
日
本
の
肖
像
画
に
お
け
る
横
顔
（
プ
ロ

栄
之
筆
「
大
田
蜀
山
人
（
南
畝
一

像
」
の
意
義

フ
ィ
ー
ル
）

村
　
重
　
　
　
寧

は

じ
め
に

　
「
横
顔
」
と
い
う
語
に
は
大
別
し
て
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
一
つ
は
い
う
ま
で

も
な
く
人
物
の
顔
の
側
面
（
横
か
ら
見
た
顔
）
の
こ
と
、
他
は
転
じ
て
そ
の
人

物
に
付
随
す
る
履
歴
や
人
格
な
ど
を
端
的
に
表
わ
し
た
人
聞
像
の
ア
ウ
ト
ラ
イ

ン
と
い
っ
た
よ
う
な
語
意
で
あ
る
。
本
稿
で
と
り
上
げ
る
の
は
前
者
の
本
来
的
、

直
接
的
な
原
義
で
あ
る
こ
と
を
初
め
に
お
断
り
し
て
お
く
。

　
日
本
の
肖
像
画
の
歴
史
を
辿
る
と
、
前
か
ら
見
た
正
面
像
と
、
真
横
か
ら
と

ら
え
た
側
面
像
（
横
顔
）
の
作
例
が
き
わ
め
て
少
な
い
。
と
く
に
横
顔
に
至
っ

て
は
江
戸
時
代
後
期
ま
で
ほ
と
ん
ど
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
理
由

は
あ
と
で
検
討
す
る
と
し
て
、
本
稿
で
テ
ー
マ
と
す
る
烏
文
斎
栄
之
筆
の
「
大

田
蜀
山
人
像
」
（
東
京
国
立
博
物
館
）
【
図
1
】
は
そ
の
意
味
で
き
わ
め
て
特
異

な
存
在
で
あ
り
、
興
味
深
い
作
例
と
い
え
る
。
大
田
蜀
山
人
一
商
畝
）
〈
一
七
四

九
、
一
八
二
三
V
は
、
江
戸
時
代
の
文
学
史
に
は
欠
か
せ
な
い
文
人
、
文
芸
作

家
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
彼
と
親
交
の
あ
っ
た
浮
世
絵
師
の
栄
之
が
描
い
た
画
像

　
　
　
　
　
　
日
本
の
肖
像
画
に
お
け
る
横
顔
（
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
）

で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
ま
ず
人
物
画
一
般
に
お
け
る
顔
を
と
ら
え
る
向
き
に
つ
い
て
そ
れ

ぞ
れ
の
特
徴
を
整
理
し
、
日
本
で
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
か
を

考
え
、
次
い
で
側
面
像
と
し
て
の
蜀
山
人
一
南
畝
一
像
の
意
義
に
つ
い
て
考
察

を
試
み
た
い
。

　
な
お
、
本
稿
で
い
う
正
面
像
と
は
、
像
主
（
モ
デ
ル
）
の
顔
を
真
正
面
か
ら

と
ら
え
た
も
の
で
、
目
、
耳
、
鼻
、
口
な
ど
の
諸
器
官
が
顔
の
縦
中
心
線
で
左

右
対
称
に
置
か
れ
、
と
く
に
鼻
は
片
光
線
を
想
定
し
た
場
合
以
外
は
そ
の
影
は

左
右
均
等
に
配
さ
れ
る
の
を
条
件
と
す
る
。

　
側
面
像
（
横
顔
）
と
は
、
像
主
の
真
横
に
視
点
を
定
め
て
描
写
し
た
も
の
で
、

目
は
片
方
の
み
、
鼻
、
口
は
真
半
分
の
み
を
表
わ
し
た
像
を
さ
す
。

　
〈
追
記
〉
な
お
蜀
山
人
は
多
数
の
号
を
用
い
た
が
、
本
画
像
の
作
品
名
称
と
し

て
は
従
来
か
ら
殆
ど
「
蜀
山
人
」
が
使
わ
れ
て
お
り
、
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
も
こ

れ
に
順
っ
た
。
し
か
し
文
学
、
歴
史
関
係
の
分
野
で
は
、
「
南
畝
」
を
使
用
す
る

の
が
む
し
ろ
一
般
的
で
あ
り
、
本
稿
で
も
内
容
が
広
く
多
岐
に
及
ぶ
の
で
、
以

後
「
南
畝
」
に
統
一
し
て
扱
い
た
い
。

一
一
一
一
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一
一
一
一
八

（
一
）

　
肖
像
画
に
限
ら
ず
、
人
物
の
顔
貌
を
描
く
場
合
、
斜
め
の
向
き
か
ら
と
ら
え

る
法
が
最
も
一
般
的
で
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
こ
の
例
が
圧
倒
的
に
多
い
。
い

わ
ゆ
る
ス
リ
ー
・
ク
ウ
ォ
ー
タ
ー
と
か
七
分
身
像
と
か
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
と

く
に
日
本
に
お
い
て
は
特
定
の
人
物
を
描
く
肖
像
画
の
単
身
像
で
は
こ
れ
が
通

常
化
し
て
い
た
と
い
え
る
。
正
面
像
は
平
面
的
な
プ
ラ
ン
、
い
わ
ば
地
図
の
よ

う
な
も
の
で
、
顔
の
広
が
り
、
目
鼻
の
形
や
位
置
が
正
確
に
示
さ
れ
る
一
方
、

起
伏
が
表
わ
し
に
く
い
。
側
面
像
は
断
面
図
の
よ
う
な
理
屈
で
、
顔
の
中
心
線

上
の
凹
凸
の
状
態
が
明
確
に
把
握
で
き
る
が
、
顔
の
半
面
し
か
見
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

　
正
面
像
は
平
面
図
、
側
面
像
は
断
面
図
と
し
て
ど
ち
ら
も
客
観
的
で
正
確
な

図
形
を
提
供
し
て
く
れ
る
が
、
顔
の
全
容
把
握
に
は
不
満
足
な
点
を
否
め
な
い
。

こ
う
し
た
両
者
の
欠
点
を
カ
バ
ー
す
る
に
は
や
は
り
斜
め
前
方
か
ら
の
視
線
が

必
要
と
な
る
が
、
そ
こ
に
は
顔
の
広
が
り
と
起
伏
を
十
分
と
は
い
え
な
い
ま
で

も
同
時
に
併
せ
表
わ
す
こ
と
が
可
能
で
、
豊
か
な
立
体
感
が
生
ま
れ
る
。

　
西
洋
の
肖
像
画
の
場
合
、
や
は
り
斜
め
前
向
き
の
顔
貌
が
多
数
を
占
め
る
が
、

正
面
、
側
面
像
も
か
な
り
積
極
的
に
作
ら
れ
、
人
物
の
顔
の
扱
い
方
に
わ
が
国

と
は
違
う
多
彩
な
傾
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
正
面
像
に
殆
ど
抵
抗

を
示
さ
な
い
の
は
、
一
つ
に
彼
ら
が
す
ぐ
れ
た
陰
影
表
現
の
技
法
を
会
得
し
て

い
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
翻
っ
て
日
本
の
肖
像
画
に
正
面
像
が
乏
し
い
の
は
、

ま
ず
こ
の
技
術
的
な
問
題
に
起
因
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
物
象
の
輸
郭
を
描

線
で
と
ら
え
、
内
部
を
岩
絵
具
主
体
の
顔
料
で
彩
色
す
る
日
本
の
画
法
は
立
体
、

　
　
　
　
　
え
以
）
サ
き
止
予
ゲ
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陰
影
表
現
に
弱
点
を
も
ち
、
個
々
の
顔
の
特
徴
を
自
在
に
描
出
す
る
に
は
あ
ま

り
適
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
逆
説
的
に
、
例
え
ば
仏
画
の
尊
像
な
ど
は
む
し
ろ
正

面
向
き
が
通
常
で
あ
る
が
、
仏
菩
薩
の
没
個
性
的
な
顔
に
は
あ
ま
り
支
障
は
な

く
、
か
え
っ
て
平
面
的
で
左
右
相
称
の
静
的
な
顔
に
あ
る
種
の
普
遍
性
を
感
じ

さ
せ
、
尊
厳
、
崇
拝
の
対
象
と
し
て
相
応
し
い
も
の
が
あ
る
。

　
一
方
側
面
顔
貌
（
横
顔
）
の
稀
少
に
つ
い
て
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
画
巻

な
ど
の
群
像
肖
像
（
単
身
像
を
描
き
違
ね
た
列
影
図
や
行
事
絵
な
ど
の
集
合

像
一
の
場
合
に
は
変
化
を
つ
け
る
た
め
多
少
使
わ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
が
、
独

立
し
た
単
身
像
に
認
め
る
の
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

も
と
も
と
日
本
人
は
鼻
が
低
く
、
凹
凸
の
起
伏
の
乏
し
い
顔
だ
か
ら
側
面
描
写

に
は
適
さ
な
い
か
ら
、
と
よ
く
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
理
屈
で
は
と
て

も
納
得
で
き
な
い
。
欧
米
の
文
化
に
親
し
ん
だ
今
日
の
日
本
人
に
と
っ
て
こ
そ
、

高
く
鼻
筋
の
通
っ
た
顔
が
美
し
い
と
感
じ
ら
れ
、
理
想
の
典
型
と
見
な
さ
れ
る

が
、
人
問
の
美
感
は
歴
史
を
通
じ
て
必
ず
し
も
一
定
で
は
な
い
。
か
つ
て
わ
れ

わ
れ
の
祖
先
は
、
む
し
ろ
目
鼻
の
造
作
が
小
さ
い
方
が
好
ま
し
い
と
認
識
し
て

い
た
向
き
が
あ
る
。
十
六
世
紀
に
日
本
を
訪
れ
在
住
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
宣
教

師
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
は
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
大
き
な
目
を
美
し
い
と
し
て
い

る
。
日
本
人
は
そ
れ
を
お
そ
ろ
し
い
も
の
と
考
え
、
涙
の
出
る
部
分
の
閉
じ
て

い
る
の
を
美
し
い
と
し
て
い
る
。
」
ま
た
「
わ
れ
わ
れ
の
鼻
は
高
く
、
あ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

