
修
士
論
文
要
旨
（
平
成
二
十
九
年
度
）

平
成
二
十
九
年
度
に
提
出
さ
れ
た
修
士
論
文
は
、
文
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
二
編
、
同
研
究
科
文
化
財
史
料
学
専
攻
十
四
編
、
同
研
究
科
地
理
学
専
攻
一
編
、
社
会
学
研

究
科
社
会
学
専
攻
（
社
会
文
化
研
究
コ
ー
ス
）
一
編
、
同
研
究
科
同
専
攻
（
臨
床
心
理
学
コ
ー
ス
）
六
編
の
、
合
わ
せ
て
二
十
四
編
で
あ
る
。

各
論
文
の
要
旨
を
次
に
掲
載
す
る
。





本
修
士
論
文
は
『
日
露
戦
争
期
に
お
け
る
妖
怪
・
怪
異
の
表
象
』
と
い
う
題
で

日
露
戦
争
期
前
後
に
妖
怪
や
怪
異
と
い
っ
た
妖
怪
的
存
在
（
妖
怪
・
怪
異
現
象
・

幽
霊
・
化
物
等
の
不
可
思
議
な
も
の
や
オ
カ
ル
ト
的
な
も
の
全
般
）
が
ど
の
よ
う

に
表
象
さ
れ
て
い
る
か
を
、
い
く
つ
か
の
文
学
作
品
・
新
聞
記
事
・
雑
誌
記
事
を

取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
。

序
論
で
は
ま
ず
妖
怪
的
存
在
が
〈
娯
楽
性
〉
と
〈
権
力
性
〉
の
二
つ
の
側
面
を

持
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
次
に
近
代
以
降
の
妖
怪
研
究
史
に
つ
い
て
簡
単
に

整
理
し
て
い
く
。
そ
し
て
最
後
に
、
本
論
考
で
取
り
扱
う
期
間
を
日
露
戦
争
期
で

あ
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
。

一
章
で
は
日
露
戦
争
中
（
一
九
〇
四
年
～
一
九
〇
五
年
）
の
妖
怪
・
怪
異
表
象

に
つ
い
て
、
当
時
博
文
館
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
た
『
日
露
戦
争
実
記
』
と
、
当
時

の
新
聞
記
事
を
中
心
に
取
り
上
げ
て
、
妖
怪
・
怪
異
的
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て

い
た
「
奇
跡
」「
瑞
祥
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。
ま
ず
日
露
戦
争
期
の
「
奇
跡
」

「
瑞
祥
」
の
特
徴
と
し
て
、
過
去
に
勝
利
し
た
戦
い
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
に

よ
っ
て
効
果
的
に
戦
意
高
揚
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
特
に
三
韓
征
伐

神
話
を
用
い
る
こ
と
で
、
元
々
朝
鮮
半
島
の
利
権
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
っ
た
日
露

戦
争
そ
の
も
の
の
正
当
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
特
徴

で
あ
る
と
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
日
露
戦
争
期
に
は
「
奇
跡
」「
瑞
祥
」
と
い
っ

た
も
の
が
新
聞
記
事
や
雑
誌
に
堂
々
と
掲
載
さ
れ
、
戦
争
協
力
・
戦
争
遂
行
の
道

具
と
し
て
妖
怪
的
存
在
の
よ
う
な
不
思
議
な
も
の
が
、
排
除
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
む

し
ろ
利
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
。

二
章
で
は
正
宗
白
鳥
の
「
妖
怪
画
」
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
登
場
す
る
〈
妖
怪

的
存
在
を
描
く
青
年
画
家
〉
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
〈
青
年
が
妖
怪
的
存
在
を
描

く
〉
と
い
う
こ
と
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
同
じ
く
〈
妖
怪
的
存
在
を
描
く
青
年

画
家
〉
が
登
場
す
る
「
妖
怪
画
」
の
前
年
に
出
版
さ
れ
た
三
宅
青
軒
の
『
幽
霊
の

写
真
』
と
と
も
に
論
じ
て
い
く
。
そ
の
際
、
日
露
戦
争
後
に
青
年
た
ち
が
抱
い
て

い
た
不
安
や
煩
悶
と
い
っ
た
も
の
に
注
目
す
る
。
そ
こ
か
ら
、「
妖
怪
画
」
の
百

鬼
夜
行
画
に
は
当
時
の
青
年
た
ち
が
内
包
し
て
い
た
不
安
や
煩
悶
、
親
世
代
と
の

確
執
、
享
楽
的
傾
向
等
が
「
妖
魔
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、〈
青

年
が
妖
怪
的
存
在
を
描
く
〉
と
い
う
行
為
に
は
、
日
露
戦
争
後
の
青
年
た
ち
の
間
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に
内
在
し
て
い
た
〈
不
安
や
煩
悶
〉〈
享
楽
的
傾
向
〉
と
い
っ
た
も
の
を
妖
怪
的

