
一

は
じ
め
に

平
成
一
八
年
（
二
○
○
六
）、
世
間
を
さ
わ
が
せ
た
事
件
の
一
つ
に
、
和
田

義
彦
（
敬
称
略
、
以
下
同
）
の
「
盗
作
問
題
」
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
和
田
が
ロ

ー
マ
在
住
の
画
家
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ス
ギ
の
絵
を
盗
作
し
た
と
さ
れ
た
事
件
で

あ
っ
た
。
新
聞
記
事
に
載
せ
ら
れ
た
両
者
の
絵
の
写
真
は
、
構
図
な
ど
が
酷
似

し
て
い
た
。
も
と
よ
り
こ
の
事
件
の
是
非
を
こ
こ
で
論
ず
る
つ
も
り
は
な
い
。

た
だ
こ
の
問
題
は
、
日
本
絵
画
、
と
り
わ
け
明
治
時
代
以
前
の
絵
を
考
え
る
上

で
避
け
て
通
れ
な
い
、
あ
る
重
要
な
問
題
を
包
含
し
て
い
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
絵
画
の
世
界
で
は
、
同
じ
構
図
、
同
じ

色
づ
か
い
の
絵
が
た
く
さ
ん
存
在
す
る
。
狩
野
派
の
絵
が
、
そ
の
代
表
的
な
も

の
と
し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
粉
本
主
義
」
に
よ
っ
て
、
オ
リ
ジ

ナ
リ
テ
ィ
ー
の
な
い
同
じ
よ
う
な
絵
を
量
産
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
い
て

い
は
非
難
め
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
非
難
は
江
戸
時
代
か
ら
あ
っ
た
。
だ
が
本
格
的
に
非
難
が
な
さ
れ

た
の
は
、
明
治
時
代
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
画
家
が
、
独
自
性
の
あ
る
絵
を
求

め
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
近
年
、
そ
う
し
た
画
一
的
と
も
い
え
る
見
方
に
疑
問
を
も
つ
人
が
で

て
き
た
。
狩
野
派
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
や
教
育
方
法
を
も
う
一
度
見
直
そ
う
と
い
う

の
で
あ
る
。
山
下
裕
二
ら
が
編
集
し
た
『
別
冊
太
陽
』
の
『
狩
野
派
決
定
版
』

（
平
凡
社
、
平
成
一
六
年
九
月
刊
）
は
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
だ
ろ
う
。
高
い
絵

画
技
法
を
伝
承
し
て
き
た
絵
師
集
団
、
狩
野
派
。
そ
の
狩
野
派
の
シ
ス
テ
ム
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
近
代
日
本
画
も
高
い
レ
ベ
ル
が
維
持
さ
れ
な
が
ら
展
開
し

て
い
っ
た
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
見
直
し
が
今
後
さ
ら
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
論
考
も
、

そ
の
見
直
し
を
促
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

二
宮
金
次
郎
「
負
薪
読
書
図
」
源
流
考

「
朱
買
臣
図
」
か
ら
の
展
開

岩

井

茂

樹
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本
論
考
で
は
、
私
た
ち
が
よ
く
知
っ
て
い
る
二
宮
金
次
郎
の
「
負
薪
読
書

図
」（
図
１
）
の
起
源
が
、
中
国
に
起
源
を
も
つ
朱
買
臣
説
話
と
「
朱
買
臣
図
」

に
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。
そ
の
後
、
朱
買
臣
の
説
話
、
絵
画
が
日
本
に
お
い
て

ど
の
よ
う
に
伝
承
・
継
承
さ
れ
、
そ
れ
が
図
１
の
よ
う
な
二
宮
金
次
郎
「
負
薪

読
書
図
」
へ
と
転
用
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

二

二
宮
金
次
郎
「
負
薪
読
書
図
」
へ
の
展
開

元
来
、
二
宮
金
次
郎
（
尊
徳
‥
一
七
八
七
〜
一
八
五
六
）
に
は
、
少
年
の
頃
の

絵
や
写
真
と
い
っ
た
も
の
が
な
い
。
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
二
宮
金
次
郎
の
少

年
像
は
金
次
郎
の
死
後
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

従
来
の
研
究
に
よ
る
と
、
二
宮
金
次
郎
「
負
薪
読
書
図
」
の
初
出
は
、
幸
田

露
伴
（
一
八
六
七
〜
一
九
四
七
）
が
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
に
博
文
館
の

「
少
年
文
学
叢
書
」
の
一
冊
と
し
て
出
し
た
『
二
宮
尊
徳
翁
』
の
口
絵
で
あ
る

と
い
う
。
図
１
が
そ
れ
だ
。

藤
森
照
信
は
、

さ
て
、
明
治
一
六
年
の
『
報
徳
記
』
の
刊
行
に
よ
り

手
本
は
二
宮
金

次
郎

の
第
一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
図
像
と
し
て
の
金
次
郎

像
の
登
場
は
こ
れ
に
少
し
遅
れ
る
。

図
像
化
の
口
火
を
切
っ
た
の
は
幸
田
露
伴
で
、
露
伴
は
、
明
治
二
四
年

の
『
二
宮
尊
徳
翁
』（
少
年
文
学
第
七
編
）
の
刊
行
に
当
り
、
カ
ラ
ー
口
絵

で
金
次
郎
の
姿
を
は
じ
め
て
世
間
に
知
ら
し
め
た１

）
。

と
い
う
。
ま
た
、
井
上
章
一
や
青
木
茂
雄
も
そ
の
説
を
踏
襲
し
て
い
る２

）
。

さ
ら
に
、
井
上
章
一
は
、
露
伴
が
『
風
流
仏
』（
吉
岡
書
籍
店
、
明
治
二
二
年

九
月
刊
）
の
挿
絵
図
案
を
自
分
で
描
い
て
い
た
と
い
う
『
読
売
新
聞
』
の
記
述

図１ 幸田露伴『二宮尊徳翁』口絵（明治24年＜1891＞10月)
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（
明
治
二
二
年
一
○
月
一
七
日
付
付
録
）
か
ら
、

『
二
宮
尊
徳
翁
』
の
さ
し
絵
も
、
露
伴
み
ず
か
ら
ラ
フ
ス
ケ
ッ
チ
を
描
い

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
あ
る
程
度
の
示
唆
は
あ
た
え
て

い
た
だ
ろ
う
。

と
い
い
、
さ
ら
に
続
け
て
、

こ
の
さ
し
絵
だ
が
、
こ
れ
に
は
お
そ
ら
く
ネ
タ
が
あ
る
。
露
伴
が
参
照

し
た
だ
ろ
う
図
像
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
宗
教
家
・
バ
ン
ヤ
ン

が
著
し
た
『
天
路
歴
程
』（“T

h
e P

ilg
rim

’s P
ro
g
ress”

一
六
七
八
年
）

で
あ
る３

）
。

と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
、
こ
の
口
絵
は
露
伴
が
指
導
的
役
割
を
果
た

し
、
そ
れ
は
露
伴
が
見
た
で
あ
ろ
う
ジ
ョ
ン
・
バ
ン
ヤ
ン
（Jo

h
n
 
B
u
n
y
a
n

‥

一
六
二
八
〜
一
六
八
八
）『
天
路
歴
程
』
と
い
う
書
物
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の

だ
と
い
う
の
で
あ
る４

）
（
図
２
〜
５
）。

な
る
ほ
ど
、
背
中
に
は
重
い
荷
物
を
載
せ
、
聖
書
を
手
に
し
て
い
る
。
図
２

や
図
４
・
５
で
は
聖
書
を
読
み
な
が
ら
坂
道
を
上
っ
て
い
る５

）
。
金
次
郎
イ
メ
ー

ジ
の
源
流
と
考
え
る
の
も
無
理
は
な
い
。

だ
が
、
こ
れ
ら
の
図
を
見
る
限
り
、『
天
路
歴
程
』
が
「
ネ
タ
」
で
あ
る
と

は
言
い
難
い
。
非
常
に
い
ろ
ん
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
し
（
絵
の
構
図
が
安
定
し

て
い
な
い
）、
こ
の
よ
う
な
図
な
ら
中
国
、
日
本
に
も
い
く
ら
で
も
存
在
す
る

か
ら
で
あ
る
。
も
し
、「
ネ
タ
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
構
図
が
安
定
し
て
い
る

必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、『
天
路
歴
程
』
よ
り
も
可
能
性
の
高
い
図
像
を
探
し
て
み
よ
う
。

金
次
郎
の
「
負
薪
読
書
図
」
の
構
成
要
素
は
、
次
の
三
要
素
に
集
約
さ
れ
る
。

①

少
年
で
あ
る
こ
と

②

薪
を
背
負
っ
て
い
る
こ
と

③

山
中
を
歩
き
な
が
ら
読
書
を
し
て
い
る
こ
と

の
三
要
素
で
あ
る
。

こ
の
す
べ
て
を
満
た
す
図
像
を
探
し
た
が
、
全
く
見
あ
た
ら
な
い
。
で
は
、

そ
の
内
二
要
素
を
満
た
し
て
い
る
も
の
を
探
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
①
と
②
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
人
物
は
い
な
い
か
、
探
っ
て
み
た
。

そ
の
結
果
、
説
経
節
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
山
椒
大
夫
」（
三
荘
太
夫
）

の
厨
子
王
に
、「
負
薪
読
書
図
」
に
似
た
も
の
が
あ
っ
た６

）
（
図
６
、
７
）。

た
し
か
に
こ
れ
ら
の
図
は
、
①
と
②
の
条
件
に
適
っ
て
は
い
る
。
こ
の
物
語

も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
定
し
た
構
図
が
な
い
と
い
う
の
は
、
バ

ン
ヤ
ン
の
場
合
と
同
じ
く
大
き
な
欠
点
で
あ
る
。
金
次
郎
の
「
負
薪
読
書
図
」

へ
と
直
接
的
に
繫
が
る
要
素
が
少
な
い
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
欠
点
は
、
厨
子
王
の
場
合
、
安
寿
姫
と
セ
ッ
ト
で
描
か
れ
る
こ

と
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
厨
子
王
が
柴
、
ま
た
は
薪
を
担
ぎ
、
安
寿
は
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図２ バンヤン『天路歴程』（1672年第3版挿絵)図３ ホワイト訳『天路歴程』（1886年初版挿絵)

図４ ホワイト訳『天路歴程』（1893年第3版挿絵)図５ ホワイト訳『天路歴程』（第3版）表紙
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塩

み
に
、
と
い
っ
た
場
面
を
描
い
た
も
の
が
多
い
の
だ
。
絵
の
中
に
関
係
性

が
あ
る
の
だ
。
姉
と
弟
の
関
係
性
で
あ
る
。
金
次
郎
の
図
像
は
本
と
い
う
物
質

と
の
関
係
性
は
あ
っ
て
も
、
人
物
間
の
関
係
性
は
全
く
な
い
。
外
部
の
世
界
か

ら
は
遮
断
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
閉
鎖
性
が
厨
子
王
の
図
像
に
は
な
い
。

金
次
郎
の
話
と
の
共
通
点
を
求
め
る
と
す
る
と
、
叔
父
・
萬
兵
衛
に
い
じ
め

ら
れ
る
金
次
郎
と
、
山
椒
大
夫
の
息
子
、
三
郎
に
こ
き
使
わ
れ
る
厨
子
王
、
そ

し
て
最
後
に
は
そ
の
苦
労
が
報
わ
れ
二
人
と
も
成
功
す
る
と
い
う
点
だ
ろ
う
か
。

だ
が
、
総
合
的
に
判
断
し
て
、
金
次
郎
の
「
負
薪
読
書
図
」
の
直
接
の
原
型
と

は
断
定
し
難
い
。
そ
れ
は
先
に
述
べ
た
二
つ
の
欠
点
が
大
き
い
か
ら
だ
。

で
は
、
②
、
③
の
条
件
は
ど
う
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
す
絵
に

「
朱しゆ
買ばい
臣しん
図
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
次
章
で
見
る
が
、
②
、
③
の
条
件
を
満
た
す

だ
け
で
な
く
、
構
図
が
安
定
し
て
お
り
、
人
物
も
印
象
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

図
８
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

「
朱
買
臣
図
」
が
、
井
上
章
一
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
『
天
路
歴
程
』
の
図
よ

り
も
、
ず
っ
と
金
次
郎
「
負
薪
読
書
図
」
に
近
い
こ
と
は
瞭
然
と
し
て
い
る
。

朱
買
臣
は
、
前
漢
の
実
在
人
物
で
あ
る
。『
漢
書
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

朱しゅ
買ばい
臣しん
は
、
字
を
翁おう
子し
と
い
う
。
呉
県
の
人
。
家
は
貧
し
か
っ
た
が
、

図６ 説経さいもん『三荘太夫』（成立年未詳)

図７ 『三荘太夫実記』（明治19年＜1886＞3月)
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読
書
が
好
き
で
、
金
儲
け
は
念
頭
に
な
い
。
い
つ
も
薪
を
切
っ
て
売
り
歩

く
こ
と
で
、
食
べ
て
い
た
。
束
ね
た
薪
を
肩
に
か
つ
い
で
、
歩
き
な
が
ら

書
物
を
朗
読
す
る７

）
。

こ
の
後
、い
つ
ま
で
経
っ
て
も
う
だ
つ
の
上
が
ら
な
い
朱
買
臣
は
、妻
に
逃
げ

ら
れ
る
。け
れ
ど
も
長
年
の
努
力
の
甲
斐
あ
っ
て
、最
後
に
は
会
稽
の
太
守
（
郡

の
長
官
）
に
な
っ
て
故
郷
に
錦
を
飾
る
と
い
う
の
が
朱
買
臣
の
お
話
で
あ
る
。

「
朱
買
臣
図
」
と
の
相
似
の
ほ
か
に
、
も
う
一
つ
確
証
が
あ
る
。
幸
田
露
伴

『
二
宮
尊
徳
翁
』
の
口
絵
（
図
１
）
を
描
い
た
の
は
、
小
林
永えい
興きよう（
一
八
六
六

〜
一
九
三
三
）
と

＊

い
う
画
家
で
あ
る
。
こ
の
人
は
、
中
橋
狩
野
家
（
江
戸
狩
野

派
‥
狩
野
派
宗
家
）
の
系
統
に
連
な
る
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
で
詳
し
く
述

べ
る
よ
う
に
、
負
薪
読
書
型
の
「
朱
買
臣
図
」
は
す
べ
て
江
戸
狩
野
派
に
連
な

る
人
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
＊『
物
故
書
画
家
人
名
辞
典
』（v

er 2. 0

装
美
）
に
よ
る
。

「
え
い
こ
う
」
と
読
み
生
年
を
一
八
七
二
年
と
す
る
資
料
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
江
戸
狩
野
派
が
得
意
と
し
て
い
た
負
薪
読
書
型
「
朱
買
臣
図
」
が
、

小
林
永
興
の
手
に
よ
っ
て
二
宮
金
次
郎
へ
と
変
え
ら
れ
た
可
能
性
が
非
常
に
高

い
の
で
あ
る
。

幸
田
露
伴
も
ま
た
関
与
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
露
伴
が
そ
の
あ
た
り

の
事
情
に
つ
い
て
、
直
接
語
っ
て
く
れ
て
い
れ
ば
い
い
の
だ
が
、
そ
う
し
た
資

料
は
な
い
。
状
況
か
ら
推
測
す
る
し
か
な
さ
そ
う
だ
。

ま
ず
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
露
伴
が
『
二
宮
尊
徳
翁
』
で
最
も
伝
え
た

か
っ
た
の
は
、
金
次
郎
の
幼
少
期
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
の
シ
ー
ン
を
活
写
す

る
動
機
は
少
な
く
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
露
伴
が
朱
買
臣
の
話
の
載

る
『
漢
書
』
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
確
実
だ
。

露
伴
と
同
年
生
ま
れ
の
夏
目
漱
石
（
一
八
六
七
〜
一
九
一
六
）
は
『
文
学
論
』

（
大
倉
書
店
、
明
治
四
○
年
五
月
刊
）
の
「
序
」
で
「
余
は
少
時
好
ん
で
漢
籍
を

学
び
た
り
。
之
を
学
ぶ
事
短
か
き
に
も
関
ら
ず
、
文
学
は
斯
く
の
如
き
者
な
り

と
の
定
義
を
漠
然
と
冥
々
裏
に
左
国
史
漢
よ
り
得
た
り
」
と
言
っ
て
い
る８

）
。
意

味
は
こ
う
だ
。
私
は
幼
い
時
好
ん
で
漢
籍
を
学
ん
だ
。
こ
れ
ら
漢
籍
を
学
ん
だ

期
間
は
短
か
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
文
学
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

と
い
う
定
義
を
漠
然
と
だ
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
間
に
左
国
史
漢
か
ら
得
た
の
で

あ
る
、
と
い
う
の
だ
。
こ
こ
に
あ
る
「
左
国
史
漢
」
と
は
『
春
秋
左
氏
伝
』、

『
国
語
』、『
史
記
』、『
漢
書
』
の
事
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
書
物
が
広
く
漢
学
の

図８ 伝狩野元信筆「朱買臣図」（片幅）（東京国立博
物館蔵 重要文化財)
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基
本
教
材
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
こ
の
一
文
で
も
わ
か
る
。
当
時
、