は
鷲
鼻
で
あ
る
。
彼
ら
の
は
低
く
、
鼻
孔
は
小
さ
い
。
」
と
も
報
告
し
て
い
る
。

こ
れ
を
受
け
て
人
類
学
者
の
香
原
志
勢
氏
は
「
往
時
の
日
本
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
の
高
い
鼻
を
そ
の
大
き
な
眼
と
と
り
あ
わ
せ
て
、
し
ば
し
ば
天
狗
の
面
に
見

日
本
の
肖
像
画
に
お
け
る
横
顔
（
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

立
て
、
怖
れ
を
抱
い
た
。
」
と
説
い
て
い
る
。

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
物
語
絵
巻
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
「
引
目
鉤
鼻
」

　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

の
顔
貌
表
現
で
あ
る
。
画
中
に
登
場
す
る
貴
族
男
女
の
目
は
閉
じ
て
い
る
よ
う

に
細
く
、
鼻
も
口
も
現
実
に
比
べ
て
極
度
に
小
さ
い
。
こ
れ
が
平
安
貴
族
白
ら

が
理
想
と
す
る
美
し
い
顔
で
あ
っ
た
と
思
え
る
が
、
こ
う
し
た
顔
の
美
形
に
対

す
る
感
覚
は
、
近
代
に
至
る
ま
で
長
ら
く
日
本
人
の
嗜
好
を
強
く
支
配
す
る
。

と
く
に
鼻
に
関
し
て
は
控
え
め
な
大
き
さ
が
良
し
と
さ
れ
、
顔
面
の
内
部
に
お

さ
ま
り
顔
の
輸
郭
か
ら
突
出
す
る
の
を
避
け
た
。
そ
の
た
め
に
は
な
る
べ
く
顔

の
前
方
に
視
点
を
置
き
、
横
へ
あ
ま
り
振
ら
な
い
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
横
に

廻
る
ほ
ど
鼻
の
高
さ
が
目
立
つ
か
ら
だ
。
引
目
鉤
鼻
で
は
男
女
の
顔
は
殆
ど
斜

め
前
か
ら
描
か
れ
、
鼻
は
き
ち
ん
と
顔
の
輪
郭
内
に
お
さ
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り

描
か
れ
る
モ
デ
ル
の
真
正
面
と
真
横
の
ほ
ぼ
中
間
あ
た
り
に
視
点
が
設
定
さ
れ

る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
側
面
方
向
に
移
動
さ
せ
て
ゆ
く
と
、
や
が
て
鼻
が
顔
の
輸

郭
か
ら
飛
び
出
す
は
め
に
な
り
、
真
横
に
来
た
と
き
に
描
写
さ
れ
る
鼻
の
高
さ

は
最
大
に
達
す
る
。
（
な
お
引
目
鉤
鼻
に
は
こ
の
ほ
か
斜
め
後
方
か
ら
と
ら
え
た

顔
も
か
な
り
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
は
頬
に
隠
れ
て
鼻
は
見
え
な
い
。
）

　
と
こ
ろ
で
平
安
時
代
絵
巻
の
代
表
作
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
に
例
を
と
る
と
、

多
数
の
登
場
人
物
の
ほ
と
ん
ど
は
こ
れ
ら
の
引
目
鉤
鼻
の
原
則
が
守
ら
れ
て
い

る
が
、
数
人
の
人
物
は
例
外
的
に
横
顔
で
示
さ
れ
、
鼻
を
輸
郭
の
外
に
出
っ
張

ら
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
は
光
源
氏
の
下
男
を
は
じ
め
、
僧
侶
、
尼
、
老

侍
女
と
い
っ
た
他
の
男
女
と
は
や
や
身
分
、
立
場
を
違
え
た
存
在
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
高
貴
な
公
卿
や
こ
れ
を
取
り
巻
く
若
い
女
性
た
ち
は
、

一
三
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彼
ら
が
創
り
上
げ
た
引
目
鉤
鼻
と
い
う
顔
貌
の
理
想
的
パ
タ
ー
ン
で
統
一
し
、

そ
こ
か
ら
外
れ
た
男
女
は
必
要
に
応
じ
て
鼻
も
露
わ
な
横
顔
で
区
別
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
僧
侶
に
関
し
て
は
横
顔
で
表
わ
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が

多
々
あ
り
、
こ
の
時
代
の
コ
扇
面
法
華
経
冊
子
」
や
「
平
家
納
経
」
と
い
っ
た

装
飾
経
に
は
や
は
り
輸
郭
の
外
に
鼻
を
つ
け
た
僧
の
顔
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。

僧
と
鼻
と
横
顔
　
　
当
時
の
人
々
が
連
鎖
的
に
抱
い
て
い
た
意
識
と
も
考
え
ら

れ
る
が
、
そ
れ
は
お
よ
そ
宮
廷
貴
族
の
貴
公
子
の
顔
と
は
ほ
ど
遠
い
イ
メ
ー
ジ

と
い
え
る
。
あ
た
か
も
平
安
末
か
ら
鎌
倉
初
期
に
活
躍
し
た
慈
円
や
貞
慶
、
さ

ら
に
鎌
倉
後
期
の
忍
性
な
ど
、
鼻
の
大
き
い
僧
の
逸
話
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
事

実
と
合
わ
せ
て
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。
勿
論
こ
う
し
た
風
俗
描
写
の
中
に
一
般

下
級
の
庶
民
を
横
顔
で
示
す
例
も
多
い
。

　
さ
て
以
上
の
考
察
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
人
物
画
像
の

う
ち
、
正
面
像
は
仏
画
の
尊
像
に
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー

で
フ
ラ
ッ
ト
な
顔
貌
の
中
に
静
的
で
普
遍
的
な
存
在
を
感
じ
さ
せ
、
安
穏
、
尊

厳
、
崇
高
の
念
を
強
く
抱
か
せ
る
。
い
わ
ば
聖
的
な
存
在
と
も
い
え
よ
う
。
極

端
に
い
え
ば
、
正
面
か
ら
直
視
さ
れ
る
観
者
の
方
が
視
線
を
逸
ら
し
た
く
な
る

よ
う
な
威
厳
さ
え
覚
え
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
側
面
像
は
高
貴
な
イ
メ
ー
ジ
か

ら
は
ず
れ
た
、
俗
な
（
む
し
ろ
滑
稽
味
す
ら
誘
う
）
顔
と
し
て
通
用
さ
せ
て
い

た
向
き
が
う
か
が
え
る
。
神
聖
と
俗
の
イ
メ
ー
ジ
に
結
び
つ
く
こ
れ
ら
正
・
側

二
面
の
像
が
、
一
般
的
な
肖
像
画
に
敬
遠
さ
れ
た
理
由
が
理
解
で
き
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
。
と
く
に
正
面
像
に
関
し
て
は
、
殆
ど
江
戸
時
代
に
入
っ
て
こ
の

形
式
の
肖
像
画
が
作
り
出
さ
れ
、
そ
れ
も
ま
ず
黄
薬
僧
の
画
像
あ
た
り
を
契
機

一
四
〇

と
し
（
こ
の
種
の
も
の
は
技
術
的
に
も
西
欧
の
陰
影
画
法
、
な
い
し
は
中
国
伝

統
の
凹
凸
画
法
の
影
響
を
受
け
た
明
清
人
物
画
法
の
流
用
で
陰
影
表
現
の
難
が

ク
リ
ア
さ
れ
て
い
る
）
、
あ
る
い
は
芭
蕉
の
如
き
俳
聖
と
し
て
崇
め
ら
れ
た
人
物

像
に
適
用
さ
れ
、
要
す
る
に
そ
の
道
の
信
奉
者
た
ち
に
と
っ
て
は
一
種
の
礼
拝

像
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
納
得
で
き
よ
う
。
そ
う
し
た
中
で
室
町
時

代
一
十
五
世
紀
一
に
作
ら
れ
た
「
策
彦
周
良
像
」
（
妙
智
院
）
は
、
顔
を
真
正
面

か
ら
描
い
た
近
世
以
前
の
早
い
時
期
の
作
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
策
彦
は
。
臨

済
宗
夢
窓
派
の
禅
僧
で
、
こ
の
画
像
は
一
回
目
の
入
明
の
折
に
明
の
文
人
、
河

雨
窓
か
ら
賛
を
得
た
も
の
で
、
嘉
靖
二
十
年
（
一
五
四
一
）
着
賛
と
わ
か
る
。

　
わ
が
国
に
お
け
る
肖
像
画
の
遺
品
を
通
観
す
る
と
、
多
数
の
肖
像
を
集
め
た

「
公
家
列
影
図
巻
」
（
平
清
盛
、
藤
原
隆
忠
の
二
像
）
や
群
像
を
描
い
た
「
中
殿

御
会
図
巻
」
な
ど
に
は
真
横
向
き
の
公
卿
の
顔
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

れ
は
顔
の
方
向
に
変
化
を
つ
け
て
単
調
に
陥
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
あ
る
い
は
儀

式
、
行
事
の
場
の
臨
場
感
を
出
す
た
め
の
配
慮
か
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し

単
身
像
と
な
る
と
徹
底
的
に
こ
れ
を
避
け
た
か
の
如
く
、
作
例
を
容
易
に
認
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
か
な
り
真
横
に
近
い
鼻
の
突
き
出
た
顔

さ
え
な
か
な
か
見
い
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
初
め
て
の
本
格
的
な
肖

像
画
と
称
さ
れ
る
鎌
倉
時
代
の
似
絵
や
、
さ
ら
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
強
い
頂
相

に
お
い
て
も
困
難
と
い
え
る
。

　
よ
う
や
く
江
戸
中
期
に
な
り
、
新
し
い
風
潮
に
芽
生
え
た
画
家
の
自
由
な
視

点
は
、
肖
像
画
に
お
け
る
突
出
し
た
鼻
の
描
写
を
解
禁
し
た
の
で
あ
る
。
例
え

ば
池
大
雅
は
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
賛
の
あ
る
「
三
上
孝
軒
・
池
大
雅
対



話
図
」
（
東
京
芸
術
大
学
大
学
美
術
館
）
で
自
ら
の
像
を
や
や
後
方
か
ら
と
ら
え
、

頬
か
ら
は
み
出
た
鼻
を
描
出
し
て
い
る
。
対
坐
す
る
孝
軒
の
姿
を
尊
重
し
、
自

身
を
卑
下
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
天
明
六
年
（
一
七
八
六
一
の
自
賛
を
も

