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そ
の
生
涯
と
芸
術
性
│
│

山

本

野
理
子

は

じ

め

に

ば
い
そ
げ
ん
ぎ
ょ

梅
素
玄
魚
（
一
八
一
七
│
一
八
八
〇
）
は
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
江
戸
の
出
版
界
を
鮮
や
か
に
彩
っ
た
人
物
で
あ
る
。
諸
文
献
か

ら
彼
の
肩
書
を
抜
き
出
す
と
、「
絵
師
」、「
図
案
家
」、「
筆
耕
」、「
傭
書
家
」、「
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
」
な
ど
と
あ
り
、
多
彩
な

制
作
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
文
献
上
に
お
け
る
玄
魚
に
関
す
る
情
報
は
量
に
お
い
て
不

十
分
で
あ
り
、
ま
た
体
系
化
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
彼
の
全
体
像
は
依
然
と
し
て
掴
み
に
く
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
一
つ
に
、
玄
魚
が
今
日
の
諸
研
究
分
野
の
各
枠
内
に
収
ま
り
き
ら
な
い
多
方
面
に
わ
た
る
活
動
し
て
い
た
こ
と
、

も
う
一
つ
に
、
彼
が
幕
末
の
出
版
界
に
深
く
関
わ
り
、
そ
れ
な
り
の
技
量
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
画
壇
の
主
流
を
歩
ま
ず
、
俗
に

い
う
ニ
ッ
チ
な
分
野
を
専
門
に
扱
っ
て
い
た
た
め
、
研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
に
く
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

梅
素
玄
魚
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
。
彼
の
独
自
性
・
芸
術
性
は
概
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼

の
名
を
諸
所
で
目
に
す
る
た
び
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
浮
上
す
る
。
本
稿
で
は
、
玄
魚
の
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
疑
問

の
解
消
を
試
み
た
い
。

五
一
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そ
の
た
め
に
、
ま
ず
第
一
章
で
は
、
先
行
研
究
に
散
見
す
る
玄
魚
に
関
す
る
記
述
を
拾
い
上
げ
、
各
研
究
分
野
に
お
け
る
玄
魚
に
対
す

る
評
価
や
位
置
付
け
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
二
章
で
は
、
玄
魚
の
生
涯
を
辿
り
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
制
作
活
動
を
送
っ
て
い
た
の

か
、
ま
た
出
版
界
や
他
の
世
界
と
ど
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
第
三
章
で
は
、
個
々
の
作
品
の
分
析
を
行

い
、
彼
の
画
風
の
特
色
を
掴
み
た
い
。
最
後
に
、
本
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
玄
魚
の
全
体
像
に
つ
い
て
総
括
し
た
い
。

一
、
先
行
研
究
に
見
る
玄
魚
像

本
章
で
は
、
諸
文
献
に
散
見
す
る
玄
魚
に
関
す
る
考
察
を
拾
い
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る
彼
の
位
置
付
け
や
評
価
を
検
証
す

る
こ
と
に
よ
り
、
玄
魚
像
の
概
略
と
も
い
う
べ
き
輪
郭
を
明
確
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
手
始
め
と
し
て
、
浮
世
絵
研
究
に
お
け
る
玄
魚

に
関
す
る
記
述
を
次
に
抜
粋
し
た
い
。

玄
魚
と
浮
世
絵
と
言
え
ば
、
初
代
歌
川
広
重
（
一
七
九
七
│
一

八
五
八
）
の
「
名
所
江
戸
百
景
」（
大
判
錦
絵
揃
物
、
魚
屋
栄
吉

版
）
に
付
さ
れ
た
目
録
〈
図
１
〉
を
第
一
に
思
い
浮
か
べ
る
人
は

少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。「
名
所
江
戸
百
景
」
は
、
安
政
三
年
（
一

八
五
六
）
か
ら
五
年
（
一
八
五
八
）
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
、
広

重
晩
年
の
代
表
作
で
あ
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
刊
行
が
完
結
し
た

の
ち
に
、
画
帖
な
ど
に
仕
立
て
る
と
き
、
画
題
一
覧
を
示
す
た
め

に
付
さ
れ
た
の
が
、
こ
の
玄
魚
作
の
目
録
で
あ
る
。

図 1 「名所江戸百景」目録 国立国
会図書館蔵
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こ
の
目
録
に
お
い
て
玄
魚
は
、
文
字
の
清
書
を
含
む
目
録
一
枚
全
体
の
図
案
を
担
当
し
て
い
る
。
四
季
折
々
の
花
鳥
を
背
景
に
描
き
、

全
一
一
八
作
品
の
各
画
題
を
流
麗
な
筆
致
で
、
色
紙
風
の
枠
型
内
に
季
節
ご
と
に
書
き
並
べ
、
装
飾
美
の
工
夫
と
技
を
凝
ら
し
て
い
る
。

従
来
の
浮
世
絵
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
錦
絵
揃
物
の
目
録
に
つ
い
て
は
取
り
上
げ
て
言
及
し
な
い
傾
向
に
あ
る
が
、
詳
細
な
解

説
が
な
さ
れ
た
数
少
な
い
例
と
し
て
、
本
作
の
画
集
に
所
収
さ
れ
た
ヘ
ン
リ
ー
・
ス
ミ
ス
の
著
述
が
挙
げ
ら
れ
る
⑴
。
ス
ミ
ス
の
緻
密
な

分
析
は
、
玄
魚
の
造
形
上
の
特
色
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ス
ミ
ス
は
玄

魚
を
「
絵
師
」
と
称
し
、
目
録
以
外
に
も
浮
世
絵
の
摺
物
や
揃
物
と
し
て
販
売
す
る
際
の
袋
絵
を
制
作
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
傍
ら
、
原

稿
の
清
書
を
生
業
と
す
る
「
筆
耕
」
で
あ
り
、
浮
世
絵
を
専
門
と
し
な
い
と
言
及
し
て
い
る
⑵
。
こ
こ
に
玄
魚
を
、
芸
術
家
と
い
う
よ
り

も
、「
筆
耕
」
と
い
う
職
人
と
し
て
扱
う
、
彼
に
対
す
る
評
価
・
位
置
付
け
が
垣
間
見
え
る
よ
う
で
興
味
深
い
。

同
じ
く
初
代
広
重
の
作
『
六
十
余
州
名
所
図
会
』（
越
村
屋
平
助
版
）
は
、「
江
戸
名
所
百
景
」
よ
り
や
や
早
い
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五

三
）
か
ら
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
大
判
錦
絵
揃
物
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
お
け
る
玄
魚
作
の
目
録
〈
図
２
〉
に

つ
い
て
は
、
大
久
保
純
一
が
詳
細
に
解
説
し
て
い
る
⑶
。
大
久
保

は
、
玄
魚
を
「
意
匠
家
」
と
称
し
、
こ
れ
は
芸
術
家
と
職
人
の
両

義
を
含
ま
せ
て
い
よ
う
。
こ
こ
で
も
図
様
の
詳
細
な
分
析
が
な
さ

れ
て
お
り
、
ス
ミ
ス
著
同
様
、
玄
魚
の
作
風
を
知
る
上
で
の
重
要

な
手
が
か
り
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
錦
絵
揃
物
目
録
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
、

鈴
木
重
三
の
「
浮
世
絵
「
揃
物
」
詩
論
⑷
」
を
挙
げ
た
い
。
こ
こ

で
鈴
木
は
、
錦
絵
揃
物
目
録
に
つ
い
て
、
そ
の
起
源
や
、
目
録
が

揃
物
全
体
に
与
え
る
効
果
等
に
つ
い
て
考
察
を
展
開
し
て
い
る
。

図 2 「六十余州名所図」目録 国
立国会図書館蔵
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錦
絵
揃
物
目
録
に
着
目
し
た
点
や
、
そ
の
意
義
に
ま
で
追
及
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
貴
重
な
研
究
で
あ
る
と
い
え
る
。

以
上
に
挙
げ
た
、
浮
世
絵
研
究
に
お
け
る
諸
文
献
か
ら
、
浮
世
絵
界
に
お
け
る
、
錦
絵
揃
目
録
作
家
と
し
て
の
玄
魚
像
が
浮
か
び
上
が

っ
て
き
た
が
、
目
録
以
外
の
作
品
に
つ
い
て
も
検
証
を
要
す
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
次
に
、
千
社
札
研
究
に
お
け
る
玄
魚
に
関
す
る
考
察
に
注
目
し
た
い
。
千
社
札
そ
の
も
の
は
、
制
作
と
そ
の
享
受
に
お
い
て
浮

世
絵
と
も
深
い
関
連
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
風
俗
史
学
の
立
場
か
ら
の
玄
魚
考
察
に
つ
い
て
検
証
し
た
い
。

玄
魚
と
千
社
札
に
つ
い
て
、
詳
細
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
研
究
例
と
し
て
、
滝
口
正
哉
の
『
千
社
札
に
み
る
江
戸
の
社
会
⑸
』
を
挙

げ
た
い
。
こ
こ
で
滝
口
は
、
玄
魚
の
関
与
し
た
作
品
と
し
て
こ
れ
ら
を
表
に
ま
と
め
、
分
野
ご
と
の
解
説
お
よ
び
分
析
を
試
み
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
る
玄
魚
研
究
は
、
他
分
野
に
お
い
て
は
未
だ
発
達
途
上
で
あ
り
、
玄
魚
作
品
を
具
体
的
か
つ
明
確
に
し
た
と
い
う

点
に
お
い
て
、
大
い
に
意
義
の
あ
る
研
究
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
ら
の
分
析
の
結
果
、
玄
魚
は
「
広
い
交
際
範
囲
を
背
景
に
自
ら
が
意
匠
を
提
供
す
る
作
品
が
幕
末
・
維
新
期
の
江
戸
東
京
の
文
化

社
会
の
一
翼
を
担
⑹
」
い
、
ま
た
、「
言
い
換
え
れ
ば
、
梅
素
玄
魚
は
幕
末
・
維
新
の
い
わ
ば
メ
デ
ィ
ア
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
一
人
で
あ

