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永

田

雄
次
郎

は

じ

め

に

江
戸
時
代
最
大
の
流
派
、
歌
川
派
を
築
き
上
げ
た
浮
世
絵
師
、
歌
川
豊
国
（
一
七
六
九
│
一
八
二
五
）
は
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）

か
ら
翌
々
年
頃
に
か
け
て
役
者
の
全
身
像
を
描
い
た
シ
リ
ー
ズ
を
刊
行
す
る
。
数
十
点
に
お
よ
ぶ
こ
れ
ら
の
作
品
群
に
は
、
一
つ
の
共
通

し
た
題
名
の
許
に
、
各
々
の
屋
号
が
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
共
通
し
た
名
称
、「
役
者
舞
台
之
姿
絵
」
で
あ
る
。
こ
の
名
が
良
い
。
作

品
を
手
に
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
誰
が
そ
の
役
者
で
あ
り
、
役
柄
は
何
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
役
者
の
容
貌
も
、
そ

の
人
物
を
特
定
す
る
に
充
分
な
手
が
か
り
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
そ
う
な
れ
ば
役
者
似
顔
絵
と
い
わ
れ
か
ね
な
い
。
あ
く
ま
で
も
「
役
者
舞
台
之
姿
絵
」
と
称
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。「
姿
絵
」
と
は
、
実
に
綺
麗
で
見
事
な
表
現
で
あ
る
。
役
者
が
観
客
に
自
ら
を
も
っ
と
も
ア
ピ
ー
ル
す
る
舞
台
上
の
有
様
、
役
者
の

醍
醐
味
で
あ
ろ
う
。
思
わ
ず
、「
高
麗
屋
」
な
ど
と
大
向
か
ら
声
が
響
い
て
く
る
よ
う
で
も
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
姿
絵
の
意
味
を
追
い
求
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
「
姿
」
と
は
何
か
、
日
本
の
芸
術
、
文
化
の

中
に
問
い
か
け
る
こ
と
か
ら
論
を
始
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
姿
の
理
解
か
ら
姿
絵
な
る
言
葉
の
持
つ
意
味
深
さ
、
浮
世
絵
に
あ
っ
て
重
要

な
用
語
へ
の
展
開
の
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
の
端
緒
に
で
も
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
と
も
思
っ
て
み
た
り
し
て
い
る
。一



筆
者
は
以
前
、「『
遊
女
の
姿
絵
』
の
言
葉
の
意
味
す
る
も
の
」⑴
と
題
す
る
拙
文
を
認
め
た
が
、
本
稿
は
そ
の
続
編
で
あ
ろ
う
か
。
ど

の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
よ
い
、
何
か
興
味
あ
る
事
象
が
引
き
出
さ
れ
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
さ
ほ
ど
の
自
信
は
な
い
。
大
い
な

る
不
安
を
抱
え
た
旅
立
ち
と
の
逡
巡
が
存
し
て
い
る
。

㈠

「
姿
」
な
る
言
葉
を
文
学
に
求
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
鴨
長
明
『
無
名
抄
』
を
繙
い
て
み
よ
う
。

す
べ
て
哥
姿
は
心
得
に
く
き
事
に
こ
そ
。
古
き
口
傳
・
髓
腦
な
ど
に
も
、
難
き
事
ど
も
を
ば
手
に
取
り
て
敎
ふ
ば
か
り
に
尺
し
た

れ
ど
も
、
姿
に
至
り
て
は
確
か
に
見
え
た
る
事
な
し
。
い
は
む
や
幽
玄
の
躰
、
ま
づ
名
を
聞
く
よ
り
惑
ひ
ぬ
べ
し
。
自
ら
も
い
と
心

得
ぬ
事
な
れ
ば
、
定
か
に
〔
い
か
に
〕
申
す
べ
し
共
覺
え
侍
ら
ね
ど
、
よ
く
境
に
入
れ
る
人
々
の
申
さ
れ
し
趣
は
、
詮
は
た
ゞ
詞
に

現
れ
ぬ
餘
情
、
姿
に
見
え
ぬ
景
氣
な
る
べ
し
⑵

こ
の
部
分
を
安
田
章
生
は
明
確
に
現
代
文
に
翻
訳
し
て
い
る
。

す
べ
て
、
歌
の
姿
と
い
う
も
の
は
、
理
解
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
奥
義
を
伝
え
た
古
い
書
な
ど
に
も
、
む
つ
か
し
い
こ
と
な
ど

は
手
に
取
っ
て
教
え
る
ば
か
り
に
説
明
し
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
姿
と
い
う
こ
と
に
至
っ
て
は
、
明
確
に
説
い
て
い
る
こ
と
が
な
い
。

ま
し
て
や
幽
玄
の
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ま
ず
そ
の
名
を
聞
く
か
ら
し
て
、
ま
ど
う
に
ち
が
い
な
い
。
自
分
も
十
分
に
理
解
し

て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
説
明
し
た
ら
い
い
か
、
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
高
い
境
地
に
到
達

し
て
い
る
人
び
と
が
い
わ
れ
た
趣
意
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
言
葉
に
直
接
に
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
余
情
、
姿
に
は
っ
き
り
と
出
て

い
な
い
景
気
（
か
す
か
な
様
子
、
趣
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
る
が
、
と
く
に
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
浮
か
ん
で
く
る
こ
と
を
い
う
と
見

ら
れ
る
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
⑶
。

「
姿
絵
」
異
聞

二



鴨
長
明
は
、
歌
に
は
姿
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
姿
は
把
握
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
に
む
つ
か
し
く
、
古
来
よ
り
明
瞭
な

定
義
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
。
た
だ
し
、
幽
玄
の
「
躰
」
は
そ
れ
以
上
の
高
度
な
様
式
概
念
で
あ
り
、「
姿
に
見
え
ぬ
景

気
」
と
記
す
。
安
田
は
、「
姿
に
は
っ
き
り
と
出
て
い
な
い
景
気
」
と
解
釈
し
、
姿
と
は
趣
、
イ
メ
ー
ジ
の
美
し
さ
よ
り
、
や
や
外
面

的
、
つ
ま
り
外
に
向
か
う
具
体
性
と
捉
え
る
態
度
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
て
こ
よ
う
。

天
つ
風

雲
の
通
ひ
路

吹
き
と
ぢ
よ

を
と
め
の
す
が
た

し
ば
し
止
め
む
（
良
岑
宗
貞
）⑷

天
武
天
皇
の
時
、
吉
野
宮
に
下
っ
て
き
た
天
女
の
麗
し
い
舞
に
由
来
す
る
豊
明
節
会
の
五
節
の
舞
の
「
を
と
め
の
す
が
た
」
が
描
か
れ