つ
三
熊
思
考
筆
の
「
大
雅
・
湧
蓮
・
売
茶
翁
像
」
三
幅
対
の
売
茶
翁
も
や
や
後

方
か
ら
見
た
瓢
軽
な
姿
で
あ
る
が
、
顔
は
ほ
ぼ
真
横
に
向
け
外
側
に
鼻
を
添
え

て
い
る
。
岡
田
米
山
人
の
自
画
像
も
片
肌
脱
い
で
手
に
酒
盃
を
載
せ
る
姿
を
背

後
か
ら
描
く
が
、
振
り
返
る
顔
に
は
大
き
な
鼻
が
し
っ
か
り
と
表
わ
さ
れ
て
い

る
。
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
初
代
歌
川
国
政
が
六
世
市
川
団
十
郎
の
舞
台
姿

を
描
い
た
図
（
国
立
劇
場
）
で
、
や
や
大
き
め
な
立
派
な
鼻
が
顔
の
輸
郭
か
ら

突
出
し
て
い
る
。
団
十
郎
が
亡
く
な
っ
た
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
に
作
ら

れ
た
も
の
で
死
絵
の
早
い
作
例
と
い
わ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
十
八
世
紀
後
半
の
遺
晶
で
、
顔
の
輪
郭
か
ら
出
っ
張
る

鼻
を
積
極
的
に
表
わ
し
て
い
る
点
に
、
そ
れ
ま
で
に
な
い
時
代
の
変
化
を
感
じ

さ
せ
る
。
死
絵
と
い
え
ば
司
馬
江
漢
の
自
画
像
【
図
9
】
も
風
変
わ
り
な
一
品

と
い
え
よ
う
。
「
司
馬
無
言
辞
世
ノ
語
」
と
称
す
る
一
種
の
死
亡
通
知
書
で
、
彼

が
実
際
に
亡
く
な
る
五
年
前
の
文
化
十
年
（
一
八
二
二
）
に
自
ら
が
身
を
隠
す

た
め
に
死
亡
を
偽
り
摺
り
物
に
し
て
配
っ
た
も
の
と
い
う
。
払
子
を
手
に
し
て

坐
る
姿
を
横
か
ら
描
い
た
も
の
で
、
い
よ
い
よ
顔
も
体
も
真
横
か
ら
と
ら
え
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
一

側
面
画
像
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
一
年
後
に
作
ら
れ

た
の
が
、
栄
之
描
く
と
こ
ろ
の
「
大
田
南
畝
像
」
な
の
で
あ
る
。

日
本
の
肖
像
画
に
お
け
る
横
顔
一
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
）

（
二
）

　
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
十
八
世
紀
後
半
頃
か
ら
日
本
に
も
鼻
を
突
出
し
た
横

顔
に
近
い
肖
像
画
が
か
な
り
登
場
し
て
く
る
。
そ
れ
ら
は
白
ら
を
卑
下
し
た
り
、

酔
態
な
ど
滑
稽
化
し
た
自
他
の
姿
で
あ
っ
た
り
、
或
い
は
死
亡
者
の
生
前
の
姿

で
あ
っ
た
り
で
、
例
え
ば
西
洋
に
お
け
る
ピ
エ
ロ
・
デ
ラ
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ

の
「
マ
ラ
テ
ス
タ
像
」
（
一
四
五
一
年
）
や
、
ハ
ン
ス
・
ホ
ル
バ
イ
ン
の
「
エ
ラ

ス
ム
ス
像
」
（
一
五
二
三
年
）
の
よ
う
な
真
横
顔
に
堂
々
と
し
た
威
厳
を
感
じ
さ

せ
る
風
貌
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
可
笑
し
み
を
誘
う
よ
う
な
戯
画
的
な
親
し
み

を
覚
え
る
。

　
そ
れ
で
は
栄
之
筆
の
南
畝
の
側
面
像
は
い
か
な
る
意
味
を
感
じ
さ
せ
る
か
。

ま
ず
そ
の
画
面
の
観
察
か
ら
始
め
よ
う
。
縦
八
七
・
八
、
横
二
七
・
ニ
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
縦
長
の
画
面
下
方
に
ち
ん
ま
り
と
坐
る
主
人
公
の
姿
が
あ
る
。
【
図

　
　
　
　
　
　
　
＾
5
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2
】
　
肘
と
背
に
家
紋
を
白
く
染
め
抜
い
た
羽
織
を
着
こ
な
し
き
ち
ん
と
正
坐

す
る
が
、
頭
髪
は
覚
束
な
く
、
背
を
丸
め
た
六
十
六
才
の
老
態
は
、
わ
ざ
わ
ざ

絵
師
を
呼
ん
で
描
き
の
こ
す
ほ
ど
の
自
信
満
々
の
姿
と
は
い
い
難
い
。
と
く
に

真
横
か
ら
の
描
写
が
猫
背
の
体
形
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
写
し
出
し
、
非
情
に

も
明
確
な
形
で
画
面
に
投
影
さ
れ
る
。
老
大
家
は
片
手
に
盃
を
執
り
、
心
な
し

か
思
案
顔
の
風
で
あ
る
。
座
前
に
は
白
扇
や
巻
物
用
の
白
紙
が
披
ら
か
れ
、
傍

ら
に
筆
や
硯
も
用
意
さ
れ
、
恐
ら
く
彼
の
書
を
所
望
す
る
依
頼
者
の
需
め
に
応

じ
て
揮
毫
に
及
ば
ん
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
前
に
ま
ず
潤
滑
油
な

一
四
一



ら
ぬ
酒
盃
を
傾
け
つ
つ
、
狂
歌
の
一
句
で
も
想
い
浮
か
べ
て
い
る
図
で
あ
ろ
う
。

南
畝
の
文
人
と
し
て
の
人
気
は
高
く
、
そ
の
書
は
最
晩
年
に
至
る
ま
で
こ
れ
を

求
め
る
者
が
引
き
も
切
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
彼
の
書
斎
に
遺
し
た
壁
書
に
は
、

自
分
の
書
を
請
い
求
め
る
も
の
多
く
う
る
さ
い
の
で
、
依
頼
者
を
三
晶
に
ラ
ン

ク
分
け
し
、
上
は
速
や
か
に
書
く
、
中
は
預
か
り
お
い
て
書
く
、
「
下
に
到
り
て

は
書
く
べ
か
ら
ず
」
と
決
め
て
対
応
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
こ
に

は
、
コ
扇
子
、
団
扇
、
扁
額
、
屏
風
、
…
…
い
や
な
羽
織
の
胴
裏
に
至
る
ま
で
、

累
々
と
し
て
果
て
し
な
け
れ
ば
、
…
…
」
と
も
あ
り
、
要
望
も
多
種
に
及
ん
だ

よ
う
だ
。
中
で
も
扇
は
と
く
に
多
か
っ
た
よ
う
で
、
文
化
九
年
（
一
八
二
一
一
、

六
十
四
才
の
正
月
に
詠
ん
だ
狂
歌
に
は
、
「
又
こ
と
し
扇
何
千
何
百
本
　
か
き

ち
ら
す
べ
き
口
び
ら
き
か
も
」
と
あ
る
。
（
『
放
歌
集
』
）
　
栄
之
が
本
画
像
を
描

亨

2　栄之筆「大田南畝像」部分

一
四
一
一

く
二
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。

　
南
畝
は
当
然
の
ご
と
く
終
生
酒
を
愛
し
、
こ
れ
に
親
し
ん
だ
。
さ
す
が
に
最

晩
年
は
、
長
年
の
大
酒
が
た
た
っ
て
か
七
十
才
の
と
き
に
吐
血
し
、
七
十
二
才

で
は
「
酒
の
み
て
も
腹
ふ
く
る
・
の
み
に
て
、
微
醸
に
至
ら
ず
、
…
…
」
（
『
あ

や
め
草
』
）
と
い
う
ほ
ど
に
衰
え
た
が
、
肖
像
画
に
描
か
れ
た
六
十
六
才
の
こ
ろ

に
は
、
再
三
に
わ
た
っ
て
友
人
と
酌
み
交
わ
し
、
ま
た
酒
宴
を
設
け
、
老
い
て

ま
す
ま
す
盛
ん
な
状
況
が
う
か
が
え
る
。
と
く
に
こ
の
年
の
二
月
十
五
日
、
長

崎
の
豪
商
で
親
交
の
厚
か
っ
た
中
村
李
圃
に
宛
て
た
書
簡
に
は
、
「
拙
者
無
異
、

日
々
大
酔
致
侯
」
と
豪
語
し
、
ま
た
八
月
二
十
一
日
付
書
簡
に
は
「
日
勤
と
宴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
〕

会
に
て
多
忙
の
趣
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
さ
に
絶
好
調
ぶ
り
を
誇
示
す
る
様
子

が
う
か
が
え
る
。
書
の
依
頼
に
追
わ
れ
、
酒
盃
を
つ
ね
に
手
放
さ
ず
、
そ
ん
な

当
時
の
南
畝
の
日
常
を
象
徴
的
に
描
き
止
め
た
の
が
本
図
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
次
に
そ
の
相
貌
と
描
写
を
少
し
細
か
く
見
て
み
よ
う
。
【
図
3
】
　
頭
は
殆
ど

毛
髪
を
失
い
輸
郭
を
明
確
に
す
る
。
南
畝
は
五
十
五
才
の
正
月
十
一
日
に
漢
詩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

文
の
会
の
詩
で
自
ら
「
五
十
余
年
頭
上
雪
、
二
三
千
巻
腹
中
書
。
…
…
」
と
詠

み
（
『
細
推
物
理
』
）
、
す
で
に
頭
上
は
雪
の
如
く
白
髪
が
増
し
て
い
た
こ
と
を
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
）

る
。
さ
ら
に
六
十
二
才
で
は
「
…
…
公
然
不
点
免
満
頭
霜
。
」
（
＝
話
；
冒
』
）

と
あ
っ
て
白
髪
が
全
頚
に
及
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
六
十
六
才

の
画
像
を
見
る
と
大
半
は
頭
髪
が
消
え
、
後
頭
部
に
残
す
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
残
り
の
髪
で
わ
ず
か
に
誓
を
結
え
る
ほ
ど
の
状
態
を
保
っ
て
い
る
の
は

せ
め
て
も
の
救
い
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
こ
の
四
年
間
で
こ
れ
ほ
ど