少
し
で
も
漢
籍
を
読
ん
だ
事
の
あ
る
人
は
、
当
然
『
漢
書
』
に
も
触
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
漢
籍
に
詳
し
か
っ
た
露
伴
な
ら
、
な
お
さ
ら
の
事
、『
漢
書
』
を

小
さ
い
頃
か
ら
何
度
も
読
ん
で
お
り
、
精
通
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

そ
れ
以
外
に
も
露
伴
が
『
漢
書
』
を
読
ん
で
い
た
証
拠
と
し
て
、
明
治
二
七

年
（
一
八
九
四
）
に
発
表
さ
れ
た
「
漢
書
の
作
者９

）
」
と
い
う
文
章
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
一
文
は
雑
誌
『
小
国
民
』
の
明
治
二
七
年
六
月
下
旬
号
、

七
月
上
旬
号
に
載
っ
た
も
の
だ
。
雑
誌
『
小
国
民
』
は
、
石
井
研
堂
が
編
集
し

て
い
た
少
年
向
け
雑
誌
で
あ
る
。
こ
こ
に
載
せ
た
と
い
う
こ
と
は
、
子
供
た
ち

に
『
漢
書
』
の
学
習
を
勧
め
る
意
図
が
当
然
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
金
次
郎
以
前

に
も
朱
買
臣
と
い
う
人
物
が
い
て
、
い
つ
の
世
も
学
問
を
怠
ら
な
け
れ
ば
後
に

は
必
ず
成
功
で
き
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
露
伴
は
子
供
た
ち
に
知
っ
て
も
ら

い
た
か
っ
た
。

露
伴
は
漢
籍
だ
け
で
は
な
く
、
俳
諧
集
で
朱
買
臣
を
知
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

後
で
述
べ
る
が
、
俳
諧
の
付
合
書
や
、『
犬えの
子こし
集ゆう
』
な
ど
の
俳
諧
を
集
め
た
書

に
、
朱
買
臣
に
関
す
る
記
述
な
い
し
、
句
が
収
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
露
伴

が
俳
諧
に
詳
し
か
っ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
可

能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

と
も
あ
れ
、
露
伴
が
朱
買
臣
の
話
を
よ
く
知
っ
て
い
た
事
は
ま
ず
間
違
い
な

い
だ
ろ
う
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
朱
買
臣
と
金
次
郎
に
は
負
薪
読
書
を
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
以
外
に
、
い
く
つ
か
の
共
通
点
が
あ
る
。
そ
の
人
生
を
図
式
化
す
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。

貧
困
↓
負
薪
読
書
（
不
断
の
努
力
）
↓
妻
と
の
離
縁
↓
社
会
的
成
功

こ
の
共
通
点
に
小
林
永
興
や
幸
田
露
伴
が
気
付
き
、
二
宮
金
次
郎
「
負
薪
読

書
図
」
へ
の
転
用
を
思
い
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

先
述
し
た
よ
う
に
小
林
永
興
は
、
中
橋
狩
野
家
の
系
譜
の
最
後
尾
に
位
置
す

る
人
で
あ
る
。
こ
の
人
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
記
録
が
な
く
、
も
ち
ろ
ん
研
究

も
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
ん
な
中
で
、
そ
の
師
で
あ
っ
た
小
林
永えい
濯たく
（
鮮
斎
‥
一

八
四
三
〜
一
八
九
○
）
に
関
し
て
は
若
干
の
記
録
や
研
究
が
あ
る
。
明
治
の
新

聞
記
者
、
野
崎
左
文
（
一
八
五
八
〜
一
九
三
五
）
の
回
想
に
よ
る
と
、

永
濯
氏
の
筆
は
本
画
か
ら
出
た
丈
あ
つ
て
品
も
備
は
り
且
丁
寧
で
、
人

物
の
容
貌
な
ど
は
如
何
に
も
其
人
ら
し
く
、
殊
に
背
景
の
樹
木
や
山
水
は

浮
世
絵
派
の
及
ば
ぬ
処
が
あ
つ
て
、
一
点
も
投
や
り
に
描
い
た
処
が
な
く

腕
は
た
し
か
に
一
段
上
だ
つ
た
に
拘
は
ら
ず
、
芳
年
氏
（
月
岡
芳
年
の
こ

と
｜
筆
者
注
）
の
如
き
奇
抜
な
風
も
な
く
又
芳
幾
氏
（
落
合
芳
幾
の
こ
と
｜

筆
者
注
）
の
如
き
艶
麗
な
赴
き
に
乏
し
か
つ
た
為
め
に
俗
受
け
を
専
ら
と

す
る
新
聞
の
挿
絵
と
し
て
は
気
の
毒
な
が
ら
評
判
に
上
ら
ず
、
芳
年
氏
の

為
め
に
稍や
や
圧
倒
せ
ら
れ
た
気
味
が
あ
つ
た
。
併
し
私
の
敬
服
し
た
の
は
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他
の
画
家
中
に
は
記
者
の
下
絵
に
対
し
て
人
物
の
甲
乙
の
位
置
を
転
倒
し

た
り
、
或
は
全
く
其
の
姿
勢
を
変
へ
た
り
し
て
、
下
絵
と
は
殆
ど
別
物
の

図
様
に
書
き
上
げ
る
人
が
多
か
つ
た
の
に
、
独
り
永
濯
氏
の
み
は
魯
文
翁

（
仮
名
垣
魯
文
の
こ
と
｜
筆
者
注
）
や
私
の
下
絵
通
り
に
筆
を
着
け
て
少
し

も
其
赴
き
を
変
へ
な
か
つ
た
一
事
で
、
是
れ
は
氏
の
筆
力
が
自
在
で
あ
つ

た
証
拠
だ
と
思
は
れ
る10

）
。

と
い
う
よ
う
に
、
狩
野
派
に
学
ん
だ
だ
け
あ
っ
て
筆
力
が
達
者
で
、
品
格
も
兼

ね
備
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
記
者
の
下
絵
を
忠
実
に
挿
絵
に
す
る
と
い
う

制
作
態
度
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
文
章
か
ら
わ
か
る
。
狩
野
派
が
主
に
注
文

制
作
を
す
る
集
団
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
図
９
は
、
永

濯
の
肖
像
画
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
直
な
師
に
学
ん
だ
永
興
が
、
そ
の
美
点

を
忠
実
に
受
け
継
い
で
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

さ
ら
に
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
永
濯
の
も
う
一
人
の
弟
子
、
富
岡
永
洗
（
一
八

六
四
〜
一
九
○
五
）
も
同
じ
様
な
「
負
薪
読
書
図
」
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

図
10
が
そ
れ
で
あ
る
。

落
款
か
ら
こ
れ
が
永
洗
の
筆
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
永
興

の
絵
と
く
ら
べ
る
と
、
背
負
っ
て
い
る
薪
が
大
き
い
こ
と
と
、
ま
っ
す
ぐ
前
を

向
い
て
本
を
読
ん
で
い
る
こ
と
が
大
き
く
異
な
る
点
だ
。

左
上
に
は
成
人
し
た
金
次
郎
の
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
や
が
て

勉
強
し
て
立
派
な
人
に
な
る
金
次
郎
の
成
長
前
後
の
姿
が
、
一
枚
の
絵
と
し
て

表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
は
、
露
伴
の
『
二
宮
尊
徳
翁
』
の
「
負
薪
読
書
図
」
は
初
版
か
ら
少
な
く

と
も
一
六
版
（
明
治
三
四
年
二
月
）
ま
で
は
口
絵
の
二
枚
目
で
あ
っ
た
。
口
絵

の
一
枚
目
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
金
次
郎
の
成
人
姿
で
あ
る
（
図
11
）。

こ
の
二
枚
の
絵
を
一
枚
に
し
た
の
が
図
10
な
の
で
あ
る11

）
。

少
年
の
図
だ
け
で
な
く
成
人
図
も
道
理
で
似
て
い
る
わ
け
だ
。
い
さ
さ
か
永

洗
の
絵
の
方
が
く
っ
き
り
し
た
顔
立
ち
で
、
衣
の
襞
も
角
張
っ
て
お
り
、
羽
織

の
紋
も
細
か
く
描
い
て
あ
る
の
が
違
う
く
ら
い
だ
。
そ
れ
ら
の
相
違
点
を
除
け

ば
、
ほ
ぼ
同
じ
図
像
と
断
じ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
だ
が
少
年
図
と
成
人
図
を
一

枚
に
し
た
こ
と
で
、
少
年
は
将
来
立
派
に
な
る
こ
と
を
望
み
（
そ
の
姿
が
成
人

図
）、
反
対
に
成
人
に
な
っ
た
金
次
郎
が
少
年
時
代
の
こ
と
を
回
想
し
て
い
る

よ
う
な
効
果
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

と
も
あ
れ
、
図
10
は
露
伴
『
二
宮
尊
徳
翁
』
を
参
考
に
し
た
こ
と
は
明
白
で

あ
る
。
だ
が
、
先
に
言
っ
た
よ
う
に
露
伴
『
二
宮
尊
徳
翁
』
の
初
版
か
ら
一
六

版
ま
で
は
金
次
郎
の
「
負
薪
読
書
図
」
は
口
絵
の
二
枚
目
で
あ
っ
た
。
そ
う
い

っ
た
意
味
で
は
、
金
次
郎
の
「
負
薪
読
書
図
」
を
成
人
像
よ
り
も
強
調
し
た
の

は
小
林
永
興
よ
り
も
む
し
ろ
富
岡
永
洗
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
富
岡
永
洗
と
幸
田
露
伴
は
「
根
岸
党
」（
後
に
「
根
岸
派
」
と
も
い
わ
れ

る
）
の
仲
間
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
饗あえ
庭ば
篁こう
村そん
と
森
田
思
軒
、
そ
し
て
幸
堂
得
知

を
発
起
人
と
し
て
発
足
し
た
会
で
あ
る
が
、
い
つ
結
成
さ
れ
た
か
は
わ
か
ら
な

い
。
し
か
し
、
遅
く
と
も
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
五
月
以
前
で
あ
る
こ
と
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は
確
実
だ
。
当
時
「
根
岸
党
」
が
恒
例
と
し
て
い
た
二
日
旅
行
を
、
明
治
二
四

年
五
月
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
れ
が
確
認
で
き
る
。
党
員
と
し
て
、
須
藤
南

翠
・
高
橋
太
華
・
関
根
只
好
・
宮
崎
三
昧
・
幸
田
露
伴
・
久
保
田
米

・
富
岡

永
洗
・
楢
崎
海
運
が
あ
り
、
岡
倉
天
心
・
高
橋
健
三
・
藤
田
隆
三
郎
・
川
崎
千

虎
を
客
員
と
し
て
い
た
。

根
岸
党
は
生
き
残
っ
た
江
戸
っ
子
の
集
り
で
も
あ
っ
た
。
根
岸
党
で
は
人

か
ら
東
京
の
人
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
て
い
な
か
も
の
に
な
り
た
が
り
、

図９ 小林永濯の肖像画（『風俗画報』第20号、東陽
堂、明治23年＜1890＞9月10日)

図10 富岡永洗の「負薪読書図」 天野為之編『小学
修身経』（冨山房、明治27年1月訂正版)

図11 幸田露伴『二宮尊徳翁』口絵（１枚目)
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利
口
者
で
あ
る
よ
り
も
ば
か
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
た12

）
。

と
い
う
よ
う
に
、
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
江
戸
の
風
情
や
風
流
を
楽
し
む
会
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
種
の
「
す
ね
者
集
団
」
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か

し
、
卑
屈
さ
は
全
く
感
じ
な
い
。
開
き
直
り
の
よ
う
な
爽
快
さ
が
あ
る
。

「
根
岸
党
」
に
は
属
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
口
絵
を
描
い
た
小
林
永
興
も

「
浅
草
今
戸
町
五
番
地
」（
現
在
の
台
東
区
今
戸
）
に
住
ん
で
い
た
か
ら
地
理
的

に
非
常
に
近
い
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
た
（
露
伴
は
谷
中
）。
そ
れ
に
、
露
伴
と
は

『
二
宮
尊
徳
翁
』
出
版
（
明
治
二
四
年
一
○
月
）
以
前
に
も
、『
葉
末
集
』（
同
二

三
年
六
月
）、『
新
葉
末
集
』（
同
二
四
年
一
○
月
）
な
ど
で
度
々
コ
ン
ビ
を
組
ん

で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
永
興
も
「
根
岸
党
」
の
人
々
と
近
し
い
関
係
に
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
永
洗
と
は
、
む
し
ろ
『
二
宮
尊
徳
翁
』
出
版
以
後
に
コ
ン
ビ

を
組
ん
で
い
る
。『
宝
の
蔵
』（
明
治
二
五
年
七
月
）、『
尾
花
集
』（
同
二
五
年
一

○
月
）、『
玄

三
蔵
真
西
遊
記
』（
同
二
六
年
三
月
）、『
ひ
げ
男
』（
同
二
九
年
一

二
月
）
な
ど
は
永
洗
と
の
コ
ン
ビ
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。

察
す
る
に
、『
二
宮
尊
徳
翁
』
が
出
版
さ
れ
る
ま
で
は
、
露
伴
は
永
洗
よ
り

も
永
興
と
親
し
く
、
そ
の
後
永
興
と
の
関
係
や
、「
根
岸
党
」
と
の
関
わ
り
で

知
り
合
っ
た
永
洗
と
次
第
に
親
密
度
を
増
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、『
二
宮
尊
徳
翁
』
出
版
前
後
、
露
伴
が
こ
の
二
人
と
親
し
く
、

か
つ
好
ん
で
口
絵
を
描
い
て
も
ら
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
負
薪
読
書
図
」
の
初
出
、
な
い
し
そ
の
初
期
段
階
に
、
幸

田
露
伴
、
小
林
永
興
、
富
岡
永
洗
が
関
与
し
て
い
る
の
は
、
注
目
す
べ
き
事
柄

で
あ
る
。
漢
籍
に
通
じ
て
い
た
露
伴
と
、
狩
野
派
の
得
意
と
す
る
負
薪
読
書
型

「
朱
買
臣
図
」
を
描
け
る
画
家
た
ち
。
金
次
郎
の
「
負
薪
読
書
図
」
は
、
そ
う

い
っ
た
人
た
ち
が
、
金
次
郎
を
朱
買
臣
に
見
立
て
て
作
り
出
し
た
図
像
で
あ
っ

た
。
そ
こ
に
は
教
養
と
同
時
に
、
遊
び
心
（
見
立
て
）
も
多
少
含
ま
れ
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
ら
の
協
同
作
業
に
よ
っ
て
、
金
次
郎
の
「
負
薪
読
書

図
」
は
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

人
物
関
係
に
つ
い
て
は
、
幸
田
露
伴
、
小
林
永
興
、
富
岡
永
洗
の
周
辺
で
金

次
郎
の
「
負
薪
読
書
図
」
が
生
ま
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
で
は
、
口
絵
は
ど

の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
作
家
が
指
示
す
る
通
り
に
絵
師
が
描

く
と
い
う
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
絵
師
も
作
品
を
理
解
し
た
上
で
絵
を
描
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

明
治
時
代
の
口
絵
研
究
を
詳
細
に
行
っ
た
山
田
奈
々
子
に
よ
っ
て
、
次
の
よ

う
な
こ
と
が
口
絵
の
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

①
口
絵
の
使
命
は
小
説
の
主
人
公
を
紹
介
す
る
こ
と
に
あ
っ
て
、
小
説
の
筋

や
事
件
な
ど
を
表
す
必
要
は
な
い
。

②
登
場
す
る
人
物
の
風
貌
、
性
格
を
風
俗
と
と
も
に
描
き
出
し
、
そ
の
描
か

れ
た
人
物
を
見
た
だ
け
で
時
代
や
そ
の
人
の
社
会
的
身
分
、
地
位
、
人
格

の
特
徴
を
読
者
が
解
か
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
。
さ
ら
に
そ

れ
に
よ
っ
て
小
説
全
編
の
意
義
を
示
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

③
口
絵
を
描
く
画
家
は
、
ま
ず
小
説
を
読
み
、
十
分
に
理
解
し
た
上
で
、
時
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代
を
考
証
し
風
俗
習
慣
を
調
べ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
上
で
画
家
自
身
の

美
的
感
覚
を
駆
使
し
て
絵
を
描
く
、
こ
う
し
て
誕
生
す
る
の
が
口
絵
で
あ

る
。

④
口
絵
は
多
く
の
人
々
の
美
術
的
趣
味
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

使
命
も
も
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
そ
れ
だ
け
使
命
の
重
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、

口
絵
を
挿
絵
の
一
場
面
を
描
く
よ
う
に
軽
い
気
持
ち
や
片
手
間
で
描
い
て

は
な
ら
な
い
。

⑤
簡
単
に
言
い
切
れ
ば
、
挿
絵
が
常
に
連
作
と
し
て
み
る
必
要
が
あ
り
、
あ

く
ま
で
小
説
解
説
の
補
助
品
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
口
絵
は
一
枚
の
絵
と