て
い
る
。
程
な
く
天
に
帰
る
の
で
眼
前
の
舞
う
女
性
を
客
観
的
に
見
る
の
で
は
な
く
、「
天
つ
風

雲
の
通
ひ
路

吹
き
と
ぢ
よ
」
と
の

表
現
を
用
い
て
、
今
暫
し
そ
の
姿
を
留
め
て
置
き
た
い
と
の
願
い
が
舞
姿
に
託
さ
れ
て
い
る
。
良
岑
宗
貞
（
僧
正
遍
昭
）
の
美
し
い
内
な

る
心
情
が
滲
み
出
て
い
る
。
決
し
て
舞
姿
は
視
覚
に
委
ね
ら
れ
た
具
体
性
に
終
始
す
る
も
の
で
は
な
い
。
姿
の
理
解
に
も
自
ら
の
鋭
敏
な

感
性
と
豊
か
な
経
験
を
合
わ
せ
た
高
い
境
地
が
必
要
で
あ
る
と
鴨
長
明
は
『
無
名
抄
』
に
記
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

㈡

「
姿
絵
」
と
は
何
か
と
い
き
な
り
問
い
か
け
る
の
は
あ
ま
り
に
も
唐
突
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
、
姿
な
る
言
葉
に
よ
り
近
づ
く
必
要
が
生

じ
る
。「
姿
（
す
が
た
）」
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
せ
る
時
、「
型
（
か
た
）」、「
形
（
か
た
ち
）」
と
い
う
言
葉
が
頭
に
浮
か
ぶ
こ
と
は
至

極
当
然
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。『
角
川
古
語
大
辞
典
（
第
一
〜
五
巻
）』
で
、
そ
れ
ら
の
言
葉
を
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

元
来
は
「
か
た
ち
」
が
具
体
的
な
現
れ
で
、「
か
た
」
は
抽
象
的
な
も
の
を
表
し
た
区
別
が
あ
っ
た
が
、
後
に
混
同
さ
れ
た
⑸
。

（「
か
た
」
の
項
）

（
か
た
ち
は
）「
か
た
」
に
対
し
て
、
価
値
評
価
を
伴
っ
た
外
観
を
表
し
、
そ
の
点
で
内
容
と
の
関
連
が
密
接
で
あ
る
⑹
。（「
か
た

「
姿
絵
」
異
聞

三



ち
」
の
項
）

（
す
が
た
は
）「
か
た
」「
か
た
ち
」
が
容
貌
の
こ
と
を
い
う
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
て
、
体
全
体
の
外
見
の
よ
う
す
。
も
と
も
と

人
に
つ
い
て
い
う
こ
と
が
多
い
が
、
物
に
つ
い
て
も
用
い
る
よ
う
に
な
る
⑺
。（「
す
が
た
」
の
項
）

物
事
の
形
勢
。
状
勢
。
全
体
的
な
趣
⑻
。（「
す
が
た
」
の
項
）

思
い
つ
く
ま
ま
に
抜
き
出
し
て
み
た
。
字
義
の
み
を
示
す
辞
書
の
中
で
本
書
は
、
そ
の
三
つ
の
言
葉
を
関
連
さ
せ
て
解
釈
ま
で
掲
載
し

て
い
る
の
が
面
白
い
。
本
来
、
型
は
抽
象
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
形
は
価
値
評
価
を
伴
っ
た
具
体
的
な
外
観
、
さ
ら
に
、
姿
は
全
体
の
外

見
上
の
様
子
、
趣
と
ま
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
、
少
し
く
抽
象
論
に
成
り
過
ぎ
て
い
る
感
が
否
め
な
い
。
具
体
的
な
事
例
を

用
い
て
比
較
し
て
み
よ
う
。
相
撲
の
世
界
に
注
目
す
る
。

不
世
出
の
大
横
綱
、
双
葉
山
定
次
（
一
九
一
二
│
一
九
六
八
）
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

む
か
し
か
ら
相
撲
に
は
、「
基
本
の
型
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
と
ら
れ
た
手
を
ぬ
く
と
き
は
ど
う
と
か
、
転
ぶ
と
き
は
ど
う

か
の
準
備
運
動
は
ど
う
か
と
か
、
と
い
っ
た
具
合
に
、
そ
の
な
か
に
は
そ
れ
ぞ
れ
長
い
あ
い
だ
の
歴
史
的
な
経
験
が
、
し
か
と
結
晶

し
て
い
る
わ
け
で
す
。
怪
我
は
た
い
て
い
「
型
は
ず
れ
」
の
動
き
を
し
た
場
合
に
起
こ
り
が
ち
な
こ
と
で
、「
型
」
に
則
り
さ
え
す

れ
ば
、
相
撲
ほ
ど
怪
我
の
少
な
い
安
全
な
ス
ポ
ー
ツ
は
な
い
と
思
わ
れ
る
く
ら
い
で
す
⑼
。

双
葉
山
は
、
長
い
長
い
相
撲
の
歴
史
的
な
経
験
に
基
づ
き
、
そ
の
中
で
培
わ
れ
明
白
な
も
の
と
し
て
練
り
上
げ
ら
れ
た
「
基
本
の
型
」

を
充
分
に
認
識
し
て
い
る
。
そ
の
型
は
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』
の
「
そ
の
目
的
の
た
め
に
最
も
合
理
的
、
あ
る
い
は
効
果
的
な
身
の
こ

な
し
。
完
成
さ
れ
た
型
が
あ
っ
て
、
上
手
に
つ
い
て
学
ん
で
得
る
」⑽
に
該
当
し
よ
う
か
。
相
撲
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
強
い
力
士
養
成

へ
導
く
と
と
も
に
、
そ
の
実
践
は
、
双
葉
山
が
日
本
の
武
道
で
あ
る
相
撲
を
ス
ポ
ー
ツ
と
称
し
て
い
る
こ
と
に
多
大
の
興
味
を
持
ち
つ

つ
、
ス
ポ
ー
ツ
の
世
界
に
お
い
て
避
け
難
く
も
あ
る
怪
我
な
ど
の
危
機
の
回
避
を
も
目
指
す
こ
と
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
こ
に
歴
史
の
語

る
重
味
が
あ
る
。

「
姿
絵
」
異
聞

四



型
と
強
い
力
士
の
関
係
に
つ
い
て
、
大
相
撲
の
先
代
玉
ノ
井
親
方
（
元
関
脇
栃
東
）
は
、「
自
分
も
（
２
代
目
）
栃
東
も
型
を
持
っ
て

強
く
な
っ
た
。
型
を
持
つ
、
個
性
あ
る
お
相
撲
さ
ん
を
育
て
て
ほ
し
い
」⑾
と
述
べ
て
い
る
。
型
自
体
は
歴
史
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た

普
遍
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
と
、「
型
を
持
つ
、
個
性
あ
る
お
相
撲
さ
ん
」
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
を
指
し
示
す
の
で
あ
ろ
う

