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は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』
を
絵
画
化
し
た
作
品
は
、
国
宝
「
源
氏
物
語
絵
巻
」（
徳
川
美
術

館
・
五
島
美
術
館
蔵
）
を
筆
頭
に
、
現
存
す
る
も
の
だ
け
で
も
夥
し
い
数
に
上
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
「
源
氏
絵
」
と
呼
ば
れ
、絵
巻
、冊
子
、画
帖
、扇
面
、掛
幅
、

屏
風
な
ど
の
多
様
な
画
面
形
式
で
表
さ
れ
、
さ
ら
に
近
世
に
至
っ
て
は
版
本
や
浮

世
絵
と
し
て
も
広
く
流
通
し
た
。
こ
の
う
ち
屏
風
に
つ
い
て
は
、
元
来
、
物
語
絵

は
細
密
画
に
よ
る
小
画
面
の
作
品
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
た
め
か
、
あ
る

い
は
既
知
の
作
品
が
少
な
か
っ
た
た
め
か
、
か
つ
て
は
一
部
の
作
品
以
外
は
ほ
と

ん
ど
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
田
口
栄
一
氏
が
「
源
氏
絵
屏
風

の
諸
作
例
を
、
時
代
・
流
派
の
別
な
く
網
羅
的
に
集
成
し
、
系
統
立
て
て
論（

1
）」

じ

て
以
来
、
多
く
の
作
品
が
研
究
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
源
氏
絵
屏
風
の
一
例
と
し
て
、
奈
良
大
学
所
蔵
「
源

氏
物
語
図
屏
風
」（
以
下
、
奈
良
大
本
と
称
す
る
。
図
23
―
１
・
23
―
２
）
を
紹

介
す
る
。
奈
良
大
本
は
六
曲
一
双
の
各
隻
に
六
場
面
ず
つ
、
計
十
二
場
面
を
描
い

た
も
の
で
あ
る
。「
桐
壺
」
か
ら
始
ま
り
、「
若
菜
下
」
で
終
わ
る
が
、
そ

こ
で
選
ば
れ
て
い
る
の
は
何
れ
も
源
氏
絵
の
中
で
は
見
慣
れ
た
場
面
ば
か

り
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
目
新
し
さ
は
全
く
な
い
。
し
か
し
、
各
場
面
の

内
容
を
見
て
い
く
と
、
そ
の
表
現
に
は
い
さ
さ
か
特
異
な
も
の
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
、
特
に
こ
の
点
に
注
目
し
な
が
ら
、

奈
良
大
本
の
特
質
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

な
お
、
奈
良
大
本
は
、
平
成
二
十
三
年
秋
に
奈
良
大
学
博
物
館
で
開
催

す
る
「
奈
良
大
学
の
『
源
氏
物
語
』
―
屏
風
絵
か
ら
マ
ン
ガ
ま
で
―
」
展

で
初
公
開
す
る
予
定
で
あ
る（

2
）。

本
稿
の
内
容
は
、
そ
の
作
品
解
説
と
重
複

す
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

一

　概
要

　

奈
良
大
本
は
六
曲
一
双
の
屏
風
で
、
左
右
隻
と
も
縦
一
〇
九
・
三
セ
ン

チ
、
横
二
七
四
・
九
セ
ン
チ
で
あ
る
。
画
面
は
金
地
著
色
で
あ
り
、
地
面

論

　
　
　文

奈
良
大
学
所
蔵
「
源
氏
物
語
図
屏
風
」
考

―
―
図
様
の
継
承
・
借
用
・
変
容
を
め
ぐ
っ
て
―
―

*

塩

　出

　貴
美
子
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は
総
金
地
で
、こ
れ
に
金
雲
が
か
け
ら
れ
る
。
そ
の
形
態
は
源
氏
雲
の
み
で
あ
り
、

す
や
り
霞
は
併
用
さ
れ
て
い
な
い
。
金
雲
は
部
分
的
に
建
物
や
樹
木
の
背
後
に

回
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
場
面
ご
と
に
見
る
と
、
手
前
か
ら
雲
、
地
面
（
事
物
）、

雲
の
順
に
重
ね
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
よ
り
重
層
的
な
空
間
が
構
成
さ
れ
る

こ
と
は
な
く
、
金
地
金
雲
構
成
は
い
た
っ
て
単
純
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
金
雲
の

内
部
に
は
、
盛
り
上
げ
に
よ
る
大
小
の
州
浜
形
が
散
ら
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
太
め

の
輪
郭
線
が
付
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、縁
に
は
連
珠
帯
が
三
重
に
施
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
珠
は
内
か
ら
外
に
向
か
っ
て
少
し
ず
つ
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

装
飾
的
な
金
雲
は
、
桃
山
か
ら
江
戸
時
代
初
期
の
屏
風
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
、
源
氏
絵
屏
風
に
も
多
く
の
類
例
が
あ
る（

3
）。

絵
は
濃
彩
に
よ
る
作
り
絵

で
、
衣
の
輪
郭
線
や
文
様
、
御
簾
な
ど
に
は
金
泥
が
多
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら

が
金
地
金
雲
と
相
ま
っ
て
、
華
や
か
な
美
し
い
画
面
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

　

場
面
は
左
右
の
各
隻
に
六
つ
ず
つ
、
計
十
二
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
田
口
氏

の
分
類
に
し
た
が
え
ば
、
第
Ⅱ
類
、
す
な
わ
ち
「
屏
風
画
面
を
金
雲
で
自
由
な
形

に
分
か
ち
、
そ
こ
に
源
氏
物
語
五
十
四
帖
か
ら
適
宜
選
ん
だ
数
画
面
を
配
す
る
、

中
画
面
集
合
形
式（

4
）」

に
属
す
る
作
品
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
右
隻
は
画
面
中
央
に
横
た
わ
る
金
雲
に
よ
っ
て
上
下
に
大
き
く
二
分
さ

れ
、
上
下
と
も
大
凡
二
扇
に
一
場
面
ず
つ
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
右
上
は
1

「
桐
壺
」（
帖
名
の
前
の
数
字
は
帖
の
番
号
、以
下
同
）で
あ
り
、そ
の
下
は
2「
帚
木
」

で
あ
る
。
中
央
は
上
が
5
「
若
紫
」
で
、下
が
7
「
紅
葉
賀
」、左
上
は
9
「
葵
」
で
、

そ
の
下
は
23
「
初
音
」
で
あ
る
。
画
面
に
大
小
は
あ
る
が
、
六
場
面
を
ほ
ぼ
均
等

に
配
し
た
整
然
と
し
た
構
成
で
あ
る
。
一
方
、
左
隻
は
右
上
の
14
「
澪
標
」
が
第

五
扇
の
右
端
ま
で
広
が
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
下
方
は
右
隻
に
比
べ
る
と
変
則
的

な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、第
一
扇
中
程
の
小
さ
な
ス
ペ
ー
ス
に
17
「
絵
合
」

が
収
め
ら
れ
、
そ
の
下
の
右
か
ら
左
に
か
け
て
次
第
に
広
が
る
三
角
形
の
よ
う
な

ス
ペ
ー
ス
に
28
「
野
分
」
が
描
か
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
左
に
26
「
常
夏
」
が
続

く
。
こ
こ
で
は
、
画
面
を
上
下
に
分
節
す
る
金
雲
は
、
主
と
し
て
左
上
か
ら
右
下

に
か
け
て
斜
め
に
流
れ
る
よ
う
に
配
さ
れ
て
お
り
、
右
隻
中
央
の
金
雲
が
や
や
右

上
が
り
の
部
分
を
含
み
な
が
ら
横
に
広
が
る
の
と
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。
第
五

扇
と
第
六
扇
は
、
上
が
34
「
若
菜
上
」、
下
が
35
「
若
菜
下
」
で
あ
り
、
こ
れ
は

右
隻
に
準
じ
た
構
成
で
あ
る
。

　

以
上
の
十
二
場
面
は
、
ほ
ぼ
帖
の
展
開
順
に
沿
っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
が
、
逆

順
に
な
る
と
こ
ろ
が
二
カ
所
あ
る
。
一
つ
は
右
隻
左
下
の
23
「
初
音
」
と
、
左
隻

右
上
の
14
「
澪
標
」
お
よ
び
そ
の
右
下
の
17
「
絵
合
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
澪
標
」

を
横
に
広
く
描
く
た
め
に
入
れ
替
え
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、そ
れ
な
ら
ば「
澪

標
」
と
「
絵
合
」
を
入
れ
替
え
る
だ
け
で
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
絵
師
は
室
内

で
展
開
す
る
「
絵
合
」
よ
り
も
、
庭
の
風
景
を
伴
う
「
初
音
」
の
方
を
広
い
画
面

に
描
き
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
は
左
隻
中
央
下
の
26
「
常
夏
」
と
、

そ
の
右
の
28
「
野
分
」
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
前
述
の
三
角
形
の
よ
う
な
ス
ペ
ー
ス

に
描
く
に
は
、
室
内
を
広
く
見
渡
す
「
常
夏
」
よ
り
も
、
建
物
と
庭
を
組
み
合
わ

せ
た
「
野
分
」
の
方
が
収
め
や
す
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
二
カ

所
の
逆
順
は
ど
ち
ら
も
「
澪
標
」
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
逆
に
言

え
ば
、
こ
の
よ
う
に
順
序
を
入
れ
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
各
場
面
に
応
じ
た
ス
ペ

ー
ス
を
確
保
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
右
隻
よ
り
も
巧
妙
な
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画
面
構
成
で
あ
る
。
各
場
面
の
内
容
に
つ
い
て
は
、次
章
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　

さ
て
、
描
写
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
三
点
だ
け
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
し
た

い
。
ま
ず
人
物
の
面
貌
に
つ
い
て
は
、引
目
鈎
鼻
は
「
桐
壺
」
の
童
形
の
源
氏
（
図

1
）
や
「
澪
標
」
の
明
石
の
上
（
図
5
）
な
ど
、
ご
く
一
部
に
用
い
ら
れ
る
だ
け

で
あ
り
、
大
抵
は
上
瞼
と
下
瞼
を
描
き
分
け
、
そ
の
間
に
瞳
を
点
じ
て
い
る
。
鼻

も
鼻
梁
線
に
加
え
て
小
鼻
を
表
す
曲
線
や
点
を
描
い
て
い
る
も
の
が
多
い
。
し
か

し
、
男
の
場
合
は
大
き
く
分
け
て
二
通
り
の
描
き
方
が
あ
り
、
源
氏
の
よ
う
な
主

役
級
の
人
物
に
は
様
式
化
さ
れ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
図
2
）。
そ
の
顔

は
面
長
で
や
や
下
ぶ
く
れ
し
て
お
り
、
輪
郭
は
引
目
鈎
鼻
の
場
合
に
近
い
。
口
も

小
さ
く
表
さ
れ
る
が
、
こ
ち
ら
は
引
目
鈎
鼻
の
場
合
と
は
異
な
り
、
上
唇
と
下
唇

を
描
き
分
け
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
描
き
方
は
、
よ
り
写
実
味
の
あ
る
個
性
的
な

表
現
で
、
ほ
お
骨
を
表
す
線
や
皺
が
描
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
口
も
尋
常
の
大
き

さ
で
あ
る
（
図
3
）。
ま
た
、
前
者
は
斜
め
正
面
向
き
が
定
型
で
あ
る
が
、
後
者

は
正
面
向
き
や
真
横
向
き
の
顔
も
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
描
き
分
け
は
単
に
身
分

の
差
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
随
身
を
前
者
で
表
す
こ
と
も
あ
れ
ば
、
束
帯
姿
の
人

物
を
真
横
向
き
で
、や
や
卑
俗
と
も
言
え
る
よ
う
な
表
情
で
描
く
こ
と
も
あ
る（
図

4
）。
一
方
、
女
の
場
合
は
写
実
的
か
つ
個
性
的
な
表
現
は
な
く
、
様
式
化
さ
れ

た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
中
に
は
上
瞼
と
下
瞼
を
描
き
分
け
な
い
も
の
（
図
6
・

7
）、
小
鼻
を
描
か
な
い
も
の
（
図
8
）
も
入
り
交
じ
っ
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
、

男
よ
り
も
女
の
方
が
引
目
鈎
鼻
の
名
残
を
留
め
て
い
る
と
言
え
る
。

　

次
は
、
画
中
画
に
注
目
し
て
み
よ
う
。「
桐
壺
」「
帚
木
」「
野
分
」「
常
夏
」
の

四
場
面
に
は
水
墨
山
水
図
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
9
〜
12
）。「
桐
壺
」
は
屏
風
、

他
の
三
例
は
襖
あ
る
い
は
壁
貼
付
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
建
物
の
構
造
へ

の
疑
問
は
さ
て
お
き
、
そ
の
画
面
だ
け
を
見
る
と
、「
桐
壺
」
は
真
体
、
他
の
三

例
は
行
体
あ
る
い
は
草
体
で
、
と
も
に
雪
舟
様
の
山
水
図
を
模
し
た
よ
う
な
絵
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
漢
画
系
の
障
壁
画
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、

「
初
音
」
の
付
書
院
を
見
る
と
、
総
金
地
の
画
面
に
撫
子
の
花
が
散
ら
さ
れ
て
お

り
（
図
13
）、「
若
菜
下
」
で
も
総
金
地
の
襖
に
藤
の
花
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
14
）。

ま
た
「
紅
葉
賀
」
と
「
初
音
」
の
間
に
設
け
ら
れ
た
一
室
で
は
、
総
金
地
の
壁
に

柳
が
描
か
れ
て
い
る
。
幹
は
水
墨
画
風
に
見
え
る
が
、
若
葉
は
緑
青
で
塗
ら
れ
て

お
り
、
や
は
り
金
地
著
色
画
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
金
地
の
草
花
・
草
木
図
は
大

和
絵
系
の
画
面
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
土
佐
派
の
源
氏
絵
の
画
中

画
に
も
多
く
の
類
例
が
あ
る
。

　

最
後
に
、
樹
木
の
表
現
を
見
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
「
紅
葉
賀
」
の
紅
葉
の
木

を
見
る
と
、
幹
や
枝
は
小
刻
み
に
波
打
つ
よ
う
な
、
あ
る
い
は
ジ
グ
ザ
グ
に
屈
曲

す
る
よ
う
な
形
態
の
も
の
が
多
い
。
ま
た
、幹
は
茶
あ
る
い
は
緑
系
統
で
彩
色
し
、

金
泥
を
加
え
る
が
、
た
ら
し
込
み
を
用
い
た
よ
う
な
滲
み
が
生
じ
て
い
る
と
こ
ろ

が
あ
る
。
と
も
に
極
め
て
特
徴
的
な
表
現
で
あ
る
が
、
同
様
の
こ
と
は
「
若
紫
」

と
「
若
菜
上
」
の
桜
、「
澪
標
」
の
松
、
お
よ
び
「
常
夏
」
と
「
若
菜
下
」
の
間

の
柳
と
楓
な
ど
に
も
言
え
る
。
な
お
、松
以
外
の
葉
や
桜
の
花
片
は
没
骨
で
あ
り
、

枝
先
の
細
い
部
分
も
没
骨
の
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、「
初
音
」
の
紅
梅
は
、
花

の
つ
い
た
細
い
枝
は
ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
て
い
る
が
、
幹
は
ま
る
で
地
を
這
う
か
の

よ
う
に
屈
曲
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
花
は
没
骨
で
は
な
く
、
蕾
と
と

も
に
輪
郭
線
が
墨
で
描
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
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さ
て
、
奈
良
大
本
に
は
、
こ
の
よ
う
に
特
徴
的
な
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
筆
者

は
不
明
で
あ
り
、
現
状
で
は
流
派
も
特
定
し
が
た
い
。
強
い
て
言
え
ば
、
人
物
の

表
現
は
土
佐
派
や
住
吉
派
と
は
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
、
画
中
画
に
は
漢

画
系
と
大
和
絵
系
双
方
と
の
関
わ
り
が
窺
わ
れ
る
こ
と
、「
初
音
」
の
紅
梅
の
屈

曲
し
た
形
態
は
京
狩
野
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
制
作

時
期
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
ま
ず
江
戸
時
代
と
し
て
お
く
が
、
そ
の
う
ち
の
い
つ
頃

か
は
判
断
し
が
た
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
最
後
で
改
め
て
触

れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

　場
面
内
容

　