し
て
独
立
し
た
美
術
品
な
の
で
あ
る13

）
。

さ
ら
に
、
山
田
は
「
江
戸
時
代
の
浮
世
絵
版
画
の
場
合
は
、
絵
師
、
彫
師
、

摺
師
、
版
元
の
四
者
協
同
に
よ
っ
て
仕
上
げ
ら
れ
る
作
品
で
あ
っ
た
が
、
近
代

文
学
木
版
口
絵
の
場
合
は
出
版
社
が
版
元
の
役
割
を
し
、
そ
れ
に
文
学
者
が
加

わ
っ
て
五
者
の
協
同
作
品
に
な
り
、
画
家
に
は
絵
を
描
く
前
に
文
学
作
品
を
読

み
理
解
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
い
う14

）
。
ま
た
、

「
明
治
二
十
年
代
後
半
か
ら
大
正
に
か
け
て
木
版
口
絵
が
付
い
た
本
は
大
量
に

出
版
さ
れ
、
読
者
は
口
絵
で
本
を
選
ぶ
と
さ
え
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と

も
い
う15

）
。
こ
の
口
絵
に
と
り
わ
け
熱
心
だ
っ
た
の
が
、
春
陽
堂
と
博
文
館
で
あ

っ
た
（
露
伴
の
『
二
宮
尊
徳
翁
』
は
博
文
館
か
ら
出
版
）。

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
文
学
作
品
と
同
様
に
口
絵
が
非
常
に
重
視
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
絵
師
も
文
学
作
品
を
読
み
、
十
分
に
理
解
し
た
上
で
作
品
を
制
作
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
そ
の
制
作
は
、
出
版
社
、
文
学
者
、
絵
師
、
彫

師
、
摺
師
の
協
同
作
業
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

当
時
の
口
絵
事
情
か
ら
判
断
す
る
と
、
金
次
郎
の
「
負
薪
読
書
図
」、
特
に

露
伴
の
『
二
宮
尊
徳
翁
』
口
絵
は
、
誰
か
の
単
独
の
意
思
や
指
示
に
よ
っ
て
作

成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
著
者
で
あ
る
幸
田
露
伴
や
、
絵
師
で
あ
る
小
林
永

興
な
ど
が
相
談
し
た
上
で
描
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
や
は
り

幸
田
露
伴
と
小
林
永
興
の
周
辺
に
い
た
人
々
の
協
同
作
業
に
よ
っ
て
金
次
郎
の

「
負
薪
読
書
図
」
は
生
ま
れ
た
と
考
え
る
の
が
適
当
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。

金
次
郎
と
朱
買
臣
と
の
類
似
に
は
、
さ
す
が
に
明
治
の
人
も
気
付
い
て
い
た

よ
う
で
、
明
治
三
九
年
（
一
九
○
六
）
四
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
学
生
之
銘
』
と

い
う
書
物
に
、「
朱
買
臣
路
上
の
勉
学
」
と
い
う
一
文
が
あ
り
、
そ
の
中
に
次

の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

我
邦
の
二
宮
金
次
郎
は
、
山
に
薪
を
拾
ひ
に
行
く
道
程
を
、
一
種
の
苦
学

の
学
校
と
為
し
、
そ
れ
が
往
返
の
道
中
、
か
ね
て
懐
中
せ
る
、
大
学
を
出

し
て
読
め
る
こ
と
は
、「
報
徳
記
」、
及
び
各
種
の
修
身
書
に
あ
り
て
、
普
あまね

く
学
生
の
限
界
に
映
ず
る
と
こ
ろ
な
る
べ
し
、
支
那
に
も
、
亦
二
宮
に
似

た
る
、
路
上
の
苦
学
生
あ
り
、
乞
ふ
左
に
之
を
叙
述
し
て
、
勉
学
の
奨
励

と
せ
ん
。

西
漢
の
世
に
、
朱
買
臣
字あざなは
翁おう
子し
と
い
ふ
も
の
あ
り
、
そ
の
人
と
為
り
、

極
め
て
読
書
学
問
を
好
む
も
の
な
り
し
が
、
不
幸
に
し
て
家
貧
し
く
、
薪
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を
売
り
て
、
僅
に
以
て
糊こ
口こう
せ
り
、
然
る
に
買
臣
は
、
薪
を
背
負
ひ
、
之

を
売
り
に
歩
き
な
が
ら
か
ね
て
懐
中
せ
る
書
を
取
出
し
、
且
つ
読
み
つ
ゝ
、

路
上
の
勉
学
を
為
せ
り16

）
。（
後
略
）

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
本
が
刊
行
さ
れ
た
明
治
三
九
年
（
一
九
○

六
）
に
は
、
す
で
に
金
次
郎
が
「
往
返
の
道
中
、
か
ね
て
懐
中
せ
る
、
大
学
を

出
し
て
読
め
る
こ
と
」
が
、『
報
徳
記
』
や
修
身
書
で
学
生
に
あ
ま
ね
く
知
ら

れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
幸
田
露
伴
の
『
二
宮
尊
徳
翁
』
が
明
治
二
四

年
（
一
八
九
一
）
の
刊
で
あ
る
か
ら
、
わ
ず
か
一
五
年
で
金
次
郎
の
「
負
薪
読

書
図
」
は
学
生
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
が
朱
買
臣
の
話
と
似
て
い
る
と
指
摘
も
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
金
次
郎
が
仕
事
中
に
読
書
を
す
る
姿
が
伝
記
類
の
表
紙
や

口
絵
、
挿
絵
に
描
か
れ
る
と
き
は
、「
朱
買
臣
図
」
と
同
じ
く
、「
負
薪
読
書

型
」
か
「
置
薪
読
書
型
」
の
二
種
類
し
か
な
い
の
で
あ
る
（
四
で
詳
述
）。
こ

れ
も
金
次
郎
の
読
書
図
と
、「
朱
買
臣
図
」
と
の
間
に
深
い
関
わ
り
が
あ
る
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。

三

朱
買
臣
説
話

『
漢
書
』
に
記
さ
れ
た
朱
買
臣
の
話
は
、
我
国
で
も
よ
く
読
ま
れ
た
『
蒙
求
』

に
も
採
ら
れ
て
お
り
、「
買ばい
妻せい
恥ちし
よう

」
と
題
さ
れ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。『
蒙

求
』（
正
確
に
言
う
と
宋
代
に
徐
子
光
に
よ
っ
て
補
注
さ
れ
た
『
補
注
蒙
求
』
の
事
）

の
同
じ
部
分
（
注
釈
部
分
）
は
、

前
漢
の
朱
買
臣
、
字
は
翁おう
子し
、
呉
の
人
な
り
。
家
貧
し
う
し
て
書
を
読
む

こ
と
を
好
み
、
家
産
を
治
め
ず
。
常
に
薪しん
樵しようを
苅
り
、
売
つ
て
も
つ
て
食

に
給
す
。
束そく
薪
を
担
ひ
、
行
く
ゆ
く
か
つ
書
を
誦
す17

）
。

と
い
う
も
の
だ
。

全
体
の
話
は
と
も
か
く
、『
漢
書
』、『
蒙
求
』
と
も
に
内
容
、
表
現
と
も
同

じ
で
あ
る
。

こ
れ
と
と
も
に
朱
買
臣
の
話
を
広
め
た
書
物
に
『
三
字
経
』
が
あ
る
。『
三

字
経
』
は
宋
代
末
の
儒
者
、
王
伯
厚
（
応
麟
‥
一
二
二
三
〜
一
二
九
六
）
に
よ
っ

て
作
ら
れ
た
中
国
の
家
庭
道
徳
書
で
あ
り
、
我
国
で
も
教
材
と
し
て
よ
く
利
用

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
如
負
薪

如
挂
角

身
雖
労

猶
苦
卓

も

し
く
は
薪
を
負
い
、
も
し
く
は
角
に
挂か
け
、
身
労
す
と
雖
も
、
猶
卓
を
苦つと
む
｜

訓
読
筆
者

」
と
い
う
部
分
が
あ
る
。『
三
字
経
』
に
は
様
々
な
注
釈
書
が
作
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
如
負
薪
」
の
部
分
の
説
明
に
は
必
ず
朱
買
臣
の
話
が
引

か
れ
る
。

例
え
ば
、
江
戸
時
代
の
読
本
作
者
、
高
井
蘭
山
（
一
七
六
二
〜
一
八
三
八
）

が
注
釈
を
ほ
ど
こ
し
た
『
経
典
余
師
三
字
経
之
部
』（
別
名
『
三
字
経
抄
』
‥
文

化
八
年

一
八
一
一

序
、
嘉
永
七
年

一
八
五
四

刊
）
の
該
当
箇
所
を
引
い

て
み
よ
う
。
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漢
の
朱
買
臣
薪
を
負
て
行
々
書
を
読
武
帝
の
時
挙
ら
れ
て
会
稽
の
太
守
と

な
る18

）

と
あ
る
。
こ
れ
も
『
漢
書
』
や
『
蒙
求
』
と
同
様
の
記
述
で
あ
る
。

元
の
虞ぐし
韶よう
（
生
没
年
未
詳
）
が
原
作
を
書
き
、
明
代
の
張ちよ
瑞うず
図いと
（
一
五
七
○

〜
一
六
四
一
）
が
校
閲
し
た
『
日
記
故
事
』
巻
二
「
学
知
類
」
の
一
節
に
、

「
売
薪
読
書
（
薪
を
売
っ
て
書
を
読
む
）」
と
い
う
項
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
も
朱

買
臣
の
話
が
引
か
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、『
日
記

故
事
大
全
』
に
は
、

前
漢
朱
買
臣
字

翁
子
呉
人
家
貧

売
薪
自
給
行
歌

誦
書
（
前
漢
の

朱
買
臣
、
字
は

翁
子
、
呉
の
人
。

家
貧
し
く
薪
を

売
り
て
自
給
す
。

行
く
行
く
歌
い

書
を
誦
す
｜
訓
読
筆
者19

）
）

と
い
う
説
明
が
あ
り
、
朱
買
臣
が
薪
を
売
る
途
中
に
声
を
出
し
て
書
を
読
ん
だ

こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
日
記
故
事
』
は
江
戸
時
代
に
我
国
で
も
よ

く
読
ま
れ
た
書
物
で
あ
っ
た
。

橋
本
草
子
に
よ
る
と
、『
日
記
故
事
』
は
、「
児
童
向
け
の
倫
理
教
科
書
と
し

て
」、「
教
訓
的
な
古
人
の
物
語
を
集
め
た
書
物
で
、
明
代
に
な
る
と
数
多
く
の

版
本
が
出
版
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
幾
つ
か
は
日
本
に
も
齎
ら
さ
れ
て
、
寛
文
年

間
に
は
和
刻
本
も
出
」
た
と
い
う20

）
。

同
じ
く
中
国
か
ら
入
っ
て
来
、
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
の
刊
本
が
あ
る

『
君
臣
故
事
』
巻
之
二
に
も
、「
買
臣
担
薪
」
と
題
さ
れ
た
文
章
が
あ
る
。
そ
の

内
容
は
『
日
記
故
事
』
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
図
下
文
の
形
式
を
と
る
書

物
で
、
そ
こ
に
は
朱
買
臣
の
姿
も
見
え
る
。

図
12
が
そ
れ
だ
。

こ
う
し
た
歴
史
書
や
教
訓
書
な
ど
の
書
物
だ
け
で
は
な
く
、
朱
買
臣
の
話
は

劇
化
さ
れ
、
元
曲
な
ど
に
採
り
入
れ
ら
れ
て
（『
元
曲
選
』
に
は
「
朱
太
守
風
雪

漁
樵
記
雑
劇21

）
」
と
し
て
収
載
）、
後
世
ど
ん
ど
ん
尾
鰭
が
つ
い
て
い
く
。「
朱
買

臣
説
話
」
の
変
遷
を
調
べ
た
井
上
泰
山
に
よ
る
と
、

小
説
に
於
て
は
、
夫
を
棄
て
た
妻
の
行
為
は
礼
教
規
範
に
悖
る
も
の
と
し

て
最
後
ま
で
容
認
さ
れ
ず
、
最
終
的
に
死
に
至
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て

図12『君臣故事』における朱買臣の絵（長澤規矩也編『和刻本類
書集成』第３輯より)

23

二宮金次郎「負薪読書図」源流考



婦
徳
の
宣
揚
が
図
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
雑
劇
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
く
、

妻
の
背
後
に
パ
ト
ロ
ン
役
と
し
て
の
父
親
を
配
し
、
財
力
に
よ
っ
て
朱
買

臣
を
屈
伏
せ
し
め
る
と
い
う
結
末
が
用
意
さ
れ
た
。（
中
略
）
ま
た
、
妻

の
性
格
も
小
説
と
戯
曲
と
で
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
前
者
が
教
養
あ
る

知
識
人
の
妻
を
彷
彿
と
さ
せ
、
あ
く
ま
で
理
智
的
に
夫
を
諫
め
る
の
に
対

し
て
、
後
者
は
凡
そ
理
屈
と
は
無
縁
の
一
箇
の
庶
民
の
妻
を
配
し
、
伝
統

的
価
値
観
に
依
拠
し
よ
う
と
す
る
夫
を
情
容
赦
な
く
攻
撃
し
、
完
膚
な
き

ま
で
に
打
ち
の
め
す22

）
。

と
い
う
よ
う
に
、「
朱
買
臣
説
話
」
の
改
編
の
さ
れ
方
が
、
小
説
と
戯
曲
で
は

大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
井
上
泰
山
は
、
①
両
者

の
芸
術
形
式
そ
の
も
の
の
相
違
、
②
時
代
の
精
神
が
両
者
に
求
め
た
も
の
の
違

い
、
の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
。
特
に
前
者
に
つ
い
て
は
、
小
説
が
文
字
媒
体
で

あ
り
、
か
つ
紙
上
で
展
開
さ
れ
る
平
面
的
な
芸
術
で
あ
る
の
に
対
し
、
演
劇
は

音
声
に
頼
っ
て
伝
達
さ
れ
る
も
の
で
、
舞
台
と
い
う
現
実
の
空
間
を
通
し
て
再

現
さ
れ
る
立
体
的
な
芸
術
で
あ
る
と
し
、
こ
の
よ
う
な
違
い
は
「
い
わ
ば
物
理

的
な
制
約
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
変
容
で
あ
る
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
」

と
し
て
い
る23

）
。

こ
の
よ
う
に
朱
買
臣
の
話
は
小
説
と
戯
曲
を
通
し
て
中
国
で
継
承
さ
れ
て
い

た
。
明
代
の
小
説
、『
国
色
天
香
』
巻
之
七
「
買
臣
記
」、『
燕
居
筆
記
』
巻
之

五
「
羞
墓
亭
記
」、『
萬
錦
情
林
』
巻
之
三
「
羞
墓
亭
記
」、『
喩
世
明
言
』
第
二

七
巻
「
金
玉
奴
棒
打
薄
情
郎
」
に
も
朱
買
臣
の
話
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
で
は
い

ず
れ
も
『
漢
書
』
や
『
蒙
求
』
と
同
じ
よ
う
に
、
朱
買
臣
は
薪
を
担
ぎ
、
歩
き

な
が
ら
（
口
に
出
し
て
）
読
書
を
し
て
い
る
人
物
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
中
国
で
は
、
薪
を
担
ぎ
、
歩
き
な
が
ら
本
を
読
む
人
物
と
い
え
ば
、

朱
買
臣
で
あ
っ
た
の
だ
。

日
本
で
は
ど
う
か
。
日
本
で
朱
買
臣
の
話
を
収
載
し
た
最
も
有
名
な
書
物
は
、

『
唐から
物もの
語がたり』
で
あ
ろ
う
。
小
林
保
治
に
よ
る
考
証
で
は
、『
唐
物
語
』
の
作
者
は
、

桜
町
中
納
言
と
も
い
わ
れ
た
藤
原
成しげ
範のり
（
一
一
三
五
〜
一
一
八
七
）
で
、『
唐
物

語
』
の
成
立
は
一
二
世
紀
中
末
期
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
朱
買
臣
の
話
は
第

一
九
「
朱
買
臣
を
捨
て
た
る
妻
、
後
に
悔
や
み
て
死
ぬ
る
語
」
と
し
て
収
録
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
を
引
い
て
み
よ
う
。

む
か
し
、
朱
買
臣
、
会
稽
と
い
ふ
所
に
す
み
け
り
。
よ
に
ま
づ
し
く
わ

り
な
く
て
せ
ん
か
た
な
か
り
け
れ
ど
、
ふ
み
を
よ
み
物
を
な
ら
ふ
事
を
こ

た
ら
ず
。
そ
の
ひ
ま
に
は
た
き
木
を
こ
り
て
、
世
を
わ
た
る
は
か
り
ご
と

を
し
け
り24

）
。

『
漢
書
』
や
『
蒙
求
』
な
ど
と
表
現
が
違
う
こ
と
が
わ
か
る
。
も
う
一
つ
見
て

み
よ
う
。『
蒙
求
和
歌
』
第
五
（
恋
部
）
の
詞
書
に
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

買
妻
恥
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朱
買
臣
、
も
と
は
会
稽
の
人
な
り
、
家
貧
し
く
て
、
文
道
を
好
み
た
し
な

