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は
じ
め
に

菱
田
春
草
（
明
治
七
‐
四
四
﹇
一
八
七
四
‐
一
九
一
一
﹈）
の
晩
年
と
位
置
付
け
ら
れ
る
と
り
わ
け
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）

か
ら
四
四
年
（
一
九
一
一
）
に
描
か
れ
た
作
例
に
は
、
酒
井
抱
一
（
宝
暦
一
一
‐
文
政
一
一
﹇
一
七
六
一
‐
一
八
二
八
﹈）
を
端

緒
と
し
以
降
明
治
期
（
一
八
六
八
〜
一
九
一
二
年
）
に
も
そ
の
画
風
が
継
承
さ
れ
た
一
派
と
し
て
の
、
琳
派
の
う
ち
江
戸
琳
派
に

よ
る
画
風
と
近
似
し
た
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
概
し
て
代
表
作
と
さ
れ
る
《
落
葉
》
や
《
黒
き
猫
》
ほ
か
、
同
様
の
影
響
下
に
据

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
作
例
が
こ
の
時
期
に
盛
ん
に
描
か
れ
て
い
る
。

江
戸
琳
派
は
概
念
上
、
酒
井
抱
一
が
江
戸
後
期
・
文
化
一
二
年
（
一
八
一
五
）
の
尾
形
光
琳
百
回
忌
に
向
け
編
ん
だ
『
光
琳
百

菱
田
春
草
と
江
戸
琳
派

―
そ
の
受
用
状
況
に
つ
い
て

―

稲
田
　
智
子
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図
』（
文
化
一
二
年
﹇
一
八
一
五
﹈）
や
、
四
代
乾
山
の
務
め
と
し
て
ま
と
め
た
『
乾
山
遺
墨
』（
文
政
六
年
﹇
一
八
二
三
﹈）
等
、

彼
等
の
描
く
画
を
自
ら
尊
崇
の
念
を
持
っ
て
模
写
し
た
も
の
を
編
纂
し
、
更
に
そ
れ
を
い
わ
ば
粉
本
と
し
制
作
を
行
う
と
い
っ
た

一
連
の
流
れ
か
ら
始
ま
っ
た
一
流
派
と
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
抱
一
は
、
独
特
の
モ
チ
ー
フ
・
技
法
・
画
面
構
成
を
融
合
さ
せ
て

成
っ
た
光
琳
ら
の
画
風
を
継
承
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
自
身
が
画
の
依
頼
者
ご
と
に
画
風
を
使
い
分
け
て
い
た
、
と
言
う
こ
と
も
で

き
る
。
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
大
名
家
・
寺
院
・
文
人
仲
間
や
芸
妓
、
自
娯
目
的
、
等
々
で
あ
る
。

但
し
、
京
都
を
中
心
に
光
琳
に
よ
る
染
織
図
案
や
そ
の
画
風
は
民
間
に
広
ま
り
、
こ
れ
ら
に
倣
い
再
構
成
し
て
作
っ
た
図
案
な

ど
は
、
光
琳
の
存
命
中
か
ら
公
然
と
「
か
う
り
ん
梅
」「
光
林
菊
桐
」「
紅
葉
こ
う
り
ん
」
等
と
名
付
け
ら
れ
、
そ
の
図
案
集
が
出

版
さ
れ
た
（
1
）
。
現
在
で
言
う
と
こ
ろ
の
江
戸
琳
派
は
、
幕
末
・
明
治
以
降
、
俵
屋
宗
達
も
含
め
光
琳
や
そ
れ
以
降
の
画
師
ら
が
用

い
て
き
た
印
章
等
を
引
き
継
い
だ
画
師
な
い
し
画
家
を
指
し
て
「
光
琳
派
」
と
呼
称
さ
れ
、
明
治
・
大
正
期
に
は
、
そ
の
「
光
琳

派
」
に
属
す
る
者
が
正
統
的
な
継
承
者
で
あ
る
と
の
認
識
が
、
民
間
に
あ
っ
て
も
流
布
し
て
い
た
よ
う
だ
（
2
）
。

つ
ま
り
当
流
派
の
特
徴
は
、
印
章
・
粉
本
授
受
を
基
礎
と
し
た
い
わ
ゆ
る
一
流
派
と
し
て
の
流
れ
と
同
時
に
、
図
案
と
し
て
転

化
し
や
す
い
性
格
を
持
っ
た
そ
の
粉
本
が
民
間
に
利
用
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
二
面
性
に
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
在
り
様
は
明
治
期

に
も
認
め
ら
れ
る
が
、
江
戸
時
代
に
引
続
い
て
、
の
ど
や
か
な
愛
ら
し
い
花
鳥
を
描
き
続
け
た
江
戸
琳
派
画
家
が
明
治
の
中
央
画

壇
に
お
い
て
華
々
し
く
名
を
連
ね
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
、
む
し
ろ
明
治
前
期
に
「
伝
統
的
な
日
本
ら
し
さ
」
の
求
め
ら
れ
た
輸

出
工
芸
図
案
制
作
の
場
や
、
前
時
代
文
化
を
当
然
の
如
く
愛
で
続
け
て
い
た
民
間
受
容
層
の
中
に
、
図
案
集
の
流
布
と
と
も
に
生

き
続
け
た
。

そ
う
し
た
時
代
傾
向
の
中
で
、
彼
ら
の
画
風
の
う
ち
春
草
が
参
考
と
し
た
も
の
を
具
体
的
に
提
示
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
春

草
が
欧
米
遊
学
後
に
発
表
し
た
「
絵
画
に
就
い
て
」（

3
）

中
に
「
深
く
写
実
派
の
感
化
を
受
け
て
復
た
印
象
派
の
面
影
を
在
す
所
少
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く
」
と
抱
一
を
評
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

―
印
象
派
・
即
ち
色
没
骨
法
に
依
っ
た

―
光
琳
か
ら
の
影
響
が
よ
り
薄

れ
た
、
抱
一
の
最
た
る
特
徴
で
あ
る
瀟
洒
な
画
風
を
指
す
、
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
春
草
が
東
京
美
術
学
校
・
日
本
美
術
院
の
外
で
光
琳
や
抱
一
の
作
に
触
れ
た
機
会
の
一
つ
と
し
て
、
原
三
溪
に
よ
る
古

美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
春
草
の
師
た
る
岡
倉
覚
三
（
天
心
）
の
呼
び
か
け
に
応
じ
、
三
溪
は
日
本
美
術

院
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
岡
倉
が
創
刊
に
関
わ
っ
た
『
國
華
』
掲
載
作
品
中
に
も
三
溪
所
蔵
品
は
多
く
（
4
）
、
明
治
三
六
年
（
一

九
〇
三
）
発
刊
の
『
光
琳
派
画
集
』
編
纂
に
三
溪
が
携
わ
っ
て
も
い
る
（
5
）
。
彼
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
中
に
は
仏
画
が
多
い
が
、
茶
事

に
係
わ
る
光
琳
・
乾
山
の
画
や
陶
器
も
各
々
二
〇
点
程
あ
り
、
抱
一
画
、
更
に
抱
一
の
内
弟
子
で
あ
る
鈴
木
其
一
（
寛
政
八
‐
安

政
五
﹇
一
七
九
六
‐
一
八
五
八
﹈）
筆
《
せ
き
れ
い
松
葉
幅
》
も
所
蔵
さ
れ
、
当
時
三
溪
が
宗
達
筆
と
銘
打
っ
た
《
禊
図
》
も
そ

の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
（
6
）
。
山
根
氏
ほ
か
、
現
在
は
そ
の
《
禊
図
》
が
光
琳
も
し
く
は
光
琳
以
後
の
近
し
い
画
師
に
依
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
（
7
）
。
春
草
の
親
友
か
つ
支
援
者
で
も
あ
っ
た
斎
藤
隆
三
氏
は
、
春
草
が
「
光
琳
の
御
禊
図
の
粉
本
を
仮
表
装
し
た
も

の
」
を
常
に
画
室
に
掛
け
て
い
た
、
と
伝
え
る
（
8
）
。
即
座
に
春
草
の
画
室
に
在
っ
た
粉
本
図
像
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も

の
の
、
既
述
の
《
禊
図
》
が
後
に
光
琳
筆
と
伝
え
ら
れ
、
こ
の
粉
本
が
春
草
の
手
元
に
届
い
た
か
、
或
い
は
、
そ
れ
と
は
画
面
構

成
の
異
な
る
図
像
で
は
あ
る
が
、
抱
一
は
『
光
琳
百
図
』
に
光
琳
筆
《
禊
図
》
を
載
せ
て
お
り
、
春
草
は
同
書
を
入
手
し
た
の
か

も
し
れ
な
い
（
9
）
。

当
時
の
社
会
風
潮
と
し
て
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
日
本
独
自
の
展
覧
会
会
場
と
も
言
え
る
百
貨
店
は
、
明
治
三
七
年
（
一
九
〇

四
）
に
三
越
が
初
の
展
覧
会
と
し
て
「
光
琳
遺
品
展
覧
会
」
を
催
し
、
大
盛
況
下
に
幕
を
閉
じ
た
。
海
外
で
の
流
行
と
も
相
俟
っ

て
、
日
本
の
庶
民
層
に
お
け
る
光
琳
人
気
が
再
燃
し
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
春
草
も
こ
の
よ
う
な

風
潮
を
見
聞
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
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近
年
の
兆
候
と
し
て
は
特
に
其
一
の
近
代
性
が
注
目
さ
れ
、
明
治
に
入
り
春
草
ら
と
作
画
期
を
一
に
す
る
江
戸
琳
派
画
家
ら
の

具
体
的
な
活
動
状
況
も
、
徐
々
に
解
明
の
歩
み
を
辿
っ
て
い
る
（
10
）
。
そ
れ
に
伴
い
春
草
晩
年
の
画
風
と
江
戸
琳
派
作
例
と
の
類
似

性
も
既
に
先
行
研
究
に
よ
り
数
例
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
11
）
、
相
似
点
・
相
違
点
の
具
体
的
な
比
較
考
察
は
僅
か
な
例
に
留
ま
る
こ

と
か
ら
、
本
稿
で
は
そ
れ
ら
比
較
考
察
を
今
一
歩
推
し
進
め
よ
う
と
試
み
る
。
そ
の
目
的
は
、
江
戸
琳
派
・
春
草
画
中
に
用
い
ら

れ
た
同
モ
チ
ー
フ
又
は
相
互
に
異
な
る
モ
チ
ー
フ
表
現
を
比
べ
、
技
法
及
び
画
面
構
成
に
相
似
点
・
相
違
点
を
見
出
し
、
晩
年
の

作
品
が
江
戸
琳
派
に
よ
る
画
に
近
似
す
る
可
能
性
と
、
異
な
る
方
向
性
を
目
指
し
て
い
た
可
能
性
と
の
双
方
を
具
体
的
に
指
摘
す

る
こ
と
で
あ
る
。

で
は
早
速
、
そ
の
比
較
考
察
に
先
立
ち
、
明
治
期
に
お
け
る
抱
一
及
び
江
戸
琳
派
画
家
ら
の
活
動
状
況
や
時
代
性
、
春
草
に
よ

る
そ
の
受
用
機
会
の
可
能
性
等
に
つ
い
て
、
具
体
例
を
簡
略
に
呈
し
た
い
。

〇
、
明
治
期
に
お
け
る
抱
一
と
江
戸
琳
派
、
春
草

江
戸
琳
派
の
画
家
ら
が
確
か
に
明
治
期
に
お
い
て
も
作
画
活
動
を
行
い
、
彼
ら
に
よ
る
画
が
公
開
さ
れ
る
場
が
存
外
あ
っ
た
こ

と
は
、
当
時
の
新
聞
記
事
に
見
ら
れ
る
限
り
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
春
草
が
実
際
に
彼
ら
と
交
流
す
る
機
会
は
岡
倉
を
通
し
た
場

合
も
含
め
恐
ら
く
幾
多
と
あ
り
、
更
に
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
親
し
み
や
す
い
モ
チ
ー
フ
と
柔
ら
か
い
筆
致
の

用
い
ら
れ
た
と
り
わ
け
掛
幅
形
式
の
作
は
、
抱
一
の
活
躍
し
た
江
戸
後
期
以
前
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
も
な
お
連
綿
と
民
間
層
に

好
ま
れ
続
け
た
。
そ
れ
は
、
当
時
の
美
術
専
門
紙
・
雑
誌
を
除
い
た
新
聞
中
に
も
大
家
・
流
行
の
画
家
と
し
て
抱
一
が
語
ら
れ
る

記
事
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
や
、
其
一
門
の
村
越
其
栄
（
文
化
五
‐
慶
応
三
﹇
一
八
〇
八
‐
六
七
﹈）、
そ
の
子
息
・
向
栄
（
天
保
一
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一
‐
大
正
三
﹇
一
八
四
〇
‐
一
九
一
四
﹈）
ら
の
画
が
祭
礼
時
や
邸
宅
で
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
判
る
写
真
等
が
確
認

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
推
測
し
得
る
（
12
）
。
ま
た
、
今
後
も
検
討
の
余
地
が
充
分
に
あ
る
。

と
こ
ろ
で
筆
者
は
、
春
草
が
と
り
わ
け
晩
年
に
目
指
し
た
画
風
の
一
要
素
に
、
江
戸
琳
派
の
特
徴
で
も
あ
る
「
庶
民
層
に
も
親

し
み
や
す
い
愛
ら
し
さ
」
を
連
想
す
る
。
そ
れ
ら
春
草
の
作
例
を
概
観
す
る
と
、
描
か
れ
た
動
植
物
は
恰
も
観
る
側
の
気
を
引
く

よ
う
に
、
愛
ら
し
く
佇
む
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
樹
木
さ
え
も
が
、
人
格
を
持
っ
て
い
る
か
の
如
く
、
た
だ
そ
こ
に
、
息
を
潜

め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
虚
飾
な
く
、
単
に
動
植
物
の
息
遣
い
を
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
性
格
は
、
江
戸
琳
派
に
よ
る
画
風
に
も
共

通
し
て
い
る
。
春
草
は
、
こ
の
穏
や
か
な
感
情
を
起
さ
せ
る
画
風
を
、
新
時
代
に
敢
え
て
持
ち
込
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

明
治
期
に
入
り
展
覧
会
入
選
が
画
家
の
目
標
と
な
る
と
、
自
己
の
画
風
を
認
め
ら
れ
ん
が
為
に
新
奇
さ
や
卓
越
し
た
技
量
を
殊

更
強
調
す
る
画
家
が
現
れ
始
め
る
。
換
言
す
れ
ば
、
単
に
前
時
代
を
踏
襲
す
る
だ
け
で
は
美
術
界
に
お
い
て
埋
も
れ
て
し
ま
う
恐

れ
が
出
始
め
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
但
し
、
衆
庶
の
好
み
は
そ
う
容
易
に
は
変
ら
ず
、
例
え
ば
江
戸
琳
派
は
そ
の
、
維
新
後

も
変
ら
ぬ
長
閑
さ
を
以
て
、
明
治
時
代
人
に
と
っ
て
の
心
の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
で
春
草
は
、
作
画
前
半
期
に
色
没
骨
表
現
を
推
進
し
た
た
め
、
い
わ
ゆ
る
「
朦
朧
派
」
と
し
て
遠
ざ
け
ら
れ
る
時
期
が
あ

っ
た
。
た
だ
、
彼
が
大
き
な
影
響
を
受
け
た
教
育
方
針
は
、
あ
く
ま
で
前
時
代
以
前
の
絵
画
研
究
を
怠
ら
ず
、
創
作
者
・
享
受
す

る
鑑
賞
者
の
双
方
が
各
自
の
想
像
力
を
五
感
を
伴
っ
て
働
か
せ
る
と
い
っ
た
、
伝
統
芸
能
に
も
通
ず
る
極
め
て
日
本
の
土
壌
に
合

っ
た
も
の
だ
っ
た
。
春
草
は
画
面
上
で
あ
か
ら
さ
ま
に
派
手
な
色
や
力
強
い
筆
跡
に
よ
っ
て
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
を
嫌
っ
た
が
、

そ
れ
は
春
草
が
、
確
か
に
仏
画
模
写
や
、
岡
倉
に
よ
る
「
主
題
そ
の
も
の
の
時
代
背
景
や
雰
囲
気
を
暗
に
表
せ
」
と
い
っ
た
教
育

下
に
あ
っ
た
こ
と
の
一
証
左
と
な
る
だ
ろ
う
。
更
に
言
え
ば
そ
の
方
針
は
、
江
戸
琳
派
の
情
味
を
伴
っ
た
瀟
洒
な
画
風
か
ら
一
歩

先
ん
じ
る
た
め
に
も
役
立
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
春
草
の
特
に
晩
年
の
作
品
群
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
あ
ま
り
に
簡
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素
で
、
抱
一
ほ
ど
情
を
感
じ
さ
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
更
に
春
草
が
晩
年
に
目
指
し
た
画
風
は
、《
落
葉
》（
明
治
四
二
年
﹇
一
九
〇
九
﹈、
永
青
文
庫
）
に
み
ら
れ
る
如
く
、

理
性
の
み
で
な
く
そ
こ
に
静
謐
な
情
感
を
折
衷
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
前
掲
・
斎
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
春
草
は
「
部
分
部
分
の

釣
合
皆
そ
の
度
に
適
い
、
そ
の
上
に
崇
高
な
気
格
な
り
、
慈
悲
仁
愛
の
容
相
な
り
を
具
し
て
居
っ
て
始
め
て
上
乗
な
も
の
と
な
り

得
る
」、
即
ち
「
情
理
共
に
備
わ
っ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
語
っ
た
（
13
）
。
ま
た
、「
仏
者
の
謂
ゆ
る
悟
れ
ば
元
の
凡
夫

な
り
と
い
う
の
と
、
同
じ
よ
う
に
、
絵
も
理
詰
め
の
境
地
を
通
り
越
し
て
、
結
局
は
馬
鹿
げ
た
所
に
往
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
今
自
分

は
理
屈
に
会
う
絵
を
描
い
て
居
る
が
、
窮
境
は
早
く
馬
鹿
げ
た
所
に
往
き
た
い
も
の
だ
」（
14
）

と
そ
の
先
を
見
据
え
て
も
い
た
。

「
馬
鹿
げ
た
所
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
白
木
の
よ
う
な
何
虚
飾
な
い
状
態
の
こ
と
で
あ
り
、
抱
一
ら
の
画
か
ら
も
読
み
取
る

こ
と
の
で
き
る
丁
寧
な
筆
遣
い
か
ら
は
、
正
に
花
を
咲
か
せ
る
よ
う
に
一
筆
一
筆
丁
寧
に
色
を
賦
し
て
ゆ
く
彼
ら
の
後
姿
が
想
像

さ
れ
る
。
よ
も
や
（
春
草
は
）
無
背
景
の
画
面
に
草
花
等
の
生
け
る
も
の
の
み
を
愛
ら
し
く
描
く
、
と
い
っ
た
彼
ら
の
質
朴
さ
に

共
感
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
折
し
も
春
草
は
、
渾
身
の
思
い
で
描
い
た
《
賢
首
菩
薩
》（
明
治
四
〇
年
﹇
一
九
〇
七
﹈、
東
京
国

立
近
代
美
術
館
）
が
か
ろ
う
じ
て
の
入
選
で
あ
っ
た
と
分
か
っ
た
後
に
一
層
、
知
識
人
の
み
に
し
か
理
解
さ
れ
な
い
難
解
な
主
題