存
在
と
し
て
描
き
出
す
役
割
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
近

代
に
お
け
る
妖
怪
的
存
在
が
民
衆
の
間
に
内
在
す
る
も
の
を
具
現
化
し
、
象
徴
す

る
役
割
を
持
っ
て
い
る
と
考
察
す
る
。

三
章
で
は
夏
目
漱
石
の
「
琴
の
そ
ら
音
」
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
現
れ

る
幽
霊
と
い
う
妖
怪
的
存
在
の
描
か
れ
方
へ
注
目
し
、
作
品
内
で
妖
怪
的
存
在
を

描
く
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
を
論
じ
て
い
く
。
そ
の
た
め

に
ま
ず
は
一
章
で
取
り
上
げ
た
よ
う
な
新
聞
記
事
か
ら
戦
争
協
力
的
な
幽
霊
談
を

取
り
上
げ
、
そ
の
〈
物
語
〉
に
読
者
が
自
ら
を
投
影
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
き
る

効
果
と
、
妖
怪
的
存
在
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
〈
戦
死
〉
と
い
う
〈
事
実
〉
を

〈
物
語
〉
に
す
る
こ
と
で
そ
の
事
実
を
隠
蔽
す
る
効
果
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

そ
し
て
、
前
者
の
効
果
は
「
琴
の
そ
ら
音
」
の
「
余
」
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
う
考
え
る
と
「
琴
の
そ
ら
音
」
は
戦
争
協
力
的
な
も
の
と
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
、
ま
た
、
幽
霊
談
に
「
余
」
が
振
り
回
さ
れ
る
話
と
も
読
み
取
れ
、
そ
の
よ
う

な
「
余
」
の
姿
を
描
く
こ
と
は
遠
回
し
な
戦
争
批
判
で
あ
る
と
考
察
す
る
。

結
論
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
章
を
踏
ま
え
た
上
で
、
近
代
以
降
の
妖
怪
的
存
在
の

最
も
大
き
な
本
質
は
〈
何
か
を
象
徴
す
る
こ
と
〉
で
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
し
て
、

近
代
以
降
の
妖
怪
的
存
在
が
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

〈
事
実
〉
を
見
過
ご
す
こ
と
は
近
代
以
降
の
妖
怪
的
存
在
を
研
究
す
る
際
に
、
最

も
忌
避
す
る
べ
き
〈
事
実
〉
で
あ
る
と
す
る
。
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本
論
文
は
、
柿
本
人
麻
呂
が
詠
む
「
水
辺
の
景
」
の
詠
歌
事
情
と
、
そ
の
特
徴

に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
「
淡
海
」、「
宇
治
川
」
を
中
心
に

取
り
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
水
辺
を
人
麻
呂
が
ど
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
の
か
分
析

し
た
。

人
麻
呂
が
詠
む
水
辺
（
淡
海
、
宇
治
川
）
歌
の
特
徴
を
解
明
す
る
為
に
は
、
人

麻
呂
の
歌
だ
け
で
な
く
、
他
の
作
者
が
詠
む
「
淡
海
」、「
宇
治
川
」
の
歌
と
比
較

す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
水
辺
毎
に
人
麻
呂
の
詠
歌
事
情
を
分
析

し
た
上
で
、
他
の
作
者
の
歌
と
比
較
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
水
辺
を

詠
む
人
麻
呂
歌
の
特
徴
を
考
察
し
た
。

水
辺
の
歌
に
「
淡
海
」、「
宇
治
川
」
を
選
ん
だ
理
由
と
し
て
は
、「
湖
」
と

「
川
」
と
役
割
こ
そ
違
う
も
の
の
、
交
通
の
要
衝
と
し
て
大
和
へ
繫
が
る
と
い
う

点
で
は
、
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際

に
二
六
四
番
歌
で
は
、
近
江
荒
都
歌
を
歌
う
際
に
抱
い
た
、
壬
申
の
乱
に
対
す
る

「
無
常
観
」
を
宇
治
川
の
流
れ
に
寄
せ
て
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

問
題
が
あ
る
。
ま
た
二
六
四
番
歌
と
近
江
荒
都
歌
は
同
じ
折
に
歌
わ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
手
法
は
ち
が
う
も
の
の
、
共
通
し
た
「
無
常
観
」
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
比
較
対
象
で
あ
る
近
江
荒
都
歌
自

