
宗
達
障
犀
画
作
品
に
お
け
る
金
地
構
成

は

じ

め

に

金
碧
障
犀
画
と
呼
ば
れ
る
画
面
の
中
に
は
､
金
箔
に
よ
っ
て
雲
や
霞
が
表
さ

れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
｡
特
に
金
碧
障
犀
画
を
数
多
-
手
が
け
た
狩
野
派

の
作
品
ほ
と
ん
ど
に
､
雲
霞
は
付
き
物
で
あ
る
｡
他
方
､
本
論
の
中
心
と
な
る

四
つ
の
宗
達
作
品
'
即
ち
養
源
院
｢
栓
囲
襖
｣
､
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
蔵
｢
関
屋

浮
標
図
犀
風
｣
､
醍
醐
寺
蔵
｢
舞
楽
図
犀
風
｣
'
建
仁
寺
蔵
｢
風
神
雷
神
図
犀
風
｣

に
は
視
界
を
遮
る
金
の
雲
霞
が
見
出
さ
れ
な
い
｡
こ
れ
ら
の
作
品
の
よ
う
に
､

金
雲
や
金
の
霞
を
伴
わ
な
い
金
地
を
総
金
地
と
い
う
｡
障
犀
画
に
お
け
る
総
金

地
構
成
は
'
早
い
も
の
で
は
十
六
世
紀
頃
の
作
と
さ
れ
る
東
京
国
立
博
物
館
蔵

(
-
)

伝
土
佐
光
信
筆
｢
松
図
犀
風
｣
　
に
見
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
作
品
は
､
中
世

や
ま
と
絵
犀
風
の
中
で
は
孤
立
し
た
作
例
で
あ
-
､
こ
の
よ
う
な
総
金
地
犀
風

が
室
町
時
代
以
降
複
数
存
在
し
た
こ
と
は
画
中
画
や
文
献
か
ら
想
像
さ
れ
る
も

の
の
､
総
金
地
構
成
の
初
期
の
姿
を
知
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
｡

そ
の
総
金
地
構
成
が
現
存
作
例
の
上
で
大
き
な
展
開
を
見
せ
る
の
は
､
養
源

宗
達
障
犀
画
作
品
に
お
け
る
金
地
構
成

岡
　
本
　
明
　
子

院
襖
や
二
条
城
障
壁
画
が
措
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
一
六
二
〇
年
代
で
あ
る
｡

宗
達
総
金
地
作
品
の
最
初
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
養
源
院
｢
松
図
襖
｣
　
の
制

作
年
代
は
､
養
源
院
の
再
建
さ
れ
た
元
和
七
年
(
l
六
二
1
年
)
　
頃
､
ま
た
狩

野
探
幽
が
二
条
城
二
の
丸
御
殿
大
広
間
の
三
の
間
に
総
金
地
の
　
｢
松
に
孔
雀

図
｣
を
措
い
た
の
は
寛
永
三
年
(
1
六
二
六
年
)
　
頃
と
さ
れ
る
｡
こ
の
ほ
ぼ
同

じ
時
期
に
現
れ
た
宗
達
と
探
幽
の
総
金
地
で
あ
る
が
'
そ
の
後
の
展
開
は
仝
-

異
な
る
｡
即
ち
､
宗
達
の
総
金
地
構
成
は
宗
達
作
品
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占

め
､
宗
達
に
続
-
絵
師
た
ち
に
も
総
金
地
画
面
は
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る

が
､
探
幽
に
お
い
て
は
総
金
地
は
重
視
さ
れ
ず
､
探
幽
の
率
い
た
狩
野
派
に
お

い
て
も
総
金
地
が
主
流
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡

本
稿
は
'
宗
達
障
犀
画
作
品
を
具
体
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
宗
達

が
積
極
的
に
用
い
た
総
金
地
構
成
の
特
質
を
明
ら
か
に
L
t
宗
達
作
品
が
そ
の

後
の
金
碧
障
犀
画
に
お
け
る
総
金
地
画
面
の
展
開
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

た
の
か
を
検
討
す
る
｡



二
狩
野
派
の
諸
作
品
に
見
る
金
地
構
成
の
特
質

宗
達
作
品
の
具
体
的
な
検
討
に
入
る
前
に
､
宗
達
と
対
照
的
な
構
成
を
持
つ

狩
野
派
の
金
地
構
成
を
確
認
し
て
お
き
た
い
｡
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
'
宗
達
の

総
金
地
構
成
の
特
性
が
よ
-
は
つ
き
-
す
る
で
あ
ろ
う
｡

金
碧
障
犀
画
と
は
　
｢
襖
絵
や
壁
貼
付
絵
'
犀
風
絵
な
ど
の
大
画
面
の
局
部
も

m

し
-
は
全
面
に
金
箔
を
貼
付
し
た
所
謂
金
地
着
色
画
｣
を
指
す
｡
金
箔
を
大
画

面
に
持
ち
込
ん
だ
早
い
例
と
し
て
は
､
い
わ
ゆ
る
中
世
や
ま
と
絵
犀
風
と
呼
ば

れ
る
作
品
群
が
あ
る
が
､
こ
れ
ら
は
基
本
的
に
は
雲
や
霞
を
大
小
様
々
の
不
定

(
3
)

形
の
箔
で
表
す
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
画
面
で
は
､
雲
や
霞
に
よ
っ
て

観
者
の
視
界
が
遮
ら
れ
る
こ
と
で
画
面
上
の
広
が
-
は
失
わ
れ
る
が
､
雲
や
霞

の
背
後
に
､
観
者
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
空
間
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
で
､
絵
画
空

間
に
奥
行
き
が
獲
得
さ
れ
る
と
言
え
る
｡
狩
野
派
の
金
碧
障
犀
画
は
'
雲
霞
の

形
や
､
同
寸
定
形
の
箔
を
整
然
と
敷
き
詰
め
て
雲
霞
を
表
す
点
で
､
中
世
や
ま

と
絵
犀
風
と
は
異
な
る
が
､
雲
や
霞
に
は
同
じ
機
能
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
､

結
果
と
し
て
絵
画
空
間
は
奥
行
き
を
獲
得
す
る
｡
こ
の
場
合
の
奥
行
き
と
は
､

消
失
点
に
向
か
っ
て
構
成
さ
れ
る
絵
画
空
間
に
お
け
る
そ
れ
で
は
な
-
､
複
数

の
モ
チ
ー
フ
と
雲
霞
の
間
､
そ
れ
ぞ
れ
の
前
後
関
係
の
集
積
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
る
奥
行
き
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
､
隣
接
す
る
モ
チ
ー
フ
と
モ
チ
ー
フ
の
間

で
は
前
後
関
係
が
示
さ
れ
る
が
'
画
面
全
体
で
一
つ
の
空
間
と
し
て
の
整
合
性

を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
但
し
､
雲
や
霞
が
一
つ
の
層
を
な
し
て
画
面
仝

