
｢
や
ま
と
絵
白
描
画
｣
　
の
特
質
と
展
開

は

じ

め

に

絵
画
は
一
般
的
に
み
て
'
人
が
眼
に
す
る
物
象
を
形
と
色
で
表
わ
し
､
画
面

に
反
映
さ
せ
る
造
形
手
段
と
い
え
る
｡
し
か
し
絵
画
の
世
界
に
は
必
ず
し
も
色

彩
を
伴
わ
な
い
､
し
か
も
輪
郭
線
主
体
の
単
色
絵
画
も
存
在
し
､
こ
の
方
は
形

の
表
現
に
主
眼
が
お
か
れ
'
云
っ
て
み
れ
ば
ま
ず
初
め
に
試
み
ら
れ
る
プ
リ
ミ

テ
ィ
ヴ
な
絵
画
形
式
と
い
え
よ
う
｡
も
ち
ろ
ん
東
洋
に
は
､
墨
の
複
雑
な
活
用

法
を
駆
使
し
て
対
象
の
形
体
ば
か
り
で
な
-
､
物
の
質
や
と
き
に
作
者
の
内
面

ま
で
も
表
現
し
得
る
水
墨
画
の
如
き
高
度
な
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
芸
術
の
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
し
か
し
こ
こ
で
は
あ
え
て
も
う
l
方
の
､
墨
の
描
線

を
主
軸
と
す
る
単
色
絵
画
に
関
心
を
注
ぎ
考
察
を
試
み
た
い
｡

中
国
･
日
本
に
お
け
る
｢
自
画
｣
'
｢
白
描
画
｣
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
ま
さ
に

そ
れ
で
'
若
色
画
と
は
ま
た
違
っ
た
簡
潔
'
明
断
､
あ
る
い
は
清
楚
な
趣
き
を

特
色
と
し
て
い
る
｡
輪
郭
線
な
ど
に
墓
の
黒
色
を
用
い
て
い
る
の
に
､
何
ゆ
え

｢
黒
画
｣
｢
黒
描
画
｣
と
呼
ば
な
い
の
か
｡
そ
れ
は
使
う
色
で
は
な
-
､
輪
郭
線

｢
や
ま
と
絵
白
描
画
｣
　
の
特
質
と
展
開

村
　
垂

寧

内
外
の
､
本
来
色
を
塗
る
べ
き
部
分
を
地
の
白
色
で
抽
象
的
に
表
わ
し
て
い
る

か
ら
で
あ
ろ
う
｡
が
､
一
方
で
｢
墨
画
｣
｢
墨
絵
｣
の
語
も
存
在
し
､
こ
の
方
は

輪
郭
線
な
ど
に
用
い
る
墨
の
働
き
を
重
視
し
た
用
語
で
あ
る
｡
こ
ち
ら
は
実
際

に
使
用
し
た
色
(
塞
)
に
意
味
が
置
か
れ
'
他
方
は
逆
に
彩
色
を
省
い
て
そ
の

色
を
暗
示
的
に
伝
え
る
手
法
を
重
視
し
た
語
と
い
え
る
｡

さ
て
1
口
に
自
画
'
白
描
画
と
い
っ
て
も
'
形
状
､
性
格
は
多
様
で
あ
っ
て
､

そ
れ
を
単
に
単
色
絵
画
の
も
と
に
一
括
し
て
扱
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡
こ
と

に
本
稿
で
取
-
上
げ
る
｢
や
ま
と
絵
白
描
画
｣
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
､
わ
が
国

で
成
立
し
た
絵
画
形
式
で
､
き
わ
め
て
独
創
的
な
世
界
を
も
つ
｡
そ
れ
は
平
安

つ

く

り

え

時
代
に
興
起
し
た
濃
彩
の
｢
作
絵
｣
と
は
対
極
的
な
絵
画
形
式
で
､
鎌
倉
時
代

(
十
三
世
紀
後
期
)
以
後
の
遺
品
が
か
な
-
伝
わ
っ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
そ
の
成

立
背
景
､
発
展
状
況
な
ど
を
考
察
し
､
何
故
こ
の
よ
う
な
形
式
が
生
ま
れ
､
享

受
さ
れ
た
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
｡

こ
れ
ま
で
自
画
､
白
描
画
に
関
す
る
研
究
は
か
な
-
行
な
わ
れ
て
き
た
｡
し

か
し
そ
れ
ら
を
概
観
す
る
と
､
中
国
絵
画
史
サ
イ
ド
か
ら
の
論
考
が
多
-
､
と

-
に
中
国
が
生
ん
だ
高
度
か
つ
代
表
的
な
絵
画
芸
術
と
も
い
う
べ
き
水
墨
画
の

<
I



成
立
過
程
､
あ
る
い
は
そ
の
特
質
を
論
じ
る
際
に
こ
れ
を
引
き
合
い
に
出
し
､

比
較
の
対
象
と
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
殆
ど
で
あ
っ
た
｡
す
な
わ
ち
水
墨
画
の
成
立

に
至
る
墨
画
表
現
の
一
発
展
段
階
と
し
て
捉
え
ら
れ
'
水
墨
画
理
解
に
格
好
の

有
効
手
段
と
し
て
そ
の
存
在
が
注
視
さ
れ
､
言
及
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
｡

ト
∵

矢
代
幸
雄
氏
は
､
そ
の
著
『
水
墨
画
』
の
中
で
､
｢
東
洋
絵
画
の
技
術
は
､
ま

ず
基
礎
的
輪
郭
部
の
墨
措
き
と
'
そ
の
上
に
加
え
た
墨
に
よ
る
濃
淡
明
暗
の
調

子
､
及
び
絵
具
に
よ
る
彩
色
､
と
に
分
離
し
､
墨
措
き
が
そ
の
ま
ま
発
達
し
て

は
じ
め
は
単
純
な
る
線
描
本
位
の
墨
画
-
自
画
を
な
し
､
そ
れ
が
次
第
に
水
墨

の
調
子
を
含
む
水
墨
画
と
い
う
形
式
に
進
化
し
た
｡
-
自
画
､
白
描
画
は
た
と

え
一
種
独
得
な
美
と
表
現
力
と
を
持
つ
と
は
い
え
､
そ
れ
は
墨
画
発
達
途
上
の

一
投
階
に
す
ぎ
な
い
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
ま
さ
に
水
墨
画
至
上
主
義
の
精
神
が

支
配
的
と
い
え
よ
う
｡

確
か
に
自
画
､
白
描
画
は
､
絵
の
具
に
よ
る
色
彩
を
捨
て
､
墨
に
よ
る
濃
淡

明
暗
の
調
子
を
も
備
え
ぬ
　
｢
単
純
な
る
線
描
本
位
の
塁
画
｣
　
で
あ
る
｡
し
か
し

水
墨
画
の
成
立
､
発
展
の
歴
史
に
殆
ど
無
関
係
で
､
自
己
完
結
を
果
し
た
わ
が

国
の
や
ま
と
絵
白
描
画
は
ま
た
別
の
側
面
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
｡
本
稿

で
は
あ
え
て
矢
代
氏
の
い
う
｢
一
種
独
得
な
美
と
表
現
力
｣
　
に
着
目
し
つ
つ
'

｢
や
ま
と
絵
白
描
画
｣
　
の
特
質
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡

(
一
)
　
自
画
'
自
描
画

:q:

米
滞
嘉
国
氏
の
論
考
｢
自
描
画
か
ら
水
墨
画
へ
の
展
開
-
中
国
の
場
合
-
｣

八
二

に
よ
れ
ば
､
｢
自
画
｣
と
い
う
言
葉
は
唐
時
代
撰
述
の
画
史
､
画
伝
に
見
え
'
そ

れ
以
前
に
は
殆
ど
見
当
た
ら
な
い
の
で
'
唐
代
に
始
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
､
ま

た
　
｢
白
描
画
｣
　
の
語
は
元
代
以
降
に
用
い
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
'
と
さ
れ
て
い

る
｡
本
稿
で
は
中
国
の
場
合
､
主
に
唐
時
代
の
事
項
を
扱
う
の
で
便
宜
的
に
中

国
画
は
｢
自
画
｣
､
日
本
の
場
合
は
通
常
よ
-
使
わ
れ
､
親
し
ま
れ
て
い
る
｢
白

描
画
｣
　
の
語
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
｡

さ
て
米
揮
氏
は
先
の
論
考
で
　
｢
墨
線
で
括
っ
た
単
色
画
が
自
画
だ
と
す
れ
ば
､

そ
れ
は
二
つ
に
類
別
で
き
る
｣
と
さ
れ
る
｡
一
つ
は
粉
本
'
下
絵
､
素
描
の
類
｡

い
ず
れ
も
彩
色
仕
上
げ
を
果
た
さ
な
い
未
完
成
絵
画
で
あ
る
｡
他
は
彩
色
に
よ

る
仕
上
げ
を
必
要
と
し
な
い
t
と
い
う
よ
-
む
し
ろ
そ
れ
を
意
識
的
に
拒
否
し

た
絵
｡
そ
れ
自
身
完
結
し
た
絵
画
'
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡
本
稿
で
と
-
上
げ

る
　
｢
や
ま
と
絵
自
描
画
｣
は
､
い
う
ま
で
も
な
-
後
者
の
完
結
さ
れ
た
自
描
画

に
あ
た
る
｡
た
だ
一
般
的
に
考
え
た
場
合
､
自
画
'
自
描
画
は
色
を
脱
し
て
い

る
の
で
､
こ
れ
に
後
か
ら
加
彩
す
る
余
地
が
多
分
に
残
さ
れ
て
い
る
｡
中
国
に

お
け
る
自
画
の
歴
史
を
論
じ
る
に
欠
か
せ
ぬ
事
例
と
し
て
'
盛
唐
の
呉
道
子
の

作
画
が
再
三
と
-
上
げ
ら
れ
る
が
､
自
画
と
彩
色
の
関
係
を
考
え
る
上
で
も
注

目
す
べ
き
問
題
を
含
ん
で
い
る
｡
張
彦
遠
の
『
歴
代
名
画
記
』
｢
両
京
外
川
の
寺

て
き
え
ん

観
の
蓋
壁
を
記
す
｣
　
の
項
､
呉
道
子
の
弟
子
｢
選
淡
｣
　
の
条
に
は
､

呉
生
　
(
呉
道
子
)
　
は
画
-
毎
に
落
筆
す
れ
ば
便
ち
去
-
､
多
-
(
蛋
)
班

と
張
蔵
と
を
し
て
春
色
せ
し
む
｡

と
あ
-
､
彩
色
に
長
け
た
弟
子
た
ち
に
布
色
　
(
賦
色
)
　
を
任
せ
た
こ
と
を
知
る
｡

こ
の
場
合
'
呉
道
子
の
自
画
は
鈴
木
敬
氏
の
説
-
如
く
'
｢
必
ず
し
も
自
己
完
結



(
3
)

的
な
も
の
で
は
な
-
､
下
措
き
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
｣

も
の
で
'
し
か
も
下
図
と
彩
色
の
分
業
が
図
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
｡