か
ら
脱
し
よ
う
、
と
決
心
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
15
）
。

抱
一
の
江
戸
で
の
主
要
な
活
動
範
囲
は
、
浅
草
・
現
在
の
上
野
近
辺
で
あ
る
根
岸
や
千
住
・
吉
原
、
隅
田
川
を
挟
み
対
岸
の
向

島
・
亀
戸
周
辺
と
言
え
、
明
治
期
も
な
お
根
岸
の
雨
華
庵
で
は
抱
一
継
承
者
た
ち
が
こ
こ
を
活
動
拠
点
と
し
た
。
明
治
に
入
る
と

そ
の
周
辺
は
、
新
し
い
「
美
術
」
の
発
展
す
る
上
野
と
、
江
戸
の
風
情
を
残
す
隅
田
川
周
縁
・
吉
原
と
が
相
近
接
す
る
土
地
柄
と

な
っ
た
。
上
野
は
博
物
館
や
日
本
美
術
協
会
な
ど
博
覧
会
・
展
覧
会
の
行
わ
れ
る
場
、
そ
し
て
春
草
ら
の
所
属
し
た
東
京
美
術
学



7

菱田春草と江戸琳派（稲田　智子）

校
及
び
日
本
美
術
院
が
あ
り
、
根
岸
は
前
時
代
か
ら
文
人
の
集
う
地
で
岡
倉
の
居
住
す
る
土
地
で
も
あ
る
。

両
時
代
に
共
通
す
る
場
と
し
て
は
、
そ
の
一
例
と
し
て
、
抱
一
も
よ
く
利
用
し
た
料
亭
・
八
百
善
（
代
々
木
・
山
谷
）
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
主
人
に
依
頼
さ
れ
抱
一
も
数
度
絵
馬
を
制
作
し
て
い
る
が
、
雨
華
庵
四
世
の
酒
井
道
一
（
弘
化
二
‐
大

正
二
﹇
一
八
四
五
‐
一
九
一
三
﹈）
も
絵
馬
《
萩
に
兎
図
》
を
依
頼
さ
れ
、
後
に
こ
れ
を
奉
納
し
た
こ
と
が
判
っ
て
い
る
（
16
）
。
そ

し
て
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）、
縦
横
会

―
大
観
・
春
草
・
梶
田
半
古
ら
画
家
と
作
家
の
集
ま
り

―
主
催
の
あ
る
送
別
会

が
八
百
善
で
行
わ
れ
、
其
処
で
春
草
が
、
突
然
席
画
を
求
め
突
き
つ
け
ら
れ
た
扇
子
に
非
常
に
敬
虔
な
態
度
で
以
て
芭
蕉
の
一
葉

を
描
い
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
や
は
り
斎
藤
に
よ
っ
て
回
顧
さ
れ
て
い
る
（
17
）
。

ま
た
、
時
代
の
連
続
性
を
捉
え
得
る
事
項
と
し
て
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
、
五
月
九
日
・
東
京
朝
日
）、
新
富
町
に
あ
る
鰻

屋
の
竹
葉
亭
が
改
装
し
食
堂
を
瀟
洒
な
東
洋
式
と
な
し
、
室
内
に
は
抱
一
や
其
一
等
の
「
名
画
」
を
掛
け
た
、
と
の
新
聞
記
事
を

示
し
た
い
。
折
し
も
、
臨
時
に
上
野
の
日
本
美
術
協
会
で
展
観
さ
れ
た
宗
達
記
念
会
の
一
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、

当
時
の
竹
葉
亭
当
主
・
別
府
金
七
氏
に
よ
る
古
美
術
品
蒐
集
の
足
跡
が
確
か
に
認
め
ら
れ
る
（
18
）
。

日
を
遡
れ
ば
、
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
に
は
既
に
其
処
は
「
有
名
の
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
（
四
月
八
日
・
東
京
曙
）。

ま
た
、
代
々
木
の
居
宅
が
近
く
、
春
草
と
の
交
流
も
あ
っ
た
田
山
花
袋
は
、「
独
歩
の
死
」
の
中
で
、「
竹
葉
の
鰻
」
を
見
舞
に
持

参
す
る
者
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
た
（
19
）
。
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
の
出
来
事
で
あ
る
。
更
に
同
年
、
鏑
木
清
方
が
《
抱
一
上

人
》（
三
幅
対
の
う
ち
中
幅
は
抱
一
肖
像
）
を
発
表
、
そ
の
ほ
か
に
も
度
々
抱
一
に
言
及
し
て
い
る
が
、
後
年
（
昭
和
一
三
年

﹇
一
九
三
八
﹈）、「
鰻
の
竹
葉
」
は
明
治
東
京
以
来
の
有
名
な
食
事
処
の
一
つ
だ
っ
た
と
回
顧
し
た
（
20
）
。

即
ち
、
新
装
開
店
の
名
の
あ
る
店
に
抱
一
ら
の
画
が
掛
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
個
人
的
な
蒐
集
で
こ
そ
あ
れ
、
明
治
期
に
於
け
る

彼
ら
の
変
ら
ぬ
人
気
ぶ
り
を
伝
え
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
江
戸
期
・
明
治
期
両
時
代
に
跨
る
芸
術
家
同
士
が
接
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点
を
持
つ
場
が
こ
の
他
に
も
存
外
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
作
品
比
較
の
観
点
か
ら
改
め
て
春
草
が
抱
一
一
派
に
学
ん
だ
こ
と
を
想
定
し
、
そ
の
考
察
の
前
段
階
と
し
て
、
抱
一

に
よ
る
光
琳
画
の
咀
嚼
・
受
用
過
程
を
参
考
と
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
春
草
が
改
め
て
前
時
代
以
前
の
画
に
学
ぶ
こ
と
の
重
要

性
を
再
認
識
し
た
こ
と
に
よ
り
敢
え
て
こ
の
時
期
に
発
表
し
た
『
古
画
の
研
究
』（
21
）

の
対
象
と
す
る
「
古
画
」
に
光
琳
画
が
含
ま

れ
る
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、
春
草
が
雪
舟
と
並
び
重
要
視
し
た
光
琳
を
い
か
に
咀
嚼
し
創
作
す
べ
き
か
を
考
究
す
る
際
、
そ
の
一

助
と
し
て
抱
一
ら
を
参
考
に
し
た
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

抱
一
は
、
以
下
に
見
る
如
く
、
室
内
に
お
い
て
恰
も
そ
こ
に
繁
茂
す
る
草
花
を
来
会
者
同
士
で
愛
で
る
、
と
い
う
目
的
に
そ
ぐ

わ
せ
て
描
い
た
掛
幅
や
屏
風
絵
が
多
い
。
そ
れ
ら
草
花
の
一
つ
一
つ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
草
花
の
特
徴
を
見
事
に
掴
み
愛
ら
し
く
描
か

れ
る
が
、
そ
の
大
多
数
は
あ
く
ま
で
異
種
の
草
花
を
寄
集
め
描
い
た
画
で
あ
る
。
異
種
の
草
花
が
同
時
に
描
か
れ
る
場
合
、
そ
れ

は
植
物
園
や
庭
園
に
植
え
ら
れ
た
場
合
を
除
き
、
現
実
に
見
出
せ
る
情
景
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
性
格
の
画
面
構
成
は
、
俵
屋

工
房
一
派
に
よ
る
屏
風
絵
や
襖
絵
、
光
琳
の
弟
子
筋
に
も
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
目
的
は
、
掛
幅
・
屏
風
絵
や
襖
絵
自
体

並
び
に
そ
の
室
内
空
間
を

―
時
に
、
庭
園
の
景
観
と
地
続
き
で
あ
る
と
錯
覚
さ
せ
る
等
し
て

―
人
々
に
体
感
さ
せ
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
彼
ら
は
、
草
花
の
特
徴
を
よ
り
強
調
・
誇
張
さ
せ
る
よ
う
な
表
現
技
法
を
採
る
よ
う
に
な
っ
た
。
即
ち
、

よ
り
五
感
に
訴
え
か
け
や
す
い
よ
う
に
、
植
物
の
葉
や
花
を
対
面
す
る
者
に
向
か
っ
て
正
面
向
き
に
す
る
な
ど
の
デ
フ
ォ
ル
メ
を

施
し
た
、
と
想
定
し
た
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
光
琳
ら
の
画
を

―
春
草
ら
が
そ
の
在
り
様
を
否
定
す
る
正
に
そ
の

―

「
死
せ
る
調
度
」（「
絵
画
に
就
い
て
」）
と
せ
ず
に
済
む
。
事
実
、
抱
一
が
直
模
し
た
光
琳
や
乾
山
の
草
花
図
に
は
こ
の
性
格
の
も

の
が
多
く
、
ま
た
、
抱
一
の
描
い
た
掛
幅
や
屏
風
絵
に
お
い
て
も
、
光
琳
ら
と
比
せ
ば
写
実
味
が
あ
る
も
の
の
、
正
面
向
き
の
植

物
描
写
は
多
い
。
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で
は
次
に
、
抱
一
と
花
卉
植
物
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
一
考
し
た
い
。

玉
蟲
敏
子
氏
は
、
抱
一
以
降
、
江
戸
琳
派
が
植
物
モ
チ
ー
フ
を
よ
く
描
い
た
時
代
背
景
の
一
つ
と
し
て
、
園
芸
愛
好
熱
の
高
ま

り
と
と
も
に
起
っ
た
花
見
名
所
で
の
花
見
や
百
花
園
の
例
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
22
）
。
更
に
、
抱
一
が
園
芸
に
関
す
る
最
新
情
報
を

得
る
機
会
は
、
江
戸
幕
府
と
の
繋
が
り
の
う
ち
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
抱
一
は
、
当
時
の
三
大
植
木
師
の
う
ち
の
一
人
で

あ
る
向
島
の
萩
原
平
作
と
交
流
が
あ
っ
た
。
彼
は
、
第
一
一
代
将
軍
・
徳
川
家
斉
在
世
時
の
御
用
庭
師
だ
っ
た
。
ま
た
、
抱
一
が

家
斉
の
父
・
治
済
の
た
め
に
《
夏
秋
草
図
屏
風
》（
東
京
国
立
博
物
館
）
を
描
い
た
こ
と
は
、
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
23
）
。

隅
田
川
に
程
近
い
向
島
百
花
園
は
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
開
園
し
た
が
、
抱
一
の
描
く
花
卉
植
物
も
当
時
、
其
処
に
実
際

に
植
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
開
園
準
備
及
び
そ
れ
に
際
し
た
書
画
展
に
、
抱
一
は
谷
文
晁
・
亀
田
鵬
斎
ら
と
共
に
参
加
を
し
て
い
る
。

抱
一
は
同
園
設
立
者
の
佐
原
鞠
塢
と
親
し
い
関
係
に
あ
り
、
光
琳
・
乾
山
関
係
資
料
の
入
手
や
同
園
に
於
け
る
隅
田
川
焼
創
設
の

た
め
の
開
窯
も
、
両
者
が
手
を
携
え
た
結
果
成
っ
て
い
る
。
更
に
、
鞠
塢
の
著
し
た
『
梅
屋
花
品
』『
秋
野
七
草
考
』
等
に
は
抱

一
の
挿
画
も
あ
る
（
24
）
。
開
園
当
初
は
梅
・
七
草
・
薬
草
、
年
中
花
の
見
ら
れ
る
こ
と
を
売
り
に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
抱
一
の

描
く
植
物
モ
チ
ー
フ
の
多
く
を
こ
こ
に
還
元
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

明
治
期
に
至
っ
て
も
、
上
野
の
対
岸
で
あ
る
向
島
及
び
亀
戸
周
辺
の
隅
田
川
周
辺
地
域
が
花
見
の
た
め
に
賑
わ
っ
て
い
た
こ
と

は
、
明
治
期
の
新
聞
記
事
中
に
も
度
々
確
認
で
き
、
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
に
は
、
同
年
に
起
き
た
大
洪
水
か
ら
の
復
興
資

金
調
達
の
た
め
の
向
島
百
花
園
園
遊
会
員
の
募
集
や
、
度
々
、
両
地
の
花
暦
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
春
草
関
連
の
事
項
と
し
て
は
、

同
園
に
建
つ
月
岡
（
大
蘇
）
芳
年
（
天
保
一
〇
‐
明
治
二
五
﹇
一
八
三
九
‐
九
二
﹈）
の
顕
彰
碑
裏
に
、
出
資
代
表
者
と
し
て

「
岡
倉
覚
三
」
の
記
名
が
あ
る
こ
と
も
興
味
深
い
（
25
）
。
芳
年
は
、
画
題
を
従
来
の
伝
統
に
則
り
つ
つ
も
大
胆
な
画
面
構
成
に
よ
っ

て
人
気
を
博
し
た
江
戸
時
代
最
後
の
浮
世
絵
師
の
う
ち
の
一
人
で
、
後
年
、
菊
池
容
斎
に
私
淑
し
た
。
岡
倉
の
同
園
及
び
浮
世
絵
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師
で
あ
る
芳
年
に
対
す
る
思
い
と
は
、
江
戸
時
代
文
化
の
良
き
、
し
か
し
失
わ
れ
ゆ
く
も
の
へ
の
郷
愁
で
あ
ろ
う
か

―
。
そ
れ

は
、
尾
上
菊
五
郎
や
三
遊
亭
円
朝
、
鏑
木
清
方
ら
の
記
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
推
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

後
年
、
抱
一
が
雨
華
庵
を
構
え
る
上
野
周
辺
・
下
谷
根
岸
地
域
も
ま
た
、
明
治
期
に
よ
く
知
ら
れ
た
朝
顔
市
の
盛
ん
な
地
で
あ

り
、
植
木
屋
が
多
く
集
う
土
地
柄
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
江
戸
期
に
も
同
じ
様
相
が
見
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
先
述

の
千
住
の
例
と
同
様
、
植
物
を
め
ぐ
り
雨
華
庵
が
地
域
と
の
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。植

物
の
関
わ
り
に
つ
い
て
更
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
九
月
に
伯
爵
出
資
に
よ
り
抱
一
遺
墨
展
会
場
と

も
な
っ
た
こ
と
の
あ
る
小
石
川
町
の
酒
井
忠
興
伯
（
旧
姫
路
藩
主
）
邸
内
に
、
ガ
ラ
ス
張
り
の
植
物
温
室
（
26
）

や
庭
園
が
あ
り
、

伯
爵
自
ら
が
手
入
れ
を
し
て
い
る
こ
と
や
そ
の
親
し
み
や
す
い
人
柄
、
珍
し
い
花
卉
植
物
の
見
ら
れ
る
こ
と
等
が
、
当
時
の
読
売

新
聞
に
度
々
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
酒
井
家
が
昔
日
か
ら
園
芸
に
通
じ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
其
処
が
明
治
庶
民
の
間
で

も
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
ひ
い
て
は
彼
ら
が
此
処
で
「
酒
井
家
の
抱
一
」
を
知
っ
た
こ
と
も
推
し
測
ら
れ
る
。

作
画
に
関
し
論
点
を
戻
す
な
ら
ば
、
光
琳
に
よ
る
そ
れ
の
よ
う
に
、
抱
一
は
植
物
モ
チ
ー
フ
を
凛
と
し
た
様
相
で
誇
ら
し
げ
に
、

時
に
色
や
フ
ォ
ル
ム
に
よ
っ
て
誇
張
し
つ
つ
表
し
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
植
物
モ
チ
ー
フ
に
近
寄
り
一
同
が
会
し
愛
玩
し

合
う
目
的
の
た
め
に
植
物
の
種
類
を
描
き
分
け
る
際
、
四
条
派
の
よ
う
な
写
実
味
が
必
要
と
な
っ
た
、
と
想
定
し
た
い
。
抱
一
は
、

光
琳
画
の
モ
チ
ー
フ
を
継
承
し
つ
つ
更
に
身
近
な
植
物
モ
チ
ー
フ
を
追
加
し
、
円
山
応
挙
や
応
瑞
・
四
条
派
の
画
師
、
文
人
ら
と

も
交
流
す
る
中
で
、
現
実
の
植
物
形
態
に
一
歩
近
付
い
た
花
卉
等
の
描
写
法
を
更
に
会
得
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
際
、
直
に
多
種
の
植
物
に
接
し
、
写
生
を
行
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
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先
述
の
通
り
、
春
草
は
「
絵
画
に
就
い
て
」
の
中
で
、
抱
一
が
光
琳
を
継
承
し
つ
つ
も
写
実
に
傾
倒
し
過
ぎ
た
点
を
指
摘
す
る

が
、
春
草
と
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
先
述
の
斎
藤
氏
は
春
草
に
お
け
る
光
琳
の
重
要
性
を
見
聞
し
伝
え
て
お
り
、
加
え
て
岡
倉
は

春
草
の
追
悼
文
の
中
で
、「
光
琳
に
」
で
な
く
春
草
が
「
光
琳
一
派
」
を
そ
の
晩
年
期
の
作
画
に
際
し
参
考
と
し
た
よ
う
で
あ
る
、

と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
東
京
美
術
学
校
で
の
日
本
美
術
史
講
義
中
に
岡
倉
は
、
以
下
の
よ
う
に
教
導
し
て
い
る
。

抱
一
。
亦
同
時
の
人
に
し
て
、
酒
井
家
の
隠
居
な
り
。
豪
奢
を
極
む
。

狩
野
風
、
四
条
派
等
を
学
び
、
後
ち
光
琳
を
慕
ひ
、
光
琳
百
図
を
板
行
し
、
又
光
琳
会
を
開
く
。
尾
形
流
印
譜
、
光
琳
百

図
等
は
其
の
年
忌
の
時
、
板
行
せ
し
も
の
に
て
、
贋
物
あ
り
し
を
知
り
て
写
せ
り
と
。

其
の
弟
子
其
一
は
師
に
次
ぎ
て
（
或
は
之
れ
に
優
り
た
り
と
）
緻
密
な
る
も
の
を
画
く
。
後
ち
道
一
あ
り
。
中
野
其
明
氏

は
今
此
の
派
を
代
表
す
。（
27
）

春
草
は
岡
倉
の
傍
に
あ
っ
て
抱
一
ら
の
位
置
付
け
を
こ
の
よ
う
に
了
解
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、「
絵
画
に
就
い
て
」
指

摘
箇
所
の
中
で
は
恐
ら
く
抱
一
を
「
単
に
」
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
同
論
文
中
で
春
草
ら
が
光
琳
に
殊
更
学
ぼ

う
と
す
る
意
欲
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
指
摘
箇
所
に
お
い
て
春
草
ら
は
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
推

論
を
持
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
抱
一
は
、
光
琳
の
画
風
の
う
ち
、
各
モ
チ
ー
フ
が
独
立
し
て
林
立
す
る
、
明
快
な
描
写

に
倣
っ
た
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
情
景
の
一
部
と
し
て
描
く
花
卉
な
ど
の
描
写
と
は
逆
の
性
格
と
言
え
る
」
と

―
。

以
上
の
よ
う
に
、
春
草
が
抱
一
画
に
光
琳
解
釈
の
ヒ
ン
ト
を
得
、
今
後
と
も
積
極
的
に
参
考
に
す
べ
き
と
決
心
し
た
箇
所
が

「
絵
画
に
就
い
て
」
に
お
け
る
前
述
の
抱
一
指
摘
箇
所
で
あ
る
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
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実
際
の
状
況
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
抱
一
の
残
し
た
絵
手
本
類
や
庵
居
を
継
い
だ
江
戸
琳
派
画
師
と
し
て
は
、
春
草
の
存
命
中
に