っ
た
⑺
」
と
い
う
玄
魚
評
価
に
結
実
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
浮
世
絵
研
究
に
お
け
る
玄
魚
評
価
と
は
一
線
を
画
し
て
お
り
興

味
深
い
。
強
い
て
言
え
ば
、
こ
の
研
究
に
お
い
て
は
、
各
作
品
の
図
様
分
析
や
玄
魚
の
芸
術
性
に
ま
で
考
察
が
及
ん
で
い
な
い
こ
と
が
難

点
で
あ
る
が
、
風
俗
史
学
上
の
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
分
析
や
考
察
が
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
り
、
江
戸
文
化

全
体
を
取
り
巻
く
社
会
の
中
で
の
玄
魚
の
位
置
付
け
が
、
こ
こ
に
お
い
て
明
確
化
さ
れ
た
こ
と
は
評
価
に
値
す
る
。

最
後
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
史
と
い
う
分
野
に
お
け
る
、
玄
魚
に
関
す
る
研
究
、
す
な
わ
ち
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
一
〇
月
に
起
こ

っ
た
大
地
震
後
に
出
回
っ
た
鯰
絵
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
き
た
い
。
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鯰
絵
に
関
す
る
研
究
は
数
多
く
存
在
す
る
が
、
鯰
絵
と
い
う
、
非
合
法
で
制
作
・
販
売
さ
れ
た
と
い
う
特
質
上
、
玄
魚
作
と
断
定
で
き

る
も
の
は
数
少
な
い
。
そ
の
よ
う
な
事
情
も
含
め
、
近
年
の
諸
研
究
に
お
け
る
玄
魚
の
鯰
絵
制
作
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
概
し
て
次
の
文

献
を
典
拠
と
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
幕
末
の
戯
作
者
で
あ
り
、
玄
魚
の
友
人
で
も
あ
る
笠
亭
仙
果
（
一
八
〇
三
│
一
八
六
八
、
の
ち
の
二
代
目
柳
亭
種
彦
）
が
安

政
の
大
地
震
を
記
録
し
た
随
筆
『
な
ゐ
の
日
並
』
で
あ
る
⑻
。
う
ち
、
玄
魚
に
関
す
る
記
述
を
抜
粋
し
て
要
約
す
る
と
、
玄
魚
は
品
川
屋

久
助
と
い
う
版
元
の
依
頼
で
、「
焼
場
方
角
付
」
と
い
う
地
震
に
よ
る
火
災
の
出
火
場
所
や
被
害
状
況
を
報
じ
た
瓦
版
の
版
下
を
書
い
て

い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
⑼
。
こ
の
「
焼
場
方
角
付
」
と
は
、
地
震
直
後
か
ら
出
回
り
、
現
在
で
い
う
緊
急
災
害
速
報
で
あ
っ
た
が
、
火
災

が
落
ち
着
い
て
く
る
と
と
も
に
、
震
災
を
報
じ
る
瓦
版
は
戯
作
性
を
帯
び
、
い
わ
ゆ
る
鯰
絵
と
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
だ
。
仙
果
の
記
述
か

ら
は
、
い
ち
早
く
震
災
状
況
の
報
道
を
依
頼
さ
れ
た
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
」
と
し
て
の
玄
魚
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
同
じ
く
玄
魚
の
友
人
、
仮
名
垣
魯
文
（
一
八
二
九
│
一
八
九
四
）
も
玄
魚
の
鯰
絵
に
つ
い
て
、
の
ち
の
明
治
一
三
年
（
一
八
八

〇
）
の
著
書
『
芳
譚
雑
誌
原
文
抄
出

梅
素
小
伝
（
以
下
『
梅
素
小
伝
』）⑽
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
逸
話
を
残
し
て
い
る
。

震
災
後
、
多
く
の
版
元
が
玄
魚
宅
に
詰
め
寄
り
鯰
絵
制
作
を
依
頼
し
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
光
景
を
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
し
た
、
鯰
の
頭
の

人
々
（
版
元
達
）
が
玄
魚
の
机
の
ま
わ
り
を
囲
む
絵
ま
で
も
が
作
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
⑾
。
し
か
も
、
多
く
の
人
が
こ
の
よ
う
な
鯰

絵
を
買
い
求
め
た
た
め
、
玄
魚
は
震
災
長
者
の
一
人
に
挙
げ
ら
れ
た
そ
う
で
あ
る
⑿
。
こ
こ
か
ら
、
玄
魚
の
需
要
と
知
名
度
の
上
昇
の
様

子
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
諸
分
野
の
先
行
研
究
に
お
け
る
玄
魚
に
関
す
る
記
述
を
、
玄
魚
の
評
価
や
位
置
付
け
注
目
し
な
が
ら
拾
い
上
げ
て
き
た
。
こ
れ

ら
を
総
括
す
る
と
、
彼
の
制
作
活
動
は
王
道
と
は
言
え
な
い
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
こ
と
、
ど
の
分
野
も
共
通
し
て
出
版
界
と
関
わ
り

を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
お
そ
ら
く
今
日
私
た
ち
が
知
る
以
上
の
知
名
度
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ど
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
そ
の
結
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果
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
玄
魚
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
の
、
糸
口
が
見
え
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二
、
玄
魚
の
生
涯
に
つ
い
て

前
掲
の
『
梅
素
小
伝
』
は
、
玄
魚
と
三
〇
年
以
上
の
親
交
の
あ
る
、
仮
名
垣
魯
文
が
著
し
た
玄
魚
の
伝
記
で
あ
る
。
玄
魚
が
六
四
歳
で

没
し
た
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
二
月
の
翌
三
月
よ
り
、
玄
魚
追
悼
の
た
め
『
芳
譚
雑
誌
』
と
い
う
雑
誌
に
連
載
さ
れ
た
。『
芳
譚
雑

誌
』
と
は
、
上
野
池
之
端
の
薬
舗
主
人
、
九
代
目
守
田
治
兵
衛
（
一
八
四
一
│
一
九
一
二
）
が
自
店
の
宣
伝
の
た
め
に
出
資
し
、
明
治
一

一
年
（
一
八
七
八
）
か
ら
一
七
年
（
一
八
八
四
）
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
で
あ
る
。
こ
の
治
兵
衛
は
、「
宝
丹
」
の
包
み
紙
や
効
能

書
の
図
案
を
玄
魚
に
依
頼
し
て
お
り
、
ま
た
玄
魚
は
自
宅
を
「
宝
丹
」
の
大
売
捌
所
（
販
売
代
理
店
）
と
し
て
販
売
を
し
て
い
た
と
い
う

か
ら
、
こ
の
二
人
の
交
際
が
親
密
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

『
梅
素
小
伝
』
は
の
ち
に
、
亀
戸
天
神
境
内
妙
義
社
付
近
に
玄
魚
の
記
念
碑
建
築
計
画
の
際
の
、
寄
付
者
へ
の
配
本
と
し
て
魯
文
自
ら

再
編
し
、
治
兵
衛
の
「
序
言
」
を
付
し
て
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
が
、
実
際
に
建
碑
が
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
は

不
明
で
あ
る
⒀
。

本
章
で
は
玄
魚
の
生
涯
を
検
証
す
る
た
め
の
基
本
文
献
と
し
て
、
こ
の
『
梅
素
小
伝
⒁
』
を
引
用
す
る
。
ま
た
こ
れ
に
並
行
し
て
、
各

時
期
に
お
け
る
玄
魚
の
作
品
遍
歴
や
交
際
関
係
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
な
お
、
作
品
に
つ
い
て
は
玄
魚
作
と
断
定
で
き
る
も
の
を
主
に
扱

い
、
画
の
内
容
等
の
詳
細
な
分
析
は
次
章
に
譲
る
。

〈
幼
少
期
〉

文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
秋
。
玄
魚
、
日
本
橋
本
石
町
に
生
ま
れ
る
。
本
名
は
の
ち
に
父
と
同
じ
宮
城
喜
三
郎
を
名
乗
る
が
、
幼
名
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は
不
明
で
あ
る
。
玄
魚
は
宮
城
家
の
一
粒
種
で
あ
り
、
六
代
目
に
あ
た
る
⒂
。
玄
魚
の
父
、
五
代
喜
三
郎
（
一
七
八
六
│
一
八
四
八
）
は

ゆ

ず

る

大
経
師
（
表
具
師
）
を
生
業
と
し
た
。
こ
の
父
、
五
代
喜
三
郎
は
、
国
学
者
で
歌
人
の
岸
本
由
豆
流
（
一
七
八
八
│
一
八
四
六
）
に
入
門

は
る
な

き
さ
い

げ
ん
ぎ
ょ

は
る
な

し
、「
玄
魚
」、「
喜
哉
」
と
号
す
。
玄
魚
の
号
も
、
こ
の
「
玄
魚
」
の
号
を
継
い
だ
も
の
で
、
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
を
意
味
す
る
。

ね
ん
ぽ

さ
い

こ
ろ

す
ヾ
り

し
た
し

ひ
つ
ぼ
く

も
て
あ
そ

ふ

ぼ

せ
ま

は
く
し

こ

み
ヽ
ず
が
き

も
つ

つ
ね

『
梅
素
小
伝
』
に
よ
れ
ば
、
玄
魚
は
「
年
甫
三
才
の
頃
よ
り
硯
に
親
み
筆
墨
を
玩
弄
び
父
母
に
迫
り
て
白
紙
を
乞
ひ
蚯
蚓
書
を
以
て
常

い
う
ぎ

か
わ

の
遊
戯
に
換
る
⒃
」
と
あ
り
、
幼
年
の
頃
か
ら
書
へ
の
関
心
が
強
か
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
く
幼
少
期
の
逸
話
と
し
て
、