二
二
四

体
に
描
か
れ
た
場
合
､
観
者
か
ら
〓
疋
の
距
離
を
表
し
う
る
も
の
と
な
り
､
画

面
全
体
で
あ
る
程
度
整
合
性
の
あ
る
三
次
元
的
空
間
を
作
-
出
す
こ
と
も
可
能

で
あ
る
｡
例
え
ば
伝
狩
野
元
信
筆
｢
四
季
花
鳥
図
犀
風
｣
(
白
鶴
美
術
館
蔵
　
図

1
)
　
で
は
､
金
雲
が
画
面
全
体
に
ち
-
ば
め
ら
れ
て
､
個
々
の
モ
チ
ー
フ
と
の

間
に
部
分
的
に
は
奥
行
き
を
作
-
出
す
が
､
雲
同
士
の
関
係
が
暖
味
な
た
め
画

面
全
体
を
整
合
性
の
あ
る
空
間
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
一
方
で

狩
野
光
信
筆
勧
学
院
｢
四
季
花
木
図
襖
｣
(
図
2
)
で
は
､
木
立
の
間
に
立
ち
こ

め
る
雲
が
木
と
交
互
に
層
を
作
-
出
し
て
､
画
面
全
体
に
あ
る
程
度
整
合
性
の

あ
る
奥
行
き
を
も
た
ら
し
て
い
る
｡

1
万
総
金
地
構
成
で
は
､
雲
霞
に
よ
る
重
層
的
な
空
間
表
出
を
失
っ
て
､
表

面
的
に
は
仝
-
平
面
の
地
の
上
に
モ
チ
ー
フ
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
こ

で
､
筆
者
が
設
定
し
た
､
金
地
構
成
全
体
か
ら
総
金
地
構
成
を
区
別
す
る
た
め

の
条
件
を
挙
げ
て
お
-
｡
ま
ず
'
①
金
箔
が
画
面
全
体
に
貼
-
め
ぐ
ら
さ
れ
素

地
が
隠
れ
て
お
-
'
②
そ
の
金
箔
が
雲
や
霞
､
或
い
は
土
岐
な
ど
の
何
ら
か
の

形
を
と
っ
て
モ
チ
ー
フ
を
覆
う
こ
と
な
-
､
③
箔
の
大
き
さ
は
〓
疋
で
正
方
形

か
或
い
は
そ
れ
に
近
い
形
を
と
っ
て
整
列
し
て
い
る
も
の
を
総
金
地
と
呼
ぶ
こ

と
と
す
る
｡

先
に
述
べ
た
よ
う
に
､
狩
野
派
の
金
碧
画
に
は
金
の
雲
霞
が
必
ず
と
言
っ
て

よ
い
ほ
ど
措
か
れ
る
が
､
こ
れ
は
総
金
地
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
絵
画
空
間

(
4
)

か
ら
奥
行
き
が
失
わ
れ
る
の
を
避
け
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
｡
画
面
が
す
っ
き

-
と
整
理
さ
れ
す
ぎ
る
総
金
地
よ
-
も
､
金
雲
の
も
-
ち
-
と
し
た
輪
郭
線
が

多
用
さ
れ
て
い
る
画
面
の
方
が
､
障
子
絵
や
犀
風
絵
を
力
強
い
も
の
と
し
て
い
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る
こ
と
は
確
か
で
あ
-
､
そ
の
効
果
は
決
し
て
軽
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
｡

が
､
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
､
雲
の
切
れ
間
か
ら
覗
-
水
流
や
山
∴
石
の
存

在
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
鳥
も
獅
子
も
花
も
自
然
景
の
中
に

戻
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
モ
チ
ー
フ
と
雲
の
重
な
-
､
そ
し
て
雲
の
向
こ
う
に
表

わ
さ
れ
る
自
然
景
に
よ
っ
て
金
箔
を
し
き
つ
め
た
平
面
は
ひ
と
つ
の
空
間
と
な

る
｡
雲
霞
に
よ
る
奥
行
き
の
表
現
は
'
先
に
見
た
伝
元
信
､
光
信
の
両
作
品
に

顕
著
で
あ
る
が
､
こ
れ
以
外
に
も
'
永
徳
筆
と
さ
れ
る
犀
風
や
天
球
院
襖
な
ど

の
桃
山
～
江
戸
初
期
の
狩
野
派
を
代
表
す
る
障
犀
画
の
ほ
と
ん
ど
が
､
金
箔
の

雲
霞
を
伴
う
金
地
構
成
を
持
つ
｡
で
は
な
ぜ
､
寛
永
三
年
(
l
六
二
六
年
)
　
頃

の
､
二
条
城
二
の
丸
御
殿
大
広
間
の
｢
松
に
孔
雀
図
｣
(
図
3
)
に
は
､
総
金
地

が
採
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
こ
で
は
金
地
は
文
字
ど
お
-
単
な
る
背
景
と

化
し
､
画
面
を
平
板
な
も
の
に
し
て
い
る
｡

二
条
城
二
の
丸
御
殿
全
体
を
見
回
す
と
､
一
見
総
金
地
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ

で
も
､
部
分
的
に
金
地
が
途
切
れ
て
､
そ
こ
か
ら
遠
景
や
水
景
が
覗
-
､
と
い

う
処
理
が
為
さ
れ
て
い
る
障
壁
画
が
多
い
｡
例
え
ば
､
同
じ
大
広
間
の
　
｢
松
に

孔
雀
図
｣
　
で
も
二
の
間
の
画
面
は
総
金
地
で
は
な
-
､
孔
雀
は
金
地
を
裂
い
て

現
れ
た
水
辺
に
遊
ぶ
姿
で
描
か
れ
､
そ
の
上
方
に
は
､
金
雲
の
向
こ
う
に
山
が

措
か
れ
る
｡
こ
の
金
地
を
裂
い
て
現
れ
る
水
景
と
長
押
の
上
の
画
面
に
措
か
れ

る
遠
山
と
い
う
構
成
は
式
台
の
問
や
勅
使
の
間
に
も
見
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､

総
金
地
を
避
け
て
画
面
に
何
ら
か
の
奥
行
き
を
表
し
､
モ
チ
ー
フ
を
自
然
景
に

戻
す
と
い
う
狩
野
派
作
品
を
貰
-
原
則
は
'
二
条
城
二
の
丸
御
殿
に
お
い
て
も

機
能
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
-
､
三
の
間
の
　
｢
松
に
孔
雀

一
三
八

図
｣
　
の
よ
う
な
総
金
地
構
成
は
特
殊
な
例
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
､
こ
の
三
の
間
の
　
｢
松
に
孔
雀
図
｣
　
の
壁
面
が
欄

間
に
よ
っ
て
､
L
字
型
に
侵
食
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
も
し
こ
の
欄
間
部

分
に
も
金
箔
を
貼
っ
た
地
が
続
い
て
い
た
な
ら
､
お
そ
ら
く
二
の
間
の
　
｢
栓
に

孔
雀
図
｣
　
や
他
の
部
屋
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
､
そ
こ
に
は
金
雲
を
切
り
裂
い

て
現
れ
る
遠
景
が
配
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
､
と
筆
者
は
考
え
る
｡
つ
ま
-
こ

の
｢
松
に
孔
雀
図
｣
に
お
け
る
総
金
地
構
成
は
､
欄
間
を
伴
う
L
字
型
の
画
面

に
合
わ
せ
た
変
則
的
な
画
面
処
理
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､

こ
の
　
｢
松
に
孔
雀
図
｣
　
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
た
総
金
地
構
成
が
､
そ
の
後
の
狩

