
「
中
世
史
の
視
座
か
ら
」
と
い
う
こ
と
で
話
す
よ
う
に
勧
め
ら
れ

た
が
、
実
は
日
本
中
世
の
こ
と
を
話
し
た
い
の
か
、
そ
れ
と
も
今
現

在
の
自
分
の
心
境
を
少
し
ば
か
り
聴
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て

い
る
の
か
、
自
分
で
も
良
く
分
か
ら
な
い
ま
ま
出
席
し
て
い
る
と
い

う
の
が
本
音
に
近
い
。
ま
た
、
社
会
史
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
そ

れ
が
如
何
な
る
も
の
か
を
し
っ
か
り
と
考
え
詰
め
て
来
て
い
る
わ
け

で
も
な
く
、
心
許
な
き
状
態
で
あ
り
、
更
に
は
差
別
問
題
Ｉ
部
落

差
別
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
長
年
一
人
で
考
え
た
り
作
文
し
た
り
し（ｌ

）

て
来
て
は
い
た
も
の
の
、
そ
れ
も
感
ず
る
所
あ
り
、
数
年
前
の
文
集

発
行
を
以
て
公
の
発
言
を
断
っ
た
の
で
、
本
日
の
話
の
内
容
に
は
全

く
関
わ
ら
な
い
。
先
程
は
私
に
つ
い
て
今
谷
氏
か
ら
行
き
届
い
た
紹

介
を
い
た
だ
い
た
が
、
そ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
れ
か
ら
申
し
述
べ
る

［
平
成
八
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集
・
思
想
史
の
中
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
Ｉ
思
想
史
と
社
会
史
の
接
点

「
一
期
（
い
ち
ご
）
」
の
認
識
に
つ
い
て

話
が
ど
の
程
度
今
回
の
企
画
に
役
立
ち
得
る
か
は
不
安
で
あ
り
、
そ

の
点
は
予
め
お
許
し
い
た
だ
き
た
く
思
う
。

さ
て
、
近
年
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
出
版
物
に
「
生
」
と
「
死
」

の
二
文
字
が
目
立
っ
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、

ま
た
例
示
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
近
年
殊

に
目
に
付
き
耳
に
立
っ
た
「
大
往
生
」
な
ど
と
い
う
言
葉
も
視
野
に

入
れ
れ
ば
、
ど
う
し
て
こ
う
ま
で
、
書
店
店
頭
で
の
「
生
」
と
「
死
」

の
氾
濫
で
あ
る
の
か
、
い
や
、
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
。
今
は
亡
き

祖
父
も
祖
母
も
、
そ
し
て
父
も
、
お
経
の
一
部
は
静
か
に
眩
く
こ
と

は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
種
の
書
物
な
ど
は
唯
の
一
冊
と
て
手
に

し
な
い
ま
ま
に
「
他
界
」
し
て
行
く
こ
と
は
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
彼
ら
の
孫
で
あ
り
子
で
あ
る
私
な
ど
が
、
九
十
余
歳
の
親
を

横
井
清
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七
十
歳
に
な
ん
な
ん
と
す
る
年
格
好
の
子
が
介
助
す
る
な
ど
当
た
り