よ
く
ね
ん

は
る

こ
と
な
り

ち
ょ
ろ

�
�

あ
る
き

さ
い

い
へ

き
ん
ば
う

み
ち
ぶ
し
ん

ゆ
き
ヽ
く
る
ま
ど
め

せ
い
さ
つ

た
て

翌
年
〔
玄
魚
四
歳
の
頃
〕
春
の
事
成
し
が
、
猪
路
々
々
歩
行
の
際
、
そ
の
家
の
近
傍
に
道
普
請
の
往
来
車
止
の
制
札
を
建
た
る
が
、

ど
ぼ
く
こ
う
な
り

そ
の
た
て
ふ
だ
み
ち
ば
た

た
ふ

き

ら
ふ
こ
の
ふ
だ

も

じ

ひ
と
さ
し
ゆ
び

さ
き

な
で

い
へ

か
へ

い
つ
も

ご
と

し

土
木
功
成
て
其
建
牌
路
傍
に
倒
れ
た
る
を
、
喜
三
郎
此
牌
の
文
字
を
人
指
の
頭
に
て
撫
る
こ
と
数
度
。
家
に
帰
り
て
毎
例
の
如
く
紙

ひ
つ

こ

さ
き

ゆ
び
さ
き

な
で
な
ら

く
る
ま
ど
め

じ

し
よ

じ
た
い
と
ヽ
の

い

ち
そ
な
は

い
ま

し
ょ
と
う
ざ
ん

ふ
も
と

す
ぎ

筆
を
乞
ふ
て
、
前
に
指
頭
に
て
撫
習
ひ
し
車
止
の
二
字
を
書
す
る
。
字
体
整
ひ
位
置
備
り
て
、
未
だ
初
登
山
の
麓
を
も
過
ら
ざ
る

さ
い

せ
う
に

わ
ざ

お
も

三
四
才
の
小
児
の
業
と
は
思
は
れ
ず
⒄
。〔
後
略
〕（
読
点
、〔

〕
内
筆
者
）

四
歳
の
時
、
制
札
に
書
か
れ
た
「
車
止
」
の
文
字
を
指
で
な
ぞ
っ
て
覚
え
、
幼
児
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
に
整
っ
た
字
体
で
書
き
写
し
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。
玄
魚
が
書
に
関
し
て
天
賦
の
才
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

〈
青
年
期
〉

天
保
二
年
（
一
八
三
一
）、
一
五
歳
の
時
、
浅
草
諏
訪
町
の
書
画
骨
董
舗
、
金
子
吉
兵
衛
家
の
丁
稚
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
も
、
彼
の
書

に
ま
つ
わ
る
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る
。

し
や
う
か
な
り
は
ひ

い
そ
が
し

し
よ
ひ
つ

こ
の

か
つ

そ
の
よ

か

え

し
か

ど
も
て
ん
ぷ

さ
い
ひ
つ
は
ん
ぽ
ん

ざ
へ
ん

す
へ

こ
れ

も
ひ
つ

主
家
営
業
の
多
忙
き
に
よ
り
書
筆
を
好
む
も
曾
て
其
余
暇
を
得
ず
。
然
れ
共
天
賦
の
才
筆
範
本
を
座
辺
に
据
て
之
を
�
筆
す
る
に

げ
ん
し
よ

ひ
つ
せ
い
じ
た
い

ひ

ご
う

た
が

原
書
の
筆
勢
字
体
に
比
し
て
毫
も
違
へ
ず
⒅
。（
読
点
筆
者
。（

）
内
原
著
。）

丁
稚
と
な
っ
て
か
ら
は
書
を
た
し
な
む
余
暇
も
な
い
玄
魚
で
あ
っ
た
が
、
範
本
、
お
そ
ら
く
店
で
扱
っ
て
い
た
書
の
類
で
あ
ろ
う
が
、

こ
れ
を
本
物
と
見
紛
う
ほ
ど
正
確
に
書
き
写
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
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こ
の
吉
兵
衛
家
に
は
、
五
、
六
年
務
め
た
が
、
の
ち
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）、
玄
魚
二
〇
歳
の
頃
、
実
父
喜
哉
老
衰
の
た
め
実
家
に

あ
る
と
き

ひ
と

も
と

さ
ま
�
�

も
や
う
ひ
な
が
た

か
ん
ば
ん

た
い
じ

し
よ

戻
り
、
家
業
の
大
経
師
を
継
い
だ
。
そ
の
傍
ら
、
玄
魚
は
「
或
時
は
他
の
需
む
る
ま
に
�
�
種
々
の
模
様
雛
形
、
招
牌
の
大
字
を
書
し
。

あ
る

そ
の
こ
ろ
よ

り
う
か
う

せ
ん
し
や
ま
う
で

お
さ
め
ふ
だ

ち
や
く
し
よ
く

は
ん
し
た

か
き
し
た
ヽ

み
ず
か
ら

そ
の
な
か
ま

い
り

或
ひ
は
其
頃
世
に
流
行
せ
し
千
社
参
詣
の
題
名
牌
に
着
色
あ
る
版
下
を
書
認
め
、
自
己
も
其
社
会
に
入
て
⒆
」（
句
読
点
、〔

〕
内
筆

者
）
と
あ
り
、
次
に
説
明
す
る
が
、
様
々
な
副
業
を
行
っ
て
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
ず
、
小
袖
類
の
柄
見
本
帳
で
あ
る
雛
形
模
様
に
つ
い
て
は
、
大
経
師
の
素
養
と
し
て
、
玄
魚
が
有
職
文
様
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
は

容
易
に
想
像
で
き
、
副
業
的
で
は
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
玄
魚
が
す
で
に
出
版
界
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
好
材
料
と
な
ろ
う
。

か
ん
ば
ん

た
い
じ

び

ら

次
に
、
招
牌
（
看
板
）
の
大
字
と
あ
る
が
、
商
家
の
店
頭
に
掲
げ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
広
告
印
物
を
招
牌
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た

な
か
ま

よ
う
な
の
で
、
詳
細
は
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
、
千
社
札
の
図
案
制
作
を
し
た
こ
と
や
、
千
社
札
の
「
社
会
（
連
）」
に
入
っ
て
い
た
こ

と
も
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
出
版
界
と
の
繋
が
り
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
青
年
期
に
お
い
て
、
丁
稚
時
代
に
書
画
の
名
品
に
触
れ
、
美
的
感
性
を
養
う
機
会
を
得
た
こ
と
、
ま
た
、
実
家
を
継
ぎ
大
経
師
と

し
て
、
書
画
に
装
飾
を
施
し
鑑
賞
品
と
し
て
完
成
さ
せ
る
技
術
を
磨
い
た
こ
と
は
、
の
ち
に
「
図
案
家
」
と
し
て
開
花
す
る
た
め
の
礎
と

な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

〈
壮
年
期
〉

嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）、
父
喜
三
郎
が
他
界
し
、
玄
魚
は
妻
を
迎
え
る
。
こ
の
二
、
三
年
の
ち
、
魯
文
は
、
玄
魚
宅
を
初
め
て
訪
ね

て
い
る
⒇
。
玄
魚
三
四
歳
、
魯
文
二
二
歳
の
頃
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
人
の
親
交
は
、
玄
魚
が
六
四
歳
で
没
す
る
ま
で
、
三
〇
数
年
続
く
。

こ
の
時
期
よ
り
、
玄
魚
の
署
名
が
次
第
に
当
時
の
刊
行
物
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
番
早
い
時
期
の
も
の
で
は
、
嘉
永
二
年
か
ら

三
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
、
江
戸
内
外
の
記
録
『
武
江
年
表
』（
正
編
八
巻
、
斎
藤
月
岑
編
、
須
原
屋
伊
八
ら
合
梓
）
の
巻
末
に
「
后

輯
四
巻
傭
書

宮
城
呂
成
」
と
あ
り
、
玄
魚
が
後
半
の
四
巻
の
傭
書
（
筆
耕
）
を
担
当
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
呂
成
」
は
玄
魚
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の
別
号
で
、
本
姓
「
宮
城
」
の
漢
字
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
「
ウ
」
冠
と
「
土
」
偏
を
除
い
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
傭
書
以
外
に
も
、
弘
化
五
年
（
一
八
四
八
）
か
ら
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
長
編
伝
奇
小
説
『
仮
名
読

八
犬
伝
』（
三
一
編
、
為
永
春
水
ら
作
、
歌
川
国
芳
ら
画
、
丁
子
屋
平
兵
衛
ら
合
梓
）
の
う
ち
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
刊
行
さ
れ

た
九
編
下
冊
の
裏
表
紙
〈
図
３
〉
全
体
の
図
案
を
玄
魚
が
担
当
し
て
い
る
こ
と
が
、「
玉
石
子
21
」
の
署
名
と
、
玄
魚
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー

ク
で
あ
る
「
凹
凸
菱
印
」〈
図
４
〉
か
ら
分
か
る
。
傭
書
と
は
違
い
、
よ
り
玄
魚
の
創
作
性
が
発
揮
さ
れ
る
、
い
わ
ば
「
作
品
」
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
裏
表
紙
絵
制
作
を
機
に
絵
画
的
、
創
作
的
な
内
容
の
依
頼
が
増
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

引
き
続
き
嘉
永
五
、
六
年
（
一
八
五
二
、
五
三
）
の
頃
、
錦
絵
揃
物
目
録
の
依
頼
が
舞
い
込
ん
で
く
る
。
嘉
永
五
年
か
ら
翌
年
に
か
け

て
刊
行
さ
れ
た
、
歌
川
国
芳
（
一
七
九
七
│
一
八
六
二
）
画
の
「
木
曽
街
道
六
十
九
次
之
内
」（
大
判
錦
絵
揃
物
、
辻
岡
屋
文
助
ら
合
梓
）

〈
図
５
〉
が
時
期
と
し
て
は
早
い
。

国
芳
と
い
っ
た
幕
末
三
大
浮
世
絵
師
に
数
え
上
げ
ら
れ
る
巨
匠
の
作
品
に
関
わ
っ
た
玄
魚
は
、
安
政
年
間
（
一
八
五
四
│
一
八
五
九
）