か
。
普
遍
性
と
個
性
の
並
存
は
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
の
か
。
普
遍
性
を
基
本
と
し
た
中
に
自
分
を
表
現
す
る
と
は
い
か
な
る
意
味
を
持

つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
型
」
と
は
代
々
伝
わ
っ
た
大
切
な
財
産
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
中
に
細
い
隙
間
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
隙
間
に
自
分
の
表
現
を
入

れ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
「
形
」
で
し
ょ
う
か
⑿
。

最
近
、
筆
者
は
本
学
客
員
教
授
の
二
代
目
中
村
吉
右
衛
門
先
生
に
、
型
、
形
、
姿
に
つ
い
て
質
問
す
る
機
会
を
得
た
。
吉
右
衛
門
先
生

は
、
お
お
よ
そ
右
の
よ
う
な
こ
と
を
語
ら
れ
た
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
が
、
歴
史
的
な
偉
大
な
型
を
継
承
す
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
基
盤

の
中
の
小
さ
な
自
己
表
現
、
こ
の
意
識
の
中
で
こ
そ
形
が
出
来
上
が
る
の
で
あ
る
と
の
答
え
に
、
心
か
ら
納
得
さ
せ
ら
れ
、
強
く
感
銘
を

受
け
た
の
で
あ
る
。

自
己
の
芸
風
を
、
大
き
な
型
と
い
う
歴
史
的
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
存
在
の
小
さ
な
細
い
隙
間
の
内
に
形
を
達
成
さ
せ
る
と
い
う
謙
遜
な

態
度
、
そ
れ
こ
そ
が
、
名
歌
舞
伎
役
者
、
二
代
目
中
村
吉
右
衛
門
の
「
姿
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
心
の
奥
よ
り
滲
み
出
た
滋
味
に

満
た
さ
れ
た
心
情
が
溢
れ
出
す
。
先
代
玉
ノ
井
親
方
の
「
型
を
持
つ
、
個
性
あ
る
お
相
撲
さ
ん
」
の
言
葉
も
、
歌
舞
伎
、
相
撲
と
異
る
道

の
中
と
は
思
え
ど
、
同
様
に
「
形
」
の
定
ま
っ
た
、
美
し
く
謙
虚
な
、
な
お
か
つ
個
性
に
満
ち
た
自
己
主
張
の
「
姿
」
な
の
で
あ
ろ
う
。

再
び
、
双
葉
山
の
語
る
と
こ
ろ
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
す
る
。

わ
た
し
は
若
い
こ
ろ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
ケ
レ
ン
」
の
な
い
相
撲
を
志
し
て
き
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
も
や
は
り
い
ま
の
べ

た
「
基
本
の
型
」
と
い
う
問
題
に
深
い
つ
な
が
り
の
あ
る
こ
と
で
す
。「
基
本
の
型
」
を
た
ん
に
頭
に
描
く
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ

を
し
っ
か
り
と
身
に
つ
け
て
、
そ
れ
が
い
つ
、
な
ん
ど
き
で
も
、
場
所
の
土
俵
の
上
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
い
わ
ゆ

「
姿
絵
」
異
聞

五



る
「
ケ
レ
ン
」
の
な
い
相
撲
ぶ
り
も
表
現
さ
れ
て
く
る
わ
け
で
す
⒀
。

双
葉
山
は
「
ケ
レ
ン
」
の
な
い
相
撲
の
中
に
自
ら
の
完
成
を
願
っ
て
い
た
。「
外
連
（
ケ
レ
ン
）」
と
は
、
歌
舞
伎
に
よ
く
用
い
ら
れ
、

正
統
性
を
少
し
く
外
し
て
、
一
般
受
け
を
狙
っ
た
所
作
、
演
技
、
演
出
な
ど
を
意
味
す
る
。
芸
術
に
お
い
て
、
衒
い
を
含
ん
だ
気
分
で
あ

る
「
匠
気
」
と
も
つ
な
が
っ
て
い
よ
う
。
こ
の
ケ
レ
ン
、
匠
気
を
双
葉
山
は
排
除
し
、「
基
本
の
型
」
に
基
づ
く
正
統
的
な
相
撲
を
理
想

と
し
た
。
こ
こ
に
型
の
偉
大
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
。

彼
は
そ
の
型
を
認
識
し
、
身
に
つ
け
た
上
で
、「
い
つ
、
ど
ん
な
と
き
」
で
も
、
土
俵
と
言
う
力
士
に
と
っ
て
は
神
聖
な
る
舞
台
で
個

性
あ
る
相
撲
、
双
葉
山
の
理
想
と
す
る
相
撲
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
こ
そ
が
双
葉
山
の
相
撲
の
「
形
」
で
あ
る
。
型
を
基
本
に
、

少
し
の
自
己
表
現
を
交
え
た
形
を
つ
く
り
、「
ケ
レ
ン
」
の
な
い
美
し
く
風
格
の
あ
る
「
姿
」
に
自
己
を
実
現
し
た
時
、
そ
れ
が
他
者
に

も
伝
わ
っ
た
時
、「
型
」
か
ら
「
形
」、
さ
ら
に
「
姿
」
へ
の
連
続
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
こ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。「
姿
絵
」
の
意
味
も

う
っ
す
ら
と
見
え
始
め
た
よ
う
で
あ
る
。

相
撲
錦
絵
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
浮
世
絵
が
数
多
く
遺
さ
れ
て
い
る
。
二
人
の
力
士
の
取
組
を
描
き
出
し
た
作
品
も
存
在
す
る
が
、

化
粧
廻
し
を
つ
け
た
力
士
の
一
人
立
ち
の
浮
世
絵
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
一
人
の
力
士
の
力
強
く
立
つ
様
は
、
単
な
る
ブ
ロ
マ
イ
ド
で

は
な
く
、
美
し
く
、
ひ
た
す
ら
強
く
あ
れ
と
精
進
し
た
結
果
の
「
姿
絵
」
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。

㈢

「
姿
」
は
芸
術
の
み
で
使
用
さ
れ
る
言
葉
で
は
な
く
、
相
撲
と
い
う
武
道
あ
る
い
は
ス
ポ
ー
ツ
の
中
で
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
日
本

文
化
の
中
で
、
常
に
生
き
生
き
と
し
た
生
命
力
を
宿
し
た
言
葉
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
言
葉
は
、
古
く
か
ら
日
本
で
楽
し
ま
れ
て
い
る

遊
戯
（
ゲ
ー
ム
）
で
あ
る
将
棋
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。
十
五
世
名
人
、
大
山
康
晴
（
一
九
二
三
│
一
九
九
二
）
は
、
将
棋
に
は
「
姿
が
よ