が
そ
の
一
方
で
'
『
名
画
記
』
　
の
先
の
項
中
に
は

院
内
の
西
壁
に
は
呉
(
道
子
)
'
金
剛
(
経
)
家
を
画
-
'
工
人
色
を
成
し

て
損
ず
｡
(
長
安
･
浄
土
寺
の
条
)
　
と
か

仏
殿
内
の
東
･
西
壁
に
は
､
呉
神
(
道
子
)
'
鬼
を
画
-
｡
西
壁
は
工
人
布

色
し
て
損
ず
｡
-
殿
の
東
･
西
･
北
壁
に
は
並
び
に
呉
の
画
あ
-
｡
其
の

い
く
ば
く

東
壁
に
菩
薩
あ
り
､
眼
を
転
じ
て
人
を
視
る
｡
法
師
文
滅
､
何
も
な
-
'

工
人
を
し
て
春
色
せ
し
め
て
損
ぜ
-
｡
(
菩
提
寺
の
条
)

な
ど
の
記
事
が
見
ら
れ
､
自
画
と
し
て
完
成
後
､
彩
色
を
加
え
､
恐
ら
-
原
作

者
の
意
に
反
し
て
画
趣
を
損
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡
と
-
に
後
者

の
例
は
､
呉
道
子
の
制
作
時
よ
-
一
世
紀
近
い
後
の
晩
唐
の
一
僧
が
時
の
工
人

に
命
じ
て
彩
色
さ
せ
た
も
の
で
あ
-
､
(
呉
道
子
み
ず
か
ら
が
制
作
を
中
断
し

た
未
完
成
画
で
な
い
限
-
)
　
初
め
か
ら
自
画
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
｡

右
に
挙
げ
た
呉
道
子
自
画
の
二
例
､
す
な
わ
ち
下
措
き
と
し
て
の
自
画
と
完

成
画
と
し
て
の
自
画
が
､
は
た
し
て
実
質
的
に
ど
の
よ
う
に
違
っ
て
い
た
の
か
､

あ
る
い
は
殆
ど
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
作
品
が
伝
存
し
な
い
今
日
で
は

明
ら
か
に
し
難
い
｡
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
､
輪
郭
線
を
主
体
と
す
る
自
画
の

も
つ
性
格
と
し
て
､
そ
れ
が
彩
色
を
受
け
容
れ
や
す
い
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
容

易
に
想
像
で
き
る
｡
完
成
さ
れ
た
単
色
画
､
彩
色
を
待
つ
未
完
成
画
｡
自
画
が

抱
え
る
両
義
的
性
格
を
み
る
よ
う
で
あ
る
｡

｢
や
ま
と
絵
白
描
画
｣
　
の
特
質
と
展
開

こ
れ
に
類
す
る
例
を
､
日
本
の
白
描
画
の
遺
品
に
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
｡
京
都
･
御
影
堂
新
善
光
寺
に
伝
来
し
た
　
｢
一
遍
聖
絵
｣
十
二
巻
　
(
硯
前
田

育
徳
会
ほ
か
)
　
は
､
歓
善
光
寺
伝
来
の
法
眼
円
伊
筆
の
絵
巻
(
正
安
元
年
=
一

二
九
九
)
を
室
町
時
代
(
十
五
世
紀
末
-
十
六
世
紀
初
)
　
に
模
作
し
た
も
の
で

あ
る
が
､
前
半
の
六
巻
に
は
彩
色
が
施
さ
れ
､
残
-
の
後
半
六
巻
は
彩
色
が
省

か
れ
て
い
る
｡
こ
の
件
に
関
し
て
は
初
め
は
著
色
画
の
予
定
で
あ
っ
た
が
､
何

ら
か
の
事
情
で
途
中
で
後
半
巻
は
彩
色
が
中
断
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
一
方
､
白

描
絵
巻
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
が
､
そ
の
後
あ
る
時
期
に
前
半
の
み
に
彩
色
が

1
-
-
,

加
え
ら
れ
た
と
す
る
解
釈
が
で
き
､
に
わ
か
に
断
定
し
難
い
｡
二
説
が
可
能
で

あ
る
こ
と
自
体
､
白
描
画
が
ど
ち
ら
に
も
な
-
得
る
と
い
う
特
性
を
実
証
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
が
'
事
実
､
現
在
の
絵
巻
も
彩
色
巻
の
絵
に
違
和
感
は
な
-
､

他
方
､
後
半
の
巻
々
も
墨
画
と
し
て
十
分
鑑
賞
に
堪
え
得
る
も
の
と
い
え
る
｡

【
図
1
】

し
か
し
こ
う
し
た
整
っ
た
図
様
と
抑
揚
､
筆
勢
を
極
力
セ
ー
ブ
し
､
客
観
的

輪
郭
線
を
主
体
と
す
る
日
本
の
白
描
画
に
対
し
､
呉
道
子
の
自
画
は
　
｢
描
線
は

m

肥
痩
が
あ
-
､
速
度
が
速
-
し
か
も
も
の
の
量
感
ま
で
表
現
で
き
る
も
の
｣
　
で

あ
っ
た
｡
ま
た
米
揮
氏
は
｢
筆
線
が
自
由
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
'
言

い
換
え
る
と
輪
郭
線
以
上
の
表
現
機
能
を
も
と
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
'
彩
色

と
の
関
係
が
重
荷
と
な
っ
て
-
る
｡
そ
こ
で
彩
色
を
意
識
的
に
拒
否
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
､
本
格
的
な
自
画
が
成
立
す
る
｣
と
説
-
｡
ま
た
彩
色
画
に
は
見
ら

れ
な
い
　
｢
そ
の
草
々
と
し
て
意
を
経
ざ
る
処
｣
　
(
元
･
夏
文
彦
『
図
絵
宝
鑑
』
)

が
自
画
を
生
み
出
し
､
支
持
し
た
契
機
に
他
な
ら
な
い
､
と
も
述
べ
る
｡
そ
し

八
三



図1　-遍聖絵(御影堂新善光寺本)

八
四

て
そ
の
自
画
成
立
の
前
提
に
は
書
の
存
在
が
あ
-
'
｢
書
画
兼
善
｣
｢
書
画
一
致
｣

(
6
)

の
思
想
が
自
画
成
立
に
有
力
な
支
柱
と
な
っ
た
､
と
論
じ
て
い
る
｡
鈴
木
氏
も

｢
呉
道
玄
(
千
)
が
は
じ
め
書
を
学
び
､
飲
酒
の
の
ち
一
気
阿
成
に
仕
上
げ
た
自

画
は
狂
草
の
祖
張
旭
と
同
じ
よ
う
な
制
作
態
度
'
制
作
過
程
を
も
ち
､
そ
の
点
､

(
7
)

自
画
は
書
道
と
無
関
係
で
な
い
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
書
の
世
界
に
も

通
じ
る
､
形
似
よ
-
む
し
ろ
気
韻
を
重
ん
じ
る
墨
技
は
中
国
に
お
け
る
自
画
の

原
点
と
も
い
え
､
の
ち
に
水
墨
画
の
成
立
に
繋
が
っ
て
い
く
｡
そ
し
て
こ
の
個

性
的
で
表
意
的
な
筆
線
は
'
お
よ
そ
平
安
以
後
の
日
本
の
自
描
画
の
没
個
性
的

で
無
機
的
な
造
形
感
覚
と
は
本
質
的
に
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
｡

さ
て
日
本
の
自
描
画
､
と
-
わ
け
和
様
の
傾
向
が
強
い
｢
や
ま
と
絵
白
描
画
｣

に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
､
唐
風
需
要
期
-
著
し
い
唐
朝
文
化
の
影
響
下
に
あ
っ

た
奈
良
時
代
の
白
描
画
に
つ
い
て
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
｡
ま
ず
正
倉
院

に
伝
存
す
る
｢
墨
絵
仏
像
｣
(
麻
布
菩
薩
像
)
は
､
麻
布
の
上
に
力
強
い
筆
で
雲

上
に
坐
し
天
衣
を
翻
し
て
降
下
す
る
菩
薩
の
雄
淳
な
姿
を
措
い
た
一
作
で
あ
る
｡

線
描
に
は
濃
淡
､
肥
痩
､
強
弱
'
さ
ら
に
濠
み
を
も
ま
じ
え
'
粗
い
麻
地
に
対

抗
す
る
か
の
よ
う
に
墨
汁
を
た
っ
ぷ
-
含
ま
せ
､
涯
身
の
力
を
こ
め
て
一
気
珂

成
に
運
ん
だ
筆
が
豪
放
な
画
風
を
導
き
出
し
て
い
る
｡
作
画
に
関
わ
っ
た
画
者

の
問
題
は
と
も
か
-
､
呉
道
子
ら
の
唐
代
自
画
を
坊
沸
さ
せ
る
作
例
と
い
え
る
｡

同
じ
く
正
倉
院
の
　
｢
鳥
毛
立
女
図
｣
　
は
､
六
曲
1
隻
犀
風
の
各
扇
に
1
人
ず

つ
の
唐
婦
人
を
措
い
た
も
の
で
､
肉
身
や
衣
の
袖
裏
に
彩
色
が
施
さ
れ
､
他
の

部
分
に
は
も
と
は
鳥
の
羽
が
貼
ら
れ
て
い
た
と
い
う
｡
現
在
は
す
っ
か
-
剥
落



し
て
墓
の
線
が
露
わ
と
な
り
､
あ
た
か
も
白
描
状
態
を
呈
す
る
｡
そ
れ
を
見
る

と
人
物
や
表
文
は
淡
-
ゆ
っ
た
り
し
た
細
線
で
象
-
'
一
方
樹
石
に
は
濃
い
墓

飯
を
小
刻
み
に
用
い
る
が
'
全
体
に
下
措
き
的
な
白
描
の
様
相
を
見
せ
て
い
る
｡

麻
布
菩
薩
像
の
如
き
墨
線
そ
の
も
の
が
筆
勢
､
抑
揚
､
気
韻
に
富
ん
だ
完
結
さ

れ
た
自
描
画
と
､
本
犀
風
絵
の
彩
色
前
の
下
絵
的
な
塁
画
｡
こ
こ
で
も
二
種
の

白
描
形
式
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
｡

な
お
『
東
大
寺
献
物
帳
』
目
録
中
に
は
､
｢
素
画
夜
遊
犀
風
一
具
両
畳
十
二

扇
｣
　
の
記
事
が
見
え
'
唐
画
系
の
白
描
画
の
可
能
性
が
注
目
さ
れ
る
が
､
｢
素

'

-

蝣

'

"

-

'

/

画
｣
　
に
つ
い
て
は
別
の
解
釈
も
あ
-
､
こ
こ
で
は
指
摘
す
る
に
止
め
て
お
-
｡

い
ず
れ
に
し
て
も
'
こ
う
し
た
奈
良
時
代
の
唐
風
色
の
強
い
白
描
画
が
､
以

後
'
平
安
時
代
に
成
立
し
た
わ
が
国
の
絵
画
に
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
た
の