む
事
、
怠
る
時
な
し
、
其
隙
に
は
薪
を
樵
り
て
ぞ
世
を
渡
り
け
る25

）
、

『
蒙
求
和
歌
』
は
、
源
光
行
（
一
一
六
三
〜
一
二
四
四
）
作
の
句
題
和
歌
集
で

あ
り
、
そ
の
序
に
元
久
元
年
（
一
二
○
四
）
の
成
立
と
あ
る
。『
唐
物
語
』
よ

り
少
し
遅
れ
て
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
源
光
行
は
、『
唐
物
語
』
の
作

者
、
藤
原
成
範
の
弟
子
で
あ
る
。

『
漢
書
』
や
『
蒙
求
』
で
は
、
薪
を
負
い
、
歩
き
な
が
ら
読
書
を
す
る
人
物
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
唐
物
語
』
や
『
蒙
求
和
歌
』
で
は
、
読
書

を
怠
ら
ず
そ
の
合
間
に
薪
を
採
っ
た
と
し
て
い
る
。
中
国
由
来
の
書
物
（
漢
籍

と
す
る
）
で
は
、
薪
を
採
る
の
と
同
時
に
読
書
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
、
和
書
で
は
読
書
の
合
間
に
薪
を
採
っ
て
い
た
と
い
う
事
に
な
っ
て
い
る

の
だ
。

言
い
換
え
る
と
、
漢
籍
で
は
読
書
と
採
薪
は
等
価
で
同
時
に
行
な
わ
れ
る
の

に
対
し
、
和
書
で
は
、
主
は
読
書
で
あ
り
、
採
薪
は
あ
く
ま
で
も
従
で
あ
る
。

見
方
に
よ
っ
て
は
少
し
の
差
に
見
え
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
差
が
こ
の
後
の

「
朱
買
臣
図
」
の
系
譜
に
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
た

後
ほ
ど
述
べ
る
。
図
示
す
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
。

《
漢
籍
》

負
薪＝

読
書
（
同
時
‥
等
価
）

《
和
書
》

負
（
採
）
薪＜

読
書
（
非
同
時
‥
読
書
が
主
）

も
ち
ろ
ん
、
和
書
（
こ
こ
で
は
広
く
日
本
で
書
か
れ
た
書
物
を
い
う
）
と
い
っ

て
も
漢
籍
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
も
の
は
、
表
現
も
漢
籍
の
ま
ま
だ
。

例
え
ば
、
室
町
期
の
成
立
と
さ
れ
る
『
漢
故
事
和
歌
集
』
に
は
『
唐
物
語
』

と
同
じ
和
歌
「
も
ろ
と
も
に
に
し
き
を
き
て
や
帰
ら
ま
し
う
き
に
た
へ
た
る
心

な
り
せ
ば
」
と
い
う
歌
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
注
釈
部
分
は
『
蒙
求
』
か

ら
引
用
さ
れ
て
お
り
、『
蒙
求
』
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
和
歌
の
み

は
『
唐
物
語
』
か
ら
採
っ
た
も
の
の
、
注
釈
は
そ
の
原
典
と
な
っ
た
『
蒙
求
』

か
ら
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
浅
井
了
意
（
一
六
一
二
〜
一
六
九
一
）
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
『
新

語
園
』（
天
和
二
年

一
六
八
二

刊
）
巻
之
二
、
一
三
に
は
「
朱
買
臣
妻
」
と

い
う
項
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

朱
買
臣
字
ハ
翁
子
ト
ソ
云
ケ
ル
嘗
テ
貧ビン
乏ボウ
ナ
リ
薪
ヲ
売
テユ
行クユク
常
ニ
書
ヲ

誦
ズ

濁
マ
マ

26
）

こ
れ
も
、
漢
籍
を
典
拠
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
新
語
園
』
に
取
材
し

た
山
本
序つね
周ちか
編
『
絵
本
故
事
談
』（
正
徳
四
年

一
七
一
四

刊
）
も
そ
う
だ
。

巻
之
七
（
六
）
に
「
朱
買
臣
」
の
話
が
あ
る
が
、「
朱
買
臣
、
字
は
翁
、は
初じめ
貧

乏
に
し
て
薪
を
樵こり
て
売
り
、ゆ
行くゆく
常
に
書
を
誦よ
む
」
と
な
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
貞
門
七
俳
仙
の
一
人
、
高
瀬
梅
盛
（
一
六
一
九
〜
一
七
○
二
）
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が
編
ん
だ
俳
諧
付
合
集
『
便
船
集
』（
寛
文
九
年

一
六
六
九

）
の
「
薪たきぎ」
の

項
、
そ
し
て
同
編
『
俳
諧
類るい
舩せん
集しゆう』（
延
宝
五
年

一
六
七
七

自
序
）
の
「
薪たきぎ」

と
「
貧
乏
」
の
項
に
、
付
合
語
の
一
つ
と
し
て
「
朱
買
臣
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る27
）

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
江
戸
初
期
に
は
す
で
に
貧
乏
で
、
薪
を
背
負
っ
て
売
っ

て
生
活
し
て
い
る
朱
買
臣
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
広
範
に
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

松
江
重
頼
（
一
六
○
二
〜
一
六
八
○
）
が
編
ん
だ
俳
諧
集
、『
犬えの
子こし
集ゆう
』（
寛
永

一
○
年

一
六
三
三

刊
）
巻
第
一
五
（
雑
下
）
に
、
次
の
よ
う
な
付
句
が
あ
る
。

柴
か
る
山
で
文
を
こ
そ
見
れ

学
び
に
も
情せい
を
入
た
る
朱
買
臣28

）

こ
の
句
は
貞
門
俳
諧
の
祖
、
松
永
貞てい
徳とく
（
一
五
七
一
〜
一
六
五
三
）
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。《
柴
（
薪
）
を
刈
る
山
で
読
書
を
す
る
人
》
↓
《
学
習
に
も
精

を
入
れ
た
朱
買
臣
》
と
い
う
連
想
が
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
連
想
関
係
は
主

（
読
書
）
と
従
（
柴
刈
）
が
逆
転
し
て
い
る
も
の
の
、
先
ほ
ど
見
た
『
唐
物
語
』

や
『
蒙
求
和
歌
』
と
同
じ
ス
タ
イ
ル
の
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
少
な

く
と
も
江
戸
時
代
初
頭
ま
で
に
お
い
て
、
和
歌
や
俳
諧
、
日
本
の
説
話
の
世
界

で
は
、
読
書
を
す
る
合
間
に
採
薪
す
る
朱
買
臣
像
が
で
き
上
が
っ
て
い
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か29

）
。

た
だ
し
、
天
保
の
頃
に
な
る
と
、
歩
き
な
が
ら
読
書
す
る
朱
買
臣
像
も
随
分

と
一
般
的
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
柳
多
留
』
に
は
朱
買
臣
を
よ
み
込

ん
だ
句
が
少
な
く
と
も
三
句
あ
る
。

朱
買
臣
ち
よ
つ
ち
よ
つ
と
人
に
つ
き
当
り

（『
柳
多
留
』
一
六

、
天
保
元
年

一
八
三
○

刊
）

朱
買
臣
初
手
ハ
家
内
も
治
メ
兼
ね（『

柳
多
留
』
一
二
一

、
天
保
四
年
刊
）

朱
買
臣
呼
れ
て
本
を
懐
中
し

（『
柳
多
留
』
一
五
二

、
天
保
九
〜
一
一
年
刊
？
）

一
句
目
は
、
荷
物
を
抱
え
な
が
ら
本
を
読
ん
で
い
る
た
め
に
、
あ
ち
こ
ち
の

人
に
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
う
朱
買
臣
を
詠
ん
だ
も
の
だ
ろ
う
。
本
来
山
中
で
読
書

す
る
朱
買
臣
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
が
常
道
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
街
中

に
移
動
さ
せ
て
、
雑
踏
の
中
で
さ
え
も
歩
き
な
が
ら
読
書
を
す
る
真
面
目
す
ぎ

る
朱
買
臣
に
お
か
し
み
を
覚
え
て
い
る
の
だ
。

二
句
目
は
、
少
々
わ
か
り
づ
ら
い
句
だ
。
後
に
は
太
守
に
ま
で
出
世
し
て
治

国
に
功
の
あ
っ
た
朱
買
臣
で
あ
る
が
、
初
め
は
家
庭
も
治
め
ら
れ
な
か
っ
た
、

と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。

三
句
目
は
、
誰
か
に
声
を
か
け
ら
れ
、
あ
わ
て
て
本
を
懐
中
す
る
朱
買
臣
が

詠
出
さ
れ
て
い
る
。
普
段
は
本
を
読
ん
で
い
な
い
ふ
り
を
し
た
い
の
だ
ろ
う
。

知
り
合
い
に
勉
強
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
せ
た
く
な
い
と
い
う
見
栄
を
張
る
朱
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買
臣
に
お
か
し
み
が
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
二
句
目
以
外
は
、
薪
を
背
負
い
な
が
ら
読
書
す
る
朱
買
臣
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
後
期
、
そ
し
て
江
戸
文
化
の
中
で
は
「
負
薪
読
書
」
の

朱
買
臣
の
イ
メ
ー
ジ
が
共
有
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

四

二
種
類
の
「
朱
買
臣
図
」

で
は
、
朱
買
臣
は
ど
う
い
っ
た
姿
で
絵
画
化
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
こ
こ

で
は
、
古
い
順
に
そ
れ
を
み
て
い
こ
う
と
思
う
。

現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
中
で
最
も
古
い
「
負
薪
読
書
図
」
は
、
米
国
ワ
シ
ン

ト
ン
Ｄ
・
Ｃ
に
あ
る
フ
リ
ー
ア
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
所
蔵
し
て
い
る
も
の
で
あ
る30

）
。

画
題
は
「
売
薪
誦
書
図
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
本
来
の
画
題
か
ど
う
か

は
わ
か
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
薪
を
売
り
な
が
ら
本
を
誦
し
た
中
国
の
人
物
と
い

え
ば
、
朱
買
臣
そ
の
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
れ
が
現
在
確
認
で
き
る
最

古
の
「
朱
買
臣
図
」
と
見
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
北
宋
（
九
六
○
〜
一

一
二
七
）
の
詩
人
で
あ
り
、
か
つ
画
家
で
あ
っ
た
張
舜
民
（
生
没
年
未
詳
）
の

筆
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
絵
を
描
い
た
張
舜
民
に
つ
い
て
、『
中
国
人
名
辞
書
』（
東
出
版
、
平
成

八
年
六
月
復
刻
版
）
に
は
「
新
平
の
人
。
善
く
文
を
為
く
る
」
と
あ
る31

）
。
画
家

と
し
て
よ
り
も
、
文
人
、
政
治
家
と
し
て
名
の
通
っ
た
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
遅
く
と
も
北
宋
の
時
代
、
つ
ま
り
一
一
世
紀
頃
に
は
す
で
に
「
朱
買
臣

図
」
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

次
に
古
い
の
は
、
明
代
（
一
三
六
八
〜
一
六
四
四
）
の
画
家
、
石
鋭
（
生
没
年

未
詳
）
の
筆
に
よ
る
「
朱
買
臣
図
」
で
あ
る32

）
。

『
支
那
書
画
人
名
辞
書
』（
第
一
書
房
、
昭
和
五
〇
年
四
月
刊
）
に
よ
る
と
、
こ

の
絵
を
描
い
た
石
鋭
は
、

石セキ
鋭エイ

画

明

字
は
以
明
。
銭
塘
の
人
。
宣
徳
間
、
仁
智
殿
に
待
詔
た

り
。
画
、
盛
子
昭
の
筆
法
に
倣
ひ
、
界
画
に
工
み
な
り
。
楼
台
玲
瓏
窈
窕
、

備
さ
に
華
整
を
極
む
。
加
ふ
る
に
金
碧
山
水
を
以
て
し
、
伝
色
鮮
明
、
絢

爛
目
を
奪
ふ
。
兼
て
人
物
を
善
く
す33

）
。

と
あ
る
。
盛
子
昭
に
つ
い
て
は
、
後
で
述
べ
る
が
、
石
鋭
よ
り
一
代
前
、
つ
ま

り
元
代
（
一
二
七
一
〜
一
三
六
八
）
に
活
躍
し
た
優
れ
た
画
人
で
あ
る
。
石
鋭

の
絵
は
総
じ
て
「
伝
色
鮮
明
、
絢
爛
目
を
奪
ふ
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
図
も
も

と
は
非
常
に
色
彩
豊
か
な
絵
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
図
は
、
明
治
三
六
年
（
一
九
○
三
）
六
月
に
発
刊
さ
れ
た
『
真
美
大

観
』
第
九
冊
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
説
明
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

朱
買
臣
図
（
絹
本
淡
彩
）

支
那
明
朝
石
鋭
筆

（
竪
二
尺
六
寸
五
分
、
横
一
尺
六
寸
七
分
）

京
都
下
村
正
太
郎
君
蔵
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朱
買
臣
、
字
は
翁
子
、
漢
の
嘉
興
府
（
浙
江
省
）
の
人
な
り
、
薪
を
採
り

て
自
ら
給
す
、
学
を
好
ん
で
孜
々
と
し
て
倦
ま
ず
、
然
れ
ど
も
歳
五
十
に

及
べ
ど
も
猶
挙
用
せ
ら
れ
ず
、
妻
常
に
之
を
嘆
く
、
武
帝
の
時
（
西
暦
紀

元
前
一
四
○
年
｜
八
七
年
）
遂
に
登
第
し
て
会
稽
の
守
に
任
ず
、
故
に
錦

袂
を
会
稽
山
に
飜
す
の
語
あ
り
、
此
図
は
即
ち
朱
買
臣
、
薪
を
負
ひ
つ
ゝ

途
を
行
く
に
も
、
猶
手
に
巻
を
釈
て
ざ
る
の
状
を
写
し
た
る
も
の
な
り

此
画
、
上
部
に
二
個
の
印
あ
り
、
一
は
銭
唐
の
二
字
に
し
て
、
他
は
石
氏

以
明
の
四
字
あ
り
、
さ
れ
ば
石
以
明
の
筆
な
る
こ
と
疑
な
し
、
以
明
、
氏

は
石
、
名
は
鋭
、
明
朝
（
西
暦
一
三
六
八
年
｜
一
六
四
三
年
）
銭
唐
（
浙
江

省
杭
州
府
）
の
人
な
り
、
元
の
盛

（
字
は
子
昭
、
山
水
人
物
花
鳥
を
善
く

す
）
の
画
法
を
学
ん
で
金
碧
山
水
、
楼
台
、
人
物
等
を
画
く
に
長
じ
、
伝

彩
鮮
明
温
潤
に
し
て
、
名
を
当
時
に
著
は
せ
り
と
云
ふ
、
玆
に
出
せ
る
朱

買
臣
の
図
の
如
き
は
、
石
鋭
の
作
中
殊
に
逸
品
と
称
す
可
き
も
の
な
り34

）

当
時
の
所
蔵
者
、
下
村
正
太
郎
（
一
八
八
三
〜
一
九
四
四
）
は
大
丸
呉
服
店

（
現
、
大
丸
、
元
は
大
丸
屋
下
村
呉
服
店
と
い
う
）
の
一
一
代
目
当
主
で
あ
る
。

こ
の
絵
は
「
石
鋭
の
作
中
殊
に
逸
品
と
称
す
可
き
も
の
な
り
」
と
い
う
よ
う

に
、
朱
買
臣
の
人
柄
が
窺
え
る
よ
う
な
絵
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
朱
買
臣
の
一

見
穏
や
か
に
見
え
な
が
ら
も
、
内
に
秘
め
る
強
い
意
志
と
い
っ
た
も
の
が
看
取

で
き
る
。

図
13
は
、
狩
野
正
信
（
一
四
三
四
？
〜
一
五
三
○
？
）
の
筆
と
伝
え
ら
れ
る

「
朱
買
臣
図
」
で
あ
る
。
狩
野
正
信
は
狩
野
派
の
祖
と
い
わ
れ
る
人
で
あ
る
。

こ
の
絵
は
従
来
、
狩
野
安
信
に
よ
っ
て
「
小
栗
宗
湛
筆
」
と
鑑
定
さ
れ
た
極
状

が
付
い
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
小
栗
宗
湛
真
筆
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ

る
。
だ
が
現
在
で
は
、
狩
野
正
信
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
の
絵
師
に
よ
る
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
斉
藤
昌
利
に
よ
る
と
、
正
信
の
「
確
実
な
遺
品

と
し
て
は
、
や
ま
と
絵
の
技
法
に
よ
る
地
蔵
院
の
《
騎
馬
武
者
像
》（
将
軍
義

尚
の
像
）
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う35

）
。
正
信
は
、
室
町
幕
府
の
御

用
絵
師
で
あ
っ
た
小
栗
宗
湛
（
一
四
一
三
〜
一
四
八
一
）
に
学
ん
だ
と
さ
れ
る

が
、
こ
れ
も
確
か
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

こ
の
絵
は
、
三
幅
対
で
あ
る
。「
朱
買
臣
図
」
は
向
っ
て
一
番
左
に
位
置
す

る
。

「
中
国
故
事
人
物
図
」
と
し
て
妙
心
寺
の
塔
頭
、
大
心
院
（
明
応
元
年

一
四

九
二

創
建
）
に
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
の
二
図
は
、「
東
坡
笠

」
と

「
昭
君
弾
琵
琶
」
の
故
事
を
主
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
讃
は
、
臨
済
宗
相
国