野
派
に
お
い
て
主
流
と
な
る
こ
と
は
な
-
､
金
地
に
金
の
雲
霞
を
伴
う
構
成
が

定
型
化
さ
れ
た
表
現
と
し
て
続
い
て
い
-
こ
と
に
な
る
｡

そ
れ
で
は
'
ほ
ほ
同
時
期
に
現
れ
た
宗
達
の
総
金
地
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら

れ
る
の
だ
ろ
う
か
｡

二
㌧
宗
達
に
お
け
る
総
金
地
構
成

宗
達
は
慶
長
期
(
T
五
九
六
年
～
一
六
一
五
年
)
　
か
ら
寛
永
期
(
一
六
二
四

年
～
1
六
四
四
年
)
　
頃
に
か
け
て
活
躍
し
た
と
さ
れ
､
大
画
面
の
障
犀
画
か
ら

小
画
面
の
扇
面
画
､
或
い
は
料
紙
下
絵
な
ど
､
様
々
な
形
態
の
作
品
を
残
し
て

い
る
｡
し
か
し
'
宗
達
に
関
す
る
確
実
な
史
料
は
少
な
-
'
ま
た
俵
屋
工
房
と

で
も
言
う
べ
き
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
制
作
が
想
像
さ
れ
る
こ
と
か
ら
､
宗
達
個
人

に
よ
る
真
筆
を
分
け
'
画
風
の
展
開
を
知
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
｡
本
稿
で



は
､
諸
々
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
宗
達
の
真
筆
と
認
め
ら
れ
て
い
る
四
つ
の
総

金
地
の
障
犀
画
作
品
を
主
に
取
-
上
げ
る
｡

ま
ず
､
宗
達
障
犀
画
作
品
の
早
い
時
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
養
源
院
｢
松

図
襖
｣
(
図
4
)
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
｡
現
在
残
る
十
二
面
に
加
え
て
､
部

屋
全
体
を
回
る
二
十
面
で
構
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
お
-
､
松
と
岩
と

い
う
同
じ
モ
チ
ー
フ
を
同
じ
方
向
に
練
-
返
し
措
-
構
図
に
は
宗
達
が
そ
れ
ま

I
S
四

で
に
手
が
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
金
銀
泥
和
歌
下
絵
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
る
｡
こ

の
｢
松
図
襖
｣
　
で
は
'
松
と
岩
は
交
互
に
現
れ
な
が
ら
見
る
者
の
視
線
を
ひ
た

す
ら
横
へ
横
へ
と
導
-
｡
そ
し
て
金
地
は
金
雲
も
金
霞
も
持
た
な
い
総
金
地
で

あ
-
'
狩
野
派
諸
作
品
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
メ
イ
ン
モ
チ
ー
フ
を
自
然
景
の
中

に
描
こ
う
と
す
る
処
理
は
な
さ
れ
て
い
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
､
同
じ
-
金
地
に

単
一
的
な
モ
チ
ー
フ
を
表
す
狩
野
山
楽
筆
｢
牡
丹
図
襖
｣
と
比
較
す
る
時
､
一

丁
卜
＼

層
は
っ
き
-
す
る
だ
ろ
う
｡

大
覚
寺
辰
殿
に
残
る
狩
野
山
楽
筆
｢
牡
丹
図
襖
｣
(
図
5
)
は
､
金
地
に
一
組

の
モ
チ
ー
フ
を
繰
-
返
し
描
き
出
す
点
で
､
養
源
院
の
　
｢
松
図
襖
｣
と
共
通
の

画
面
構
成
を
持
つ
｡
ま
た
'
モ
チ
ー
フ
を
ほ
ぼ
真
横
か
ら
描
-
点
も
共
通
す
る
｡

し
か
し
金
地
の
構
成
は
仝
-
異
な
る
と
言
え
よ
う
｡
｢
牡
丹
図
襖
｣
は
一
見
総
金

地
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
､
よ
-
見
る
と
胡
粉
の
線
で
括
ら
れ
た
金
雲
が
措
き

込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
も
や
は
-
､
総
金
地
化
を
避
け
る
手
法
の
一

つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
ま
た
､
同
じ
距
離
か
ら
捉
え
ら
れ
た
松
と
岩
が
､
ほ
と

ん
ど
重
な
-
合
わ
ず
に
併
置
さ
れ
る
｢
松
図
襖
｣
と
比
べ
て
､
｢
牡
丹
図
襖
｣
で

は
所
々
牡
丹
と
岩
を
重
ね
て
描
き
､
岩
の
向
こ
う
側
に
牡
丹
が
生
え
出
る
棟
を

宗
達
障
犀
画
作
品
に
お
け
る
金
地
構
成

表
す
｡
ま
た
｢
牡
丹
図
襖
｣
　
で
は
地
面
が
緑
青
で
直
接
表
さ
れ
る
こ
と
に
も
注

意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
ら
は
金
地
に
､
空
と
､
牡
丹
の
花
咲
-
空
間
と
地

面
と
い
う
現
実
的
な
意
味
を
与
え
る
も
の
で
あ
-
､
画
面
の
中
に
奥
行
き
を
示

し
､
牡
丹
を
自
然
景
に
戻
す
役
割
を
果
た
す
｡
そ
し
て
そ
れ
ら
は
全
て
､
養
源

院
の
　
｢
松
図
襖
｣
　
に
は
見
ら
れ
な
い
｡
つ
ま
-
｢
松
図
襖
｣
　
で
は
金
地
は
､
仝

(
7
)

-
平
面
の
背
地
と
し
て
現
れ
て
-
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
地
面
も
空
も
表
さ
な

い
｡
そ
れ
で
は
宗
達
は
な
ぜ
､
当
時
主
流
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
金
地
金
雲

構
成
で
は
な
-
､
決
し
て
一
般
的
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
総
金
地
を
､

由
緒
正
し
い
寺
院
の
襖
絵
に
用
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
総
金
地
と
い
う
画
面

選
択
が
意
識
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
'
給
金
地
構
成
が
宗
達
作
品
全
体
に

お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
だ
け
に
､
そ
の
理

由
は
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
｡

そ
こ
で
筆
者
が
注
目
す
る
の
は
'
｢
桧
図
襖
｣
に
お
け
る
モ
チ
ー
フ
の
文
様
的

な
表
現
で
あ
る
｡
こ
の
　
｢
松
図
襖
｣
　
の
同
じ
モ
チ
ー
フ
を
繰
-
返
し
措
き
､
尚

且
つ
同
じ
距
離
か
ら
捉
え
て
平
面
的
に
描
き
出
す
図
様
に
は
'
先
述
し
た
よ
う

に
金
銀
泥
和
歌
下
絵
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
と
言
っ
て
宗
達
の
金
銀
泥

絵
に
松
と
岩
が
繰
-
返
し
措
か
れ
る
作
品
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
に
も

関
わ
ら
ず
､
そ
の
関
係
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
の
は
､
同
じ
モ
チ
ー
フ
を
同

じ
サ
イ
ズ
で
繰
-
返
し
措
-
と
い
う
手
法
そ
の
も
の
が
共
通
す
る
か
ら
で
あ
る
｡

つ
ま
-
､
こ
の
　
｢
桧
図
襖
｣
　
の
画
面
構
成
は
料
紙
の
下
絵
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い

装
飾
文
様
的
な
表
現
と
言
え
る
｡
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
抽
象
化
さ
れ
た
モ
チ
ー

フ
の
羅
列
に
こ
そ
､
総
金
地
が
選
択
さ
れ
た
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
､
と