か
｡
少
な
-
と
も
麻
布
菩
薩
像
の
墨
画
表
現
は
､
和
様
絵
画
-
や
ま
と
絵
犀
風

や
絵
巻
等
に
は
継
承
さ
れ
て
い
な
い
｡
墨
線
そ
の
も
の
の
生
動
感
､
存
在
感
を

強
く
訴
え
た
完
成
画
と
し
て
の
白
描
表
現
と
い
う
意
味
で
は
､
例
え
ば
鳥
獣
戯

画
巻
の
抑
揚
-
筆
勢
､
濃
淡
､
肥
痩
､
澄
み
､
か
す
れ
な
ど
-
を
有
す
る
筆
技

が
こ
れ
に
近
い
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
｡
し
か
し
平
安
前
期
に
成
立
し
た

｢
や
ま
と
絵
白
描
画
｣
の
源
流
'
成
立
要
因
と
し
て
は
､
殆
ど
関
連
を
見
出
す
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡

(
二
)
　
｢
や
ま
と
絵
自
描
画
｣
　
の
成
立
背
景

そ
れ
で
は
平
安
時
代
に
興
起
し
た
こ
の
和
様
の
白
描
画
は
い
か
な
る
背
景
､

｢
や
ま
と
絵
白
描
画
｣
　
の
特
質
と
展
開

要
因
の
も
と
に
成
立
し
た
の
か
｡
｢
や
ま
と
絵
白
描
画
｣
の
語
で
ま
ず
想
起
さ
れ

る
の
は
へ
　
物
語
文
学
等
を
題
材
と
し
た
絵
巻
や
冊
子
本
の
絵
の
類
で
あ
ろ
う
｡

塁
の
描
線
が
主
体
で
あ
る
が
､
鳥
獣
戯
画
巻
の
よ
う
な
自
由
､
聞
達
な
抑
揚
に

富
ん
だ
筆
線
で
は
な
-
､
ま
し
て
や
唐
風
の
色
濃
い
麻
布
菩
薩
像
の
力
強
く
､

線
そ
の
も
の
が
個
性
､
存
在
感
を
主
張
す
る
よ
う
な
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
質

と
い
え
る
｡
む
し
ろ
そ
う
し
た
生
き
た
線
の
生
命
力
を
否
定
し
､
抑
制
し
っ
つ
'

無
機
的
で
静
誼
な
墨
技
に
独
自
の
美
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
種
の
自
描
画
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
現
わ
れ
た
の
か
｡
わ
が
国
固
有
の
題
材

を
措
い
た
墨
絵
(
白
描
画
)
　
の
古
い
文
献
例
と
し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
も
の
に
､

平
安
初
期
に
建
て
ら
れ
た
内
裏
清
涼
殿
の
　
｢
宇
治
網
代
｣
　
の
障
子
絵
が
あ
る
｡

し
か
し
こ
れ
は
大
画
面
の
障
子
絵
で
あ
-
､
し
か
も
名
所
絵
的
な
い
わ
ゆ
る
景

物
画
と
推
定
さ
れ
､
絵
巻
な
ど
の
物
語
絵
に
見
ら
れ
る
精
微
な
白
描
画
と
は
異

(
9
)

質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
｡
さ
ら
に
家
永
三
郎
氏
の
指
摘
に
よ

れ
ば
､
こ
の
網
代
図
は
当
初
か
ら
の
も
の
で
は
な
-
'
弘
仁
年
中
(
八
一
〇
～

二
三
)
　
に
作
ら
れ
た
荒
海
障
子
の
裏
面
に
後
か
ら
追
筆
し
た
の
で
は
な
い
か
､

と
の
疑
念
も
あ
り
､
吉
例
か
ら
外
し
て
お
-
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
｡
因
み
に
承

久
年
間
(
一
二
一
九
～
二
二
)
　
に
成
る
『
禁
秘
抄
』
　
に
は
網
代
図
の
記
載
が
あ

る
の
で
､
そ
れ
以
前
に
措
か
れ
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
｡

そ
こ
で
寛
弘
五
年
(
一
〇
〇
八
)
　
九
月
十
l
日
前
後
の
､
l
条
天
皇
の
皇
子

あ
つ
ひ
ら

(
敦
成
親
王
t
　
の
ち
の
後
丁
条
天
皇
)
生
誕
に
関
す
る
『
紫
式
部
日
記
』
の
記
事

は
注
目
さ
れ
る
｡
そ
こ
に
は
1
条
天
皇
の
中
宮
彰
子
に
女
房
と
し
て
仕
え
て
い

た
紫
式
部
自
ら
の
手
で
､
誕
生
前
後
の
様
子
が
詳
細
に
綴
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
｡

八
五



お
産
が
近
づ
-
と
慣
例
に
従
い
､
産
室
の
室
礼
は
白
一
色
と
な
-
､
す
な
わ
ち

御
帳
台
や
犀
風
'
厨
子
'
調
度
品
に
い
た
る
ま
で
白
色
の
も
の
に
替
え
､
ま
た

産
婦
　
(
中
富
)
　
や
お
付
き
の
女
房
た
ち
も
白
装
束
と
な
る
｡
こ
れ
は
出
産
に
伴

十

う
危
難
(
産
婦
や
新
生
児
の
衰
弱
や
死
)
を
避
け
る
た
め
物
の
怪
を
調
伏
し
､

ま
た
積
れ
を
清
め
る
た
め
で
も
あ
-
､
吉
時
を
卜
し
て
室
礼
を
白
尽
-
L
に
す

る
慣
わ
し
に
則
し
た
も
の
で
あ
る
｡
出
産
当
日
の
お
湯
殿
の
儀
の
件
り
に
は

よ
ろ
づ
の
物
の
-
ち
-
な
-
白
き
御
前
に
､
-
よ
き
墨
絵
に
､
髪
ど
も

お

を
生
ほ
し
た
る
や
う
に
見
ゆ
｡

∵
＼

と
あ
-
､
自
づ
-
め
の
背
景
に
艶
や
か
な
黒
髪
が
映
え
る
様
子
は
'
ま
る
で
墨

絵
の
画
面
の
趣
き
だ
と
述
懐
す
る
｡
ま
さ
に
白
描
物
語
絵
の
世
界
と
い
え
､
平

安
時
代
の
こ
の
種
の
作
例
は
の
こ
ら
な
い
が
､
例
え
ば
鎌
倉
時
代
の
　
｢
隆
房
卿

艶
詞
絵
巻
｣
　
【
図
2
】
　
や
｢
枕
草
子
絵
巻
｣
　
【
図
3
】
中
の
女
房
た
ち
が
集
う
室

内
場
面
が
努
駕
さ
れ
る
｡
こ
の
　
｢
墨
絵
｣
　
の
広
義
は
本
来
､
墨
で
措
い
た
絵
1

般
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
'
上
の
文
の
内
容
､
表
現
か
ら
'
こ
こ
で
は
　
｢
や
ま

と
絵
白
描
画
｣
な
い
し
｢
白
描
物
語
絵
｣
　
に
比
定
し
た
も
の
と
解
し
て
大
過
あ

る
ま
い
｡
揮
村
専
太
郎
氏
は
早
-
か
ら
こ
の
　
『
紫
式
部
日
記
』
　
の
文
例
に
着
目

L
t
｢
こ
の
『
墨
絵
』
こ
そ
､
後
世
の
水
墨
画
と
は
異
な
る
､
当
面
の
問
題
た
る

(
1
0
)

白
描
画
に
外
な
ら
な
い
｡
｣
と
説
い
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
少
-
と
も
こ
の
日
記
が

書
か
れ
た
十
1
世
紀
初
頭
に
は
､
の
ち
に
見
る
よ
う
な
｢
や
ま
と
絵
自
描
画
｣

が
成
立
､
鑑
賞
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

と
こ
ろ
で
こ
の
出
産
時
の
模
様
は
『
栄
華
物
語
』
｢
は
つ
は
な
｣
の
巻
に
も
期

せ
ず
し
て
同
様
の
記
事
が
載
る
｡

賓
　
　
t
i
s

図2　隆房卿艶詞絵巻

勺
.
一
.

枕草子絵巻図3



よ
ろ
づ
の
物
に
白
き
覆
ど
も
し
た
-
0
-
女
房
皆
白
き
装
束
ど
も
な
り
｡

-
白
装
束
ど
も
の
さ
ま
ざ
ま
な
る
は
､
た
だ
墨
絵
の
心
地
し
て
い
と
な
ま

め
か
し
｡
-

や
は
-
白
尽
-
し
の
室
内
の
模
様
が
墨
絵
の
よ
う
な
趣
き
で
　
｢
い
と
な
ま
め
か

し
｣
(
優
美
だ
)
と
歎
ず
る
｡
先
の
『
紫
式
部
日
記
』
の
記
述
と
殆
ど
同
じ
内
容
､

表
現
で
あ
る
が
､
ど
ち
ら
の
筆
者
も
白
一
色
の
重
礼
'
装
束
に
漆
黒
の
髪
､
と

(3)

い
う
情
景
に
強
い
印
象
を
受
け
止
め
て
い
る
｡
そ
し
て
そ
の
白
黒
の
世
界
の
情

景
を
語
る
に
'
二
書
と
も
墨
絵
の
画
面
に
喰
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
､
白
描

物
語
絵
が
す
で
に
当
時
の
画
壇
に
定
着
､
享
受
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る

も
の
と
考
え
て
よ
い
｡
さ
ら
に
そ
う
し
た
情
景
が
自
描
画
の
画
面
を
連
想
さ
せ

た
､
と
い
う
こ
と
は
逆
に
白
描
画
の
成
立
背
景
に
は
実
際
に
こ
の
よ
う
な
白
と

黒
の
モ
ノ
ト
ー
ン
の
現
実
空
間
､
そ
し
て
そ
の
観
察
体
験
が
大
き
-
働
い
て
い

た
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う
推
測
に
駆
ら
れ
る
｡

も
ち
ろ
ん
平
安
時
代
の
宮
廷
･
貴
族
邸
内
に
お
け
る
華
麗
な
色
彩
に
囲
ま
れ

こ
ま
く
ら
ペ

た
生
活
空
間
は
'
源
氏
物
語
絵
巻
や
鎌
倉
期
の
紫
式
部
日
記
絵
巻
､
駒
競
行
幸

絵
巻
な
ど
濃
彩
の
作
絵
の
画
面
か
ら
容
易
に
想
像
で
き
る
｡
晴
れ
の
行
事
や
嚢

の
日
常
生
活
空
間
を
華
や
か
な
色
彩
で
満
た
す
こ
と
に
､
彼
ら
が
い
か
に
意
を

か
さ
ね

傾
け
た
か
が
分
か
ろ
う
｡
室
内
の
建
具
や
調
度
品
'
衣
装
､
さ
ら
に
｢
襲
の
色

冒
(
重
色
目
)
｣
や
｢
打
出
し
｣
の
ご
と
き
演
出
ま
で
も
試
み
て
'
飾
る
こ
と
に

趣
向
を
こ
ら
す
｡
と
-
に
襲
ね
の
色
目
に
つ
い
て
は
　
｢
平
安
時
代
の
色
彩
は
色

目
と
称
さ
れ
､
中
期
以
降
､
驚
異
的
に
色
数
は
増
加
し
た
｡
-
　
聾
の
色
目
も

か
さ
ね
の
う
ち
ぎ

そ
の
頃
､
飛
躍
的
に
発
達
し
た
重
桂
と
い
う
着
装
法
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
｣
と