寺
の
僧
、
横おう
川せん
景けい
三さん
（
一
四
二
九
〜
一
四
九
三
）
の
も
の
で
あ
る
。
朱
買
臣
の

讃
は
、
次
の
通
り
。

朱
買
臣

坐
則
読
書
行
採
薪

拍
肩
野
老
与
山
人

君
恩
一
旦
会
稽
守

雨
笠
烟
簑
錦

春

28



こ
の
絵
の
制
作
年
代
は
わ
か
ら
な
い
が
、
讃
を
書
い
た
横
川
景
三
の
没
年
、

つ
ま
り
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
が
下
限
と
な
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
作
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

本
稿
で
は
こ
の
よ
う
に
座
り
な
が
ら
本
を
読
む
朱
買
臣
を
、
仮
に
妙
心
寺
系

「
朱
買
臣
図
」
と
名
づ
け
る
こ
と
に
す
る
。
後
で
も
確
認
す
る
が
、
妙
心
寺
系

「
朱
買
臣
図
」
は
木
か
岩
の
上
に
座
し
、
樹
下
で
薪
を
傍
ら
に
置
い
て
読
書
を

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
、
そ
れ
が
共
通
点
と
な
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
絵
は
中
国
の
絵
を
手
本
に
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
先
に
紹
介
し
た
『
唐
物
語
』
や
『
蒙
求
和
歌
』
な
ど
の
和
書
を
参
考
に
し

て
日
本
で
新
た
に
考
案
さ
れ
た
絵
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
述
し

た
よ
う
に
、『
漢
書
』、『
蒙
求
』
な
ど
の
漢
籍
で
は
、
朱
買
臣
は
採
っ
た
薪
を

抱
え
歩
き
な
が
ら
本
を
読
ん
で
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、『
唐
物
語
』
や
『
蒙

求
和
歌
』
な
ど
の
和
書
で
は
、
朱
買
臣
は
読
書
を
す
る
合
間
に
薪
を
採
っ
て
い

た
。
主
は
読
書
で
、
採
薪
は
従
で
あ
る
。
こ
れ
に
基
づ
き
絵
を
描
い
た
と
す
れ

ば
、
図
13
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
図
13
を
含
め
、
こ
の
後
に

も
登
場
す
る
、
座
っ
て
読
書
す
る
「
朱
買
臣
図
」、
す
な
わ
ち
妙
心
寺
系
「
朱

買
臣
図
」（
置
薪
読
書
図
）
は
、
日
本
で
作
ら
れ
た
物
語
に
基
づ
き
描
か
れ
た
も

の
と
、
筆
者
は
推
断
す
る
。

図
14
は
、
雪
舟
の
弟
子
で
あ
る
、
等とう
春しゆん（
一
四
六
八
頃
〜
一
五
二
○36

）
）
の
描

い
た
「
朱
買
臣
図
」
で
あ
る
。

等
春
は
、
長
谷
川
等
伯
（
一
五
三
九
〜
一
六
一
○
）
の
師
と
し

て
注
目
さ
れ
て
い
る
人
物
だ
。
等
春
に
つ
い
て
の
資
料
は
少
な
い

が
、
田
中
一
松
は
、『
等
伯
画
説
』（
文
禄
年
間

一
五
九
二
〜
一

五
九
六

頃
成
立
）
に
記
さ
れ
た
二
つ
の
系
図
か
ら
、
雪
舟
の
弟

子
は
等
春
を
第
一
と
し
て
等
玩
（
薩
摩
の
秋
月
等
観
）
と
小
蔵
主

（
鎌
倉
円
覚
寺
の
宗
淵
蔵
主
）
の
三
人
で
あ
り
、
そ
の
出
生
地
は
大

和
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
て
い
る37

）
。
つ
ま
り
出
生
地
に
つ
い
て
は

『
等
伯
画
説
』
の
系
図
中
に
あ
る
「
奈
良
ノ
番
匠
童
子
也

清
僧

也

非
俗
人

阿
波
ノ
讃
州
ニ
付
居
申
也38

）
」
と
い
う
説
を
採
ら
れ

て
い
る
。
番
匠
と
は
大
工
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
田
中
は
「
阿

波
ノ
讃
州
ニ
付
居
申
也
」
の
部
分
か
ら
、
讃
州
、
す
な
わ
ち
細
川

図13「中国故事人物図」（妙心寺大心院蔵 京都国立博物館
編『室町時代の狩野派』、京都国立博物館、平成８年10月よ
り)
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成しげ
之ゆき
（
阿
波
・
讃
岐
の
二
州
を
領
し
て
い
た
守
護
大
名
‥
一
四
三
四
〜
一
五
一
一
）

の
扶
持
を
貰
っ
て
い
た
お
抱
え
絵
師
で
、
そ
の
絵
は
殊
に
成
之
の
気
に
入
っ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
時
期
は
お
そ
ら
く
明
応
年
間
（
一
四
九
二
〜
一
五
○
一
）

あ
た
り
で
あ
る
と
さ
れ
た39

）
。

ま
た
等
春
の
作
風
に
つ
い
て
は
「
主
題
や
画
材
の
同
じ
場
合
を
除
い
て
は
ほ

と
ん
ど
雪
舟
の
様
式
を
窺
う
こ
と
が
で
き
ず
、
し
か
も
作
風
の
規
模
の
広
狭
如

何
に
拘
ら
ず
、
筆
墨
の
柔
軟
で
表
現
の
明
る
い
点
は
等
春
画
に
お
け
る
見
の
が

し
難
い
性
格
の
一
つ
で
あ
ろ
う
」
と
し
、「
こ
の
点
は
そ
の
花
鳥
人
物
画
や
山

水
描
写
の
両
面
に
共
通
し
て
感
ぜ
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る40

）
。
た

し
か
に
、
図
14
は
全
体
に
や
わ
ら
か
く
、

狩
野
派
が
描
く
よ
う
な
絵
の
厳
し
さ
は
感

じ
ら
れ
な
い
。

こ
の
絵
に
は
、
古
筆
了
仲
（
一
六
五
六

〜
一
七
三
六
）
の
極
状
が
付
随
し
て
い
る
。

極
状
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

等
春
画

紙
本
横
物

朱
買
臣
之
図

有
印

右
真
蹟
無
疑
者
也

辛
亥

五
月

古
筆
了
仲

（
印
）

最
後
の
行
に
は
「
右
真
蹟
疑
い
無
き
者
な
り
」
と
あ
る
。
等
春
の
真
蹟
に
間

違
い
な
い
物
で
あ
る
と
い
う
旨
を
記
し
た
極
状
で
あ
る
。
辛
亥
五
月
と
は
、
お

そ
ら
く
享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
右
上
に
割
印
が
あ
り
、

図14 等春筆「朱買臣図」（筆者蔵)

古筆了仲による等春筆「朱買臣図」の極状

30



左
下
に
捺
印
が
あ
る
。

こ
の
一
幅
は
、
現
在
筆
者
が
所
蔵
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
は
刀

剣
研
究
家
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
村
上
孝
介
が
蔵
す
る
一
品
で
あ
っ
た
。
昭
和

二
七
年
（
一
九
五
二
）
八
月
六
日
か
ら
二
四
日
に
か
け
て
本
間
美
術
館
（
山
形

県
酒
田
市
）
で
開
か
れ
た
「
山
形
県
文
化
財
展
覧
会
」
の
出
品
作
品
で
も
あ
る
。

こ
れ
が
等
春
の
真
筆
な
ら
、
一
五
○
○
年
頃
の
作
と
な
る
か
ら
、
五
○
○
年
も

前
の
作
品
と
な
る
。

図
15
（
図
８
と
同
じ
）
は
、
狩
野
元
信
（
一
四
七
六
〜
一
五
五
九
）
の
手
に
よ

る
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
「
朱
買
臣
図
」
で
あ
る
。

斎
藤
謙
・
吉
浦
祐
二
編
『
狩
野
派
大
観
』（
狩
野
派
大
観
発
行
所
、
大
正
元
年

一
二
月
刊
）
な
ど
は
狩
野
元
信
筆
と
断
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
松
本
寛
は
当

時
の
狩
野
派
の
血
縁
と
力
関
係
か
ら
、
こ
の
絵
の
あ
る
書
院
の
担
当
者
を
、
元

信
の
弟
で
あ
る
狩
野
之ゆき
信のぶ
（
一
五
一
二
？
〜
一
五
七
五
？
）
と
し
て
い
る41

）
。
今
の

と
こ
ろ
決
定
的
な
資
料
は
な
い
が
、
元
信
周
辺
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
と
り
あ
え
ず
旧
説
に
従
っ
て
元
信
筆
と
し

て
お
く
。

こ
の
図
は
本
来
双
幅
で
、
図
16
の
よ
う
に
先
に
川
が
流
れ
、
橋
が
架
か
っ
て

い
る
も
う
一
枚
の
襖
絵
が
あ
る
。
現
在
は
東
京
国
立
博
物
館
の
所
蔵
品
に
な
っ

図15 伝狩野元信筆「朱買臣図」（片幅）（東京国立博
物館蔵 重要文化財)

図16 伝狩野元信筆「朱買臣図」（双幅）（重要文化財 東京国立博物館蔵、
山岡泰造著・後藤茂樹編『日本美術絵画全集』第７巻より転載)
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て
い
る
が
、
も
と
は
大
徳
寺
大
仙
院
の
書
院
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
山
岡
泰

造
は
、

書
院
の
北
側
の
東
寄
り
に
は
収
納
庫
の
よ
う
な
も
の
が
作
り
つ
け
ら
れ
、

そ
の
上
方
の
天
袋
の
小
襖
に
は
「
蔬
果
図
」
が
描
か
れ
て
い
た
が
、
下
方

は
二
枚
の
引
違
い
の
襖
に
な
っ
て
い
た
ら
し
く
、
そ
こ
に
朱
買
臣
の
図
が

描
か
れ
て
い
た
。
朱
買
臣
は
後
漢
の
人
で
、
薪
を
採
っ
て
自
給
し
つ
つ
学

ん
だ
と
い
う
。
図
は
今
し
も
山
中
よ
り
家
路
に
つ
い
た
と
こ
ろ
を
あ
ら
わ

し
、
道
は
崖
下
を
抜
け
て
、
水
流
に
架
か
る
橋
に
通
じ
て
い
る
。
左
手
前

に
勢
い
よ
く
流
れ
出
る
水
、
大
き
く
彎
曲
す
る
岩
壁
を
描
い
て
画
面
に
動

勢
を
与
え
、
右
方
に
軽
く
流
し
て
ゆ
く
構
図
で
あ
る
。
こ
の
左
か
ら
右
に

向
か
っ
て
画
面
を
巻
き
込
む
よ
う
な
動
き
を
斜
め
に
突
っ
切
っ
て
道
が
通

じ
、
人
が
歩
む
い
か
に
も
元
信
ら
し
い
緊
迫
し
た
空
間
を
構
成
し
て
い
る42

）
。

と
い
う
評
価
を
こ
の
絵
に
与
え
て
い
る
。
こ
の
文
章
で
は
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

構
図
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
た
し
か
に
絵
か
ら
も
そ
れ
が
感
じ
取

れ
る
。

こ
の
解
説
中
、
朱
買
臣
を
後﹅
漢
の
人
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
り
、
正
し
く
は

前﹅
漢
の
人
で
あ
る
。
全
体
は
左
上
か
ら
右
下
に
か
け
て
の
三
角
形
が
作
り
出
す

非
常
に
ゆ
っ
た
り
と
安
定
し
た
構
図
で
あ
る
。
鑑
賞
者
の
視
線
も
自
然
に
左
上

か
ら
右
下
へ
と
ゆ
っ
く
り
と
移
動
す
る
。
こ
の
構
図
は
、
い
わ
ゆ
る
「
馬
遠
様

人
物
画
」（
馬
遠
は
南
宋
の
有
名
な
画
家
）
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
図
15
の

よ
う
に
片
幅
だ
け
で
は
、
こ
の
安
定
感
は
味
わ
え
な
い
。
図
15
が
、
非
常
に
切

迫
し
た
よ
う
に
見
え
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
崖
の
表
現
は
狩
野
派
お
得
意

の
「
斧ふへ
劈きし
ゆん

」（
斧
で
割
っ
た
よ
う
な
岩
の
鋭
角
的
な
表
現
方
法
で
、
中
国
絵
画
か

ら
得
た
技
術
）
で
あ
る
。
た
だ
山
水
画
に
よ
く
使
用
さ
れ
る
「
大
斧
劈

」
の

表
現
は
少
な
く
、
し
た
が
っ
て
背
景
の
岩
に
も
厳
し
さ
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。

山
が
「
静
」
を
川
が
「
動
」
を
表
し
、
同
時
に
山
（
静
）
の
中
に
人
物
（
動
）

が
あ
る
と
い
う
静
動
兼
備
の
絵
で
あ
る
。
先
に
図
15
が
切
迫
し
て
い
る
と
言
っ

た
が
、
よ
り
人
物
が
強
調
さ
れ
、
絵
全
体
が
動
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。

も
と
も
と
こ
の
「
朱
買
臣
図
」
は
大
徳
寺
の
東
北
に
位
置
す
る
大
書
院
の
東

側
に
描
か
れ
て
い
た
も
の
だ
。
同
室
に
は
他
に
、
林
和
靖
、
太
公
望
、
西
王
母
、

東
方
朔
と
い
っ
た
人
物
が
描
か
れ
て
い
た
。
朱
買
臣
以
外
の
人
物
は
、
狩
野
派

の
よ
う
な
御
用
絵
師
だ
け
で
な
く
、
町
絵
師
や
浮
世
絵
師
な
ど
に
好
ま
れ
盛
ん

に
描
か
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
朱
買
臣
は
そ
れ
ほ
ど
描
か
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
は
、
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
が
、

「
朱
買
臣
図
」
が
非
常
に
限
ら
れ
た
範
囲
の
絵
師
に
よ
っ
て
の
み
描
か
れ
た
絵

で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

本
稿
で
は
こ
の
よ
う
に
歩
き
な
が
ら
本
を
読
ん
で
い
る
朱
買
臣
を
、
妙
心
寺

系
「
朱
買
臣
図
」（
置
薪
読
書
図
）
に
対
し
て
、
大
徳
寺
系
「
朱
買
臣
図
」（
負

薪
読
書
図
）
と
名
づ
け
る
こ
と
に
す
る
。
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図
17
は
、
京
都
国
立
博
物
館
が
所
蔵
す
る
『
探
幽
縮
図
』
に
載
る
「
朱
買
臣

図
」
で
あ
る
。

扇
面
に
墨
の
み
で
描
か
れ
た
も
の
で
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
六
月
二
一

日
に
制
作
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
推
定
で
は
あ
る
が
、
こ
の
図
の

も
と
に
な
っ
た
絵
、
す
な
わ
ち
原
図
を
描
い
た
絵
師
は
、
狩
野
永
徳
（
一
五
四

三
〜
一
五
九
○
）
ら
し
い43

）
。
狩
野
永
徳
は
探
幽
の
祖
父
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
祖
父
が
描
い
た
「
朱
買
臣
図
」
を
孫
の
探
幽
が
縮
図
に
し
た

も
の
と
な
る
。
こ
の
「
朱
買
臣
図
」
の
特
徴
は
、
左
後
ろ
斜
め
四
五
度
の
角
度

か
ら
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
見
返
り
美
人
図
の
よ
う
な
「
朱
買
臣
図
」

で
あ
る
。
系
統
は
、
大
徳
寺
系
「
朱
買
臣
図
」（
負
薪
読
書
図
）
で
あ
る
。

ま
た
、
図
18
は
、
同
じ
く
『
探
幽
縮
図
』（
中
村
岳
陵
蔵
本
）
に
載
る
狩
野
探

幽
筆
「
朱
買
臣
図
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
雪
舟
の
弟
子
、
等
春
が
描
い
た
と
さ
れ
る
「
朱
買
臣
図
」
の
写
し
で

あ
る
。
等
春
に
つ
い
て
は
、
図
14
の
と
こ
ろ
で
説
明
し
た
の
で
、
こ
れ
以
上
の

紹
介
は
避
け
る
。
た
だ
、
こ
の
図
18
は
図
14

と
全
く
同
じ
構
図
で
あ
り
、
図
14
を
基
に
縮

図
化
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
薪
、
本
、
瓢
箪
な
ど
の
位
置
や
角

度
、
そ
し
て
左
足
を
前
に
出
し
て
い
る
と
こ

ろ
、
体
の
傾
き
な
ど
す
べ
て
が
図
14
と
同
じ

で
あ
る
。

図
19
は
、
狩
野
永
敬
（
一
六
六
二
〜
一
七

○
二
）
に
よ
る
「
朱
買
臣
図
」
で
あ
る
。

狩
野
永
敬
は
、
京
狩
野
家
四
代
目
当
主
で

あ
る
。
こ
の
図
の
制
作
年
代
は
わ
か
ら
な
い

が
、
お
そ
ら
く
は
一
七
世
紀
後
半
で
あ
ろ
う

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
絵
を
収
載
す
る

京
都
文
化
博
物
館
編
『
近
世
京
都
の
狩
野
派

図17 狩野探幽筆「朱買臣図」（『探幽縮図』＜京都国立博物館蔵本＞よ
り）（狩野永徳筆＜推定＞、寛文元年＜1661＞6月21日制作＜推定＞)