図 3 『仮名読八犬伝』九編下冊の裏
表紙 早稲田大学図書館蔵

図 4 図 3に同じ（部分）
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に
入
る
と
、
も
う
二
人
の
巨
匠
、
初
代
広
重
と
初
代
歌
川
国
貞

（
の
ち
の
三
代
豊
国
、
一
七
八
六
│
一
八
六
四
）
の
作
品
に
も
携

わ
る
こ
と
と
な
る
。
初
代
広
重
の
錦
絵
揃
物
目
録
に
つ
い
て
は
、

既
に
第
一
章
で
紹
介
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

錦
絵
揃
物
目
録
制
作
に
加
え
て
、
玄
魚
の
安
政
年
間
に
お
け
る

主
な
活
動
の
ひ
と
つ
に
、
草
双
紙
の
図
案
や
装
丁
が
挙
げ
ら
れ

る
。
三
大
巨
匠
の
内
、
初
代
国
貞
（
三
代
豊
国
）
と
は
、
こ
の
分

野
に
お
い
て
関
係
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
か
ら
明
治
元
年
（
一
八

六
八
）
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
、
長
編
伝
奇
小
説
『
児
雷
也
豪
傑
譚
』（
四
三
編
一
七
三
冊
、
美
図
垣
笑
顔
ら
作
、
和
泉
屋
市
兵
衛
版
）

の
主
た
る
挿
絵
を
初
代
国
貞
が
担
当
す
る
が
、
そ
の
う
ち
、
数
冊
分
の
見
返
し
絵
は
玄
魚
の
図
案
に
よ
る
。
見
返
し
絵
と
は
、
草
双
紙
の

見
返
し
、
す
な
わ
ち
表
紙
を
め
く
っ
た
次
ペ
ー
ジ
に
、
標
題
・
作
者
・
絵
師
・
版
元
等
の
文
字
情
報
（
刊
記
）
と
と
も
に
描
か
れ
た
、
物

語
と
関
連
す
る
内
容
の
略
画
を
示
す
。
お
そ
ら
く
天
保
年
間
（
一
八
三
〇
│
一
八
四
四
）
頃
よ
り
盛
ん
に
挿
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

玄
魚
の
見
返
し
絵
に
関
し
て
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
か
ら
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
、
歌
舞
伎
劇
の
小
説

化
『
与
話
情
浮
名
横
櫛
』（
七
編
二
八
巻
、
三
代
目
瀬
川
如
皐
原
稿
、
楳
田
舎
好
文
作
、
歌
川
国
芳
画
、
山
本
平
吉
版
）
に
お
い
て
も
ま

た
、
や
は
り
落
款
を
多
く
は
残
さ
な
い
も
の
の
、
か
な
り
の
点
数
の
見
返
し
絵
を
玄
魚
が
担
当
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
本
作
で
、
玄
魚

は
六
編
の
序
文
〈
図
６
〉
も
執
筆
し
て
お
り
、
こ
の
版
本
の
制
作
に
携
わ
る
重
要
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

お
よ

に
し
き
ゑ
が
う
く
わ
ん

い
は
ゆ
る
く
さ
ざ
う
し

は
ん
も
と
こ
と
�
�
ば
い
そ
て
い

ら
い
は
う

そ
の

こ
の
頃
の
彼
の
人
気
振
り
に
つ
い
て
、
魯
文
は
、「〔
前
略
〕
凡
そ
錦
絵
合
巻
（
所
謂
草
双
紙
）
の
版
元
悉
く
梅
素
亭
に
来
訪
し
て
其

図 5 「木曽街道六十九次之内」目録
東京都立図書館蔵
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は
ん
し
た

ひ
つ
か
う

げ
だ
い
へ
う
し
と
び
ら

り
や
く
ぐ
わ

う
は
ぶ
く
ろ

も
や
う

版
下
の
筆
耕
と
外
題
表
紙
扉
の
略
画〔
見
返
し
絵
〕、
巻
帙
の
模
様

た
く

こ
れ
ら

も
の
げ
ん
ぎ
よ

ふ
で

い
で

み
る
も
の
ざ
い
し
や
う〔
マ
マ
〕せ
い

を
托
す
に
、
此
等
の
物
玄
魚
が
筆
に
出
ざ
れ
ば
看
者
最
上
の
製

こ
う工
と
せ
ず
22
」（
句
点
と
〔

〕
内
筆
者
、（

）
内
原
著
）
と
述

べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
錦
絵
や
草
双
紙
の
筆
耕
（
傭
書
）、
外
題

表
紙
扉
（
見
返
し
絵
）、
さ
ら
に
は
包
装
用
の
袋
絵
ま
で
を
も
玄

魚
が
請
け
負
っ
て
お
り
、
玄
魚
作
で
な
け
れ
ば
最
上
品
で
は
な
い

と
ま
で
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
図
案
家
と
し
て
の
人

気
を
不
動
の
も
の
と
し
た
の
ち
は
、
さ
す
が
に
傭
書
の
方
は
同
業

の
輩
に
譲
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
23
。

草
双
紙
や
錦
絵
の
制
作
に
携
わ
る
中
、
玄
魚
の
交
際
関
係
も
一
気
に
華
や
か
に
な
っ
て
い
く
。
浮
世
絵
師
で
は
前
出
の
三
代
豊
国
、
国

芳
、
初
代
広
重
、
そ
の
他
門
人
数
名
、
ま
た
歌
舞
伎
作
者
で
は
二
代
目
河
竹
新
七
（
一
八
一
六
│
一
八
九
三
）、
三
代
目
瀬
川
如
皐
（
一

八
〇
六
│
一
八
八
一
）、
戯
作
者
で
は
前
出
の
仙
果
、
柳
下
亭
種
員
（
一
八
〇
七
│
一
八
五
八
）、
楽
亭
西
馬
（
一
七
九
九
│
一
八
五

八
）、
そ
の
他
梨
園
の
人
々
な
ど
、
玄
魚
は
彼
ら
と
の
交
際
を
通
し
て
、
創
作
活
動
の
向
上
の
糧
と
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
転
機
が
玄
魚
に
訪
れ
る
。
そ
れ
は
安
政
二
年
一
〇
月
、
江
戸
を
襲
っ
た
大
地
震
で
あ
る
。
震
災
直
後
、
玄
魚

に
鯰
絵
の
依
頼
が
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
利
益
は
し
ょ
せ
ん
水
物
で
あ
っ
た
。
魯
文
は
、
震
災
後
の
玄
魚
に
つ
い

て
次
の
よ
う
な
逸
話
を
残
し
て
い
る
。

あ
る
ひ
は
ん
ぴ
つ

す
ん
か
は
ん
も
と
な
に
が
し

い
う
い
ん

こ
の
ご
ろ
さ
ん
や
ぼ
り

ひ
ら
き

ぶ
た
な
べ

し
よ
く

と
て
か
し
こ

い
た

し
よ
く

つ
く

と
ん
に
く

あ
ぢ
め
づ

一
日
繁
筆
の
寸
暇
板
元
何
某
に
誘
引
せ
ら
れ
、
此
頃
山
谷
堀
に
開
業
た
る
豚
鍋
を
食
せ
ん
迚
彼
處
に
到
り
。
食
に
就
に
豚
肉
の
味
奇

う
ま
き

お
ぼ

げ
ん
ぎ
よ
し
よ
く

こ
と
ぶ
ん

す
ぎ

い
わ
ゆ
る
し
よ
く
あ
た
り

き

み

こ
ヽ
ち
つ
ね

い
え

か
へ

と
し
や
は
げ

ら
し
く
佳
味
を
覚
え
、
玄
魚
食
す
る
事
分
に
過
た
る
よ
り
、
所
謂
食
傷
の
気
味
と
て
心
地
常
な
ら
ず
。
家
に
帰
り
て
吐
瀉
激
し

そ
の
よ
く
な
ふ

た
へ

つ
ひ

や
ま
ひ

び
や
う
し
や
う

へ
い
ぐ
わ

あ
ま

な
ま
づ

ゑ
が

か
き
い
れ

え

か
ね

こ
と
�
�
い
れ
う
や
く
よ
う

く
、
其
夜
苦
悩
に
堪
ず
。
遂
に
病
痾
と
な
り
病
床
に
平
臥
す
る
を
、
二
ヶ
月
余
り
鯰
を
画
き
填
詞
し
て
得
た
る
金
は
悉
く
医
療
薬
用

図 6 『与話情浮名横櫛』序文 早
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も
と
で

な
り

や
う
や

ぜ
ん
く
わ
い

お
も
む

お
り

ぢ
ほ
ん
や
し
な
が
は
や
き
う
す
け

き
や
う
く

が
う
で
ん
し
や

そ
の
ま
く
ら
べ

と
ぶ
ら

く
ひ
た
め

な
ま
づ

ぶ
た

み
な

の
資
金
と
成
、
漸
く
全
快
に
趣
き
し
折
、
地
本
屋
品
川
屋
久
助
が
（
狂
句
の
号
田
舎
）
其
枕
辺
を
訪
ふ
て
「
喰
溜
め
た
鯰
を
豚
で
皆

も
ど

い
ひ
す
て

み
ま
ひ

き

か
た
は
ら

ゐ
あ
は

ひ
と
�
�

た
な
ぞ
こ

う
つ

わ
ら

吐
し
」
と
言
棄
た
る
に
見
舞
に
来
た
り
傍
辺
に
居
合
せ
た
る
人
々
も
掌
中
を
打
て
笑
ひ
あ
へ
り
24
。（
句
読
点
筆
者
、（

）
内
原

著
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
震
災
後
繁
忙
を
極
め
て
い
た
折
、
あ
る
版
元
に
誘
わ
れ
て
近
々
開
業
し
た
豚
鍋
を
食
べ
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
食
あ
た

り
を
お
こ
し
て
二
か
月
間
も
の
間
病
床
に
つ
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
回
復
ま
で
に
医
療
費
が
か
か
り
、
と
う
と
う
鯰
絵
に
よ
っ
て
得
た