ま
ず
、
奈
良
大
本
に
描
か
れ
た
十
二
の
場
面
を
概
観
し
て
み
よ
う
。「
桐
壺
」

は
元
服
、「
帚
木
」
は
雨
夜
の
品
定
め
、「
若
紫
」
は
北
山
で
の
垣
間
見
、「
紅
葉
賀
」

は
青
海
波
の
舞
、「
葵
」
は
車
争
い
、「
初
音
」
は
元
旦
の
明
石
の
姫
君
、「
澪
標
」

は
住
吉
参
詣
、「
絵
合
」
は
冷
泉
帝
御
前
で
の
絵
合
、「
野
分
」
は
夕
霧
が
秋
好
中

宮
を
見
舞
う
と
こ
ろ
、「
常
夏
」
は
釣
殿
で
の
納
涼
、「
若
菜
上
」
は
蹴
鞠
の
際
の

垣
間
見
、
そ
し
て
「
若
菜
下
」
は
女
楽
の
場
面
で
あ
る
。

　
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
場
面
は
源
氏
絵
の
中
で
は
見
慣

れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
作
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
場
面
に
は
、
主
と
し
て
土
佐
派
の
中
で
形
成
さ
れ
、
継
承
さ
れ
て
き
た

伝
統
的
な
図
様
が
存
在
す
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
奈
良
大
本
も
そ
の
影
響
下
に

あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
一
方
で
は
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
的
図
様
と
は
全

く
異
な
る
も
の
を
描
い
て
い
る
場
面
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
奈
良
大
本
の
こ
の
よ

う
な
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
そ
の
図
様
に
つ
い
て
、
伝
統
の
継
承
、
他

の
作
品
か
ら
の
借
用
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
変
容
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
る

こ
と
に
し
た
い
。

　

な
お
、以
下
で
用
い
る『
源
氏
物
語
』の
本
文
は『
日
本
古
典
文
学
大
系（

5
）』（

以
下
、

大
系
本
と
称
す
る
）
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
括
弧
内
の
数
字
は
そ
の
巻
と
頁
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
掲
載
し
た
図
版
は
全
て
源
氏
絵
で
あ
る
の
で
、
キ
ャ

プ
シ
ョ
ン
は
作
品
名
を
省
略
し
て
帖
名
だ
け
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
他
の
事

項
を
付
記
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
所
蔵
者
名
は
括
弧
内
に
示
し

た
が
、
奈
良
大
本
に
つ
い
て
は
省
略
し
た
。

（
一
）
桐
壺

　

右
隻
右
上
は
1
「
桐
壺
」
で
あ
る
。
源
氏
が
十
二
歳
で
元
服
す
る
場
面
で
あ
り
、

本
文
に
は
「
を
は
し
ま
す
殿
の
東
の
廂
、
東
向
き
に
椅
子
立
て
て
、
く
は
ん
者
の

御
座
、
引
き
入
れ
の
大
臣
の
御
座
、
御
前
に
あ
り
。」（
1
―
48
）
と
あ
る
。
清
涼

殿
の
東
廂
に
椅
子
を
立
て
て
桐
壺
帝
の
御
座
と
し
、
そ
の
前
に
冠
者
で
あ
る
源
氏

と
引
入
大
臣
（
加
冠
役
の
左
大
臣
）
の
座
を
設
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
場
面
は
、
土
佐
派
の
源
氏
絵
の
最
古
例
と
さ
れ
る
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学

美
術
館
の
土
佐
光
信
筆
「
源
氏
物
語
画
帖（

6
）」（

以
下
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
本
と
称

す
る
）
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
清
涼
殿
と
お
ぼ
し
き
建
物
の

中
に
本
文
通
り
の
三
人
と
理
髪
役
の
大
蔵
卿
、
お
よ
び
四
人
の
束
帯
姿
の
人
物
が

描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
図
様
は
、
以
後
、
建
物
や
人
物
を
変
容
さ
せ
な
が
ら
、
土
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佐
派
の
作
品
に
継
承
さ
れ
て
い
く
。

　

奈
良
大
本
の
場
合
は
、
建
物
の
構
造
が
簡
略
に
な
り
、
人
物
の
数
や
配
置
も
大

き
く
異
な
る
が
、
基
本
的
な
構
図
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
本
を
左
右
反
転
し
た
も
の

に
相
当
す
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
点
で
は
、
伝
統
的
な
図
様
を
継
承
し

て
い
る
と
言
え
る
が
、
内
容
的
に
は
大
き
な
相
違
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
帝
の
正

面
に
座
す
束
帯
姿
の
男
が
文
（
巻
紙
に
文
字
を
書
い
た
も
の
）
を
持
っ
て
い
る
点

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
源
氏
と
対
座
し
て
い
る
の
が
女
で
あ
る
点
で
あ
る
。
ち
な

み
に
土
佐
派
の
図
様
で
は
、
前
者
は
理
髪
役
の
大
蔵
卿
が
、
後
者
は
加
冠
役
の
左

大
臣
が
座
す
位
置
で
あ
る
。
と
も
に
本
文
で
は
語
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
り
、

こ
の
場
面
を
理
解
し
が
た
い
不
可
思
議
な
も
の
に
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
男
女
の
組
み
合
わ
せ
を
描
く
例
が
他
に
も
い
く
つ
か
見
出
さ

れ
る（

7
）。

例
え
ば
石
山
寺
蔵
「
源
氏
物
語
図
色
紙
貼
交
屏
風
」（
以
下
、
石
山
寺
本

と
称
す
る
。
図
28
）
の
「
桐
壺
」
を
見
る
と
、
配
置
は
異
な
る
が
、
帝
と
源
氏
に

加
え
て
問
題
の
男
女
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
屏
風
に
は
本
文
を
記
し
た
色
紙
も

貼
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
「
此
君
の
御
わ
ら
は
姿
い
と
か
へ
ま
う
く
お
ほ
せ
と

十
二
に
て
御
元
服
し
給
ふ
（
後
略
）」
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
が
元
服
の
場
面
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

数
例
あ
る
な
か
で
奈
良
大
本
に
最
も
近
似
す
る
の
は
出
光
美
術
館
蔵
「
源
氏
物

語
図
屏
風（

8
）」（

以
下
、
出
光
本
1
と
称
す
る
。
図
27
）
で
あ
る
。
た
だ
し
、
奈
良

大
本
の
建
物
は
不
等
測
投
影
法
で
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
出
光
本
1
は
斜
投

影
法
で
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
出
光
本
1
を
少
し
左
に
回
転
し
て
み
る
と
、

奈
良
大
本
と
よ
く
似
た
図
様
が
で
き
あ
が
る
。
出
光
本
1
は
庭
や
門
前
の
様
子
ま

で
描
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
建
物
の
部
分
を
見
る
と
、
帝
、
源
氏
、

そ
し
て
問
題
の
男
女
の
位
置
関
係
は
奈
良
大
本
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
室

内
の
左
隅
に
い
る
二
人
の
人
物
や
簀
子
縁
上
の
人
物
た
ち
も
、
個
々
の
表
現
は
異

な
る
も
の
の
、
全
体
的
に
は
類
似
し
た
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
な
お
、
源

氏
の
背
後
の
屏
風
に
つ
い
て
は
、
奈
良
大
本
は
壁
と
見
紛
う
よ
う
な
不
自
然
な
表

現
で
あ
る
の
に
対
し
、
出
光
本
1
で
は
自
然
な
立
て
方
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、石
山
寺
本
は
十
七
世
紀
の
作
品
と
考
え
ら
れ
て
お
り（

9
）、出

光
本
1
は
「
江

戸
中
期
ご
ろ
の
狩
野
派
な
ど
漢
画
派
の
作
例
」
と
推
定
さ
れ
て
い
る（
10
）。

こ
の
ほ
か

の
作
品
は
十
七
世
紀
の
も
の
が
多
く
、
筆
者
に
は
土
佐
派
や
長
谷
川
派
の
名
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る（
11
）。

奈
良
大
本
も
含
め
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
関
係
に
は
甚
だ
興
味
深

い
も
の
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
早
急
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
作

品
ご
と
に
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
例
が
十
七
世
紀
以
降
に
複
数
描
か

れ
た
の
は
確
か
で
あ
り
、
こ
の
不
可
思
議
な
男
女
の
組
み
合
わ
せ
は
、
そ
の
頃
に

成
立
し
た
「
桐
壺
」
の
新
し
い
図
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
場
面
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
男
に
つ
い
て
は
、
本
文
の

登
場
人
物
か
ら
考
え
る
と
左
大
臣
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
元
服
の
儀
式
で
は
、
加

冠
の
前
に
引
入
大
臣
が
祝
詞
を
述
べ
る
と
い
う
の
で
、
文
は
そ
れ
を
記
し
た
も
の

と
見
て
お
き
た
い（
12
）。

し
か
し
、
女
に
つ
い
て
は
本
文
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
帝

が
「
御
息
所
の
見
ま
し
か
ば
」（
1
―
48
）
と
思
う
と
い
う
件
が
あ
る
が
、
桐
壺

更
衣
は
既
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
座
っ
て
い
る
位
置
か
ら
す
る
と
、
女
房

で
は
な
く
身
分
の
高
い
女
性
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
藤
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壺
女
御
が
想
起
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
面
に
登
場
す
る
の
は
、
や
は
り
不
自
然
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
「
桐
壺
」
の
中
で
こ
の
よ
う
な
女
が
画
面
に
登
場
す
る
場
面
を
探

し
て
み
る
と
、誕
生
後
の
源
氏
が
初
め
て
宮
中
に
参
内
す
る
場
面
が
思
い
当
た
る
。

作
例
と
し
て
は
個
人
蔵
の
「
源
氏
物
語
図
屏
風（

13
）」

な
ど
が
あ
り
、
女
は
も
ち
ろ
ん

桐
壺
更
衣
で
あ
る
。
あ
え
て
想
像
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
他
の
場
面
の
モ
チ

ー
フ
を
、
視
覚
的
に
華
や
か
な
画
面
を
演
出
す
る
た
め
に
、
本
来
の
内
容
は
無
視

し
て
形
だ
け
取
り
入
れ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
当
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
奈
良
大
本
は
基
本
的
な

構
図
は
土
佐
派
の
伝
統
の
影
響
下
に
あ
る
と
言
え
る
が
、
内
容
的
に
は
新
し
い
図

様
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。

（
二
）
帚
木

　

右
隻
右
下
は
2
「
帚
木
」
で
あ
る
。
雨
夜
の
品
定
め
の
場
面
で
あ
り
、
本
文
に

は
「
御
殿
油
ち
か
く
て
、
書
ど
も
な
ど
見
給
ふ
つ
い
で
に
、
ち
か
き
御
厨
子
な
る
、

色
〳
〵
の
紙
な
る
文
ど
も
を
、
ひ
き
出
で
ゝ
、
中
将
、
わ
り
な
く
ゆ
か
し
が
れ
ば
」

（
1
―
56
）
と
あ
る
。
源
氏
が
燈
火
の
近
く
で
「
書
」
を
見
て
い
る
と
、
頭
中
将

が
傍
の
厨
子
に
置
い
て
あ
る
「
色
〳
〵
の
紙
な
る
文
ど
も
」
を
引
き
出
し
て
、
そ

れ
を
見
た
が
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
左
馬
頭
と
藤
式
部
丞
が
や
っ
て
来

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
女
性
論
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
場
面
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
本
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
和
泉
市

久
保
惣
記
念
美
術
館
の
土
佐
光
吉
筆
「
源
氏
物
語
手
鑑（

14
）」（

以
下
、
久
保
惣
本
と

称
す
る
）
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
四
人
が
対
座
し
、
そ
の
前

に
色
と
り
ど
り
の
料
紙
に
認
め
ら
れ
た
文
が
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
以
後
、
こ
れ
が

土
佐
派
の
伝
統
的
な
図
様
と
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
奈
良
大
本
は
こ
れ
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
土
佐
派
の
影
響

は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
ま
ず
、
源
氏
と
頭
中
将
は
片
肘
を
つ
い
て
横
に
な
る
と
い

う
珍
し
い
姿
で
あ
る
。
傍
ら
に
脇
息
を
置
き
、
床
を
背
に
し
て
い
る
の
が
源
氏
で

あ
り
、
そ
の
向
か
っ
て
左
が
頭
中
将
で
あ
る
。
源
氏
は
目
の
前
の
冊
子
本
を
見
て

い
る
が
、
頭
中
将
は
源
氏
の
方
を
見
て
お
り
、
そ
の
視
線
に
も
主
役
と
脇
役
の
関

係
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
寛
い
だ
姿
の
源
氏
は
、先
述
の
出
光
本
1（
図

27
）
や
個
人
蔵
の
狩
野
氏
信
筆
「
源
氏
物
語
図
屏
風（
15
）」

な
ど
に
わ
ず
か
に
見
ら
れ

る
の
み
で
あ
り
、
頭
中
将
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
限
り
で
は
他
に
例
が
な
い
。
こ

の
二
人
と
対
座
す
る
の
が
左
馬
頭
と
藤
式
部
丞
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
画
面
上
で

は
判
別
で
き
な
い
。

　

ま
た
、
こ
の
四
人
以
外
の
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
の
も
奈
良
大
本
の
特
徴
で
あ

る
。
左
馬
頭
と
藤
式
部
丞
の
後
方
に
二
人
、
さ
ら
に
画
面
右
隅
に
も
男
と
稚
児
が

二
人
ず
つ
い
る
。
こ
れ
も
珍
し
い
表
現
で
あ
る
が
、
や
は
り
出
光
本
1
が
同
様
で

あ
り
、
そ
こ
に
は
稚
児
の
姿
は
な
い
も
の
の
、
男
四
人
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
先

の
「
桐
壺
」
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
人
数
が
増
加
す
る
の
は
、

屏
風
の
画
面
が
広
く
、
構
成
に
ゆ
と
り
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
土
佐
派
の
図
様
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
源
氏
た
ち
の
前
に

置
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
久
保
惣
本
で
は
先
述
の
如
く
色
と
り
ど
り
の
料
紙

に
認
め
ら
れ
た
文
で
あ
る
が
、奈
良
大
本
で
は
紺
表
紙
の
冊
子
本
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
改
め
て
本
文
を
見
る
と
、「
書
ど
も
な
ど
見
給
ふ
つ
い
で
に
、
ち
か
き
御
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厨
子
な
る
、
色
〳
〵
の
紙
な
る
文
ど
も
を
」
と
あ
る
が
、
実
は
「
書
」
も
「
文
」

も
原
文
で
は
「
ふ
み
」
で
あ
り
、
漢
字
は
大
系
本
が
当
て
た
も
の
で
あ
る
。
大
系

本
は
「
書
」
に
は
「
漢
籍
な
ど
」、「
文
」
に
は
「
色
々
の
紙
に
書
い
た
懸
想
文
」

と
注
記
し
、
両
者
を
全
く
別
物
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
当
て
は
め
る
な
ら

ば
、
奈
良
大
本
は
「
書
」
だ
け
を
、
久
保
惣
本
は
「
文
」
だ
け
を
描
い
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
な
お
、
奈
良
大
本
の
左
馬
頭
（
あ
る
い
は
藤
式
部
丞
）
は
、
点
々
で

文
字
を
表
し
た
白
い
紙
を
持
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
「
書
」
か
「
文
」
か
は
判
別

で
き
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
「
色
〳
〵
の
紙
」
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
頭

中
将
の
気
を
引
く
よ
う
な
「
懸
想
文
」
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。「
書
」
か
「
文
」

か
に
注
意
し
な
が
ら
他
の
作
品
を
見
る
と
、
何
も
描
か
な
い
も
の
や
両
者
を
取
り

交
ぜ
た
も
の
な
ど
様
々
で
あ
り（
16
）、

そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
で
興
味
深
い
が
、
雨
夜
の
品
定
め
の
場
面
と
し
て
は
、「
懸
想
文
」
の
な
い
奈

良
大
本
は
い
さ
さ
か
物
足
り
な
く
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
出
光
本
1
は
冊
子
本
だ

け
を
描
い
て
お
り
、
こ
の
点
も
奈
良
大
本
と
同
様
で
あ
る
。

　

最
後
に
建
物
を
見
る
と
、
奈
良
大
本
は
外
観
は
寝
殿
造
で
あ
る
が
、
内
部
は
畳

を
敷
き
詰
め
、
床
を
設
け
た
当
世
風
の
書
院
造
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
久
保
惣
本

に
は
床
は
な
い
の
で
、
こ
れ
も
土
佐
派
の
図
様
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
が
、
出
光

本
1
は
や
は
り
奈
良
大
本
と
同
様
で
あ
り
、
床
に
冊
子
本
が
置
か
れ
て
い
る
点
も

共
通
す
る
。
ま
た
、頭
中
将
の
背
後
に
几
帳
が
置
か
れ
て
い
る
点
も
同
様
で
あ
る
。

　