｢
や
ま
と
絵
白
描
画
｣
　
の
特
質
と
展
開

(2)
い
う
｡
『
栄
華
物
語
』
｢
若
ば
え
｣
　
の
巻
に
よ
る
と
､
皇
太
后
厨
子
(
藤
原
道
長

娘
)
　
の
大
饗
で
は
'
女
房
た
ち
の
装
束
が
三
色
の
も
の
各
五
枚
､
計
十
五
枚
も

の
桂
を
重
ね
る
肇
を
尽
-
し
､
さ
す
が
に
道
長
の
立
腹
を
買
っ
た
と
い
う
｡
こ

の
他
に
も
『
栄
華
物
語
』
　
に
は
彼
女
た
ち
の
服
飾
に
凝
ら
さ
れ
た
華
美
な
趣
向

の
例
は
か
な
り
指
摘
で
き
､
色
彩
に
対
す
る
過
剰
な
ま
で
の
意
識
が
う
か
が
え

る
｡
こ
う
し
た
'
き
ら
び
や
か
な
生
活
環
境
の
中
か
ら
'
生
ま
れ
る
べ
-
し
て

作
絵
は
生
ま
れ
､
発
展
し
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
平
安
貴
族
た
ち
が
殆
ど
見

慣
れ
た
寝
殿
造
-
内
の
現
実
空
間
を
作
絵
(
物
語
絵
)
　
の
画
面
に
再
現
し
た
も

の
と
も
い
っ
て
よ
い
｡

そ
の
一
方
で
､
彼
ら
は
誕
生
の
場
面
で
先
の
よ
う
な
白
尽
-
し
の
世
界
を
つ

に
び
い
ろ

-
-
出
し
､
体
験
す
る
｡
そ
し
て
ま
た
人
の
死
に
臨
ん
で
は
､
黒
と
鈍
色
(
薄

も
こ
ー
つ

墨
色
)
　
の
世
界
に
も
接
す
る
の
で
あ
る
｡
服
喪
の
間
は
御
簾
の
縁
や
帽
額
に
鈍

色
を
､
調
度
一
切
も
黒
ま
た
は
鈍
色
と
し
て
服
喪
中
の
重
礼
と
な
る
｡
家
人
は

喪
服
を
着
て
家
に
篭
る
が
'
そ
の
色
も
黒
ま
た
は
鈍
色
で
あ
る
｡
平
安
時
代
か

ら
死
者
と
の
親
･
疎
の
関
係
に
よ
-
黒
を
上
'
鈍
色
を
下
に
濃
か
ら
淡
へ
と
区

(S)

別
す
る
風
潮
が
お
こ
っ
た
｡

人
の
誕
生
と
死
､
そ
の
厳
粛
な
二
つ
の
大
事
の
場
を
平
安
貴
族
た
ち
は
白
と

黒
の
対
比
す
る
単
色
で
設
え
､
演
出
し
た
｡
そ
の
日
常
と
は
異
な
る
臨
時
の
空

間
-
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
世
界
は
､
彼
ら
の
視
覚
に
訴
え
'
強
烈
な
印
象
を
与
え

た
に
違
い
な
い
｡
そ
れ
ら
は
多
彩
色
の
華
美
と
は
ま
た
違
っ
た
別
趣
の
色
調
美

で
あ
っ
た
｡
『
紫
式
部
日
記
』
の
皇
子
誕
生
後
七
日
の
女
房
た
ち
の
舟
遊
び
の
場

面
で
は
､
｢
さ
ま
ざ
ま
な
色
の
衣
装
よ
-
も
､
み
な
白
1
色
の
装
束
の
ほ
う
が
姿

八
七



や
髪
が
は
っ
き
-
と
見
え
る
｣
と
､
単
純
明
断
な
色
合
い
を
賛
じ
て
い
る
｡
ま

た
同
じ
作
者
の
『
源
氏
物
語
』
｢
英
｣
帖
で
は
'
葵
の
上
を
亡
く
し
た
源
氏
の
喪

服
姿
を
｢
華
や
か
な
る
御
装
ひ
よ
-
も
､
な
ま
め
か
し
さ
ま
さ
-
た
ま
へ
-
｣

と
記
し
て
､
む
し
ろ
薄
墨
色
の
服
装
の
優
美
さ
を
称
え
て
い
る
｡
余
談
だ
が
､

こ
の
あ
と
　
｢
御
法
｣
　
の
段
で
紫
の
上
の
死
に
接
し
た
光
源
氏
は
､
葵
上
の
葬
送

の
時
よ
-
T
段
と
濃
い
鈍
色
の
服
装
で
弔
意
を
示
し
た
と
い
う
｡
な
お
古
代
に

遡
る
と
'
『
万
葉
集
』
に
大
伴
家
持
の
安
積
皇
子
へ
の
挽
歌
の
一
節
に
｢
自
た
へ

に
舎
人
よ
そ
ひ
て
｣
と
あ
-
､
白
が
喪
服
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
記
す
｡

白
も
ま
た
一
方
で
喪
の
標
L
に
も
な
-
得
た
の
で
あ
る
.

平
安
時
代
に
お
け
る
多
彩
に
飾
り
立
て
る
華
美
な
る
生
活
空
間
と
､
色
を
拒

否
し
て
厳
粛
'
清
楚
な
る
雰
囲
気
を
貴
ぶ
場
と
は
'
そ
の
ま
ま
作
絵
と
白
描
画

の
世
界
に
は
繋
が
ら
な
い
ま
で
も
､
そ
れ
ら
の
二
傾
向
の
絵
画
様
式
を
生
み
出

す
精
神
的
､
感
覚
的
基
盤
と
し
て
注
目
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
し

て
こ
の
作
絵
と
自
描
画
は
色
の
問
題
を
除
外
す
れ
ば
､
造
形
的
に
は
む
し
ろ
き

わ
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
る
｡
と
も
に
肥
痩
の
乏
し
い
精
微
な
輪
郭
描
線
と
抑

揚
の
な
い
均
質
な
墨
面
､
そ
れ
に
平
面
的
な
色
面
(
白
描
の
場
合
は
余
白
)
を

も
っ
て
'
よ
く
整
理
さ
れ
た
画
面
を
構
成
す
る
｡
建
築
の
屋
台
や
建
具
'
調
度
､

ま
た
人
物
な
ど
の
形
体
や
全
体
の
構
図
法
も
基
本
的
に
は
変
-
な
い
｡
つ
ま
-

端
的
に
い
え
ば
､
作
絵
か
ら
色
を
排
除
し
た
も
の
が
自
描
画
だ
と
み
れ
ば
よ
い
｡

ど
ち
ら
か
が
先
に
成
立
し
､
他
方
が
こ
れ
を
応
用
し
て
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
が
､
一
般
的
な
ケ
ー
ス
と
し
て
は
､
ま
ず
単
色
の
線
描
画
が
先
行
し
､
そ

れ
に
色
を
付
け
加
え
て
い
っ
て
彩
色
画
に
発
展
す
る
と
い
う
の
が
通
例
で
あ
ろ

＼
　
＼

i
Z
l
 
i
P

S
Bが

､
や
ま
と
絵
(
物
語
絵
)
　
の
場
合
は
む
し
ろ
逆
で
は
な
か
っ
た
か
｡
や
ま

と
絵
白
描
画
の
描
線
は
､
中
国
の
自
画
の
よ
う
な
即
興
的
で
筆
意
に
任
せ
た
筆

線
で
は
な
-
'
線
の
主
張
を
極
力
控
え
､
む
し
ろ
色
面
の
縁
ど
り
と
し
て
色
に

従
属
的
な
存
在
を
な
す
｡
ま
た
顔
貌
を
措
-
端
正
な
墨
線
は
､
精
微
で
'
周
到

な
作
絵
の
技
法
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
っ
た
と
み
た
い
｡
こ
の
よ

う
な
精
妙
で
'
完
成
度
の
高
い
単
色
画
が
い
き
な
-
先
行
し
て
生
ま
れ
た
と
は

考
え
難
い
の
で
あ
る
｡

一
方
､
単
一
的
で
平
板
な
墨
面
の
使
用
も
､
や
ま
と
絵
白
描
画
の
重
要
な
構

成
要
素
と
な
っ
て
い
る
｡
墨
と
い
う
色
料
の
も
つ
特
性
-
濃
淡
､
渉
み
､
m
軍
L

な
ど
多
様
な
表
現
に
適
応
で
き
る
可
能
性
は
､
む
し
ろ
水
墨
画
の
ご
と
き
自
由

な
造
形
表
現
に
こ
そ
相
応
し
-
､
や
ま
と
絵
白
描
画
の
よ
う
な
均
質
な
線
､
面

に
は
本
来
あ
ま
-
適
正
で
な
-
'
む
し
ろ
馴
染
み
難
い
は
ず
で
あ
る
｡
に
も
拘

わ
ら
ず
こ
の
よ
う
な
プ
ラ
ツ
ー
で
無
機
的
な
面
的
表
現
(
黒
髪
や
調
度
品
な

ど
)
　
に
適
用
さ
れ
た
の
は
､
恐
ら
-
色
と
し
て
の
黒
(
東
洋
画
に
不
可
欠
な
黒

色
顔
料
)
　
と
し
て
'
他
の
顔
料
と
と
も
に
'
作
絵
の
画
面
に
面
的
で
均
一
な
使

い
方
を
さ
れ
て
い
た
た
め
と
類
推
さ
れ
､
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
白
描
画
の
黒
色
の

部
分
に
移
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
｢
や
ま
と
絵
自
描
画
｣
は
､
中
国
伝
統
の

自
画
や
奈
良
時
代
に
わ
が
国
で
行
わ
れ
た
自
描
画
-
描
線
そ
の
も
の
に
生
命
を

も
つ
塁
画
-
の
流
れ
の
延
長
線
上
に
置
-
よ
-
'
む
し
ろ
濃
彩
の
作
絵
か
ら
分

離
､
独
立
し
て
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡



(
≡
)
　
｢
作
絵
｣
と
｢
や
ま
と
絵
白
描
画
｣

平
安
時
代
前
半
に
成
立
し
た
対
極
的
に
し
て
相
関
性
の
強
い
二
種
の
絵
画
で

あ
る
が
､
本
題
で
あ
る
白
描
画
の
本
質
を
も
う
少
し
精
確
に
理
解
す
る
た
め
'

-

'

t

i

"

蝣

>

ま
ず
作
絵
の
構
造
､
そ
れ
に
関
連
し
て
墨
墓
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
検
討
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
｡
作
絵
と
は
源
氏
物
語
絵
巻
の
よ
う
な
濃
彩
で
作
ら
れ
た
絵