髪
が
後
退
し
て
し
ま
っ
た
の
は
や
は
り
寂
し
い
限
り
で
あ
っ
た
ろ
う
。



　
露
わ
に
な
っ
た
輸
郭
を
辿
る
と
、
眉
問
（
鼻
根
）
の
辺
り
で
最
も
窪
ん
だ
ア

ウ
ト
ラ
イ
ン
は
、
こ
こ
か
ら
一
気
に
斜
め
の
直
線
を
も
っ
て
鼻
筋
を
象
り
、
鼻

頭
部
で
カ
ー
ブ
を
切
り
そ
の
ま
ま
横
へ
水
平
線
を
刻
み
、
右
に
小
鼻
を
添
え
る
。

い
わ
ゆ
る
段
鼻
、
鷲
鼻
と
は
無
縁
の
、
変
化
に
乏
し
く
直
線
的
で
し
か
も
か
な

り
先
端
が
高
い
鼻
で
あ
っ
た
と
う
か
が
え
る
。
こ
れ
は
後
で
紹
介
す
る
伝
谷
文

晃
筆
の
「
近
世
名
家
肖
像
図
巻
」
中
の
南
畝
像
の
直
線
的
で
高
い
鼻
の
形
に
共

通
す
る
。
（
図
6
）
　
鼻
の
色
が
他
の
部
位
に
比
べ
て
か
な
り
赤
い
の
は
、
長
年

の
飲
酒
に
よ
る
酒
焼
け
で
あ
ろ
う
か
。
と
く
に
先
端
の
赤
が
目
立
つ
の
は
、
早

奏
曼
娑
沙
矛
四
方
赤
良
南
馳
葛
山

日
本
の
肖
像
画
に
お
け
る
横
顔
一
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
一

4　伝谷文晃筆「近世名家肖像図巻」（南畝

　　像）（東京国立博物館）

5　「近世名家肖

像図巻」（南畝像〕

題菱

く
も
微
醸
を
も
よ
お
す
こ
の
場
の
状
態
を
見
逃
さ
ぬ
画
家
の
観
察
の
た
ま
も
の

か
と
思
わ
れ
る
。

　
口
は
半
開
き
で
、
下
唇
の
方
が
や
や
前
方
に
突
き
出
し
、
い
わ
ゆ
る
受
け
口

の
形
を
と
る
が
、
こ
れ
は
盃
を
迎
え
る
た
め
の
所
作
が
そ
の
ま
ま
描
出
さ
れ
た

3　栄之筆「大田南畝像」部分6　「近世名家肖像図巻」（南畝像）部分
一
聖
二



の
だ
ろ
う
。
開
い
た
口
か
ら
は
白
い
歯
が
二
本
の
ぞ
き
、
一
本
は
大
き
く
隣
は

半
分
欠
失
し
た
の
か
小
さ
く
示
さ
れ
て
、
栄
之
の
描
写
が
か
な
り
細
部
に
至
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
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ま
で
正
確
を
期
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
南
畝
は
六
十
一
才
の
と
き
右
上
の
歯

が
一
本
落
ち
、
上
下
合
わ
せ
て
五
本
を
残
す
の
み
に
な
っ
た
と
嘆
い
て
い
る
。

　
　
今
朝
右
の
上
顎
の
歯
落
た
り
、
の
こ
る
所
わ
ず
か
に
上
に
三
ツ
下
に
弐
ツ

　
　
な
り
。
（
『
調
布
日
記
』
文
化
六
年
二
月
九
日
）

そ
し
て
「
と
に
も
か
く
に
も
老
に
け
る
身
の
い
か
・
は
せ
ん
。
」
と
慨
嘆
を
加
え

て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
で
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
三
年
後
の
文
化
九
年
、

六
十
四
才
の
四
月
に
は
さ
ら
に
ま
た
一
本
を
失
っ
て
い
る
。
『
放
歌
集
』
を
見
る

　
　
む
・
つ
く

と
「
夢
羅
久
が
も
と
に
て
歯
の
落
ち
け
る
に
」
と
題
し
、

　
　
お
し
む
ら
く
む
ら
く
が
や
ど
で
落
ち
る
は
（
歯
）
は
　
お
と
し
ば
な
し
と

　
　
い
ふ
べ
か
り
け
る

と
狂
詠
し
て
い
る
の
だ
。
が
駄
酒
落
を
云
っ
て
い
る
場
合
で
は
な
い
。
美
食
家

の
身
で
歯
四
本
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
）
と
は
、
ま
さ
に
惨
憎
た
る
窮
状
と
い

え
よ
う
。
本
図
が
描
か
れ
た
の
は
こ
れ
よ
り
二
年
後
の
こ
と
で
、
辛
う
じ
て
残
っ

て
い
る
状
態
を
忠
実
に
描
き
止
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
画
像
の
顔
貌
は
か
な
り
平
面
的
と
い
え
る
が
、
彩
色
は
朱
（
ま
た
は
茶

系
の
顔
料
）
と
胡
粉
の
混
用
に
よ
っ
て
肌
色
と
明
暗
を
巧
み
に
表
出
す
る
。
二

色
は
澤
然
と
混
ざ
り
あ
い
、
上
下
関
係
の
判
別
が
難
し
い
が
、
胡
粉
の
状
況
か

ら
推
し
て
お
そ
ら
く
裏
彩
色
か
と
み
ら
れ
、
表
か
ら
朱
を
濃
淡
の
変
化
を
自
在

に
活
か
し
て
、
ぼ
か
し
を
入
念
に
加
え
な
が
ら
、
陰
影
表
現
が
果
た
さ
れ
て
い

る
。
先
の
尖
っ
た
高
い
鼻
、
大
き
く
膨
ら
ん
だ
耳
果
、
そ
の
下
に
異
常
に
張
っ

四
四

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

た
下
顎
（
俗
に
え
ら
）
、
そ
し
て
歯
を
見
せ
、
目
を
据
え
て
前
方
を
見
つ
め
る
相

貌
は
、
何
か
動
物
的
で
異
様
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。

　
さ
て
大
田
南
畝
の
肖
像
を
描
い
た
も
の
に
は
、
他
に
「
近
世
名
家
肖
像
図
巻
」

　
　
　
　
　
　
＾
9
）

（
東
京
国
立
博
物
館
）
中
の
一
図
が
遺
る
。
巻
頭
に
添
え
ら
れ
た
小
杉
橿
邨
〈
一

八
三
四
－
一
九
一
四
〉
の
識
語
（
何
に
基
づ
い
た
か
不
明
で
あ
る
が
）
に
よ
る

と
、
松
平
定
信
（
楽
翁
公
）
が
、
自
ら
知
己
の
あ
っ
た
当
時
の
文
化
人
、
名
士

等
四
十
六
名
の
肖
像
を
谷
文
晃
に
描
か
せ
た
と
さ
れ
、
各
図
は
い
ず
れ
も
著
色

の
半
身
像
で
あ
る
。
南
畝
像
【
図
4
】
は
か
な
り
横
顔
に
近
い
せ
い
も
あ
る
が
、

鼻
が
頬
の
輸
郭
か
ら
飛
び
出
し
、
こ
こ
で
も
鼻
の
高
さ
が
目
立
つ
。
鼻
や
頭
の

形
か
ら
栄
之
画
の
像
主
と
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
は
納
得
で
き
る
。
し
か
し
表

現
形
式
は
大
き
く
異
な
り
、
一
方
が
真
横
か
ら
と
ら
え
た
断
面
図
的
な
平
面
性

を
強
調
す
る
の
に
対
し
、
こ
れ
は
両
眼
を
見
せ
る
斜
め
の
ポ
ー
ズ
で
立
体
感
、

現
実
感
が
は
る
か
に
強
い
。
像
の
印
象
も
、
一
方
が
譜
虐
味
の
あ
る
異
様
な
雰

囲
気
を
た
た
え
る
の
に
比
べ
、
本
図
は
大
き
く
見
開
い
た
目
や
、
半
開
き
の
口

元
な
ど
に
、
平
生
の
自
然
な
姿
を
写
し
た
実
人
性
が
あ
り
、
し
か
も
老
い
て
も

毅
然
と
し
た
顔
に
は
、
あ
る
程
度
の
理
想
化
が
求
め
ら
れ
る
肖
像
画
と
し
て
相

応
し
い
も
の
と
理
解
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
図
巻
の
諸
像
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
像
主
に
関
す
る
簡
単
な
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

記
を
書
い
た
題
菱
が
付
さ
れ
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
注
記
の
内
容
か
ら
、
題
菱

が
書
か
れ
た
の
は
天
保
二
年
（
一
八
＝
二
）
、
定
信
の
没
し
た
二
年
後
の
こ
と
で

あ
る
。
恐
ら
く
各
像
主
の
顔
を
熟
知
し
て
い
た
定
信
と
は
違
い
、
親
交
の
薄
い

次
の
図
巻
の
継
承
者
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
か
と
案
じ
ら
れ
る
。
南
畝
像
に



付
さ
れ
た
題
菱
【
図
5
】
の
記
述
は

　
　
太
田
直
次
郎
　
四
方
赤
良
南
畝
蜀
山
人
　
江
戸
之
人
文
化
五
壬
午
六
士
二

　
　
才
寿
像

と
あ
り
、
描
か
れ
た
年
が
明
記
さ
れ
、
貴
重
な
情
報
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
そ
の
記
述
の
内
容
に
は
矛
盾
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
判

断
に
迷
う
。
ま
ず
文
化
五
年
の
干
支
は
壬
午
で
は
な
い
し
、
ま
た
年
齢
も
六
十

三
で
は
な
く
、
六
十
才
で
あ
る
。
い
ま
仮
に
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
（
年
、
干
支
、

年
齢
）
の
い
ず
れ
か
を
肯
定
し
た
場
合
（
太
字
で
示
す
）
、
次
の
よ
う
に
整
理
さ

れ
る
。

　
〔
A
〕
文
化
五
年
一
一
八
○
八
一
戊
辰
　
六
〇
才

　
〔
B
〕
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
　
辛
未
　
六
三
才

　
　
　
　
※
こ
の
問
　
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
　
六
六
才
　
栄
之
筆
画
像

　
〔
C
〕
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
　
壬
午
　
七
四
才

三
つ
の
ケ
ー
ス
は
一
つ
と
し
て
他
の
も
の
と
条
件
が
重
な
ら
な
い
し
、
辻
棲
の

合
う
こ
と
も
な
い
。
思
う
に
名
前
の
「
大
田
」
も
「
太
田
」
と
書
き
誤
っ
て
い

　
　
　
　
　
＾
n
）

る
ほ
ど
だ
か
ら
、
勘
違
い
、
書
き
違
い
も
か
な
り
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
し
か
し
三
ケ
ー
ス
（
九
条
件
）
が
こ
と
ご
と
く
で
た
ら
め
と
も
考
え