さ
て
、
奈
良
大
本
と
出
光
本
1
は
、
こ
の
よ
う
に
共
通
点
が
多
い
が
、
実
際
に

は
構
図
も
個
々
の
モ
チ
ー
フ
の
描
か
れ
方
も
異
な
っ
て
お
り
、
直
接
的
な
関
係
が

あ
る
と
は
言
い
が
た
い
。
し
か
し
、
画
面
の
構
成
要
素
に
は
共
通
性
が
あ
る
こ
と

か
ら
、「
桐
壺
」
の
よ
う
に
多
く
の
作
例
は
な
い
が
、「
帚
木
」
に
つ
い
て
も
、
こ

の
よ
う
な
要
素
を
含
む
図
様
が
新
た
に
成
立
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。

（
三
）
若
紫

　

右
隻
中
央
上
は
5「
若
紫
」で
あ
り
、源
氏
が
北
山
で
藤
壺
に
似
た
少
女（
若
紫
、

後
の
紫
上
）
を
垣
間
見
る
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
本
に
取
り
上

げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
小
柴
垣
の
外
に
源
氏
と
惟
光
、
僧
房
の
縁
に
乳
母

の
少
納
言
と
犬
君
、
そ
し
て
部
屋
の
端
近
く
に
若
紫
が
描
か
れ
て
い
る
。
少
納
言

の
視
線
の
先
に
は
逃
げ
た
小
雀
も
い
る
。
ま
た
、若
紫
の
背
後
に
見
え
る
脇
息
は
、

「
脇
息
の
う
へ
に
経
を
お
き
て
、
い
と
、
な
や
ま
し
げ
に
読
み
ゐ
た
る
尼
君
」（
1

―
183
）
の
存
在
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
経
本
も
添
え
ら
れ
て
い
る
。
庭
に
は
桜
が

咲
き
乱
れ
、「
三
月
の
つ
ご
も
り
」（
1
―
177
）
に
ふ
さ
わ
し
い
情
景
で
あ
る
。
こ

の
図
様
は
、
以
後
、「
若
紫
」
の
定
型
と
し
て
継
承
さ
れ
る
が
、
例
え
ば
京
都
国

立
博
物
館
蔵
の
土
佐
久
翌
筆
「
源
氏
物
語
画
帖（
17
）」（

以
下
、
京
博
本
1
と
称
す
る
）

の
よ
う
に
尼
君
の
姿
を
描
い
た
も
の
も
多
く
見
ら
れ
る
。

　

奈
良
大
本
の
場
合
は
、
屏
風
の
大
画
面
に
合
わ
せ
て
絵
が
左
右
に
広
が
っ
て
い

る
が
、
基
本
的
な
構
図
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
本
を
左
右
反
転
し
た
も
の
に
相
当
す

る
。
女
三
人
の
配
置
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
物
の
表
現
に
は
大
き
な
相
違

が
あ
る
。
ま
ず
源
氏
に
つ
い
て
は
、
奈
良
大
本
は
惟
光
を
伴
わ
な
い
が
、
こ
れ
は

室
町
時
代
の
作
例
で
あ
る
浄
土
寺
蔵
「
源
氏
物
語
絵
扇
面
散
屏
風（

18
）」（

以
下
、
浄

土
寺
本
と
称
す
る
）
に
も
先
例
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
注
目
さ
れ
る
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の
は
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
本
を
含
め
大
抵
の
作
品
で
は
、
源
氏
は
小
柴
垣
の
中
を

覗
く
斜
め
後
ろ
向
き
の
姿
で
表
さ
れ
る
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
珍
し
く
斜
め
正
面

向
き
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ポ
ー
ズ
を
と
る
か
の
よ
う
に
右

手
を
頬
に
寄
せ
、
腰
を
少
し
落
と
し
て
左
袖
を
翻
す
さ
ま
は
、
ま
さ
に
絵
に
な
る

姿
で
あ
る
が
、
他
に
は
例
が
な
い
。

　

次
に
、
若
紫
に
つ
い
て
は
、
少
納
言
と
同
じ
く
、
雀
の
子
を
追
っ
て
手
を
前
に

伸
ば
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
俯
き
が
ち
に
立
ち
、
右
袖
で
顔
の
下

半
分
を
覆
っ
て
い
る
（
図
6
）。
こ
れ
は
泣
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

本
文
の
「
顔
は
、
い
と
赤
く
す
り
な
し
て
立
て
り
」（
1
―
184
）
に
対
応
す
る
姿

で
あ
る
。
ま
た
、
赤
い
袴
が
見
え
て
い
る
の
は
雀
の
子
を
追
っ
て
左
足
を
踏
み
出

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
も
に
逃
げ
ら
れ
て
「
い
と
口
惜
し
」（
同
前
）
と
思

っ
て
い
る
様
子
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
僧
房
の
奥
に
尼
君
が
描
か
れ
て
い
る
点
も
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
本
と
は
異

な
る
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
尼
君
を
京
博
本
1
と
比
較
し
て
み
る
と
、
京
博

本
1
の
尼
君
は
脇
息
に
右
肘
を
置
い
て
は
い
る
が
、
上
体
は
起
こ
し
て
泰
然
と
し

て
い
る
の
に
対
し
、
奈
良
大
本
で
は
上
体
を
傾
け
て
脇
息
に
も
た
れ
か
か
っ
て
お

り
、
こ
の
後
ま
も
な
く
し
て
亡
く
な
る
尼
君
の
「
な
や
ま
し
げ
に
」（
同
前
）
と

い
う
様
子
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
な
お
、
両
本
と
も
脇
息
の
上
の
「
経
」
は
描
か

れ
て
い
な
い
。
次
い
で
頭
を
見
る
と
、
京
博
本
1
は
尼
削
ぎ
に
し
た
黒
髪
で
あ
る

が
、
奈
良
大
本
は
真
っ
白
で
あ
る
（
図
7
）。
白
髪
と
見
る
に
は
不
自
然
な
表
現

で
あ
る
が
、
こ
れ
が
何
を
表
し
て
い
る
の
か
は
大
和
文
華
館
蔵
「
源
氏
物
語
図

屏
風（

19
）」（

以
下
、
大
和
文
華
館
本
と
称
す
る
。
図
29
）
を
見
れ
ば
わ
か
る
。
そ
こ

に
は
、
尼
削
ぎ
の
黒
髪
の
上
に
白
い
布
を
被
っ
た
尼
君
が
描
か
れ
て
お
り
、
同
様

の
表
現
は
出
光
美
術
館
の
岩
佐
勝
友
筆
「
源
氏
物
語
図
屏
風（
20
）」（

以
下
、
出
光
本

2
と
称
す
る
）
や
同
館
の
狩
野
派
に
よ
る
「
源
氏
物
語
図
屏
風（
21
）」（

以
下
、
出
光

本
3
と
称
す
る
）
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
参
考
に
す
る
と
、
奈
良
大
本

は
白
髪
で
は
な
く
、
白
い
布
を
表
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
う

で
あ
る
と
し
て
も
不
自
然
な
表
現
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
ま
た
、
本

文
に
は
「
髪
の
美
し
げ
に
そ
が
れ
た
る
末
も
」（
同
前
）
と
あ
る
の
で
、
髪
が
見

え
な
い
の
は
本
文
か
ら
逸
脱
し
た
表
現
に
な
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
相
違
は
奈
良
大
本
に
お
け
る
変
容
と
見
な
さ
れ
る
が
、
こ

こ
で
も
う
一
度
、
大
和
文
華
館
本
を
見
て
み
よ
う
。
源
氏
は
ポ
ー
ズ
は
と
っ
て
い

な
い
が
、
奈
良
大
本
と
同
じ
く
斜
め
正
面
向
き
で
あ
る
。
ま
た
、
若
紫
は
「
清
げ

な
る
大
人
二
人
」（
同
前
）
の
後
ろ
で
座
り
込
ん
で
い
る
が
、
そ
の
右
手
は
頬
に

当
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
尼
君
は
手
に
経
巻
を
持
っ
て
い
る
が
、
白
い
布
を

被
り
、
脇
息
に
も
た
れ
か
か
っ
て
い
る
。
何
れ
も
直
接
的
な
形
似
で
は
な
い
が
、

そ
れ
で
も
奈
良
大
本
に
お
け
る
変
容
と
見
な
し
た
部
分
に
類
似
す
る
要
素
を
含
ん

だ
表
現
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

大
和
文
華
館
本
は
岩
佐
又
兵
衛
に
近
い
絵
師
の
作
品
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が（
22
）、

同
じ
く
岩
佐
派
の
作
品
で
あ
る
先
述
の
出
光
本
2
に
は
、
大
和
文
華
館
本
を
左
右

反
転
し
た
よ
う
な
若
紫
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
左
袖
に
な
る
が
、
そ
れ
で

顔
を
覆
う
さ
ま
は
大
和
文
華
館
本
よ
り
も
奈
良
大
本
に
近
似
す
る
。
さ
ら
に
、
こ

れ
と
同
じ
よ
う
な
姿
が
、
や
は
り
岩
佐
派
の
作
品
と
さ
れ
る
泉
屋
博
古
館
蔵
「
源

氏
物
語
図
屏
風（

23
）」（

以
下
、
泉
屋
本
と
称
す
る
）
や
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
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州
立
美
術
館
蔵
「
源
氏
物
語
図
屏
風（
24
）」（

以
下
、
Ｎ
Ｓ
Ｗ
本
と
称
す
る
）
に
も
見

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
姿
の
若
紫
は
岩
佐
派
の
図
様
の
特
徴
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
出
光
本
2
、
泉
屋
本
お
よ
び
Ｎ
Ｓ
Ｗ
本
で
は
、
源
氏
の
手
前
に
小

柴
垣
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
向
こ
う
か
ら
こ
ち
ら
を
覗
く
源
氏
の
顔
は
斜
め
正

面
向
き
で
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
大
和
文
華
館
本
の
源
氏
に
、
ひ
い
て
は
奈
良

大
本
の
源
氏
に
通
じ
る
表
現
で
あ
る
。
大
和
文
華
館
本
と
こ
れ
ら
三
件
の
屏
風
が

岩
佐
派
と
い
う
共
通
の
母
体
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

が
、
そ
の
図
様
の
影
響
が
部
分
的
に
奈
良
大
本
に
も
及
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
一
方
で
は
、
狩
野
派
の
作
品
の
中
に
も
奈
良
大
本
に
類
似
し
た
表
現
が

見
受
け
ら
れ
る
。
出
光
本
1
の
若
紫
を
見
る
と
、
部
屋
の
端
近
く
に
立
ち
、
右
手

を
襟
元
あ
た
り
に
当
て
て
い
る
。
顔
に
触
れ
る
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
そ
の
姿
は
こ

の
よ
う
な
右
手
の
仕
草
が
岩
佐
派
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
桐
壺
」
お
よ
び
「
帚
木
」
に
お
け
る
奈
良
大
本
と
出
光
本
1
の
共
通
性
を
思
え

ば
、「
若
紫
」に
も
類
似
す
る
表
現
が
あ
る
の
は
決
し
て
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

む
し
ろ
立
姿
で
あ
る
点
は
、
岩
佐
派
が
描
く
座
姿
よ
り
も
奈
良
大
本
に
近
い
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
類
似
性
が
あ
る
の
は
若
紫
だ
け
で
あ
り
、
源
氏
や
尼
君

に
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　

最
後
に
僧
房
を
見
て
お
こ
う
。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
本
の
僧
房
は
平
地
に
建
っ
て

い
る
が
、
そ
の
右
奥
に
は
懸
崖
造
を
思
わ
せ
る
木
組
が
見
え
る
。
こ
の
木
組
は
京

博
本
1
で
は
欄
干
を
持
っ
た
建
物
に
な
り
、
奈
良
大
本
で
は
懸
崖
造
の
立
派
な
堂

に
な
る
。
僧
房
と
の
間
は
渡
り
廊
で
繋
が
れ
、
そ
の
下
方
に
は
画
面
左
端
の
山
間

か
ら
流
れ
出
た
水
流
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
此
岸
と
彼
岸
の
遠
近
感
も

表
さ
れ
て
お
り
、
屏
風
の
大
画
面
を
活
か
し
た
広
や
か
な
空
間
が
展
開
す
る
。
上

記
の
作
例
の
中
で
は
、
建
物
の
向
き
は
異
な
る
が
、
僧
房
と
懸
崖
造
の
建
物
の
関

係
は
出
光
本
3
が
こ
れ
に
近
く
、
小
柴
垣
が
左
右
に
長
く
続
く
と
こ
ろ
も
似
通
っ

て
い
る
。
な
お
、
出
光
本
1
お
よ
び
Ｎ
Ｓ
Ｗ
本
を
除
く
岩
佐
派
屏
風
三
件
で
は
、

僧
房
そ
の
も
の
が
懸
崖
造
に
な
っ
て
お
り
、奈
良
大
本
と
は
異
な
る
表
現
で
あ
る（
25
）。

　

さ
て
、
奈
良
大
本
は
基
本
的
に
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
本
以
来
の
伝
統
的
な
図
様

を
継
承
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
変
容
が
生
じ
て
い
る
。
特
に
人
物

に
つ
い
て
は
岩
佐
派
か
ら
の
影
響
が
想
定
さ
れ
る
が
、
一
方
で
は
狩
野
派
と
の
関

連
も
否
定
し
き
れ
な
い
。
恐
ら
く
は
、
種
々
の
先
行
作
例
か
ら
取
り
集
め
た
要
素

を
、
屏
風
の
大
画
面
に
合
わ
せ
て
新
た
に
構
成
し
な
お
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
四
）
紅
葉
賀

　

右
隻
中
央
下
は
7
紅
葉
賀
で
あ
る
。
源
氏
と
頭
中
将
が
青
海
波
を
舞
う
場
面
で

あ
る
が
、
源
氏
の
挿
頭
が
菊
花
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
宮
中
で
の
試
楽
で
は
な
く
、

朱
雀
院
で
の
本
番
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
図
25
）。
こ
の
場
面
も
ハ
ー
ヴ
ァ
ー

ド
大
本
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
並
ん
で
舞
う
源
氏
と
頭
中
将
を

中
心
に
垣
代
（
楽
人
）、
紅
葉
と
幔
幕
、
そ
し
て
寝
殿
の
一
隅
と
そ
の
縁
に
列
座

す
る
公
卿
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
図
様
は
、
以
後
、
土
佐
派
の
定
型
と
な

り
、
多
く
の
作
品
を
生
み
出
し
て
い
く
。

　

と
こ
ろ
が
、
奈
良
大
本
は
こ
れ
と
は
全
く
異
な
る
も
の
を
描
い
て
い
る
。
ま

ず
、
源
氏
と
頭
中
将
に
つ
い
て
は
、
二
人
を
同
じ
姿
形
で
並
べ
て
描
く
の
が
、
土
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佐
派
だ
け
で
な
く
、
狩
野
派
も
含
め
て
の
通
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
奈
良
大
本
で

は
、
姿
形
は
同
じ
で
あ
る
が
、
配
置
は
点
対
称
の
関
係
に
な
り
、
頭
中
将
は
源
氏

を
百
八
十
度
回
転
し
た
よ
う
な
後
ろ
姿
で
描
か
れ
て
い
る
（
図
25
・
26
）。
極
め

て
珍
し
い
表
現
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
似
た
姿
が
先
述
の
Ｎ
Ｓ
Ｗ
本
の
ほ
か
、
京
都

国
立
博
物
館
の
伝
岩
佐
又
兵
衛
筆
「
源
氏
物
語
図
屏
風（

26
）」（

以
下
、
京
博
本
2
と

称
す
る
。
図
30
）、
お
よ
び
石
川
県
立
美
術
館
の
同
じ
く
伝
岩
佐
又
兵
衛
筆
「
源

氏
物
語
図
屏
風（
27
）」（

以
下
、
石
川
県
美
本
と
称
す
る
。
図
31
）
に
見
ら
れ
る
。
三

件
と
も
画
面
中
央
に
源
氏
と
頭
中
将
、
右
に
垣
代
、
そ
し
て
左
に
寝
殿
を
配
し
て

い
る
が
、
三
件
の
う
ち
で
は
Ｎ
Ｓ
Ｗ
本
と
京
博
本
2
が
比
較
的
よ
く
近
似
し
、
石

川
県
美
本
は
寝
殿
の
一
部
を
省
略
す
る
な
ど
の
異
同
が
目
立
つ
。
ま
た
、
垣
代
は

三
者
三
様
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
こ
の
三
件
が
岩
佐
派
と
い
う
共
通
の
母
胎
か

ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
れ
ら
三
件
と
奈
良
大
本
を
比
較
す
る
と
、
前
者
で
は
源
氏
と
頭
中
将

は
正
対
す
る
の
に
対
し
、
奈
良
大
本
で
は
源
氏
の
右
上
に
頭
中
将
が
描
か
れ
て
い

る
た
め
に
、互
い
に
反
対
を
向
き
な
が
ら
横
に
並
ぶ
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
。

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
正
対
す
る
の
が
本
来
の
配
置
で
あ
ろ
う
か
ら
、
図
様
の
先

行
性
は
岩
佐
派
作
品
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
現
段
階
で
は
特
定
の
作
品
と
の
関
係

と
し
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
が
、
奈
良
大
本
は
、
こ
の
よ
う
な
岩
佐
派
の
図
様
か
ら

源
氏
と
頭
中
将
を
借
用
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
頭
中
将
の
位
置

が
ず
れ
て
い
る
の
は
、
奈
良
大
本
で
は
寝
殿
の
向
き
が
Ｎ
Ｓ
Ｗ
本
以
下
三
件
と
は

異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
階
に
平
行
に
二
人
を
配
置
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
奈
良
大
本
の
装
束
は
、
青
海
波
の
装
束
と
し
て
は
誤
り
で
あ
る
。

本
来
は
袍
の
片
肩
を
脱
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
お
り（
28
）、

土
佐
派
や
狩
野
派
の
作
品
で
は

そ
の
よ
う
に
表
さ
れ
て
い
る
が
、
奈
良
大
本
は
そ
う
で
は
な
い
。
ま
た
、
源
氏
と

頭
中
将
を
見
比
べ
る
と
、
頭
中
将
は
一
番
上
に
袍
を
着
て
い
る
が
、
源
氏
は
袍
の

上
に
半
臂
の
よ
う
な
も
の
を
着
る
と
い
う
奇
妙
な
姿
で
あ
る
。
し
か
し
、
岩
佐
派

の
三
作
品
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
片
肩
を
脱
い
で
い
な
い
。
ま
た
、
源
氏
の
袍
は

肩
が
開
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
こ
れ
が
半
臂
と
誤
認
す
る
原
因
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
。
岩
佐
派
の
図
様
が
何
故
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
不

明
で
あ
る
が
、
奈
良
大
本
は
そ
の
誤
り
も
含
め
て
図
様
を
借
用
し
、
さ
ら
に
変
容

さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
袍
の
文
様
は
青
海
波
に
千
鳥
を
散
ら
し
た

も
の
と
さ
れ
、
奈
良
大
本
は
千
鳥
を
丸
文
で
表
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
最
も
近
い

の
は
Ｎ
Ｓ
Ｗ
本
で
あ
る
。
石
川
県
美
本
に
は
千
鳥
が
見
あ
た
ら
な
い
。
ま
た
、
京

博
本
2
は
対
比
的
に
源
氏
を
赤
、
頭
中
将
を
白
の
装
束
で
表
す
が
、
と
も
に
青
海

波
文
様
で
は
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
奈
良
大
本
と
Ｎ
Ｓ
Ｗ
本
の
間
に

直
接
的
な
関
係
を
想
定
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
。

　

次
に
垣
代
に
つ
い
て
は
、
奈
良
大
本
は
画
面
右
下
に
十
人
を
描
い
て
い
る
。
本

来
は
四
十
人
で
あ
り
、
琵
琶
、
笙
、
篳
篥
、
横
笛
が
各
一
人
、
残
り
は
拍
子
を
打

つ
が
、
そ
の
数
は
画
面
で
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。
Ｎ
Ｓ
Ｗ
本
以
下
の
三
件
で
は
、

先
述
の
如
く
、
垣
代
は
三
者
三
様
に
変
容
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
岩
佐
派
の
図

様
と
し
て
の
共
通
性
は
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。
奈
良
大
本
も
こ
れ
に
準
じ
る
表

現
と
見
ら
れ
る
の
で
、
や
は
り
岩
佐
派
の
図
様
を
借
用
し
た
も
の
と
考
え
て
お
き

た
い
。
な
お
、
第
二
扇
の
左
端
に
描
か
れ
た
後
ろ
向
き
の
男
は
、
横
笛
を
吹
い
て

い
る
が
、
そ
の
笛
が
左
手
の
方
に
出
て
い
る
。
持
ち
方
が
反
対
で
あ
り
、
何
と
も
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奇
妙
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
行
図
様
を
左
右
反
転
し
て
用
い
た
も
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
つ
い
で
に
、
こ
こ
で
大
太
鼓
に
注
目
し
て
お
こ
う
。
青
海
波
は
唐

楽
な
の
で
左
方
太
鼓
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
は
日
形
が
金
で
、
枠
に
は
龍
が
表
さ

れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
奈
良
大
本
の
大
太
鼓
は
、
日
形
は
金
で
あ
る
が
、
枠
に
は
右

方
太
鼓
に
表
す
べ
き
鳳
凰
が
描
か
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
Ｎ
Ｓ
Ｗ
本
と
石
川
県
美

本
は
龍
も
鳳
凰
も
描
い
て
い
な
い
が
、
京
博
本
2
は
鳳
凰
を
描
い
て
い
る
。
そ
の

表
現
は
全
く
異
な
る
が
、
こ
の
誤
り
も
岩
佐
派
の
図
様
か
ら
継
承
し
た
可
能
性
が

あ
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
奈
良
大
本
の
青
海
波
の
場
面
は
岩
佐
派
の
図
様
を

借
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
画
面
左
上
の
寝
殿
は
そ
う
で

は
な
い
。
寝
殿
の
正
面
を
こ
の
よ
う
に
左
斜
め
上
か
ら
見
下
ろ
し
、
縁
に
見
物
人

を
描
く
構
成
は
、
例
え
ば
個
人
蔵
「
源
氏
物
語
図
屏
風（
29
）」

に
見
ら
れ
る
。
屏
風
の

大
画
面
に
ふ
さ
わ
し
い
構
成
で
あ
り
、
恐
ら
く
他
に
も
類
例
が
あ
る
も
の
と
思
わ

れ
る
が
、
奈
良
大
本
の
寝
殿
は
こ
の
よ
う
な
先
行
作
例
か
ら
取
り
入
れ
た
も
の
と

推
測
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
個
人
蔵
の
屏
風
の

画
面
左
下
、
す
な
わ
ち
寝
殿
の
正
面
の
左
手
前
に
当
た
る
位
置
に
設
け
ら
れ
た
部

屋
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
女
た
ち
が
二
人
の
舞
を
見
物
し
て
い
る
が
、
実
は
、
こ

の
部
屋
に
当
た
る
も
の
が
奈
良
大
本
に
も
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
奈
良
大
本

で
は
室
内
は
金
雲
で
覆
わ
れ
、
無
人
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
な
ら
ば
御
簾

越
し
に
舞
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
寝
殿
造
の
構
造
か
ら
見
る
と

不
自
然
な
位
置
に
あ
り
、
画
面
上
で
は
「
紅
葉
賀
」
と
「
初
音
」
を
繋
ぐ
だ
け
に

し
か
見
え
な
い
部
屋
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
行
図
様
の
名
残
を
留
め
た
も
の
で
あ

り
、
逆
に
言
え
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
先
行
図
様
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

（
五
）
葵

　

右
隻
左
上
は
9
「
葵
」
で
あ
る
。
車
争
い
の
場
面
で
あ
り
、
こ
れ
は
ハ
ー
ヴ
ァ

ー
ド
大
本
以
下
、
多
く
の
作
品
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
六
条
御

息
所
の
車
と
葵
の
上
の
車
を
は
じ
め
と
す
る
多
数
の
車
、そ
れ
ぞ
れ
の
従
者
た
ち
、

そ
し
て
見
物
人
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
事
物
が
多
い
た
め
か
、

土
佐
派
の
中
で
も
定
型
化
の
度
合
い
は
低
く
、
車
も
人
物
も
比
較
的
自
由
に
構
成

さ
れ
て
い
る
。

　

奈
良
大
本
の
場
合
は
、
屏
風
の
大
画
面
に
合
わ
せ
て
左
右
に
広
が
り
の
あ
る
構

成
に
な
っ
て
お
り
、
右
上
で
男
た
ち
に
押
し
の
け
ら
れ
て
い
る
の
が
六
条
御
息
所

の
車
、
一
方
、
左
下
か
ら
進
ん
で
来
る
の
が
葵
上
一
行
の
車
で
あ
る
。
そ
の
間
に

御
息
所
の
車
の
壊
れ
た
榻
が
転
が
っ
て
い
る
。
周
囲
に
は
既
に
停
ま
っ
て
い
る
車

や
見
物
人
た
ち
も
描
か
れ
て
お
り
、
賑
や
か
な
場
面
が
展
開
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
の
中
で
特
に
目
を
引
く
の
は
、
榻
の
左
方
に
描
か
れ
た
赤
い
衣

の
男
で
あ
る
。
右
手
に
長
い
棒
を
持
ち
、
袖
を
翻
し
て
全
速
力
で
駆
け
て
来
る
様

子
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
先
に
は
、
こ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
左
手
を
突

き
出
し
な
が
ら
駆
け
て
行
く
男
が
い
る
。
白
張
を
着
し
た
仕
丁
で
、
右
手
に
同
じ

よ
う
な
棒
を
持
っ
て
い
る
。
一
見
す
る
と
、
こ
の
二
人
の
動
き
が
画
面
に
よ
り
一

層
の
躍
動
感
を
も
た
ら
し
、
同
時
に
車
争
い
と
い
う
事
件
の
緊
迫
感
を
高
め
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
赤
い
衣
の
男
は
御
息
所
の
車
に
向
か
っ
て
い
る
わ
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け
で
は
な
く
、
仕
丁
の
視
線
も
車
と
は
反
対
の
方
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
思
わ
せ

ぶ
り
な
動
き
を
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
人
と
も
御
息
所
の
車
に
は
全
く

無
関
心
の
体
で
あ
り
、
こ
の
場
面
の
中
で
の
役
割
が
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
「
呼

応
す
る
か
の
よ
う
に
」
と
述
べ
た
が
、
実
際
に
は
二
人
の
視
線
は
す
れ
違
っ
て
お

り
、
何
の
関
係
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
車
争
い
と
い
う
主
題

か
ら
は
遊
離
し
た
男
が
二
人
、
互
い
に
何
の
関
係
も
な
く
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

で
は
、
何
故
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
京
博
本
2
の

「
行
幸
」
の
場
面
を
見
て
み
よ
う
（
図
34
）。
冷
泉
帝
の
大
原
野
行
幸
に
お
け
る
鷹

狩
の
場
面
で
あ
り
、
こ
の
場
面
が
描
か
れ
る
の
は
大
変
珍
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
今
は
そ
の
左
端
に
だ
け
注
目
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
画
面
の

端
近
く
で
鷹
が
小
鳥
を
追
っ
て
い
る
が
、
そ
の
鷹
を
追
う
二
人
の
男
の
姿
が
前
述

の
二
人
に
酷
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
図
32
・
33
・
35
）。
左
上
の
男
は
赤
い
衣

の
男
を
左
右
反
転
し
、
そ
の
右
手
を
握
ら
せ
、
か
わ
り
に
左
手
を
開
か
せ
た
姿
に

相
当
す
る
。
も
う
一
人
の
男
は
、
顔
の
向
き
は
少
し
異
な
る
が
、
そ
れ
以
外
は
仕

丁
と
そ
っ
く
り
で
あ
り
、
両
袖
を
背
中
で
結
ぶ
と
こ
ろ
も
同
じ
で
あ
る
。
二
人
と

も
衣
の
色
や
文
様
、
ま
た
草
履
の
有
無
は
異
な
る
が
、
奈
良
大
本
と
京
博
本
2
の

図
様
に
強
い
相
似
関
係
が
あ
る
の
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

男
の
視
線
に
注
目
す
る
と
、
京
博
本
2
の
二
人
は
し
っ
か
り
と
鷹
を
追
っ
て
い
る

の
に
対
し
、
奈
良
大
本
の
二
人
の
視
線
の
先
に
は
見
る
べ
き
も
の
が
描
か
れ
て
い

な
い
。
場
面
の
中
で
の
役
割
が
判
然
と
し
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
り
、
こ
の
こ

と
か
ら
図
様
の
先
行
性
は
京
博
本
2
に
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
奈
良
大

本
が
京
博
本
2
の
「
行
幸
」
か
ら
二
人
の
男
の
図
様
を
借
用
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

念
の
た
め
に
言
え
ば
、
赤
い
衣
の
男
に
つ
い
て
は
、
奈
良
大
本
が
京
博
本
2
の
図

様
を
左
右
反
転
し
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
姿
だ
け
を
写
し
取
ら

れ
た
男
た
ち
は
本
来
の
目
標
物
を
見
失
い
、
あ
ら
ぬ
方
へ
駆
け
出
す
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
京
博
本
２
は
岩
佐
又
兵
衛
筆
の
伝
承
を
有
す
る

作
品
で
あ
り
、
こ
の
鷹
を
追
う
二
人
の
男
も
又
兵
衛
派
の
人
物
ら
し
い
躍
動
感
あ

ふ
れ
る
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
奈
良
大
本
は
、
こ
れ
を
借
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

あ
り
ふ
れ
た
車
争
い
の
場
面
に
劇
的
な
効
果
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
確
か
に
印
象
的
な
画
面
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
周
囲
に
と
け
込
む
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
二
人
は
、
主
題
の
上
で
も
、
ま
た
画
面
の
上
で
も
、
浮
い
た
存

在
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
否
め
な
い
。

（
六
）
初
音

　

右
隻
左
下
は
23
「
初
音
」
で
あ
る
。
正
月
元
日
、源
氏
が
明
石
の
姫
君
を
訪
れ
、

明
石
上
か
ら
の
贈
り
物
を
見
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
本

に
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
同
じ
く
室
町
時
代
の
作
例
で
あ
る
浄
土
寺
本

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
、
明
石
上
か
ら
の
文
を
読
む
源
氏
、
姫
君
と

女
房
、
そ
の
前
に
置
か
れ
た
「
破
子
」（
2
―
379
）、
そ
し
て
庭
で
小
松
引
き
を
す

る
童
女
と
梅
の
花
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

奈
良
大
本
の
場
合
は
、
屏
風
の
大
画
面
に
合
わ
せ
て
建
物
を
大
き
く
描
き
か
え

て
い
る
が
、
人
物
は
浄
土
寺
本
を
左
右
反
転
し
た
も
の
と
類
似
す
る
点
が
あ
る
。
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ま
ず
、
源
氏
は
同
じ
よ
う
に
明
石
上
か
ら
の
文
を
読
ん
で
い
る
。
ま
た
、
姫
君
は

八
才
で
あ
る
の
に
髪
が
長
く
、
大
人
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
れ
も
浄
土
寺
本
と

共
通
す
る
表
現
で
あ
る
。
傍
ら
の
女
房
は
一
人
か
ら
三
人
に
増
え
、
華
や
か
さ
を

増
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
画
面
の
広
が
り
に
応
じ
た
変
容
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、

姿
形
は
異
な
る
が
、
庭
に
小
松
引
き
を
す
る
童
女
が
二
人
い
る
点
も
共
通
す
る
。

そ
し
て
、
浄
土
寺
本
は
白
梅
、
奈
良
大
本
は
紅
梅
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
梅
花

が
初
春
の
彩
り
を
添
え
て
い
る
。

　

一
方
、姫
君
へ
の
贈
り
物
に
つ
い
て
は
、浄
土
寺
本
は
「
破
子
」
の
み
を
描
く
が
、

奈
良
大
本
は
「
わ
ざ
と
が
ま
し
く
し
集
め
た
る
髭
籠
ど
も
」
お
よ
び
「
え
な
ら
ぬ

五
え
う
の
枝
に
移
る
鶯
」（
同
前
）
を
描
い
て
お
り
、
本
文
に
忠
実
な
表
現
で
あ

る
。
た
だ
し
浄
土
寺
本
が
描
く
「
破
子
」
は
な
く
、
そ
の
か
わ
り
に
三
宝
に
高
く

盛
り
あ
げ
た
も
の
を
描
い
て
、
豪
華
さ
を
演
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
奈
良
大
本
は

庭
に
若
松
の
生
え
た
土
坡
を
描
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
わ
ら
は
・
下
仕
え
へ
な