二
二
九



筆
者
は
考
え
る
｡
同
じ
よ
う
な
か
た
ち
が
繰
-
返
さ
れ
る
抽
象
的
な
モ
チ
ー
フ

と
し
て
の
桧
や
岩
は
､
場
面
設
定
の
た
め
の
地
面
や
空
間
の
表
現
を
必
要
と
し

な
い
｡
何
ら
か
の
ス
ー
-
リ
ー
を
表
す
場
合
に
は
､
場
面
設
定
の
た
め
に
空
間

の
表
現
が
必
要
と
な
-
､
ま
た
野
に
あ
る
草
木
の
姿
を
表
す
た
め
に
は
､
先
に

狩
野
派
の
諸
作
品
に
見
た
よ
う
な
奥
行
き
や
自
然
景
の
表
現
が
必
要
と
な
る
｡

し
か
し
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
が
全
て
捨
て
ら
れ
て
､
抽
象
的
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て

松
や
岩
が
顕
わ
れ
て
-
る
の
で
あ
-
'
そ
れ
が
配
さ
れ
る
場
と
し
て
最
も
相
応

し
い
の
は
総
金
地
で
あ
っ
た
､
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
し
て
こ
の
､

抽
象
的
な
モ
チ
ー
フ
と
そ
れ
が
配
さ
れ
る
給
金
地
､
と
い
う
関
係
は
､
そ
の
後

の
宗
達
障
犀
画
作
品
に
お
い
て
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
｡

次
に
､
宗
達
筆
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
蔵
｢
関
屋
滞
標
図
犀
風
｣
(
図
6
)
を
見

て
み
よ
う
｡
｢
関
屋
搭
標
図
犀
風
｣
は
､
源
氏
物
語
の
｢
関
屋
｣
と
｢
滞
標
｣
の

場
面
を
措
い
た
も
の
だ
が
､
そ
の
図
様
は
当
時
措
か
れ
て
い
た
伝
統
的
な
源
氏

絵
と
は
大
き
-
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
当
時
源
氏
絵
は
所
謂
源
氏
雲
を
画
面

I-r,;

の
枠
と
し
て
機
能
さ
せ
る
よ
う
な
構
図
が
一
般
的
で
あ
-
'
宗
達
作
品
の
よ
う

に
､
端
か
ら
端
ま
で
ク
リ
ア
に
見
通
せ
る
大
画
面
は
非
常
に
斬
新
な
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
の
　
｢
関
屋
痔
標
囲
犀
風
｣
は
､
先
行
研
究
に
よ
っ
て
､
措
か
れ
る
モ
チ
ー

フ
の
殆
ど
が
当
時
古
典
と
考
え
ら
れ
て
い
た
絵
巻
に
取
材
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
判
明
し
て
い
る
｡
宗
達
に
よ
る
先
行
絵
巻
か
ら
の
取
材
､
と
い
う
点
に
関

し
て
熱
心
に
典
拠
を
博
捜
さ
れ
た
の
は
山
根
有
三
氏
で
あ
る
｡
氏
に
よ
っ
て
'

図
棟
の
転
用
が
明
ら
か
に
な
っ
た
宗
達
作
品
は
ほ
か
に
も
あ
る
が
'
こ
の
作
品

i so

は
様
々
な
先
行
作
品
か
ら
借
-
て
き
た
モ
チ
ー
フ
を
組
み
合
わ
せ
て
大
画
面
に

構
成
し
､
尚
且
つ
一
つ
の
仝
-
別
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
表
現
し
た
t
と
い
う
と
こ

ろ
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
｡
典
拠
に
な
っ
た
先
行
作
品
は
模
本
も
含
め
て
､
｢
釆

女
本
西
行
物
語
絵
｣
｢
異
本
伊
勢
物
語
絵
｣
｢
保
元
物
語
絵
｣
｢
弘
安
本
系
北
野
天

(
9
)

神
縁
起
絵
｣
｢
執
金
剛
神
縁
起
絵
｣
｢
蹴
鞠
図
｣
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
､
宗
達

は
そ
の
古
典
学
習
に
お
い
て
､
単
に
古
典
作
品
か
ら
描
法
や
形
態
だ
け
を
学
ん

だ
の
で
は
な
-
､
個
々
の
作
品
か
ら
モ
チ
ー
フ
を
丸
ご
と
抜
き
出
し
､
そ
れ
を

再
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仝
-
新
し
い
画
面
を
作
-
出
し
た
の
で
あ
る
｡

さ
て
｢
関
屋
浮
標
図
犀
風
｣
で
は
'
ま
ず
お
の
お
の
が
背
負
っ
て
い
た
ス

ト
ー
リ
ー
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
絵
巻
の
登
場
人
物
が
総
金
地
の
上
に
配
さ
れ
る
｡

文
脈
を
失
っ
て
金
地
の
上
に
置
か
れ
た
牛
飼
い
､
随
身
な
ど
､
そ
れ
だ
け
で
は

ど
ん
な
ス
ー
-
リ
ー
も
つ
む
ぎ
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
｡
そ
れ
を
｢
関
屋
｣
と

｢
滞
標
｣
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
の
も
と
に
再
構
成
し
て
､
場
面
に
走
着
さ
せ
る
働

き
を
も
つ
も
の
と
し
て
'
海
や
山
､
鳥
居
や
橋
､
関
な
ど
が
配
さ
れ
た
と
考
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
し
て
結
果
と
し
て
金
地
は
地
面
を
表
す
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
金
地
を
緑
や
茶
に
塗
っ
て
地
面
を
表
す
の
で
は
な
く
､

状
況
を
説
明
す
る
､
い
わ
ば
舞
台
装
置
的
な
要
素
を
ど
ん
ど
ん
付
加
す
る
こ
と

で
､
結
果
的
に
金
地
は
地
面
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
だ
か
ら
こ

そ
'
関
屋
図
の
山
の
上
に
広
が
る
空
間
は
や
や
未
限
定
な
も
の
に
な
る
｡
そ
れ

は
山
で
切
-
取
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
説
明
的
要
素
が
少
な
い
た
め
に
地
面
か
空

か
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
の
作
品
に
お
け
る

金
地
の
意
味
は
'
か
な
-
の
割
合
で
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
と
言
え



る
だ
ろ
う
｡

先
に
見
た
養
源
院
の
　
｢
絵
図
襖
｣
　
で
は
､
給
金
地
に
､
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た

巨
大
な
松
と
岩
を
繰
-
返
し
配
す
る
だ
け
と
い
う
構
成
が
､
画
面
か
ら
奥
行
き

を
失
わ
せ
て
い
た
の
に
対
し
､
こ
の
｢
関
屋
滞
標
図
犀
風
｣
や
後
に
述
べ
る
｢
舞

楽
図
犀
風
｣
､
｢
風
神
雷
神
図
犀
風
｣
　
で
は
状
況
説
明
的
な
要
素
が
付
加
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
､
モ
チ
ー
フ
が
奥
行
き
あ
る
空
間
に
戻
さ
れ
て
､
文
様
的
な
表

現
か
ら
脱
す
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
の
点
で
は
､
｢
松
図
襖
｣
と
の
比