収
入
は
底
を
つ
い
て
し
ま
っ
た
そ
う
だ
。
見
舞
い
に
来
た
版
元
品
川
屋
久
助
が
25
の
句
が
皆
の
笑
い
を
誘
っ
た
。

利
益
は
失
っ
た
も
の
の
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
玄
魚
の
稼
ぎ
振
り
が
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
震
災
を
機
に
玄
魚
の

名
が
市
井
の
人
々
に
ま
で
一
気
に
広
ま
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
安
政
年
間
の
頃
、
様
々
な
要
因
が
働
い
て
玄
魚
は
大
躍
進
を
遂
げ
た
が
、
彼
の
制
作
活
動
は
こ
の
期
を
ピ
ー

ク
に
、
ゆ
っ
く
り
で
は
あ
る
が
減
少
傾
向
を
た
ど
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
玄
魚
人
気
の
低
迷
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
は
、
万
延
か
ら
慶
応
年
間
（
一
八
六
〇
│
一
八
六
八
）、
激
動
の
幕
末
・
維
新
の
頃
、
玄
魚
は
ど
の
よ
う

な
日
々
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

〈
中
年
期
〉

万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）、
玄
魚
四
四
歳
の
時
、
親
友
で
あ
る

魯
文
の
出
世
作
『
滑
稽
富
士
詣
』（
七
編
一
四
巻
、
歌
川
国
虎
画
、

芙
蓉
堂
版
）〈
図
７
〉
の
刊
行
が
開
始
す
る
。
玄
魚
は
、
表
紙
・

裏
表
紙
と
も
に
見
返
し
絵
を
提
供
す
る
ほ
か
、
三
編
上
巻
で
は
序

文
も
執
筆
し
て
い
る
。

図 7 『滑稽富士詣』三編下巻
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そ
の
他
、
錦
絵
揃
物
目
録
や
草
双
紙
の
見
返
し
絵
や
装
丁
、
あ
る
い
は
、
双
六
、
錦
絵
の
背
景
・
コ
マ
絵
、
一
枚
も
の
の
横
浜
絵
な

ど
、
数
に
お
い
て
は
安
政
の
頃
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
依
頼
を
受
け
、
玄
魚
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
多
様
性
は
、
更
に

そ
の
幅
を
広
げ
て
い
っ
た
。

同
じ
く
文
久
元
年
、
玄
魚
の
出
世
を
支
え
た
一
人
で
あ
る
国
芳
か
他
界
し
、
そ
の
追
善
の
た
め
に
刊
行
さ
れ
た
死
絵
が
刊
行
さ
れ
た
。

国
芳
門
人
の
歌
川
（
落
合
）
芳
幾
（
一
八
三
三
│
一
九
〇
四
）
が
画
を
担
当
す
る
が
、
山
々
亭
有
人
（
一
八
三
二
│
一
九
〇
二
、
の
ち
の

條
野
採
菊
）、
魯
文
と
と
も
に
玄
魚
も
追
悼
句
を
寄
せ
て
い
る
。
後
年
、
国
芳
の
筆
塚
建
設
の
際
に
も
玄
魚
が
傭
書
を
し
て
お
り
、
こ
の

こ
と
か
ら
も
、
玄
魚
と
国
芳
門
人
達
と
の
親
交
が
読
み
取
れ
よ
う
。

創
作
活
動
の
か
た
わ
ら
、
文
久
年
間
（
一
八
六
一
│
一
八
六
三
）
末
の
頃
、
前
出
の
新
七
、
有
人
、
芳
幾
、
魯
文
ら
と
三
題
噺
再
興
の

会
「
粋
狂
連
」
を
結
成
、
次
第
に
流
行
と
な
っ
た
26
。
三
題
噺
と
は
、
客
か
ら
任
意
に
三
つ
の
題
を
出
さ
せ
、
こ
れ
を
即
興
で
綴
り
合
せ

て
一
席
の
落
語
と
す
る
落
語
の
一
種
で
あ
る
。
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）、
三
笑
亭
可
楽
（
一
七
七
七
│
一
八
三
三
）
が
創
始
し
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
粋
狂
連
」
に
は
、
金
座
役
員
が
出
資
し
、
本
職
の
落
語
家
、
柳
亭
左
楽
（
生
年
不
詳
│
一
八
七
二
）
や
三
遊
亭
園
朝
（
一
八
三

だ
い
ち
ゃ
づ
け

だ
い
ぐ
わ
し

き
せ
る

九
│
一
九
〇
〇
）
も
参
加
し
た
。
こ
の
流
行
に
乗
じ
て
、「
興
笑
連
」
と
い
う
会
も
結
成
さ
れ
た
27
。「
三
題
茶
漬
、
三
題
菓
子
、
煙
管
に

だ
い
は
り
ゐ
る
い

だ
い
ぞ
め

あ
る
ひ

だ
い
ぐ
し

だ
い
か
ん
ざ
し

三
題
張
衣
類
に
三
題
染
、
或
は
三
題
櫛
、
三
題
簪
28
」（
句
点
筆
者
）
な
ど
、
こ
の
頃
の
新
商
品
に
は
、
悉
く
「
三
題
」
の
二
字
が
冠
せ

ら
れ
る
ほ
ど
、
一
大
社
会
現
象
に
も
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
は
、『
粋
興
奇
人
伝
』（
仮
名
垣
魯
文
・
山
々
亭

有
人
合
編
、
歌
川
芳
幾
画
、
丸
屋
徳
造
版
）
と
題
し
た
「
粋
狂
連
」、「
興
笑
連
」
の
人
物
伝
集
ま
で
刊
行
さ
れ
る
と
い
っ
た
過
熱
ぶ
り
で

あ
っ
た
29
。

同
じ
く
文
久
三
年
に
お
い
て
、
こ
の
年
行
わ
れ
た
第
一
四
代
将
軍
徳
川
家
茂
の
上
洛
を
描
い
た
大
判
錦
絵
揃
物
一
六
二
枚
と
い
う
超
大

作
、
い
わ
ゆ
る
「
御
上
洛
東
海
道
30
」（
三
代
豊
国
ら
合
作
、
越
前
屋
嘉
十
ら
合
梓
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
玄
魚
は
こ
の
目
録
を
担
当
し
て

梅
素
玄
魚
考

六
三



い
る
。
目
録
の
図
案
は
二
種
あ
り
、
一
つ
は
一
五
五
枚
組
、
あ
る
い
は
一
六
二
枚
組
用
に
作
ら
れ
、
も
う
一
つ
は
五
五
枚
組
用
に
作
ら
れ

ご
し
ょ
う
ら
く

ご
じ
ょ
う
ら
く

た
も
の
で
あ
る
。
後
者
に
は
「
三
題
咄
の
御
笑
楽
〔
御
上
洛
の
掛
詞
〕
仲
間

玄
魚
�
書
」（〔

〕
内
筆
者
）
と
あ
り
、
当
時
玄
魚
が

「
粋
狂
連
」
の
活
動
に
傾
倒
し
て
い
た
様
子
が
示
さ
れ
て
い
る
。

き
ょ
う
が
あ
わ
せ

こ
の
頃
よ
り
、
慶
応
年
間
に
か
け
て
、
粋
狂
連
・
興
笑
連
合
同
の
「
狂
画
合
」
が
開
催
さ
れ
る
。
こ
こ
に
玄
魚
も
絵
師
、
あ
る
い
は
評

者
と
し
て
参
加
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
31
。
当
時
の
玄
魚
は
も
は
や
、

制
作
活
動
で
は
な
く
、
趣
味
世
界
の
活
動
を
専
ら
と
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
混
沌
の
幕
末
・
維
新
を
経
て
明
治
の
世
に
な
っ
た
の
は
、
玄
魚

五
二
歳
の
時
で
あ
る
。
彼
の
趣
味
人
と
し
て
の
生
活
は
晩
年
ま
で
続
く

の
で
あ
っ
た
。

〈
晩
年
〉

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
か
ら
九
年
（
一
八
七
六
）
に
か
け
て
刊
行

さ
れ
た
、
魯
文
の
代
表
作
『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』（
一
五
編
三
〇
冊
、

一
二
編
よ
り
総
生
寛
作
、
芳
幾
ら
画
、
万
笈
閣
版
）
に
は
、
い
く
つ
か

の
挿
絵
に
狂
歌
が
添
え
ら
れ
て
お
り
、
玄
魚
も
三
句
を
残
し
て
い
る
。

〈
図
８
〉
一
方
、
装
丁
や
見
返
し
な
ど
に
玄
魚
の
手
が
加
え
ら
れ
た
形

跡
は
な
い
。

こ
の
他
、「
六
二
連
」
と
い
う
劇
評
グ
ル
ー
プ
の
幹
事
を
九
代
目
市

川
團
十
郎
（
一
八
三
八
│
一
九
〇
三
）
と
と
も
に
務
め
32
、『
俳
優
評

図 8 『西洋道中膝栗毛』初編上巻 早稲田大学図書館蔵
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判
記
』
と
い
う
劇
評
誌
も
刊
行
し
て
い
た
。
こ
の
『
俳
優
評
判
記
』
は
、
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）
か
ら
一
九
年
（
一
八
八
六
）
に
か

が
く
や
お
し
ろ
い

け
て
二
七
冊
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
六
二
連
の
活
動
も
ほ
ぼ
こ
の
時
期
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
玄
魚
は
、「
楽
屋
白
粉
」
と
い
う

が
く
や
お
し
ろ
い

も
の
を
作
り
販
売
し
て
い
た
ら
し
く
33
、
こ
の
頃
梨
園
と
の
繋
が
り
が
強
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
「
楽
屋
白
粉
」
の
販
売

や
、
先
述
の
守
田
治
兵
衛
薬
舗
が
販
売
す
る
「
宝
丹
」
の
代
理
店
業
な
ど
か
ら
の
収
入
で
、
生
活
そ
の
も
の
は
安
泰
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
。
こ
の
頃
か
ら
は
、
二
世
梅
素
玄
魚
こ
と
関
根
薫
（
本
名
竹
二
郎
、
生
没
年
不
詳
）
が
、
そ
の
画
業
を
開
始
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
他
と