「
姿
絵
」
異
聞

六



い
」、「
姿
が
悪
い
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

プ
ロ
は
、
い
つ
も
「
姿
が
よ
い
」
と
い
う
こ
と
を
大
事
に
見
る
。
基
本
に
忠
実
で
、
駒
の
連
携
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
、
盤
上

の
駒
の
並
び
は
見
た
目
に
も
美
し
い
⒁
。

駒
の
組
合
せ
が
悪
い
の
を
、
私
た
ち
は
「
姿
が
悪
い
」
と
い
っ
て
き
ら
う
。
人
の
対
局
を
見
て
も
、
姿
が
悪
い
と
、「
あ
あ
、
不

利
だ
な
」
と
思
う
。
ひ
と
目
見
て
、
そ
う
思
う
⒂
。

将
棋
は
、
盤
上
の
四
〇
枚
の
駒
が
絡
み
合
っ
て
、
究
極
的
に
は
相
手
の
王
将
を
自
ら
が
手
に
す
る
時
、
勝
負
が
決
す
る
こ
と
を
基
本
と

す
る
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
美
し
さ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
美
し
さ
を
導
き
出
す
将
棋
の
姿
の
良
さ
は
、
定
跡
と
呼
ば
れ

る
、「
過
去
の
対
局
な
ど
か
ら
最
善
と
さ
れ
る
決
ま
っ
た
指
し
方
、
手
順
」⒃
に
よ
る
基
本
的
な
「
型
」
の
理
解
を
契
機
と
す
る
。
そ
の
上

で
、
多
彩
か
つ
合
理
的
な
見
通
し
、
さ
ら
に
、「
画
の
六
法
」
の
第
一
で
あ
る
「
気
韻
生
動
」
と
も
関
わ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
、
双
方

の
棋
士
の
指
し
継
ぐ
生
命
の
動
き
を
持
っ
た
連
続
性
の
中
に
あ
っ
て
、
静
止
し
た
局
面
の
美
し
い
緊
張
の
漲
る
配
置
が
出
現
す
る
。
ジ
ャ

ン
・
コ
ク
ト
ー
が
相
撲
の
立
ち
合
い
を
「
バ
ラ
ン
ス
の
奇
跡
」
と
評
し
た
こ
と
に
一
致
し
よ
う
か
。

逆
に
、
姿
が
悪
い
と
、
勝
負
の
帰
趨
ま
で
も
が
決
し
て
い
る
と
盤
面
を
見
る
者
に
ま
で
感
じ
さ
せ
る
気
配
が
漂
う
。「
型
」
を
重
ん

じ
、
そ
れ
を
基
本
に
己
が
個
性
を
発
揮
し
つ
つ
、
互
い
に
連
携
を
取
り
合
っ
た
「
形
」
を
つ
く
り
上
げ
る
優
れ
た
棋
士
の
能
力
は
、
新
た

な
手
順
の
綾
の
瑞
々
し
さ
を
味
わ
い
な
が
ら
も
勝
負
に
勝
と
う
と
す
る
美
し
い
風
格
あ
る
勝
負
師
の
「
姿
」
を
出
現
さ
せ
る
。
相
撲
と
同

様
で
あ
る
。
十
五
世
名
人
は
続
け
る
。

む
か
し
か
ら
、
名
局
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
盤
上
四
十
枚
の
駒
の
う
ち
、
三
十
五
枚
以
上
が
動
い
て
い
る
。
一
局
指
す
う
ち
、
駒

が
二
十
枚
ぐ
ら
い
し
か
動
か
な
か
っ
た
ら
、
ど
ん
な
に
好
勝
負
に
見
え
て
も
名
局
と
は
い
え
な
い
⒄
。

自
由
か
つ
多
彩
で
合
理
的
な
駒
の
動
き
が
欠
如
す
れ
ば
、
将
棋
本
来
の
目
的
で
あ
る
勝
ち
負
け
を
競
う
ス
リ
ル
は
一
応
存
在
し
て
も
、

名
局
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
す
る
根
拠
の
中
に
姿
の
持
つ
重
さ
が
語
ら
れ
て
い
る
。「
名
局
の
な
か
に
、
将
棋
の
こ
こ
ろ
が
宿

「
姿
絵
」
異
聞

七



っ
て
い
る
」⒅
と
大
山
は
結
論
づ
け
る
が
、「
こ
こ
ろ
」
は
姿
と
深
い
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。

将
棋
史
に
、
江
戸
時
代
の
七
世
名
人
、
三
代
伊
藤
宗
看
（
一
七
〇
六
│
一
七
六
一
）
の
名
が
見
え
る
。
彼
に
つ
い
て
、
橘
仙
斎
が
『
将

棋
営
中
日
記
』
で
十
一
代
大
橋
宗
桂
（
一
八
〇
四
│
一
八
七
四
）
の
談
話
と
し
て
、「
将
棋
の
す
が
た
と
云
ひ
第
一
の
名
人
の
由
」⒆
、

「
宗
看
の
将
棋
は
す
が
た
い
か
に
も
位
高
き
と
い
へ
り
」⒇
の
言
葉
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
特
定
の
棋
士
に
対
し
、
姿
の
語
を
も
っ
て
評
す
る

こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。「
す
が
た
い
か
に
も
位
高
き
」
と
は
、
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
基
本
に
忠
実
で
、
駒
の
つ
な

が
り
の
良
い
棋
風
の
み
に
高
い
評
価
を
下
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
対
局
に
臨
む
姿
を
含
ん
だ
態
度
ま
で
も
「
位
高
き
」
と

思
わ
せ
た
こ
と
と
推
し
測
ら
れ
る
。
姿
に
は
、
外
見
の
様
子
を
も
超
え
て
、
冒
し
難
い
品
性
と
趣
を
持
ち
合
わ
せ
た
味
わ
い
が
要
求
さ
れ

る
の
か
も
知
れ
な
い
。

㈣

型
か
ら
形
、
さ
ら
に
姿
へ
の
必
然
的
な
流
れ
を
認
め
つ
つ
、
論
の
歩
み
を
、
再
び
文
学
に
戻
す
こ
と
に
し
た
い
。
鴨
長
明
の
「
哥
姿
」

と
い
え
ば
、『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
に
立
ち
帰
っ
て
く
る
。
紀
貫
之
の
あ
ま
り
に
も
高
名
な
歌
論
で
あ
る
。

や
ま
と
歌
は
、
人
の
心
を
種
と
し
て
、
よ
ろ
づ
の
言
の
葉
と
ぞ
な
れ
り
け
る
。
世
の
中
に
あ
る
人
、
こ
と
わ
ざ
繁
き
も
の
な
れ

ば
、
心
に
思
ふ
こ
と
を
、
見
る
も
の
聞
く
も
の
に
つ
け
て
、
言
ひ
出
せ
る
な
り
。
花
に
鳴
く
鶯
、
水
に
す
む
蛙
の
声
を
聞
け
ば
、
生