限
っ
て
み
て
も
歿
年
順
に
、
田
中
抱
二
・
鈴
木
守
一
・
中
野
其
明
・
野
崎
真
一
・
山
本
光
一
・
酒
井
道
一
・
村
越
向
栄
・
吉
村
真

詮
・
中
野
其
玉
ら
が
挙
げ
ら
れ
る
。
春
草
が
上
京
し
た
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
以
降
に
存
命
が
確
認
さ
れ
る
だ
け
で
も
、
後

七
者
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
各
者
の
活
動
記
録
は
先
行
研
究
に
よ
っ
て
多
々
確
認
さ
れ
つ
つ
あ
り
（
28
）
、
そ
の
他
当
時
の
新
聞

記
事
中
に
も
、
抱
一
画
及
び
そ
の
後
継
者
に
よ
る
書
画
会
や
展
覧
会
へ
の
出
品
記
録
が
見
出
せ
る
。

一
般
庶
民
層
に
お
け
る
彼
ら
の
認
知
度
を
考
察
す
る
目
的
に
沿
い
、
美
術
専
門
雑
誌
・
新
聞
を
除
い
た
新
聞
記
事
に
限
っ
て
調

査
を
行
う
と
、
江
戸
琳
派
の
画
家
の
中
で
抱
一
の
名
は
最
も
多
く
確
認
で
き
る
の
だ
が
、
と
り
わ
け
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）、

吉
原
博
覧
会
を
報
じ
た
「
一
蝶
其
角
も
ろ
の
ぶ
常
信
抱
一
な
ど
の
書
画
」
と
書
か
れ
た
記
事
は
、
最
も
早
い
時
期
の
出
品
記
録
で

あ
る
（
二
月
二
五
日
・
東
京
日
日
）。
同
二
四
年
（
一
八
九
一
）
に
亀
戸
天
神
境
内
で
行
わ
れ
た
と
い
う
書
画
展
覧
会
へ
の
抱
一

筆
《
白
蓮
亀
》
の
出
品
（
五
月
六
日
・
東
京
朝
日
）
は
、
江
戸
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
な
お
初
詣
や
梅
・
藤
な
ど
の
花
見
で
も

人
々
が
日
常
的
に
集
う
場
に
お
け
る
出
品
と
い
う
意
味
で
、
抱
一
が
庶
民
に
と
っ
て
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
の
判
る
一
例
で

あ
る
。
現
在
で
も
五
月
に
は
藤
の
花
が
見
事
に
咲
き
、
二
月
の
境
内
は
紅
梅
・
白
梅
・
黄
梅
・
枝
垂
れ
梅
な
ど
多
種
の
梅
が
咲
き

乱
れ
、
当
時
の
様
相
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
因
み
に
、
当
時
は
ま
だ
公
設
の
展
覧
会
場
は
僅
か
し
か
な
く
、
展
覧
会
等
と
名
の

付
く
催
し
で
も
神
社
の
境
内
が
会
場
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

同
年
に
は
明
治
天
皇
も
御
覧
に
な
っ
た
と
い
う
美
術
展
覧
会
に
抱
一
の
《
牡
丹
》
が
出
品
さ
れ
（
四
月
二
一
日
・
東
京
朝
日
）、

上
野
の
博
物
館
に
於
け
る
抱
一
画
の
出
品
予
告
等
も
度
々
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
更
に
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）、「
文
晁
抱
一
玉

章
な
ど
の
掛
物
」
が
詐
欺
に
あ
っ
た
（
七
月
三
〇
日
・
読
売
）
と
い
う
記
事
内
容
か
ら
も
、
抱
一
が
当
時
名
の
知
れ
た
存
在
で
あ

っ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
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し
か
し
抱
一
以
降
の
画
師
は
、
新
聞
記
事
中
に
限
っ
て
は
あ
ま
り
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
う
ち
、
明
治
三
五
（
一
九
〇

二
）
年
、
互
楽
会
第
一
五
回
新
古
絵
画
展
覧
会
出
品
作
と
し
て
、
菊
池
容
斎
・
柴
田
是
真
が
地
獄
の
様
相
を
描
い
た
画
の
上
下
に

守
一
が
「
楽
器
浮
草
」
を
描
い
た
、
と
す
る
記
録
（
一
九
〇
二
年
一
一
月
八
日
・
読
売
、
描
表
装
と
思
わ
れ
る
）
は
、
本
作
が
当

時
の
人
気
画
家
と
の
共
同
制
作
で
あ
っ
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
当
時
の
美
術
界
に
お
け
る
江
戸
琳
派
の
位
置
付
け
を
確
認
す
る
上

で
貴
重
な
情
報
の
一
つ
と
言
え
る
。
守
一
は
、
今
で
こ
そ
一
定
の
評
価
の
あ
る
鈴
木
其
一
の
子
息
だ
が
、
同
三
六
年
（
一
九
〇
三
）、

光
琳
・
抱
一
の
画
が
多
く
公
開
さ
れ
た
帝
室
博
物
館
で
の
特
別
展
に
際
し
て
は
「
蠣
潭
、
其
一
、
孤
村
等
の
作
亦
少
か
ら
ざ
れ
ど

別
に
評
す
る
迄
に
は
あ
ら
ず
」（
四
月
二
六
日
・
東
京
朝
日
）
と
報
じ
ら
れ
、
抱
一
人
気
に
比
べ
以
降
の
画
師
に
対
す
る
認
知
度

や
評
価
が
公
に
は
あ
ま
り
無
か
っ
た
こ
と
も
判
断
で
き
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
の
明
治
期
に
活
躍
し
た
江
戸
琳
派
と
し
て
は
特
に
、
光
一
・
道
一
・
其
玉
の

活
動
に
つ
い
て
、
比
較
的
多
く
の
例
を
見
出
せ
る
。
具
体
的
に
は
、
内
国
勧
業
博
覧
会
・
内
国
絵
画
共
進
会
で
の
出
品
・
受
賞
、

政
府
主
催
の
海
外
展
出
品
な
ど
大
舞
台
で
の
記
録
で
あ
る
。
個
々
に
見
る
な
ら
ば
、
光
一
ら
（
同
派
、
稲
垣
其
達
・
鈴
木
誠
一
・

野
沢
堤
雨
を
含
む
）
の
起
立
工
商
会
社
で
の
輸
出
工
芸
図
案
制
作
、
道
一
の
明
治
天
皇
銀
婚
式
に
献
じ
ら
れ
た
《
四
季
花
卉
屏
風
》

制
作
（
明
治
二
五
年
﹇
一
八
九
二
﹈）
や
、
同
じ
く
道
一
が
同
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）、
上
野
で
の
東
京
勧
業
博
覧
会
へ
《
蜀
葵
》

を
出
品
し
た
こ
と
も
判
っ
て
い
る
（
29
）
。

尚
、
起
立
工
商
会
社
に
は
、
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）
と
い
う
ご
く
早
い
時
期
に
渡
仏
を
果
た
し
た
渡
邉
省
亭
（
嘉
永
四
‐

大
正
七
﹇
一
八
五
一
‐
一
九
一
八
﹈）
が
お
り
、
彼
は
菊
池
容
斎
に
入
門
の
八
年
後
、
下
図
工
と
し
て
働
き
始
め
た
が
、
そ
れ
は
、

光
一
と
の
抽
籤
の
結
果
叶
っ
た
洋
行
な
の
で
あ
っ
た
（
30
）
。
今
後
、
光
一
ら
と
の
交
遊
関
係
の
中
に
図
様
・
技
法
等
の
影
響
関
係
が

あ
っ
た
か
否
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
海
外
で
日
本
独
自
と
捉
え
ら
れ
好
ま
れ
た
花
鳥
画
の
特
質
や
、
琳
派
が
海
外
で
愛
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好
さ
れ
る
理
由
さ
え
も
が
浮
上
し
て
く
る
だ
ろ
う
。

そ
の
他
数
例
を
提
す
る
な
ら
ば
、
道
一
が
「
光
琳
派
」
に
関
す
る
投
書
に
対
し
自
派
を
正
し
く
理
解
し
て
欲
し
い
と
の
思
い
も

綴
り
返
答
し
た
も
の
（
一
八
八
二
年
一
〇
月
二
五
日
・
読
売
）、
同
じ
く
埼
玉
地
方
に
お
い
て
有
名
な
道
一
が
同
地
を
遊
歴
す
る

旨
（
一
八
九
二
年
五
月
一
八
日
・
東
京
朝
日
）、
更
に
、
堀
川
光
山
が
道
一
に
入
門
し
陶
器
の
絵
付
け
を
習
っ
た
と
い
う
記
事
は

読
売
・
東
京
朝
日
新
聞
の
両
紙
・
同
日
に
見
ら
れ
る
（
一
八
九
八
年
一
月
七
日
）。

ま
た
、
日
本
美
術
協
会
で
の
宗
達
記
念
会
に
其
玉
《
牛
図
》
の
出
品
（
一
九
一
三
年
四
月
二
六
日
・
東
京
朝
日
）
が
確
か
め
ら

れ
る
。
こ
の
時
宗
達
の
肖
像
を
描
き
出
品
し
た
の
は
帝
室
技
芸
員
の
岸
光
景
で
、
彼
は
宗
達
筆
《
鴛
鴦
図
小
屏
風
》・《
萩
に
兎
図
》

を
も
出
品
し
た
。
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）、
光
景
は
村
越
向
栄
に
入
門
し
て
お
り
、
光
琳
を
追
慕
し
て
い
る
こ
と
と
併
せ
、

『
美
術
新
報
』（
第
五
巻
第
五
号
・
同
年
一
〇
月
二
〇
日
）
に
そ
の
旨
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
向
栄
の
父
・
其
栄
は
、
抱
一
門
・
鈴

木
其
一
に
師
事
し
た
。
光
景
に
関
し
て
は
、
更
に
、
図
案
及
び
神
坂
雪
佳
関
連
、
そ
の
ほ
か
江
戸
琳
派
に
関
し
岡
倉
と
の
接
点
も

あ
る
注
目
す
べ
き
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
別
途
、
考
察
を
試
み
た
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
光
琳
や
抱
一
を
敬
慕
す
る
者
が
明
治
期
の
江
戸
琳
派
画
家
に
師
事
す
る
と
い
う
史
実
は
、
当
時
の
美
術
界
に

お
い
て
言
わ
ず
と
知
れ
た
動
向
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

更
に
、「
光
琳
派
の
正
統
絶
ゆ
」
と
の
見
出
し
を
掲
げ
た
吉
村
真
詮
氏
の
訃
報
記
事
（
31
）

の
あ
る
こ
と
は
、
抱
一
な
い
し
「
光
琳

派
」
に
対
す
る
一
般
庶
民
の
関
心
が
高
か
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
点
で
興
味
深
い
。
記
者
が
読
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
た
結
果
、

と
も
解
せ
る
。

最
後
に
、
岡
倉
と
道
一
と
の
接
点
を
指
摘
し
た
い
。
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）、
上
野
の
日
本
美
術
協
会
に
て
催
さ
れ
た
抱

一
書
画
追
善
展
覧
会
に
お
け
る
、
道
一
が
主
宰
者
・
岡
倉
が
賛
助
会
員
（
32
）

と
い
う
関
係
や
、
同
年
の
シ
カ
ゴ
・
コ
ロ
ン
ブ
ス
世
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界
博
覧
会
へ
の
道
一
に
よ
る
《
夏
草
雨
図
屏
風
》
出
品
者
・
岡
倉
の
評
議
員
兼
鑑
査
官
と
し
て
の
関
係
な
ど
数
例
の
可
能
性
が
、

既
に
提
起
さ
れ
て
い
る
（
33
）
。
も
し
く
は
岡
倉
ら
の
創
刊
し
た
美
術
雑
誌
『
國
華
』
誌
上
に
抱
一
や
其
一
を
採
り
上
げ
る
際
の
協
力

者
と
し
て
の
関
わ
り

―
春
草
存
命
中
に
抱
一
は
複
数
回
、
其
一
は
図
版
付
き
で
二
度
言
及
が
あ
る

―
、
岡
倉
が
明
治
二
三
年

（
一
八
九
〇
）
に
発
起
し
た
根
岸
倶
楽
部
へ
の
地
域
住
民
と
し
て
の
参
加
可
能
性
も
、
完
全
に
は
否
め
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
明
治
期
当
時
の
抱
一
の
認
知
度
及
び
江
戸
琳
派
に
よ
る
活
動
に
つ
い
て
は
一
考
の
余
地
が
多
く
あ
る
。
ま
た
、

春
草
が
そ
れ
ら
の
活
動
を
見
聞
し
、
直
接
も
し
く
は
間
接
的
に
何
ら
か
の
江
戸
琳
派
に
関
す
る
絵
手
本
類
や
画
、
乃
至
そ
れ
ら
の

情
報
を
知
り
得
た
こ
と
も
、
尚
の
こ
と
想
定
さ
れ
る
。

で
は
早
速
、
左
記
の
項
目
順
に
作
品
比
較
を
行
う
。

一
、
琳
派
及
び
他
流
派
に
多
く
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ

光
琳
を
始
祖
と
す
る
琳
派
・
他
流
派
に
お
い
て
伝
統
的
に
多
く
用
い
ら
れ
て
き
た
モ
チ
ー
フ（
牡
丹
・
梅
・
隈
笹
・
桐
）

の
描
か
れ
た
江
戸
琳
派
に
よ
る
作
品
と
、
春
草
に
よ
る
同
モ
チ
ー
フ
使
用
例
と
の
比
較

二
、
江
戸
琳
派
に
特
徴
的
な
モ
チ
ー
フ

柿
・
桜
・
月
あ
る
い
は
太
陽
と
水
面
と
い
っ
た
、
琳
派
の
う
ち
特
に
江
戸
琳
派
に
よ
っ
て
多
く
描
か
れ
た
モ
チ
ー
フ
使

用
作
例
と
、
春
草
画
と
の
比
較

三
、
独
自
性
の
あ
る
モ
チ
ー
フ
組
合
せ

芙
蓉
・
萩
・
朴
・
八
手
・
枇
杷
・
栗
、
鳩
・
イ
タ
チ
・
栗
鼠
・
猫
、
滝
と
い
っ
た
春
草
に
よ
る
新
し
い
モ
チ
ー
フ
組
合
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せ
使
用
作
例
と
其
一
・
向
栄
の
作
例
に
つ
い
て

一
、
琳
派
及
び
他
流
派
に
多
く
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ

一
・
一
、
牡
丹

牡
丹
は
、
明
清
花
鳥
画
に
倣
い
、
枝
を
岩
も
し
く
は
地
面
に
接
地
・
又
は
そ
れ
を
暗
示
さ
せ
、
唐
草
・
獅
子
・
猫
・
孔
雀
・
尾

長
鳥
等
と
組
合
せ
て
、
狩
野
派
ほ
か
多
く
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
折
枝
画
や
博
物
画
、
模
様
の
分
野
、
琳
派
の
例
で
は
、
接
地
す

る
地
面
が
ど
こ
で
あ
る
の
か
が
不
分
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

春
草
は
屏
風
な
ど
の
大
画
面
に
は
用
い
ず
、
専
ら
、
江
戸
琳
派
に
も
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
単
一
も
し
く
は
数
種
の
異
な
る
植
物

と
組
合
せ
掛
幅
に
描
い
た
。
全
て
に
没
骨
法
を
適
用
す
る
点
が
、
花
弁
に
輪
郭
線
を
用
い
る
抱
一
ら
と
異
な
る
が
、
春
草
筆
《
朝

の
牡
丹
》（
図
①
、
一
九
〇
六
年
）
の
よ
う
に
、
葉
を
部
分
的
に
、
同
色
に
よ
っ
て
明
度
差
を
与
え
る
点
は
共
通
す
る
。
花
の
量

感
を
平
塗
り
の
明
快
な
色
彩
に
よ
っ
て
ふ
ん
だ
ん
に
表
し
、
且
つ
葉
を
手
前
に
見
せ
つ
け
る
よ
う
な
構
図
は
、
晩
年
に
か
け
て
の

光
琳
を
意
識
し
た
作
画
傾
向
の
現
れ
と
思
し
い
。

抱
一
は
《
菜
花
・
麦
穂
図
》（
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
）・《
夏
秋
草
図
屏
風
》（
東
京
国
立
博
物
館
）
の

の
葉
の
表
現
等
、
以
降

江
戸
琳
派
で
は
其
一
や
其
栄
、
そ
の
他
多
く
の
作
例
に
同
傾
向
が
確
認
で
き
る
。
抱
一
筆
《
十
二
ヶ
月
花
鳥
図
》（
図
②
、
う
ち

四
月
、
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
）、
其
一
《
養
老
の
滝
・
四
季
草
花
図
》（
図
③
、
双
幅
の
う
ち
右
幅
）、
向
栄
《
牡
丹
に
蝶
図
》

（
図
④
）
等
は
、
そ
の
ほ
ん
の
一
例
で
あ
る
。
ま
た
、『
光
琳
百
図
』
の
う
ち
牡
丹
図
（
図
⑤
）
は
、
抱
一
が
《
紅
白
牡
丹
図
》

（
図
⑥
、
林
原
美
術
館
）
に
お
い
て
翻
案
し
た
か
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。
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琳
派
と
相
似
点
の
多
い
や
ま
と
絵
に
於
い
て
は
土
佐
光
起
筆
《
牡
丹
に
猫
・
蝶
図
》（
図
⑦
、
相
国
寺
）、
他
派
で
も
狩
野
安
信

の
《
牡
丹
図
》（
図
⑧
）
等
に
は
葉
を
手
前
に
起
す
例
が
あ
る
。
明
清
花
鳥
画
に
も
似
た
描
法
が
見
ら
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
形

態
・
附
彩
は
現
状
に
即
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
新
芽
だ
け
に
そ
の
他
の
葉
よ
り
若
々
し
く
明
る
い
色
彩
を
置
く
点
は
、
春
草
や
抱

一
ら
に
よ
る
、
空
気
感
や
奥
行
を
示
す
た
め
だ
け
に
具
色
を
用
い
る
方
法
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。

加
え
て
言
う
な
ら
ば
、
春
草
は
空
気
や
雨
を
暈
し
に
よ
っ
て
表
す
が
、
抱
一
や
、
後
に
見
る
守
一
《
桜
紅
葉
図
》（
図
二
‐
二

⑥
）
・
其
一
《
青
梅
図
》（
図
三
‐
八
‐
②
）、
そ
の
ほ
か
浮
世
絵
師
の
鳥
文
斎
栄
之
（
宝
暦
六
‐
文
政
一
二
﹇
一
七
五
六
‐
一
八

二
九
﹈）
は
、
雨
を
斜
め
の
直
線
で
描
写
す
る
（
図
⑨
、《
楊
貴
妃
・
夏
冬
牡
丹
図
》
三
幅
対
の
う
ち
右
幅
、
東
京
国
立
博
物
館
）。

こ
れ
は
恐
ら
く
、
木
版
画
に
よ
る
表
現
法
を
筆
に
よ
っ
て
転
用
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

一
・
二
、
梅

伝
統
的
に
梅
の
用
例
は
数
多
く
見
ら
れ
、
春
草
も
様
々
な
パ
タ
ー
ン
で
梅
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
、
春
草
遺
墨
展
覧
会
時
の
出

品
目
録
等
か
ら
窺
え
る
。
小
鳥
と
の
組
合
せ
で
描
か
れ
た
場
合
は
、
垂
ら
し
込
み
を
用
い
な
い
没
骨
法
で
幹
や
枝
は
滑
ら
か
に
仕