較
作
例
と
し
て
挙
げ
た
'
山
楽
筆
｢
牡
丹
図
襖
｣
に
近
し
い
構
成
を
と
る
と
言

え
よ
う
｡
し
か
し
こ
こ
で
決
定
的
に
異
な
る
の
は
'
｢
牡
丹
図
襖
｣
が
金
地
を
地

面
に
変
化
さ
せ
る
の
に
直
接
緑
青
で
地
面
を
措
い
て
明
示
す
る
の
に
対
し
て
'

｢
関
屋
浮
標
図
犀
風
｣
　
で
は
金
地
に
様
々
な
モ
チ
ー
フ
を
追
加
し
て
い
っ
て
全

体
で
地
面
を
暗
示
さ
せ
る
と
い
う
点
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
暗
示
さ
せ
る
と
い

う
手
法
に
は
､
視
点
の
設
定
の
仕
方
も
大
き
-
関
係
す
る
｡

｢
関
屋
滞
標
図
犀
風
｣
が
｢
松
図
襖
｣
と
も
｢
牡
丹
図
襖
｣
と
も
異
な
る
の
は

こ
の
視
点
の
設
定
の
仕
方
で
あ
る
｡
｢
桧
図
襖
｣
や
｢
牡
丹
図
襖
｣
で
は
桧
と
岩

が
真
横
か
ら
､
し
か
も
全
て
の
モ
チ
ー
フ
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
距
離
か
ら
捉
え
ら

れ
て
い
た
が
､
｢
関
屋
浮
標
図
犀
風
｣
で
は
二
つ
の
違
う
高
さ
の
視
点
が
設
定
さ

れ
て
い
る
｡
一
つ
は
山
や
松
の
配
置
に
顕
著
な
傭
轍
の
視
点
､
二
つ
目
は
山
や

岩
､
松
と
い
っ
た
舞
台
装
置
そ
の
も
の
を
措
-
ほ
ぼ
真
横
か
ら
の
視
点
で
あ
る
｡

山
や
岩
､
桧
な
ど
の
か
た
ち
そ
の
も
の
は
､
｢
松
図
襖
｣
と
同
じ
よ
う
に
真
横
か

ら
捉
え
ら
れ
た
も
の
だ
が
'
そ
れ
ら
は
水
平
に
重
な
-
合
う
の
で
は
な
-
上
方

向
に
積
み
重
ね
ら
れ
る
｡
即
ち
奥
行
き
を
モ
チ
ー
フ
の
上
下
の
位
置
関
係
で
表

宗
達
障
原
画
作
品
に
お
け
る
金
地
構
成

す
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
､
画
面
全
体
の
構
成
は
傭
敵
視
さ
れ
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
､
個
々
に
見
れ
ば
平
面
的
な
山
や
松
が
､

奥
行
き
の
あ
る
空
間
に
戻
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
同
じ
こ
と
は
､
｢
舞
楽
図

犀
風
｣
や
｢
風
神
雷
神
図
犀
風
｣
に
も
あ
て
は
ま
る
｡

次
に
､
｢
舞
楽
図
犀
風
｣
(
図
7
)
を
見
て
い
-
｡
こ
の
｢
舞
楽
図
犀
風
｣
の

(
S
)
)

画
面
構
成
に
つ
い
て
は
古
-
か
ら
扇
面
構
図
説
や
点
対
称
構
図
説
と
い
っ
た

様
々
な
説
が
提
出
さ
れ
て
き
た
｡
こ
れ
は
｢
舞
楽
図
犀
風
｣
の
特
徴
的
な
構
成

に
､
見
る
者
が
非
常
に
し
ば
し
ば
幾
何
学
的
な
法
則
を
見
出
す
こ
と
を
欲
す
る

か
ら
だ
ろ
う
｡
確
か
に
こ
の
構
図
は
宗
達
の
創
造
性
に
帰
さ
れ
る
べ
き
も
の
と

考
え
ら
れ
る
が
､
し
か
し
そ
の
モ
チ
ー
フ
は
と
い
う
と
'
や
は
-
先
行
作
品
に

お
い
て
既
に
獲
得
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
-
､
そ
こ
か
ら
宗
達
が
選
択
し
た
も

の
で
あ
る
｡

舞
楽
は
古
代
宮
廷
芸
能
と
し
て
興
-
､
平
安
時
代
に
は
既
に
絵
画
化
さ
れ
て

い
る
｡
以
来
､
舞
楽
は
様
々
な
形
で
絵
画
化
さ
れ
て
き
た
が
､
近
世
初
期
に
は

六
曲
一
双
の
総
金
地
に
多
数
の
舞
の
種
類
を
総
合
的
に
犀
風
に
措
-
図
が
盛
ん

に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
宗
達
は
そ
れ
ら
の
先
行
す
る
作
品
の
中
か
ら
､
｢
採

桑
老
｣
｢
納
曾
利
｣
｢
羅
陵
王
｣
｢
還
城
楽
｣
｢
崖
脊
八
仙
｣
の
五
組
の
演
目
を
選

択
し
､
金
地
の
上
に
構
成
し
直
し
た
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
装
束
の
か
た
ち
は
勿
論
､

(
1

2
)

色
彩
も
､
選
択
す
る
上
で
は
重
要
な
要
素
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

さ
て
こ
の
画
面
で
は
､
高
-
取
ら
れ
た
視
点
に
よ
っ
て
金
地
は
地
面
を
指
向

す
る
｡
と
言
っ
て
も
､
個
々
の
モ
チ
ー
フ
は
上
か
ら
で
は
な
-
横
か
ら
の
視
点

で
措
か
れ
て
お
-
､
単
体
で
は
傭
暇
の
視
点
を
暗
示
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
こ

i
a



こ
で
も
視
点
は
複
数
設
定
さ
れ
､
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の

｢
舞
楽
図
｣
で
も
傭
轍
の
視
点
を
暗
示
す
る
の
は
モ
チ
ー
フ
の
配
置
で
あ
る
｡
ま

た
､
左
隻
左
上
に
配
さ
れ
た
松
と
桜
は
'
木
の
か
た
ち
そ
の
も
の
は
水
平
祝
し

て
捉
え
な
が
ら
も
､
幹
の
上
部
を
大
胆
に
カ
ッ
ト
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
傭
轍
の

視
点
を
暗
示
し
'
金
地
が
地
面
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
｡
つ
ま
り
､
こ
こ
で

も
｢
関
屋
浮
標
図
犀
風
｣
と
同
じ
こ
と
が
繰
-
返
さ
れ
て
い
る
と
言
え
な
い
だ

ろ
う
か
｡
先
行
作
品
に
取
材
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
'
そ
れ
を
配
す
る
総
金
地
､
そ

こ
に
状
況
説
明
的
に
加
え
ら
れ
た
モ
チ
ー
フ
､
そ
し
て
複
合
的
に
組
み
合
わ
さ

れ
た
視
点
の
四
つ
は
､
先
に
｢
関
屋
浮
標
図
犀
風
｣
　
に
見
た
の
と
同
じ
も
の
で

あ
る
｡｢

関
屋
溶
標
図
犀
風
｣
で
は
表
出
す
べ
き
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
っ
た
た
め
に
､
過