ら
れ
ず
、
常
識
的
に
い
ず
れ
か
一
つ
は
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ

て
一
体
ど
れ
を
と
る
か
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
や
は
り
参
考
と
な
る
の
は
栄
之

の
画
像
と
の
比
較
で
あ
る
。

　
像
主
の
風
貌
の
印
象
か
ら
し
て
、
文
化
十
一
年
、
六
十
六
才
の
一
見
自
堕
落

な
老
態
よ
り
、
き
ち
ん
と
し
た
身
な
り
で
顔
付
に
も
張
り
の
あ
る
「
名
家
肖
像

日
本
の
肖
像
画
に
お
け
る
横
顔
（
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
）

図
巻
」
の
方
が
早
い
時
期
の
像
と
み
る
の
が
（
A
，
B
の
ケ
ー
ス
）
、
や
は
り
常

識
的
で
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
二
つ
の
画
像
を
じ
っ
く
り
見
比
べ
る
と
必
ず

し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
大
き
な
根
拠
は
歯
の
描
写
で
あ
る
。
栄
之
の

六
十
六
才
像
で
は
辛
う
じ
て
残
る
上
の
二
本
が
き
ち
ん
と
描
き
止
め
ら
れ
る
が
、

図
巻
の
像
で
は
半
開
き
の
口
中
か
ら
一
切
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
【
図
6
】

八
年
の
問
に
す
っ
か
り
抜
け
落
ち
た
可
能
性
が
あ
る
。
一
あ
る
い
は
隠
れ
た
奥
歯

が
残
っ
て
い
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
少
な
く
と
も
六
十
六
才
像
の
同
じ
場
所
に

あ
っ
た
歯
は
欠
し
て
い
る
。
一
ま
た
後
頭
部
の
髪
も
ほ
ぼ
形
は
同
じ
で
あ
る
が
、

図
巻
の
像
に
は
か
な
り
の
白
髪
が
侵
蝕
し
て
い
る
の
が
う
か
が
え
る
。
二
図
の

相
貌
か
ら
推
す
と
、
や
は
り
図
巻
の
像
を
栄
之
画
像
の
後
に
置
く
の
が
順
当
と

み
た
い
。
す
な
わ
ち
干
支
の
「
壬
午
」
を
採
り
、
文
政
五
年
、
壬
午
の
年
、
七

十
四
才
の
と
き
（
C
の
ケ
ー
ス
）
、
商
畝
の
亡
く
な
る
前
年
の
寿
像
と
な
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

あ
る
。
そ
こ
で
想
像
を
邊
し
く
し
て
題
菱
の
「
文
化
五
」
は
「
文
政
五
」
の
書

き
誤
り
、
と
考
え
る
と
辻
棲
が
合
う
。
年
号
一
字
の
写
し
違
い
、
年
齢
の
計
算

違
い
は
多
々
あ
ろ
う
が
、
干
支
一
漢
字
二
文
字
）
を
書
き
違
え
る
可
能
性
は
あ

ま
り
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。

　
た
だ
こ
の
図
巻
に
関
し
て
は
、
文
晃
筆
の
伝
称
に
こ
れ
ま
で
も
か
な
り
の
疑

義
が
も
た
れ
、
厄
介
な
問
題
を
残
し
て
い
る
。
森
銑
三
氏
は
他
作
と
の
比
較
か

ら
「
文
晃
の
写
生
図
を
粉
本
と
し
て
そ
の
門
人
の
何
人
か
が
作
っ
た
」
と
推
察

　
＾
u
）

さ
れ
、
ま
た
上
野
憲
示
氏
も
「
文
晃
の
稿
本
等
を
土
台
に
し
、
文
晃
の
監
督
下

で
制
作
作
業
が
進
め
ら
れ
た
と
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
最
終
的
な
作
画
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
3
）

文
晃
自
身
の
筆
に
よ
る
も
の
で
な
い
」
と
考
察
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
ひ

一
四
五



と
口
に
何
才
時
の
寿
像
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
写
生
の
時
点
か
、
本
画
の
完
成

時
か
、
両
方
の
情
報
が
混
乱
す
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
、
今
後
こ
れ
ら
を
含
め
て

な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
ま
た
完
成
画
の
段
階
で
手
を
入
れ
、
そ
の
時
点
の

状
態
に
合
わ
せ
て
修
正
を
加
え
る
可
能
性
も
当
然
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
が
い

ず
れ
に
せ
よ
、
完
成
画
の
文
晃
直
筆
は
さ
て
お
き
、
図
巻
の
像
が
栄
之
筆
六
十

六
才
像
以
後
の
最
晩
年
の
姿
を
大
略
表
わ
し
て
い
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
だ
ろ

・
つ
。

　
彼
の
最
晩
年
の
動
向
を
伺
う
に
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
七
十
才
の
古
希

の
年
に
も
、
相
変
わ
ら
ず
歩
い
て
役
所
通
い
し
て
い
た
が
、
二
月
十
八
日
に
出

勤
の
途
中
に
こ
ろ
び
、
ま
た
八
月
十
日
に
は
吐
血
と
い
う
事
態
に
見
舞
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
4
〕

「
長
年
の
大
酒
の
た
め
の
胃
潰
瘍
で
あ
ろ
う
か
。
」
（
浜
田
義
一
郎
）
と
い
う
憂
慮

す
べ
き
健
康
状
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
文
政
五
年
、
七
十
四
才
で
は
元
気
を
と

り
戻
し
、
芝
居
や
花
見
に
出
か
け
る
ほ
ど
の
気
力
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
文
政

六
年
、
七
十
五
才
の
最
後
の
年
も
、
亡
く
な
る
三
日
前
の
四
月
四
日
に
愛
妾
を

伴
い
劇
場
（
市
村
座
）
に
出
か
け
、
翌
三
日
に
は
鮮
で
茶
漬
け
飯
を
食
す
る
な

ど
、
臨
終
の
直
前
ま
で
比
較
的
元
気
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
肖
像
画

一
修
正
、
加
筆
の
ケ
ー
ス
も
含
め
一
の
モ
デ
ル
に
も
耐
え
う
る
状
態
で
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。（

三
）

栄
之
の
南
畝
像
に
話
を
戻
そ
う
。
鳥
文
斎
栄
之
〈
一
七
五
六
…
一
八
二
九
〉

一
四
六

は
、
将
軍
直
参
の
旗
本
（
勘
定
奉
行
）
の
家
に
生
ま
れ
、
自
ら
も
家
督
を
継
ぐ

が
な
か
な
か
出
世
叶
わ
ず
、
む
し
ろ
華
や
か
な
町
人
文
化
の
世
界
に
憧
れ
、
三

十
才
前
後
で
浮
世
絵
師
に
転
身
す
る
。
烏
居
清
長
の
系
統
を
引
き
長
身
の
美
人

画
に
本
領
を
発
揮
す
る
が
、
四
十
代
半
ば
か
ら
肉
筆
画
に
専
念
す
る
。
得
意
な

美
人
画
な
ら
ぬ
老
態
の
甫
畝
像
を
描
い
た
の
は
五
十
九
才
の
と
き
で
あ
る
。
南

畝
の
方
が
七
才
年
上
で
あ
る
が
、
同
じ
く
幕
臣
の
身
な
が
ら
戯
作
や
狂
歌
な
ど

江
戸
の
大
衆
文
芸
の
世
界
に
活
躍
の
場
を
求
め
る
な
ど
、
と
も
に
共
感
す
る
と

こ
ろ
あ
っ
て
か
、
二
人
は
親
し
く
交
流
を
続
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
甫
畝
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
5
〕

賛
を
も
つ
画
の
中
で
は
栄
之
の
も
の
が
最
も
多
い
と
さ
れ
る
。

　
さ
て
本
図
の
上
約
半
分
を
占
め
る
南
畝
の
自
賛
【
図
7
】
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
天
明
の
四
方
赤
良

　
　
　
　
　
文
化
の
蜀
山
人

　
　
鏡
に
て
見
し
り
こ
し
な
る
此
親
父

　
　
お
め
に
か
・
る
も
久
し
ふ
り
な
り

　
　
年
も
は
や
す
て
に
日
本
の
國
の
数

　
　
な
を
萬
國
の
圖
を
や
ひ
ら
か
む

　
　
　
　
　
　
甲
戌
秋
日
書
干
纏
林
楼
申

賛
の
内
容
は
、
は
じ
め
に
「
天
明
年
問
の
四
方
赤
良
、
文
化
年
問
の
蜀
山
人
」

と
二
つ
の
号
を
も
っ
て
ま
ず
自
ら
を
名
乗
り
、
二
首
の
歌
を
書
し
て
い
る
。
一

首
目
は
「
鏡
で
見
知
り
越
し
の
（
以
前
か
ら
見
知
っ
て
い
る
）
こ
の
親
父
で
あ

る
が
、
（
最
近
は
鏡
か
ら
も
遠
ざ
か
り
）
こ
の
画
像
で
久
し
ぶ
り
に
お
目
に
か



か
っ
た
。
」
と
目
の
前
に
置
か
れ
た
自
ら
の
絵
姿
に
接
し
た
心
境
を
語
っ
て
い
る
。

二
首
目
は
「
歳
も
は
や
日
本
の
国
の
数
（
六
十
六
）
…
…
」
と
老
齢
に
達
し
た

わ
が
身
を
自
認
す
る
。
な
お
年
紀
の
「
甲
戌
」
は
文
化
十
一
年
に
あ
た
り
、
南

畝
六
十
六
歳
の
着
賛
と
わ
か
る
。
ま
た
小
林
忠
氏
に
よ
る
と
、
「
維
林
楼
」
は
孔

子
が
遊
ん
だ
維
帷
の
林
に
因
ん
で
南
畝
が
名
づ
け
た
駿
河
台
淡
路
坂
の
新
居
で
、

彼
が
こ
こ
に
移
っ
た
の
は
文
化
七
年
の
こ
と
。
転
居
二
年
後
に
本
図
の
賛
が
得

ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
の
年
の
秋
七
月
が
南
畝
の
仕
官
五
十
年
目
に
あ

た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
記
念
し
て
か
ね
て
よ
り
見
知
る
仲
の
栄
之
に
依
頼
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
帖
）