上
げ
、
小
鳥
と
の
色
の
調
和
も
配
慮
さ
れ
る
二
例
の
他
、《
梅
に
雀
》（
図
①
、
一
九
〇
九
年
）
に
も
類
似
例
が
見
ら
れ
る
。《
梅

に
雀
》
で
は
、
枝
を
左
右
辺
で
な
く
画
面
の
底
辺
か
ら
現
出
さ
せ
、
画
面
ほ
ぼ
中
央
の
位
置
で
大
き
く
枝
を
屈
曲
さ
せ
た
点
や
、

雀
の
直
立
し
た
よ
う
な
姿
勢
と
に
よ
っ
て
、
上
手
く
安
定
感
を
表
し
た
。
其
一
の
《
紅
白
梅
に
福
寿
草
図
》（
図
③
）
は
枝
に
硬

い
質
感
の
な
い
点
で
、
春
草
と
最
も
似
て
い
る
。
梅
の
枝
と
花
・
福
寿
草
が
恰
も
見
る
者
を
前
に
し
て
正
面
向
き
に
構
え
、
静
止

し
て
い
る
か
の
よ
う
な
効
果
も
、
春
草
は
好
ん
で
用
い
て
い
る
。

春
草
に
よ
る
小
鳥
の
種
類
や
構
図
に
つ
い
て
は
抱
一
ら
と
大
き
な
差
が
な
い
が
、
春
草
は
背
景
に
色
彩
に
よ
る
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
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ン
を
用
い
て
い
る
。《
紅
梅
に
鶯
》（
図
②
、
一
九
〇
九
年
、
水
野
美
術
館
）
で
は
紅
梅
の
同
系
色
を
背
景
に
用
い
る
が
、
同
様
の

効
果
は
歌
川
広
重
も
花
鳥
版
画
に
お
い
て
試
み
て
お
り
、
大
正
期
に
か
け
て
の
日
本
画
の
多
く
が
、
単
一
の
モ
チ
ー
フ
を
際
立
た

せ
美
し
く
魅
せ
る
た
め
に
背
景
に
ほ
の
か
な
色
を
附
す
な
ど
、
類
似
し
た
効
果
を
用
い
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た
、
春
草
は
梅
と
枝
に
止
ま
っ
た
小
鳥
の
み
を
描
く
が
、
抱
一
・
其
一
ら
は
梅
の
ほ
か
異
種
の
樹
木
を
組
合
せ
た
り
、
正
に

羽
ば
た
い
て
い
る
動
的
な
小
鳥
も
描
い
た
。
春
草
は
雪
舟
を
作
画
上
の
師
と
仰
ぎ
、
静
の
中
で
醸
成
さ
れ
る
永
遠
た
る
動
の
表
現

を
目
指
し
た
が
、
そ
れ
を
小
鳥
の
様
態
に
も
適
用
し
た
の
だ
ろ
う
。
尚
、
比
較
的
近
景
で

―
鴫
や
雁
な
ど
が
悠
然
と
空
を
泳
ぐ

例
で
は
な
く

―
瞬
間
の
風
を
起
こ
す
正
に
動
的
な
小
鳥
が
描
か
れ
た
の
は
、
遺
作
と
も
さ
れ
る
《
早
春
》
の
み
で
、
し
か
し
同

作
で
さ
え
、
下
絵
の
段
階
で
は
ま
だ
枝
に
止
ま
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
。

更
に
、
抱
一
の
《
十
二
ヶ
月
花
鳥
図
》（
図
④
、
う
ち
二
月
、
心
遠
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
や
其
一
《
梅
椿
に
小
禽
図
》（
図

⑤
）・《
双
鶴
春
秋
花
卉
図
》（
図
⑥
、
一
八
五
二
年
、
三
幅
対
の
う
ち
右
幅
、
板
橋
区
立
美
術
館
）
ほ
か
、
鶯
蒲
《
紅
白
梅
図
》

（
図
⑦
、
タ
イ
ガ
ー
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
の
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
梅
の
実
形
態
に
即
し
た
様
相
を
描
写
し
て
い
る
点
は
、
各
々
が
実

際
に
梅
を
観
察
し
て
い
た
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
。
し
か
し
実
際
に
枝
に
止
ま
り
つ
つ
機
敏
に
動
く
小
鳥
を
写
生
に
よ
っ
て
捉
え
る

こ
と
は
、
容
易
で
は
な
い
。
小
鳥
の
描
き
方
は
、
先
例
に
倣
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

図
⑧
の
写
真
は
、
白
梅
に
メ
ジ
ロ
の
止
ま
る
実
際
の
景
を
よ
う
や
く
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。

一
・
三
、
隈
笹

笹
、
と
り
わ
け
冬
に
か
け
縁
に
白
い
隈
を
作
る
隈
笹
も
、
描
か
れ
た
木
の
根
元
を
注
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
狩
野
派
等
漢
画
系

の
作
例
に
も
比
較
的
多
く
見
出
せ
る
。
光
琳
・
乾
山
も
用
い
て
い
た
こ
と
は
、『
光
琳
百
図
』（
図
④
、
楓
図
部
分
）
や
『
乾
山
遺
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墨
』（
図
⑤
、
梅
図
部
分
）
に
確
か
め
ら
れ
る
。

春
草
も
《
秋
林
遊
鹿
》（
図
①
、
一
九
〇
九
年
、
西
宮
市
大
谷
美
術
館
）、《
落
葉
》（
図
②
、
右
隻
部
分
、
一
九
〇
九
年
、
永
青

文
庫
）
の
ほ
か
《
春
秋
》（
図
三
‐
四
①
）
・
《
早
春
》
等
に
多
用
す
る
。
葉
の
質
感
は
抱
一
の
《
十
二
ヶ
月
花
鳥
図
》（
図
③
、

う
ち
三
月
、
心
遠
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
や
《
朝
陽
・
四
季
草
花
図
》（
図
⑥
、
三
幅
対
の
う
ち
左
幅
部
分
、
ギ
ッ
タ
ー
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
）
の
よ
う
な
例
と
は
異
な
り
、
い
ず
れ
も
実
形
態
に
近
く
描
か
れ
る
。
抱
一
は
笹
の
硬
い
質
感
よ
り
む
し
ろ
形
態
を
な
ま
め

か
し
く
置
換
え
て
描
い
た
。
抱
一
筆
《
桜
・
楓
図
屏
風
》（
図
⑦
、
左
隻
部
分
、
フ
レ
ミ
ン
グ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
や
其
一
の
艶
や

か
な
緑
色
が
秋
に
か
け
て
の
盛
り
の
時
期
と
す
る
な
ら
ば
、
春
草
は
冬
に
か
け
て
色
の
か
す
れ
始
め
る
頃
の
状
態
を
選
び
採
っ
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
図
⑩
⑪
の
写
真
は
、
夏
の
盛
り
、
青
々
と
し
た
時
期
の
笹
で
あ
り
、
其
一
の
例
に
、
よ
り
近
い
。
例
え
ば
、

特
に
そ
の
造
形
や
色
の
面
白
さ
を
誇
張
し
執
拗
に
描
い
た
例
と
し
て
、《
熟
柿
図
屏
風
》（
図
⑧
）
や
《
夏
秋
渓
流
花
木
図
屏
風
》

（
図
⑨
、
右
隻
部
分
、
根
津
美
術
館
）
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、
抱
一
の
《
桜
・
楓
図
屏
風
》
等
に
描
か
れ
る
菊
の
形
態
は
、
笹
と
同
様
、
身
を
起
こ
し
こ
ち
ら
に
飛
び
出
し
て
く
る
か

の
よ
う
な
表
し
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
土
佐
光
起
筆
《
定
家
詠
月
次
花
鳥
歌
絵
》（
承
応
三
‐
天
和
二
年
﹇
一
六
五
四
〜
八
二
﹈

頃
、
東
京
国
立
博
物
館
）
の
秋
景
に
も
見
ら
れ
る
如
く
、
や
ま
と
絵
に
お
け
る
伝
統
的
な
描
き
方
で
あ
る
。
明
治
期
の
向
栄
も
、

《
白
菊
図
屏
風
》（
図
⑫
）
に
お
い
て
菊
の
花
が
沸
き
起
こ
る
よ
う
に
頭
を
も
た
げ
る
こ
の
形
態
を
継
承
し
つ
つ
、
金
地
に
菊
の
み

を
あ
で
や
か
に
、
ま
る
で
、
和
室
に
集
う
客
ら
に
語
り
か
け
る
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

一
・
四
、
桐
（
青
桐
、
梧
桐
）

桐
は
、
家
紋
や
鳳
凰
と
の
組
合
せ
以
外
で
も
多
く
用
い
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
渡
辺
崋
山
の
弟
子
・
椿
椿
山
（
享
和
元
‐
安
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政
元
年
﹇
一
八
〇
一
‐
五
四
﹈）
は
「
梧
桐
ナ
ド
モ
月
ノ
前
後
ノ
サ
マ
ヽ
デ
モ
画
ワ
ケ
」
て
描
い
た
、
即
ち
梧
桐
の
写
生
を
行
っ

て
い
る
（
34
）
。

春
草
も
好
ん
で
用
い
、
写
生
を
元
に
各
季
節
の
形
態
に
忠
実
に
描
い
た
。《
落
葉
》（
図
①
、
左
隻
部
分
、
一
九
〇
九
年
、
茨
城

県
近
代
美
術
館
）
や
《
梧
桐
に
小
禽
》（
図
②
、
同
年
、
株
式
会
社
ヤ
マ
タ
ネ
）、《
桐
に
小
禽
》（
同
年
、
水
野
美
術
館
）、《
梧
桐

に
猫
》（
図
③
、
一
九
一
〇
年
）
ほ
か
《
春
夏
秋
花
鳥
》（
三
‐
五
①
）
中
、
秋
の
一
幅
に
も
例
が
あ
る
。
従
来
と
の
相
違
点
は
、

花
を
付
さ
な
い
点
と
、
青
み
が
か
っ
た
樹
幹
の
質
感
も
控
え
め
で
は
あ
る
が
色
に
よ
っ
て
描
写
し
、
上
か
ら
下
ま
で
ほ
ぼ
同
じ
太

さ
の
独
特
な
幹
の
フ
ォ
ル
ム
ま
で
も
忠
実
に
写
し
た
点
で
あ
る
（
図
④
）。
春
草
に
よ
る
影
響
の
多
く
見
ら
れ
る
速
水
御
舟
（
明

治
一
三
‐
昭
和
一
〇
﹇
一
八
八
〇
‐
一
九
三
五
﹈）
も
ま
た
、
第
一
五
回
再
興
日
本
美
術
院
展
に
出
品
し
た
《
翠
苔
緑
芝
》（
一
九

二
八
年
、
山
種
美
術
館
）
四
曲
一
双
の
う
ち
右
隻
に
、
樹
幹
の
青
い
桐
を
堂
々
と
描
い
て
い
る
。

其
一
の
《
青
桐
・
楓
図
》（
図
⑤
、
双
幅
の
う
ち
右
幅
、
心
遠
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
は
、
幹
も
枝
も
描
か
ず
画
幅
の
ほ
ぼ
全
面

を
雨
に
打
た
れ
た
葉
で
覆
う
な
ど
構
図
の
大
胆
な
点
と
、
春
草
存
命
中
に
『
國
華
』
に
掲
載
さ
れ
春
草
が
こ
れ
を
目
に
し
た
可
能

性
の
あ
る
点
で
、
本
研
究
に
お
い
て
は
重
要
な
作
例
と
位
置
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
恐
ら
く
『
抱
一
上
人
真
蹟
鏡
』
中
の
鳳
凰
図

（
図
⑥
）
を
基
に
描
か
れ
た
《
麒
麟
・
鳳
凰
図
》（
図
⑦
、
双
幅
の
う
ち
左
幅
）
は
、
桐
の
形
態
が
定
型
化
し
て
い
る
。
そ
れ
に
比

べ
図
⑤
の
青
桐
図
は
、
よ
り
現
実
味
が
あ
り
、
写
生
を
下
地
と
し
て
描
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
淡
彩
で
、

す
っ
き
り
と
し
た
フ
ォ
ル
ム
が
採
ら
れ
た
点
は
、
絣
な
ど
夏
の
染
物
の
涼
や
か
さ
を
想
わ
せ
も
し
、
其
一
が
染
物
屋
の
家
系
に
あ

っ
た
こ
と
が
納
得
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

抱
一
の
《
桐
図
屏
風
》（
図
⑧
、
一
七
九
七
年
頃
）
に
お
い
て
も
、
幹
の
丸
み
を
帯
び
た
特
徴
は
確
か
に
写
し
取
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
判
る
（
図
⑨
）。
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二
、
江
戸
琳
派
に
特
徴
的
な
モ
チ
ー
フ

二
・
一
、
柿

春
草
の
例
は
《
黒
き
猫
》（
六
曲
一
双
の
う
ち
右
隻
、
一
九
〇
九
年
）、《
柿
に
猫
》（
図
①
、
一
九
一
〇
年
）、《
柿
に
烏
》（
図

②
、
一
九
一
〇
年
）、《
猫
に
烏
》（
図
③
、
二
曲
一
双
の
う
ち
左
隻
、
一
九
一
〇
年
、
茨
城
県
近
代
美
術
館
）
等
、
そ
の
ほ
か
ス

ケ
ッ
チ
（
図
⑦
）
に
も
残
っ
て
い
る
。

抱
一
は
《
抱
一
画
帖
》（
図
⑧
、
二
七
面
の
う
ち
一
図
。
春
草
と
共
に
研
鑽
を
積
ん
だ
、
下
村
観
山
に
よ
る
箱
書
が
あ
る
）
ほ

か
多
く
《
十
二
ヶ
月
花
鳥
図
》
の
う
ち
の
一
幅
に
柿
の
木
を
描
き
、《
桜
柿
に
小
禽
図
》（
図
⑤
）
に
も
見
え
る
が
、
筆
者
は
管
見

の
限
り
、
こ
れ
ほ
ど
柿
の
実
を
「
愛
ら
し
く
」
用
い
た
先
例
を
知
ら
な
い
。
中
国
で
は
折
枝
画
に
描
か
れ
る
が
、
光
琳
以
降
琳
派

の
画
師
に
掛
幅
に
お
け
る
使
用
例
が
な
い
こ
と
か
ら
、
江
戸
琳
派
の
特
徴
の
一
つ
と
位
置
付
け
た
い
。
抱
一
以
降
其
一
《
柿
図
》

（
図
⑨
）
・
孤
邨
《
柿
に
占
地
図
》（
図
⑩
、
部
分
）
・
道
一
筆
《
菊
花
盛
花
図
》
は
抱
一
の
例
に
倣
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
抱

一
は
恐
ら
く
自
ら
、
庶
民
に
も
愛
さ
れ
、
か
つ
秋
を
象
徴
す
る
愛
ら
し
い
樹
木
を
探
し
当
て
た
の
だ
ろ
う
。
更
に
言
う
な
ら
ば
、

抱
一
に
は
楓
を
秋
の
一
幅
に
当
て
る
場
合
が
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
烏
を
止
ま
ら
せ
た
例
が
な
い
。
し
か
し
抱
一
・
春
草
と
も
、
柿

と
烏
と
を
組
合
せ
た
例
は
あ
る
。
つ
ま
り
、
両
者
と
も
モ
チ
ー
フ
ご
と
の
相
性
を
配
慮
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
春
草
に
よ
る
烏
は
、
樹
木
と
異
な
る
描
法
を
用
い
、
非
常
に
単
純
化
さ
れ
、
そ
の
相
違
を
わ
ざ
と
ぶ
つ
け
た
か
の
よ
う
に

描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
烏
の
姿
形
を
確
か
に
観
察
し
用
い
た
こ
と
が
判
る
（
図
④
）。

柿
の
描
写
に
あ
っ
て
は
抱
一
が
葉
よ
り
実
を
鮮
や
か
な
濃
彩
で
表
す
の
に
対
し
、
春
草
は
彩
度
を
抑
え
、
ほ
ぼ
同
様
の
濃
度
で

塗
布
す
る
為
か
、
瀟
洒
と
い
う
よ
り
は
画
面
に
静
止
し
た
か
の
よ
う
な
落
着
き
を
与
え
て
い
る
。
抱
一
の
《
柿
図
屏
風
》（
図
⑥
、
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メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
）
で
は
珍
し
く
木
の
接
地
点
が
描
か
れ
、
屏
風
を
立
て
た
際
に
は
、
よ
り
、
柿
の
木
の
眼
前
に
立
っ
た

感
覚
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
笹
の
例
に
示
し
た
其
一
の
《
熟
柿
図
屏
風
》（
図
一
‐
三
⑧
）
は
、
抱
一
か
ら
得
た
モ
チ
ー
フ
を
其

一
ら
し
く
幹
の
質
感
を
色
・
形
・
濃
厚
な
附
彩
法
に
よ
っ
て
存
在
感
た
っ
ぷ
り
に
描
写
し
て
い
る
点
で
、
抱
一
よ
り
光
琳
に
近
い

画
風
と
な
っ
た
。

尚
、
春
草
が
青
年
期
を
過
ご
し
た
郷
里
・
飯
田
の
実
家
庭
先
に
は
、
柿
の
木
が
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

二
・
二
、
桜

桜
は
襖
絵
や
浮
世
絵
等
、
そ
の
形
式
を
問
わ
ず
数
多
く
描
か
れ
て
き
た
が
、
樹
木
全
体
が
華
や
か
に
描
か
れ
る
場
合
が
殆
ど
だ

っ
た
。
抱
一
に
と
っ
て
は
隅
田
川
堤
に
咲
く
桜
が
採
用
の
動
機
と
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、『
光
琳
百
図
』（
図
⑯
⑰
）
の
例
に

発
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
江
戸
琳
派
に
は
枝
の
一
部
を
ト
リ
ミ
ン
グ
し
て
部
分
拡
大
し
、
満
開
を
過
ぎ
葉
桜
に
な
り
か
け
た
状
態

や
紅
葉
し
た
桜
葉
の
み
を
描
く
例
が
多
く
あ
る
。
抱
一
の
《
花
月
図
》（
図
④
、
双
幅
の
う
ち
右
幅
）
・
其
一
《
雨
中
桜
花
・
楓

葉
図
》（
図
⑤
、
双
幅
の
う
ち
右
幅
、
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
）・
守
一
《
楓
・
桜
紅
葉
図
》（
図
⑥
、
双
幅
の
う
ち
左
幅
、
細
見
美

術
館
）、
唯
一
の
《
桜
に
春
草
図
》（
図
⑩
）
は
そ
の
一
部
の
作
例
で
あ
る
。

更
に
、
影
に
よ
っ
て
桜
色
を
失
っ
た
描
写
も
珍
し
い
。
春
草
に
は
、
陽
光
の
た
め
に
現
れ
た
影
を
桜
色
に
投
影
し
た
例
と
し
て

《
春
》（
一
九
〇
一
年
、
水
野
美
術
館
）、
月
影
の
例
と
し
て
《
夜
桜
》（
図
①
、
一
九
〇
四
年
、
飯
田
市
美
術
博
物
館
）
や
《
月
四

題
》（
図
②
、
四
幅
対
の
う
ち
春
、
一
九
一
〇
年
、
山
種
美
術
館
）
等
の
作
例
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
非
常
に
現
実
的
と
言
え
る
。

そ
れ
に
対
し
、
堤
雨
《
月
に
桜
図
》（
図
⑫
）
や
道
一
《
月
に
桜
図
》（
図
⑬
、
部
分
、
一
九
一
一
年
）
に
も
月
影
の
例
が
あ
る
。