体
も
実
に
不
明
確
な
歌
で
あ
り
、
雑
歌
、
挽
歌
論
を
巡
っ
て
は
定
説
化
さ
れ
て
い

る
と
は
言
い
難
か
っ
た
。
つ
ま
り
人
麻
呂
が
詠
む
水
辺
の
歌
は
多
く
の
課
題
が
残

さ
れ
て
い
た
の
で
、
近
江
荒
都
歌
と
二
六
四
番
歌
の
考
察
を
し
な
け
れ
ば
、
本
論

文
の
目
的
を
解
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
本
論
文
で
は
、
人
麻
呂

が
詠
む
近
江
、
宇
治
の
歌
に
関
す
る
諸
問
題
を
そ
れ
ぞ
れ
解
決
し
、
結
論
で
水
辺

を
詠
む
人
麻
呂
の
特
徴
を
解
明
し
て
い
る
。

仮
説
の
段
階
で
は
、
叙
景
表
現
に
お
い
て
抒
情
的
な
側
面
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
た
。
そ
も
そ
も
叙
景
歌
は
、
風
景
や
自
然
現
象
を
歌
の
中
で
表
現
し
て

作
者
の
心
情
等
を
詠
む
も
の
で
あ
る
が
、
人
麻
呂
の
歌
は
一
見
叙
景
歌
に
見
え
て

も
、
実
は
自
然
を
歌
う
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
な
い
可
能
性
も
指
摘
で
き
る

の
で
、
特
に
注
意
し
て
い
る
。

第
一
章
は
「
大
和
国
と
近
江
国
の
往
還
」
に
つ
い
て
取
り
挙
げ
て
い
る
。
こ
の

章
で
は
、
二
つ
の
水
辺
を
考
察
す
る
前
に
、
交
通
の
要
衝
で
あ
る
大
和
と
近
江
の
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往
還
が
、
具
体
的
に
ど
の
様
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
か
を
押
さ
え
た
。
人
の
営
為
と

関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
水
上
交
通
の
要
衝
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か

が
重
要
と
な
っ
て
い
る
。

第
二
章
で
は
「
近
江
を
詠
む
人
麻
呂
の
詠
歌
事
情
」
と
題
し
、
近
江
荒
都
歌
の

検
討
を
行
っ
た
。
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
近
江
荒
都
歌
に
は
様
々
な
問
題
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
主
に
歌
の
分
類
が
雑
歌
、
挽
歌
の
ど
ち
ら
か
、
そ
し
て
人
麻

呂
の
天
智
朝
に
対
す
る
見
方
で
あ
る
。
ま
た
近
江
荒
都
歌
の
次
に
配
列
さ
れ
る
番

号
の
高
市
黒
人
歌
も
、
近
江
荒
都
を
嘆
く
歌
で
あ
り
、
近
江
荒
都
歌
と
の
関
連
性

が
強
い
も
の
と
指
摘
さ
れ
る
。
従
っ
て
本
章
で
は
高
市
黒
人
歌
も
重
ね
て
分
析
し
、

ま
た
他
の
作
者
が
詠
む
淡
海
の
歌
と
も
比
較
し
て
、
人
麻
呂
の
特
徴
を
見
出
し
た
。

第
三
章
は
「
宇
治
を
詠
む
人
麻
呂
の
詠
歌
事
情
」
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
人
麻
呂

が
詠
む
二
六
四
番
歌
の
（
無
常
観
を
め
ぐ
る
）
問
題
の
解
決
を
目
標
に
検
討
を
進

め
た
。
各
時
代
の
注
釈
書
を
整
理
し
、
ど
の
時
代
か
ら
近
江
荒
都
歌
（
壬
申
の
乱
）

関
連
説
が
浮
上
し
た
の
か
。
そ
し
て
本
説
は
時
代
が
立
つ
毎
に
ど
の
よ
う
な
変
遷

を
遂
げ
て
、
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
か
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
二
六
四
番
歌

が
本
当
に
近
江
荒
都
歌
と
関
連
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
検
討
し
た
上
で
、
人
麻

呂
が
詠
む
宇
治
川
の
詠
歌
事
情
の
解
明
を
試
み
た
。
そ
の
後
、
そ
の
他
の
作
者
が

詠
む
宇
治
川
の
歌
と
比
較
し
て
、
宇
治
川
を
詠
む
人
麻
呂
の
特
徴
を
分
析
し
た
。

結
論
で
は
、
こ
れ
ま
で
分
析
し
て
き
た
淡
海
、
宇
治
川
歌
の
詠
歌
事
情
を
ま
と

め
て
整
理
し
た
上
で
、
他
の
作
者
に
は
見
ら
れ
な
い
、
人
麻
呂
に
し
か
見
ら
れ
な

い
特
徴
と
は
何
な
の
か
を
中
心
に
述
べ
た
。
そ
し
て
類
似
点
も
存
在
す
る
と
考
え
、

重
ね
て
考
察
し
た
。
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大
谷
吉
継
に
つ
い
て
の
研
究
、
論
文
は
多
く
な
か
っ
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
に