き
と
し
生
け
る
も
の
、
い
づ
れ
か
歌
を
よ
ま
ざ
り
け
る
。
力
を
も
入
れ
ず
し
て
天
地
を
動
か
し
、
目
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
あ
は
れ
と

思
わ
せ
、
男
女
の
中
を
も
や
は
ら
げ
、
猛
き
も
の
の
ふ
の
心
を
も
慰
む
る
は
歌
な
り
21
。

日
本
人
は
、
自
ら
の
心
を
揺
る
が
す
感
動
を
五
七
五
七
七
の
音
数
の
型
に
表
現
す
べ
き
術
を
知
っ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
う
せ
ざ
る
を
得

な
い
行
動
の
結
果
が
和
歌
で
あ
る
こ
と
も
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
型
は
、
単
な
る
感
動
を
基
本
と
す
る
こ
と
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
春
や

「
姿
絵
」
異
聞

八



秋
な
ど
の
季
節
感
を
尊
び
、
そ
の
こ
と
を
享
受
で
き
る
景
物
の
組
み
合
わ
せ
が
醸
し
出
す
雰
囲
気
の
見
事
さ
に
満
た
さ
れ
る
時
、
趣
深
い

形
と
し
て
完
成
さ
れ
る
。

と
り
わ
け
優
れ
た
和
歌
は
、「
天
の
神
や
地
の
神
を
感
動
さ
せ
、
目
に
見
え
な
い
鬼
神
を
も
あ
は
れ
だ
と
思
わ
せ
、
男
と
女
の
仲
を
も

む
つ
ま
じ
く
さ
せ
、
勇
猛
な
武
士
の
心
を
も
慰
め
る
」22
と
い
う
効
用
を
、「
力
を
入
れ
ず
し
て
」
可
能
成
ら
し
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

は
、
日
本
の
歌
の
姿
そ
の
も
の
の
存
在
意
義
を
、
高
ら
か
に
、
か
つ
、
し
な
や
か
に
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
歴
史
に
遺

る
名
歌
の
味
わ
い
深
さ
は
、
そ
こ
に
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
こ
れ
も
姿
の
持
つ
風
格
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

型
、
形
、
姿
と
順
に
展
開
さ
せ
る
過
程
に
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
を
位
置
づ
け
る
と
、
鴨
長
明
が
「
心
得
に
く
き
事
」
と
記
し
た
歌

の
姿
が
少
し
明
ら
か
に
さ
れ
る
道
が
開
け
て
き
そ
う
な
感
じ
が
す
る
。

村
雨
の
露
も
ま
だ
ひ
ぬ
槇
の
葉
に

霧
立
ち
の
ぼ
る
秋
の
夕
ぐ
れ
（
寂
蓮
法
師
）23

『
新
古
今
和
歌
集
』（
巻
第
五
秋
歌
下
）
に
見
え
る
和
歌
で
、
三
夕
の
歌
、『
小
倉
百
人
一
首
』
に
も
選
ば
れ
た
人
口
に
膾
灸
し
た
名
歌

で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
解
釈
す
る
必
要
が
な
い
く
ら
い
平
易
で
優
し
い
言
葉
が
五
七
五
七
七
の
型
に
並
べ
ら
れ
る
。
歌
意
は
私
た
ち
に
も

自
然
と
伝
わ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
凡
庸
な
和
歌
で
あ
る
の
か
と
問
え
ば
、
答
は
、
即
座
に
否
で
あ
ろ
う
。
時
は
秋
の
夕
暮
、
村
雨
が

ほ
ん
の
少
し
前
ま
で
降
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
槇
（
杉
や
桧
と
も
解
さ
れ
る
）
の
葉
に
の
こ
さ
れ
た
露
、
そ
こ
に
霧
が
立
つ
様
が
美
し

い
形
と
し
て
描
出
さ
れ
る
。

形
は
単
純
に
視
覚
的
に
把
握
さ
れ
る
の
み
で
も
な
い
。「
雨
の
後
に
立
ち
上
る
秋
の
夕
暮
の
中
か
ら
、
深
い
針
葉
樹
の
葉
の
匂
い
も
立

ち
上
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
」24
と
橋
本
治
が
解
釈
す
る
よ
う
な
嗅
覚
も
働
く
。
露
は
そ
の
場
所
に
居
る
人
物
の
皮
膚
に
触
覚
的
冷
た
さ
を

も
た
ら
し
、
村
雨
の
音
が
止
ん
だ
時
の
、
以
前
に
も
増
し
て
訪
れ
る
静
け
さ
を
導
き
出
す
。
触
覚
、
聴
覚
に
よ
る
和
歌
の
世
界
の
理
解
を

可
能
に
す
る
。

さ
び
し
さ
も
、
そ
し
て
人
間
の
か
な
し
さ
も
、
そ
こ
に
ひ
と
つ
に
と
け
あ
っ
て
、
音
も
な
く
消
化
し
て
い
く
の
か
と
さ
え
思
え

「
姿
絵
」
異
聞

九



る
。
ま
さ
し
く
こ
れ
は
、
自
然
の
中
に
ふ
か
ぶ
か
と
身
を
入
れ
て
、
わ
が
身
の
肌
と
、
心
と
で
直
接
に
感
じ
と
っ
た
も
の
の
み
の
詠

じ
得
る
実
感
の
世
界
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
25
。

こ
の
よ
う
な
心
象
風
景
ま
で
を
描
い
た
と
解
釈
は
拡
大
も
し
よ
う
。
本
歌
の
形
に
見
る
風
情
は
、
ま
さ
に
歌
の
姿
そ
の
も
の
で
も
あ

る
。
長
谷
川
等
伯
（
一
五
三
九
│
一
六
一
〇
）
の
名
作
「
松
林
図
屏
風
」（
東
京
国
立
博
物
館
）
を
思
い
浮
か
べ
て
み
た
く
も
な
る
。
何

か
し
ら
、
寂
蓮
法
師
の
和
歌
に
似
た
風
情
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
歌
の
姿
の
絵
画
化
さ
れ
た
世
界
が
「
松
林
図
屏
風
」
で
あ
っ
た
な
ら

ば
、
そ
れ
も
「
姿
絵
」
に
深
く
関
係
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
作
品
か
も
知
れ
な
い
と
感
ず
る
の
は
筆
者
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

㈤

朧
気
な
が
ら
、「
姿
絵
」
の
景
気
が
伝
わ
り
出
し
て
き
た
と
の
思
い
が
湧
き
上
が
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
日
本
美
術
史
を
飾
る

名
作
の
数
点
に
あ
ら
た
め
て
「
姿
絵
」
の
名
を
冠
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
。「
役
者
舞
台
之
姿
絵
」
な
る
画
題
、「
遊
女
の
姿
絵
」
と