道
一
に
は
鳩
を
組
合
せ
た
《
桜
樹
に
鳩
図
》（
図
⑧
、
部
分
、
一
九
〇
七
年
）
も
あ
る
が
、
構
図
や
、
塗
り
残
し
に
よ
っ
て
鳩
を
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表
す
点
は
、
其
一
の
銀
杏
及
び
紅
葉
と
鳩
と
の
先
例
に
近
い
。
尚
、
春
草
に
も
《
老
松
双
鳩
》（
一
九
〇
二
年
）・《
松
に
鳩
》（
図

⑨
）
ほ
か
紅
葉
・
梨
な
ど
の
樹
木
や
薊
・
躑
躅
と
鳩
、
と
の
組
合
せ
作
例
が
多
く
あ
る
。
速
水
御
舟
に
も
、
明
ら
か
に
春
草
と
モ

チ
ー
フ
や
構
図
の
似
た
鳩
の
掛
幅
画
が
あ
る
。

ま
た
、
と
り
わ
け
春
草
の
《
春
の
花
鳥
》（
図
③
、
一
九
一
〇
年
）
と
其
一
の
《
桜
に
小
禽
図
》（
図
⑦
）
と
の
桜
の
描
写
は
似

通
い
、
更
に
、
時
が
止
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
画
面
全
体
の
静
的
な
印
象
も
、
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
樹
木
の
根
元
に
注
目
す

れ
ば
、『
光
琳
百
図
』
や
抱
一
の
《
朝
陽
・
四
季
草
花
図
》（
図
⑭
、
三
幅
対
の
う
ち
右
幅
部
分
、
ギ
ッ
タ
ー
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
に

見
て
と
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
に
、
単
に
図
様
と
し
て
の
便
宜
を
謀
っ
た
の
で
は
な
く
、
桜
の
実
態
を
よ
く
観
察
し
樹
根
ま
で
も

描
い
て
い
る
こ
と
さ
え
解
る
だ
ろ
う
（
図
⑮
）。
春
草
も
、
ス
ケ
ッ
チ
を
丁
寧
に
行
っ
て
い
る
（
図
⑪
）。

二
・
三
、
月
あ
る
い
は
太
陽
と
水
面

月
の
照
る
明
る
い
夜
空
と
月
光
が
反
映
す
る
水
面
と
の
組
合
せ
が
採
ら
れ
る
例
は
他
派
を
見
て
も
意
外
に
少
な
い
。
月
は
、
琳

派
以
前
に
も
、
伝
統
的
に
日
月
山
水
図
や
武
蔵
野
図
の
よ
う
に
月
と
秋
草
や
人
家
な
ど
情
景
の
中
に
多
く
描
か
れ
て
き
た
が
、
墨

画
に
お
け
る
白
で
な
く
、
明
度
の
あ
る
色
彩
に
よ
っ
て
水
面
に
月
光
が
映
り
込
む
描
写
は
殊
更
多
く
な
い
。
抱
一
の
《
月
波
図
》

（
図
③
、
ク
ラ
ー
ク
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
は
墨
画
を
色
彩
に
置
換
し
た
例
か
も
し
れ
な
い
が
、
或
い
は
西
洋
画
法
に
触
れ
光
と
陰
影

を
意
識
し
描
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
描
か
れ
た
水
面
が
海
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
く
、
か
つ
て
文
人
た
ち
の
間
で
は
月

見
船
か
ら
の
月
見
が
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
隅
田
川
に
映
じ
た
月
明
か
り
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
、
春
草
に
よ
る
月
光
の
表
現
は
、
明
ら
か
に
水
彩
又
は
油
彩
画
法
に
倣
っ
て
い
る
。《
海
月
》（
図
①
、
一
九
〇
七
年
）・

《
月
夜
静
波
》（
図
②
、
一
九
〇
七
年
、
霊
友
会
）
に
よ
っ
て
判
る
よ
う
に
、
画
面
下
か
ら
月
を
見
上
げ
て
も
月
が
海
を
見
下
ろ
す
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よ
う
に
画
面
上
か
ら
海
面
に
視
線
を
落
と
し
て
も
、
そ
の
水
平
線
は
自
然
に
見
受
け
ら
れ
全
く
破
綻
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
雲
間
に

月
が
隠
れ
る
様
相
、
更
に
は
雲
が
夜
空
一
面
に
広
が
る
と
い
っ
た
設
定
が
、
か
え
っ
て
月
明
か
り
を
強
調
す
る
か
の
よ
う
だ
。
春

草
は
一
時
期
、
五
浦
海
岸
沿
い
の
正
に
こ
の
情
景
を
眼
前
に
望
む
こ
と
の
で
き
る
地
に
住
ん
で
い
た
。
従
っ
て
、
抱
一
の
作
例
が

念
頭
に
あ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
判
じ
難
い
。
し
か
し
概
し
て
、
先
例
を
知
っ
て
い
て
こ
そ
現
実
に
見
た
情
景
が
そ
の
例
と
重
な
っ

て
見
え
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
断
定
は
で
き
な
い
。

其
一
も
月
光
を
、
明
ら
か
に
水
色
を
賦
し
た
水
面
に
、
恐
ら
く
光
が
照
る
こ
と
で
立
ち
現
れ
た
波
を
描
く
こ
と
で
表
し
て
い
る

（
図
④
、《
雪
月
花
図
》
三
幅
対
の
う
ち
中
幅
）。
江
戸
時
代
も
下
る
と
、
次
第
に
浮
世
絵
に
も
線
描
に
よ
っ
て
水
面
を
表
し
た
り

色
彩
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
光
の
反
映
を
表
す
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
時
代
傾
向
の
一
端
と
も
言
え
る
だ

ろ
う
。
更
に
其
一
は
、
陽
光
が
海
面
に
映
り
込
み
光
の
至
ら
な
い
草
陰
が
シ
ル
エ
ッ
ト
の
よ
う
に
表
さ
れ
た
《
旭
日
図
》（
図
⑤
）

が
あ
る
が
、
こ
の
清
々
し
く
澄
み
渡
っ
た
空
気
を
明
快
な
色
彩
に
よ
っ
て
描
写
し
得
た
例
は
、
春
草
ら
が
朦
朧
と
し
た
湿
潤
な
空

気
を
表
し
て
い
た
時
期
か
ら
脱
し
た
頃
の
画
風
の
よ
う
な
明
る
さ
が
あ
る
。
春
草
に
は
夕
景
の
作
例
が
幾
点
か
あ
る
が
、
陽
光
の

手
前
に
位
置
す
る
鳥
の
群
れ
や
樹
木
の
シ
ル
エ
ッ
ト
が
黒
で
表
さ
れ
た
例
は
、
春
草
並
び
に
其
一
の
他
の
作
例
に
も
見
ら
れ
る
。

道
一
筆
《
旭
日
波
濤
図
》（
図
⑥
）
も
太
陽
の
例
で
あ
る
が
、
波
と
太
陽
と
の
間
に
は
空
間
が
感
じ
ら
れ
、
立
体
的
に
見
え
る

点
は
新
し
い
。

三
、
独
自
性
の
あ
る
モ
チ
ー
フ
組
合
せ

江
戸
琳
派
に
よ
る
掛
幅
形
式
の
草
花
図
は
、
異
種
の
草
花
も
し
く
は
鳥
と
の
組
合
せ
の
妙
に
魅
力
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
モ
チ
ー
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フ
の
新
し
さ
を
追
っ
た
春
草
の
作
例
と
其
一
ら
に
初
出
の
モ
チ
ー
フ
使
用
例
を
次
に
見
た
い
。

三
・
一
、
芙
蓉

芙
蓉
は
中
国
の
花
卉
画
や
日
本
で
も
琳
派
・
他
派
に
広
く
用
い
ら
れ
て
き
た
。
江
戸
琳
派
に
も
多
用
さ
れ
る
が
、
春
草
の
《
秋

汀
（
芙
蓉
に
白
鷺
）》（
図
①
、
一
九
〇
二
年
）
に
お
け
る
白
鷺
と
の
組
合
せ
は
新
し
い
。
春
草
は
白
鷺
を
好
ん
で
描
い
た
が
、
本

作
で
は
、
白
鷺
の
水
面
に
佇
む
静
か
な
心
持
が
滲
み
出
て
、
芙
蓉
が
そ
こ
に
正
に
花
を
添
え
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
図
②
は

比
較
対
象
と
し
て
河
岸
に
佇
む
白
鷺
を
捉
え
た
も
の
だ
が
、
春
草
の
筆
に
よ
る
捉
え
方
の
凄
み
が
、
か
え
っ
て
判
る
だ
ろ
う
。

芙
蓉
は
長
辺
ほ
ぼ
中
央
か
ら
生
え
、
画
面
手
前
、
恰
も
見
る
者
の
眼
前
に
主
張
す
る
か
の
よ
う
に
、
し
か
し
白
鷺
の
外
観
イ
メ

ー
ジ
や
色
調
と
歩
を
合
わ
せ
描
か
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
現
実
に
は
見
出
せ
な
い
光
景
だ
が
、
春
草
は
、
現
実
に
あ
り
得
る
か
の
よ

う
な
水
辺
を
設
定
し
、
静
謐
な
詩
情
を
醸
し
出
し
た
。

三
・
二
、
萩

萩
も
、
他
派
・
他
分
野
問
わ
ず
伝
統
的
な
モ
チ
ー
フ
な
の
だ
が
、
春
草
は
《
萩
の
花
》（
双
幅
、
一
九
〇
九
年
）、《
萩
に
雀
》

（
一
九
一
〇
年
）、《
萩
と
芙
蓉
》（
図
①
、
飯
田
市
美
術
博
物
館
）
等
に
描
い
た
。
芙
蓉
が
そ
の
根
元
を
固
め
る
か
の
よ
う
に
肉
厚

な
葉
を
茂
ら
せ
た
り
、
萩
が
直
立
し
て
横
に
し
な
垂
れ
な
い
形
態
で
、
か
つ
単
体
で
描
か
れ
る
こ
と
は
極
め
て
珍
し
い
。
細
部
は

入
念
な
観
察
の
成
果
が
見
て
取
れ
、
葉
の
質
感
は
極
め
て
実
形
態
と
近
い
が
、
直
立
し
た
そ
の
形
態
は
現
実
に
即
し
て
お
ら
ず
、

意
図
的
と
思
わ
れ
る
（
図
②
③
）。
画
面
を
縦
に
二
分
し
、
そ
の
左
半
分
の
み
に
モ
チ
ー
フ
を
配
し
た
構
図
は
、
非
常
に
斬
新
で

あ
る
。
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抱
一
以
降
江
戸
琳
派
に
お
い
て
も
、
萩
の
み
を
主
役
と
し
て
描
い
た
掛
幅
は
見
出
せ
な
い
。

三
・
三
、
朴
、
小
鳥
と
の
組
合
せ

朴
の
木
は
琳
派
の
う
ち
で
も
大
画
面
中
に
描
か
れ
た
ほ
ん
の
数
例
を
除
く
と
、
極
め
て
用
例
が
少
な
い
。
そ
の
中
で
春
草
筆

《
か
け
す
》（
図
①
、
一
九
一
〇
年
）
と
其
一
の
《
朴
に
尾
長
鳥
図
》（
図
②
、
細
見
美
術
館
）
と
の
類
似
性
は
非
常
に
興
味
深
い
（
35
）
。

両
作
の
直
接
的
な
接
点
、
も
し
く
は
春
草
が
其
一
の
本
作
に
触
れ
た
可
能
性
は
未
確
認
で
あ
る
が
、
そ
の
接
触
の
有
無
に
拘
ら
ず

春
草
・
其
一
ら
が
同
様
に
新
し
い
植
物
モ
チ
ー
フ
を
探
す
中
で
偶
然
出
会
っ
た
樹
木
で
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。春

草
の
特
徴
は
、
幹
や
葉
の
虫
食
い
の
描
写
が
あ
り
こ
れ
が
色
面
に
よ
る
没
骨
法
的
表
現
で
あ
る
点
・
全
体
に
丸
み
を
帯
び
た

点
・
余
白
を
大
き
く
取
っ
た
点
、
か
け
す
と
葉
及
び
葉
脈
と
葉
と
に
色
の
調
和
が
あ
る
点
・
葉
以
外
が
平
塗
り
で
葉
に
は
陰
影
が

あ
る
点
な
ど
だ
。
尚
、
春
草
に
よ
る
か
け
す
の
ス
ケ
ッ
チ
も
残
っ
て
お
り
（
図
③
）、
写
生
を
基
に
朴
の
木
と
組
合
せ
描
い
た
こ

と
が
解
る
。

か
け
す
は
、
抱
一
筆
《
十
二
ヶ
月
花
鳥
図
》（
畠
山
記
念
館
／
フ
ァ
イ
ン
バ
ー
グ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
に
も
見
ら
れ
、
派
手
さ
を

抑
え
た
色
使
い
と
附
彩
法
、
そ
の
愛
ら
し
さ
が
春
草
の
も
の
と
近
似
し
て
い
る
。
た
だ
、
春
草
の
か
け
す
の
方
が
体
が
ふ
っ
く
ら

と
し
て
重
量
感
が
あ
り
、
且
つ
動
き
を
秘
め
た
静
的
な
佇
ま
い
で
描
か
れ
て
い
る
。

一
方
、
其
一
は
全
て
に
輪
郭
線
を
用
い
、
花
も
描
く
。
葉
・
枝
と
も
同
色
の
垂
ら
し
込
み
を
施
す
が
、
花
と
尾
長
鳥
は
統
制
の

効
い
た
附
彩
の
た
め
、
春
草
と
は
対
称
的
に
締
り
の
あ
る
画
面
と
な
っ
て
い
る
。
対
角
線
構
図
で
、
尾
長
鳥
の
尾
は
ほ
ぼ
画
面
中

央
部
ま
で
至
る
。
春
草
が
上
辺
の
二
角
を
葉
で
覆
い
余
白
の
位
置
取
り
か
ら
奥
行
き
を
想
わ
せ
る
の
に
対
し
、
其
一
は
向
か
っ
て



27

菱田春草と江戸琳派（稲田　智子）

左
上
の
角
を
空
け
て
い
る
為
、
上
部
空
間
の
広
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
。
部
分
拡
大
が
大
胆
な
点
は
、
其
一
の
新
し
さ
で
あ
る
。
尾

長
鳥
は
明
清（
中
国
）花
鳥
画
や
工
芸
品
に
多
用
さ
れ
、
こ
れ
を
倣
っ
た
流
派
内
に
は
、
日
本
で
も
用
例
が
し
ば
し
ば
確
認
で
き
る
。

更
に
、
春
草
に
は
鵤
（
い
か
る
）
の
ス
ケ
ッ
チ
も
あ
る
が
（
図
④
）、
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
四
）
頃
、
葛
飾
北
斎
が
白
粉
花

と
組
合
せ
描
い
て
い
る
（
揃
物
一
〇
図
の
う
ち
一
図
）。
鵤
は
日
常
的
に
見
ら
れ
る
小
鳥
の
類
で
春
草
も
実
見
し
た
可
能
性
が
高

い
が
、
抱
一
や
そ
の
一
門
と
同
時
代
に
花
鳥
の
版
本
を
量
産
し
た
北
斎
や
広
重
ら
の
用
例
も
、
春
草
が
絵
草
紙
屋
な
ど
で
見
た
可

能
性
と
併
せ
、
今
後
考
察
の
余
地
が
あ
る
。

絵
草
紙
屋
は
一
枚
摺
り
の
浮
世
絵
な
ど
摺
物
や
版
本
等
が
売
ら
れ
た
今
で
言
う
本
屋
の
前
身
だ
が
、地
方
に
は
数
が
少
な
い
中
、

春
草
が
上
京
ま
で
を
過
ご
し
た
現
・
長
野
県
飯
田
市
に
は
少
な
く
と
も
三
店
舗
在
っ
た
そ
う
で
あ
る
（
36
）
。
幼
少
期
に
春
草
は
絵
草

紙
の
武
者
絵
を
模
し
た
と
い
う
が
、
そ
れ
は
何
処
で
入
手
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
狂
歌
師
の
宿
屋
（
六
樹
園
）
飯
盛
や
戯

作
者
の
式
亭
三
馬
を
好
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
も
、
彼
ら
の
作
風
、
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
挿
画
を
求
め
た
江
戸
文
化
人
と
し
て
春

草
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
（
37
）
。

三
・
四
、
八
手
、
小
獣
、
滝

春
草
の
場
合
、
八
手
は
ス
ケ
ッ
チ
を
除
く
二
例
に
確
か
め
ら
れ
る
。《
春
秋
》（
図
①
、
一
九
一
〇
年
、
飯
田
市
美
術
博
物
館
）

の
例
で
は
淡
い
青
緑
系
の
附
彩
で
隈
笹
と
色
調
を
合
わ
せ
て
い
る
が
、
実
際
は
《
早
春
》（
図
②
、
左
隻
部
分
、
一
九
一
一
年
）

の
例
の
よ
う
に
深
い
緑
色
を
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
頭
を
起
す
よ
う
に
葉
を
鑑
賞
者
側
に
向
け
る
の
は
、
光
琳
や
そ
れ
以
前
の
襖

絵
・
屏
風
絵
等
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
正
面
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
意
図
し
た
か
、
も
し
く
は
そ
の
モ
チ
ー
フ
に
対
す
る
作
者

の
感
興
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
八
手
の
葉
に
透
明
感
を
出
し
た
の
に
対
し
、
双
幅
の
う
ち
一
方
の
楓
は
平
塗
り
で
ム
ラ
な
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く
塗
り
込
め
、
葉
の
輪
郭
線
も
あ
か
ら
さ
ま
に
用
い
て
い
る
点
、
光
琳
や
乾
山
に
よ
る
作
例
を
想
起
さ
せ
る
。
樹
根
等
、
樹
木
全

体
の
形
も
然
り
で
あ
る
。
し
か
し
幹
の
描
写
と
、
楓
の
黄
色
に
合
わ
せ
た
色
彩
の
鳩
を
組
合
せ
た
点
と
は
、
春
草
独
自
の
発
想
に

依
る
。
恐
ら
く
こ
の
鳩
を
描
く
た
め
の
も
の
と
思
し
き
ス
ケ
ッ
チ
が
伝
存
し
て
い
る
。

《
早
春
》
の
例
で
は
、
正
に
冬
に
現
れ
る
球
形
の
花
序
が
描
か
れ
る
（
図
③
）。
赤
い
実
を
付
け
た
植
物
は
、
琳
派
・
江
戸
琳
派

に
も
多
用
さ
れ
る
藪
柑
子
に
想
を
得
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
姿
形
は
似
て
い
る
が
、
藪
柑
子
で
は
な
い
。
意
図
的
に
選
び
直
し
た
の

だ
ろ
う
。
ま
た
、
春
草
は
抱
一
ら
の
用
い
方
と
は
や
や
異
な
り
、
一
層
さ
り
気
な
く
こ
れ
を
添
え
て
い
る
。

一
方
江
戸
琳
派
で
は
、
抱
一
・
其
一
・
其
明
原
画
に
よ
る
図
案
集
『
四
季
の
花
』（
38
）
、
及
び
画
幅
で
は
一
例
の
み
、
向
栄
の

《
瀑
布
図
》
に
八
手
の
使
用
例
が
認
め
ら
れ
る
（
図
⑥
）。
本
作
は
、
墨
画
淡
彩
で
透
明
感
が
あ
る
。
八
手
は
湿
り
気
が
あ
り
、
か