入
る
と
吉
継
に
関
す
る
論
文
、
特
に
豊
臣
秀
吉
の
死
後
の
豊
臣
政
権
を
見
る
中
で
、

吉
継
に
つ
い
て
の
論
文
が
多
数
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
未
だ
に
吉
継

の
細
か
な
動
向
は
追
え
て
お
ら
ず
、
特
に
奥
羽
仕
置
で
は
吉
継
が
ど
こ
に
配
置
さ

れ
た
な
ど
は
あ
げ
ら
れ
る
が
、
奥
羽
仕
置
の
際
、
吉
継
が
政
権
側
の
人
間
と
し
て

ど
の
よ
う
に
仕
置
を
実
行
し
て
い
く
の
か
、
ど
の
よ
う
な
連
絡
形
態
で
意
思
伝
達

さ
れ
て
い
く
の
か
等
、
い
ま
だ
に
細
か
く
追
わ
れ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
。
そ
こ

で
本
論
文
で
は
秀
吉
生
前
の
、
特
に
奥
羽
仕
置
で
の
①
吉
継
が
ど
こ
を
担
当
し
て

い
た
の
か
、
②
ど
の
よ
う
な
し
く
み
の
中
で
仕
置
を
実
行
し
て
い
た
の
か
、
③
奥

羽
仕
置
の
中
で
の
吉
継
の
役
割
的
立
ち
位
置
に
つ
い
て
論
考
し
て
い
き
た
い
。

吉
継
は
天
正
十
八
（
一
五
九
〇
）
年
八
月
十
七
日
の
時
点
で
は
羽
州
の
仕
置
を

す
る
為
に
木
村
常
陸
介
、
前
田
利
家
ら
と
と
も
に
羽
州
へ
と
向
か
っ
て
い
た
。
上

杉
景
勝
も
同
年
七
月
中
旬
、
小
田
原
陣
よ
り
直
に
秀
吉
か
ら
仕
置
を
命
じ
ら
れ
景

勝
は
大
森
城
に
入
城
し
、
吉
継
は
大
森
城
よ
り
行
程
十
五
里
余
隔
て
た
横
手
城
に

入
っ
た
。
吉
継
・
木
村
常
陸
介
両
名
で
行
わ
れ
た
と
さ
れ
た
出
羽
国
の
検
地
で
は
、

秀
吉
か
ら
朱
印
状
が
発
給
さ
れ
、
検
地
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
吉
継
や
景
勝
、
景

勝
麾
下
の
色
部
長
真
と
担
当
し
て
い
た
領
地
で
の
一
揆
や
喧
嘩
騒
動
に
遭
遇
す
る
。

そ
こ
で
は
直
接
的
な
仕
置
の
担
当
で
は
な
い
石
田
三
成
や
木
村
常
陸
介
ら
に
喧
嘩

騒
動
や
一
揆
が
起
き
た
旨
な
ど
を
報
告
、
さ
ら
に
は
共
に
一
揆
の
鎮
圧
な
ど
に
関

わ
っ
た
。

天
正
十
八
年
九
月
下
旬
頃
に
仙
北
で
給
人
、
百
姓
ら
が
一
揆
を
起
こ
し
た
。
一

揆
は
同
年
十
月
下
旬
頃
ま
で
に
は
鎮
圧
さ
れ
た
。
そ
の
後
一
揆
が
起
き
た
と
思
わ

れ
る
上
浦
郡
・
北
浦
郡
で
の
年
貢
の
銭
換
算
率
な
ど
に
変
更
が
な
さ
れ
、
変
更
は

吉
継
か
ら
長
真
へ
と
通
達
、
そ
し
て
実
行
さ
れ
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
さ
ら

に
吉
継
は
（
天
正
十
八
年
）
十
月
二
十
日
付
長
真
宛
「
大
谷
吉
継
条
書
」
に
て
長

真
を
上
浦
郡
・
北
浦
郡
の
奉
行
と
し
て
残
す
こ
と
や
、
さ
ら
に
長
真
に
逆
意
の
あ

る
者
は
公
儀
（
豊
臣
政
権
）
へ
の
逆
意
で
あ
る
と
吉
継
は
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に

吉
継
か
ら
長
真
へ
年
貢
の
換
算
率
な
ど
の
定
め
置
く
こ
と
な
ど
を
通
達
さ
れ
て
お

り
、
長
真
へ
通
達
さ
れ
た
事
柄
は
景
勝
や
政
権
と
相
談
の
上
決
定
さ
れ
、
そ
し
て

了
承
を
得
た
上
で
の
豊
臣
政
権
か
ら
の
意
見
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
秀
吉
の
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朱
印
状
が
直
接
仕
置
を
指
示
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
長
真
に
渡
さ
れ
ず
、
一
度
吉