図18 狩野探幽筆「朱買臣図」（『探幽縮図』＜中村岳陵蔵本＞より）
（等春筆「朱買臣図」の写し)
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展
』
の
「
作
品
解
説
」
に
よ
る
と
、
こ
の
図
は
一
幅
物
で
、「
永
敬
の
バ
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
を
示
す
一
点
」
で
あ
り
、「
朱
買
臣
の
や
や
目
が
つ
り
上
が
り
、
鼻

梁
の
張
っ
た
横
顔
は
、
山
楽
や
山
雪
、
さ
ら
に
は
永
納
の
横
向
き
の
唐
人
物
図

を
踏
襲
し
た
も
の
だ
ろ
う
」
と
い
う44

）
。
狩
野
山
楽
（
一
五
五
九
〜
一
六
三
五
）

は
京
狩
野
家
の
祖
で
あ
り
、
狩
野
山
雪
（
一
五
八
九
〜
一
六
五
一
）
は
山
楽
の

養
子
で
京
狩
野
家
二
代
目
当
主
、
狩
野
永
納
（
一
六
三
一
〜
一
六
九
七
）
は
山

雪
の
実
子
で
京
狩
野
家
三
代
目
当
主
で
あ
る
。
永
敬
は
そ
れ
を
忠
実
に
受
け
継

い
で
こ
の
「
朱
買
臣
図
」
を
描
い
た
と
い
う
の
だ
。
こ
の
形
の
「
朱
買
臣
図
」

が
京
狩
野
家
の
得
意
と
し
た
「
朱
買
臣
図
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
妙
心
寺
系
「
朱

買
臣
図
」（
置
薪
読
書
図
）
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
事
実
は
、
京
狩
野
家
に
図
13

の
よ
う
な
妙
心
寺
系
「
朱
買
臣
図
」
が
粉
本
な
ど
の
形
で
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と

を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、
江
戸
狩
野
家
に
大
徳
寺
系
の
「
朱
買
臣
図
」
が
伝

わ
り
、
他
方
、
京
狩
野
家
に
は
妙
心
寺
系
の
「
朱
買
臣
図
」
が
伝
わ
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
京
狩
野
家
は
代
々
妙
心
寺
と
の
関
わ
り
が
深
か
っ
た

か
ら
、
妙
心
寺
系
の
「
朱
買
臣
図
」
が
伝
わ
っ
て
い
た
の
は
ま
ず
間
違
い
の
な

い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
京
狩
野
家
初
代
当
主
狩
野
山
楽
は
妙
心
寺
の
「
龍
虎
図
屛
風
」
を

手
が
け
て
い
る
し
、
二
代
目
当
主
、
山
雪
も
妙
心
寺
の
襖
絵
を
多
く
手
が
け
て

い
る
。
山
雪
で
い
え
ば
、
天
球
院
や
桂
春
院
、
そ
し
て
天
祥
院
の
襖
絵
が
そ
れ

に
あ
た
る
。
妙
心
寺
と
の
深
い
関
係
は
幕
末
ま
で
続
き
、
九
代
目
当
主
、
永
岳

（
一
七
九
○
〜
一
八
六
七
）
に
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る45

）
。
つ
ま
り
、
図
式
的
に

示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

《
江
戸
狩
野
派
》
↓
大
徳
寺
系
「
朱
買
臣
図
」（
漢
籍
由
来
）

《
京
狩
野
派＊

》

↓
妙
心
寺
系
「
朱
買
臣
図
」（
和
書
由
来
）

＊

京
狩
野
家
に
直
接
師
事
し
た
、
あ
る
い
は
京
狩
野
家
で
絵
の
技
術
を
習
得
し
た
人
た
ち
を
京

狩
野
派
と
す
る
。

そ
し
て
こ
の
差
は
、
そ
れ
ぞ
れ
漢
籍
、
和
書
を
基
に
絵
画
化
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
が
忠
実
に
継
承
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

図
20
は
、
大
岡
春しゆん
卜ぼく
（
一
六
八
○
〜
一
七
六
三
）
の
『
和
漢
名
筆
画
本
手

鑑
』（
享
保
五
年

一
七
二
○

刊
）
巻
五
に
載
る
絵
で
あ
る
。
絵
に
あ
る
通
り
、

中
橋
狩
野
家
の
初
代
当
主
、
狩
野
安
信
が
描
い
た
絵
の
模
写
で
あ
る
。

大
岡
春
卜
は
大
坂
の
狩
野
派
を
代
表
す
る
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
師
承
関
係

に
つ
い
て
、
脇
坂
淳
は
「『
春
』
の
一
字
を
戴
く
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
春
雪
信

之
（
元
禄
四
年
、
七
十
八
歳
没
）
あ
た
り
の
系
譜
に
連
な
っ
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
」
と
し
、「
お
そ
ら
く
師
と
早
く
に
別
れ
、
そ
の
後
は
常
の
師
を
も
た

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
」
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
遺
作

か
ら
し
て
狩
野
の
法
を
学
ん
だ
こ
と
は
明
々
白
々
で
あ
り
、
狩
野
の
筆
技
を
よ

く
伝
え
て
い
る
こ
と
に
い
さ
さ
か
の
否
み
の
余
地
を
は
さ
み
え
な
い
の
も
事
実

で
あ
る
」
と
し
て
い
る46

）
。
師
に
比
定
さ
れ
た
春
雪
信
之
（
一
六
四
六
〜
一
六
九

一
）
は
江
戸
の
表
絵
師
で
、
そ
の
子
供
た
ち
は
後
に
そ
れ
ぞ
れ
山
下
狩
野
家
、
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深
川
水
場
狩
野
家
、
稲
荷
橋
狩
野
家
と
称
し
て
一
家
を
な
し
た
人
た
ち
で
あ
っ

た
。
一
方
、
木
村
重
圭
は
、「
春
卜
は
狩
野
の
門
を
く
ぐ
っ
た
こ
と
は
事
実
だ

と
し
て
も
、
は
た
し
て
誰
で
あ
っ
た
か
は
、
い
ま
だ
明
ら
か
に
し
得
な
い
」
と

し
な
が
ら
も
、「
た
だ
、
江
戸
の
狩
野
派
よ
り
、
京
都
の
狩
野
派
の
方
が
よ
り

近
い
と
考
え
た
い
」
と
述
べ
て
い
る47

）
。

も
し
、
木
村
の
言
う
よ
う
に
、
春
卜
が
京
狩
野
家
の
画
法
を
受
け
継
い
で
い

た
と
し
た
な
ら
ば
、
京
狩
野
家
に
も
大
徳
寺
系
「
朱
買
臣
図
」
が
伝
わ
っ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
図
は
、
図
17
、
18
の
よ
う
な
狩
野
探
幽
筆
と

伝
え
ら
れ
る
「
朱

買
臣
図
」
と
同
じ

構
図
で
あ
る
か
ら

だ
。
先
に
図
19
で
見
た
よ
う
に
、
京
狩
野
家
に
は
妙
心
寺
系
「
朱
買
臣
図
」

（
置
薪
読
書
図
）
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
確
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
、
京
狩
野
家

に
も
大
徳
寺
系
「
朱
買
臣
図
」
が
伝
わ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
大
岡

春
卜
の
師
承
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
限
り
は
断
定
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。

た
だ
、
私
見
を
述
べ
る
と
、
春
卜
と
い
う
名
前
、
そ
し
て
大
岡
派
の
門
人
た

ち
に
は
「
春
」
も
し
く
は
「
信
」
の
字
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
（「
春
」
が
圧
倒
的

に
多
く
、
そ
の
踏
襲
方
法
が
山
下
狩
野
家
に
似
て
い
る
）
こ
と
な
ど
か
ら
判
断
し

て
、
や
は
り
春
雪
信
之
に
師
事
し
た
と
す
る
方
が
穏
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

に
加
え
、
遺
作
に
お
け
る
鋭
い
筆
遣
い
や
表
現
方
法
と
い
っ
た
画
風
か
ら
判
断

し
て
も
江
戸
狩
野
派
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
こ
こ
で

は
ひ
と
ま
ず
脇
坂
の
説
に
従
い
、
大
岡
春
卜
を
春
雪
信
之
の
門
人
で
あ
っ
た
と

し
て
お
く
。

そ
の
証
拠
に
、
こ
の

絵
も
大
徳
寺
系
「
朱
買

臣
図
」（
負
薪
読
書
図
）

で
あ
り
、
図
15
な
ど
を

手
本
に
し
て
写
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
よ
し
や

直
接
の
師
弟
関
係
は
な

い
と
し
て
も
春
卜
が
江

戸
狩
野
派
の
強
い
影
響

図19 狩野永敬筆「朱買臣図」（17世紀後半作)

図20 大岡春卜筆『和漢名筆画本手鑑』（享保5年
＜1720＞)
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下
に
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

図
21
は
、
大
岡
道
信
（
生
没
年
未
詳
）
筆
『
押
絵
手
鑑
』（
元
文
元
年

一
七

三
六

刊
）
に
載
る
「
朱
買
臣
図
」
で
あ
る
。

そ
の
序
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

大
岡
道
信
は
浪
花
の
産
、
壮
年
な
り
。
画
を
好
ミ
、
法
眼
春
卜
の
門
に
入

て
学
ぶ
事
久
し48

）
。

こ
の
こ
と
か
ら
道
信
は
、
先
に
紹
介
し
た
大
岡
春
卜
の
門
人
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
弟
子
の
大
岡
道
信
も
春
卜
、
そ
し
て
江
戸
狩
野
派
の
画

風
を
受
け
継
い
で
お
り
、
こ
の
絵
も
江
戸
狩
野
派
に
伝
わ
っ
て
い
た
大
徳
寺
系

「
朱
買
臣
図
」（
お
そ
ら
く
『
探
幽
縮
図
』
の
よ
う
な
も
の
）
を
も
と
に
し
て
描
か

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

図
22
は
、
関
等
元
（
生
没
年
未
詳
）
と
い
う
人
物
の
描
い
た
「
朱
買
臣
図
」

で
あ
る
。
そ
れ
を
、
桜
井
雪
館
（
桂
月
‥
一
七
一
五
〜
一
七
九
〇
）
と
い
う
画
家

が
転
載
も
し
く
は
模
写
し
た
も
の
だ
。

『
国
書
人
名
辞
典
』（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
と
、
こ
の
雪
館
と
い
う
人
は
「
常

陸
の
人
。
絵
事
を
業
と
し
、
江
戸
に
出
て
雪
舟
流
を
学
び
一
家
を
成
し
た49

）
」
と

あ
る
の
で
、
雪
舟
流
の
画
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
図
22
の
も
と
に

な
っ
た
絵
の
作
者
、
関
等
元
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は
全
く
わ
か
ら
な
い
が
、

こ
の
絵
が
載
る
『
画
則
』
巻
之
五
「
目
録
」
に
は
、「
常
州
水
府
之
人
」
と
あ

り
、
現
在
の
茨
城
県
水
戸
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
流
派
は
わ
か
ら
な

い
が
、
お
そ
ら
く
雪
舟
流
で
あ
ろ
う
。
理
由
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
雪
館
が
雪
舟
流
で
あ
り
、
か
つ
巻
五
の
「
小
引
」
に
は
、
彼
の

「
画
事
ヲ
語
ル
ノ
朋
二
百
有
余
人
」
の
中
か
ら
雪
館
が
選
ん
で
集
め
た
旨
の
記

述
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
狩
野
永
納
に
よ
る
画
論
『
本
朝
画
史
』（
元
禄
六
年

一
六
九
三

刊
）
に
、「
其
名
有
等
之
字
者
、
皆
是
雪
舟
之
画
徒
也
（
其
の
名

に
等
の
字
有
る
者
、
皆
是
雪
舟
の
画
徒
な
り
｜
訓
読
筆
者50

）
）」
と
あ
る
か
ら
で
、
関

が
名
字
、
等
元
が
画
号
で
あ
ろ
う
、
と
推
察
さ
れ
る
か
ら
だ
。
雪
舟
の
弟
子
、

雪
村
（
一
五
○
四
？
〜
一
五
八
九
）
も
常
陸
に
関
わ
り
の
深
い
こ
と
か
ら51

）
、
こ

の
人
物
が
雪
舟
流
の
絵
師
で
あ
る
の
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

絵
に
つ
い
て
言
え
ば
、
大
徳
寺
系
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し

か
し
筆
致
は
か
な
り
違
う
。
狩
野
派
の
も
の
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
厳
し
さ
は
こ

の
絵
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
全
体
的
に
や
わ
ら
か
い
タ
ッ
チ
に
な
っ
て
お
り
、

顔
も
柔
和
だ
。
楽
し
そ
う
に
歩
い
て
い
る
。
隠
遁
者
の
よ
う
で
さ
え
あ
る
。
衣

の
襞
や
岩
壁
を
除
け
ば
、
す
べ
て
が
丸
み
を
帯
び
て
い
る
せ
い
で
あ
ろ
う
。

図
14
で
み
た
よ
う
に
、
雪
舟
の
弟
子
、
等
春
に
も
同
じ
様
な
「
朱
買
臣
図
」

が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
雪
舟
流
に
も
大
徳
寺
系
「
朱
買
臣
図
」（
負
薪
読
書

図
）
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
等
春
の
も
の
と
は
背
景

や
容
貌
な
ど
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
朱
買
臣
の
顔
が
柔
和
で
ふ
っ
く
ら
と

し
て
お
り
、
背
景
の
山
や
木
も
相
当
丸
み
を
帯
び
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
が
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特
徴
的
で
あ
る
。
特
に
狩
野
派
の
大
徳
寺
系
「
朱
買
臣
図
」
と
く
ら
べ
る
と
そ

の
差
は
瞭
然
と
し
て
い
る
。

図
23
は
、
吉
村
周
山
（
一
七
○
○
？
〜
一
七
七
六
）
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た

『
和
漢
名
筆
画
英
』
巻
之
三
（
寛
延
三
年

一
七
五
○

刊
）
中
に
あ
る
「
朱
買

臣
図
」
で
あ
る
。

編
者
の
吉
村
周
山
は
、
大
坂
の
人
で
、
画
法
を
牲にえ
川かわ
充みつ
信のぶ
（
一
六
七
八
？

〜
一
七
五
一
）
に
学
び
、
後
に
一
家
を
な
し
て
法
眼
に
叙
せ
ら
れ
た
。
彫
刻
を

得
意
と
し
、
特
に
根
付
師
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
が
、
故
あ
っ
て
晩
年
に
こ
の

業
を
廃
し
た
と
い
う52

）
。
白
井
華
陽
『
画
乗
要
略
』（
天
保
二
年

一
八
三
一

刊
）
巻
二
に
は
、「
名
は
充
興
、
探
仙
と
号
す
。
充
信
に
学
ぶ53

）
」
と
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
吉
村
周
山
の
師
匠
で
あ
る
牲
川
充
信
は
、
鶴
沢
探
山
（
一
六
五
五

〜
一
七
二
九
）
門
下
で
あ
る
。
鶴
沢
探
山
は
狩
野
探
幽
の
門
人
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
孫
弟
子
に
あ
た
る
牲
川
充
信
や
そ
の
弟
子
の
吉
村
周
山
は
い
ず
れ
も
鍛
冶

橋
狩
野
家
の
画
風
を
継
承
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

こ
の
絵
は
図
中
に
あ
る
よ
う
に
、
狩
野
探
幽
の
描
い
た
「
朱
買
臣
図
」
を
写

し
た
も
の
で
あ
る
。
大
徳
寺
系
「
朱
買
臣
図
」（
負
薪
読
書
図
）
で
あ
る
が
、
図

15
な
ど
と
く
ら
べ
る
と
か
な
り
省
筆
さ
れ
て
い
る
。
探
幽
は
、
余
白
を
使
っ
た

絵
を
得
意
と
し
て
い
た
か
ら
、
図
15
、
も
し
く
は
そ
れ
と
同
様
の
「
朱
買
臣

図
」
を
か
な
り
省
筆
し
て
描
い
た
探
幽
筆
の
絵
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
吉
村
周
山

が
転
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

図
24
は
、
高

田
敬けい
輔ほ
（
一
六

七
四
〜
一
七
五

五
）
の
『
敬
輔

画
譜
』
（
享

和

三
年

一
八
○

三

序
、
文

化

元
年

一
八
○

四

刊
）
に
載

る
図
で
あ
る
。

描
き
手
で
あ

る
高
田
敬
輔
は

曾
我
蕭しよ
白うはく（
一

図21 大岡道信筆『押絵手鑑』（元文元年
＜1736＞)

図22 関等元筆「朱買臣図」（桜井雪館編『画則』巻之五＜安永5年
1776＞より)
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七
三
○
〜
一
七
八
一
）
の
師
と
も
い
わ
れ
る
人
で
あ
る
が
、『
国
書
人
名
辞
典
』