ど
、
お
前
の
山
の
小
松
、
ひ
き
遊
ぶ
」（
同
前
）
に
対
応
す
る
表
現
と
見
ら
れ
る
。

浄
土
寺
本
は
画
面
が
狭
い
た
め
か
、
土
坡
は
見
え
る
が
、
若
松
は
描
か
れ
て
い
な

い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
奈
良
大
本
は
大
凡
は
浄
土
寺
本
に
描
か
れ
た
内
容
を
継
承

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ら
を
屏
風
の
大
画
面
に
合
わ
せ
て
、
新
た
に
構

成
し
な
お
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
「
髭
籠
」「
鶯
」「
お
前
の
山
の
小
松
」

に
つ
い
て
は
、
奈
良
大
本
の
方
が
本
文
に
忠
実
な
描
写
に
な
っ
て
お
り
、
単
な
る

視
覚
的
な
効
果
だ
け
で
は
な
く
、
本
文
と
の
関
係
も
考
慮
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え

る
。

（
七
）
澪
標

　

左
隻
右
上
は
14
「
澪
標
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
珍
し
く
二
つ
の
場
面
が
描
か

れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
源
氏
が
住
吉
社
に
願
ほ
ど
き
の
参
詣
を
し
た
日
、
偶
々
、

船
で
来
合
わ
せ
た
明
石
上
が
海
上
か
ら
そ
の
華
や
か
な
様
子
を
眺
め
、
身
分
違
い

の
我
身
を
嘆
く
場
面
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
の
翌
日
、
源
氏
が
明
石
上
へ
の

文
を
認
め
る
場
面
で
あ
る
。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
本
は
一
つ
目
の
場
面
は
描
い
て
い

る
が
、
二
つ
目
は
描
い
て
い
な
い
。
奈
良
大
本
と
同
じ
二
場
面
を
描
く
古
い
例
と

し
て
は
、
室
町
時
代
（
十
六
世
紀
）
の
制
作
と
さ
れ
る
個
人
蔵
「
源
氏
物
語
図
扇

面
貼
付
屏
風（
30
）」（

以
下
、
個
人
蔵
本
と
称
す
る
）
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
明
石
上

の
船
、
源
氏
の
牛
車
、
そ
の
傍
ら
に
立
つ
惟
光
、
そ
の
他
の
従
者
、
そ
し
て
住
吉

社
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
鳥
居
と
太
鼓
橋
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

奈
良
大
本
は
、基
本
的
に
は
個
人
蔵
本
を
左
右
反
転
し
た
も
の
に
相
当
す
る
が
、

画
面
は
第
一
扇
か
ら
第
五
扇
の
右
端
ま
で
か
か
る
長
大
な
も
の
で
あ
り
、
第
一
場

面
と
第
二
場
面
の
間
が
広
く
と
ら
れ
て
い
る
。
第
一
場
面
と
な
る
明
石
上
の
船
は

第
一
扇
に
描
か
れ
て
お
り
、
舳
先
近
く
で
物
思
わ
し
げ
に
俯
い
て
い
る
の
が
明
石

上
で
あ
る
（
図
7
）。
海
上
の
船
は
、
遠
近
感
を
表
す
た
め
に
岸
辺
の
事
物
よ
り

も
相
対
的
に
小
さ
く
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
距
離
的
な
遠
さ
が
心
理
的
な
遠
さ
も

表
す
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
船
を
小
さ
く
描
く
の
は
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド

大
本
以
来
の
常
套
的
な
手
法
で
あ
り
、
個
人
蔵
本
も
同
様
で
あ
る
。

　

一
方
、
第
三
扇
か
ら
第
四
扇
に
か
け
て
は
鳥
居
と
太
鼓
橋
が
描
か
れ
、
そ
の
正

面
に
源
氏
の
牛
車
が
停
め
ら
れ
て
い
る
。
広
い
画
面
に
は
多
数
の
随
身
や
仕
丁
、

稚
児
ら
が
描
か
れ
て
お
り
、
賑
々
し
い
情
景
が
展
開
す
る
が
、
牛
車
の
傍
ら
で
惟

146



総　合　研　究　所　所　報 14

－　 －

光
が
硯
箱
を
差
し
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
源
氏
が
明
石
上
へ
の
文
を
認

め
る
場
面
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
文
に
は
「
ふ
と
こ
ろ
に
設
け
た
る
、
柄
み

じ
か
き
筆
な
ど
、御
車
と
ゞ
む
る
所
に
て
、た
て
ま
つ
れ
る
」（
2
―
121
）と
あ
る
が
、

画
面
で
は
わ
か
り
や
す
く
硯
箱
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
個
人
蔵
本
と
同
じ

表
現
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
出
来
事
は
、
翌
日
、
住
吉
社
を
去
っ
た
後
に
「
堀

江
の
わ
た
り
」（
同
前
）
を
眺
め
て
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
社
頭

に
描
く
の
は
本
文
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド

大
本
、
久
保
惣
本
、
京
博
本
1
な
ど
の
土
佐
派
の
画
帖
で
は
、
こ
こ
に
は
明
石
上

の
目
に
映
っ
た
華
や
か
な
参
詣
の
行
列
が
描
か
れ
て
お
り
、
画
面
全
体
が
一
つ
の

場
面
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
個
人
蔵
本
や
奈
良
大
本
は
、
一
見

す
る
と
異
時
同
図
法
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
実
は
、
第
二
場
面
は
こ
こ
に
は
あ

り
得
な
い
情
景
を
描
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
同
じ
く
扇
面
画
で
あ
り
、
個
人
蔵
本
に
先
行
す
る
と
さ
れ
る
浄
土

寺
本（

31
）は

、
個
人
蔵
本
と
よ
く
似
た
図
様
で
あ
る
が
、
明
石
上
の
船
を
描
い
て
い

な
い
。
こ
こ
で
は
、
画
面
の
主
題
は
文
を
書
く
場
面
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
住
吉

詣
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
て
鳥
居
と
太
鼓
橋
が
添
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
厳

密
に
言
え
ば
、
こ
の
場
面
に
は
鳥
居
と
太
鼓
橋
は
不
要
の
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
画
面
上
の
効
果
を
考
慮
し
て
の
作
為
と
し
て
了
解
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
個
人
蔵
本
は
、
そ
こ
に
明
石
上
の
船
を
加
え
た
た
め
に
、
二
日
に

わ
た
る
出
来
事
が
同
じ
画
面
に
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
物
語
の
時
空
間
の
関
係

が
お
か
し
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
で
き
た
図
様
は
、
社

頭
の
源
氏
と
明
石
上
を
対
置
す
る
も
の
と
な
り
、
近
く
に
来
合
わ
せ
て
い
な
が
ら

会
う
こ
と
が
で
き
な
い
二
人
の
状
況
を
象
徴
す
る
よ
う
な
場
面
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
本
な
ど
で
は
、
明
石
上
が
一
方
的
に
源
氏
を
見
る
だ
け

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
源
氏
も
明
石
上
の
こ
と
を
思
っ
て
お
り
、
二
人
の
思
い
が

双
方
向
的
に
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
図
様
は
大
い
に
好
ま
れ
た
ら
し
く
、「
澪
標
」

の
一
つ
の
定
型
と
な
っ
て
、
多
く
の
作
品
に
描
か
れ
た
。
例
え
ば
、
こ
れ
ま
で
に

挙
げ
た
作
品
の
中
で
は
、
出
光
本
1
・
2
・
3
、
大
和
文
華
館
本
、
お
よ
び
石
川

県
美
本
が
何
れ
も
こ
の
図
様
を
継
承
し
て
お
り
、
奈
良
大
本
も
そ
の
よ
う
な
一
例

と
見
な
さ
れ
る
。

（
八
）
絵
合

　

左
隻
第
一
扇
の
中
程
は
17
「
絵
合
」
で
あ
る
。
冷
泉
帝
の
後
宮
で
行
わ
れ
た
二

回
の
絵
合
の
う
ち
、
帝
の
御
前
で
行
わ
れ
た
後
の
方
の
場
面
で
あ
る
。
土
佐
派
の

作
品
は
、
こ
れ
と
は
異
な
る
場
面
を
描
い
た
も
の
が
多
く
、
そ
の
影
響
は
こ
こ
で

は
皆
無
で
あ
る
。

　

奈
良
大
本
を
見
る
と
、
画
面
中
央
に
冷
泉
帝
、
向
か
っ
て
右
に
梅
壺
女
御
方
の

女
房
、
そ
し
て
左
に
弘
徽
殿
女
御
方
の
女
房
が
描
か
れ
て
い
る
。
帝
が
畳
に
直
に

座
っ
て
い
る
の
は
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
は
後
述
す
る
。
二
人
の
女
房

は
そ
れ
ぞ
れ
絵
巻
を
並
べ
た
机
の
前
に
座
っ
て
お
り
、
そ
の
傍
ら
に
は
童
女
や
女

房
が
控
え
て
い
る
。
な
お
、
本
文
に
は
絵
巻
を
入
れ
た
箱
や
敷
物
、
童
や
女
房
の

装
束
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
述
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
画
面
で
は
全
て
無
視
さ
れ

て
い
る
。
も
う
一
人
、
帝
の
向
か
い
で
絵
巻
を
見
て
い
る
男
が
い
る
が
、
こ
れ
が

誰
か
は
後
で
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
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さ
て
、
こ
の
場
面
を
描
い
た
も
の
に
は
、
石
川
県
美
本
（
図
15
）、
大
和
文
華

館
本
（
図
16
）
お
よ
び
泉
屋
本
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
岩
佐
派
の
絵
師
に
よ
る
作
品

と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る（
32
）。

三
件
を
見
比
べ
る
と
、
建
物
の
構
造
や
人
物

の
配
置
に
は
相
互
に
か
な
り
の
異
同
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
主
題
の
中
心
部
分
に

は
共
通
性
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
岩
佐
派
と
い
う
共
通
の
母
胎
か
ら
派
生
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
ず
、
石
川
県
美
本
を
見
て
み
よ
う
。
画
面
上

方
の
三
人
、
す
な
わ
ち
帝
と
二
人
の
女
房
を
左
右
反
転
す
る
と
、
奈
良
大
本
の
三

人
と
よ
く
似
た
場
面
が
で
き
あ
が
る
。
向
か
い
合
う
女
房
の
位
置
が
上
下
に
少
し

ず
れ
て
い
る
点
や
、
奈
良
大
本
に
沿
っ
て
言
え
ば
向
か
っ
て
右
の
女
房
の
髪
が
裳

の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
点
、
左
の
女
房
の
左
手
が
頬
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
点
、

ま
た
石
川
県
美
本
の
方
が
豪
華
で
あ
る
が
、
花
足
の
つ
い
た
机
の
形
に
も
共
通
性

が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、同
様
の
こ
と
は
泉
屋
本
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
一
方
、

大
和
文
華
館
本
は
向
か
っ
て
左
の
女
房
が
正
面
向
き
に
な
る
な
ど
の
異
同
が
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
三
件
を
見
る
と
、
奈
良
大
本
が
岩
佐
派
の
図
様
の
一
部
を

抄
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
岩
佐
派
の
三
件
の
屏

風
で
は
、
帝
は
上
畳
に
座
し
て
い
る
が
、
先
述
の
如
く
、
奈
良
大
本
の
帝
は
畳
に

直
に
座
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
奈
良
大
本
は
構
図
だ
け
で
な
く
、
描

写
も
全
般
的
に
簡
略
化
す
る
傾
向
が
あ
る
の
で
、
そ
の
一
端
と
し
て
上
畳
が
描
き

落
と
さ
れ
た
も
の
と
見
て
お
き
た
い
。

　

次
に
、
絵
巻
を
見
て
い
る
男
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
奈
良
大
本
で
は
、
帝

の
向
か
い
に
男
が
一
人
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
石
川
県
美
本
で
は
、
高
欄
の
近
く

に
二
人
の
男
が
描
か
れ
て
い
る
。右
の
男
は
膝
の
上
に
少
し
開
い
た
絵
巻
を
載
せ
、

左
の
男
は
両
手
で
大
き
く
広
げ
て
い
る
。
泉
屋
本
に
も
、
絵
巻
の
開
き
方
は
異
な

る
が
、
似
た
よ
う
な
二
人
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
本
と
も
奈
良
大
本
の

男
と
は
異
な
る
姿
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
大
和
文
華
館
本
の
左
の
男
は
、
畳
の
上

に
広
げ
ら
れ
た
絵
巻
の
右
端
を
も
う
少
し
閉
じ
て
、
そ
れ
を
こ
の
男
の
右
手
に
持

た
せ
れ
ば
、
奈
良
大
本
と
ほ
ぼ
同
じ
姿
に
な
る
。
ま
た
、
そ
の
右
の
男
に
つ
い
て

は
、
先
の
二
件
と
は
異
な
り
、
自
分
で
は
絵
巻
を
開
か
ず
に
、
向
か
い
の
男
の
持

つ
絵
巻
を
覗
き
込
ん
で
い
る
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　

で
は
、
こ
れ
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
本
文
に
は
「
め
し
あ
り
て
、
内
の
お
と
ゞ
・

権
中
納
言
、
ま
ゐ
り
給
ふ
。」（
2
―
180
）
と
あ
る
の
で
、
二
人
を
描
く
場
合
は
内

大
臣
（
源
氏
）
と
権
中
納
言
（
か
つ
て
の
頭
中
将
）
と
い
う
組
み
合
わ
せ
が
考
え

ら
れ
る
。
女
房
の
位
置
と
対
応
さ
せ
る
な
ら
、
向
か
っ
て
右
が
内
大
臣
、
左
が
権

中
納
言
と
な
る
。
あ
る
い
は
、
帥
の
宮
が
判
を
務
め
、
源
氏
が
「
時
〳
〵
さ
し
い

ら
へ
給
け
る
」（
2
―
181
）
と
い
う
場
面
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
特
に
大
和
文

華
館
本
で
は
、
右
で
述
べ
た
よ
う
に
、
向
か
い
合
う
二
人
が
一
つ
の
絵
巻
を
見
て

い
る
の
で
、
後
者
と
見
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
は
、
絵
巻
を
開
い
て

い
る
左
の
男
が
帥
の
宮
で
、
そ
れ
を
覗
き
込
ん
で
い
る
右
の
男
が
源
氏
と
見
な
さ

れ
る
。
こ
れ
に
準
じ
る
な
ら
ば
、
奈
良
大
本
の
男
は
判
者
の
帥
の
宮
と
考
え
ら
れ

る
。

　

さ
て
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
奈
良
大
本
は
岩
佐
派
の
図
様
の
一
部
を
抄
出
す
る

と
い
う
形
で
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
取
り
上

げ
た
三
件
の
屏
風
は
、
何
れ
も
部
分
的
に
相
似
す
る
だ
け
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら

と
奈
良
大
本
と
の
間
に
直
接
的
な
関
係
を
想
定
す
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
。な
お
、
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奈
良
大
本
が
周
囲
を
切
り
詰
め
て
中
心
部
だ
け
を
取
り
出
し
た
の
は
、
こ
の
場
面

を
「
澪
標
」
と
「
野
分
」
に
挟
ま
れ
た
狭
い
ス
ペ
ー
ス
に
収
め
る
た
め
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

（
九
）
野
分

　

左
隻
の
右
下
は
28
「
野
分
」
で
あ
る
。
六
条
院
に
野
分
が
吹
き
荒
れ
た
翌
朝
、

夕
霧
が
源
氏
の
使
い
と
し
て
秋
好
中
宮
を
見
舞
う
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
ハ
ー
ヴ

ァ
ー
ド
大
本
に
は
な
い
が
、
久
保
惣
本
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、

庭
を
眺
め
る
秋
好
中
宮
と
女
房
、
そ
し
て
庭
に
下
り
た
童
女
た
ち
が
描
か
れ
て
い

る
。
こ
の
図
様
は
、
以
後
、
土
佐
派
の
定
型
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
く
。

　

し
か
し
、
奈
良
大
本
は
こ
れ
と
は
全
く
異
な
る
図
様
を
描
い
て
い
る
。
ま
ず
、

土
佐
派
の
画
面
に
は
登
場
し
な
い
夕
霧
が
描
か
れ
て
い
る
。
柱
の
陰
に
立
ち
、
扇

で
顔
を
隠
し
な
が
ら
室
内
を
覗
き
見
る
姿
は
、
ま
る
で
垣
間
見
を
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
が
、
そ
の
左
袖
が
翻
っ
て
い
る
さ
ま
は
「
若
紫
」
の
源
氏
に
通
じ
る
表
現