継
を
介
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
吉
継
は
秀
吉
を
は
じ
め
と
す
る
豊
臣
政
権
と

出
羽
国
で
仕
置
を
直
接
指
示
す
る
者
と
を
つ
な
ぐ
仲
介
役
と
し
て
政
権
か
ら
派
遣

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
吉
継
は
政
権
か
ら
派
遣
さ
れ
た
仕
置
の

過
程
を
監
督
す
る
と
い
っ
た
役
割
よ
り
も
、
む
し
ろ
監
督
的
立
ち
位
置
を
任
さ
れ

た
者
の
補
佐
と
い
う
立
場
に
身
を
置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

吉
継
は
天
正
十
八
年
八
月
中
旬
頃
に
豊
臣
政
権
か
ら
仕
置
を
補
佐
す
る
立
場
の

者
と
し
て
出
羽
国
へ
向
い
、
長
真
や
景
勝
と
共
に
領
内
で
の
喧
嘩
騒
動
や
仙
北
で

の
一
揆
の
鎮
圧
に
追
わ
れ
な
が
ら
「
城
破
却
」・「
武
具
狩
」
を
中
心
と
し
た
仕
置

が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
際
に
は
他
の
地
域
を
担
当
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
三
成
や

木
村
常
陸
介
ら
、
さ
ら
に
吉
継
の
担
当
す
る
地
域
を
巡
見
す
る
こ
と
を
申
し
入
れ

し
た
景
勝
に
も
報
告
、
そ
し
て
共
に
一
揆
の
鎮
圧
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

仕
置
を
実
行
す
る
に
あ
た
っ
て
一
揆
や
喧
嘩
騒
動
な
ど
の
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
が
起
こ
っ

た
際
、
担
当
地
域
を
監
督
す
る
立
場
で
あ
る
者
に
報
告
し
、
尚
且
つ
、
ま
た
そ
の

上
に
立
つ
者
に
報
告
が
な
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
連
絡
の
順
序
、
規
定
を
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
吉
継
の
担
当
す
る
地
域
で
実
際
に
、
検
地
や
武
具
狩
な
ど

が
ど
の
よ
う
な
形
で
実
行
さ
れ
て
い
た
か
な
ど
の
細
か
い
動
向
を
追
う
に
至
ら
な

か
っ
た
が
、
こ
れ
を
今
後
の
課
題
と
し
て
研
究
を
深
め
た
い
。

奈良大学大学院研究年報 第24号（2019年）

栗 栗

52

97



「
樹
花
鳥
獣
図
屏
風
」（
以
下
、
静
岡
本
と
称
す
）
は
、
静
岡
県
立
美
術
館
所
蔵

の
六
曲
一
双
の
屏
風
で
あ
る
。
法
量
は
右
隻
が
縦
一
三
七
。
五
㎝
×
横
三
六
六
。

五
㎝
、
左
隻
が
縦
一
三
七
。
五
㎝
、
横
三
六
六
。
二
㎝
。
昭
和
五
十
七
年
度
（
一

九
八
二
）
に
ま
ず
右
隻
が
購
入
さ
れ
、
静
岡
県
立
美
術
館
の
所
蔵
品
と
な
っ
た
。

右
隻
は
「
群
獣
図
屏
風
」
や
「
動
物
図
屏
風
」
と
呼
称
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
後
、

平
成
五
年
（
一
九
九
三
）
に
左
隻
が
発
見
、
そ
の
描
法
や
作
風
の
共
通
性
か
ら
一

双
の
作
品
と
み
な
さ
れ
、
静
岡
県
が
購
入
し
、「
樹
花
鳥
獣
図
屏
風
」
と
し
て
現

在
ま
で
至
っ
て
い
る
。
右
隻
に
は
、
第
三
扇
に
大
き
く
描
か
れ
た
白
象
を
中
心
と

す
る
よ
う
に
二
十
三
種
の
動
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
左
隻
に
は
、
第
四
扇
に
描
か

れ
た
鳳
凰
を
囲
む
よ
う
に
三
十
一
種
の
鳥
類
が
描
か
れ
て
い
る
。
右
隻
が
「
動
物

尽
く
し
」、
左
隻
が
「
鳥
尽
く
し
」
の
屏
風
で
あ
る
。

静
岡
本
は
、
桝
目
描
き
と
い
う
特
殊
な
技
法
か
ら
伊
藤
若
冲
と
の
関
係
が
以
前

か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
桝
目
描
き
と
は
、
画
面
に
約
一
㎝
の
方
眼
を
施
し
た
上