（
岩
波
書
店
）
に
は
、「
近
江
蒲
生
郡
日
野
の
薬
種
商
の
家
に
生
れ
る
。
絵
を
古こ

かん
・
狩
野
永
敬
に
学
び
、
法
眼
に
叙
せ
ら
れ
る
」
と
あ
る54

）
。
師
の
狩
野
永
敬
に

つ
い
て
は
、
図
19
の
と
こ
ろ
で
説
明
し
た
通
り
で
あ
る
。

他
方
、『
画
乗
要
略
』
巻
二
に
は
、「
高
田
敬
甫ママ

竹
隠
と
号
す
。
初
め
狩
野

氏
に
学
び
、
後
、
古

を
師
と
す
。
人
物
を
善
く
す
。
規
傚
を
事
と
せ
ず
。
独

り
性
霊
を
抒
ぶ
。
揮

横
逸
。
壮
年
京
摂
に
遊
び
、
最
も
そ
の
名
を
知
ら
る55

）
」

と
あ
り
、
規
範
性
を
嫌
っ
て
独
自
の
画
境
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
画
家
だ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
基
本
的
な
絵
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
狩
野
派
に
学
ん
だ
と
考
え

て
い
い
だ
ろ
う
。
彼
は
か
な
り
の
有
名
人
だ
っ
た
ら
し
く
伴
蒿こう
蹊けい
（
一
七
三
三

〜
一
八
○
六
）
の
『
続
近
世
畸
人
伝
』
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
ど

う
書
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、

敬
輔
高
田
氏
、
近
江
日
野
売
薬
屋
の
子
な
れ
ど
も
、
産
業
に
疎
く
、
わ
か

き
よ
り
御
室
御
所
に
奉
仕
し
て
あ
り
し
間
、
た
だ
画
を
好
み
て
、
其
の
頃

浄
福
寺
古

和
尚
、
画
に
長
ぜ
ら
れ
し
か
ば
、
従
ひ
て
学
ぶ
。（
中
略
）

し
か
も
和
尚
、
お
の
れ
は
其
の
家
に
あ
ら
ず
、
且
彩
色
に
く
ら
し
、
狩
野

家
に
よ
り
て
、
極
彩
色
の
法
を
つ
た
ふ
べ
し
と
て
、
紹
介
し
て
狩
野
某
に

学
ば
し
む
。
さ
れ
ば
、
し
ば
ら
く
其
の
家
風
を
画
く
と
い
へ
ど
も
、
つ
ひ

に
自
ら
一
家
を
な
せ
り
。
人
物
の
形
状
、
又
墨
黒
な
る
趣
な
ど
は
、
頗
る

古

和
尚
に
似
て
、
又
墨
の
濃
淡
を
も
て
密
画
を
な
す
は
、
其
工
夫
に
出

図23 狩野探幽筆「朱買臣図」（吉村周山編『和漢名筆画英』
巻之三＜寛延3年 1750＞より)

図24 高田敬輔筆『敬輔画譜』（文化元年
＜1804＞)
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で
た
り
と
ぞ56

）
。

と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

先
ほ
ど
み
た
『
画
乗
要
略
』
と
は
少
し
食
い
違
う
内
容
で
あ
る
。『
画
乗
要

略
』
で
は
、
先
に
狩
野
派
に
学
び
、
後
に
古

に
師
事
し
た
と
し
て
い
る
の
に

対
し
、『
続
近
世
畸
人
伝
』
で
は
、
先
に
古

に
就
き
、
そ
の
後
狩
野
派
に
学

ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
画
風
か
ら
判
断
し
て
『
画
乗
要
略
』
の
方
が
正
し

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
そ
の
絵
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
古

に
似

て
い
る
と
い
う
「
墨
黒
な
る
趣
」
や
、「
墨
の
濃
淡
を
も
て
密
画
を
な
す
」
と

い
っ
た
特
徴
は
、
図
24
に
も
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
師
の
古

に
つ
い

て
は
『
画
乗
要
略
』
に
、「
古

、
何
許
の
人
な
る
か
を
知
ら
ず
。
初
め
狩
野

氏
に
学
び
、
後
、
其
の
格
を
守
ら
ず57

）
」
と
あ
り
、
か
な
り
奔
放
な
画
家
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
か
な
か
の
く
せ
者
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
敬
輔
は
画
僧
古

に
大
い
に
感
化
さ
れ
、
そ
し
て
画
風
を
受
け
継
い
だ
の
で
あ
る58

）
。

と
こ
ろ
で
、
絵
に
は
朱
買
臣
と
は
書
い
て
い
な
い
が
、
讃
か
ら
こ
の
人
物
が

朱
買
臣
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
讃
の
最
後
の
字
句
は
、「
漢
代
真
君
子
読
書

経
義
通
」
で
あ
る
。
漢
代
の
真
君
子
と
あ
り
、
薪
を
採
り
な
が
ら
書
物
を
読
ん

で
い
る
こ
と
か
ら
、
間
違
い
な
く
こ
れ
は
朱
買
臣
の
図
だ
。

図
24
は
人
物
の
角
度
な
ど
は
異
な
る
も
の
の
、
図
19
と
基
本
的
に
は
同
じ
構

図
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
図
19
と
同
様
、
京
狩
野
派
が
得
意
と
し
た
妙
心
寺
系

「
朱
買
臣
図
」（
置
薪
読
書
図
）
と
断
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
つ
て
仲
田
勝
之
助
は
、『
絵
本
の
研
究
』（
美
術
出
版
社
、
昭
和
二
五
年
五
月

刊
）
の
中
で
、
古

や
高
田
敬
輔
を
「
雪
舟
派
」
と
し
た
。
も
し
雪
舟
派
で
あ

る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
高
田
敬
輔
に
も
大
徳
寺

系
「
朱
買
臣
図
」
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
彼
の
画
譜
類
に

は
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
こ
の
「
朱

買
臣
図
」
に
関
し
て
は
、
京
狩
野
派
、
つ
ま
り
妙
心
寺
系
「
朱
買
臣
図
」
の
影

響
が
強
い
こ
と
を
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
く
。

図
25
は
、
鍬
形
けい

斎さい
（
一
七
六
四
〜
一
八
二
四
）
の
『
人
物
略
画
式
』（
寛
政

一
一
年

一
七
九
九

刊
）
に
載
る
人
物
像
で
あ
る
。

鍬
形

斎
は
、
も
と
浮
世
絵
師
、
北
尾
重
政
（
一
七
三
九
〜
一
八
二
○
）
の

門
人
で
あ
っ
た
。
浮
世
絵
師
と
し
て
の
名
は
北
尾
政まさ
美よし
で
、
山
東
京
伝
（
一
七

六
一
〜
一
八
一
六
）
と
は
兄
弟
弟
子
の
関
係
に
な
る
。
黄
表
紙
の
挿
絵
な
ど
を

描
い
て
い
た
が
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）、
浮
世
絵
師
と
し
て
は
異
例
の
美みま

作さか
津
山
藩
の
お
抱
え
絵
師
と
な
る
。
三
年
後
、
鍬
形

斎
紹つぐ
真ざね
と
改
称
し
、
木

挽
町
狩
野
家
当
主
、
養
川
院
狩
野
惟
信
（
一
七
五
三
〜
一
八
○
八
）
に
つ
い
て

狩
野
派
の
画
風
を
学
ん
だ59

）
。『
人
物
略
画
式
』
は

斎
の
代
表
作
の
一
つ
と
さ

れ
る
。
こ
の
図
は
お
そ
ら
く
狩
野
探
幽
の
『
探
幽
縮
図
』（
図
17
）
に
倣
っ
た

も
の
で
、
そ
れ
を

斎
な
り
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
左
後
ろ
斜

め
四
五
度
の
角
度
か
ら
捉
え
た
も
の
と
し
て
、
図
17
の
『
探
幽
縮
図
』
と
共
通

す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
図
17
と
同
様
、
見
返
り
美
人
様
の
「
朱
買
臣
図
」

で
あ
る
。
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図
26
は
、
東
京
芸
術
大
学
が
所
蔵
す
る
「
朱
買
臣
図
」
で
あ
る
。

木
挽
町
狩
野
家
の
門
人
で
あ
る
木
村
立りゆう
嶽がく
（
一
八
二
五
〜
一
八
九
○
）
の
手

に
よ
る
も
の
で
、
元
代
の
画
家
、
盛
子
昭
の
絵
の
模
写
で
あ
る
と
い
う
。
盛
子

昭
（
盛せいぼう
）
に
つ
い
て
、『
支
那
書
画
人
名
辞
書
』
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

盛セイボウ

画

元

字
は
子
昭
、
盛
洪
の
子
。
其
家
学
を
世
々
に
し
て
之
に

過
ぐ
。
善
く
山
水
人
物
花
鳥
を
画
く
。
始
め
陳
仲
美
を
学
び
、
略
々
其
法

を
変
ず
。
精
緻
余
有
り
て
巧
に
過
ぐ60

）
。

こ
の
盛
子
昭
の
名
は
室
町
時
代
に
成
立
し
た
『
君くん
台だい
観かん
左そ

右う

帳ちょ
記うき
』
に
も

「
上
」
の
画
家
と
い
う
高
い
評
価
を
も
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、

日
本
で
も
か
な
り
有
名
で
あ
り
、
ま
た
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の
絵
も
珍
重
さ

れ
た
。

木
村
立
嶽
は
、
木
挽
町
狩
野
家
勝しょう
川せん
院いん
雅ただ
信のぶ
門
下
四
天
王
の
筆
頭
と
さ
れ

る
人
物
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
盛
子
昭
が
描
い
た

「
朱
買
臣
図
」
が
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
あ
る
い
は
盛
子
昭
の
絵
か
ら
作

ら
れ
た
粉
本
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
原
本

の
所
在
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
以
上
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
言
え
な
い
。

大
徳
寺
系
「
朱
買
臣
図
」（
負
薪
読
書
図
）
が
江
戸
狩
野
家
に
伝
わ
っ
て
い
た

こ
と
を
裏
付
け
る
資
料
と
し
て
、
中
橋
狩
野
家
に
属
す
る
狩
野
一
渓
（
一
五
九

九
〜
一
六
六
二
）
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
後こう
素そし
集ゆう
』（
元
和
九
年

一
六
二
三

図25 鍬形 斎筆『人物略画式』（寛政11年＜1799＞)図26 木村立嶽写、盛子昭筆「朱買臣図」（東京芸術
大学蔵)
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自
跋
）
が
あ
る
。
そ
の
巻
第
二
、「
田
夫
蚕
婦
」
の
項
に
は
、「
臣
負
柴
図
」
と

し
て
「
朱
買
臣
柴
を
荷
ひ
て
書
を
見
る
」
と
あ
る61

）
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
大
徳
寺

系
「
朱
買
臣
図
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
江
戸
狩
野
家
に
「
朱
買

臣
図
」
が
、
そ
れ
も
大
徳
寺
系
「
朱
買
臣
図
」
だ
け
が
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
朱
買
臣
図
」
に
は
大
徳
寺
系
と
妙
心
寺
系

の
二
種
類
が
あ
っ
た
。
再
度
確
認
し
て
お
く
と
、
大
徳
寺
系
の
も
の
は
、
薪
を

背
負
い
な
が
ら
歩
い
て
本
を
読
む
姿
を
描
い
た
も
の
（
負
薪
読
書
図
）
で
、
主

と
し
て
江
戸
狩
野
派
の
系
統
に
受
け
継
が
れ
て
い
た
。
一
方
、
妙
心
寺
系
の
も

の
は
、
薪
を
傍
ら
に
置
い
て
座
っ
て
読
書
を
す
る
姿
を
描
い
た
も
の
（
置
薪
読

書
図
）
で
あ
り
、
京
狩
野
派
に
継
承
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
大
徳
寺
と
妙
心
寺
は
京
都
の
数
あ
る
臨
済
宗
寺
院
の
中
で
も
別
派
を
な

す
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
相
国
寺
な
ど
の
京
都
に
あ
る
他
の
臨
済
宗
の

諸
大
寺
は
、
夢
窓
国
師
（
疎
石
‥
一
二
七
五
〜
一
三
五
一
）
の
一
門
で
占
め
ら
れ

て
い
る
の
に
対
し
、
大
徳
寺
と
妙
心
寺
は
そ
れ
ぞ
れ
大
燈
国
師
（し
宗ゅう
峰ほう
妙みよう
超ちよう
‥

一
二
八
二
〜
一
三
三
七
）、
関かん
山ざん
慧え

玄げん
（
無
相
大
師
‥
一
二
七
七
〜
一
三
六
○
）

と
い
う
師
弟
関
係
（
関
山
慧
玄
は
大
燈
国
師
の
高
弟
）
に
あ
っ
た
人
物
に
よ
っ
て

開
山
さ
れ
た
禅
宗
寺
院
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
大
徳
寺
と
妙
心
寺
は
い
わ
ば
兄

弟
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ62

）
。
こ
の
二
寺
を
「
山
隣
派
」
と
も
称
す
る
。
こ

の
二
つ
の
寺
院
に
の
み
「
朱
買
臣
図
」
が
伝
え
ら
れ
、
他
に
は
伝
播
し
て
い
か

な
か
っ
た
こ
と
の
背
景
に
は
何
ら
か
の
事
情
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
現
在
の
と

こ
ろ
そ
の
理
由
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て

は
ひ
と
ま
ず
保
留
し
、
指
摘
だ
け
に
留
め
て
お
く
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
二
寺
は
戦
国
大
名
の
庇
護
を
受
け
た
寺
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
共
通
点
が
あ
り
、
本
来
妙
心
寺
は
大
徳
寺
を
本
寺
と
す
る
立
場
に
あ
っ

た
が
、
永
正
期
（
一
五
○
四
〜
一
五
二
一
）
に
独
立
し
、
対
等
な
立
場
に
昇
格

し
て
い
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
歴
史
的
に
は
、
妙
心
寺
の
大
徳
寺

離
れ
と
し
て
語
ら
れ
る63

）
。
も
と
は
兄
弟
関
係
に
あ
っ
た
両
寺
で
あ
る
が
、
永
正

以
後
は
独
立
し
た
立
場
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
江
戸
狩
野
派
と
京
狩
野
派
に
分

離
す
る
頃
（
一
七
世
紀
初
頭
）
に
は
す
で
に
両
寺
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
立
場

に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
江
戸
狩
野
派
が
得
意
と
し
た

大
徳
寺
系
「
朱
買
臣
図
」
と
、
京
狩
野
派
が
得
意
と
し
た
妙
心
寺
系
「
朱
買
臣

図
」
は
交
わ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
派
に
伝
承
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

大
徳
寺
系
と
妙
心
寺
系
と
い
う
二
種
類
の
「
朱
買
臣
図
」
の
存
在
は
、
喩
え

て
言
え
ば
、
漢
字
の
「
音
読
み
」
と
「
訓
読
み
」
の
関
係
、
あ
る
い
は
「
漢

字
」
に
対
す
る
「
仮
名
」
の
よ
う
な
関
係
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言

う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
喩
え
た
「
音
読
み
」、「
漢
字
」
は
大
徳
寺
系
「
朱
買

臣
図
」
を
指
し
、「
訓
読
み
」、「
仮
名
」
は
妙
心
寺
系
「
朱
買
臣
図
」
に
あ
た

る
。こ

れ
ま
で
の
考
察
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
の
概
要
を
図
示
す
る
と
、

図
27
の
よ
う
に
な
る
。
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五

お
わ
り
に

狩
野
派
、
と
り
わ
け
江
戸
狩
野
派
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
大
徳
寺
系

「
朱
買
臣
図
」（
負
薪
読
書
図
）
が
、
金
次
郎
の
「
負
薪
読
書
図
」
へ
転
用
さ
れ

た
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
と
、
筆
者
は
述
べ
た
。

だ
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
当
時
、
特
別
な
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
金

次
郎
の
ほ
か
に
も
同
じ
様
な
事
例
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
調
査
を
続

け
て
い
き
た
い
。

東
方
朔
や
西
王
母
が
、
長
寿
を
表
す
目
出
度
い
図
像
と
し
て
好
ま
れ
、
様
々

な
画
家
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
の
に
対
し
、
朱
買
臣
が
そ
れ
ほ
ど
好
ん
で
描
か
れ

る
絵
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
、
こ
う
し
た
図
像
の
継
承
に
大
き
く
寄
与
し
た
と

思
わ
れ
る
要
因
の
一
つ
で
あ
る
。
も
し
多
く
の
人
の
目
に
す
る
よ
う
な
絵
な
ら
、

必
ず
亜
流
が
で
き
、
様
々
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
朱
買
臣
が
出
来
た
は
ず
で
あ
る
。

浮
世
絵
師
も
関
わ
れ
ば
、
そ
の
世
界
は
も
っ
と
広
が
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
か

し
実
際
に
は
、「
朱
買
臣
図
」
は
一
般
の
人
々
の
目
に
触
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た

が
、
本
画
と
し
て
描
か
れ
る
の
は
稀
で
、
ひ
っ
そ
り
と
大
徳
寺
、
妙
心
寺
、
そ

し
て
主
と
し
て
狩
野
派
と
一
部
、
雪
舟
派
の
み
に
受
け
継
が
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
（
一
九
世
紀
頃
に
は
一
部
漏
洩
し
て
い
た
け
れ
ど
も
）。
だ
か

ら
、
こ
れ
ら
の
二
様
式
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
な
く
、
狩
野
家
の
歴
史
と
ほ
ぼ
同

じ
、
約
四
○
○
年
の
間
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
も
な
く
守
ら
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
二
宮
金
次
郎
に
代
っ
た
時
、
そ
の
構
図
が
一
気
に
広
ま