で
あ
る
。
ま
た
、
夕
霧
の
視
線
の
先
に
い
る
中
宮
は
、
左
手
を
つ
き
、
左
の
膝
を

乗
り
出
す
よ
う
に
し
て
庭
を
眺
め
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
土
佐
派
や
狩
野
派
の
作
品

に
は
見
ら
れ
な
い
姿
で
あ
り
、
構
図
も
含
め
て
極
め
て
珍
し
い
表
現
で
あ
る
。
強

い
て
挙
げ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
と
類
似
す
る
表
現
は
、
岩
佐
勝
友
筆
の
出
光
本
2
に

見
ら
れ
る
（
図
17
）。
そ
こ
で
は
夕
霧
は
後
ろ
向
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
奈
良
大

本
の
夕
霧
と
鏡
合
わ
せ
に
な
る
姿
を
後
ろ
か
ら
見
た
と
こ
ろ
に
相
当
し
、左
方（
奈

良
大
本
で
は
右
方
）を
振
り
向
く
と
こ
ろ
や
片
袖
を
翻
す
さ
ま
に
共
通
性
が
あ
る
。

ま
た
、
中
宮
は
膝
は
見
え
な
い
が
、
左
右
反
転
す
る
と
奈
良
大
本
と
似
通
っ
た
姿

に
な
る
。

　

さ
て
、
奈
良
大
本
に
は
、
こ
の
ほ
か
縁
に
一
人
、
階
に
一
人
、
庭
に
三
人
の
女

房
が
描
か
れ
て
お
り
、そ
の
う
ち
階
の
女
房
と
庭
の
一
人
が
虫
籠
を
持
っ
て
い
る
。

本
文
に
は
「
童
べ
、
お
ろ
さ
せ
給
ひ
て
、
虫
の
籠
ど
も
に
、
露
飼
は
せ
給
ふ
な
り

け
り
」（
3
―
53
）
と
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
「
童
べ
」
で
は
な
く
大
人
の
女
房
た

ち
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
出
光
本
２
も
同
じ
で
あ
る
が
、
表
現

は
異
な
っ
て
い
る（

33
）。

　

と
こ
ろ
で
、
庭
の
三
人
に
注
目
す
る
と
、
こ
れ
と
よ
く
似
た
姿
が
Ｎ
Ｓ
Ｗ
本
に

見
ら
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
（
図
18
・
26
）。
ま
ず
、
右
の
秋
草
の
中
に
座
っ
て
い

る
女
房
は
、
右
手
を
前
に
出
す
仕
草
、
そ
れ
に
つ
ら
れ
て
か
両
袖
が
前
に
翻
る
と

こ
ろ
、
そ
し
て
後
ろ
に
広
が
る
裳
裾
の
形
な
ど
が
Ｎ
Ｓ
Ｗ
本
の
庭
に
座
っ
て
い
る

女
房
と
酷
似
す
る
。
そ
の
左
の
女
房
は
両
膝
を
立
て
て
い
る
が
、
手
を
前
に
出
す

仕
草
は
右
の
女
房
と
共
通
し
、そ
の
コ
ピ
ー
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、

左
で
虫
籠
を
持
っ
て
立
っ
て
い
る
女
房
は
、
左
手
で
籠
の
紐
を
持
ち
、
右
手
で
底

を
支
え
る
と
こ
ろ
や
、
髪
を
裳
の
中
に
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
や
は
り
Ｎ
Ｓ
Ｗ

本
の
籠
を
持
つ
女
房
と
同
じ
で
あ
る
。
Ｎ
Ｓ
Ｗ
本
は
「
季
節
の
標
識
と
な
る
可
視

的
要
素
が
全
く
添
え
ら
れ
て
い
な
い（
34
）」

と
い
う
特
殊
な
作
品
で
あ
る
の
で
、
周
囲

の
情
景
は
異
な
る
が
、
人
物
の
相
似
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
奈
良
大
本
の
人
物
に
は
岩
佐
派
と
共
通
す
る
も
の

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
先
後
関
係
は
、
こ
の
場
面
か
ら
だ
け
で
は
判
断
し

が
た
い
が
、
他
の
場
面
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
奈
良
大
本
が
岩
佐
派
の
図

様
を
借
用
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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（
十
）
常
夏

　

左
隻
中
央
下
は
26
「
常
夏
」
で
あ
る
。
納
涼
の
場
面
で
あ
り
、
本
文
に
は
「
い

と
暑
き
日
、ひ
む
が
し
の
釣
殿
に
出
で
給
ひ
て
、す
ゞ
み
給
ふ
」（
3
―
11
）と
あ
る
。

こ
の
場
面
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
本
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
釣

殿
ら
し
き
建
物
で
涼
む
男
た
ち
、
傍
ら
に
置
か
れ
た
瓶
子
、
そ
し
て
俎
に
載
せ
ら

れ
た
「
西
河
よ
り
た
て
ま
つ
れ
る
鮎
、ち
か
き
河
の
い
し
ぶ
し
や
う
の
も
の
」（
同

前
）
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
以
後
、
土
佐
派
の
伝
統
的
な
図
様
と
し

て
継
承
さ
れ
て
い
く
。

　

し
か
し
、
奈
良
大
本
は
、
こ
こ
で
も
全
く
異
な
る
図
様
を
描
い
て
い
る
。
建
物

は
広
く
立
派
な
も
の
と
な
り
、
釣
殿
と
い
う
よ
り
も
寝
殿
の
よ
う
で
あ
る
が
、
床

下
に
は
水
が
流
れ
て
お
り
、
や
は
り
釣
殿
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
床
の
中
央
に
は
穴
が
開
け
ら
れ
て
お
り
、
床
下
に
据
え
ら
れ
た

岩
の
上
に
金
の
釜
が
置
か
れ
て
い
る
。
本
文
に
は
「
氷
水
召
し
て
」（
同
前
）
と

あ
る
の
で
、
こ
れ
に
氷
を
入
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
釜
を
囲
ん
で
、
直
衣
姿

の
男
が
二
人
、そ
れ
ぞ
れ
上
畳
に
座
し
て
い
る
。
正
面
が
源
氏
で
あ
り
、隣
は
「
中

将
の
君
」（
同
前
）
す
な
わ
ち
夕
霧
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
夕
霧
は
こ
の
と
き

十
五
才
で
あ
り
、
そ
れ
に
し
て
は
年
長
の
よ
う
に
見
え
る
。
広
々
と
し
た
空
間
に

は
、
こ
の
ほ
か
稚
児
も
含
め
て
八
人
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
瓶
子
と
俎
上
の

魚
の
ほ
か
、
杯
を
載
せ
た
三
宝
や
提
子
も
描
か
れ
て
お
り
、
土
佐
派
の
画
帖
よ
り

も
賑
や
か
な
場
面
が
展
開
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
土
佐
派
の
図
様
と
異
な
る
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
床
に
開
け
ら
れ
た

穴
で
あ
る
。
こ
れ
と
類
似
す
る
表
現
は
、
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
の
狩
野
永
徳
筆

「
源
氏
物
語
図
屏
風（
35
）」（

以
下
、
永
徳
本
と
称
す
る
。
図
19
）
に
見
ら
れ
る
。
厳
密

に
言
え
ば
、
岩
や
釜
の
表
現
は
異
な
る
が
、
出
光
本
1
に
も
同
様
の
も
の
が
描
か

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
狩
野
派
の
図
様
の
特
徴
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ

る
。
ま
た
、
永
徳
本
も
出
光
本
1
も
直
衣
姿
の
男
を
二
人
描
い
て
お
り
、
こ
れ
も

奈
良
大
本
と
共
通
す
る
表
現
で
あ
る
。
特
に
、
永
徳
本
で
は
屏
風
を
背
に
し
て
い

る
の
が
源
氏
で
あ
る
が
、
そ
の
右
手
を
少
し
挙
げ
た
仕
草
は
、
左
右
反
転
す
れ
ば

奈
良
大
本
の
源
氏
に
も
通
じ
そ
う
で
あ
る
。
奈
良
大
本
は
、
こ
の
よ
う
な
狩
野
派

の
図
様
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
屏
風
の
大
画
面
に
合
わ
せ
て
、
独
自
の
画
面
を
構

成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
十
一
）
若
菜
上

　

左
隻
左
上
は
34
「
若
菜
上
」
で
あ
り
、
六
条
院
で
の
蹴
鞠
の
際
に
、
柏
木
が
女

三
宮
を
垣
間
見
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
本
に
も
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
広
く
流
布
し
た
の
は
浄
土
寺
本
の
図
様
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
、
満
開
の
桜
の
下
で
蹴
鞠
を
す
る
四
人
の
男
、
寝
殿
の
柱
と
御
簾

の
間
か
ら
姿
を
覗
か
せ
る
女
三
宮
、
そ
し
て
、
そ
の
足
下
か
ら
走
り
出
た
紐
に
繋

が
れ
た
猫
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
図
様
は
、以
後
、「
若
菜
上
」
の
定
型
と
し
て
、

流
派
を
問
わ
ず
多
数
の
作
品
に
描
き
継
が
れ
て
い
く
。

　

奈
良
大
本
も
基
本
的
に
は
こ
の
図
様
を
継
承
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
画
面
左
上

に
寝
殿
を
配
す
る
点
や
、
女
三
宮
の
方
を
振
り
返
る
柏
木
の
姿
に
浄
土
寺
本
と
の

共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
男
た
ち
の
表
現
に
は
大
き
な
相
違
点
が
二
つ

あ
る
。
一
つ
は
人
数
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
そ
の
体
勢
で
あ
る
。
浄
土
寺
本
だ
け
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で
な
く
、
こ
の
場
面
を
描
く
大
抵
の
作
品
で
は
、
蹴
鞠
を
す
る
男
は
四
人
で
あ
り
、

そ
の
中
に
柏
木
と
夕
霧
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
四
人
は
蹴
鞠
を
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
き
な
動
き
を
見
せ
る
こ
と
は
殆
ど
な
く
、
静
か
に
立
っ

て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
奈
良
大
本
に
は
六
人
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ

の
う
ち
の
四
人
は
、
ま
さ
に
蹴
鞠
に
興
じ
て
い
る
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
動
き
の

あ
る
姿
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
寝
殿
の
前
の
桜
の
傍
で
女
三
宮
の
方
を
見

て
い
る
の
が
柏
木
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
左
下
で
寝
殿
を
背
に
し
て

い
る
の
は
夕
霧
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
人
は
他
の
多
く
の
作
品
と
同
じ
よ
う
に
静
か

に
立
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
四
人
は
、
首
を
仰
け
反
ら

せ
て
目
で
鞠
を
追
い
、
腰
を
か
が
め
、
片
足
を
上
げ
、
次
に
蹴
り
上
げ
る
た
め
の

準
備
に
余
念
が
な
い
様
子
で
あ
る
。
そ
の
躍
動
的
な
姿
は
、
こ
れ
も
又
兵
衛
様
式

の
人
物
を
借
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
実
は
、
こ
れ

は
「
年
中
行
事
絵
巻
」
第
三
巻
第
三
段
の
「
蹴
鞠
図（

36
）」（

図
21
）
の
一
部
を
写
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
四
人
の
間
に
僧
が
い
る
が
、
奈
良
大
本
は
こ

の
僧
を
除
く
四
人
の
姿
だ
け
を
抜
き
出
し
、
ほ
ぼ
均
等
な
間
隔
に
な
る
よ
う
に
配

置
し
て
い
る
。
面
貌
や
装
束
は
異
な
る
が
、体
勢
は
殆
ど
そ
の
ま
ま
写
し
て
お
り
、

絵
師
が
こ
の
よ
う
な
古
画
を
学
習
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
奈
良
大
本
は
、
浄
土
寺
本
以
来
の
伝
統
的
な
図
様

に
「
年
中
行
事
絵
巻
」
か
ら
借
用
し
た
四
人
の
人
物
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
こ
で
は
、
蹴
鞠
に
興
じ
る
四
人
の
中
央
高
く
に
鞠
が
上
が
っ
て
お

り
、
大
画
面
の
屏
風
に
ふ
さ
わ
し
い
広
が
り
の
あ
る
空
間
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、「
年
中
行
事
絵
巻
」
か
ら
の
借
用
は
、
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
の
狩
野

探
幽
筆
「
源
氏
物
語
図
屏
風（
37
）」（

以
下
、
探
幽
本
と
称
す
る
。
図
22
）
に
も
見
ら

れ
る
。
そ
こ
で
は
、
蹴
鞠
を
す
る
の
は
四
人
で
あ
る
が
、
そ
の
左
下
の
男
は
「
蹴

鞠
図
」の
左
の
男
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
他
の
三
人
は
通
例
の
姿
で
あ
る
の
に
、

一
人
だ
け
こ
の
よ
う
な
動
き
の
あ
る
姿
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
や
や
浮
い
た
感
じ

で
あ
る
が
、「
蹴
鞠
図
」
を
用
い
た
先
例
と
し
て
興
味
深
い
。

（
十
二
）
若
菜
下

　

左
隻
左
下
は
35
「
若
菜
下
」
で
あ
り
、
六
条
院
で
の
女
楽
の
場
面
で
あ
る
。
こ

れ
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
本
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
久
保
惣
本
に
見
ら

れ
る
（
図
20
）。
そ
こ
で
は
、
画
面
左
上
に
几
帳
を
隔
て
て
三
人
の
女
が
居
並
び
、

そ
の
向
か
い
に
源
氏
、
琵
琶
を
弾
く
明
石
上
、
女
房
が
座
っ
て
い
る
。
ま
た
、
画

面
右
上
の
御
簾
の
外
で
は
、
夕
霧
と
童
二
人
が
楽
器
を
奏
し
て
い
る
。
こ
の
図
様

は
、
以
後
、
建
物
や
人
物
を
変
容
さ
せ
な
が
ら
、
多
く
の
作
品
に
継
承
さ
れ
て
い

く
。
な
お
、
童
の
位
置
が
異
な
る
が
、
久
保
惣
本
よ
り
古
い
個
人
蔵
本
に
も
こ
れ

と
よ
く
似
た
場
面
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
室
町
時
代
ま
で
遡
る
こ
と
の
で
き

る
図
様
で
あ
る
。

　

奈
良
大
本
の
場
合
は
、
屏
風
の
大
画
面
に
合
わ
せ
て
建
物
を
大
き
く
描
き
か
え

て
い
る
が
、
三
人
の
女
と
明
石
上
の
配
置
は
同
様
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
久
保
惣

本
の
図
様
を
継
承
し
て
い
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
源
氏
は
画
面
左
下
か
ら
右
上

へ
移
動
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
久
保
惣
本
で
は
背
を
見
せ
て
い
た
の
が
、
奈
良
大

本
で
は
正
面
向
き
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
背
後
は
襖
に
か
え
ら
れ
、
久
保
惣
本
で

御
簾
越
し
に
見
え
て
い
た
童
た
ち
は
、
画
面
右
の
縁
の
上
に
移
動
し
て
い
る
。
ま
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た
、
久
保
惣
本
で
明
石
上
の
右
に
い
た
女
房
は
、
奈
良
大
本
に
は
描
か
れ
て
い
な

い
。
そ
の
た
め
源
氏
と
明
石
上
の
間
が
あ
き
、
室
内
が
よ
り
広
や
か
に
見
え
る
。

な
お
、
こ
れ
に
近
い
の
は
出
光
本
3
で
あ
り
、
源
氏
の
位
置
は
多
少
異
な
る
が
、

建
物
の
構
造
は
ほ
ぼ
合
致
す
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、
三
人
の
女
は
、
ど
れ
が
誰
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
向
か
っ
て
左
で
脇
息

に
も
た
れ
て
い
る
の
は
、
懐
妊
中
の
明
石
女
御
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
文
に
「
悩

ま
し
く
お
ぼ
へ
給
ひ
け
れ
ば
、
御
琴
も
お
し
や
り
て
、
脇
息
に
お
し
か
ゝ
り
給
へ

り
。」（
3
―
346
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
後
の
二
人
は
楽
器
で
判
断
す
る
し

か
な
い
が
、
本
文
に
は
「
紫
の
上
に
和
琴
、
女
御
の
君
に
箏
の
御
琴
、
宮
に
は
、

（
略
）、
例
の
、
手
馴
ら
し
給
へ
る
を
ぞ
」（
3
―
342
）
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
和

琴
を
弾
い
て
い
る
の
が
紫
上
で
あ
り
、
琴
の
琴
が
女
三
宮
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