の
表
記
に
関
連
す
る
浮
世
絵
を
中
心
に
論
じ
な
け
れ
ば
本
稿
の
冒
頭
の
記
述
と
辻
褄
が
合
わ
な
く
な
る
。
つ
い
こ
の
間
、
興
味
深
い
浮
世

絵
に
関
す
る
記
事
が
眼
に
入
っ
て
き
た
。

吉
原
の
情
景
を
詠
ん
だ
過
去
の
歌
と
、
遊
女
の
美
し
さ
を
描
い
た
現
在
の
姿
絵
を
重
ね
合
わ
せ
た
一
枚
で
あ
る
26
。

日
野
原
健
司
の
手
に
な
る
勝
川
春
章
（
一
七
二
六
│
一
七
九
三
）「
青
楼
古
今
発
句
合

闇
の
夜
は
」
の
解
説
文
の
一
部
で
あ
る
。
画

面
は
、「
闇
の
夜
は

よ
し
原
ば
か
り

月
夜
か
な
」
の
句
と
、
禿
を
伴
な
っ
た
吉
原
の
大
夫
が
伸
び
や
か
に
描
か
れ
て
い
る
。
筆
者
は

以
前
、
遊
女
の
姿
絵
を
「
顔
か
た
ち
、
ポ
ー
ズ
、
着
物
が
織
り
な
す
複
合
的
な
美
し
さ
」27
と
記
し
た
が
、
ま
さ
に
そ
れ
に
該
当
す
る
ご

と
き
遊
女
の
表
現
で
あ
る
。
発
句
が
過
去
、
描
か
れ
た
遊
女
が
現
代
で
あ
る
こ
と
を
区
別
し
、
遊
女
の
姿
絵
の
意
味
す
る
も
の
の
中
に
現

代
性
を
も
読
み
解
い
た
の
は
、
偏
に
日
野
原
の
炯
眼
の
な
せ
る
技
で
あ
ろ
う
。

「
姿
絵
」
異
聞

一
〇



『
浮
世
絵
類
考
』
の
細
田
栄
之
（
一
七
五
六
│
一
八
二

八
）
の
項
に
、「
遊
女
の
姿
絵
を
写
す
事
妙
な
り
」28
と
の

評
が
あ
る
が
、
歌
川
豊
国
は
「
風
流
七
小
町
略
姿
絵
」
の

名
称
で
シ
リ
ー
ズ
を
刊
行
し
、
画
題
を
絵
画
中
に
書
き
込

ん
だ
。
伝
説
の
美
人
、
小
野
小
町
の
生
涯
に
ま
つ
わ
る
俗

談
の
七
小
町
に
因
ん
で
、
豊
国
に
と
っ
て
現
代
の
女
性
を

そ
こ
に
あ
て
は
め
て
、
見
立
絵
に
し
た
。
浮
世
絵
の
ジ
ャ

ン
ル
で
は
美
人
画
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、「
あ
ら
ひ

小
ま
ち
」（
図
１
）
の
浴
衣
を
た
く
し
上
げ
る
し
ぐ
さ
、

「
雨
乞
小
ま
ち
」（
図
２
）
の
風
雨
に
少
し
乱
れ
た
裾
の
艶

め
か
し
い
ポ
ー
ズ
な
ど
は
個
性
を
露
わ
に
は
し
な
い
。
し

か
し
、
凛
と
し
た
顔
つ
き
は
姿
の
美
し
さ
が
画
面
を
覆
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、「
姿
絵
」
と
い
う
言
葉
に
ふ
さ
わ
し

い
女
性
像
で
あ
る
と
思
え
る
。

芸
者
の
型
に
生
か
さ
れ
た
、
し
な
や
か
な
ポ
ー
ズ
の

形
、
そ
の
結
果
、
決
し
て
厚
ぼ
っ
た
く
な
く
、
脂
粉
の
香

り
す
ら
う
っ
す
ら
と
し
か
感
じ
さ
せ
な
い
よ
う
な
清
涼
感

さ
え
も
漂
わ
せ
る
美
麗
な
趣
の
姿
を
鑑
賞
す
る
こ
と
を
可

能
に
す
る
作
品
で
あ
る
。

図 1 歌川豊国
「風流七小町略姿絵・あらひ小まち」

図 2 歌川豊国
「風流七小町略姿絵・雨乞小まち」
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姿
絵
」
異
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加
え
て
、
豊
国
は
「
役
者
舞
台
之
姿
絵
」
と
名
づ
け
た
作
品
を
次
々
と
世
に
送
り
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
シ
リ
ー
ズ
は
役
者
絵
と
考
え
ら

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。「
鳥
居
流
の
絵
は
江
戸
大
芝
居
看
板
番
附
を
画
き
て
一
派
と
せ
り
」29
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
歌
舞
伎
の
看
板
絵

を
基
本
と
し
た
鳥
居
清
信
（
一
六
六
四
│
一
七
二
九
）、
清
倍
（
生
没
年
不
詳
）
の
役
者
絵
の
系
統
の
役
者
の
全
身
像
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
よ
う
か
。

だ
が
、
そ
の
流
れ
だ
け
で
は
「
役
者
舞
台
之
姿
絵
」
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。「
明
和
安
永
天
明
の
頃
歌
舞
伎
役
者
の
似
顔
を
画
き
大
い

に
世
に
行
る
」30
勝
川
春
章
の
「
役
者
似
顔
絵
」
と
合
わ
せ
る
と
こ
ろ
に
豊
国
の
「
役
者
舞
台
之
姿
絵
」
の
面
目
が
施
さ
れ
る
。
型
の
中

に
見
ら
れ
る
役
者
の
似
顔
で
判
断
で
き
る
個
性
を
表
現
す
る
形
、
そ
の
よ
う
な
美
し
い
品
格
の
あ
る
舞
台
の
姿
の
全
身
像
こ
そ
が
、
画
題

に
ふ
さ
わ
し
い
浮
世
絵
な
の
で
あ
る
。
こ
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
に
江
戸
の
人
々
は
拍
手
喝
采
を
し
た
。

豊
国
の
浮
世
絵
は
、「
画
法
劣
る
と
い
へ
ど
も
、
流
俗
の
眼
を
悦
し
む
る
に
妙
を
得
た
り
（
秋
錦
本
）」31
と
の
痛
烈
な
批
判
を
受
け
る

こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、「
流
俗
の
眼
」
と
江
戸
の
庶
民

の
鑑
賞
眼
を
低
く
評
価
す
る
よ
り
も
、
彼
ら
彼
女
ら
の
鋭

い
眼
差
し
こ
そ
が
美
し
い
「
姿
絵
」
を
心
よ
り
楽
し
ん
だ

と
認
め
る
方
が
よ
り
自
然
で
は
な
い
の
か
。「
役
者
舞
台

之
姿
絵
」
そ
れ
自
体
が
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
。
江
戸
庶

民
、
サ
イ
レ
ン
ト
・
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
の
眼
力
侮
る
べ
か