つ
陽
も
差
す
土
地
に
植
生
し
現
在
の
上
野
周
辺
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
た
め
、
実
見
し
て
選
び
取
っ
た
可
能
性
も
否
め
な
い
。

更
に
春
草
が
《
春
秋
》
に
お
い
て
鳥
類
で
は
な
く
イ
タ
チ
を
八
手
・
隈
笹
と
組
合
せ
て
い
る
点
は
、
非
常
に
思
い
切
っ
た
選
択

と
言
え
る
。
抱
一
の
弟
子
で
あ
る
池
田
孤
邨
が
抱
一
の
作
例
を
ま
と
め
た
『
抱
一
上
人
真
蹟
鏡
』
中
に
は
イ
タ
チ
科
の
小
獣
が
見

ら
れ
（
図
④
）、
春
草
に
よ
る
そ
の
受
用
関
係
が
示
唆
さ
れ
る
（
39
）
。
ま
た
、
鏑
木
清
方
は
「
築
地
川
」
の
中
で
、
獺
（
か
わ
う
そ
）

を
浅
草
花
屋
敷
で
実
際
に
見
た
と
か
、
伝
説
に
は
綺
麗
な
女
性
の
化
身
と
聞
く
、
と
か
芸
者
が
橋
の
た
も
と
で
獺
に
出
遭
っ
た
話

を
よ
く
聞
い
た
、
と
述
べ
て
い
る
（
40
）
。
抱
一
に
も
そ
っ
く
り
当
て
は
ま
る
よ
う
な
証
言
で
あ
る
こ
と
が
、
大
変
興
味
深
い
。

向
栄
筆
《
瀑
布
図
》
に
つ
い
て
加
え
る
な
ら
ば
、
背
景
の
滝
は
直
線
的
で
弱
冠
八
手
の
側
に
寄
り
、
八
手
が
実
際
、
滝
の
手
前

に
生
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
春
草
に
も
近
景
・
遠
景
問
わ
ず
滝
の
作
例
が
多
く
あ
り
（《
紅
葉
山
水
》
図
⑤
、

一
九
〇
八
年
、
愛
知
県
美
術
館
、
等
）、
ま
た
、『
抱
一
上
人
真
蹟
鏡
』
の
う
ち
滝
図
（
図
⑦
）
上
部
四
半
分
を
切
り
取
っ
た
よ
う

な
図
を
、
春
草
は
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
に
挿
画
と
し
て
提
供
し
て
い
る
（
図
⑧
、
五
月
一
日
・
読
売
新
聞
）。
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三
・
五
、
春
草
筆
《
春
夏
秋
花
鳥
》（
図
①
、
一
九
一
〇
年
頃
）

本
作
例
で
は
、
ま
ず
春
の
幅
・
松
の
描
写
が
新
鮮
に
目
に
映
る
。
松
は
絵
画
・
工
芸
い
ず
れ
の
分
野
に
お
い
て
も
欠
く
こ
と
の

で
き
な
い
伝
統
的
な
モ
チ
ー
フ
だ
が
、
木
の
上
部
を
描
か
ず
、
若
木
を
添
え
る
直
立
し
た
松
を
画
面
ほ
ぼ
中
央
に
配
す
る
構
図
の

も
の
は
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
。
但
し
特
筆
す
べ
き
は
、
こ
れ
が
あ
く
ま
で
実
景
に
程
近
い
一
場
面
と
言
え
る
点
で
あ
る
（
図
④
）。

春
草
が
身
近
な
モ
チ
ー
フ
を
い
か
に
新
鮮
な
構
図
の
中
に
活
か
す
か
、
よ
く
知
悉
し
た
こ
と
が
、
こ
の
図
か
ら
理
解
さ
れ
る
。

夏
に
は
枇
杷
の
木
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
枇
杷
は
晩
秋
に
花
が
咲
き
、
翌
年
の
初
夏
に
実
を
つ
け
る
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
幹

は
描
か
れ
ず
、
枇
杷
の
実
と
、
葉
の
肉
厚
で
丈
夫
な
特
徴
を
よ
く
描
写
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
写
生
が
基
に
あ
る
こ
と
が
推
測
さ

れ
る
（
図
③
）。
し
か
し
、
例
え
ば
光
琳
や
乾
山
、
円
山
応
挙
の
弟
子
で
あ
る
吉
村
孝
敬
・
土
佐
派
や
狩
野
派
の
屏
風
等
で
は
、

秋
（
一
一
月
）
の
、
白
い
花
を
つ
け
る
時
期
が
モ
チ
ー
フ
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
（
41
）
。
恐
ら
く
春
草
は
、
明
治
二
九
年
（
一
八
九

六
）
に
東
京
美
術
学
校
へ
手
習
い
見
本
と
し
て
納
入
し
た
徽
宗
筆
《
枇
杷
に
小
禽
》
の
模
本
制
作
な
ど
で
接
し
た
中
国
・
宋
代
前

後
の
古
画
に
、
そ
の
想
を
得
た
の
だ
ろ
う
（
42
）
。
春
草
以
前
の
明
治
期
に
は
、
柴
田
是
真
の
《
枇
杷
の
実
文
箱
》（
エ
ド
ソ
ン
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
）
や
渡
邉
省
亭
に
、
枇
杷
の
実
を
用
い
た
例
が
見
出
せ
る
（
43
）
。

イ
タ
チ
と
の
組
合
せ
は
去
る
こ
と
な
が
ら
、
ス
ギ
ナ
を
地
面
に
添
え
て
い
る
点
は
、
江
戸
琳
派
の
作
例
を
想
わ
せ
る
。
抱
一
ら

は
ス
ギ
ナ
の
他
、
土
筆
や
蒲
公
英
と
併
せ
て
こ
れ
を
よ
く
用
い
る
（
図
②
、
土
筆
と
ス
ギ
ナ
）。
中
幅
と
し
て
、
真
上
に
伸
び
る

モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
ス
ギ
ナ
が
三
幅
の
安
定
感
を
生
む
演
出
に
成
功
し
た
と
言
え
る
。
尚
、
地
面
の
ス
ギ
ナ
は
四
月
初
め
の
、
頭

上
の
枇
杷
は
六
月
頃
の
状
態
、
即
ち
旧
暦
の
夏
（
四
〜
六
月
）
が
画
面
上
で
進
行
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

秋
の
幅
、
桐
の
葉
は
紅
葉
し
て
お
り
、
特
に
陽
光
が
そ
こ
に
差
し
た
場
合
、
実
際
に
本
図
の
よ
う
な
色
合
い
に
見
え
る
。
春
草

の
観
察
眼
が
確
か
に
判
る
一
例
で
あ
る
。
ま
た
、
一
‐
四
「
桐
」
の
項
に
挙
げ
た
《
翠
苔
緑
芝
》
に
於
い
て
、
御
舟
は
右
隻
の
桐
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と
枇
杷
の
木
と
を
背
中
合
わ
せ
に
用
い
て
い
る
。
金
地
に
黒
猫
を
配
す
る
こ
と
を
も
考
え
併
せ
る
と
、《
翠
苔
緑
芝
》
は
春
草
の

モ
チ
ー
フ
受
用
に
倣
っ
た
御
舟
に
よ
る
光
琳
解
釈
の
成
果
、
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
・
六
、
春
草
筆
《
栗
鼠
之
図
》（
一
九
〇
九
年
、
水
野
美
術
館
）

栗
の
木
と
栗
鼠
、
と
は
語
呂
合
せ
に
よ
る
あ
そ
び
だ
ろ
う
か
。
組
合
せ
で
な
く
、
栗
・
栗
鼠
そ
れ
ぞ
れ
単
体
で
モ
チ
ー
フ
と
し

て
使
わ
れ
る
に
せ
よ
、
珍
し
い
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
中
国
で
は
通
例
、
葡
萄
と
栗
鼠
と
の
組
合
せ
が
用
い
ら
れ
る
か
ら
だ
。
描
法
は
、

《
黒
き
猫
》に
も
見
ら
れ
る
が
、
栗
鼠
に
は
毛
の
柔
ら
か
さ
を
存
分
に
表
す
見
事
な
暈
し
を
使
用
し
て
い
る
。
葉
に
は
輪
郭
線
を
用

い
、
特
に
、
葉
の
乾
い
た
質
感
と
栗
鼠
の
体
温
を
感
じ
さ
せ
る
描
写
と
の
兼
合
い
が
妙
趣
に
な
っ
て
い
る
。
幹
の
根
元
を
描
か
ず

太
い
枝
先
も
画
面
外
に
あ
り
、
背
景
も
真
っ
さ
ら
で
あ
る
た
め
、
栗
鼠
に
向
か
っ
て
自
然
と
視
線
を
遣
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
際
に
本
作
と
対
峙
す
る
と
、
今
に
も
画
面
外
に
飛
び
出
し
て
き
そ
う
な
栗
鼠
に
、
心
中
踊
ら
さ
れ
る
。
抱
一
ら
江
戸
琳
派
に

よ
る
、
無
背
景
の
素
朴
な
画
題
に
よ
る
作
例
に
お
い
て
も
、
同
様
の
心
持
が
得
ら
れ
る
。

三
・
七
、
春
草

―
猫
、
樹
木
モ
チ
ー
フ
の
開
拓

―

春
草
に
は
、
猫
を
扱
い
種
々
の
植
物
と
組
合
せ
た
作
例
が
多
数
あ
る
。
柏
と
合
せ
た
《
黒
き
猫
》（
図
③
、
一
九
一
〇
年
、
永

青
文
庫
）
以
後
の
《
黒
猫
》・《
竹
に
猫
》（
図
①
②
、
両
作
と
も
一
九
一
〇
年
）、
そ
れ
以
前
に
も
、
白
系
の
猫
で
は
梅
と
の
数
例

や
紫
苑
と
の
《
猫
》（
一
九
〇
七
年
）、
竹
・
柿
と
の
組
合
せ
等
が
、
掛
幅
・
屏
風
な
ど
形
式
を
問
わ
ず
試
行
さ
れ
て
い
る
。
い
ず

れ
も
一
種
類
の
樹
木
と
猫
又
は
他
の
禽
獣
と
の
組
合
せ
と
い
っ
た
至
っ
て
シ
ン
プ
ル
な
モ
チ
ー
フ
の
扱
い
方
で
あ
る
。
江
戸
琳
派

で
は
、
向
栄
が
《
鍾
馗
・
皐
月
・
柏
図
》（
図
④
、
三
幅
対
の
う
ち
左
幅
）
で
柏
を
扱
っ
て
い
る
。
影
響
関
係
は
と
も
か
く
、
両
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者
と
も
柏
の
木
を
実
見
し
描
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
一
旦
、
春
草
に
依
る
植
物
と
禽
獣
と
の
組
合
せ
作
例
を
小
括
し
た
い
。
即
ち
春
草
は
、
中
国
の
古
画
や
琳
派
・
江
戸
琳

派
に
限
ら
ず
日
本
に
お
い
て
伝
統
的
に
よ
く
描
か
れ
て
き
た
モ
チ
ー
フ
を
用
い
る
一
方
で
、
そ
れ
ら
と
同
様
、
造
形
と
し
て
美
し

く
身
近
な
、
且
つ
先
例
の
な
い
モ
チ
ー
フ
を
開
拓
し
よ
う
と
自
覚
的
に
努
め
た
。

そ
の
一
例
と
し
て
も
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、《
遊
楽
図
》（
図
⑤
、
三
幅
対
の
う
ち
左
右
幅
、
一
九
〇
九
年
）
で
あ
る
。《
遊
楽
図
》

で
は
掛
幅
長
辺
か
ら
顔
を
出
す
草
花
と
小
鳥
が
描
か
れ
、
こ
れ
が
三
幅
対
の
形
式
で
あ
る
点
が
江
戸
琳
派
に
通
ず
る
が
、
モ
チ
ー

フ
選
択
は
新
し
い
。
更
に
、《
春
と
秋
》（
図
⑧
）
で
右
隻
・
椿
の
根
元
に
隈
笹
を
、
左
隻
・
樹
木
（
図
⑦
、
部
分
。
図
⑥
は
こ
の

果
実
ス
ケ
ッ
チ
か
）
の
根
元
に
菊
を
配
し
た
作
例
も
、
モ
チ
ー
フ
の
組
合
せ
例
と
し
て
は
極
め
て
珍
し
い
。
ま
た
、
椿
は
二
〜
三

月
に
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
か
ら
、《
春
と
秋
》
に
お
い
て
も
、
現
在
の
感
覚
で
い
う
「
冬
」
で
な
く
、
旧
暦
の
「
春
」（
一
〜
三
月
）

を
適
用
し
た
こ
と
が
判
る
。

三
・
八
、
其
一
・
向
栄

―
草
花
モ
チ
ー
フ
の
開
拓

―

モ
チ
ー
フ
の
開
拓
と
い
う
意
味
に
於
い
て
は
、
抱
一
の
瀟
洒
な
画
風
か
ら
脱
却
し
た
と
も
言
え
る
其
一
に
も
見
ら
れ
る
。
当
時
、

其
一
ら
は
展
覧
会
の
た
め
の
作
画
を
行
っ
た
訳
で
は
な
く
、
い
た
ず
ら
に
自
己
主
張
が
求
め
ら
れ
た
の
で
も
な
い
た
め
一
概
に
言

う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
彼
に
は
明
ら
か
に
抱
一
と
比
べ
て
画
風
・
モ
チ
ー
フ
の
扱
い
方
と
の
双
方
に
違
い
が
あ
る
。
其
一
以
降
、

例
え
ば
明
治
期
の
江
戸
琳
派
の
画
家
で
も
多
く
は
抱
一
か
光
琳
・
乾
山
に
、
よ
り
似
る
の
だ
が
、
其
一
は
と
り
わ
け
抱
一
の
歿
後
、

両
者
を
折
衷
し
再
解
釈
し
た
上
で
独
自
の
画
風
を
創
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

其
一
の
例
を
挙
げ
れ
ば
、
ま
ず
、
当
時
品
種
改
良
に
よ
っ
て
い
ず
れ
か
に
出
品
さ
れ
て
あ
っ
た
も
の
を
実
見
し
た
、
と
思
わ
れ
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る
菖
蒲
を
描
い
た
《
菖
蒲
に
蛾
図
》（
図
①
、
バ
ー
ク
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
が
あ
る
。
蝶
で
は
な
く
蛾
を
組
合
せ
、
葉
や
花
が
重
な

り
あ
う
部
分
の
葉
を
淡
色
で
表
す
点
も
粋
で
、
新
し
い
。
ま
た
、
抱
一
の
折
枝
画
で
も
見
ら
れ
る
が
（
図
③
、《
画
手
本
図
巻
》

九
図
の
う
ち
青
梅
に
蜂
）、
梅
の
花
で
は
な
く
実
を
描
い
た
《
青
梅
図
》（
図
②
）
で
は
、
樹
木
の
大
枝
を
扱
っ
た
点
が
実
景
に
即

し
て
お
り
、
春
草
と
比
較
す
る
上
で
、
大
変
興
味
深
い
。

《
白
蔵
主
・
紅
花
・
白
粉
花
図
》（
図
④
、
三
幅
対
の
う
ち
左
右
幅
）に
選
ば
れ
た
モ
チ
ー
フ
も
、
管
見
の
限
り
江
戸
琳
派
で
は
其

一
が
初
め
で
あ
る
。
紅
花
は
画
面
下
辺
か
ら
顔
を
出
し
、
中
央
の
白
蔵
主
を
囲
む
よ
う
に
同
じ
背
丈
の
白
粉
花
を
描
い
た
。
双
方

の
植
物
の
特
徴
を
鑑
み
る
に
、
そ
の
相
容
れ
難
さ
が
か
え
っ
て
新
鮮
で
面
白
い
。
正
面
向
き
・
平
塗
り
・
色
彩
に
よ
っ
て
葉
に
同
系

色
を
用
い
る
表
現
法
等
は
、
抱
一
よ
り
光
琳
を
想
わ
せ
る
。
ま
た
、
画
面
全
体
を
静
的
に
見
せ
る
構
図
・
描
法
は
、
春
草
に
通
ず

る
。興

味
を
抱
か
せ
る
向
栄
の
例
と
し
て
は
、
鍾
馗
に
向
か
っ
て
右
側
に
配
さ
れ
る
皐
月
図
（
図
⑤
、《
鍾
馗
・
皐
月
・
柏
図
》
三

幅
対
の
う
ち
右
幅
）
を
挙
げ
た
い
。
類
似
し
た
花
で
あ
る
躑
躅
は
光
琳
等
の
先
例
に
も
多
く
見
ら
れ
る
が
、
皐
月
は
初
見
で
あ
る
。

描
法
は
其
一
ほ
ど
重
量
感
が
な
く
、
軽
快
だ
。
枝
の
曲
が
り
具
合
は
滑
ら
か
で
愛
ら
し
い
。
し
か
し
抱
一
と
も
一
味
異
な
り
、
筆

跡
の
細
い
曲
線
を
用
い
、
暈
し
や
た
ら
し
込
み
を
施
さ
な
い
為
、
柔
か
く
も
凛
と
し
た
容
姿
と
な
っ
て
い
る
。
明
快
な
筆
線
を
生

か
し
、
樹
木
の
枝
を
一
筆
の
曲
線
に
よ
っ
て
表
し
た
御
舟
の
、
大
正
期
の
画
風
に
も
通
ず
る
。

三
・
九
、
光
琳
・
抱
一
、
其
一
・
春
草

其
一
の
描
法
は
、
や
は
り
抱
一
歿
後
、
抱
一
な
い
し
光
琳
・
乾
山
に
あ
か
ら
さ
ま
に
似
た
作
例
が
次
第
に
無
く
な
っ
て
ゆ
く
。

先
に
、
春
草
が
抱
一
に
よ
る
光
琳
解
釈
を
参
考
に
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
述
べ
た
が
、
筆
者
は
更
に
、
春
草
が
其
一
に
よ
る
光
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琳
・
抱
一
解
釈
並
び
に
自
己
開
拓
精
神
を
学
ん
だ
、
と
推
し
て
い
る
。
も
し
く
は
春
草
が
其
一
と
同
様
の
目
的
を
持
っ
て
い
た
こ

と
に
よ
っ
て
両
者
に
偶
然
似
通
っ
た
画
風
が
生
ま
れ
た
、
と
想
定
し
て
お
き
た
い
。

そ
の
目
的
と
は
即
ち
、
光
琳
・
抱
一
ら
の
画
風
を
尊
崇
し
基
盤
と
し
つ
つ
も
、
自
身
の
生
き
る
時
代
性
を

―
描
法
・
モ
チ
ー

フ
の
双
方
に
お
い
て

―
加
味
す
る
こ
と
、
だ
ろ
う
か
。
描
法
と
し
て
は
春
草
の
場
合
、
直
に
現
地
で
触
れ
た
油
彩
・
水
彩
画
法

或
い
は
イ
ン
ド
の
絵
画
技
法
、
其
一
の
場
合
は
、
間
接
的
に
知
っ
た
西
洋
遠
近
法
・
陰
影
法
や
博
物
画
法
等
を
採
り
入
れ
る
試
み
、

を
指
す
。
し
か
し
其
一
に
と
っ
て
は
、
掛
幅
に
用
い
ら
れ
る
絵
絹
と
図
様
が
描
か
れ
る
染
物
の
下
地
と
の
厳
密
な
区
別
が
無
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
は
、
一
〜
八
に
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