和
琴
は
六
弦
で
琴
柱
を
立
て
る
が
、
琴
の
琴
は
七
弦
で
琴
柱
を
立
て
な
い
。
画
面

を
見
る
と
、
向
か
っ
て
右
の
女
が
和
琴
を
弾
い
て
い
る
の
で
、
こ
れ
が
紫
上
で
あ

る
。
た
だ
し
、
和
琴
は
尾
部
よ
り
も
頭
部
が
狭
く
、
弾
く
と
き
に
は
頭
部
の
方
を

奏
者
か
ら
見
て
右
に
置
く
が
、こ
こ
で
は
逆
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、奏
法
は
「
右

手
に
琴
軋
と
い
う
、
へ
ら
の
よ
う
な
形
の
も
の
を
持
っ
て
掻
き
鳴
ら
し
、
左
指
で

は
じ
く（
38
）」

と
あ
る
が
、
琴
軋
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
恐
ら
く
絵
師
は
和
琴
を
理
解

し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

消
去
法
的
に
考
え
れ
ば
、
残
る
中
の
女
が
女
三
宮
と
な
る
が
、
実
は
、
こ
の
女

が
弾
い
て
い
る
の
は
箏
の
琴
で
あ
る
。
箏
の
琴
は
十
三
弦
で
琴
柱
を
た
て
る
。
画

中
に
は
弦
も
琴
柱
も
十
二
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
描
く
ス
ペ
ー
ス
が

な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
本
文
に
従
え
ば
、
箏
の
琴
を

弾
く
の
は
明
石
女
御
で
あ
る
が
、
脇
息
に
も
た
れ
て
い
る
の
が
明
石
女
御
で
あ
る

こ
と
は
動
か
し
が
た
い
の
で
、
こ
れ
は
絵
師
の
誤
り
と
見
る
ほ
か
な
い
。
な
お
、

後
に
は
「
女
御
の
君
は
、
箏
の
御
琴
を
ば
、
う
へ
に
ゆ
づ
り
聞
え
て
」（
3
―
353
）

と
な
る
が
、
こ
の
「
う
へ
」
は
紫
上
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
矛
盾
が
生
じ
る
。
こ

こ
で
は
、
向
か
っ
て
左
か
ら
明
石
女
御
、
女
三
宮
、
紫
上
と
見
て
お
く
こ
と
に
し

た
い
。

　

次
は
、
縁
に
い
る
三
人
を
見
て
み
よ
う
。
い
ず
れ
も
童
で
あ
り
、
中
央
が
横
笛
、

左
右
の
二
人
が
笙
を
奏
し
て
い
る
。
本
文
に
は
「
右
の
大
殿
の
三
郎
、
か
む
の
君

の
御
腹
の
兄
君
、
笙
の
笛
、
右
大
将
の
御
太
郎
、
横
笛
を
吹
か
せ
て
、
簀
の
子
に

さ
ぶ
ら
は
せ
給
ふ
。」
と
あ
る
の
で
、
横
笛
を
吹
い
て
い
る
の
は
右
大
将
（
夕
霧
）

の
長
男
で
あ
る
。
問
題
は
笙
を
奏
す
る
者
で
あ
る
が
、一
読
す
る
と「
三
郎
」と「
兄

君
」
の
二
人
の
よ
う
に
読
め
る
が
、
こ
れ
は
同
格
の
関
係
で
あ
り
、
髭
黒
右
大
臣

の
三
男
で
玉
鬘
の
長
男
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
笙
を
奏
す
る
童

が
二
人
い
る
の
は
誤
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
三
郎
」
と
「
兄
君
」
を
別
人
と
解

釈
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
久
保
惣
本
で
は
、本
文
通
り
に
笛
一
人
、

笙
一
人
で
あ
り
、
こ
れ
に
琴
を
調
ず
る
夕
霧
が
加
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
出
光
本

3
も
こ
の
三
人
を
描
く
が
、
琴
は
な
い
。

　

さ
て
、
奈
良
大
本
に
は
、
こ
の
よ
う
に
本
文
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、

基
本
的
に
は
個
人
蔵
本
や
久
保
惣
本
の
図
様
を
継
承
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ

を
屏
風
の
大
画
面
上
で
再
構
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
直
接
的
に
は
出
光
本
3
の

よ
う
な
図
様
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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三

　特
質

　

奈
良
大
本
の
場
面
内
容
に
つ
い
て
、
長
々
と
述
べ
て
き
た
が
、
最
後
に
そ
の
特

質
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
、
副
題
に
掲
げ
た
図
様
の
継
承
・
借
用
・
変
容
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
こ

と
を
指
摘
で
き
る
。
第
一
に
、
室
町
時
代
以
来
の
伝
統
的
な
図
様
を
比
較
的
忠
実

に
継
承
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
「
初
音
」「
澪
標
」
の
二
場
面
で
あ
る
。「
初

音
」
は
浄
土
寺
本
に
、「
澪
標
」
は
個
人
蔵
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
類
似
し
た
場
面
が

見
出
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
場
合
も
屏
風
の
大
画
面
に
合
わ
せ
て
広
い
空

間
を
描
き
出
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
種
々
の
変
容
を
加
え
て
い
る
。
第
二
に
、
基
本

的
に
は
伝
統
的
な
図
様
を
継
承
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
新
し
い
要
素
を
加
味
し
て

い
る
の
が
「
桐
壷
」
で
あ
る
。
問
題
の
男
女
と
称
し
た
が
、
本
文
に
は
語
ら
れ
て

い
な
い
も
の
が
描
き
出
さ
れ
て
お
り
、
場
面
内
容
を
わ
か
り
に
く
く
し
て
い
る
。

ま
た
「
若
紫
」
も
こ
こ
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
源
氏
や
若
紫
、
尼
君

の
姿
に
は
新
し
い
要
素
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
な
構
図
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー

ド
大
本
以
来
の
も
の
で
あ
る
。
建
物
に
変
化
を
つ
け
た
「
若
菜
下
」
も
こ
こ
に
入

れ
て
お
き
た
い
。
第
三
に
図
様
の
借
用
に
つ
い
て
は
、
岩
佐
派
か
ら
の
借
用
が
明

ら
か
な
も
の
に
「
紅
葉
賀
」「
葵
」「
絵
合
」「
野
分
」
の
四
場
面
が
あ
る
。「
絵
合
」

は
図
様
の
一
部
を
抄
出
す
る
と
い
う
形
で
の
借
用
で
あ
る
が
、「
紅
葉
賀
」
と
「
野

分
」
は
背
景
を
捨
象
し
て
人
物
だ
け
を
抜
き
出
し
、
そ
れ
を
新
た
な
図
様
の
中
に

再
配
置
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
特
に
注
目
さ
れ
る
が
「
葵
」
で
あ
り
、
こ
こ
で
は

全
く
異
な
る
場
面
か
ら
取
り
出
し
た
人
物
を
既
存
の
図
様
に
中
に
は
め
こ
ん
で
い

る
。
ま
た
、古
画
か
ら
借
用
し
た
も
の
も
あ
り
、「
若
菜
上
」
は
「
年
中
行
事
絵
巻
」

の
一
場
面
か
ら
抜
き
出
し
た
人
物
を
、
室
町
時
代
以
来
の
伝
統
的
な
図
様
の
中
に

取
り
入
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
伝
統
的
な
図
様
と
は
異
な
る
も
の
を
新
た
に
創
り

出
し
た
と
思
わ
れ
る
の
が
「
帚
木
」
と
「
常
夏
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ど
ち
ら
も

狩
野
派
の
作
品
の
中
に
類
似
し
た
表
現
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
影
響
を
受

け
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

次
に
、
以
上
の
関
係
を
流
派
別
に
見
直
す
と
、「
桐
壷
」「
帚
木
」「
若
紫
」「
常

夏
」
の
四
場
面
に
は
、
程
度
の
差
は
あ
る
が
、
狩
野
派
の
作
品
と
さ
れ
る
出
光
本

1
（
図
27
）
と
共
通
す
る
表
現
が
あ
る
。
両
者
間
に
直
接
的
な
関
係
を
想
定
す
る

の
は
早
計
で
あ
る
が
、
何
ら
か
の
影
響
関
係
が
あ
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
な
お

「
桐
壷
」
の
源
氏
の
背
後
に
置
か
れ
た
屏
風
を
見
る
と
、
先
述
の
如
く
、
出
光
本

1
で
は
屏
風
ら
し
く
立
て
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
奈
良
大
本
で
は
壁
に
は
め
込

ん
だ
よ
う
な
不
自
然
な
立
て
方
に
な
っ
て
い
る
（
図
9
）。
こ
の
点
に
注
目
す
る

な
ら
ば
、図
様
の
先
行
性
は
出
光
本
１
の
方
に
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、「
若
紫
」

と
「
若
菜
下
」
は
、
や
は
り
狩
野
派
の
作
品
と
さ
れ
る
出
光
本
3
と
共
通
性
が
見

ら
れ
た
。

　

ま
た
、
岩
佐
派
と
の
関
連
が
窺
わ
れ
る
の
は
、
図
様
の
借
用
が
明
白
な
「
紅
葉

賀
」「
葵
」「
絵
合
」「
野
分
」
の
四
場
面
と
「
若
紫
」
で
あ
る
。「
若
紫
」
に
つ
い

て
は
、
若
紫
と
尼
君
に
岩
佐
派
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
一
方
、

源
氏
に
つ
い
て
は
、「
野
分
」
の
夕
霧
と
相
通
じ
る
表
現
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

た
が
、
こ
の
夕
霧
は
岩
佐
勝
友
筆
の
出
光
本
2
と
類
似
性
が
あ
る
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、
こ
の
独
特
の
ポ
ー
ズ
を
し
た
源
氏
に
つ
い
て
も
、
そ
の
ソ
ー
ス
は
又
兵
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衛
様
式
の
人
物
の
中
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

図
様
を
借
用
し
て
い
て
も
、
奈
良
大
本
全
体
は
決
し
て
岩
佐
派
の
画
風
に
は
な
っ

て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
も
う
一
点
、
岩
佐
派
と
の
関
係
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
金
雲
の
装

飾
で
あ
る
。
奈
良
大
本
の
金
雲
に
盛
り
上
げ
に
よ
る
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
既
に
述
べ
た
が
、
岩
佐
派
の
作
品
に
も
こ
の
よ
う
な
金
雲
が
多
く
用
い
ら
れ
て

い
る
。
文
様
は
州
浜
形
に
限
ら
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
に
取
り
上
げ
た
も
の
の
中
で

は
、
大
和
文
華
館
本
（
図
16
・
29
）、
Ｎ
Ｓ
Ｗ
本
（
図
18
）、
出
光
本
2
（
図
17
）、

泉
屋
本
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
勿
論
、
こ
の
よ
う
な
装
飾
は
岩
佐
派
以
外
の
屏
風

に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
図
様
の
借
用
と
と
も
に
、
岩
佐
派
と
の
関
連
を
強
く

意
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
表
現
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
建
築
表
現
に
つ
い
て
二
点

述
べ
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、
右
隻
の
建
物
は
す
べ
て
不
等
測
投
影
法
で
描
か
れ

て
い
る
の
に
対
し
、
左
隻
は
す
べ
て
斜
投
影
法
で
描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
意

図
的
に
描
き
分
け
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
左
右
隻
の
対
比
が
面
白
く
感
じ

ら
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、屋
根
の
表
現
で
あ
る
。
奈
良
大
本
に
は
、「
桐
壷
」
や
「
帚

木
」
の
よ
う
に
吹
抜
屋
台
と
す
る
も
の
と
、「
紅
葉
賀
」
や
「
野
分
」
の
よ
う
に

屋
根
を
描
く
も
の
が
混
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
応
じ
た
も

の
で
あ
り
、
何
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、「
若
菜
下
」
に
は
両

者
を
折
衷
し
た
よ
う
な
珍
し
い
表
現
が
見
ら
れ
る
。
一
見
す
る
と
吹
抜
屋
台
の
よ

う
で
あ
る
が
、
女
三
人
の
頭
上
に
檜
皮
葺
の
大
き
な
屋
根
が
描
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
吹
抜
屋
台
は
屋
根
を
完
全
に
取
り
去
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
方
に

ず
ら
し
た
状
態
で
あ
り
、
屋
内
を
覗
か
せ
な
が
ら
、
寝
殿
の
豪
華
さ
も
表
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
他
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
表
現
で
あ
る
が
、出
光
本
3
の「
若

菜
下
」
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
中
で
は
、
出
光

本
1
の
「
桐
壷
」
の
帝
の
上
に
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、石
川
県
美
本
の
「
紅

葉
賀
」
に
は
、
こ
れ
を
反
対
側
か
ら
見
た
状
態
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
人
物
に
つ
い
て
一
点
だ
け
述
べ
て
お
き
た
い
。「
帚
木
」
に
つ
い
て
人

物
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、同
様
の
こ
と
は
「
桐
壷
」
や
「
紅

葉
賀
」
の
寝
殿
、「
葵
」
の
見
物
人
た
ち
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
屏
風
で
画
面
が

広
い
か
ら
と
い
う
の
も
理
由
の
一
つ
で
は
あ
ろ
う
が
、
彼
ら
は
「
桐
壷
」
や
「
紅

葉
賀
」
の
よ
う
な
儀
式
の
場
で
あ
っ
て
も
整
列
す
る
こ
と
は
な
く
、
隣
の
人
と
お

喋
り
を
し
た
り
、
む
し
ろ
寛
い
だ
様
子
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
物
語
絵
と
い
う
よ
り

も
風
俗
画
的
な
要
素
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。「
帚
木
」
の
源
氏
と
頭
中
将
の
寛
い

だ
姿
も
、
公
家
風
俗
の
一
場
面
と
し
て
見
れ
ば
、
変
わ
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
ま
た
、「
若
紫
」
の
源
氏
や
「
野
分
」
の
庭
の
女
房
も
、
源
氏
絵
と

し
て
見
る
と
や
や
違
和
感
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
風
俗
画
と
し
て
見
れ
ば
一
幅
の
美

男
、
あ
る
い
は
美
女
の
絵
と
な
る
だ
ろ
う
。
奈
良
大
本
の
人
物
に
は
、
こ
の
よ
う

な
風
俗
画
的
な
性
格
が
混
入
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
奈
良
大
本
の
画
面
全
体
を
見
て
き
た
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う

に
、
奈
良
大
本
は
種
々
の
先
行
作
品
を
参
考
と
し
、
そ
こ
か
ら
取
り
集
め
た
図
様

を
再
構
成
し
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、伝
統
的
な
図
様
の
継
承
と
、

他
の
作
品
か
ら
の
借
用
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
変
容
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
。
制

作
時
期
は
、
先
述
の
如
く
、
一
応
江
戸
時
代
と
し
て
お
く
が
、
比
較
に
用
い
た
岩
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佐
派
や
狩
野
派
の
諸
本
よ
り
は
遅
れ
、
江
戸
中
期
を
遡
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
ま
た
、
筆
者
に
つ
い
て
は
、
図
様
に
お
い
て
は
岩
佐
派
と
強
い
関
連

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
画
風
に
は
そ
の
影
響
は
認
め

ら
れ
な
い
。
ひ
と
ま
ず
、
土
佐
派
な
ど
の
大
和
絵
系
と
い
う
よ
り
は
、
狩
野
派
な

ど
の
漢
画
系
画
人
の
手
に
な
る
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
。

お
わ
り
に

　

二
〇
〇
八
年
は
「
源
氏
物
語
千
年
紀
」
と
さ
れ
、『
源
氏
物
語
』
を
テ
ー
マ
と

し
た
数
々
の
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
た
。
源
氏
絵
が
展
示
さ
れ
る
機
会
も
多
く
、

楽
し
く
、
あ
り
が
た
い
一
年
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
し
て
と
い
う
だ
け

で
は
な
い
が
、近
年
、源
氏
絵
研
究
は
さ
ら
に
深
化
、精
鋭
化
し
て
い
る
。
国
宝「
源

氏
物
語
絵
巻
」
に
つ
い
て
も
新
事
実
が
発
見
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
解
釈
の
見
直
し

が
迫
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
精
細
な
画
像
の
入
手
が
容
易
に
な
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
美
術
史
だ
け
で
な
く
、
国
文
学
か
ら
も
数
々
の
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
源
氏
絵
に
関
す
る
研
究
は
、
個
々
の
作
品
に
つ
い
て
は

も
と
よ
り
、
そ
の
制
作
事
情
や
意
義
な
ど
、
多
方
面
に
展
開
し
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
奈
良
大
本
を
紹
介
し
た
が
、
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
充