去
の
作
品
か
ら
モ
チ
ー
フ
を
取
材
し
て
組
み
合
わ
せ
､
物
語
の
内
容
に
あ
っ
た

背
景
を
添
え
る
だ
け
で
物
語
絵
と
し
て
完
成
し
た
も
の
が
､
｢
舞
楽
図
｣
　
で
は

元
々
図
譜
的
性
格
の
強
い
静
風
絵
か
ら
モ
チ
ー
フ
を
抜
き
出
し
て
総
金
地
に
配

し
た
た
め
に
'
そ
の
ま
ま
で
は
必
然
的
に
単
な
る
文
様
的
な
表
現
に
陥
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
｡
そ
こ
で
､
そ
れ
だ
け
で
は
平
面
的
な
総
金
地
に
'
地
面
と
い

う
意
味
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
或
る
種
の
空
間
表
出
を
目
指
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
｡
こ
こ
で
は
高
-
取
ら
れ
た
視
点
と
樹
木
に
よ
っ
て
金
地
が
地

面
で
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
｡

次
に
宗
達
の
最
高
傑
作
と
し
ば
し
ば
許
さ
れ
る
｢
風
神
雷
神
図
犀
風
｣
　
(
図

8
)
　
を
見
て
い
-
｡
こ
の
作
品
は
落
款
印
章
と
も
に
画
中
に
伴
わ
な
い
に
も
関

わ
ら
ず
'
誰
も
が
宗
達
作
と
認
め
る
作
品
で
あ
る
｡

一
四
二

こ
の
作
品
も
ま
た
'
先
行
す
る
古
典
的
な
絵
巻
作
品
か
ら
風
神
雷
神
の
姿
を

借
-
て
き
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
は
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
｡
風
神
と
雷
神
は
弘

安
本
系
の
　
｢
北
野
天
神
縁
起
絵
｣
か
ら
取
材
し
た
モ
チ
ー
フ
だ
が
､
雷
神
は
そ

の
ま
ま
雷
神
か
ら
､
風
神
は
雷
神
の
姿
を
転
用
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
風
神

雷
神
図
界
風
で
白
-
表
さ
れ
る
雷
神
の
肉
身
は
､
そ
の
取
材
源
と
さ
れ
る
絵
巻

で
は
赤
で
表
さ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
素
地
で
は
な
-
金
地
に
し
て
初
め
て
そ

の
存
在
の
強
調
さ
れ
る
白
と
い
う
色
彩
が
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
｡
赤
い
肉
身
は
白
い
体
へ
'
い
か
め
し
い
形
相
は
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
表

情
へ
'
こ
れ
が
宗
達
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
改
変
で
あ
る
｡

さ
て
絵
巻
か
ら
切
り
出
さ
れ
､
宗
達
に
よ
っ
て
人
間
に
災
い
を
も
た
ら
す
恐

ろ
し
い
神
と
い
う
文
脈
を
失
っ
た
風
神
雷
神
は
総
金
地
の
上
に
配
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
｡
古
典
的
な
先
行
作
品
に
取
材
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
､
そ
れ
を
配
す
る
総

金
地
､
そ
こ
に
状
況
説
明
的
に
加
え
ら
れ
た
モ
チ
ー
フ
'
複
合
的
な
視
点
の
設

定
の
四
つ
は
こ
こ
で
も
指
摘
で
き
る
｡
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
-
､
こ
の

図
で
状
況
説
明
的
に
加
え
ら
れ
た
モ
チ
ー
フ
は
風
神
雷
神
の
乗
る
雲
で
あ
る
｡

こ
の
雲
に
つ
い
て
は
お
そ
ら
-
｢
風
神
雷
神
図
犀
風
｣
　
の
最
も
特
筆
す
べ
き
特

徴
と
し
て
､
繰
-
返
し
言
及
さ
れ
て
き
た
｡
ほ
と
ん
ど
真
横
か
ら
平
面
的
に
措

か
れ
る
風
神
雷
神
を
総
金
地
の
上
に
配
す
る
だ
け
で
は
'
ま
た
も
や
文
様
的
な

表
現
に
陥
る
こ
の
図
は
'
雲
の
存
在
に
よ
っ
て
金
地
が
空
で
あ
る
こ
と
が
暗
示

さ
れ
る
｡
ま
た
雲
自
体
の
金
地
に
溶
け
こ
む
よ
う
な
た
ら
し
こ
み
の
表
現
に

よ
っ
て
､
フ
ラ
ッ
ト
な
金
地
に
奥
行
き
が
与
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
光
琳
に

ょ
っ
て
写
さ
れ
た
｢
風
神
雷
神
図
昇
風
｣
と
比
較
す
る
と
一
層
は
っ
き
り
す
る



だ
ろ
う
｡
既
に
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
光
琳
の
　
｢
風
神
雷
神
図

解
風
｣
で
は
､
雲
の
表
現
は
金
地
に
溶
け
込
む
と
い
う
よ
-
､
塊
と
し
て
風
神

雷
神
が
背
負
っ
て
い
る
よ
う
な
表
現
と
な
-
､
金
地
に
奥
行
き
を
与
え
る
に
は

至
っ
て
い
な
い
｡
例
え
ば
､
地
に
水
墨
や
淡
彩
で
図
様
を
措
-
場
合
'
墨
又
は

顔
料
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
モ
チ
ー
フ
を
立
体
的
に
措
-
こ
と
が
可
能

と
な
る
｡
こ
の
場
合
､
地
は
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
延
長
或
い
は
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ

ン
内
の
一
色
と
な
る
｡
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
モ
チ
ー
フ
の
立
体
表
現
は
地
に
も

及
ん
で
､
モ
チ
ー
フ
の
措
か
れ
た
地
を
ひ
と
つ
の
空
間
に
変
化
さ
せ
る
の
で
あ

る
｡
1
万
金
地
に
濃
彩
で
図
様
を
措
-
場
合
に
は
､
金
と
顔
料
は
互
い
に
反
発

し
て
金
の
メ
タ
リ
ッ
ク
な
遮
蔽
性
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
す
る
｡
こ
の
場
合
､

重
な
-
合
う
モ
チ
ー
フ
の
前
後
関
係
に
よ
っ
て
し
か
金
地
を
奥
行
き
の
あ
る
絵

画
空
間
に
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
-
な
る
｡
そ
こ
で
濃
彩
で
措
か
れ
た
風
神
雷

神
と
金
地
を
つ
な
ぐ
の
が
た
ら
し
こ
み
に
よ
っ
て
措
か
れ
た
雲
で
あ
る
｡
雲
は

金
地
が
空
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
の
み
な
ら
ず
､
そ
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
っ
て
金
地
に
奥
行
き
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡

三
'
宗
達
総
金
地
構
成
の
特
質

こ
こ
ま
で
宗
達
の
四
つ
の
総
金
地
作
品
を
､
そ
の
画
面
構
成
を
中
心
に
分
析

し
て
き
た
｡
ま
ず
､
文
様
的
な
図
様
と
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
総
金
地
､
と
い
う

関
係
を
想
定
し
､
宗
達
が
養
源
院
松
図
襖
に
お
い
て
､
意
識
的
に
総
金
地
を
選

択
し
た
と
し
た
｡
そ
の
上
で
､
特
に
総
金
地
の
犀
風
絵
に
つ
い
て
､
先
行
作
品

宗
達
障
犀
画
作
品
に
お
け
る
金
地
構
成

に
取
材
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
'
そ
れ
を
配
す
る
総
金
地
､
そ
こ
に
状
況
説
明
的
に