終
わ
り
に

以
上
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
春
草
晩
年
の
作
例
が
江
戸
琳
派
画
師
ら
に
よ
る
作
風
に
近
似
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
ま
ず
明
治

期
に
お
け
る
抱
一
ら
の
認
知
度
を
簡
略
に
述
べ
た
。
ま
た
、
一
般
庶
民
や
春
草
が
直
接
的
も
し
く
は
出
版
物
等
に
よ
り
間
接
的
に

彼
ら
の
作
画
に
触
れ
た
可
能
性
を
提
し
、
江
戸
後
期
と
明
治
期
と
が
そ
れ
程
断
絶
し
た
期
間
で
は
な
い
こ
と
が
察
せ
ら
れ
た
。
抱

一
が
歿
し
た
の
は
一
八
二
八
年
、
其
一
が
一
八
五
八
年
、
春
草
の
生
年
は
一
八
七
四
年
で
あ
り
、
春
草
に
と
っ
て
は
抱
一
で
さ
え
、

祖
父
母
世
代
が
直
接
語
り
継
ぎ
得
る
年
差
で
あ
る
。
ま
し
て
衆
庶
の
好
み
が
急
変
す
る
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
は
、
上
野
周
辺
文
化

や
、
水
害
・
震
災
・
戦
災
を
経
て
な
お
現
在
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
向
島
百
花
園
等
、
地
域
ご
と
の
特
徴
を
見
て
も
理
解
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
春
草
に
と
っ
て
の
抱
一
は
、
自
分
か
ら
遠
す
ぎ
な
い
時
代
の
、
し
か
し
前
時
代
を
振
り
返
り
そ
こ
に
当
時
を
学
び
取
る
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に
は
充
分
な
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

更
に
、
江
戸
琳
派
に
よ
る
作
例
の
魅
力
の
一
つ
に
モ
チ
ー
フ
の
組
合
せ
の
妙
味
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
モ
チ
ー
フ
を
起
点
と
し

春
草
と
彼
ら
の
作
例
と
の
比
較
考
察
を
行
っ
た
。
春
草
が
江
戸
琳
派
の
画
に
触
れ
た
機
会
が
な
い
と
仮
定
す
る
に
せ
よ
、
抱
一
が

光
琳
を
、
其
一
が
彼
ら
を
起
点
に
作
画
を
行
っ
た
こ
と
が
、
光
琳
に
価
値
を
置
い
て
い
た
春
草
に
と
っ
て
も
画
法
・
モ
チ
ー
フ
双

方
の
面
で
参
考
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
、
と
指
摘
し
た
の
だ
っ
た
。
従
っ
て
、
春
草
晩
年
の
作
風
が
江
戸
琳
派
に
よ
る
画
に
近

似
・
ま
た
異
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
光
琳
と
い
う
共
通
項
に
よ
っ
て
説
明
し
得
る
、
と
の
考
え
に
至
っ
た
。
具
体
的
に
述
べ
る

な
ら
ば
、
抱
一
以
降
の
画
師
や
春
草
ら
が
、
光
琳
の
色
彩
に
よ
る
没
骨
法
・
樹
幹
の
苔
や
葉
の
垂
ら
し
込
み
に
よ
る
表
現
・
樹
木

の
配
し
方
・
部
分
拡
大
や
モ
チ
ー
フ
の
正
面
観
の
効
果
等
を
、
各
々
に
採
用
す
る
面
を
選
び
取
り
独
自
の
解
釈
を
加
え
再
構
成
し

た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

春
草
晩
年
の
画
風
は
、
作
例
や
、
岡
倉
が
証
言
し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
恐
ら
く
、
光
琳
・
ま
た
そ
れ
以
降
彼

に
追
随
し
た
抱
一
ら
の
作
例
を
春
草
が
何
れ
か
の
機
会
に
学
び
得
て
成
っ
た
、
と
推
測
で
き
る
。
今
後
は
、
よ
り
多
く
明
治
期
当

時
の
江
戸
琳
派
受
容
者
と
画
家
に
よ
る
受
用
状
況
を
把
握
し
、
春
草
周
辺
画
家
に
と
っ
て
の
そ
の
影
響
の
有
無
に
つ
い
て
も
考
察

し
つ
つ
、
春
草
に
よ
る
光
琳
解
釈
・
即
ち
江
戸
琳
派
受
用
法
に
関
し
、
実
作
例
の
よ
り
綿
密
な
比
較
検
討
を
行
い
た
い
。
そ
の
際
、

春
草
の
描
い
た
絵
画
作
品
が
よ
り
江
戸
琳
派
の
画
風
に
近
付
い
て
ゆ
く
過
程
を
、
春
草
自
身
も
読
本
や
絵
草
紙
等
に
お
い
て
触
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
北
斎
・
広
重
ら
に
よ
る
花
木
・
鳥
獣
画
、
ほ
か
様
々
な
江
戸
時
代
以
前
の
植
物
画
を
比
較
材
料
の
一
端
と
し
て

考
察
し
た
い
、
と
考
え
て
い
る
。
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注
（
1
）

小
山
弓
弦
葉
氏
「
光
琳
模
様
」（『
日
本
の
美
術
』
五
二
四
号
、
至
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
し
た
。
同
書
七
〇
‐
八
一
頁
所

載
の
「
雛
形
本
に
お
け
る
光
琳
模
様
所
出
一
覧
」
に
よ
れ
ば
、
光
琳
模
様
関
連
の
雛
形
本
の
初
出
は
、
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）

『
光
琳
ひ
い
な
か
た
』
で
あ
る
（
河
野
元
昭
氏
『
尾
形
光
琳
』（
一
九
八
〇
年
）
を
参
照
、
と
の
こ
と
）。
ま
た
、
江
戸
に
お
い
て
も
、

享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
に
は
既
に
『
光
林
雛
形
わ
か
み
と
り
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。

（
2
）

大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
一
二
月
八
日
付
・
東
京
朝
日
新
聞
に
、「
画
家
吉
村
眞
詮
氏

―
光
琳
派
の
正
統
絶
ゆ

―
」
と
見
出

し
の
付
い
た
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。
左
記
に
参
照
さ
れ
た
い
。

「
去
る
四
月
銚
子
飯
沼
観
音
境
内
の
御
供
所
で
病
没
し
た
画
家
吉
村
眞
詮
の
葬
儀
は
本
銚
子
町
の
菅
田
氏
其
他
有
志
者
の
同
情
で

六
日
に
執
行
さ
れ
た
が
未
だ
五
十
歳
に
は
達
せ
ざ
り
し
眞
詮
は
憾
軻
落
魄
の
裡
に
其
の
一
生
を
終
っ
た
の
で
特
に
彼
が
光
琳
派
の
正

統
で
あ
っ
た
の
を
思
う
と
実
に
気
の
毒
の
感
に
堪
え
な
い
、
元
来
尾
形
光
琳
の
画
系
は
抱
一
時
代
に
二
派
に
分
れ
抱
一
の
方
が
正
系

と
目
さ
れ
て
光
琳
の
三
百
年
祭
を
行
っ
て
い
る
夫
れ
か
ら
年
代
を
少
し
隔
て
て
故
野
崎
眞
一
が
同
派
中
興
の
祖
抱
一
の
百
年
祭
を
な

し
兎
に
角
に
光
琳
派
の
謫
系
と
し
て
世
に
知
ら
れ
て
い
た
大
隈
伯
爵
の
儒
（
※
筆
者
注
・「
需
」
の
誤
植
。「
も
と
め
」）
に
応
じ
て

六
曲
屏
風
一
双
に
彩
筆
を
揮
っ
た
四
季
の
七
草
は
眞
一
の
傑
作
で
あ
る
と
か
眞
詮
は
其
の
眞
一
が
総
□
弟
子
で
も
あ
り
且
他
に
弟
子

は
あ
っ
て
も
専
門
の
画
家
は
眞
詮
の
み
だ
か
ら
当
然
同
派
の
系
嗣
で
あ
る
横
浜
に
居
る
野
崎
家
の
嗣
子
よ
り
近
く
同
派
伝
来
の
印
章

を
譲
ら
れ
る
こ
と
に
決
定
し
て
い
た
の
も
其
の
為
め
だ
、
経
歴
技
術
共
に
当
代
の
所
謂
大
家
と
伍
し
て
恥
し
く
な
い
に
拘
ら
ず
世
事

に
疎
い
彼
は
放
浪
窮
迫
に
終
始
し
て
世
渡
り
下
手
な
旧
式
作
家
の
弊
実
を
脱
し
得
ず
銚
子
に
客
死
し
て
し
ま
っ
た
郷
里
常
陸
の
久
慈

に
も
別
に
近
親
は
無
い
ら
し
い
全
く
の
孤
独
な
り
し
彼
が
臨
終
の
一
室
に
は
大
西
郷
の
世
路
羊
□
と
書
い
た
額
が
掲
げ
ら
れ
何
ん
だ

か
謎
の
様
な
気
が
す
る
と
某
氏
は
嗟
嘆
し
て
い
た
斯
く
の
如
く
に
し
て
光
琳
派
の
正
系
は
遂
に
絶
っ
た
の
で
あ
る
」

（
3
）

明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
一
月
、『
絵
画
叢
誌
』
二
二
五
号
所
収
。

（
4
）

三
上
美
和
「
原
三
溪
の
美
術
蒐
集
記
録
「
美
術
品
買
入
覚
」
に
見
る
古
美
術
蒐
集
品
の
変
遷
と
そ
の
背
景
」（『
哲
学
会
誌
』
二
八

号
、
学
習
院
大
学
哲
学
会
、
二
〇
〇
四
年
）
二
六
‐
八
頁
。

（
5
）

同
右
論
文
、
三
七
‐
九
頁
。

（
6
）

現
・
出
光
美
術
館
所
蔵
。
注（
4
）論
文
、
三
八
頁
所
載
の
「
三
溪
旧
蔵
宗
達
光
琳
派
作
品
リ
ス
ト
及
び
総
数
」
を
参
照
し
た
。

（
7
）

山
根
有
三
「
原
三
溪
旧
蔵
・
禊
図
屏
風
筆
者
考

―
宗
達
・
光
琳
・
光
琳
弟
子
を
め
ぐ
っ
て

―
」『
國
華
』
一
一
〇
四
号
（
一
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九
八
七
年
）
を
参
照
し
た
ほ
か
、
内
藤
正
人
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
8
）

斎
藤
隆
三
『
藝
苑
今
昔
』
創
元
社
、
一
九
四
八
年
、
一
〇
七
頁
。

（
9
）

こ
の
図
像
に
近
し
い
本
画
（
掛
幅
）
は
、
畠
山
記
念
館
蔵
。
抱
一
が
本
作
も
し
く
は
極
め
て
似
た
作
例
を
写
し
、『
光
琳
百
図
』

に
納
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
10
）

玉
蟲
敏
子
『
都
市
の
な
か
の
絵

―
酒
井
抱
一
の
絵
事
と
そ
の
遺
響
』（
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
二
〇
〇
四
年
）
五
五
八
‐
九
一
頁
ほ
か
、

『
琳
派
　R

IM
PA

』
展
図
録
（
東
京
国
立
近
代
美
術
館
、
同
年
）、『
千
住
の
琳
派

―
村
越
其
栄
・
向
栄
父
子
の
画
業

―
』
展
図

録
（
足
立
区
立
郷
土
博
物
館
、
二
〇
一
一
年
）
等
に
詳
し
い
。

（
11
）

中
村
溪
男
「
近
代
日
本
画
に
お
け
る
江
戸
琳
派
伝
統
の
継
承
」『
琳
派
絵
画
全
集
　
抱
一
派
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
八

年
）
・
小
林
忠
編
『
日
本
美
術
院
』（
原
色
現
代
日
本
の
美
術
第
二
巻
、
小
学
館
、
一
九
七
九
年
）
一
八
〇
‐
八
四
頁
の
ほ
か
、
中

山
喜
一
郎
「
日
本
の
美
「
琳
派
」
第
二
部
か
ら
　
近
・
現
代
に
お
け
る
琳
派
の
影
響
」（
福
岡
市
立
美
術
館
「
日
本
の
美
「
琳
派
」

―
宗
達
・
光
琳
・
抱
一
か
ら
現
代
ま
で
」
展
に
寄
せ
て
。『
古
美
術
』
九
二
号
（
三
彩
新
社
、
一
九
八
九
年
）
所
収
）
等
が
あ
る
。

近
年
で
は
『
都
市
の
な
か
の
絵
』
五
七
二
‐
七
六
頁
、
同
・
古
田
亮
氏
「
琳
派
か
らR

IM
P

A

へ
」（『
琳
派
　R

IM
P

A

』
展
図
録
所

収
）
に
、
春
草
と
江
戸
琳
派
と
の
関
連
性
の
指
摘
が
あ
る
。

（
12
）
『
千
住
の
琳
派
』
展
図
録
、
五
八
‐
九
頁
所
収
。

尚
、
内
山
大
介
氏
は
同
書
所
収
「
美
術
品
を
め
ぐ
る
都
市
の
生
活
史

―
宿
場
町
千
住
の
旦
那
衆
と
村
越
父
子

―
」（
七
七
‐

八
一
頁
）
の
中
で
、
公
設
展
覧
会
と
は
場
を
違
え
、
千
住
の
料
亭
な
ど
地
域
の
愛
好
者
間
で
光
琳
・
抱
一
・
そ
の
継
承
画
家
ら
の
画

が
受
容
さ
れ
て
い
た
状
況
を
報
告
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
に
浅
草
・
山
谷
の
料
亭
「
重
箱
」
を
会
場

に
行
わ
れ
た
「
光
琳
派
絵
画
展
覧
会
」
の
開
催
に
、
後
、
帝
室
技
芸
員
と
な
る
香
川
勝
広
氏
が
参
加
し
て
い
る
と
い
う
点
は
興
味
深

い
。
氏
は
そ
の
数
年
前
か
ら
、
雨
華
庵
四
世
で
岡
倉
と
も
接
点
の
多
い
酒
井
道
一
に
陶
器
画
を
学
ん
だ
堀
川
光
山
を
見
出
し
支
援
を

行
う
な
ど
、
当
流
派
と
関
係
を
持
っ
て
い
た
（
一
八
九
八
年
一
月
七
日
、
東
京
朝
日
／
読
売
新
聞
）。

更
に
、
当
展
覧
会
に
は
学
者
・
美
術
家
も
多
く
訪
れ
た
と
言
い
、
光
琳
や
抱
一
ら
の
画
の
所
蔵
者
が
著
名
人
に
も
民
間
に
も
多
く

あ
り
、
公
設
展
覧
会
等
で
の
展
観
に
際
し
て
も
彼
ら
が
出
品
者
と
し
て
そ
の
下
支
え
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
千
住
の
例
か
ら
ま
ず
明

ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
光
琳
や
江
戸
琳
派
の
明
治
期
に
お
け
る
受
容
背
景
の
一
つ
と
な
る
点
で
、
大
変
意
義
深
い
。

（
13
）

注（
8
）と
同
書
、
八
五
頁
。
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（
14
）

同
右
、
九
八
頁
。

（
15
）

本
作
が
一
時
「
疑
問
の
部
」
に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
際
に
居
合
せ
た
木
村
武
山
は
、
こ
の
時
春
草
が
「
よ
し
ツ
。
来
年
は

も
つ
と
程
度
を
下
げ
て
、
審
査
員
に
解
る
絵
を
描
い
て
や
ら
う
。」
と
言
っ
た
事
を
伝
え
て
い
る
（「
菱
田
春
草
君
と
死
の
前
後
」

『
美
之
国
』
三
巻
六
号
、
一
九
二
七
年
、
八
七
頁
）。

（
16
）

抱
一
筆
《
洋
犬
図
絵
馬
》
作
品
解
説
（
大
野
智
子
氏
に
依
る
。
小
林
忠
編
『
琳
派
』
第
三
巻
（
風
月
・
鳥
獣
）
紫
紅
社
、
一
九
九

一
年
、
三
二
七
頁
）。

（
17
）
「
春
草
の
芭
蕉
一
葉
」。
注（
8
）と
同
書
、
八
一
‐
八
四
頁
。

（
18
）
『
國
華
』
所
収
の
作
品
に
限
っ
て
も
、
旧
蔵
品
を
含
め
氏
の
所
蔵
作
品
は
全
三
九
点
を
数
え
、
う
ち
二
二
点
の
宗
達
・
光
琳
・
乾

山
・
渡
辺
始
興
を
含
め
た
琳
派
系
統
の
作
品
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
う
ち
七
点
が
抱
一
、
一
点
が
其
一
の
《
雨

中
梧
桐
図
》
で
あ
る
。

こ
れ
ら
所
蔵
作
品
が
実
際
に
公
設
展
覧
会
に
出
品
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
当
時
の
新
聞
記
事
か
ら
も
明
証
で
き
る
。
と
り
わ
け
出

品
数
の
多
か
っ
た
機
会
は
、
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
の
帝
室
博
物
館
で
の
特
別
展
覧
会
で
あ
っ
た
（
一
九
〇
三
年
四
月
二
六
日

付
・
東
京
朝
日
新
聞
「
博
物
館
の
特
別
展
覧
会
」）。

更
に
近
年
、
朽
木
ゆ
り
子
氏
に
よ
る
『
ハ
ウ
ス
・
オ
ブ
・
ヤ
マ
ナ
カ
　
東
洋
の
至
宝
を
欧
米
に
売
っ
た
美
術
商
』（
新
潮
社
、
二

〇
一
一
年
、
一
八
頁
）
で
の
指
摘
に
よ
っ
て
、
竹
葉
亭
が
「
光
琳
茶
室
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
可
能
性
と
、
矢
代
幸
雄
氏
が
『
日

本
美
術
の
再
検
討
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
七
年
）
二
八
二
頁
に
お
い
て
、
竹
葉
亭
が
「
光
琳
ハ
ウ
ス
」
と
し
て
内
外
の
美
術
商

の
間
で
知
ら
れ
て
い
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
中
で
も
特
に
、
現
在
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
所
蔵
の
《
渓
流
花
木

図
屏
風
》（
紫
紅
社
刊
『
琳
派
』
第
一
巻
所
収
。
河
合
正
朝
氏
に
よ
る
同
書
作
品
解
説
で
は
、
本
作
は
宗
達
以
降
・
一
七
世
紀
後
半

を
主
に
活
躍
期
と
し
た
光
琳
以
前
の
画
家
に
よ
る
筆
で
あ
ろ
う
、
と
さ
れ
て
い
る
）
の
う
ち
一
隻
を
、
別
府
金
七
氏
が
林
忠
正
へ
売

り
、
こ
れ
が
同
美
術
館
へ
渡
っ
た
と
の
説
は
、
別
府
氏
が
当
時
の
琳
派
・
江
戸
琳
派
に
よ
る
画
の
媒
介
者
と
し
て
存
在
感
の
非
常
に

大
き
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

（
19
）
『
東
京
の
三
十
年
』（『
田
山
花
袋
全
集
』（
日
本
現
代
文
学
全
集
二
一
）
講
談
社
、
一
九
六
九
年
）
四
四
五
頁
。

（
20
）
「
明
治
以
来
の
東
京
の
名
物
」『
随
筆
集
　
明
治
の
東
京
』（
山
田
肇
編
、
岩
波
書
店
、
一
八
八
九
年
）
二
〇
四
‐
六
頁
。

（
21
）
『
絵
画
叢
誌
』
二
七
九
号
、
一
九
一
〇
年
。
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（
22
）