た
寿
像
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
賛
の
一
首
目
の
歌
「
鏡
に
て
…
…
」
に
関
し
て
は
、
天
明
五
年
（
一
七

八
五
）
刊
の
『
徳
和
歌
後
萬
載
集
』
巻
十
二
に
、
「
阿
那
可
師
古
　
わ
か
す
か
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
f
）

を
ゑ
か
・
し
め
て
歌
を
こ
ひ
け
れ
は
」
と
題
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
三
十
代

の
こ
ろ
か
ら
自
身
の
肖
像
画
を
描
か
せ
て
お
り
、
ま
た
同
様
の
賛
歌
を
記
し
て

嚢
、
竃
．
、
一
、
一
、
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
苗
　
　
、
一
一
榔
誰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＃
㌔
、
一
　
＾

　
　
　
　
籔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
丈
さ

　
　
　
　
　
之
以
）
亨
幸
ム
　
　
　
　
　
　
罐

　
　
　
　
　
ノ
ζ
、
篶
ζ
丁
4
　
　
　
　
　
　
　
劇

苧
喜
ξ
7
言
ジ
妻
　
　
　
　
蹴

　
雲
ノ
、
い
、
ノ
与
ぺ
之
1
－
－
↓
」
ち
「
一
　
　
　
　
　
　
　
吠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
筆

　
」
、
予
．
、
｛
－
∵
モ
一
－
∴
象
o
側
◎
灸
　
　
　
　
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
栄

　
ふ
㌻
ソ
ポ
⑱
9
舟
、
へ
　
7
，
亥
r

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7

サ
表
亨
↓
、
．
頓
ギ
法
中
峠
，

日
本
の
肖
像
画
に
お
け
る
横
顔
（
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
）

鉦

い
る
点
も
興
味
深
い
。
三
十
年
近
く
後
の
栄
之
の
画
像
に
も
こ
れ
が
再
用
さ
れ

た
わ
け
だ
が
、
本
歌
の
「
わ
か
す
か
た
（
我
が
姿
一
」
の
箇
所
を
、
こ
ち
ら
で
は

「
此
親
父
」
に
替
え
て
い
る
。
こ
の
方
が
第
三
者
的
で
自
ら
を
冷
や
や
か
に
眺
め

て
い
る
よ
う
で
、
い
か
に
も
晩
年
の
南
畝
ら
し
い
皮
肉
な
一
面
が
よ
く
表
出
さ

れ
魅
力
的
だ
。

　
南
畝
の
こ
の
画
像
の
風
貌
や
、
こ
れ
が
描
か
れ
る
晩
年
の
状
況
に
つ
い
て
は

す
で
に
述
べ
た
。
と
く
に
歯
こ
ぼ
れ
や
、
頭
の
白
髪
化
、
髪
の
後
退
は
、
彼
に

老
境
の
訪
れ
を
意
識
さ
せ
、
お
そ
ら
く
心
許
な
い
、
嘆
か
わ
し
い
心
境
で
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。
自
ら
の
容
貌
に
も
自
信
を
失
い
、
鏡
を
手
に
す
る
こ
と
も
殆

ど
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
三
十
代
の
画
賛
で
も
、
「
お
目
に
か
か
る
も
久

し
ぶ
り
な
り
」
と
云
っ
て
い
る
か
ら
、
自
分
の
顔
を
し
ば
ら
く
見
な
い
の
は
、

必
ず
し
も
老
境
と
は
関
係
な
い
と
い
え
る
。
し
か
し
同
じ
文
言
で
も
こ
の
場
合

は
や
は
り
「
最
近
は
鏡
を
見
る
気
も
な
い
の
で
」
と
意
を
補
っ
て
、
い
み
じ
く

も
自
ら
の
心
境
を
吐
露
し
た
も
の
と
解
し
た
い
。

　
し
か
し
ま
た
こ
こ
で
引
き
下
が
ら
な
い
と
こ
ろ
に
彼
の
意
地
っ
張
り
の
本
領

が
う
か
が
え
る
。
白
ら
の
衰
態
の
様
を
飾
ら
ぬ
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
、
記
念
的

寿
像
と
し
て
栄
之
に
描
き
止
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
よ
り
肉

体
的
弱
点
を
さ
ら
け
出
す
側
面
描
写
で
。
そ
れ
は
猫
背
、
受
け
口
、
先
端
を
赤

く
染
め
た
と
ん
が
り
鼻
、
と
滑
稽
、
無
骨
な
相
貌
を
容
赦
な
く
写
し
出
す
結
果

に
繋
が
る
の
だ
。

　
こ
の
こ
と
は
平
安
後
期
の
能
書
家
と
し
て
高
名
な
小
野
道
風
の
画
像
に
類
似

の
好
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
衛
家
に
伝
わ
り
、
現
在
宮
内
庁
に
蔵
さ
れ

一
四
七



る
こ
の
一
幅
【
図
8
】
は
、
道
風
の
在
世
時
代
よ
り
約
三
世
紀
後
の
、
鎌
倉
時

代
（
十
三
世
紀
）
に
作
ら
れ
た
と
み
ら
れ
、
ま
た
道
風
に
ま
つ
わ
る
後
世
の
説

話
に
題
材
を
求
め
て
成
立
し
た
も
の
で
、
本
来
の
意
味
で
の
肖
像
画
と
し
て
は

扱
え
な
い
が
、
南
畝
像
の
像
容
を
考
え
る
上
で
は
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。
右
膝

を
た
て
、
筆
を
執
っ
て
料
紙
に
向
か
う
道
風
を
真
横
か
ら
描
い
た
側
面
の
全
身

像
で
あ
る
が
、
そ
の
異
様
な
風
貌
か
ら
は
お
よ
そ
和
様
書
の
創
始
者
と
し
て
崇

め
ら
れ
た
書
聖
の
面
影
は
な
い
。
こ
れ
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
『
古

今
著
聞
集
』
（
巻
七
、
能
書
第
八
）
に
収
め
ら
れ
る
逸
話
と
の
関
連
に
よ
っ
て
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
道
風
が
弘
法
大
師
空
海
の
書
額
を
廟
っ
た
た

め
、
晩
年
に
な
っ
て
中
風
に
か
か
り
、
字
が
ま
と
も
に
書
け
な
く
な
っ
た
、
と

の
話
に
基
づ
き
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
正
坐
も
ま
ま
な
ら
ず
、
片
膝
を
立

　　　　　㍉∵　・。j・蒐ポ
　　　　　　　｝キ　　土
　　　　　　　守　　　　　山
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一
四
八

て
て
腰
を
浮
か
し
、
顔
は
目
も
定
ま
ら
ず
、
口
を
開
け
て
必
死
に
揮
毫
に
努
め

る
書
家
の
病
ん
だ
惨
め
な
姿
は
、
側
面
像
ゆ
え
に
、
一
層
そ
の
異
形
が
露
骨
に

浮
き
彫
り
さ
れ
て
い
て
気
の
毒
で
も
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
効
果
的
と
い
え
る
。

道
風
は
平
安
中
期
の
高
名
な
能
書
家
で
あ
る
が
、
や
は
り
平
安
初
期
の
名
筆
と

調
わ
れ
、
わ
が
国
真
言
密
教
の
開
祖
と
崇
め
ら
れ
た
弘
法
大
師
を
廟
っ
た
罰
当

た
り
の
姿
を
意
図
し
て
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
異
色
な
画
像
が
生
ま
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
南
畝
像
で
あ
る
が
、
七
十
四
才
の
シ
ャ
ン
と
し
た
最
晩
年
像
（
名
家
肖

像
図
巻
）
よ
り
、
若
い
は
ず
の
六
十
六
才
像
（
栄
之
画
）
の
方
が
老
い
さ
ら
ば

え
た
風
貌
を
漂
わ
せ
る
の
は
、
前
者
が
早
い
時
期
の
ス
ケ
ッ
チ
を
も
と
に
し
、

歯
や
髪
な
ど
に
修
正
を
加
え
つ
つ
も
、
肖
像
画
と
し
て
多
少
よ
そ
い
き
の
顔
に

美
化
、
理
想
化
し
整
合
さ
せ
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
に
も
よ
ろ
う
。
そ
し
て
他

方
の
六
十
六
才
像
が
普
段
の
気
取
ら
ぬ
有
様
で
描
い
た
う
え
、
さ
ら
に
自
ら
の

老
態
を
強
調
せ
し
め
た
こ
と
に
よ
る
逆
転
現
象
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
解
し
た

い
。
側
面
描
写
が
敢
え
て
採
ら
れ
た
の
も
、
お
そ
ら
く
像
主
自
身
の
強
い
希
望

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
こ
に
は
南
畝
の
自
廟
、
居
直
り
と
も
思
え
る

頑
固
で
皮
肉
な
自
意
識
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
四
）

　
南
畝
の
人
物
や
文
学
を
説
い
た
論
評
に
、
し
ば
し
ば
「
雅
俗
」
と
か
「
自
廟
」

と
い
う
語
を
目
に
す
る
。
二
つ
は
一
見
別
個
の
よ
う
で
あ
る
が
、
彼
の
場
合
、



因
果
的
に
深
い
所
で
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
間
だ
れ
し
も
表
裏

二
面
を
も
ち
、
あ
る
い
は
理
想
と
現
実
の
狭
問
で
悩
む
こ
と
は
多
い
。
南
畝
の

場
合
、
雅
と
俗
と
は
そ
の
ま
ま
文
人
と
し
て
の
高
蓬
な
理
想
へ
の
研
鐙
と
、
仕

官
と
い
う
実
生
活
を
営
む
手
段
と
で
あ
り
、
ま
た
崇
高
な
漢
詩
の
世
界
と
戯
作
、

狂
歌
な
ど
の
通
俗
な
大
衆
文
芸
に
置
き
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
も
っ
と
本
質

的
に
彼
自
信
の
清
廉
、
実
直
な
性
格
と
浮
世
を
心
底
楽
し
む
楽
観
的
態
度
と
も

い
え
よ
う
。
彼
は
苦
悩
し
な
が
ら
も
両
者
を
併
せ
立
て
る
以
外
に
な
く
、
二
つ

を
強
い
意
識
の
も
と
に
両
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
平
衡
を
保
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

　
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
背
反
す
る
二
つ
の
理
念
を
彼
は
手
放
す
こ
と