し
て
は
、「
五
号
の
平
仮
名
」
と
称
さ
れ
た
、
活
版
印
刷
に
お
け
る
活
字
の
制
作
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
35
。

明
治
一
一
年
に
は
、
魯
文
が
会
主
と
な
り
、「
珍
猫
百
覧
会
」
と
い
う
猫
に
関
す
る
書
画
骨
董
品
な
ど
を
展
示
す
る
と
い
う
大
規
模
な

イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
た
。
魯
文
の
旧
友
と
し
て
玄
魚
は
、
河
竹
新
七
、
瀬
川
如
皐
と
と
も
に
、「
三
翁
」
と
呼
ば
れ
、
後
見
役
と
し
て

会
の
隆
盛
を
見
守
っ
た
34
。
晩
年
は
こ
の
よ
う
に
遊
芸
の
世
界
に
生
き
な
が
ら
、
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
そ
の
生
涯
に
幕
を
閉
じ

る
。
享
年
六
四
歳
。
辞
世
の
句
「
何
時
に
迎
が
来
て
も
こ
こ
ろ
よ
く

南
無
阿
弥
陀
仏
六
時
ご
ろ
な
り
36
」。

以
上
、
玄
魚
の
生
涯
を
、
彼
の
作
品
や
そ
の
他
の
活
動
と
と
も
に
編
年
的
に
検
証
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
玄
魚
の
業
績
の
全
体
像
の

輪
郭
線
が
か
な
り
鮮
明
に
な
っ
て
き
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
次
章
は
、
そ
の
輪
郭
線
の
内
側
、
す
な
わ
ち
玄
魚
作
品
を
分
析
し
、
彼
の

独
自
性
・
芸
術
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

三
、
玄
魚
の
作
品
に
つ
い
て

本
章
で
は
、
玄
魚
の
独
自
性
・
芸
術
性
に
つ
い
て
の
考
察
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
彼
の
業
績
の
う
ち
、
玄
魚
自
ら
の
創
作
性
が
発

揮
で
き
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
、
純
粋
に
原
稿
の
清
書
と
い
う
意
味
で
の
傭
書
に
つ
い
て
は
取
り
上
げ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
玄
魚
の
業

梅
素
玄
魚
考

六
五



績
の
主
軸
で
あ
る
図
案
・
意
匠
に
関
す
る
も
の
を
主
に
取
り
上
げ
る
。
ま
た
、
本
研
究
に
お
い
て
筆
者
は
玄
魚
の
膨
大
な
数
の
作
品
の
分

析
を
行
っ
た
が
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
上
、
玄
魚
作
品
の
特
徴
が
よ
く
表
れ
て
い
る
作
品
を
抜
粋
し
て
考
察
し
た
い
。

〈
錦
絵
揃
物
目
録
〉

玄
魚
が
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
揃
物
目
録
を
制
作
し
、
ど
の
絵
師
の
作
品
に
関
わ
っ
た
か
は
、
前
章
に
お
い
て
既
に
述
べ
た
。
こ
こ
で
は
、

前
掲
の
「
御
上
洛
東
海
道
」
の
目
録
を
取
り
上
げ
、
玄
魚
の
独
自
の
様
式
や
、
描
か
れ
た
内
容
に
つ
い
て
分
析
し
た
い
。

「
御
上
洛
東
海
道
」
の
目
録
の
図
案
が
二
種
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
一
つ
は
、
一
五
五
枚
〈
図
９
〉
及
び
一
六
二

枚
を
組
に
し
て
画
帖
等
で
売
り
出
す
際
に
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
五
五
枚
組
用
〈
図
１０
〉
の
も
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら

も
玄
魚
作
で
あ
る
が
、
そ
の
図
案
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
前
者
で
あ
る
が
、
鶴
亀
を
上
下
に
配
し
た
「
東
海
道
名
所
風
景
」
と
記
さ
れ
た
枠
が
あ
り
、
こ
れ
は
こ
の
揃
物
全
体
の
標
題
を

図 9 「御上洛東海道」目録（一五
五枚）河鍋暁斎記念美術館蔵

図 10 「御上洛東海道」目録（五五
枚）静岡市地域産業課蔵
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示
し
て
い
る
。
本
編
部
分
の
表
記
、
す
な
わ
ち
一
図
一
図
に
お
け
る
揃
物
全
体
を
示
す
表
記
は
、「
東
海
道
」、「
東
海
道
名
所
」、「
東
海

道
名
所
之
内
」
な
ど
統
一
に
欠
く
が
、
こ
の
目
録
に
お
い
て
「
東
海
道
名
所
風
景
」
と
い
う
表
記
が
な
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
は
江
戸
時
代

当
時
、
時
事
的
・
政
治
的
な
内
容
、
取
り
分
け
徳
川
将
軍
に
関
す
る
こ
と
を
出
版
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
を
考
慮
し

て
、
あ
く
ま
で
も
東
海
道
の
風
景
を
テ
ー
マ
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

続
い
て
、
本
編
部
分
の
各
画
題
が
五
段
の
長
方
形
枠
の
中
に
箇
条
書
き
さ
れ
る
。
各
画
題
、
主
に
地
名
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
東
海
道

あ
い

五
五
の
宿
駅
名
が
目
立
つ
よ
う
、
間
の
宿
や
周
辺
の
名
所
は
、
字
下
げ
を
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
、「
通
計
百
五
十
五
番
（
あ
る

い
は
百
六
十
二
番
）」
と
、
組
枚
数
が
示
さ
れ
て
い
る
。
五
段
目
は
別
に
「
画
工
」
欄
が
設
け
ら
れ
、
こ
の
揃
物
を
描
い
た
絵
師
名
が
記

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
枠
に
は
、
打
雲
、
天
地
ぼ
か
し
、
雲
形
な
ど
料
紙
を
模
し
た
装
飾
を
施
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
装
飾
料

紙
風
の
意
匠
は
玄
魚
の
他
の
図
案
に
も
使
用
例
が
多
く
み
ら
れ
、
玄
魚
の
特
色
の
ひ
と
つ
と
言
え
よ
う
。

背
景
は
、
笹
竜
胆
紋
を
染
め
抜
い
た
幔
幕
と
松
竹
梅
の
意
匠
が
描
か
れ
て
い
る
。
幔
幕
は
、
大
名
行
列
の
際
本
陣
等
に
掲
げ
ら
れ
、
当

時
に
お
い
て
は
東
海
道
の
旅
を
象
徴
す
る
モ
チ
ー
フ
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
笹
竜
胆
は
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
源
頼
朝
の
紋
と
し

て
認
識
さ
れ
て
お
り
、「
東
国
の
将
軍
」
と
い
う
連
想
か
ら
転
じ
て
、
出
版
物
や
歌
舞
伎
の
衣
装
等
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
徳
川
将
軍
を

示
唆
す
る
た
め
に
使
わ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
文
字
（
画
題
）
に
お
い
て
は
東
海
道
物
錦
絵
揃
物
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
つ
つ
も
、
背
景

に
よ
っ
て
鑑
賞
者
に
将
軍
上
洛
の
絵
で
あ
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
幕
政
に
対
す
る
好
意
的
態
度
を
示
す
た
め
、
松
竹

梅
と
い
う
め
で
た
い
図
柄
も
抜
け
目
な
く
取
り
込
ん
で
い
る
。

さ
て
、
次
に
五
五
枚
用
の
目
録
で
あ
る
。
画
面
は
大
き
く
三
分
割
さ
れ
る
。
上
下
に
有
職
文
様
風
の
意
匠
を
施
し
た
霞
形
を
配
し
、
中

央
部
分
に
揃
物
本
体
部
分
の
各
画
題
（
宿
駅
名
）
と
副
題
と
し
て
画
の
内
容
を
箇
条
書
き
に
し
て
い
る
。
宿
駅
名
は
そ
れ
ぞ
れ
当
時
の
国

別
（「
武
蔵
」
等
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
画
面
右
側
に
大
き
く
配
さ
れ
た
槍
袋
に
、
揃
物
全
体
の
標
題
を
示
す
「
東
海
道
五
十
三
駅

図
会
」
の
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。
槍
袋
は
、
こ
の
揃
物
の
本
編
部
分
の
図
中
に
、
将
軍
の
行
列
を
示
唆
す
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
数
多
く

梅
素
玄
魚
考

六
七



描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
下
方
に
は
、
文
机
、
竹
鞭
、
葵
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
文
机
は
書
院
（
政
務
を
つ
か
さ
ど
る
空
間
）、
葵
は
徳

川
将
軍
（
家
茂
）、
竹
鞭
は
馬
（
移
動
）
を
暗
示
し
、
幕
府
の
政
務
機
関
が
一
時
的
に
京
へ
移
動
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
将
軍
上
洛
を
暗

示
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。
な
お
、
将
軍
は
本
来
、
乗
物
と

呼
ば
れ
る
駕
籠
で
移
動
す
る
の
が
習
わ
し
で
あ
る
が
、
家
茂
は
上

洛
時
好
ん
で
馬
に
乗
っ
て
移
動
し
、
ま
た
そ
の
姿
は
庶
民
に
も
目

撃
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

〈
草
双
紙
の
表
紙
見
返
し
絵
〉

玄
魚
は
前
述
の
通
り
、
草
双
紙
の
表
紙
見
返
し
絵
を
数
多
く
手

掛
け
て
い
る
。
彼
の
画
業
の
中
で
、
点
数
に
お
い
て
は
、
見
返
し

絵
が
一
番
多
い
と
思
わ
れ
る
。
見
返
し
絵
は
普
通
、
表
紙
を
め
く

っ
て
す
ぐ
の
頁
に
掲
載
さ
れ
た
図
案
を
示
す
が
、
本
に
よ
っ
て
は

裏
表
紙
の
見
返
し
部
分
に
も
同
様
の
図
案
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。