で
あ
る
こ
と
は
よ
-
承
知
さ
れ
て
い
る
｡
平
安
時
代
末
期
の
中
山
忠
親
の
日
記

『
山
根
記
』
に
は
大
嘗
会
犀
風
の
制
作
に
関
す
る
記
事
が
載
-
､
絵
師
の
職
務
分

担
に
｢
墨
書
｢
淡
'
作
絵
｣
　
の
名
称
が
見
え
る
｡
淡
は
そ
の
ま
ま
解
釈
す
れ
ば
'

う
す

作
絵
に
対
し
淡
彩
色
な
い
し
補
助
的
'
副
次
的
な
着
彩
か
と
思
わ
れ
る
が
､
ま

た
別
に
　
｢
淡
｣
は
　
〟
た
む
″
と
読
み
､
金
銀
泥
や
箔
を
も
っ
て
彩
る
こ
と
と
の

(3)

解
釈
も
な
さ
れ
て
い
る
｡
作
絵
は
濃
彩
な
い
し
仕
上
げ
の
彩
色
(
及
び
そ
の
職

名
)
と
み
て
大
過
あ
る
ま
い
｡
墨
書
ほ
墨
技
を
扱
う
仕
事
で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
が
'
そ
の
仕
事
内
容
を
具
体
的
に
述
べ
た
資
料
は
見
出
せ
な
い
｡

秋
山
光
和
氏
は
こ
れ
が
主
任
絵
師
の
担
当
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
墨
に
よ
る
下
図

の
決
定
'
そ
し
て
彩
色
後
に
顔
料
の
上
か
ら
再
び
輪
郭
線
の
措
き
起
し
や
人
物

(
1
5
)

の
目
鼻
を
入
れ
る
重
要
な
役
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
｡
従
っ
て
墨
書
音

は
作
画
の
始
め
と
終
-
-
大
ま
か
な
下
措
き
と
､
微
細
で
精
微
な
仕
上
げ
の
措

き
起
し
､
と
い
う
相
異
す
る
二
種
の
画
技
が
要
求
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
｡
こ
う

し
て
出
来
上
っ
た
の
が
絵
画
形
式
と
し
て
の
　
｢
作
絵
｣
　
で
あ
る
｡

云
っ
て
み
れ
ば
作
絵
は
こ
れ
ら
三
種
の
画
業
に
与
る
絵
師
が
役
割
分
担
し
'

｢
や
ま
と
絵
白
描
画
｣
　
の
特
質
と
展
開

そ
れ
ら
の
画
技
を
結
集
し
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
大
よ
そ
下
図
'

彩
色
､
措
き
起
し
､
と
い
う
制
作
過
程
を
経
て
完
成
さ
れ
る
｡
そ
れ
で
は
中
間

の
彩
色
の
作
業
を
省
け
ば
､
そ
の
ま
ま
白
描
画
に
な
る
か
と
い
え
ば
､
決
し
て

そ
う
で
は
な
い
｡
作
絵
の
下
図
は
彩
色
を
置
-
目
安
で
あ
っ
て
､
そ
の
上
に
顔

料
が
厚
塗
-
さ
れ
'
そ
の
下
に
す
べ
て
が
隠
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
｡
し
た

が
っ
て
か
な
り
大
ま
か
な
図
取
-
で
､
し
か
も
修
正
'
引
き
重
ね
も
可
能
で
あ

る
｡
源
氏
物
語
絵
巻
や
紫
式
部
日
記
絵
巻
な
ど
の
画
面
に
は
､
顔
料
の
剥
落
箇

所
か
ら
仕
上
げ
の
措
き
起
し
と
は
異
質
の
､
か
な
り
太
め
の
墨
線
を
引
き
重
ね

た
痕
も
認
め
ら
れ
､
図
の
決
定
に
至
る
ま
で
の
入
念
な
デ
ッ
サ
ン
の
作
業
が
う

か
が
え
る
｡
【
図
4
】

こ
れ
に
対
し
白
描
画
は
彩
色
に
よ
る
塗
-
隠
し
が
な
い
た
め
'
下
措
き
も
ご

-
淡
い
線
で
当
た
-
を
つ
け
､
仕
上
げ
の
墨
画
の
邪
魔
に
な
ら
ぬ
よ
う
､
控
え
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め
な
線
描
で
象
り
さ
れ
る
｡
し
か
も
下
図
と
仕
上
げ
の
墨
線
が
あ
ま
り
大
き
く

ず
れ
る
の
は
好
ま
し
-
な
い
｡
白
描
画
の
場
合
､
あ
る
い
は
一
人
の
絵
師
が
最

初
の
段
階
か
ら
慎
重
な
筆
で
､
図
取
-
と
仕
上
げ
を
遂
行
し
た
可
能
性
が
考
え

ら
れ
る
｡
出
来
上
が
っ
た
図
に
つ
い
て
云
え
ば
'
色
を
除
い
た
墓
の
部
分
(
級

や
面
)
　
は
作
絵
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
が
､
そ
こ
に
至
る
下
描
き
は
異
質
と
い

え
る
｡
つ
ま
-
白
描
画
の
図
は
完
成
さ
れ
た
作
絵
の
措
き
起
し
の
墨
線
や
墓
面

を
抽
出
し
た
も
の
に
相
当
す
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
が
､
制
作
に
と
り
組
む
意
図

は
勿
論
'
第
一
段
階
で
の
作
業
も
根
本
的
に
違
う
こ
と
は
理
解
し
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
｡
因
み
に
後
述
す
る
｢
白
描
絵
料
紙
理
趣
経
･
金
光
明
経
｣
(
目
無
し

経
)
　
の
下
絵
は
､
本
来
は
作
絵
の
物
語
絵
巻
の
彩
色
前
の
墨
書
音
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
も
の
だ
が
､
白
描
の
当
た
-
の
線
と
比
較
す
れ
ば
か
な
-
強
め
の
墨

線
で
､
そ
れ
に
沿
っ
て
白
描
の
精
赦
な
仕
上
げ
の
線
を
重
ね
る
こ
と
は
考
え
ら

れ
な
い
｡

さ
て
作
絵
の
生
命
は
何
と
い
っ
て
も
濃
厚
な
彩
色
に
あ
る
｡
画
面
の
全
体
を

顔
料
で
厚
-
塗
り
こ
め
､
美
し
い
色
彩
で
余
白
な
し
に
図
を
充
填
す
る
｡
屋
台

を
構
成
す
る
建
材
に
も
色
を
付
し
､
室
内
の
調
度
､
建
具
や
人
物
の
衣
裳
に
も

さ
ま
ざ
ま
な
文
様
の
装
飾
を
施
す
｡
人
物
の
顔
に
は
白
ま
た
は
肌
色
を
塗
-
､

微
細
な
墨
の
線
で
目
鼻
を
入
れ
る
｡
口
は
朱
色
の
ご
-
小
さ
な
点
を
も
っ
て
表

わ
し
､
い
わ
ゆ
る
引
目
鈎
鼻
の
男
女
の
顔
面
を
つ
-
る
｡
こ
う
し
た
中
で
も
と

く
に
彩
-
華
や
か
な
の
は
､
畳
や
御
簾
の
鮮
や
か
な
緑
､
犀
風
や
障
子
の
彩
色

画
､
凡
帳
の
意
匠
､
さ
ら
に
女
性
た
ち
の
色
と
-
ど
-
の
衣
裳
の
模
様
な
ど
で
､

そ
れ
は
当
時
の
邸
内
の
実
状
を
あ
る
程
度
忠
実
に
画
面
に
再
現
し
た
も
の
で
あ

九
〇

ろ
う
が
､
一
方
で
は
画
面
自
体
を
や
や
誇
張
し
て
､
よ
-
色
彩
豊
か
に
飾
ろ
う

と
い
う
絵
画
的
意
図
も
多
分
に
う
か
が
え
る
｡
そ
れ
だ
け
作
絵
に
は
絵
画
と
し

て
の
色
彩
効
果
'
装
飾
傾
向
と
い
っ
た
も
の
が
求
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

と
こ
ろ
で
平
安
時
代
に
は
山
水
画
の
よ
う
な
大
観
描
写
に
は
大
画
面
の
障
子

や
犀
風
が
用
い
ら
れ
る
l
方
､
物
語
絵
は
主
に
巻
子
'
冊
子
と
い
っ
た
紙
絵
と

呼
ば
れ
る
紙
本
の
小
画
面
が
専
ら
活
用
さ
れ
た
｡
『
源
氏
物
語
』
｢
絵
合
｣
帖
に

B
X
a
E
S
S

は
'
｢
紙
絵
は
限
-
あ
-
て
､
山
水
の
ゆ
た
か
な
る
心
ば
へ
を
え
見
せ
尽
く
さ
ぬ

も
の
な
れ
ば
､
-
｣
(
紙
絵
は
画
面
が
短
い
の
で
山
水
な
ど
は
趣
き
が
表
現
し
尽

せ
な
い
)
　
と
述
べ
て
い
る
｡
そ
れ
だ
け
に
紙
絵
は
む
し
ろ
物
語
､
日
記
文
学
の

絵
画
化
に
適
用
さ
れ
'
手
に
と
っ
て
細
や
か
で
濃
密
な
描
写
や
彩
色
表
現
を
愉

し
む
t
と
い
う
鑑
賞
形
式
に
愛
用
さ
れ
た
｡
こ
う
し
た
紙
絵
(
と
-
わ
け
濃
彩

の
作
絵
)
　
の
発
展
を
促
し
た
の
は
､
当
時
の
貴
族
た
ち
の
繊
細
で
豊
か
な
色
彩

感
覚
で
は
な
か
っ
た
か
｡
家
永
氏
は
『
枕
草
子
』
中
の
文
例
な
ど
を
挙
げ
つ
つ
､

｢
平
安
貴
族
社
会
の
男
女
の
色
彩
に
対
す
る
感
覚
は
実
に
繊
細
な
る
発
展
を
遂

げ
､
-
衣
服
や
所
持
品
の
色
調
に
鋭
敏
な
配
慮
を
尽
-
し
た
｡
か
く
の
如
き
繊

細
'
鋭
敏
な
感
覚
は
平
安
朝
の
貴
族
の
み
が
味
得
し
得
た
も
の
｣
と
し
て
､
｢
緯

網
彩
色
の
色
調
に
快
を
求
め
て
意
気
揚
々
と
し
て
い
た
奈
良
朝
時
代
人
と
の
比

(3)

較
に
な
ら
ぬ
相
違
｣
を
論
じ
て
い
る
｡

さ
て
'
こ
の
よ
う
な
紙
絵
の
世
界
で
展
開
さ
れ
た
作
絵
と
白
描
画
の
違
い
は
､

も
ち
ろ
ん
単
な
る
カ
ラ
ー
と
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
写
真
の
相
違
関
係
と
は
ま
っ
た
-

異
る
｡
作
絵
の
画
面
を
自
描
画
に
置
き
換
え
る
に
は
､
ま
ず
各
図
様
を
象
る
輪

郭
線
を
は
じ
め
､
女
性
の
髪
､
男
性
の
被
-
物
(
冠
､
烏
帽
子
)
'
男
女
の
目
鼻
､



漆
な
ど
の
調
度
品
'
高
麗
縁
の
畳
の
文
様
な
ど
､
実
際
に
黒
い
も
の
､
い
い
換

え
れ
ば
作
絵
に
お
い
て
も
墨
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
部
分
に
関
し
て
は
､
そ
の
ま

