び
し
た
い
。
私
と
し
て
は
、
現
在
依
然

と
し
て
有
力
な
通
説
と
み
な
さ
れ
て
い
る
え
び
す
か
き
長
櫃
説
に
対
す
る
自
分
の
態
度
を
決
定
す
る
必
要
上
か
ら
、
そ
の
説
が
も
っ
と
も

尖
鋭
に
打
出
さ
れ
て
い
る
角
田
氏
旧
説
を
対
象
に
え
ら
ば
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
氏
の
新
説
を
知
っ
た
今
も
、
私
は

え
び
す
か
き
の
徒
が
か
つ
い
で
廻
っ
た
長
櫃
に
近
世
人
形
舞
台
の
源
流
の
「
つ
と
し
て
か
な
り
大
き
な
力
点
を
置
い
て
考
え
る
者
で
あ

る
。
氏
の
御
海
容
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
教
授
）
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