図27「朱買臣図」から金次郎への系譜

坂

輔

狩野派略系図
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っ
た
。
そ
こ
に
は
明
治
時
代
中
期
に
喧
伝
さ
れ
た
「
修
養
」
と
い
っ
た
概
念
も

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
に
違
い
な
い
。
少
年
向
け
の
読
み
物
が
激
増
し
た
と

い
っ
た
こ
と
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
門
閥
に
縛
ら
れ
た
社
会

シ
ス
テ
ム
か
ら
、
努
力
す
れ
ば
出
世
、
成
功
で
き
る
時
代
へ
の
変
化
と
い
う
の

も
当
然
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
価
値
観
の
変
化
、
時
代
背
景
が
図
像
の
変
容

を
要
求
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
広
範
に
行
き
渡
ら
せ
る
原
動
力
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。

＊
本
論
考
は
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
東
洋
美
術
研
究
セ
ン
タ
ー
の
平
成
一
九
年
度
（
二

○
○
七
）
研
究
助
成
金
を
受
け
て
行
っ
た
研
究
の
成
果
で
あ
る
。

る
。

５
）

図
２
や
４
で
荷
物
を
背
負
っ
て
い
る
男
は
、『
天
路
歴
程
』
の
主
人
公
、

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
。
こ
の
絵
で
主
人
公
が
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
の
は
、

『
天
路
歴
程
』
が
、
作
者
バ
ン
ヤ
ン
が
夢
で
見
た
物
語
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

前
面
で
頰
杖
を
つ
い
て
い
る
の
が
、
バ
ン
ヤ
ン
そ
の
人
で
あ
る
。

６
）

図
２
〜
５
、
６
は
舞
鶴
市
糸
井
文
庫
書
籍
閲
覧
シ
ス
テ
ム
か
ら
転
載
し
た

も
の
で
あ
る
。

７
）

本
田
済
編
訳
『
漢
書
・
後
漢
書
・
三
国
志
列
伝
選
』（『
中
国
古
典
文
学
大

系
』
第
一
三
巻
）、
平
凡
社
、
昭
和
四
三
年
六
月
、
六
五
頁
。

８
）
『
漱
石
全
集
』
第
一
四
巻
、
岩
波
書
店
、
平
成
七
年
八
月
、
七
頁
。

９
）
『
露
伴
全
集
』
第
一
五
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
二
七
年
五
月
、
四
三
〜
四

八
頁
。

10
）

野
崎
左
文
『
私
の
見
た
明
治
文
壇
』、
春
陽
堂
、
昭
和
二
年
五
月
、
七
五

〜
七
六
頁
。

11
）

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
露
伴
『
二
宮
尊
徳
翁
』
第
一
九
版
（
明
治
三
六

年
四
月
）
は
、
一
枚
目
に
「
負
薪
読
書
図
」、
二
枚
目
に
「
金
次
郎
成
人
図
」

と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
推
察
す
る
に
、
一
六
版
以

降
、
一
九
版
ま
で
の
間
に
一
枚
目
と
二
枚
目
の
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
初
版
の
「
負
薪
読
書
図
」
に
は
永
興
の
捺
印
が
あ
る
が
、

一
六
版
に
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
一
九
版
で
は
復
活
し
て
い
る
。
一
六
版
の

「
負
薪
読
書
図
」
は
か
な
り
原
版
の
劣
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
七
版
以

降
に
も
う
一
度
原
版
を
作
り
直
し
た
よ
う
で
あ
る
。
初
版
以
降
は
永
興
の
許
諾

な
し
に
刷
ら
れ
て
い
た
が
、
一
七
版
以
降
に
永
興
に
よ
っ
て
版
が
も
う
一
度
作

り
直
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

注１
）

藤
森
照
信
・
荒
俣
宏
『
東
京
路
上
博
物
誌
』、
鹿
島
出
版
会
、
昭
和
六
二

年
七
月
、
一
二
一
頁
。

２
）

井
上
章
一
『
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
・
ア
イ
ド
ル
二
宮
金
次
郎
』、
新
宿
書
房
、

平
成
元
年
三
月
、
二
五
頁
。
青
木
茂
雄
「
負
薪
金
次
郎
像
の
原
型
」『
歴
史
民

俗
学
』
第
一
○
号
（
別
冊
特
集
号
‥
雑
学
の
冒
険
）、
批
評
社
、
平
成
一
○
年

三
月
、
四
二
頁
。

３
）

井
上
前
掲
書
、
二
五
〜
二
六
頁
。

４
）

図
２
〜
５
は
、
井
上
前
掲
書
、
二
六
〜
二
七
頁
か
ら
転
載
し
た
も
の
で
あ
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12
）

塩
谷
賛
『
幸
田
露
伴
』（
上
）、
中
公
文
庫
、
昭
和
五
二
年
二
月
、
一
八
一

頁
。

13
）

山
田
奈
々
子
『
木
版
口
絵
総
覧

明
治
・
大
正
期
の
文
学
作
品
を
中
心
と

し
て
』、
文
生
書
院
、
平
成
一
八
年
二
月
第
二
刷
、
六
〜
七
頁
。

14
）

同
右
、
八
頁
。

15
）

同
右
、
二
二
〜
二
三
頁
。

16
）

田
中
重
男
（
楽
鷹
真
人
）
撰
『
学
生
之
銘
』、
光
世
館
、
明
治
三
九
年
四

月
、
一
七
四
〜
一
七
五
頁
。

17
）

柳
町
達
也
『
蒙
求
』（
中
国
古
典
新
書
）、
明
徳
出
版
社
、
昭
和
四
三
年
四

月
、
一
○
五
頁
。

18
）

高
井
蘭
山
注
『
経
典
余
師
三
字
経
之
部
』、
和
泉
屋
市
兵
衛
、
一
六
丁
表
。

引
用
は
、
石
川
松
太
郎
監
修
『
往
来
物
大
系
』
第
三
四
巻
（
大
空
社
、
平
成
五

年
三
月
）
に
よ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
田
一
止
人
注
、
井
上
春
曙
斎
画
『
余
師
三

字
経
童
子
訓
』（
天
保
一
二
年

一
八
四
一

刊
）
に
も
同
様
の
注
釈
が
ほ
ど

こ
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
は
朱
買
臣
の
絵
は
載
っ
て
い
な
い
。

19
）

鎌
田
環
斎
『
日
記
故
事
大
全
』、
前
川
善
兵
衛
ほ
か
、
明
治
一
三
年
四
月
、

九
丁
表
。

20
）

橋
本
草
子
「『
日
記
故
事
』
の
版
本
に
つ
い
て
｜
二
十
四
孝
図
研
究
ノ
ー

ト
そ
の
三
｜
」『
京
都
女
子
大
学
人
文
論
叢
』
第
四
六
号
、
平
成
一
○
年
一
月
、

三
三
頁
。
同
論
考
中
で
橋
本
は
、
虞
韶
自
ら
が
書
い
た
『
小
学
日
記
』
の
序
が
、

元
の
至
元
二
八
年
（
一
二
九
一
）
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、『
日
記
故
事
』
の

最
初
の
刊
本
は
元
の
初
め
の
頃
に
出
版
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
推
察
さ
れ
て

い
る
（
同
論
文
、
四
六
頁
）。

21
）

こ
の
注
釈
が
『
中
国
俗
文
学
研
究
』
第
一
○
号
（
中
国
俗
文
学
研
究
会
、

平
成
四
年
一
二
月
、
一
〜
七
二
頁
）
に
あ
る
。

22
）

井
上
泰
山
「
朱
買
臣
離
縁
譚
演
変
考
」『
関
西
大
学
文
学
論
集
』
第
四
二

巻
第
一
号
、
関
西
大
学
文
学
会
、
平
成
四
年
一
〇
月
、
九
七
頁
。

23
）

同
前
、
九
七
〜
九
九
頁
。

24
）

小
林
保
治
全
訳
注
『
唐
物
語
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
平
成
一
五
年
六
月
、

二
六
六
頁
。

25
）
『
新
編
国
歌
大
観
』
第
一
○
巻
、
角
川
書
店
、
平
成
四
年
四
月
、
九
三
六

頁
。

26
）

吉
田
幸
一
編
『
新
語
園
』
上
（『
古
典
文
庫
』
四
一
九
冊
）、
古
典
文
庫
、

昭
和
五
六
年
八
月
、
一
○
四
頁
。

27
）

野
間
光
辰
監
修
『
俳
諧
類
舩
集
』（『
近
世
文
芸
叢
刊
』
第
一
巻
）、
般
庵

野
間
光
辰
先
生
華
甲
記
念
会
、
昭
和
四
四
年
一
一
月
、
一
七
三
頁
、
五
二
五
頁
。

28
）
『
貞
門
俳
諧
集
』
一
（『
古
典
俳
文
学
大
系
』
一
）、
集
英
社
、
昭
和
四
五

年
一
一
月
、
一
三
三
頁
。

29
）

朱
買
臣
の
話
が
あ
っ
て
も
読
書
に
関
す
る
部
分
が
ほ
と
ん
ど
説
明
さ
れ
て

い
な
い
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
連
歌
書
『
連
集
良
材
』「
夜
ノ
衣
」
に
は

「
朱
買
臣
字
ハ
翁
子
会
稽
ノ
人
也
好
書
読
ム
」
と
だ
け
あ
る
（
国
書
刊
行
会
編

『
続
々
群
書
類
従
』
第
一
五
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
昭
和
四
四
年
一
○
月
、

五
○
二
頁
）。
ま
た
、『
和
漢
三
才
図
会
』
巻
六
三
（
中
華
）「
朱
買
臣
」
も
、

「
字
は
翁
子
、
嘉
興
府
の
人
な
り
。
薪
を
採と
り
て
自
ら
給
す
。
嘗
て
学
を
好
み

て
倦うま
ず
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
（
谷
川
健
一
編
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』

第
二
八
巻
、
三
一
書
房
、
昭
和
五
五
年
四
月
、
八
九
○
頁
）。

30
）

鈴
木
敬
編
『
中
国
絵
画
総
合
図
録
』
第
一
巻
（
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ

）

（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
七
年
五
月
）
に
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
Ⅰ

44



｜
二
五
○
頁
）。

31
）

難
波
常
雄
・
早
川
純
三
郎
・
鈴
木
行
三
編
『
中
国
人
名
辞
書
』、
東
出
版
、

平
成
八
年
六
月
復
刻
第
一
刷
、
八
九
八
頁
。

32
）

戸
田
禎
佑
・
小
川
裕
充
編
『
中
国
絵
画
総
合
図
録

続
編
』
第
三
巻
（
日

本

）（
東
京
大
学
出
版
会
、
平
成
一
一
年
八
月
）
に
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
（
Ⅲ
｜
二
二
六
頁
）。

33
）

大
西
林
五
郎
編
『
支
那
書
画
人
名
辞
書
』、
第
一
書
房
、
昭
和
五
○
年
四

月
、
八
○
頁
。

34
）

田
島
志
一
編
『
真
美
大
観
』
第
九
冊
、
日
本
真
美
協
会
、
明
治
三
六
年
六

月
、「
朱
買
臣
図
」
説
明
。

35
）

石
田
尚
豊
・
田
辺
三
郎
助
・
辻
惟
雄
・
中
野
政
樹
編
『
日
本
美
術
史
事

典
』、
平
凡
社
、
昭
和
六
二
年
五
月
、
一
八
五
頁
。
斉
藤
昌
利
執
筆
担
当
。

36
）

等
春
の
生
没
年
に
つ
い
て
は
、
山
本
英
男
「
等
春
再
考
」（『
国
華
』
第
一

二
七
七
号
、
国
華
社
、
平
成
一
四
年
三
月
）
に
よ
る
。

37
）

田
中
一
松
「
等
春
画
説

下
」『
国
華
』
第
七
五
編

第
五
冊
（
第
八
九

○
号
）、
昭
和
四
一
年
五
月
、
七
頁
。

38
）

林
屋
辰
三
郎
校
注
『
古
代
中
世
芸
術
論
』（『
日
本
思
想
大
系
』
23
）、
岩

波
書
店
、
昭
和
四
八
年
一
○
月
、
六
九
九
頁
。

39
）

前
掲
田
中
論
文
、
八
、
一
九
頁
。

40
）

同
前
、
二
七
頁
。

41
）

松
木
寛
『
御
用
絵
師

狩
野
家
の
血
と
力
』、
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
平

成
六
年
一
○
月
、
四
四
〜
五
二
頁
。

42
）

山
岡
泰
造
著
・
後
藤
茂
樹
編
『
日
本
美
術
絵
画
全
集
』
第
七
巻
（
狩
野
正

信
╱
元
信
）、
集
英
社
、
昭
和
五
三
年
八
月
、
一
三
三
頁
。

43
）

京
都
国
立
博
物
館
編
『
探
幽
縮
図
』
下
巻
、
同
朋
舎
出
版
、
昭
和
五
六
年

五
月
、
二
八
五
頁
。

44
）

京
都
文
化
博
物
館
編
『
近
世
京
都
の
狩
野
派
展
』、
京
都
文
化
博
物
館
、

平
成
一
六
年
九
月
、
一
八
二
頁
。

45
）

狩
野
永
岳
に
つ
い
て
は
、
彦
根
城
博
物
館
編
『
伝
統
と
革
新
｜
京
都
画
壇

の
華
狩
野
永
岳
』（
彦
根
城
博
物
館
、
平
成
一
四
年
一
○
月
）
に
詳
し
い
。

46
）

脇
坂
淳
「
狩
野
派
系
画
家
」、
大
阪
市
立
美
術
館
編
『
近
世
大
坂
画
壇
』、

同
朋
舎
出
版
、
昭
和
五
八
年
一
○
月
、
一
八
六
頁
。

47
）

柿
衛
文
庫
編
『
鬼
貫
と
春
卜
』、
柿
衛
文
庫
、
平
成
八
年
四
月
、
五
二
頁
。

48
）

大
岡
道
信
『
押
絵
手
鑑
』
上
巻
、
浪
速
書
林
、
一
丁
表
。
岩
井
蔵
本
。

49
）

市
古
貞
次
ほ
か
編
『
国
書
人
名
辞
典
』
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
平
成
七
年

五
月
、
三
四
四
頁
。

50
）

坂
崎
坦
編
『
日
本
絵
画
論
大
系
』
Ⅱ
、
名
著
普
及
会
、
昭
和
五
五
年
一
月
、

四
○
二
頁
。

51
）

雪
村
と
常
陸
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
小
川
知
二
『
常
陸
時
代
の
雪
村
』

（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
平
成
一
六
年
九
月
）
に
詳
し
い
。

52
）

市
古
貞
次
ほ
か
編
『
国
書
人
名
辞
典
』
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、
平
成
八
年

一
一
月
、
七
○
八
頁
。

53
）

小
林
忠
・
河
野
元
昭
監
修
『
定
本

日
本
絵
画
論
大
成
』
第
一
○
巻
、
平

成
一
○
年
五
月
、
三
四
頁
。

54
）

前
掲
『
国
書
人
名
辞
典
』
第
三
巻
、
平
成
八
年
一
一
月
、
一
四
三
頁
。

55
）

前
掲
『
定
本

日
本
絵
画
論
大
成
』
第
一
○
巻
、
四
二
頁
。

56
）

前
掲
『
日
本
絵
画
論
大
系
』
Ⅲ
、
一
六
五
頁
。

57
）

前
掲
『
日
本
絵
画
論
大
系
』
Ⅱ
、
四
○
二
頁
。

45
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58
）

高
田
敬
輔
に
関
す
る
論
考
は
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
中
で

岩
田
由
美
子
「
京
狩
野
門
流

高
田
敬
輔
雑
考
」（
静
岡
県
立
美
術
館
・
滋
賀

県
立
近
代
美
術
館
編
『
日
本
画
の
情
景
｜
富
士
山
・
琵
琶
湖
か
ら
』、
静
岡
県

立
美
術
館
・
滋
賀
県
立
近
代
美
術
館
、
平
成
一
二
年
八
月
、
所
収
）
は
、
当
時

の
京
狩
野
家
を
と
り
ま
く
状
況
の
中
で
敬
輔
が
ど
う
い
っ
た
位
置
を
占
め
て
い

た
か
を
考
察
し
た
好
論
で
あ
る
。

59
）

前
掲
『
日
本
美
術
史
事
典
』、
二
八
一
頁
。
狩
野
博
之
執
筆
担
当
。

60
）

前
掲
『
支
那
書
画
人
名
辞
書
』、
三
七
二
頁
。

61
）

前
掲
『
日
本
絵
画
論
大
系
』
Ⅱ
、
一
一
○
頁
。

62
）

こ
の
指
摘
は
、
中
野
玄
三
「
妙
心
寺
の
美
術
」（『
妙
心
寺
の
名
宝
』、
妙

心
寺
、
昭
和
五
二
年
三
月
）、
一
七
頁
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

63
）

妙
心
寺
の
大
徳
寺
離
れ
に
つ
い
て
は
、
竹
貫
元
勝
「
永
正
期
の
妙
心
寺
と

大
徳
寺
」『
財
団
法
人
松
ヶ
岡
文
庫
研
究
年
報
』
第
一
一
号
（
松
ヶ
岡
文
庫
、

平
成
九
年
三
月
）
に
詳
し
い
。
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