加
え
ら
れ
た
モ
チ
ー
フ
､
複
合
的
な
視
点
の
設
定
と
い
う
四
つ
の
構
成
要
素
が

見
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
｡
こ
れ
ら
は
画
面
を
単
に
抽
象
化
さ
れ
た
文
様
表

現
に
終
わ
ら
せ
な
い
工
夫
､
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
｡
｢
松
図

襖
｣
　
に
お
い
て
そ
の
平
面
性
と
無
機
的
性
質
故
に
選
び
取
ら
れ
た
総
金
地
は
､

そ
の
後
の
作
品
に
お
い
て
視
点
や
モ
チ
ー
フ
に
暗
示
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
意

味
や
奥
行
き
を
獲
得
し
､
先
行
作
品
か
ら
抜
き
取
っ
た
モ
チ
ー
フ
を
散
-
ば
め

た
､
い
わ
ば
ス
-
-
リ
ー
を
持
た
な
い
文
様
的
な
画
面
は
､
様
々
な
意
味
を
持

つ
絵
画
空
間
と
し
て
現
れ
て
-
る
こ
と
に
な
る
｡

さ
て
'
こ
の
よ
う
に
同
じ
構
成
原
理
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
宗
達
の
総
金
地

作
品
だ
が
､
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
で
総
金
地
が
表
す
性
質
は
少
し
ず
つ
異
な
る
｡

例
え
ば
'
｢
関
屋
浮
標
図
犀
風
｣
で
は
'
山
や
松
が
上
方
向
に
積
み
上
げ
ら
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
､
金
地
は
視
覚
的
に
奥
行
き
を
獲
得
し
た
｡
つ
ま
-
画
面
上
の

上
下
方
向
が
､
視
覚
的
に
は
前
後
の
広
が
-
を
表
す
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し

｢
舞
楽
図
犀
風
｣
　
で
は
平
面
的
な
モ
チ
ー
フ
が
ほ
と
ん
ど
重
な
-
あ
わ
ず
に
配

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
少
な
-
と
も
視
覚
的
に
は
奥
行
き
を
表
し
得
な
い
｡

見
る
者
は
モ
チ
ー
フ
や
視
点
に
暗
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
金
地
に
地
面
と
い

う
意
味
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
　
｢
風
神
雷
神
図
犀
風
｣
　
で
は

平
面
的
に
措
か
れ
る
風
神
と
雷
神
が
､
墨
と
銀
泥
の
濃
淡
に
よ
っ
て
立
体
的
な

姿
を
見
せ
る
雲
の
上
に
来
る
と
い
う
構
成
を
持
つ
｡
こ
の
場
合
､
雲
が
措
か
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
､
金
地
は
空
と
い
う
意
味
を
獲
得
し
､
尚
且
つ
､
そ
の
雲
が

立
体
感
を
持
っ
て
表
さ
れ
る
こ
と
で
､
雲
が
配
さ
れ
る
金
地
は
必
然
的
に
奥
行

i am



き
の
あ
る
空
間
と
し
て
現
れ
て
-
る
こ
と
に
な
る
｡
つ
ま
-
給
金
地
は
､
一
口

に
空
間
表
出
と
い
っ
て
も
'
そ
こ
に
描
か
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
様
々
に
異
な
っ

た
性
質
を
持
ち
う
る
と
言
え
よ
う
｡

そ
し
て
､
こ
こ
に
こ
そ
､
宗
達
に
続
い
た
絵
師
た
ち
の
総
金
地
構
成
に
'
豊

p･菰　一二･そ.
ゝ＼

一
四
四

か
な
展
開
を
も
た
ら
し
た
要
因
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
｡
例
え
ば
､
い
わ
ゆ

る
｢
伊
年
｣
印
系
の
草
花
図
に
は
､
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
草
花
の
立
体
的

な
表
現
で
金
地
に
奥
行
き
を
も
た
ら
す
も
の
も
あ
れ
ば
､
整
然
と
草
花
を
並
べ

て
金
地
に
独
特
の
リ
ズ
ム
を
与
え
る
も
の
も
あ
る
｡
ま
た
出
光
美
術
館
の
　
｢
月

に
秋
草
図
昇
風
｣
　
の
よ
う
に
'
画
面
の
上
下
を
見
事
に
奥
行
き
の
表
現
に
変
換

し
た
例
も
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
､
既
に
宗
達
の
総
金
地
作
品
に
見
ら
れ
た

も
の
で
あ
-
､
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
見
る
こ
と
の
で
き
る
表
現
で
あ
る
｡

つ
ま
-
宗
達
が
､
総
金
地
の
作
り
出
す
絵
画
空
間
の
様
々
な
可
能
性
を
示
し
た

こ
と
で
､
宗
達
に
続
い
た
絵
師
た
ち
に
総
金
地
構
成
が
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た

と
言
え
よ
う
｡

さ
て
､
こ
こ
で
付
け
加
え
て
お
-
べ
き
は
宗
達
が
必
ず
し
も
総
金
地
に
の
み

拘
っ
て
大
画
面
を
製
作
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
宗
達
は
本
稿

で
取
-
上
げ
た
作
品
の
ほ
か
に
も
｢
松
島
囲
犀
風
｣
や
｢
槙
櫓
図
犀
風
｣
な
ど

の
大
画
面
を
措
い
て
い
る
｡
｢
松
島
図
犀
風
｣
は
六
曲
一
双
の
大
画
面
に
波
と
岩

と
州
浜
を
描
き
出
す
全
体
的
に
動
き
の
あ
る
画
面
や
､
画
面
上
部
に
広
が
る
砂

子
を
散
-
ば
め
た
州
浜
な
ど
､
本
稿
で
見
た
作
品
と
は
仝
-
異
な
っ
た
構
成
要

素
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
｡
ま
た
　
｢
槙
檎
図
犀
風
｣
　
の
､
金
の

箔
片
を
ち
り
ば
め
た
凹
凸
の
あ
る
地
に
､
沈
み
込
み
そ
う
な
モ
チ
ー
フ
を
措
-
､

と
い
う
画
面
構
成
は
､
こ
れ
も
ま
た
異
な
っ
た
意
識
の
元
に
制
作
さ
れ
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
の
よ
う
に
宗
達
は
必
ず
し
も
総
金
地
の
み
に
こ
だ
わ
っ
て
障
犀
画
を
製
作

し
た
の
で
は
な
-
､
広
い
意
味
の
金
地
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
様
々
な
作
品
も



成
さ
せ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

先
に
述
べ
た
よ
う
に
､
狩
野
探
幽
の
指
揮
し
た
二
条
城
で
は
1
部
に
給
金
地

構
成
が
見
ら
れ
､
ま
た
宗
達
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
活
躍
し
た
京
狩
野
の
山
雪
も
天

(
1

3
)

祥
院
の
襖
絵
に
お
い
て
総
金
地
と
み
ら
れ
る
金
地
構
成
を
用
い
て
い
る
｡
こ
れ

は
同
時
代
的
な
現
象
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
､
注
目
す
べ
き
こ
と
で
は
あ
ろ
う
｡

が
'
一
度
は
試
み
ら
れ
な
が
ら
も
探
幽
･
山
雪
後
の
狩
野
派
に
お
い
て
､
総
金

地
が
主
流
と
な
っ
て
積
極
的
に
画
面
構
成
に
と
-
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
つ
い
に

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
'
反
対
に
宗
達
と
宗
達
に
続
い
た
絵
師
た
ち
は
総
金
地