ら
ず
。「
役
者
舞
台
之
姿
絵
・
高
ら
い
や
」（
図
３
）
の
舞

台
に
大
向
か
ら
一
声
か
け
た
の
は
そ
の
よ
う
な
人
々
な
の

で
あ
る
。

他
方
、「
当
時
歌
舞
伎
役
者
似
顔
の
上
手
」32
と
の
豊
国

図 3 歌川豊国
「役者舞台之姿絵・高らいや」
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へ
の
賞
賛
は
、
役
者
の
個
別
性
を
巧
み
に
絵
画
化
し
た
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、
役
者
の
真
の
姿
の
艶
や
か
さ
を
描
き
切
っ
た
と
の
、
一
歩
踏

み
込
ん
だ
解
釈
の
上
に
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

㈥

豊
国
は
、
美
人
画
、
役
者
絵
と
分
類
さ
れ
る
浮
世
絵
の
部
門
に
お
い
て
、「
風
流
七
小
町
略
姿
絵
」、「
役
者
舞
台
之
姿
絵
」
の
シ
リ
ー

ズ
に
、「
姿
絵
」
の
含
蓄
あ
る
意
味
を
付
与
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
持
つ
豊
か
な
表
現
を
江
戸
の
人
々
に
知
ら
し
め
た
。
と
こ
ろ

が
、
七
小
町
と
役
者
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
容
貌
に
大
き
な
相
違
を
も
た
ら
せ
て
い
る
。
七
小
町
は
人
物
を
特
定
で
き
得
る
個
性
を
所
持
し

て
い
な
い
の
に
対
し
、
歌
舞
伎
役
者
は
個
別
性
を
強
調
し
て
も
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
姿
の
美
し
さ
を
描
く
こ
と
を
最
終
的
な
目
的
と
し
て

も
、
違
い
は
明
白
で
あ
る
。

絵
に
、
描
き
劣
り
す
る
も
の
。

瞿
麦
、
菖
蒲
、
桜
。

物
語
に
「
め
で
た
し
」
と
い
ひ
た
る
、
男
・
女
の
容
貌
。（『
枕
草
子
』
一
一
一
段
）33
。

「
引
目
鉤
鼻
」
式
人
物
画
法
を
嚆
矢
と
す
る
か
の
よ
う
な
、
鑑
賞
者
の
心
に
委
ね
る
美
男
、
美
女
像
に
基
づ
く
、
美
し
い
女
性
の
不
明

瞭
な
顔
面
描
写
は
、
日
本
美
術
史
を
貫
く
一
つ
の
伝
統
を
形
づ
く
っ
て
お
り
、
豊
国
の
女
性
表
現
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

反
対
に
、
歌
舞
伎
役
者
は
芝
居
の
役
柄
を
表
わ
す
と
と
も
に
、
そ
の
役
柄
を
引
き
出
す
自
分
と
い
う
役
者
の
個
性
（
形
）
を
画
面
に
写

し
出
す
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
個
性
を
持
つ
役
者
の
風
格
あ
る
姿
を
描
こ
う
と
試
る
時
、
当
然
、
顔
面
描
写
に
お
け
る
個
別
性
が
不
可
欠

で
あ
る
。「
役
者
似
顔
絵
」
で
あ
る
こ
と
も
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
女
性
、
歌
舞
伎
役
者
の
姿
を
巧
妙
に
豊
国
は
描
き
分
け
、
大
衆

に
問
い
か
け
た
。
江
戸
庶
民
の
多
く
は
そ
れ
を
支
持
し
、
豊
国
を
見
事
に
当
代
随
一
の
人
気
浮
世
絵
師
に
押
し
上
げ
た
。

「
姿
絵
」
異
聞
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「
役
者
似
顔
絵
」
で
思
い
出
さ
れ
る
浮
世
絵
師
が
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
東
洲
斎
写
楽
（
生
没
年
不
詳

活
躍
期
は
寛
政
六
年
頃
）、
そ
の

人
で
あ
る
。（

マ
マ
）

歌
舞
妓
役
者
の
似
顔
を
写
せ
し
が
、
あ
ま
り
に
真
を
画
ん
と
て
あ
ら
ぬ
さ
ま
に
書
き
な
せ
し
か
ば
長
く
世
に
行
れ
ず
一
両
年
に
し

て
止
む
。34

豊
国
の
活
躍
期
と
も
重
な
る
浮
世
絵
師
、
写
楽
の
作
品
は
、
役
者
の
強
烈
な
個
性
描
写
を
特
色
と
す
る
。
全
身
像
の
役
者
絵
も
存
在
す

る
が
、
今
日
、
世
評
の
高
い
も
の
は
役
者
大
首
絵
で
あ
る
こ
と
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
の
描
く
人
物
は
、
誇
張
に
ま
で

発
展
す
る
か
の
よ
う
な
冷
徹
な
写
実
主
義
を
基
本
と
し
て
い
る
。

仔
細
に
見
れ
ば
、
役
者
は
役
柄
の
型
を
重
ん
じ
、
演
ず
る
男
性
の
役
者
、
特
に
、「
中
山
富
三
郎
の
宮
城
野
」（
図
４
）
の
よ
う
に
女
形

の
場
合
で
も
男
性
が
演
じ
る
女
性
と
し
て
形
を
示
し
、
大
き
な
身
振
り
を
示
唆
す
る
姿
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
役
者
の
顔
に
凝
縮
さ

れ
、
画
面
全
体
が
密
度
の
濃
さ
を
保
有
し
て
い
る
。
そ
こ

に
近
代
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
精
神
を
是
認
す
る
の
は
吝
か
で

は
な
い
。
今
日
的
に
は
高
度
な
「
姿
絵
」
と
称
す
る
べ
き

な
の
か
。

た
だ
し
、
写
楽
の
役
者
似
顔
絵
は
生
み
出
さ
れ
る
の
に

時
代
が
早
す
ぎ
た
。
江
戸
時
代
の
人
々
に
は
一
種
の
不
気

味
な
絵
画
と
、
そ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
当
惑
さ
せ
ら
れ
、

「
あ
ら
ぬ
さ
ま
」
と
感
じ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

豊
国
の
健
康
的
で
穏
健
な
「
舞
台
役
者
之
姿
絵
」
に
比

べ
、
写
楽
の
役
者
絵
は
、
当
時
、
決
し
て
美
し
い
「
姿

図 4 東洲斎写楽
「中山富三郎の宮城野」
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姿
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」
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絵
」
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。お