玄
魚
の
見
返
し
絵
の
図
案
は
、
竹
や
梅
等
の
植
物
や
、
掛
け
軸

・
扇
子
・
提
灯
・
食
器
等
の
身
近
な
小
道
具
類
（
静
物
画
）
を
意

匠
的
に
描
い
た
も
の
が
大
部
分
を
占
め
る
。
こ
こ
で
は
例
と
し

て
、
前
出
の
長
編
伝
奇
小
説
『
児
雷
也
豪
傑
譚
』
か
ら
、
確
実
に

玄
魚
作
の
落
款
が
認
め
ら
れ
る
見
返
し
絵
の
う
ち
い
く
つ
か
を
抜

図 11 『児雷也豪傑譚』二五編上
巻 早稲田大学図書館蔵

図 12 『児雷也豪傑譚』二五編下巻
早稲田大学図書館蔵
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粋
し
て
次
に
挙
げ
、
そ
の
内
容
の
分
析
を
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
二
五
編
上
巻
〈
図
１１
〉
に
は
、
扇
子
と
芙
蓉
が
描
か
れ
る
。
扇
子
に
は
、「
児
雷
也
豪
傑
譚

二
五
篇

上
之
巻

柳
か
〔
下
〕

亭
種
員
作

一
雄
斎
国
輝
画

甲
寅
春
成
る

甘
泉
堂
」（〔

〕
内
筆
者
）
と
刊
記
が
記
さ
れ
て
い
る
。
同
二
五
編
下
巻
〈
図
１２
〉
に

は
、
団
扇
と
菖
蒲
が
描
か
れ
る
。
団
扇
に
は
、「
じ
ら
い
や
か
う

け
つ
も
の
が
た
り
〔
児
雷
也
豪
傑
譚
〕
に
し
ふ
五
へ
ん
〔
二
五

編
〕
下
の
ま
き
〔
下
巻
〕
た
ね
か
づ
つ
く
る
〔
種
員
作
る
、
一
二

編
よ
り
〕
く
に
て
る
え
が
く
〔
国
輝
描
く
、
一
六
編
よ
り
〕
泉
市

〔
和
泉
屋
市
兵
衛
〕」（〔

〕
内
筆
者
）
と
、
同
じ
く
刊
記
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
二
つ
の
絵
が
対
を
な
し
て
い
る
こ
と

に
気
が
付
く
で
あ
ろ
う
。
刊
記
の
役
割
を
も
果
た
し
て
い
た
、
い

わ
ば
付
属
品
の
見
返
し
絵
に
、
玄
魚
は
こ
の
よ
う
な
機
知
を
含
ま

せ
、
鑑
賞
品
と
し
て
の
完
成
度
を
高
め
て
い
る
。

同
作
三
一
編
上
巻
〈
図
１３
〉
の
見
返
し
絵
に
二
匹
の
蛙
が
描
か

れ
て
い
る
が
、
同
三
一
編
下
巻
〈
図
１４
〉
に
こ
れ
ま
た
二
匹
の
蛙

が

ま

が
描
か
れ
て
い
る
。『
児
雷
也
豪
傑
譚
』
は
、
蝦
蟇
の
妖
術
を
使

う
怪
盗
児
雷
也
を
英
雄
義
賊
と
し
た
伝
奇
小
説
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
、
蛙
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
図
様
が
こ
の
作
品
に
多
く
見
ら
れ
、

玄
魚
画
も
例
外
で
は
な
い
。
下
巻
に
は
落
款
は
な
い
が
、
こ
の
二

図
が
続
絵
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
玄
魚
作
で
あ
る
こ
と
が
分
か

図 14 『児雷也豪傑譚』三一編下
巻 早稲田大学図書館蔵

図 13 『児雷也豪傑譚』三一編上
巻 早稲田大学図書館蔵
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る
。
組
物
の
錦
絵
と
は
違
い
、
こ
ち
ら
は
版
本
で
あ
る
の
で
、
横
に
並
べ
て
鑑
賞
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
鋭
敏
な
読
者
が
下
巻
に
進

ん
で
初
め
て
こ
の
続
絵
に
気
付
く
と
い
う
、
一
種
の
遊
び
心
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
『
児
雷
也
豪
傑
譚
』
で
、
玄
魚
の
落
款
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
の
二
五
編
か
ら
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も

全
て
に
落
款
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
作
風
・
筆
跡
等
を
考
慮
す
る
と
、
嘉
永
年
間
（
一
八
四
八
│
一
八
五
三
）
後
半
頃
か
ら

玄
魚
が
関
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
以
前
、
玄
魚
以
外
に
こ
の
草
双
紙
の
見
返
絵
を
担
当
し
て
い
た
の
は
、
初
編
か
ら
一
五
編
ま

で
担
当
し
た
三
代
豊
国
の
門
人
達
で
あ
る
。
三
代
歌
川
国
政
（
の
ち
の
二
代
国
貞
、
一
八
二
三
│
一
八
八
〇
）
や
二
代
歌
川
国
久
（
一
八

三
二
│
一
八
九
一
）
ら
が
、
落
款
を
残
し
て
い
る
。

彼
ら
と
の
作
風
を
比
較
す
る
と
、
玄
魚
作
の
方
は
よ
り
意
匠
的
で
あ
り
、
書
と
の
バ
ラ
ン
ス
も
自
然
で
あ
る
。
草
双
紙
類
の
見
返
し
絵

を
数
多
く
こ
な
す
に
つ
れ
、
玄
魚
は
、
画
面
構
成
上
自
身
の
独
特
の
世
界
を
構
築
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
意
匠
的
な
略
画
、

輪
郭
を
縁
ど
る
装
飾
、
そ
れ
ら
と
一
体
化
し
た
書
と
い
う
三
つ
の
要
素
が
、
小
さ
な
一
画
面
の
中
で
調
和
す
る
世
界
で
あ
る
。

〈
錦
絵
の
コ
マ
絵
〉

三
代
豊
国
の
大
判
錦
絵
揃
物
「
見
立
三
十
六
句
撰
」（
魚
屋
栄
吉
ら
合
梓
）
が
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
刊
行
さ

れ
る
が
、
こ
の
脇
を
飾
る
役
と
し
て
抜
擢
さ
れ
た
の
が
玄
魚
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
六
枚
か
ら
な
る
揃
物
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
三
代
豊
国
画
く

役
者
絵
に
、
玄
魚
画
の
コ
マ
絵
と
呼
ば
れ
る
小
型
の
挿
絵
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
複
数
の
画
を
一
枚
に
交
ぜ
合
わ
せ
た
貼
交
絵
の
趣
向
と

言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
貼
交
絵
と
は
、
屏
風
や
襖
な
ど
に
種
々
の
書
画
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
「
貼
り
交
ぜ
」
の
手
法
を
模
し
て
、
一
枚
の

錦
絵
に
複
数
の
画
面
を
取
り
交
ぜ
た
も
の
で
あ
る
。
三
六
枚
中
、
三
三
枚
は
玄
魚
の
落
款
を
有
し
、
残
り
三
枚
は
無
落
款
で
あ
る
が
、
画

風
か
ら
考
察
す
る
と
こ
ち
ら
も
玄
魚
作
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
枚
の
絵
に
添
え
ら
れ
た
コ
マ
絵
は
、
錦
絵
に
お
い
て
さ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
三
代
豊
国
や
初
代
広
重
な
ど
の
大
家
の
門
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弟
が
、
揃
の
う
ち
一
、
二
枚
程
度
、
習
作
の
場
と
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
見
立
三
十
六
句
撰
」

で
は
、
は
じ
め
か
ら
三
代
豊
国
の
役
者
絵
の
見
立
と
し
て
、
玄
魚
の
コ
マ
絵
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
趣
旨
で
制
作
さ
れ
て
い
る
。
図
案

家
と
評
さ
れ
、
と
か
く
本
流
の
絵
師
と
区
別
さ
れ
る
傾
向
に
あ

る
玄
魚
で
あ
る
が
、
こ
の
好
機
を
ど
の
よ
う
に
活
か
し
た
の
だ

ろ
う
か
。

例
と
し
て
、
ま
ず
、「
あ
け
ま
き

す
け
ろ
く
」〈
図
１５
〉
を

挙
げ
た
い
。
三
代
豊
国
画
の
方
は
、
歌
舞
伎
十
八
番
の
ひ
と
つ

す
け
ろ
く
ゆ
か
り
の
え

ど
ざ
く
ら

「
助
六
由
縁
江
戸
桜
」
よ
り
「
水
入
り
の
場
」
の
揚
巻
と
助
六

を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
玄
魚
の
コ
マ
絵
に
は
、
遊
郭

の
灯
籠
が
描
か
れ
、
余
白
に
「
花
の
雲
鐘
は
上
野
か
浅
草
か

は
せ
を
」
と
、
松
尾
芭
蕉
（
一
六
四
四
│
一
六
九
四
）
の
句
が

添
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
芭
蕉
の
句
を
元
に
し
て
い
る
の
が
、

楽
曲
「
助
六
」
の
一
節
、「
鐘
は
上
野
か
浅
草
に

そ
の
名
も

伊
達
な
花
川
戸
」
で
あ
り
、
見
る
も
の
に
な
る
ほ
ど
と
思
わ
せ

る
効
果
が
あ
る
。

な
お
、
玄
魚
画
の
背
景
の
文
様
は
、
玄
魚
の
「
凹
凸
」
菱
紋

と
三
代
豊
国
の
「
年
玉
」
印
で
あ
る
。
あ
た
か
も
有
職
文
様
が

施
さ
れ
た
表
具
用
の
生
地
を
模
し
、
洒
落
た
意
匠
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
玄
魚
の
大
経
師
と
し
て
の
経
歴
が
活
か
さ
れ
て
い
る
。

図 15 「見立三十六句撰 あけまき
すけろく」 国立国会図書館
蔵

図 16 「見立三十六句撰 三浦の高
尾 左金吾頼兼」 国立国
会図書館蔵
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次
に
、「
三
浦
の
高
尾