は
な
か
っ
た
ろ
う
し
、
む
し
ろ
両
者
を
バ
ネ
の
よ
う
に
働
か
せ
振
幅
さ
せ
る
こ

と
で
均
衡
を
得
る
と
い
う
、
し
た
た
か
な
境
地
を
生
み
出
し
た
。
こ
と
に
雅
に

対
し
て
は
つ
ね
に
憧
れ
の
念
を
強
く
抱
き
、
し
か
し
そ
れ
を
達
成
で
き
ぬ
焦
燥

に
よ
っ
て
自
ら
を
絶
望
の
縁
に
追
い
込
む
こ
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
白
身
を
廟
笑

し
、
そ
し
て
肯
定
す
る
と
い
う
形
に
昇
華
さ
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
彼

に
と
っ
て
、
雅
と
俗
と
は
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
ぬ
不
可
欠
の
要
素
で
あ
り
、

そ
れ
が
た
め
に
自
廟
、
自
虐
は
彼
の
人
問
性
を
支
え
る
重
要
な
糧
で
あ
っ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
南
畝
自
身
の
心
の
中
に
強
い
雅
俗
意
識
と
い
う
も
の
は
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
。
池
沢
一
郎
氏
も
そ
う
し
た
問
題
を
掘
り
下
げ
、
「
南
畝
の
中
に
雅
と
俗

と
い
う
規
範
意
識
は
確
か
に
存
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
さ
か
し
ら
に
そ
の
区
分
に

こ
だ
わ
っ
て
彼
の
文
毛
を
偏
頗
に
論
じ
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
雅
と
俗
と
に
相

日
本
の
肖
像
画
に
お
け
る
横
顔
（
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
）

渉
っ
た
そ
の
真
姿
を
見
誤
ら
せ
る
。
」
と
警
告
し
つ
つ
、
南
畝
が
正
格
の
漢
詩
文

で
常
用
す
る
故
事
や
発
想
が
、
戯
題
詩
ば
か
り
か
狂
詩
に
も
生
か
さ
れ
漢
詩
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
8
〕

狂
詩
・
狂
歌
と
が
同
じ
根
か
ら
発
し
成
っ
て
い
る
例
を
挙
げ
て
説
い
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
「
太
田
南
畝
」
の
名
は
す
ぐ
に
狂
歌
を
違
想
さ
せ
る
が
、
こ
れ
は

実
は
彼
の
本
意
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
自
ら
を
潮
っ
て
、
「
歩
兵
還
有
禄
　
莫
笑

不
為
儒
」
（
笑
う
こ
と
莫
か
れ
　
儒
為
ら
ざ
る
を
）
（
『
南
畝
集
』
巻
七
）
、
あ
る

い
は
「
世
の
人
を
糞
の
如
く
に
見
下
し
て
　
屍
っ
ぴ
り
儒
者
と
身
は
な
り
に
け

り
。
」
（
『
品
題
群
議
』
）
と
漢
詩
や
狂
歌
に
そ
の
心
境
を
託
し
て
い
る
。
い
か
に

儒
を
重
ん
じ
、
納
得
の
い
く
ま
で
そ
れ
を
果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
い
、
自

戒
の
念
に
駆
ら
れ
て
い
た
か
が
う
か
え
る
。
し
か
し
詰
ま
る
と
こ
ろ
森
銑
三
氏

が
説
く
よ
う
に
、
「
学
者
と
し
て
立
つ
に
は
、
南
畝
は
あ
ま
り
に
文
芸
方
面
の
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
）
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
）

能
を
持
ち
過
ぎ
て
ゐ
た
」
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
池
沢
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
、
「
南

畝
は
強
烈
な
隠
逸
志
向
を
有
し
な
が
ら
、
（
結
局
は
）
吏
隠
と
し
て
終
生
官
職
を

奉
じ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

　
　
吏
に
し
て
吏
な
ら
ず
、
隠
に
し
て
隠
な
ら
ず
、
朝
野
の
問
に
お
か
れ
ん
と

　
　
な
ら
ば
、
い
づ
こ
か
此
や
ま
の
手
に
し
か
ざ
ら
め
や
は
。
（
『
四
方
の
あ
か
』

　
　
「
山
手
閑
居
記
」
）

は
、
具
体
的
に
「
江
戸
城
の
問
近
に
居
を
構
え
る
で
も
な
く
、
僻
遠
の
地
に
住

ま
う
で
も
な
く
、
山
の
手
の
高
台
に
暮
ら
す
白
己
の
生
活
を
肯
定
す
る
も
の
で

　
（
2
1
）

あ
る
」
が
、
こ
れ
は
ど
つ
ち
つ
か
ず
の
自
己
矛
盾
を
両
立
さ
せ
る
と
い
う
、
彼

の
人
生
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
を
そ
の
ま
ま
示
す
も
の
と
い
え
る
。
が
そ
こ
に
は

つ
ね
に
吏
と
隠
の
狭
問
に
身
を
置
く
自
身
の
半
端
な
生
活
態
度
を
強
く
意
識
し

一
四
九



た
、
自
廟
の
念
が
う
か
が
え
る
よ
う
で
も
あ
る
。
南
畝
の
自
己
に
対
す
る
廟
笑
、

慨
嘆
は
多
方
面
に
わ
た
る
。
そ
れ
は
池
沢
氏
が
挙
げ
る
よ
う
に
「
酔
態
」
「
貧
賎
」

「
非
才
」
「
官
抗
」
「
老
衰
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
に
向
け
ら
れ
て
い
る
が
、
中

で
も
老
い
に
対
す
る
感
情
は
切
実
で
あ
る
。

　
　
莫
笑
老
来
衰
楓
甚
…
…
（
笑
う
莫
か
れ
、
老
来
、
衰
楓
甚
だ
し
き
を
…
…
）

　
　
（
『
南
畝
集
』
巻
十
六
）

＃
二
．
一

五
此

　　t
j

祭

榊、

然懲

・
少
一

　
　
　
　
　
　
、

券

リ
、

が

』
．

ぶ、

岬
一

．
｝

氏
、
バ
㍗
貯
菖
魑
り

9　司馬江漢筆「司馬無言辞世ノ語」（天理大学附属天理図書館）

一
五
〇

　
訪
れ
来
る
老
境
の
自
覚
を
、
し
か
し
「
笑
う
な
か
れ
」
と
ま
ず
他
人
の
廟
笑

を
制
し
お
き
、
漢
詩
を
も
っ
て
自
ら
の
廟
り
、
慨
嘆
の
中
に
包
み
込
む
。
そ
こ

に
は
彼
の
強
い
自
意
識
を
感
じ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
事
実
、
南
畝
の
詩
歌
に
は

自
我
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
場
合
が
多
々
あ
る
。
彼
の
「
自
廟
」
も
基
本
的
に
は

素
直
に
自
戒
、
自
虐
の
念
か
ら
発
し
た
も
の
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ

の
一
方
で
他
人
の
冷
笑
を
お
そ
れ
、
自
ら
が
先
ん
じ
て
こ
れ
を
封
じ
よ
う
と
の

意
図
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
栄
之
描
く
と
こ
ろ
の
南
畝
像
は
ま
さ
に

こ
う
し
た
彼
の
自
意
識
を
反
映
さ
せ
た
自
我
像
と
い
え
る
。
仕
官
五
十
年
の
節

目
に
あ
た
り
、
知
人
ら
と
宴
を
設
け
て
素
直
に
喜
び
祝
う
心
の
一
方
で
、
半
世

紀
に
わ
た
る
官
職
生
活
に
甘
ん
じ
た
我
が
身
を
冷
静
に
振
り
返
る
眼
。
こ
の
記

念
像
に
籠
め
ら
れ
た
南
畝
の
屈
折
し
た
複
雑
な
心
境
を
読
み
と
れ
る
と
し
た
ら
、

こ
の
絵
の
意
義
は
ま
す
ま
す
脹
も
う
。

　
南
畝
の
画
像
に
立
ち
戻
り
、
再
び
画
面
を
観
察
し
よ
う
。
側
面
か
ら
と
ら
え

た
顔
貌
は
、
胡
粉
の
裏
彩
色
の
面
に
表
か
ら
目
鼻
の
輪
郭
や
鍍
の
線
に
沿
っ
て

ぼ
か
し
を
施
し
、
あ
た
か
も
丹
念
な
仏
画
の
顔
の
造
り
を
連
想
さ
せ
る
。
し
か

し
正
面
向
き
の
尊
像
の
静
誰
な
趣
き
と
は
異
な
り
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
羅
漢
像

に
も
通
じ
る
よ
う
な
人
間
的
で
、
あ
る
種
の
俗
性
を
訴
え
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
顔

の
印
象
で
あ
る
。
か
な
り
強
め
の
濃
淡
の
陰
影
描
法
に
も
拘
わ
ら
ず
、
む
し
ろ

平
板
な
趣
き
が
強
い
の
は
、
や
は
り
側
面
描
写
の
所
以
で
あ
ろ
う
。
そ
の
平
面

性
と
像
主
の
癖
の
強
い
個
性
の
表
出
が
み
ご
と
な
融
合
を
見
せ
、
見
方
に
よ
っ

て
は
、
妖
怪
の
よ
う
な
怪
異
な
像
と
な
り
、
ま
た
可
笑
し
み
を
誘
う
カ
リ
カ
チ
ュ

ア
に
も
変
ず
る
。
南
畝
自
身
が
求
め
た
の
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
自
像
の
イ



メ
ー
ジ
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
に
違
わ
ず
応
じ
得
た
栄
之
の
画
技
が
こ
の
異
色

の
画
像
を
創
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
こ
の
画
像
の
成
立
に
は
、
先
に
挙
げ
た
南
畝
像
の
前
年
に
つ
く
り
、

配
ら
れ
た
司
馬
江
漢
の
自
画
像
版
画
【
図
9
】
な
ど
か
ら
形
体
的
発
想
を
得
た

可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
自
ら
の
死
亡
通
知
に
添
え
た
風
変
わ
り
な
側
面

像
は
、
南
畝
の
関
心
を
大
い
に
引
い
た
に
違
い
な
い
。
南
畝
は
江
漢
の
画
に
は

し
ば
し
ば
賛
を
書
し
て
い
た
か
ら
、
縁
浅
か
ら
ぬ
画
家
の
一
人
で
あ
っ
た
は
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
η
）