か
ら
下
絵
を
描
き
、
モ
チ
ー
フ
ご
と
に
地
色
を
彩
色
し
た
後
、
桝
ご
と
に
小
さ
な

色
面
を
彩
色
し
て
い
く
、
非
常
に
手
の
込
ん
だ
技
法
で
あ
る
。
現
存
す
る
の
は
、

「
白
象
群
獣
図
」（
個
人
蔵
）、「
鳥
獣
花
木
図
屏
風
」（
エ
ツ
コ
・
ジ
ョ
ウ
・
プ
ラ

イ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
。
以
下
、
プ
ラ
イ
ス
本
と
称
す
）、
そ
し
て
静
岡
本
の
三

作
品
の
み
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
若
冲
生
家
に
伝
来
し
、
若
冲
の
印
章
を
別
紙
に

捺
し
た
も
の
を
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
「
白
象
群
獣
図
」
は
、
若
冲
の
真
筆
と
さ

れ
て
い
る
。
一
方
、
残
り
二
作
品
は
落
款
印
章
が
共
に
無
く
、
若
冲
作
と
は
断
定

が
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
、
若
冲
の
作
品
と
し
て
近
年
の
展
覧
会
で
出
品
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
静
岡
本
に
つ
い
て
は
、
モ
チ
ー
フ
の
共
通
性
と
同
じ
桝
目
描
き
の
多

彩
色
屏
風
と
い
う
点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
プ
ラ
イ
ス
本
を
論
じ
る
際
の
引
き
合
い
程

度
に
し
か
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
桝
目
描
き
に
つ
い
て
も
詳
し

く
分
析
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
ま
ず
作
者
と
さ
れ
る
若
冲
に
つ
い
て
整
理
し
た
後
、
静
岡

本
の
モ
チ
ー
フ
や
表
現
の
特
徴
、
静
岡
本
と
プ
ラ
イ
ス
本
の
違
い
を
紹
介
し
た
う

え
で
、
二
作
品
の
制
作
順
、
若
冲
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
な
ど
の
考
察
を
行
っ
た
。

第
一
章
で
は
、
桝
目
描
き
作
品
の
作
者
と
さ
れ
る
若
冲
に
関
し
て
、
そ
の
生
涯

や
作
風
に
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
周
辺
環
境
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
や
同
時
期
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史
料
を
も
と
に
整
理
し
た
。
若
冲
派
と
呼
ば
れ
る
若
冲
と
の
師
弟
関
係
が
考
え
ら

れ
る
絵
師
に
つ
い
て
は
、
近
年
新
た
に
名
前
が
出
て
き
て
お
り
、
全
体
と
し
て
若

冲
よ
り
も
意
匠
化
さ
れ
た
平
面
的
な
作
品
を
残
し
て
い
る
。

第
二
章
で
は
、
静
岡
本
に
つ
い
て
論
じ
る
導
入
と
し
て
、
ま
す
静
岡
本
の
概
要

紹
介
と
桝
目
描
き
の
紹
介
を
行
っ
た
。
現
状
、
判
明
し
て
い
る
三
作
品
の
桝
目
描

き
表
現
の
違
い
を
列
挙
し
た
う
え
で
、
研
究
史
の
整
理
、
そ
し
て
描
か
れ
た
モ
チ
ー

フ
の
紹
介
を
行
っ
た
。

第
三
章
で
は
、
静
岡
本
と
プ
ラ
イ
ス
本
の
モ
チ
ー
フ
が
示
す
主
題
の
違
い
に
つ

い
て
の
考
察
を
行
っ
た
う
え
で
、
細
部
に
見
ら
れ
る
二
作
品
の
表
現
の
違
い
か
ら
、

制
作
順
と
若
冲
と
の
関
係
性
を
考
察
し
た
。
モ
チ
ー
フ
の
持
つ
特
徴
か
ら
、
静
岡

本
は
仏
教
色
の
強
い
作
品
で
あ
り
、
対
し
て
プ
ラ
イ
ス
本
は
異
国
趣
味
の
強
い
作

品
と
そ
れ
ぞ
れ
作
品
の
主
題
が
異
な
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
静
岡
本
の

左
隻
と
プ
ラ
イ
ス
本
に
お
け
る
表
現
の
共
通
性
か
ら
制
作
順
は
「
白
象
群
獣
図
」、

静
岡
本
右
隻
、
静
岡
本
左
隻
、
プ
ラ
イ
ス
本
の
順
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

静
岡
本
は
こ
れ
ま
で
桝
目
の
表
現
な
ど
細
部
の
表
現
に
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
実
際
に
細
密
な
写
真
資
料
で
見
て
み
る
と
確
か
に
「
白
象
群
獣
図
」

や
プ
ラ
イ
ス
本
に
比
べ
れ
ば
彩
色
に
乱
雑
さ
は
あ
る
も
の
の
、
全
体
図
か
ら
は
わ

か
ら
な
い
非
常
に
細
や
か
な
こ
だ
わ
り
を
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
今
回
見
て