左
金
吾
頼
兼
」〈
図
１６
〉
を
挙
げ
た
い
。
三
代
豊
国
画
の
方
は
、
伊
達
騒
動
を
脚
色
し
た
歌
舞
伎
劇

め
い
ぼ
く
せ
ん
だ
い
は
ぎ

「
伽
羅
先
代
萩
」
よ
り
「
高
尾
丸
船
中
の
場
」
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
玄
魚
が
描
く
の
は
、
月
に
ほ
と
と
ぎ
す
で
あ
る
。
余
白

に
は
、「
君
は
今
駒
形
あ
た
り
」、「
た
か
を
」
と
あ
り
、
図
の
ほ
と
と
ぎ
す
を
も
っ
て
、
高
尾
太
夫
が
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
有
名
な
「
君
は

今
駒
形
あ
た
り
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
句
が
完
成
す
る
。
詩
歌
と
絵
画
と
幻
想
的
に
交
わ
り
、
甘
美
な
世
界
観
を
構
築
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。以

上
、
玄
魚
の
膨
大
な
作
品
群
か
ら
、
彼
の
芸
術
性
の
精
髄
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
、
ほ
ん
の
一
部
分
の
み
取
り
上
げ
て
考
察
を
展
開

し
た
。
本
来
、
よ
り
多
く
の
作
品
を
詳
細
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

お

わ

り

に

以
上
、
玄
魚
の
全
体
像
を
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
諸
分
野
の
先
行
研
究
を
ま
と
め
、
彼
の
生
涯
を
通
観
し
、
ま
た
、

作
品
の
分
析
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
玄
魚
の
業
績
の
全
体
像
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。

ま
ず
、
玄
魚
の
出
版
界
に
お
け
る
位
置
付
け
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
本
流
と
い
う
よ
り
は
、
俗
に
い
う
ニ
ッ
チ
な
部
門
を
多
岐
に
わ
た

っ
て
請
け
負
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
部
門
に
お
い
て
、
出
版
界
の
み
な
ら
ず
、
世
間
一
般
に
お
い
て
も
広
く
認
知
さ

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
制
作
姿
勢
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
錦
絵
揃
物
目
録
や
草
双
紙
の
見
返
し
と
い
っ
た
、
出
版
物
本
体
の
副
産
物
に
ま
で
創
意
工
夫

を
凝
ら
し
、
鑑
賞
品
と
し
て
の
完
成
度
を
高
め
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
し
て
、
玄
魚
以
上
に
こ
れ
ら
副
産
物
の
価
値
を
高
め
た

絵
師
は
い
な
い
と
、
筆
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
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更
に
作
風
に
つ
い
て
は
、
意
匠
的
で
、
書
と
の
画
の
バ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
抜
群
の
完
成
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
彼
の
幼
年
期
や
青

年
期
に
培
っ
た
経
験
が
活
か
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
文
学
と
絵
画
の
融
合
を
昇
華
さ
せ
、
洒
落
た
遊
び
心
を
も
含
ま

せ
た
独
自
の
芸
術
世
界
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
の
交
友
関
係
や
趣
味
世
界
が
も
た
ら
し
た
結
晶
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
以
上
を
も
っ
て
、
本
稿
の
ま
と
め
と
し
た
い
。

注⑴

ヘ
ン
リ
ー
・
ス
ミ
ス
『
広
重

名
所
江
戸
百
景
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
、
一
八
頁
。

⑵

注
⑵
に
同
じ
。

⑶

鈴
木
重
三
序
文
、
大
久
保
純
一
解
説
『
広
重

六
十
余
州
名
所
図
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
一
七
〇
頁
。

⑷

鈴
木
重
三
「
浮
世
絵
「
揃
物
」
詩
論
」（『
名
品
揃
物
浮
世
絵
』
一
二

広
重
Ⅲ
、
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
二
年
、
一
五
三
│
一
六
〇
頁
。

⑸

滝
口
正
哉
『
千
社
札
に
み
る
江
戸
の
社
会
』
同
成
社
、
二
〇
〇
八
年
。

⑹

注
⑸
に
同
じ
。
一
〇
六
頁
。

⑺

注
⑸
に
同
じ
。
一
〇
六
頁
。

⑻

笠
亭
仙
果
『
な
ゐ
の
日
並
』（
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
編
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期
第
二
四
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
、
七
三
一
│
七

五
八
頁
。）

⑼

注
⑻
に
同
じ
。

⑽

仮
名
垣
魯
文
編
『
芳
譚
雑
誌
原
文
抄
出

梅
素
小
伝
』（『
リ
プ
リ
ン
ト
日
本
近
代
文
学
』
二
一
七
、
平
凡
社
、
二
〇
一
二
年
。）
初
出
は
、
明
治

一
三
年
（
一
八
八
〇
）
の
『
芳
譚
雑
誌
』、
の
ち
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
再
編
し
刊
行
。

⑾

注
⑽
に
同
じ
。
一
五
頁
。

⑿

注
⑽
に
同
じ
。
一
五
頁
。

⒀

谷
川
恵
一
「「
芳
譚
雑
誌
原
文
抄
出

梅
素
小
伝
」
改
題
」（
注
⑽
に
同
じ
。
三
七
頁
。）

⒁

注
⑽
に
同
じ
。

⒂

遠
祖
は
安
房
大
神
宮
の
祝
忌
部
氏
で
、
そ
の
外
孫
が
奥
州
宮
城
郡
仙
台
に
移
住
し
、
宮
城
姓
を
名
乗
っ
た
。
そ
の
四
代
目
宮
城
喜
三
郎
（
生
年
不
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明
│
一
八
〇
六
）
が
江
戸
に
出
た
。

⒃

注
⑽
に
同
じ
。
八
│
九
頁
。

⒄

注
⑽
に
同
じ
。
九
頁
。

⒅

注
⑽
に
同
じ
。
一
〇
頁
。

⒆

注
⑽
に
同
じ
。
一
一
頁
。

⒇

注
⑽
に
同
じ
。
一
三
頁
。

21
「
玉
石
子
」
の
落
款
に
つ
い
て
、「
た
ま
じ
ゃ
く
し
（
玉
杓
子
。
玄
魚
の
号
の
ひ
と
つ
。）」
と
読
む
。
魯
文
の
『
梅
素
小
伝
』
に
お
い
て
も
、「
玉

杓
子
」
と
「
玉
石
子
」
の
混
用
が
み
ら
れ
る
が
、
ど
ち
ら
も
「
た
ま
じ
や
く
し
」
の
仮
名
が
振
ら
れ
て
い
る

22

注
⑽
に
同
じ
。
一
四
頁
。

23

例
え
ば
、
武
田
来
交
と
い
う
傭
書
家
は
、
玄
魚
が
関
わ
っ
た
草
双
紙
類
の
傭
書
を
多
く
担
当
し
て
い
る
。

24

注
⑽
に
同
じ
。
一
五
│
一
六
頁
。

25

品
川
屋
久
助
と
は
、
前
掲
の
仙
果
作
『
な
ゐ
の
日
並
』
に
も
登
場
す
る
が
、
当
時
、
鯰
絵
を
数
多
く
出
版
し
た
版
元
で
あ
る
。

26

注
⑽
に
同
じ
。
一
六
頁
。

27

注
⑽
に
同
じ
。
一
六
│
一
七
頁
。

28

注
⑽
に
同
じ
。
一
七
頁
。

29

注
⑽
に
同
じ
。
一
七
頁
。

30

御
上
洛
東
海
道
」
の
呼
称
に
つ
い
て
、
各
作
品
や
目
録
に
記
さ
れ
た
シ
リ
ー
ズ
全
体
を
表
す
標
題
は
統
一
を
欠
き
、
ま
た
、
数
多
の
東
海
道
も
の

の
錦
絵
シ
リ
ー
ズ
と
区
別
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
現
代
に
お
け
る
本
作
品
の
一
般
的
呼
称
で
あ
る
こ
の
標
題
を
使
用
す
る
。

31

注
⑽
に
同
じ
。
二
七
頁
。

32

梅
本
鐘
太
郎
編
『
浮
世
絵
備
考
』
東
陽
堂
、
一
八
九
八
年
、
一
二
二
頁
。

33

淡
島
寒
月
『
梵
雲
庵
雑
話
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
三
七
頁
。

34

野
崎
左
文
著
『
増
補

私
の
見
た
明
治
文
壇
』
一
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
七
年
、
四
七
頁
。
初
出
は
一
九
二
七
年
。

35

西
野
嘉
章
編
『
歴
史
の
文
字
│
記
載
・
活
字
・
活
版
』
東
京
大
学
総
合
研
究
博
物
館
、
一
九
九
六
年
、
二
一
六
頁
。

36

俗
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
「
六
字
」
と
呼
ぶ
が
、
念
仏
読
経
の
時
刻
と
さ
れ
る
「
六
時
」
と
か
け
て
い
る
。
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説
『
広
重

六
十
余
州
名
所
図
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
。

淡
島
寒
月
『
梵
雲
庵
雑
話
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
。

西
野
嘉
章
編
『
歴
史
の
文
字
│
記
載
・
活
字
・
活
版
』
東
京
大
学
総
合
研
究
博
物
館
、
一
九
九
六
年
。

梅
本
鐘
太
郎
編
『
浮
世
絵
備
考
』
東
陽
堂
、
一
八
九
八
年
。

野
崎
左
文
著
『
増
補

私
の
見
た
明
治
文
壇
』
一
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
七
年
。

国
際
浮
世
絵
学
会
編
集
『
浮
世
絵
大
事
典
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
。

滝
口
正
哉
『
千
社
札
に
み
る
江
戸
の
社
会
』
同
成
社
、
二
〇
〇
八
年
。

仮
名
垣
魯
文
編
『
芳
譚
雑
誌
原
文
抄
出

梅
素
小
伝
』（『
リ
プ
リ
ン
ト
日
本
近
代
文
学
』
二
一
七
、
平
凡
社
、
二
〇
一
二
年
）

│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
│
│

梅
素
玄
魚
考

七
五