だ
。
成
瀬
不
二
雄
氏
の
論
考
に
よ
れ
ば
、
江
漢
の
肖
像
画
の
少
な
く
と
も
半
数

は
、
全
く
西
洋
画
法
を
用
い
ず
に
描
か
れ
て
い
る
と
さ
れ
、
確
か
に
描
線
主
体

の
伝
統
画
法
に
よ
る
作
例
は
意
外
に
多
い
。
こ
の
版
画
像
も
基
本
的
に
は
日
本

の
伝
統
的
描
線
画
法
に
な
る
が
、
そ
の
特
異
な
像
容
を
目
に
し
た
南
畝
が
強
い

刺
激
を
う
け
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
か
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
江
戸
後
期
、
と
く
に
十
九
世
紀
の
白
由
な
画
壇
の
傾
向
は
、
人
物

画
に
お
け
る
多
彩
な
視
点
を
解
放
し
た
。
こ
と
に
栄
之
よ
り
や
や
後
輩
に
あ
た

る
渡
辺
華
山
は
、
そ
れ
こ
そ
正
面
か
ら
側
面
に
至
る
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
の
顔

　
　
　
　
　
　
＾
2
3
）

貌
描
写
を
試
み
た
。
し
か
し
西
洋
画
風
を
覚
え
、
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
た
畢

山
ら
の
人
物
画
の
試
み
と
は
異
な
り
、
栄
之
の
画
像
は
道
風
像
や
江
漢
像
と
同

様
、
む
し
ろ
長
い
問
日
本
の
人
物
画
を
支
配
し
て
き
た
非
自
由
な
伝
統
的
視
点

に
こ
だ
わ
り
、
そ
れ
を
敢
え
て
採
り
入
れ
た
と
こ
ろ
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
。

　
本
来
的
に
み
て
、
横
顔
（
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
）
そ
の
も
の
が
、
必
ず
し
も
滑
稽

で
俗
な
顔
の
イ
メ
ー
ジ
に
直
結
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
西
洋
画
の
例
に
見

る
通
り
で
、
男
性
像
の
威
風
、
婦
人
像
の
気
品
を
表
わ
し
得
た
多
く
の
側
面
像

日
本
の
肖
像
画
に
お
け
る
横
顔
（
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
）

の
存
在
を
通
し
て
そ
れ
は
十
分
納
得
で
き
る
し
、
ま
た
わ
が
国
の
図
巻
等
に
見

る
列
像
、
群
像
中
の
公
卿
た
ち
の
横
顔
で
も
理
解
で
き
よ
う
。

　
肝
腎
な
の
は
、
斜
め
顔
に
馴
れ
親
し
ん
だ
わ
が
国
人
物
画
の
憤
習
が
、
横
顔

と
い
う
意
外
性
を
も
っ
た
顔
貌
描
写
に
、
特
異
、
卑
俗
、
滑
稽
な
ど
の
差
別
表

現
を
適
用
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
。
言
い
換
え
れ
ば
、
高
貴
、
美
貌
な
ど
の
イ

メ
ー
ジ
を
引
目
鉤
鼻
と
い
う
表
現
形
式
に
託
し
、
定
着
さ
せ
た
よ
う
な
約
束
ご

と
、
既
成
概
念
を
横
顔
に
も
与
え
、
伝
統
化
し
た
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

既
成
概
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
限
り
、
栄
之
の
南
畝
像
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
し
、

ま
た
わ
れ
わ
れ
も
そ
の
特
異
性
と
真
の
意
義
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
〈
注
〉

一
－
一
ル
イ
ス
．
フ
ロ
イ
ス
著
、
岡
田
章
雄
訳
注
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
と
日
本
文
化
』
（
岩
波

　
書
店
一
。

一
2
一
香
原
志
勢
『
顔
と
表
情
の
人
問
学
』
一
平
凡
社
一
。

（
3
一
拙
稿
「
引
目
鉤
鼻
考
　
　
顔
貌
の
美
醜
表
現
に
つ
い
て
－
」
一
『
早
稲
田
大
学
大
学
院

　
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
四
五
輯
・
第
三
分
冊
一
参
照
。

（
4
一
　
な
お
成
瀬
不
二
雄
氏
が
か
つ
て
『
國
華
』
誌
上
に
紹
介
さ
れ
た
秋
田
蘭
画
派
の
画
家
、

　
荻
津
勝
孝
筆
の
「
荻
津
勝
孝
夫
妻
像
」
対
幅
は
、
自
像
を
西
洋
一
陰
影
一
画
法
、
夫
人

　
を
日
本
の
伝
統
画
法
で
表
わ
し
た
珍
し
い
作
例
で
あ
る
が
、
と
く
に
夫
人
像
は
真
横
か

　
ら
描
い
た
立
像
で
注
目
を
要
す
る
。
こ
の
対
幅
は
孫
に
よ
る
画
中
の
書
き
込
み
か
ら
、

　
勝
孝
が
藩
の
「
天
流
兵
法
師
範
」
と
な
っ
た
寛
政
二
年
一
一
七
九
〇
一
以
後
の
作
と
わ

　
か
り
、
ま
た
夫
妻
の
容
貌
か
ら
か
な
り
の
晩
年
に
な
っ
て
か
ら
の
制
作
と
う
か
が
え
、

　
や
は
り
十
九
世
紀
初
め
頃
の
作
例
と
推
定
さ
れ
る
。
一
「
司
馬
江
漢
の
肖
像
画
制
作
を
中

　
心
と
し
て
　
　
西
洋
画
法
に
よ
る
肖
像
画
の
系
譜
　
　
」
『
國
華
」
一
一
七
〇
号
一
。

一
五
一



一
五
二

（
5
）76（

8
）

一
9
一

（
1
0
）

（
1
1
一

一
1
2
一

（
1
3
）
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1
8
一

　
浜
田
儀
一
郎
『
大
田
南
畝
』
一
吉
川
弘
文
館
一
に
よ
る
と
、
「
大
田
家
の
家
紋
は
芭
蕉

二
葉
と
い
う
抱
茗
荷
（
だ
き
み
ょ
う
が
一
に
似
た
家
紋
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
抱
茗

荷
は
花
を
向
か
い
合
わ
せ
に
描
い
た
も
の
で
、
本
画
像
の
そ
れ
も
よ
く
似
て
い
る
が
、

鳥
の
羽
の
組
み
合
わ
せ
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

　
玉
林
晴
朗
『
蜀
山
人
の
研
究
』
（
東
京
堂
出
版
一
「
大
田
南
畝
年
譜
」
。

　
『
大
田
南
畝
全
集
』
第
十
六
巻
一
岩
波
書
店
）
　
「
一
話
；
冒
　
補
遺
参
考
篇
」
三
く
南

畝
作
の
詩
歌
V
。

　
小
さ
い
方
の
歯
の
右
辺
は
一
見
、
彩
色
が
剥
落
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
拡
大

熟
視
す
る
と
、
歯
の
輸
郭
を
縁
ど
る
墨
線
の
跡
が
残
り
、
括
っ
て
完
結
し
て
い
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

　
絹
本
著
色
。
縦
二
七
・
八
セ
ン
チ
。
各
図
の
枠
の
寸
法
は
一
定
せ
ず
、
お
よ
そ
縦
二

四
セ
ン
チ
。
南
畝
像
の
図
は
縦
一
五
・
四
セ
ン
チ
、
横
二
四
・
三
セ
ン
チ
。

　
題
菱
は
か
つ
て
各
図
の
右
上
に
貼
ら
れ
て
あ
っ
た
が
、
現
在
は
巻
頭
に
続
く
部
分
に

移
し
て
元
の
順
序
通
り
に
貼
り
連
ね
ら
れ
て
い
る
。
現
在
の
各
図
の
右
上
に
は
新
た
に

こ
れ
を
写
し
た
墨
書
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
南
畝
の
先
祖
は
、
武
蔵
の
国
の
武
士
で
、
大
田
目
と
い
う
地
名
に
ち
な
ん
で
「
大
田
」

氏
と
称
し
た
か
ら
、
「
太
田
」
で
は
誤
り
。

　
森
銑
三
「
谷
文
晃
伝
の
研
究
」
1
－
1
4
　
『
日
本
美
術
協
会
報
告
』
2
8
－
μ
＾
『
森
銑

三
著
作
集
』
3
所
収
一
。

　
上
野
憲
示
「
伝
谷
文
晃
筆
『
近
世
名
家
肖
像
図
巻
』
に
つ
い
て
」
一
『
栃
木
県
立
美
術

館
紀
要
』
7
一
。

　
注
5
の
文
献
。

　
田
中
達
也
「
作
画
時
期
か
ら
遡
求
す
る
加
賛
時
期
の
問
題
　
　
あ
る
文
人
の
あ
そ
び

　
　
」
一
『
浮
世
絵
芸
術
』
一
〇
三
号
）
。

　
小
林
忠
『
肉
筆
浮
世
絵
大
観
』
第
二
巻
一
講
談
杜
）
「
蜀
山
人
肖
像
」
作
晶
解
説
。

　
岡
戸
敏
幸
　
特
別
展
図
録
『
肖
像
画
賛
　
　
人
の
す
が
た
　
人
の
こ
と
ば
ー
』
一
大

阪
市
立
美
術
館
一
「
蜀
山
人
像
」
作
晶
解
説
。

　
池
沢
一
郎
「
漢
詩
と
狂
詩
　
　
大
田
南
畝
の
雅
俗
意
識
」
（
『
國
文
学
』
第
四
四
巻
二

20 1923 22 21

号
）
。

　
森
銑
三
『
江
戸
時
代
の
人
々
」
「
大
田
南
畝
」
（
大
東
出
版
）
。

　
池
澤
一
郎
「
大
田
南
畝
に
お
け
る
『
吏
隠
」
の
意
義
」
（
『
近
代
文
芸
研
究
と
評
論
』

一
九
九
七
年
一
一
月
号
一
。

　
注
2
0
の
文
献
。

　
注
4
の
文
献
。

　
斜
面
像
の
角
度
も
多
彩
で
あ
る
が
、
正
面
像
に
も
市
河
米
庵
像
が
あ
り
、
ま
た
真
横

顔
の
ス
ケ
ッ
チ
（
例
え
ば
「
寓
絵
堂
日
録
」
中
の
男
性
の
顔
）
が
の
こ
る
の
で
側
面
の

肖
像
画
も
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
東
京
国
立
博
物
館
の
松
原
茂
氏
に
、

な
ど
で
多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

作
品
調
査
や
ご
教
示