ま
墨
彩
色
を
残
す
｡
が
作
絵
で
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
る
部
分
に
は
色
彩
を
置
か

ず
､
白
い
地
の
ま
ま
に
放
置
す
る
｡
つ
ま
-
作
絵
の
墨
の
部
分
は
墓
､
そ
れ
以

外
の
色
の
部
分
は
無
色
に
変
換
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
原
則
で
あ
っ
て
'
例
え
ば
､
の
ち
の
枕
草
子
絵
巻

な
ど
で
は
､
凡
帳
の
文
様
や
畳
の
緯
網
縁
【
図
5
】
な
ど
の
色
模
様
が
濃
･

中
･
淡
に
塗
り
分
け
た
墨
で
著
わ
さ
れ
る
｡
本
来
､
作
絵
で
は
彩
色
'
白
描
で

は
無
地
で
示
さ
れ
る
は
ず
の
部
分
が
､
こ
こ
で
は
墨
色
で
表
現
さ
れ
る
｡
こ
の

斑
模
様
の
よ
う
な
明
度
を
刻
ん
だ
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
図
棟
が
'
却
っ
て
そ
れ
ぞ

れ
の
意
匠
の
多
彩
で
華
麗
な
色
を
連
想
さ
せ
'
逆
説
的
に
装
飾
効
果
を
導
き
出

し
て
い
る
か
ら
不
思
議
で
あ
る
｡
単
色
絵
画
の
表
現
力
の
可
能
性
は
､
実
際
の

物
象
や
作
絵
の
画
面
の
観
察
体
験
を
介
し
て
､
対
象
物
本
来
の
色
を
想
起
さ
せ
､

認
識
さ
せ
得
る
わ
け
だ
｡
そ
し
て
そ
の
実
物
の
色
が
豊
か
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
'

そ
の
大
き
な
落
差
の
中
に
色
彩
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
強
-
喚
起
さ
れ
'
そ

れ
が
単
色
画
の
刺
激
的
､
魅
力
的
な
特
性
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

(
四
)
　
白
描
絵
巻
の
展
開

図5　枕草子絵巻

｢
や
ま
と
絵
白
描
画
｣
　
の
特
質
と
展
開

平
安
時
代
に
成
立
し
､
宮
廷
貴
族
の
間
で
愛
好
さ
れ
つ
つ
発
展
を
遂
げ
た

｢
や
ま
と
絵
自
描
画
｣
で
あ
る
が
､
残
念
な
が
ら
今
日
で
は
そ
の
平
安
期
の
遺
品

に
接
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
そ
う
し
た
中
で
､
十
1
世
紀
末
か
ら
十
二
世
紀

初
め
ご
ろ
と
み
ら
れ
る
上
野
家
の
　
｢
法
華
経
冊
子
下
絵
｣
　
に
は
､
一
部
の
濃
彩

色
が
残
る
反
面
､
淡
彩
の
部
分
の
下
か
ら
草
木
や
岩
､
流
水
な
ど
に
細
い
墨
線

を
引
き
連
ね
た
図
様
が
随
所
に
見
ら
れ
､
白
描
的
な
趣
き
を
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
る
｡
ま
た
先
に
述
べ
た
鎌
倉
初
期
､
建
久
三
年
(
二
九
二
)
　
に
書
写
さ

れ
た
｢
理
趣
経
･
金
光
明
経
｣
(
目
無
し
経
)
の
下
絵
に
使
わ
れ
た
白
描
の
図
は
､

か
つ
て
制
作
の
途
中
で
彩
色
が
中
断
さ
れ
た
墓
措
き
で
､
白
描
画
の
一
例
と
し

て
し
ば
し
ば
と
-
上
げ
ら
れ
る
｡
し
か
し
こ
れ
ら
の
画
面
か
ら
当
時
の
本
格
的

な
白
描
画
の
実
態
を
具
体
的
に
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

完
成
さ
れ
た
や
ま
と
絵
自
描
画
(
白
描
物
語
絵
)
　
の
遺
品
に
出
会
う
の
は
鎌

九
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図6　源氏物語･浮舟帖冊子絵

九

倉
後
期
､
十
三
世
紀
後
半
ま
で
得
た
ね
ば
な
ら
な
い
｡
現
存
作
品
の
う
ち
最
も

早
い
時
期
と
思
わ
れ
る
も
の
に
｢
源
氏
物
語
･
浮
舟
帖
冊
子
絵
｣
と
｢
隆
房
卿

つ
や
こ
と
ば

艶
詞
絵
巻
｣
が
あ
-
'
こ
れ
よ
-
や
や
遅
れ
て
(
十
四
世
紀
)
｢
枕
草
子
絵
巻
｣
､

と
よ
の
あ
か
り

｢
豊
明
草
紙
絵
巻
｣
な
ど
が
の
こ
る
｡
こ
の
後
者
二
作
に
先
行
､
な
い
し
同
時

期
か
と
思
わ
れ
る
　
｢
伊
勢
物
語
下
絵
究
字
経
｣
も
伝
存
す
る
が
'
前
出
諸
作
と

は
少
々
異
る
非
専
門
絵
師
的
画
風
が
指
摘
さ
れ
る
｡

さ
て
｢
源
氏
物
語
･
浮
舟
帖
冊
子
絵
｣
　
(
以
下
｢
浮
舟
帖
冊
子
｣
)
と
｢
隆
房

卿
艶
詞
絵
巻
｣
　
(
以
下
｢
隆
房
卿
絵
巻
｣
)
　
の
内
容
､
描
写
な
ど
に
関
し
て
は
､

(
1
7
)

秋
山
光
和
氏
の
詳
し
い
調
査
と
研
究
を
ま
と
め
た
論
考
が
あ
る
の
で
､
参
照
さ

れ
た
い
｡
こ
こ
で
は
両
作
の
画
面
を
検
討
し
､
ま
た
他
の
後
続
二
作
と
も
比
較

し
っ
つ
､
と
-
に
隆
房
卿
艶
詞
絵
巻
に
つ
い
て
､
白
描
画
と
し
て
の
特
性
を
考

図7　源氏物語･浮舟帖冊子絵

察
し
た
い
｡

浮
舟
帖
冊
子
は
現
在
､
徳
川
美
術
館
と
大
和
文
華
館
に
分
蔵
さ
れ
､
絵
は
六

図
(
七
頁
分
)
　
が
の
こ
る
｡
冊
子
本
で
あ
る
た
め
画
面
の
横
幅
が
狭
-
､
限
ら

れ
た
紙
面
の
中
で
図
が
完
結
さ
れ
る
｡
そ
の
た
め
画
中
に
措
か
れ
る
対
象
の
扱

い
も
控
え
め
で
､
画
面
が
煩
預
に
陥
る
の
を
避
け
て
い
る
｡
視
点
を
近
く
と
っ



て
人
物
を
主
体
に
大
き
め
に
措
き
､
建
具
や
調
度
な
ど
の
描
写
は
き
わ
め
て
少

い
｡
御
簾
や
凡
帳
の
文
様
も
施
さ
ず
､
無
地
の
ま
ま
と
し
て
い
る
｡
【
図
6
】
こ

う
し
た
白
地
の
豊
か
な
画
面
が
む
し
ろ
女
性
の
黒
髪
や
男
性
の
被
-
物
の
濃
墨

お

を
際
立
た
せ
､
ま
さ
に
｢
よ
き
墨
絵
に
髪
ど
も
を
生
ほ
し
た
る
や
う
に
見
ゆ
｣

(
『
紫
式
部
日
記
』
)
の
記
述
が
再
現
さ
れ
て
い
る
｡
と
-
に
白
地
に
女
性
の
黒
髪

が
揺
蕩
う
様
は
美
し
-
'
妖
艶
を
き
わ
め
る
｡
【
図
7
】
　
筆
線
以
外
は
淡
墨
を

あ
ま
-
使
わ
な
い
の
も
こ
の
絵
の
特
徴
で
､
わ
ず
か
に
遠
山
の
樹
林
な
ど
に
見

ら
れ
る
程
度
で
あ
る
.
岩
の
毅
も
詳
細
に
見
る
と
'
淡
墨
を
刷
い
た
の
で
は
な

く
､
細
い
線
を
幾
筋
に
も
重
ね
て
幅
の
あ
る
帯
状
と
し
て
い
る
の
が
分
か
る
｡

霞
や
近
景
の
樹
木
も
輪
郭
線
の
み
で
形
成
し
､
淡
墨
で
陰
影
を
加
え
な
い
｡
地

の
白
か
ら
濃
墨
の
黒
ま
で
の
中
間
色
　
(
淡
い
灰
色
)
　
を
で
き
る
だ
け
用
い
ず
､

あ
-
ま
で
白
､
黒
両
極
の
強
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ー
で
'
明
確
な
画
面
を
志
し
て
い

る
の
が
わ
か
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
隆
房
卿
絵
巻
は
詞
書
に
あ
た
る
長
歌
を
す
べ
て
巻
頭
に
置
き
､

(S)

絵
は
途
中
一
箇
所
の
国
枝
の
不
連
続
(
第
九
､
一
〇
紙
の
間
)
　
は
見
ら
れ
る
も

の
の
､
全
長
約
四
･
七
メ
-
ー
ル
　
(
十
八
紙
)
　
の
長
い
画
面
が
連
続
す
る
｡
こ

う
し
た
右
か
ら
左
へ
と
連
な
る
長
画
面
を
､
屋
台
を
構
成
す
る
二
種
(
右
上
-

と
左
上
り
)
　
の
斜
線
を
縦
横
に
走
ら
せ
､
交
叉
さ
せ
な
が
ら
展
開
し
て
い
-
｡

【
図
8
】

と
こ
ろ
で
､
日
本
の
伝
統
絵
画
の
場
合
､
建
物
を
表
わ
す
構
図
法
に
は
二
通

り
の
手
法
が
あ
る
｡
一
つ
は
間
口
を
水
平
線
､
奥
行
き
を
斜
線
で
表
わ
す
法

(
斜
投
影
図
法
)
､
他
は
斜
め
横
か
ら
望
む
視
点
で
､
間
口
､
奥
行
き
を
右
'
左

｢
や
ま
と
絵
白
描
画
｣
　
の
特
質
と
展
開

＼
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上
-
の
二
種
の
斜
線
で
表
わ
す
法
(
等
軸
側
投
影
図
法
)
と
で
あ
る
｡
仮
に
こ