み
た
だ
け
で
も
、
様
々
な
桝
目
の
使
い
方
が
わ
か
っ
た
。
乱
雑
さ
と
こ
だ
わ
り
が

共
に
感
じ
ら
れ
、
他
の
若
冲
作
品
と
類
似
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
若
冲
と
の

関
係
性
は
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
若
冲
作
と
思
わ
れ
る
「
白
象
群
獣
図
」
と
比

べ
る
と
作
画
に
共
通
点
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
彩
色
が
粗
す
ぎ
る
こ
と
か
ら
若
冲

下
絵
の
工
房
作
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
左
隻
と
右
隻
の
表
現
の
違
い
か
ら
、
お

そ
ら
く
右
隻
が
先
に
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
左
隻
と

プ
ラ
イ
ス
本
の
表
現
の
共
通
点
が
み
ら
れ
、
左
隻
の
後
に
プ
ラ
イ
ス
本
が
描
か
れ

た
と
考
察
す
る
。
プ
ラ
イ
ス
本
の
方
が
よ
り
意
匠
化
さ
れ
、
平
面
的
な
印
象
を
受

け
る
こ
と
か
ら
、
弟
子
に
よ
る
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。
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現
在
の
文
化
財
保
護
は
、
有
形
・
無
形
文
化
財
、
景
観
、
史
跡
な
ど
非
常
に
多

岐
に
渡
る
も
の
で
あ
る
。
今
や
文
化
財
を
保
護
す
る
こ
と
は
国
家
や
地
方
公
共
団

体
の
み
で
な
く
、
文
化
財
の
所
有
者
、
国
民
が
関
わ
り
も
っ
て
成
立
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
文
化
財
保
護
の
気
運
が
高
ま
っ
た
の
は
、
明
治
期
の
近
代
国
家

成
立
と
発
展
の
中
で
の
誤
っ
た
認
識
が
引
き
起
こ
し
た
文
化
財
の
危
機
か
ら
で
あ

る
。
明
治
維
新
を
契
機
と
し
た
欧
化
主
義
、
廃
仏
毀
釈
運
動
な
ど
に
よ
り
社
寺
が

疲
弊
す
る
中
、
社
寺
財
産
、
建
造
物
の
破
壊
、
散
逸
が
相
次
い
だ
。
そ
れ
ら
の
抑

制
・
反
省
を
経
て
国
家
に
よ
る
文
化
財
保
護
政
策
が
進
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、
社

寺
財
産
の
調
査
・
把
握
が
進
め
ら
れ
た
結
果
、
わ
が
国
で
初
め
て
の
文
化
財
保
護

に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
る
。

古
社
寺
保
存
を
め
ぐ
っ
て
は
、
各
地
域
で
社
寺
の
保
存
会
を
設
立
し
た
豪
農
商

が
、
国
家
と
政
治
的
・
経
済
的
に
密
接
に
つ
な
が
り
、
成
果
の
上
が
ら
な
か
っ
た

古
社
寺
保
存
行
政
に
お
い
て
展
開
を
促
し
た
と
い
う
、
地
域
社
会
と
文
化
財
の
関

係
性
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
森
本
二
〇
一
〇
）。
ま
た
、
社
寺
財
産
の
調
査
・

把
握
が
行
わ
れ
る
に
あ
た
り
、
学
識
者
の
視
点
で
、
地
域
の
古
社
寺
保
存
運
動
に

対
し
、
地
域
の
文
化
財
に
歴
史
的
・
由
緒
的
価
値
の
補
強
や
修
正
を
行
っ
た
（
齋

藤
二
〇
一
五
）。
地
域
、
学
識
者
の
動
向
の
元
と
な
る
古
社
寺
保
存
行
政
を
行
っ
て

い
た
政
府
に
関
し
て
は
、「
旧
慣
」
保
存
政
策
に
よ
り
、
文
化
財
と
「
皇
室
の
崇

敬
」
が
結
び
付
け
ら
れ
、
具
体
化
し
た
事
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
高
木
一
九
九

七
）。先

行
研
究
を
踏
ま
え
た
課
題
点
と
し
て
挙
げ
る
の
が
、
天
皇
・
皇
后
に
よ
る
社

寺
へ
の
下
賜
金
制
度
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
先
行
研
究
で
も
、
社
寺
か
ら
皇
室
に
対

す
る
下
賜
金
の
請
願
が
あ
っ
た
事
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
事
実
確
認
の
み
で

留
め
ら
れ
て
い
る
。
本
論
の
目
的
と
し
て
、
社
寺
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を