玉
蟲
敏
子
「
抱
一
画
の
底
辺

―
抱
一
芸
術
成
立
の
土
壌
に
つ
い
て

―
」『
琳
派
絵
画
全
集
　
抱
一
派
』
所
収
。

（
23
）

山
根
有
三
「
酒
井
抱
一
筆
夏
草
雨
・
秋
草
風
図
屏
風
下
絵
」『
國
華
』
一
一
五
四
号
、
一
九
九
二
年
。

（
24
）

向
島
百
花
園
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
編
『
向
島
百
花
園
創
設2

0
0

周
年
記
念
　
江
戸
の
花
屋
敷
　
百
花
園
学
入
門
』（
東
京
都
公
園
協

会
、
二
〇
〇
八
年
）
一
一
頁
。

（
25
）

伊
藤
恭
子
「
石
碑
は
語
る

―
百
花
園
ゆ
か
り
の
人
々
と
石
碑
の
物
語

―
」
同
右
、
一
〇
〇
頁
。

（
26
）

湯
本
豪
一
『
図
説
　
明
治
事
物
起
源
事
典
』（
柏
書
房
、
一
九
九
六
年
）「
温
室
」
の
項
（
三
九
八
‐
九
頁
）
並
び
に
同
書
所
載
の
、

明
治
四
〇
年
四
月
二
五
日
号
『
風
俗
画
報
』
掲
載
・
当
温
室
の
図
及
び
図
説
参
照
。

（
27
）
『
岡
倉
天
心
全
集
』
四
巻
、
平
凡
社
、
一
九
八
〇
年
、
一
五
七
頁
。

（
28
）

注（
10
）に
記
載
の
各
文
献
、
及
び
玉
蟲
敏
子
氏
「『
虞
美
人
草
』
と
『
門
』
の
抱
一
屏
風
　
明
治
後
半
の
抱
一
受
容
の
一
断
面
」

（
小
森
陽
一
・
石
原
千
秋
著
・
編
『
漱
石
研
究
』
一
七
号
、
二
〇
〇
四
年
）、
仲
町
啓
子
監
修
『
酒
井
抱
一
　
江
戸
琳
派
の
粋
人
』

（
別
冊
太
陽
　
日
本
の
こ
こ
ろ
一
七
七
、
平
凡
社
、
二
〇
一
一
年
）
を
主
に
参
照
し
た
。

（
29
）

東
京
文
化
財
研
究
所
美
術
部
編
『
大
正
期
美
術
展
覧
会
出
品
目
録
』（
東
京
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年
）
五
七
〇
頁
。

（
30
）

樋
田
豊
次
郎
「
起
立
工
商
会
社
の
工
芸
図
案
」（
同
著
者
編
『
起
立
工
商
会
社
工
芸
下
図
集
』
京
都
書
院
、
一
九
八
七
年
）
三
八

四
頁
参
照
。

（
31
）

注（
2
）掲
載
記
事
参
照
。

（
32
）
『
都
市
の
な
か
の
絵
』
五
六
三
‐
四
頁
。

（
33
）

同
右
、
五
六
六
頁
。

（
34
）

浅
野
梅
堂
「
寒
檠

綴
」（
森
銑
三
・
北
川
博
邦
編
『
続
日
本
随
筆
大
成
　
三
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
年
、
二
二
五
頁
）。

（
35
）
『
都
市
の
な
か
の
絵
』
五
七
四
‐
五
頁
に
お
い
て
玉
蟲
氏
は
両
作
品
の
近
似
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、「
実
際
彼
ら
の
眼
の

届
く
範
囲
で
活
動
す
る
明
治
の
「
光
琳
派
」
の
作
風
も
、
抱
一
晩
年
の
様
式
を
受
け
継
ぐ
も
の
」
で
あ
り
、「
も
と
も
と
四
条
派
に

学
び
、
動
植
物
の
描
写
に
写
実
の
眼
を
向
け
る
こ
と
の
多
い
春
草
に
と
っ
て
、
写
実
性
と
平
塗
り
の
形
象
性
を
併
せ
持
つ
抱
一
や
其

一
の
花
鳥
画
は
、
理
解
し
や
す
く
引
用
し
や
す
い
存
在
」
だ
っ
た
、
と
の
推
論
で
あ
る
。

（
36
）

鈴
木
俊
幸
氏
に
よ
れ
ば
、
飯
田
に
は
当
時
、「
松
田
屋
五
郎
七
」「
文
昌
堂
十
一
屋
半
四
郎
」
ほ
か
、「
紙
屋
源
○
○
」（
長
友
千
代

治
『
近
世
貸
本
屋
の
研
究
』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
二
年
）
に
所
載
の
資
料
か
ら
推
測
さ
れ
た
と
い
う
）
等
の
本
屋
ま
た
は
貸
本
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屋
が
在
っ
た
（『
江
戸
の
読
書
熱

―
自
学
す
る
読
書
と
書
籍
流
通

―
』（
平
凡
社
選
書
二
二
七
）
平
凡
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
三

二
頁
）。

（
37
）

明
治
三
八
年
（
一
九
〇
五
）
一
一
月
二
五
日
付
・
菱
田
為
吉
氏
宛
の
書
簡
に
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
。「
…
…
却
説
先
日
御
願
申

上
置
候
扇
面
二
式
亭
三
馬
並
六
樹
園
の
分
御
無
理
の
御
願
な
れ
ど
も
是
非
頂
戴
致
度
御
聞
届
の
上
は
早
速
御
郵
送
御
願
申
上
候
。

…
…　

」（
菱
田
春
草
研
究
委
員
会
編
『
菱
田
春
草
の
書
簡
と
絵
画

―
菱
田
家
よ
り
の
寄
贈
品

―
』
下
伊
那
教
育
会
、
一
九
九
〇

年
、
四
七
‐
八
頁
）

（
38
）

初
出
は
、
明
治
四
〇
‐
四
一
年
（
一
九
〇
七
‐
八
）、
芸
艸
堂
刊
『
四
季
の
花
』（
春
の
部
・
夏
の
部
・
秋
の
部
・
冬
の
部
）。
岸

光
景
が
、
自
ら
所
持
し
て
い
た
抱
一
・
其
一
に
よ
る
図
案
帖
へ
の
補
筆
を
中
野
其
明
に
依
頼
し
、
出
版
に
漕
ぎ
着
け
た
の
だ
と
い
う
。

上
記
・
出
版
経
緯
等
の
説
明
を
含
む
明
治
期
当
初
の
序
文
・
及
び
全
図
は
、『
四
季
の
花
　
上
巻
』『
四
季
の
花
　
下
巻
』（
榊
原
吉

郎
解
説
・
塚
本
洋
太
郎
図
版
解
説
、
青
幻
舎
、
二
〇
〇
六
年
）
に
参
照
さ
れ
た
い
。

（
39
）

現
在
、
獺
を
描
い
た
図
の
一
つ
に
、
狩
野
探
幽
筆
《
獺
図
》（
福
岡
市
美
術
館
）
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
抱
一
及
び
春
草
が

何
処
か
で
本
図
ま
た
は
写
本
、
そ
れ
に
類
す
る
図
に
接
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
尚
、
本
図
に
つ
い
て
は
小
林
法
子
氏
に
よ
る
論
稿

「
狩
野
探
幽
筆
　
獺
図
」（『
國
華
』
一
一
二
九
号
、
一
九
八
九
年
）
を
参
照
し
た
。

（
40
）
『
随
筆
集
　
明
治
の
東
京
』
九
三
‐
四
頁
。

（
41
）

武
野
恵
氏
に
よ
る
「
近
世
に
お
け
る
定
家
詠
月
次
花
鳥
歌
絵
の
展
開

―
吉
村
孝
敬
作
品
を
中
心
に

―
」（
東
京
国
立
博
物
館

編
『M

U
S

E
U

M

』
四
一
四
号
、
一
九
八
五
年
）
に
、「
定
家
詠
月
次
花
鳥
歌
絵
」
画
題
・
一
一
月
の
箇
所
に
お
け
る
枇
杷
の
花
の
用

例
が
確
認
で
き
た
。
吉
村
孝
敬
（
奈
良
県
立
美
術
館
）
・
土
佐
光
成
（
個
人
蔵
）
・
狩
野
探
幽
（
ミ
シ
ガ
ン
大
学
図
書
館
）・
狩
野

永
敬
（
東
京
国
立
博
物
館
）
の
例
で
あ
る
。

（
42
）

田
中
圭
子
氏
に
よ
る
「
当
館
所
蔵
　
菱
田
春
草
の
古
画
模
本
に
つ
い
て
」（
東
京
藝
術
大
学
大
学
美
術
館
編
『
東
京
藝
術
大
学
大

学
美
術
館
年
報
（
平
成
二
一
年
度
）』
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
し
た
。

（
43
）

是
真
の
作
例
は
、『
柴
田
是
真
』（
別
冊
太
陽
日
本
の
こ
こ
ろ
一
六
三
、
安
村
敏
信
監
修
、
二
〇
〇
九
年
、
平
凡
社
）
所
収
、
省
亭

の
例
は
『
省
亭
花
鳥
画
譜
』（
一
八
九
〇
年
）
に
確
認
し
た
。
ま
た
、「
渡
邉
省
亭
筆
　
び
わ
に
小
禽
」（
野
地
耕
一
郎
、『
國
華
』
一

三
七
〇
号
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
し
た
。
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一‐一①

一‐一⑨

一‐二①

一‐二②

一‐二③一‐二④

一‐二⑤

一‐二⑥
一‐二⑦

一‐二⑧

一‐一②一‐一③

一‐一④

一‐一⑤

一‐一⑥

一‐一⑦

一‐一⑧

参
考
図
版
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一‐三①

一‐三③

一‐三④

一‐三⑤

一‐三②

一‐三⑥

一‐三⑨

一‐三⑫

一‐三⑦

一‐三⑧

一‐三⑩

一‐三⑪
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一‐四①一‐四②

一‐四⑤

二‐一①二‐一②二‐一③
二‐一④

一‐四⑨

一‐四⑥一‐四⑦

一‐四③一‐四④

一‐四⑧
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二‐一⑤

二‐二⑤

二‐二④

二‐二③ 二‐二②

二‐二①

二‐一⑥

二‐一⑦

二‐一⑩ 二‐一⑨

二‐一⑧
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二‐二⑥

二‐二⑫

二‐二⑯

二‐二⑬

二‐二⑭

二‐二⑮

二‐二⑰

二‐二⑧
二‐二⑨

二‐二⑩

二‐二⑦

二‐二⑪
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二‐三①

三‐一①

三‐三①

三‐三②

三‐三③

三‐三④

三‐二①

三‐一②
三‐二②

三‐二③

二‐三②二‐三⑥ 二‐三⑤

二‐三④

二‐三③
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三‐四①

三‐四④

三‐四⑦ 三‐四⑥

三‐五①

三‐五②三‐③

三‐五④

三‐四⑤

三‐四⑧

三‐四②

三‐四③
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三‐六
三‐七①三‐七②

三‐七③
三‐七④

三‐七⑦

三‐七⑥

三‐七⑤

三‐七⑧
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三‐八①

三‐八⑤
三‐八④

三‐八②

三‐八③

図
版
出
典
（
出
典
文
献
の
出
版
年
順
）

大
村
西
崖
編
『
東
洋
美
術
大
観
』
五
、
審
美
書
院
、
一
九
〇
九
年
。（
一
‐
三
⑧
）

小
高
根
太
郎
『
菱
田
春
草
』（
美
術
研
究
資
料
第
九
輯
）
美
術
研
究
所
、
一
九
四
〇
年
。（
三
‐
七
⑦
⑧
）

中
村
溪
男
編
『
菱
田
春
草
』（
近
代
の
美
術
一
五
）
至
文
堂
、
一
九
七
三
年
。（
三
‐
四
②
、
‐
七
①
）

菱
田
春
夫
『
菱
田
春
草
』
大
日
本
絵
画
、
一
九
七
六
年
。（
一
‐
一
①
、
二
‐
一
②
③
、
‐
二
③
、
三
‐
一
①
、
‐
七
②
）

中
村
溪
男
編
『
抱
一
派
花
鳥
画
譜
』
一
‐
五
・
別
巻
、
紫
紅
社
、
一
九
七
八
‐
八
〇
年
。（
一
‐
一
⑤
、
‐
二
③
、
‐
三
④
⑤
、
‐
四
⑥
、

二
‐
一
⑧
⑨
、
‐
二
⑯
⑰
、
三
‐
四
④
⑦
、
‐
八
③
④
）
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菱
田
駿
編
『
菱
田
春
草
素
描
集
』（
分
冊
「
素
描
」「
ス
ケ
ッ
チ
帖
一
」「
ス
ケ
ッ
チ
帖
二
」）
大
日
本
絵
画
、
一
九
八
九
年
。（
二
‐
二
⑪
、

三
‐
三
③
④
）

村
重
寧
編
『
琳
派
』
第
一
巻
（
花
鳥
Ⅰ
）、
紫
紅
社
、
一
九
八
九
年
。（
一
‐
一
②
③
、
‐
二
④
、
‐
三
③
⑥
⑦
⑨
、
‐
四
⑤
、
二
‐
一

⑤
、
‐
二
⑤
）

飯
田
市
美
術
博
物
館
編
『
菱
田
春
草
展
・
図
録
　
空
間
表
現
の
追
求
』、
同
年
（
三
‐
七
⑤
）

菱
田
春
草
研
究
委
員
会
編
『
菱
田
春
草
の
書
簡
と
絵
画

―
菱
田
家
よ
り
の
寄
贈
品
』
下
伊
那
教
育
会
、
一
九
九
〇
年
（
三
‐
二
①
）

小
林
忠
編
『
琳
派
』
第
二
巻
（
花
鳥
Ⅱ
）、
紫
紅
社
、
同
年
（
一
‐
一
⑥
、
‐
二
⑤
⑦
、
二
‐
一
⑥
⑩
、
‐
二
④
⑥
⑦
⑧
、
三
‐
三
②
、
‐
八

①
）

同
右
第
三
巻
（
風
月
・
鳥
獣
）、
紫
紅
社
、
一
九
九
一
年
（
一
‐
四
⑦
、
二
‐
三
③
⑥
）

村
重
寧
・
小
林
忠
編
『
琳
派
』
第
五
巻
（
綜
合
）、
紫
紅
社
、
一
九
九
二
年
（
一
‐
二
⑥
、
二
‐
二
⑩
⑫
⑬
、
‐
三
④
⑤
、
三
‐
八
②
）

小
池
賢
博
編
『
菱
田
春
草
　
こ
こ
ろ
の
秋
』（
巨
匠
の
日
本
画
　
四
）
学
習
研
究
社
、
一
九
九
四
年
。（
一
‐
四
③
、
三
‐
五
①
）

村
田
真
宏
・
高
橋
秀
治
編
『
菱
田
春
草
展
』
菱
田
春
草
展
実
行
委
員
会
（
愛
知
県
美
術
館
・
中
日
新
聞
社
・
東
海
テ
レ
ビ
放
送
）
二
〇
〇
三

年
。（
一
‐
三
①
②
、
二
‐
一
①
、
‐
三
①
、
三
‐
三
①
、
‐
四
⑤
、
‐
七
③
）

尾
崎
正
明
著
・
日
本
ア
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
編
『
菱
田
春
草
』（
新
潮
日
本
美
術
文
庫
二
九
）
新
潮
社
、
二
〇
〇
六
年
。（
二
‐
三
②
）

佐
藤
志
乃
監
修
・
明
治
神
宮
宝
物
殿
編
『
特
別
展
　
菱
田
春
草
』
明
治
神
宮
、
二
〇
〇
九
年
。（
一
‐
二
②
、
‐
四
①
②
、
二
‐
一
⑦
、

‐
二
①
②
、
三
‐
四
①
、
‐
六
、
‐
七
⑥
）

徳
川
美
術
館
編
『
王
者
の
華
　
牡
丹
』
二
〇
一
〇
年
。（
一
‐
一
⑦
⑧
⑨
）

仲
町
啓
子
監
修
『
江
戸
琳
派
の
粋
人
　
酒
井
抱
一
』（
別
冊
太
陽
日
本
の
こ
こ
ろ
一
七
七
）
平
凡
社
、
二
〇
一
一
年
。（
一
‐
四
⑧
）

玉
蟲
敏
子
・
江
村
知
子
監
修
、
真
田
尊
光
・
内
山
大
介
編
『
千
住
の
琳
派

―
村
越
其
栄
・
向
栄
父
子
の
画
業

―
』
足
立
区
立
郷
土
博
物

館
、
二
〇
一
一
年
。（
一
‐
一
④
、
‐
三
⑫
、
三
‐
四
⑥
、
‐
七
④
、
‐
八
⑤
）

読
売
新
聞
（
ヨ
ミ
ダ
ス
歴
史
館
　
明
治
・
大
正
・
昭
和
）https://database.yom

iuri.co.jp/rekishikan/

（
三
‐
四
⑧
）

筆
者
撮
影
（
一
‐
二
⑧
、
‐
三
⑩
⑪
、
‐
四
④
⑨
、
二
‐
一
④
、
‐
二
⑮
、
三
‐
一
②
、
‐
二
②
③
、
‐
四
③
、
‐
五
②
③
④
）
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1
） Hishida Shunso and Edo-Rimpa school:

On the situation of acception and the painting

INADA, Satoko

Hishida Shunso (1874–1911) was born in the City of Iida, Nagano Prefecture, where he has spent to be 15 years old.

After, he made effort to create Japanese-style painting “Nihon-ga” as the very Japanese, the opposite of Weatern; he had

been going on, with especially Yokoyama Taikan, on the position of Tokyo School of Fine Arts “Tokyo Bijutsu Gakko”

and Japan Art Institute “Nihon Bijutu-in” under Okakura Kakuzo (Tenshin). Especially in his later years, Shunso painted

so many pictures that was similar to pictrial style by Edo-Rimpa school.

The school originated with activity; Sakai Hoitsu (1761–1828) praised the achievement, and painted works using theirs

about Ogata Korin (1658–1716) and his brother, Kenzan (1663–1743). In short, Edo-Rimpa school is one of the school

succeeded by word of mouth, handing over the model and their seal. There are many works painted generally combined

flowers with birds.

Further, it’s special feature that the designs appeared among the people when continuing the school, even while Korin

was living. Like Korin’s ume blossoms “Korin-Ume” and pine “Korin-Matsu”, at the biginning, they was winning popu-

larity as the design for kimono in Kyoto. Gradually, the tendency spread to Edo, and still up to the Meiji period. That is,

for example, the design for industrial arts by Edo-Rimpa school painters and whoever like the design by Korin or

Hoitsu—regardless of famous or obscure—became widely accepted both at home and abroad; on the other hand, we have

imported Western industrial arts and design as a field of plastic arts.

In this treatise, first of all, I’ll present the record of exhibits painted by the school; we’re able to confirm their activity
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up to the Meiji period. Second, I’ll presume Shunso was to have chances to come into contact with theirs or their works.

That is on the assumption the reasons why Edo-Rimpa style was supported by the Japanese common people in those days

and Western people is to be artless and smart there. Finally, I’ll suggest both similaritys and differences about their course

of action concretely by comparing works.

As is mentioned here, I’ll suggest the start Shunso painted the works based on good point of Japanese painting in last

period; even Shunso called progressive painter of “Japanese-style paintings” that introduced the ways of Western.

（ 人 文 科 学 研 究 科 美 術 史 学 専 攻 　 博 士 前 期 課 程 二 年 ）