こ
で
は
前
者
の
水
平
線
を
用
い
た
安
定
感
の
あ
る
図
法
を
｢
水
平
構
図
｣
､
後
者

の
斜
め
か
ら
の
図
法
を
｢
斜
め
構
図
｣
と
呼
ん
で
お
-
｡
一
般
的
に
み
て
､
前

者
の
水
平
構
図
は
長
-
連
続
す
る
図
を
右
か
ら
左
へ
と
観
者
の
視
線
を
抵
抗
な

-
誘
導
し
､
説
話
絵
巻
の
よ
う
な
長
-
連
続
す
る
画
面
に
馴
染
む
の
で
こ
れ
に

多
用
さ
れ
る
｡
一
方
､
後
者
の
斜
め
構
図
は
､
短
い
画
面
に
折
れ
線
の
よ
う
に

二
線
が
交
わ
る
屈
曲
す
る
図
の
構
成
が
動
的
で
変
化
に
富
み
､
短
い
段
落
式
の

(2)

物
語
絵
に
好
ま
れ
て
い
る
｡
(
浮
舟
帖
冊
子
も
専
ら
こ
の
斜
め
構
図
を
用
い
る
)

隆
房
卿
絵
巻
は
長
歌
に
典
拠
L
t
　
歌
絵
的
な
題
材
で
あ
る
が
､
内
容
､
性
格

的
に
は
物
語
絵
の
系
統
に
類
す
る
｡
に
も
拘
わ
ら
ず
'
先
述
の
通
り
ひ
と
続
き

の
画
面
が
非
常
に
長
い
｡
そ
の
場
合
､
説
話
絵
巻
の
よ
う
に
水
平
構
図
を
適
用

す
る
の
が
合
理
的
と
思
え
る
が
､
あ
え
て
斜
め
構
図
に
徹
し
て
い
る
点
が
興
味

深
い
｡
そ
れ
は
物
語
絵
に
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
構
図
形
式
の
伝
統
を
重
視
し
た

こ
と
が
大
き
な
理
由
と
思
え
る
が
､
吹
抜
屋
台
の
長
押
や
縁
の
斜
線
同
士
が
ジ

グ
ザ
グ
に
交
叉
し
て
で
き
る
Ⅴ
字
t
 
W
字
形
の
図
様
の
連
続
が
､
あ
る
種
の
快

い
リ
ズ
ム
感
を
画
面
に
持
ち
込
み
'
長
丁
場
を
飽
-
こ
と
な
く
鑑
賞
さ
せ
る
と

い
う
構
図
的
配
慮
が
働
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
､
物
語

絵
巻
に
し
て
長
画
面
､
長
画
面
に
し
て
斜
め
構
図
､
と
い
う
反
常
套
的
な
発
想

の
組
み
合
わ
せ
が
却
っ
て
刺
激
的
で
､
の
ち
の
中
世
物
語
絵
巻
に
も
同
様
の
形

式
の
追
随
作
例
が
見
出
せ
る
｡
こ
の
絵
巻
に
は
以
上
の
よ
う
に
斜
線
の
み
で
､

水
平
な
直
線
が
一
切
使
わ
れ
て
い
な
い
が
､
長
い
画
面
を
視
覚
的
に
連
繋
す
る

た
め
､
横
に
棚
引
-
霞
を
多
用
し
､
視
線
の
水
平
移
動
を
助
け
て
ス
ム
ー
ズ
な

図9　隆房卿艶詞絵巻
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展
開
を
図
っ
て
い
る
｡
【
図
9
】

次
に
こ
の
絵
巻
の
画
面
に
見
ら
れ
る
傾
向
と
し
て
､
浮
舟
帖
冊
子
に
比
べ
て



濃
塁
の
使
わ
れ
る
対
象
の
種
類
が
多
-
､
多
様
化
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

女
性
の
髪
､
男
性
の
冠
は
言
う
に
及
ば
ず
'
格
子
戸
'
御
簾
の
緑
の
模
様
､
釘

隠
し
な
ど
に
使
わ
れ
る
真
っ
黒
な
艶
の
あ
る
濃
墨
は
､
白
地
と
細
い
淡
墨
線
主

体
の
画
面
に
強
力
な
ト
ー
ン
と
ア
ク
セ
ン
ト
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
え
る
｡

も
う
一
つ
こ
の
絵
巻
で
指
摘
し
た
い
の
は
､
淡
墓
の
多
用
で
あ
る
｡
浮
舟
帖

冊
子
で
は
少
い
濃
塁
の
面
と
細
-
淡
い
線
で
殆
ど
が
構
成
さ
れ
て
い
る
が
､
隆

房
卿
絵
巻
で
は
随
所
に
中
間
的
な
淡
墨
が
加
え
ら
れ
る
｡
霞
や
樹
幹
の
輪
郭
線

内
に
こ
れ
を
う
っ
す
ら
と
入
れ
て
立
体
感
を
表
出
し
､
あ
る
い
は
長
押
の
側
面

や
柱
に
施
し
て
陰
影
の
表
現
に
努
め
て
い
る
の
が
わ
か
る
｡
こ
と
に
桜
や
桧
､

梅
な
ど
季
節
を
彩
る
樹
々
の
花
や
葉
を
き
め
細
や
か
に
措
出
し
､
幹
に
は
淡
墨

を
施
し
て
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
柔
ら
げ
る
情
趣
豊
か
な
樹
木
表
現
を
､
浮
舟
帖
冊

子
の
'
宇
治
の
隠
れ
家
の
場
面
の
背
後
に
枝
を
張
る
二
樹
の
そ
っ
け
な
い
描
写

に
比
べ
る
と
違
い
が
明
ら
か
で
あ
る
｡

隆
房
卿
絵
巻
の
画
面
を
通
し
て
感
じ
ら
れ
る
白
描
表
現
特
有
の
魅
力
の
一
つ

は
　
(
こ
の
絵
巻
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
)
　
流
暢
な
線
､
と
-
に
並
行
線
の

も
つ
リ
ズ
ム
感
で
あ
る
｡
女
性
の
襲
ね
の
装
束
の
幾
重
に
も
重
な
っ
た
袖
口
や

裾
の
重
複
線
'
ま
た
女
性
の
背
に
幾
筋
に
も
分
か
れ
並
行
し
て
垂
下
す
る
黒
髪

の
流
れ
の
軌
跡
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
も
と
も
と
作
絵
の
伝
統
図
様

の
中
に
も
見
ら
れ
'
そ
れ
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
が
､
白
地
に
黒
一
色
の
白

描
図
法
に
よ
っ
て
墨
の
働
き
が
抽
出
さ
れ
､
よ
-
明
確
化
さ
れ
て
顕
著
な
効
果

が
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
い
え
る
｡
作
絵
で
示
さ
れ
た
襲
ね
の
色
目
や
髪
筋
の
並

行
曲
線
も
美
し
い
が
､
周
囲
の
多
彩
な
色
に
紛
れ
､
同
形
線
の
重
複
に
よ
る
リ

｢
や
ま
と
絵
白
描
画
｣
　
の
特
質
と
展
開

ズ
ム
感
を
伴
っ
た
造
形
的
効
果
が
引
き
出
さ
れ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
｡

因
み
に
､
源
氏
物
語
絵
巻
(
早
蕨
の
段
)
の
画
面
【
図
1

0
】
と
'
こ
れ
を
白

(
8
)

描
風
に
措
き
起
こ
し
た
図
【
図
1

1
】
を
比
較
し
て
み
る
｡
(
カ
ラ
ー
図
版
が
使
え

な
い
の
が
残
念
で
あ
る
が
､
)
室
内
の
凡
帳
や
畳
､
女
性
の
衣
裳
な
ど
の
濃
彩
の

中
に
埋
没
し
て
い
た
黒
髪
や
襲
ね
の
袖
口
､
裾
の
線
な
ど
が
､
描
き
起
し
の
図

に
よ
る
白
描
化
に
よ
っ
て
'
に
わ
か
に
浮
き
上
が
り
､
美
し
い
シ
ル
エ
ッ
ト
を

現
出
し
て
い
る
の
が
分
か
る
｡

と
こ
ろ
で
平
安
当
時
'
女
性
の
長
-
艶
の
あ
る
黒
髪
は
美
形
の
象
徴
で
あ
-
､

文
学
の
上
で
も
好
ま
し
い
女
性
の
姿
を
表
現
す
る
と
き
'
決
ま
っ
て
そ
の
背
丈

を
超
え
る
髪
の
長
さ
､
豊
か
さ
が
称
え
ら
れ
た
｡
髪
の
美
し
さ
は
女
性
の
命
で

も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
美
し
さ
を
感
じ
る
の
は
'
長
さ
や
黒
さ
だ

け
で
は
な
-
､
彼
女
た
ち
が
坐
し
た
と
き
に
背
や
畳
に
蛇
行
す
る
､
流
水
の
よ

う
な
曲
線
の
美
し
さ
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
黒
髪
の
麗
し
さ
が
よ
-
強
調
で
き
る

の
は
白
黒
の
世
界
で
あ
-
､
自
描
画
の
狙
い
の
一
つ
は
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
っ
た

と
も
い
え
よ
う
｡

人
物
の
顔
貌
表
現
は
浮
舟
帖
冊
子
､
隆
房
卿
絵
巻
と
も
に
､
き
わ
め
て
繊
細
'

精
微
な
描
写
が
見
ら
れ
る
｡
源
氏
物
語
絵
巻
な
ど
平
安
時
代
の
物
語
絵
で
培
わ

れ
た
赦
密
な
筆
技
の
再
現
を
思
わ
せ
る
が
､
こ
れ
ら
二
作
の
顕
微
鏡
的
な
極
細

線
を
用
い
て
眉
毛
を
措
出
し
､
引
目
や
鼻
の
線
に
も
か
す
か
に
墨
を
添
え
て
調

子
を
と
る
手
法
は
'
ま
さ
に
王
朝
絵
画
の
そ
れ
を
継
い
だ
伝
統
的
所
産
と
い
え

る
｡
唇
は
浮
舟
帖
冊
子
で
は
墨
の
小
点
で
表
わ
す
が
､
隆
房
卿
絵
巻
で
は
オ
レ

ン
ジ
色
(
膝
脂
か
)
を
僅
か
に
点
じ
る
｡
自
描
画
に
色
を
用
い
る
の
は
規
範
に

九
五



図10　源氏物語絵巻(早蕨)

図11同上･措き起こし図

反
す
る
が
､
こ
れ
は
作
絵
の
引
目
鈎
鼻
の
伝
統
形
式
に
倣
っ
た
も
の
で
､
本
絵

巻
の
強
い
古
典
志
向
を
う
か
が
わ
せ
る
一
例
と
み
た
い
｡
(
な
お
'
巻
末
近
-
の

北
野
社
に
詣
ず
る
被
衣
の
女
性
の
中
に
は
唇
に
墨
を
点
じ
た
者
も
二
人
ほ
ど
認

め
ら
れ
る
こ
と
を
追
記
し
て
お
-
｡
)