を
様
々
な
か
た
ち
で
積
極
的
に
用
い
続
け
た
と
い
え
る
｡
宗
達
が
意
識
的
に
選

択
し
'
宗
達
に
よ
っ
て
､
総
金
地
が
単
な
る
平
面
的
な
地
か
ら
様
々
な
意
味
を

持
ち
え
る
豊
か
な
空
間
へ
と
変
化
を
遂
げ
た
こ
と
で
､
総
金
地
の
そ
の
後
の
多

様
な
展
開
が
生
み
出
さ
れ
た
t
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡

残
し
て
い
る
｡
そ
し
て
お
そ
ら
-
こ
れ
ら
は
､
中
世
や
ま
と
絵
犀
風
に
見
ら
れ

る
金
地
構
成
の
リ
バ
イ
バ
ル
､
と
で
も
言
う
べ
き
手
法
で
あ
ろ
う
｡
宗
達
は
養

源
院
の
襖
絵
に
お
い
て
総
金
地
を
選
択
し
た
よ
う
に
'
モ
チ
ー
フ
や
画
題
に
合

わ
せ
て
様
々
な
金
地
構
成
を
試
み
､
よ
-
効
果
的
に
そ
れ
を
用
い
て
画
面
を
完

宗
達
障
犀
画
作
品
に
お
け
る
金
地
構
成

注

(
-
)
　
｢
松
図
犀
風
｣
の
製
作
年
代
に
は
諸
説
あ
-
､
未
だ
通
説
と
な
る
説
を
持
た
な
い
｡
村

重
寧
氏
は
｢
伝
土
佐
光
信
筆
絵
図
犀
風
に
つ
い
て
｣
　
(
『
国
華
』
第
二
　
1
八
号
　
l
九

八
八
)
　
の
中
で
十
五
世
紀
末
～
十
六
世
紀
初
頭
を
想
定
さ
れ
へ
辻
惟
雄
氏
は
｢
四
季
花

木
図
犀
風
｣
　
(
『
国
華
』
　
1
〇
八
〇
号
　
1
九
八
五
)
　
の
中
で
十
六
世
紀
前
半
と
さ
れ
る
o

筆
者
に
と
っ
て
も
今
後
の
大
き
な
検
討
課
題
で
あ
る
｡

(
2
)
　
武
田
恒
夫
『
近
世
初
期
障
犀
画
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
一
九
八
三

(
3
)
　
中
世
や
ま
と
絵
犀
風
と
呼
ば
れ
る
作
品
に
は
以
下
の
よ
う
な
作
例
が
あ
る
｡
個
人
蔵

｢
浜
松
図
犀
風
｣
､
東
京
国
立
博
物
館
蔵
｢
浜
松
図
犀
風
｣
'
東
京
国
立
博
物
館
蔵
｢
日
月

山
水
図
犀
風
｣
､
出
光
美
術
館
蔵
｢
日
月
四
季
花
鳥
図
昇
風
｣
'
出
光
美
術
館
蔵
｢
四
季

花
木
図
犀
風
｣
な
ど
｡
ま
た
東
京
国
立
博
物
館
蔵
伝
土
佐
光
信
筆
｢
松
図
昇
風
｣
は
雲

一
四
五



霞
表
現
を
伴
わ
な
い
総
金
地
で
あ
る
点
で
中
世
や
ま
と
絵
犀
風
中
異
彩
を
放
つ
｡
こ
の

作
品
に
つ
い
て
は
改
め
て
検
討
し
た
い
｡

(
4
)
　
山
根
有
三
氏
は
｢
金
碧
障
犀
画
の
展
開
-
各
流
派
の
い
わ
ゆ
る
金
地
構
成
を
中
心
に

-
｣
　
(
『
日
本
犀
風
絵
集
成
』
第
一
巻
　
講
談
社
一
九
八
二
)
　
の
中
で
'
初
期
狩
野
派

が
金
犀
風
の
構
成
要
素
と
し
て
金
雲
を
重
視
す
る
の
は
'
漠
画
系
の
素
養
の
強
い
初
期

狩
野
派
の
自
然
観
に
よ
る
と
す
る
｡
.
筆
者
も
こ
れ
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
｡

(
5
)
　
村
重
寧
『
日
本
の
美
術
　
四
六
一
宗
達
と
そ
の
様
式
』
至
文
堂
　
二
〇
〇
四

(
6
)
　
河
野
元
昭
氏
は
『
国
華
』
　
二
〇
六
号
の
｢
養
源
院
障
壁
画
特
集
号
｣
に
お
い
て
､

養
源
院
稔
図
襖
が
'
山
楽
筆
大
覚
寺
｢
牡
丹
図
襖
｣
か
ら
直
接
的
に
受
け
た
影
響
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
｡
こ
れ
は
山
楽
の
金
地
構
成
が
究
極
的
に
は
給
金
地
方
式
へ
収
赦
す

る
性
格
を
持
つ
と
し
て
､
総
金
地
の
絵
図
襖
へ
の
影
響
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
｡

(
7
)
　
武
田
恒
夫
氏
は
｢
宗
達
と
金
地
構
成
｣
　
(
『
琳
派
絵
画
全
集
　
宗
達
派
Ⅰ
』
日
本
経
済

新
聞
社
一
九
七
七
)
の
中
で
､
｢
松
と
岩
と
の
前
後
関
係
に
､
金
地
空
間
へ
の
指
向
が

う
か
が
え
る
｣
と
し
な
が
ら
も
｢
総
じ
て
､
な
お
平
板
な
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
｡
｣

と
す
る
｡

(
8
)
　
画
帖
や
扇
面
な
ど
の
小
画
面
の
も
の
は
も
ち
ろ
ん
､
犀
風
絵
の
よ
う
な
大
画
面
に
お

い
て
も
'
上
下
に
金
雲
を
配
し
て
ス
ー
-
リ
ー
の
中
心
と
な
る
景
に
視
線
を
集
中
さ
せ

る
構
成
を
持
つ
も
の
が
多
い
｡

(
9
)
　
山
根
有
三
｢
宗
達
筆
　
関
屋
･
搭
標
図
犀
風
に
つ
い
て
｣
　
(
『
琳
派
絵
画
全
集
　
宗
達

派
一
』
　
日
本
経
済
新
聞
社
一
九
七
七
)

(
2
)
　
水
尾
博
｢
宗
達
昇
風
画
構
図
論
｣
　
(
『
国
華
』
第
八
一
四
号
一
九
六
〇
)

(
3
)
　
辻
惟
雄
｢
舞
楽
図
の
系
譜
と
宗
達
筆
『
舞
楽
図
犀
風
』
｣
(
『
琳
派
絵
画
全
集
　
宗
達
派

一
』
　
日
本
経
済
新
聞
社
一
九
七
七
)

(
2
)
　
｢
舞
楽
図
昇
風
｣
に
お
け
る
先
行
作
品
か
ら
の
モ
チ
ー
フ
の
転
用
に
つ
い
て
は
'
註

(
3
)
　
の
辻
氏
の
論
考
に
詳
し
い
｡

(
1
 
3
こ
　
天
祥
院
の
襖
絵
は
そ
の
l
部
し
か
現
存
し
な
い
た
め
､
画
面
全
体
が
給
金
地
で
あ
っ

た
か
は
確
実
で
は
な
い
O