分
に
理
解
す
る
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
甚
だ
見
当
違
い
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
と
り
あ
え
ず
各
場
面
の
内
容
を
紹
介

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
位
置
づ
け
等
は
今
後
の
検
討
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
。

［
注
］

（
1
）
田
口
栄
一
「
源
氏
絵
屏
風
―
中
世
・
近
世
初
期
に
お
け
る
源
氏
絵
の
系
譜
―
」『
日

本
屏
風
絵
集
成
／
第
五
巻　

人
物
画　

大
和
絵
系
人
物
』
講
談
社
、
一
九
七
九
年
、

一
一
七
頁
。

（
2
）「
奈
良
大
学
の
『
源
氏
物
語
』
―
屏
風
絵
か
ら
マ
ン
ガ
ま
で
―
」
展
は
、
平
成
二
十
三

年
十
月
三
十
一
日
か
ら
十
二
月
三
日
ま
で
、
奈
良
大
学
博
物
館
で
開
催
の
予
定
で
あ

る
。
同
展
の
企
画
、
お
よ
び
図
録
の
編
集
・
執
筆
は
塩
出
が
担
当
す
る
。

（
3
）
例
え
ば
『
日
本
屏
風
絵
集
成
／
第
五
巻　

人
物
画　

大
和
絵
系
人
物
』（
山
根
有
三

編
集
、
講
談
社
、
一
九
七
九
年
）
に
は
、
三
十
一
件
の
源
氏
絵
屏
風
が
カ
ラ
ー
図
版

で
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
九
件
に
同
工
異
曲
の
装
飾
が
認
め
ら
れ
る
。
同

書
図
版
解
説
お
よ
び
同
書
所
収
の
注
1
掲
載
論
文
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
制
作
時
期

は
桃
山
時
代
、
江
戸
時
代
の
元
和
・
寛
永
頃
、
あ
る
い
は
十
七
世
紀
後
半
頃
と
推
定

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
絵
師
に
つ
い
て
は
、
土
佐
派
、
狩
野
派
、
長
谷
川
派
お
よ
び

岩
佐
派
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
4
）
注
1
掲
載
論
文
、
一
一
七
頁
。

（
5
）
山
岸
徳
平
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
14
―
18　

源
氏
物
語
一
―
五
』
岩
波
書
店
、

一
九
五
八
―
六
三
年
。

（
6
）ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
本
に
つ
い
て
は
、『
國
華
』一
二
二
二
号（
一
九
九
七
年
八
月
）の「
特

輯　

源
氏
物
語
画
帖
（
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
美
術
館
蔵
）」
参
照
。

（
7
）
管
見
の
限
り
で
は
、
本
文
で
言
及
す
る
二
件
以
外
に
左
記
の
六
件
が
あ
る
。

　

①
出
光
美
術
館
蔵
「
源
氏
物
語
図
屏
風
」
出
光
美
術
館
編
集
・
発
行
『
源
氏
絵
―
華
や

か
な
る
王
朝
の
世
界
―
』（
二
〇
〇
五
年
）
の
作
品
番
号
8
の
作
品
。
内
藤
正
人
氏
に

よ
る
解
説
に
は
「
江
戸
中
期
ご
ろ
の
狩
野
派
の
作
例
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
あ
る
。

　

②
個
人
蔵
「
源
氏
物
語
図
屏
風
」
注
3
掲
載
書
の
図
版
番
号
6
・
97
・
98
の
作
品
。
田

口
栄
一
氏
に
よ
る
作
品
解
説
に
は
「
一
応
十
七
世
紀
後
半
の
土
佐
派
傍
流
の
画
人
の

制
作
と
考
え
た
い
。」
と
あ
る
。

　

③
個
人
蔵
「
源
氏
物
語
図
屏
風
」
注
3
掲
載
書
の
図
版
番
号
75
・
76
の
作
品
。
田
口
栄

一
氏
に
よ
る
作
品
解
説
に
は
「
制
作
は
十
七
世
紀
後
半
、
現
研
究
段
階
で
は
流
派
は

特
定
し
難
い
が
、
長
谷
川
派
画
人
の
手
に
成
る
も
の
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。」
と
あ
る
。

　

④
島
津
家
蔵
「
大
内
絵
」
武
田
恒
夫
他
編
集
『
日
本
屏
風
絵
集
成
／
別
巻　

屏
風
絵
大
鑑
』

（
講
談
社
、
一
九
八
一
年
）
の
一
〇
〇
頁
に
掲
載
の
作
品
。「
大
内
絵
―
光
起　

金
地

著
色　

六
曲
一
双
」
と
あ
る
が
、
内
容
は
源
氏
絵
で
あ
る
。
土
佐
光
起
は
一
六
一
七
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年
生
ま
れ
、
九
一
年
没
。

　

⑤
個
人
蔵「
源
氏
物
語
図
屏
風
」京
都
文
化
博
物
館
編
集
・
発
行『
源
氏
物
語
千
年
紀
事
業
・

開
館
二
十
周
年
記
念
特
別
展　

読
む
、
見
る
、
遊
ぶ　

源
氏
物
語
の
世
界
―
浮
世
絵

か
ら
源
氏
意
匠
ま
で
―
』（
二
〇
〇
八
年
）
の
作
品
番
号
51
の
作
品
。
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン

に
は
「
江
戸
時
代
前
期　

十
七
世
紀
」
と
あ
る
。

　

⑥
金
刀
比
羅
宮
蔵
「
源
氏
物
語
図
屏
風
」
田
窪
恭
治
監
修
『
平
成
の
大
遷
座
祭
斎
行
記

念　

金
刀
比
羅
宮
の
名
宝
―
絵
画
』（
金
刀
比
羅
宮
発
行
、
二
〇
〇
四
年
）
の
図
版
番

号
15
の
作
品
。
こ
の
作
品
は
男
の
持
つ
文
が
特
殊
で
あ
り
、
伊
藤
大
輔
氏
に
よ
る
解

説
に
は
「
加
冠
役
の
左
大
臣
と
お
ぼ
し
き
人
物
は
易
の
卦
ら
し
き
図
像
を
描
い
た
紙

を
前
に
、
右
手
に
算
木
、
左
手
に
書
物
を
持
っ
て
占
い
を
し
て
い
る
姿
に
描
か
れ
て

お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
高
麗
の
相
見
の
場
面
と
図
様
の
混
交
が
起
き
て
い
る
ら

し
い
こ
と
が
分
か
る
。
あ
る
い
は
、卦
を
見
る
人
物
は
明
ら
か
に
束
帯
姿
で
あ
る
か
ら
、

高
麗
の
相
見
の
段
に
関
連
し
て
わ
ず
か
に
出
て
く
る
倭
相
の
相
見
か
宿
曜
道
の
達
人

を
意
図
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。」
と
あ
る
。

（
8
）
注
７
①
掲
載
書
、
二
八
―
二
九
頁
（
作
品
番
号
7
）
参
照
。

（
9
）
徳
川
美
術
館
編
集
・
発
行
『
絵
画
で
つ
づ
る
源
氏
物
語
―
描
き
継
が
れ
た
源
氏
絵
の

系
譜
―
』
二
〇
〇
五
年
、
一
四
一
頁
。
滝
澤
彩
氏
の
作
品
解
説
に
よ
る
。

（
10
）
注
7
①
掲
載
書
、
二
九
頁
。
内
藤
正
人
氏
の
作
品
解
説
に
よ
る
。

（
11
）
注
7
参
照
。

（
12
）
秋
山
虔
・
小
町
谷
照
彦
編
『
源
氏
物
語
図
典
』
小
学
館
、
一
九
九
七
年
。
同
書

一
八
六
頁
に
「
引
入
大
臣
（
加
冠
、
引
き
入
れ
役
）
が
祝
詞
を
述
べ
加
冠
と
な
る
」

と
あ
る
。

（
13
）
注
3
掲
載
書
の
図
版
番
号
20
・
87
・
88
の
作
品
、
お
よ
び
注
9
掲
載
書
の
図
版
番
号

52
の
作
品
。

（
14
）
久
保
惣
本
に
つ
い
て
は
、和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
編
集
・
発
行
『
源
氏
物
語
手
鑑
』

（
一
九
九
二
年
）
参
照
。「
帚
木
」
は
同
書
六
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
15
）
京
都
文
化
博
物
館
編
集
『
源
氏
物
語
千
年
紀
事
業
・
開
館
二
十
周
年
記
念
特
別

展　

源
氏
物
語
図
屏
風
千
年
紀
展
〜
恋
、
千
年
の
時
空
を
こ
え
て
〜
』
二
〇
〇
八
年
、

三
一
頁
参
照
。

（
16
）何
も
描
か
な
い
例
と
し
て
は
、国
文
学
研
究
資
料
館
蔵「
源
氏
物
語
画
帖
」（
同
館
編『
源

氏
物
語　

千
年
の
か
が
や
き
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
二
五
頁
参
照
）
な
ど

が
あ
る
。
ま
た
、
両
方
を
取
り
交
ぜ
た
例
と
し
て
は
、
個
人
蔵
「
源
氏
物
語
図
扇
面

貼
付
屏
風
」（
東
京
国
立
博
物
館
他
編
『『
國
華
』
創
刊
一
〇
〇
年
記
念
特
別
展　

室

町
時
代
の
屏
風
絵
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
九
年
、
七
八
―
七
九
頁
参
照
）
な
ど
が

あ
る
。

（
17
）
京
博
本
1
に
つ
い
て
は
、狩
野
博
幸
他
『
京
都
国
立
博
物
館
蔵　

源
氏
物
語
画
帖
』（
勉

誠
社
、
一
九
九
七
年
）
参
照
。「
若
紫
」
の
絵
は
同
書
一
一
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）
浄
土
寺
本
に
つ
い
て
は
、
秋
山
光
和
「
室
町
時
代
の
源
氏
絵
扇
面
に
つ
い
て
―
浄
土

寺
蔵
『
源
氏
物
語
絵
扇
面
散
屏
風
』
を
中
心
に
」（『
國
華
』
一
〇
八
八
号
、
一
九
八
五

年
五
月
）
参
照
。

（
19
）
注
15
掲
載
書
、
一
九
四
―
一
九
五
頁
、
参
照
。

（
20
）
注
7
①
掲
載
書
、
一
〇
―
一
一
頁
（
作
品
番
号
2
）
参
照
。

（
21
）
注
7
①
と
同
作
品
。

（
22
）
注
15
掲
載
書
、
一
九
四
頁
。
市
川
彰
氏
に
よ
る
解
説
に
は
「
岩
佐
又
兵
衛
に
近
い
と

さ
れ
る
本
図
の
絵
師
」
と
い
う
表
記
が
あ
る
。

（
23
）
注
7
⑤
掲
載
書
、
四
二
―
四
三
頁
（
作
品
番
号
23
）
参
照
。
市
川
彰
氏
に
よ
る
解
説

に
は
「
岩
佐
又
兵
衛
の
画
風
を
継
ぐ
工
房
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
あ
り
、

十
七
世
紀
の
作
品
と
さ
れ
て
い
る
。

（
24
）
カ
ー
ン
・
ト
リ
ン
（
佐
野
み
ど
り
訳
）「
岩
佐
又
兵
衛
派　

源
氏
物
語
図
屏
風
」（『
國

華
』
一
三
五
八
号
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
）
図
版
八
及
び
四
五
―
四
七
頁
、
参
照
。

（
25
）
Ｎ
Ｓ
Ｗ
本
の
僧
房
は
床
下
が
見
え
な
い
の
で
、
懸
崖
造
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
26
）
注
15
掲
載
書
、
一
九
八
―
一
九
九
頁
（
作
品
番
号
94
）
参
照
。
市
川
彰
氏
の
作
品
解

説
に
は
「
顔
貌
表
現
な
ど
か
ら
、
岩
佐
又
兵
衛
ス
タ
イ
ル
を
継
承
し
た
十
七
世
紀
半

ば
の
絵
師
に
よ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
」
と
あ
る
。

（
27
）
石
川
県
立
美
術
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
所
蔵
品
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
参
照
。http://w

w
w.

ishibi.pref.ishikaw
a.jp/syozou/sakuhin_detail.php?SakuN

o=07020400&
back=key

w
ord&

page=1

（
28
）
注
12
掲
載
書
、
一
二
八
頁
。

（
29
）
注
7
③
と
同
じ
作
品
。

（
30
）
東
京
国
立
博
物
館
他
編
『『
國
華
』
創
刊
一
〇
〇
年
記
念
特
別
展　

室
町
時
代
の
屏

風
絵
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
九
年
、
七
八
―
七
九
頁
参
照
。

（
31
）
注
18
掲
載
論
文
、
三
五
頁
。

（
32
）
注
28
・
19
・
23
参
照
。

（
33
）
図
17
は
左
端
を
切
除
し
て
お
り
、
こ
の
左
に
も
う
二
人
女
房
が
描
か
れ
て
い
る
。
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（
34
）
注
24
掲
載
論
文
、
四
五
頁
。

（
35
）
注
3
掲
載
書
、
一
六
―
一
七
頁
（
図
版
番
号
4
・
5
）
参
照
。

（
36
）
小
松
茂
美
編
『
日
本
絵
巻
大
成
8　

年
中
行
事
絵
巻
』（
中
央
公
論
社
、一
九
七
七
年
）、

一
八
―
一
九
頁
参
照
。

（
37
）
注
3
掲
載
書
、
七
〇
―
七
一
頁
（
図
版
番
号
81
・
82
）
参
照
。

（
38
）
注
12
掲
載
書
、
一
二
三
頁
。

［
付
記
］

　

本
稿
は
平
成
二
十
二
年
度
奈
良
大
学
研
究
助
成
「
奈
良
大
学
所
蔵
『
源
氏
物
語
』

関
連
作
品
の
研
究
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
本
稿
に
掲
載
し
た
奈
良

大
本
の
図
版
は
、
同
助
成
金
で
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
ほ
か
の
図
版
に
つ
い
て
は
、
石
川
県
立
美
術
館
、
大
和
文
華
館
、
宮
内
庁

三
の
丸
尚
蔵
館
、
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
、
石
山
寺
、
京
都
国
立
博
物
館
の

所
蔵
作
品
は
各
館
所
蔵
の
原
板
を
、
ま
た
出
光
美
術
館
の
所
蔵
作
品
は
同
館
提
供

の
写
真
を
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
図
18
は『
國
華
』一
三
五
八
号（
二
〇
〇
八

年
十
二
月
）
か
ら
、図
20
は
小
松
茂
美
編
『
日
本
絵
巻
大
成
8　

年
中
行
事
絵
巻
』

（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七
年
）
か
ら
複
写
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。
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A Study on Pair of Genji-e Screens in Nara University:
Succession, Adoption, and Modification of Iconology

　
Kimiko SHIODE

　This paper discusses the characteristics of the iconology of a pair of Genji-e Screens in Nara University

（Pair of six-panel screens, Color on gold ground on paper. 109.3×274.9 cm each. Edo period）.

　The right screen represents one scene respectively from six chapters : “Kiritsubo”, “Hahakigi”,

“Wakamurasaki”, “Momiji-no-ga”, “Aoi”, “Hatsune”, and the left screen from the other six chapters:  

“Miotsukushi”, “E-awase”, “Nowaki”, “Tokonatsu”, “Wakana I”, “Wakana II”. These twelve scenes are 

especially popular in the tail of Genji, which had been painted in various Genji-e until then, and a cerain 

pattern of iconology had already been formed.  

　This pair of screens also generally successes these traditional iconology, but includes a few unique 

representations. For example, in “Kiritsubo” you can see one woman who does not appear in the original 

text of Genji.

　In addition, it is notable that there is a relation between our pair of screens and a group of Genji-e screens 

by Iwasa Matabei school artists, which are in Kyoto National Museum, Ishikawa Prefectural Museum 

of Art, The Museum Yamato Bunkakan, and Art Gallery of New South Wales. A part of their iconology 

closely resembles that of “Wakamurasaki”, “Momiji-no-ga”, “Aoi”, “E-awase”, and “Nowaki” in our screens. 

　The comparison shows that our screens adopted a part of iconology in that group.  Such kind of 

adoptions can be seen also in “Wakana I”, whose four men playing Kemari derive from the scene of Kemari 

in Nenju Gyoji Emaki III-3 dated to the late 12th century.

　While our pair of screens successes the traditional iconology of Genji-e, it adopts the one in old scrolls 

and in various Genji-e of the early Edo period as we have seen above. In both cases, however, it does not 

merely copy them but reconstructs and produces its own expressions.

　The date of our screens by an anonymous painter is supposed to be around the middle of the Edo period. 
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