わ

り

に

歌
川
豊
国
は
、「
姿
絵
」
と
銘
打
っ
た
作
品
を
制
作
し
た
。
こ
の
画
題
は
、
単
に
美
人
画
、
役
者
絵
と
区
別
さ
れ
が
ち
な
作
品
に
、
奥

深
く
、
趣
の
あ
る
意
味
を
与
え
る
大
き
な
力
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
型
」
か
ら
「
形
」
へ
の
展
開
、
そ
れ
が
「
姿
」
に
完
結
さ
れ
る
流
れ
は
、
浮
世
絵
に
限
ら
ず
、
文
学
、
ス
ポ
ー
ツ
、
遊
戯
（
ゲ
ー
ム
）

に
も
存
在
し
て
い
る
。
日
本
の
文
化
に
一
貫
し
た
一
つ
の
思
想
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
も
妥
当
な
り
と
も
思
う
に
至
る
。
こ
の
魅
力
あ

る
流
れ
に
身
を
置
く
美
麗
な
「
姿
絵
」
が
江
戸
時
代
に
花
開
い
て
い
る
意
義
、
意
味
を
、
浮
世
絵
史
の
頂
点
に
立
つ
歌
川
豊
国
を
中
心
に

問
い
か
け
た
の
で
あ
る
。「
姿
」
の
み
な
ら
ず
、「
姿
絵
」
と
い
う
綺
麗
な
表
現
、
そ
れ
は
将
来
も
遵
守
す
べ
き
誇
り
高
い
言
葉
で
あ
ろ

う
。
こ
の
内
側
に
充
実
し
た
生
命
が
生
動
す
る
時
、
日
本
文
化
の
輝
き
は
弥
増
す
で
あ
る
こ
と
が
確
信
さ
れ
よ
う
。

註⑴

拙
稿
「『
遊
女
の
姿
絵
』
の
言
葉
の
意
味
す
る
も
の
」（
関
西
学
院
ア
ー
ト
・
イ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
ト
、
河
上
繁
樹
研
究
代
表
『
江
戸
時
代
の
小
袖

に
関
す
る
復
元
的
研
究
』
平
成
一
五
年
度
〜
平
成
一
九
年
度
私
立
大
学
学
院
研
究
高
度
化
推
進
事
業
「
産
学
連
携
研
究
推
進
事
業
」
研
究
成
果
報

告
書

二
〇
〇
八
年
）

⑵

鴨
長
明
『
無
名
抄
』〔
久
松
潜
一
・
西
尾
實
校
注
『
歌
論
集

能
楽
論
集
』
日
本
古
典
文
学
大
系
６５
（
一
九
六
一
年

岩
波
書
店
）
に
所
収
〕

⑶

安
田
章
生
『
新
版
日
本
の
芸
術
論
』（
一
九
五
七
年

東
京
創
元
社
）

⑷

奥
村
恆
哉
校
注
『
古
今
和
歌
集
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
一
九
七
八
年

新
潮
社
）

⑸

中
村
幸
彦
・
岡
見
正
雄
・
阪
倉
篤
義
編
『
角
川
古
語
大
辞
典
』（
第
一
巻
）（
一
九
八
二
年

角
川
書
店
）

⑹

同
右「

姿
絵
」
異
聞

一
五



⑺

中
村
幸
彦
・
岡
見
正
雄
・
阪
倉
篤
義
編
『
角
川
古
語
大
辞
典
』（
第
三
巻
）（
一
九
八
七
年

角
川
書
店
）

⑻

同
右

⑼

双
葉
山
定
次
『
横
綱
の
品
格
』（
二
〇
〇
八
年

ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
社
）

⑽

註
⑸
に
同
じ

⑾

大
矢
伸
一
「
師
匠
の
挑
戦

上
」（
二
〇
〇
九
年
九
月
九
日

毎
日
新
聞
〔
朝
刊
〕）

⑿

二
〇
〇
九
年
一
一
月
七
日
、
関
西
学
院
大
学
文
学
部
講
義
科
目
「
総
合
Ｇ
」
を
二
代
目
中
村
吉
右
衛
門
客
員
教
授
が
担
当
さ
れ
た
。
そ
の
講
義
中

の
筆
者
の
質
問
に
対
す
る
回
答
で
あ
る
。
二
代
目
中
村
吉
右
衛
門
先
生
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

⒀

註
⑼
に
同
じ

⒁

大
山
康
晴
『〔
新
装
版
〕
勝
負
の
こ
こ
ろ
』（
二
〇
〇
九
年

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
）

⒂

同
右

⒃

原
田
泰
夫
監
修
『
日
本
将
棋
用
語
事
典
』（
二
〇
〇
四
年

東
京
堂
出
版
）

⒄

註
⒁
に
同
じ

⒅

同
右

⒆

伊
藤
宗
看
・
看
寿
、
門
脇
芳
雄
解
説
『
詰
む
や
詰
ま
ざ
る
や
│
│
将
棋
無
双
・
将
棋
図
巧
』
東
洋
文
庫
２８２
（
一
九
七
五
年

平
凡
社
）

⒇

同
右

21

註
⑷
に
同
じ

22

註
⑶
に
同
じ

23

久
松
潜
一
・
山
崎
敏
夫
・
後
藤
重
郎
校
注
『
新
古
今
和
歌
集
』
日
本
古
典
文
学
大
系
２８
（
一
九
五
八
年

岩
波
書
店
）

24

橋
本
治
『
桃
尻
語
訳

百
人
一
首
』（
二
〇
〇
三
年

海
竜
社
）

25

三
木
幸
信
『
解
釈
と
鑑
賞

小
倉
百
人
一
首
』（
一
九
六
二
年

京
都
書
房
）

26

慶
應
義
塾
『
慶
應
義
塾
創
立
一
五
〇
年
記
念

夢
と
追
憶
の
江
戸
│
│
高
橋
誠
一
郎
浮
世
絵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
名
品
展
│
│
』
作
品
解
説
（
二
〇
〇

九
年

慶
應
義
塾
）

27

註
⑴
に
同
じ

28

由
良
哲
次
『
総
校
日
本
浮
世
絵
類
考
』（
一
九
七
九
年

画
文
堂
）

「
姿
絵
」
異
聞

一
六



29

同
右

30

同
右

31

同
右

32

同
右

33

萩
谷
朴
校
注
『
枕
草
子

上
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
一
九
七
七
年

新
潮
社
）

34

註
28
に
同
じ

図
版

図
１

図
２

鈴
木
重
三
『
豊
国
』
浮
世
絵
大
系
９
（
愛
蔵
普
及
版
）（
一
九
七
六
年

集
英
社
）

図
３

図
４

菊
池
貞
夫
『
浮
世
絵
』
原
色
日
本
の
美
術
１７
（
一
九
六
八
年

小
学
館
）

│
│
文
学
部
教
授
│
│

「
姿
絵
」
異
聞

一
七