も
っ
て
下
賜
金
を
行
っ
て
い
た
の
か
。
政
府
や
地
域
社
会
が
行
っ
て
い
た
古
社
寺

保
存
と
、
皇
室
か
ら
の
下
賜
金
制
度
に
よ
る
古
社
寺
保
存
の
違
い
が
あ
る
の
か
。
社

寺
に
対
す
る
下
賜
金
制
度
も
検
討
す
る
事
で
、
従
来
の
古
社
寺
保
存
法
成
立
ま
で

に
お
け
る
保
存
方
法
の
一
端
と
し
て
補
完
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

ま
ず
、
一
章
で
は
明
治
維
新
後
の
社
寺
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
下
に
つ
い
て
整

理
し
た
。
加
え
て
、
社
寺
保
存
に
係
る
政
府
の
動
向
に
触
れ
、
明
治
十
三
年
（
一
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八
八
〇
）
ご
ろ
か
ら
本
格
的
な
古
社
寺
保
存
に
取
り
掛
か
る
事
に
つ
い
て
述
べ
た
。

一
章
を
ふ
ま
え
、
二
章
で
は
、
明
治
天
皇
・
時
代
の
動
向
が
う
か
が
え
る
『
明

治
天
皇
紀
』
を
使
用
し
、
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
制
定
「
社
寺
賜
金
内
規
」

の
存
在
に
つ
い
て
、『
明
治
天
皇
紀
』
で
引
用
さ
れ
て
い
る
一
次
史
料
『
例
規
録
』

を
も
と
に
内
実
を
述
べ
た
。
明
治
十
六
年
に
制
定
さ
れ
た
内
規
に
は
、
賜
金
の
対

象
社
寺
は
皇
室
と
の
由
縁
の
深
さ
を
基
準
に
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
何
に
対
し
て

の
賜
金
か
明
確
で
な
い
上
、
翌
年
に
は
廃
止
と
な
る
。
し
か
し
、
廃
止
後
も
社
寺

か
ら
の
下
賜
金
請
願
が
相
次
ぐ
た
め
、
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
に
再
び
再

制
定
さ
れ
る
。
再
制
定
の
背
景
と
し
て
、
下
賜
金
を
一
切
行
わ
な
い
の
は
、
天
皇

の
イ
メ
ー
ジ
ダ
ウ
ン
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
っ
た
葛
藤
が
あ
っ
た
事
が
う

か
が
え
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
わ
ず
か
な
下
賜
金
で
は
社
寺
の
保
存
・
修
繕
の
費

用
の
幾
分
に
も
な
ら
な
い
点
。
皇
室
関
係
の
社
寺
で
あ
っ
て
も
現
在
の
天
皇
が
信

仰
し
て
い
な
け
れ
ば
下
賜
の
必
要
が
無
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
を
持
っ
て

い
た
点
。
社
寺
保
存
に
係
る
寄
付
金
が
、
近
代
化
に
伴
っ
た
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
支

障
を
き
た
す
恐
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
点
が
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
。

政
府
に
よ
る
古
社
寺
保
存
行
政
は
基
本
的
に
、
社
寺
の
氏
子
や
檀
家
、
社
寺
の

位
置
す
る
地
域
住
民
、
有
力
者
ら
の
寄
付
金
を
原
則
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
社

寺
賜
金
内
規
に
お
け
る
下
賜
金
も
同
様
で
、
寄
付
金
が
八
～
九
割
集
め
ら
れ
た
社

寺
に
対
し
下
賜
金
を
行
う
と
規
定
し
て
い
る
。
視
点
を
変
え
て
、
社
寺
が
下
賜
金

を
請
願
す
る
目
的
と
し
て
、
社
寺
の
保
存
・
修
繕
が
主
な
目
的
で
は
な
く
、「
天

皇
か
ら
下
賜
金
」
を
受
け
た
社
寺
と
い
う
名
誉
を
欲
し
、
広
告
材
料
と
し
て
寄
付

金
を
集
め
る
目
的
の
請
願
が
相
次
い
だ
事
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
い
っ
た

一
部
社
寺
に
対
し
て
は
帝
室
の
物
品
を
下
賜
す
る
と
い
う
対
策
が
と
ら
れ
た
よ
う

で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
政
府
が
行
う
古
社
寺
保
存
行
政
と
は
別
枠
で
、
天
皇
に
よ

る
社
寺
の
保
存
・
修
繕
の
た
め
に
下
賜
金
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
内
実
と
し
て
、

皇
室
と
の
由
縁
の
深
さ
を
基
準
と
し
た
規
定
の
中
で
、
下
賜
の
必
要
性
に
葛
藤
す

る
部
分
、
社
寺
の
請
願
目
的
と
下
賜
の
意
図
の
違
い
が
う
か
が
え
、
天
皇
の
古
社

寺
保
存
に
対
す
る
意
向
、
古
社
寺
保
存
法
成
立
ま
で
に
お
け
る
保
存
方
法
の
一
端

と
し
て
補
完
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
結
論
付
け
た
。
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