こ
れ
ら
隆
房
卿
絵
巻
に
見
ら
れ
る
特
徴
は
'
以
後
の
作
品
に
ど
の
よ
う
に
継

承
さ
れ
た
か
｡
枕
草
子
絵
巻
で
は
'
室
内
の
建
具
や
調
度
の
数
が
増
し
､
描
写

も
い
っ
そ
う
入
念
に
な
-
､
御
簾
や
凡
帳
の
縁
､
畳
の
績
欄
､
高
麗
の
縁
に
い

た
る
ま
で
濃
墨
で
模
様
を
施
す
｡
さ
ら
に
犀
風
や
扇
に
は
絵
を
措
き
加
え
る
な

ど
つ
　
ま
こ
と
に
賑
や
か
な
画
面
に
発
展
す
る
｡
全
体
に
墨
色
も
濃
-
な
-
､
ま

た
引
冒
釣
鼻
の
唇
の
朱
も
よ
-
目
立
つ
よ
う
に
点
じ
ら
れ
る
｡
こ
う
し
た
傾
向



は
､
豊
明
草
紙
絵
巻
に
な
る
と
さ
ら
に
顕
著
で
'
墨
調
は
一
段
と
き
つ
-
'
筆

線
も
硬
さ
を
増
す
｡
そ
れ
ば
か
-
か
'
画
面
に
賦
色
さ
れ
る
未
の
使
用
は
ま
す

ま
す
増
加
し
(
室
内
の
花
や
果
実
'
屋
外
の
猿
の
顔
面
な
ど
)
'
白
描
画
と
し
て

の
画
趣
を
損
な
う
点
も
否
定
で
き
な
い
｡
浮
舟
帖
冊
子
や
隆
房
卿
絵
巻
が
留
め

て
い
た
'
柔
か
い
筆
墨
が
生
み
出
す
繊
細
で
清
楚
な
趣
き
は
､
次
第
に
失
わ
れ

て
い
-
の
を
感
じ
ず
に
い
ら
れ
な
い
｡

こ
う
し
て
み
る
と
'
隆
房
卿
絵
巻
の
置
か
れ
る
位
置
が
お
の
ず
と
明
ら
か
と

な
っ
て
-
る
｡
自
描
画
が
担
う
墨
一
色
の
単
色
絵
画
の
独
自
性
-
墨
と
余
白
の

措
き
分
け
に
よ
る
明
断
な
事
物
の
把
握
-
を
一
方
で
目
指
し
な
が
ら
'
古
典
的

な
物
語
絵
の
世
界
に
対
す
る
憧
憶
の
念
を
も
捨
て
切
れ
ず
､
新
た
な
画
技
を
試

行
し
っ
つ
辛
う
じ
て
そ
の
古
典
性
に
踏
み
止
ま
ろ
う
と
す
る
態
度
が
見
て
と
れ

る
｡
精
微
を
尽
-
し
た
筆
措
､
淡
墨
を
巧
み
に
活
用
し
た
陰
影
表
現
'
作
絵
の

引
冒
釣
鼻
の
名
残
-
と
も
い
え
る
唇
の
宋
点
の
使
用
t
な
ど
が
そ
れ
を
物
語
る
｡

隆
房
卿
絵
巻
が
意
図
し
た
も
の
は
､
王
朝
時
代
の
作
絵
か
ら
引
き
継
が
れ
た
艶

麗
な
絵
画
世
界
の
白
描
化
-
白
描
に
よ
る
再
現
-
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
後
続
の

諸
作
が
追
随
し
た
､
よ
-
明
確
な
図
様
'
強
い
墨
調
'
黒
と
赤
の
混
清
､
な
ど

と
い
っ
た
恐
ら
く
十
四
世
紀
と
み
ら
れ
る
白
描
作
品
群
と
は
お
よ
そ
画
趣
を
異

に
す
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
｡

外
視
す
れ
ば
､
作
絵
と
や
ま
と
絵
自
描
画
は
構
図
や
図
様
の
点
で
き
わ
め
て
相

関
性
が
強
い
｡
そ
し
て
ま
た
源
氏
物
語
絵
巻
に
見
る
よ
う
に
､
平
安
時
代
の
作

絵
が
色
面
主
体
に
画
面
を
構
成
⊥
な
が
ら
も
'
微
妙
な
色
彩
の
陰
影
や
極
細
線

の
活
用
で
豊
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
導
き
出
し
た
の
と
同
様
､
当
時
の
白
描
絵
巻

も
単
色
表
現
の
中
に
精
妙
な
画
趣
の
表
出
を
求
め
た
に
違
い
な
い
｡
色
を
省
い

た
の
は
手
間
の
問
題
で
は
無
論
な
い
｡
む
し
ろ
作
絵
の
色
の
部
分
を
余
白
と
L
t

鑑
賞
者
の
想
像
力
､
色
に
対
す
る
感
覚
'
晴
好
に
委
ね
る
と
い
う
､
平
安
貴
族

た
ち
の
高
度
な
趣
向
を
そ
の
背
景
に
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
そ
う
し
た

王
朝
の
す
ぐ
れ
た
白
描
絵
の
存
在
を
､
例
え
ば
鎌
倉
期
の
浮
舟
帖
冊
子
や
隆
房

卿
絵
巻
を
通
し
て
推
察
で
き
る
の
で
あ
る
｡

3　2　17　6　5　4

自
描
画
は
作
絵
と
対
立
概
念
を
も
つ
絵
画
で
あ
る
｡
す
べ
て
の
対
象
を
白
地

と
墨
(
黒
)
と
い
う
両
極
に
色
分
け
し
て
表
わ
し
､
明
断
な
画
面
に
作
絵
と
は

異
質
の
対
極
の
美
を
志
向
し
た
｡
し
か
し
先
に
述
べ
た
通
-
色
彩
の
有
無
を
度

｢
や
ま
と
絵
白
描
画
｣
の
特
質
と
展
開

注
失
代
幸
雄
『
水
墨
画
』
(
岩
波
新
書
)
　
岩
波
書
店
｡

米
沢
嘉
固
｢
白
描
画
か
ら
水
墨
画
へ
の
展
開
｣
『
水
墨
美
術
大
系
』
第
一
巻
　
講
談
社
｡

鈴
木
敬
『
中
国
絵
画
史
』
上
　
｢
Ⅱ
､
中
国
絵
画
の
史
的
考
察
　
唐
時
代
｣
　
吉
川
弘

文
館
｡真

保
亨
『
白
描
絵
巻
』
(
日
本
の
美
術
5
)
至
文
堂
｡

注
3
の
論
文
｡

注
2
の
論
文
｡

注
3
の
論
文
｡

素
画
に
つ
い
て
は
､
津
村
尊
大
郡
民
が
｢
素
画
は
白
描
画
の
義
で
､
『
歴
代
名
画
記
』

の
自
画
と
殆
ど
同
一
義
と
解
す
べ
し
｡
｣
　
(
『
日
本
絵
画
史
の
研
究
』
｢
本
邦
に
於
け
る
白

描
書
一
に
就
い
て
｣
星
野
書
店
)
　
と
す
る
の
を
は
じ
め
'
ほ
ぼ
白
描
画
の
意
に
解
釈
さ
れ

て
い
る
｡
一
方
､
米
揮
嘉
国
氏
は
素
画
は
自
画
､
自
描
画
の
同
義
語
で
は
な
-
､
胡
粉

を
ほ
ど
こ
し
て
描
い
た
画
を
さ
す
よ
う
で
あ
る
､
と
述
べ
て
い
る
｡
(
注
2
の
論
文
)
｡

九
七



ll 10　9

家
永
三
郎
『
上
代
倭
絵
全
史
』
　
第
二
章
｢
倭
絵
の
発
生
｣
　
豊
水
萱
居
.

注
8
の
沢
村
氏
の
論
文
｡

『
栄
華
物
語
』
の
記
述
に
は
｢
髪
｣
の
語
は
な
い
が
､
白
装
束
だ
け
で
は
｢
墨
絵
の
心

九
八

に
､
作
品
調
査
の
面
で
多
大
な
ご
協
力
を
賜
っ
た
｡
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
｡

地
｣
に
は
な
-
難
い
の
で
'
当
然
黒
髪
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
｡

(
1
2
こ
鳥
居
本
幸
代
｢
平
安
朝
装
束
を
彩
る
重
色
目
｣
『
国
文
学
』
第
五
〇
巻
(
平
成
十
七
年

四
月
号
)
0

(
2
)
『
平
安
時
代
の
儀
礼
と
歳
事
』
(
至
文
堂
)
ほ
か
｡

(
E
)
小
松
茂
美
『
平
安
時
代
倭
絵
の
探
求
』
第
五
章
｢
法
華
経
冊
子
の
画
風
｣
講
談
社
.

(
｣
)
秋
山
光
和
『
平
安
時
代
世
俗
画
の
研
究
』
第
一
編
､
第
三
章
｢
平
安
時
代
に
お
け
る

『
す
み
が
き
』
の
意
義
｣
吉
川
弘
文
館
｡

(
S
)
家
永
二
1
郎
『
上
代
倭
絵
全
史
』
第
十
章
｢
世
俗
画
発
達
の
歴
史
朗
背
景
｣
量
水
書

房
｡

(
｣
)
秋
山
光
和
｢
『
隆
房
卿
艶
詞
絵
』
を
め
ぐ
っ
て
｣
『
美
術
研
究
』
二
1
五
号
｡

同
｢
白
描
絵
入
源
氏
物
語
'
浮
舟
･
購
蛤
の
巻
に
つ
い
て
｣
『
美
術
研
究
』
二
二
七
号
｡

上
記
二
編
は
い
ず
れ
も
注
1

5
の
著
書
に
同
内
容
の
論
文
が
収
載
｡

(
S
)
第
九
㌧
一
〇
紙
の
図
は
一
見
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
'
詳
細
に
見
る
と
接
続

が
不
自
然
｡

第
九
紙
(
五
三
二
l
セ
ン
チ
)
､
第
1
0
紙
(
五
三
･
〇
セ
ン
チ
)
の
紙
幅
は
こ
の
絵
巻

の
標
準
サ
イ
ズ
で
あ
る
か
ら
､
そ
の
間
が
欠
損
で
あ
れ
ば
1
紙
な
い
し
そ
れ
以
上
が
失

わ
れ
た
こ
と
に
な
る
｡
あ
る
い
は
接
続
箇
所
の
図
様
を
制
作
途
中
で
部
分
的
に
変
更
し

た
可
能
性
も
残
る
｡

(
2
)
平
安
時
代
の
絵
巻
で
は
'
源
氏
物
語
絵
巻
に
は
穏
や
か
な
雰
囲
気
を
貴
ん
だ
の
か
､

斜
め
構
図
は
全
体
の
約
三
分
の
1
に
過
ぎ
な
い
が
､
寝
覚
物
語
絵
巻
や
葉
月
物
語
絵
巻
､

さ
ら
に
鎌
倉
初
期
の
紫
式
部
日
記
絵
巻
な
ど
に
は
'
殆
ど
斜
め
構
図
が
使
わ
れ
て
い
る
｡

図
1
4
は
'
『
徳
川
美
術
館
蔵
品
抄
』
｢
源
氏
物
語
絵
巻
｣
(
徳
川
美
術
館
発
行
)
掲
載
の

挿
図
に
よ
る
｡
た
だ
し
'
本
国
で
は
名
称
の
文
字
等
を
消
去
し
た
｡

な
お
､
本
稿
を
成
す
に
あ
た
-
､
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
の
大
久
保
純
一
助
教
授