前
の
光
景
だ
と
い
う
ふ
う
な
現
代
の
高
齢
社
会
に
あ
っ
て
は
、
六
十

一
歳
と
い
う
、
要
す
る
に
何
か
に
つ
け
て
〃
中
途
半
端
〃
な
感
じ
の

す
る
年
格
好
の
男
が
、
い
わ
ば
自
分
の
仕
事
の
一
部
と
し
て
、
生
死

に
関
わ
り
生
死
を
論
ず
る
幾
つ
も
の
東
西
の
著
作
に
目
を
曝
し
続
け

て
来
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
私
だ
け
で
は
な
く
、
現
代
日

本
に
は
、
こ
の
方
面
の
書
き
物
に
随
分
の
関
心
を
寄
せ
ざ
る
を
得
な

い
人
々
が
増
え
て
来
て
い
る
か
ら
だ
Ｉ
と
い
う
べ
き
で
は
あ
ろ
う

が
、
い
く
ら
そ
の
方
面
の
書
物
を
読
ん
で
み
て
も
、
私
の
場
合
に
は

悲
し
い
哉
、
一
向
に
心
は
澄
み
わ
た
ら
ず
、
ひ
た
す
ら
頭
の
中
が
ゴ

ミ
箱
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
の
主

題
に
も
関
連
し
つ
つ
今
此
処
で
強
く
念
頭
に
蘇
ら
せ
た
い
と
思
う
程

の
、
故
人
た
ち
の
文
章
二
、
三
に
後
れ
馳
せ
な
が
ら
も
触
れ
得
た
こ

と
は
、
そ
れ
こ
そ
「
一
期
の
幸
せ
」
と
い
う
べ
き
で
な
か
っ
た
か
と

私
に
は
思
え
て
な
ら
な
い
。

そ
の
一
つ
は
、
一
九
八
九
年
に
世
を
去
っ
た
医
師
で
歌
人
・
評
論

家
の
上
田
三
四
二
氏
の
著
作
『
う
つ
し
み
Ｉ
こ
の
内
な
る
自
然

Ｉ
』
（
一
九
七
八
年
初
版
。
平
凡
社
）
全
編
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
一

九
七
九
年
に
亡
く
な
っ
た
吉
田
満
氏
の
『
戦
中
派
の
死
生
観
』
（
一

九
八
○
年
初
版
。
文
藝
春
秋
）
に
収
め
ら
れ
た
幾
つ
か
の
文
章
で
あ
っ
た
。

上
田
氏
の
『
う
つ
し
み
』
を
文
庫
本
（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
で

初
め
て
手
に
し
た
の
は
、
私
事
に
亙
っ
て
恐
縮
で
は
あ
る
が
昨
年
（
一

九
九
五
年
）
初
夏
に
私
自
身
が
患
い
、
あ
い
次
ぐ
二
度
の
手
術
の
後
、

療
養
生
活
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
日
々
、
こ
の

著
者
の
、
し
み
じ
み
と
し
た
自
己
観
照
の
文
章
に
触
れ
た
こ
と
は
、

端
的
に
申
せ
ば
、
当
時
は
既
に
冥
界
の
人
と
な
っ
て
い
た
方
の
文
章

で
あ
っ
た
が
た
め
に
尚
更
の
こ
と
私
の
胸
を
打
た
ず
に
は
い
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
私
は
、
私
自
身
が
、
そ
の
直
前
の
短
い
期

間
に
い
っ
た
い
何
に
直
面
し
て
い
た
の
か
、
何
と
背
中
合
わ
せ
で
病

床
に
横
た
わ
っ
て
い
た
の
か
を
、
明
瞭
、
且
つ
執
勧
に
思
い
知
ら
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
患
者
本
人
と
し
て
求
め
て
受
け
た
医
師
の
告
知

に
始
ま
っ
て
以
後
、
一
応
は
覚
悟
し
て
い
た
と
は
い
え
、
ま
た
、
医

師
を
固
く
信
頼
し
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
な
お
忍
び
や
か
に
、

内
な
る
我
に
ひ
た
ひ
た
と
迫
り
来
る
恐
れ
の
念
。
そ
し
て
術
前
・
術

後
に
お
け
る
あ
の
漠
然
と
し
た
不
安
・
動
揺
と
希
望
の
連
続
は
、
今

も
、
貴
重
な
体
験
の
一
部
と
し
て
心
身
に
記
憶
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
吉
田
満
氏
の
書
物
の
冒
頭
に
は
、
書
名
に
も
採
ら
れ

た
題
名
（
「
戦
中
派
の
死
生
観
」
）
の
短
文
が
あ
り
、
一
九
七
九
年
十
一

月
号
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
こ
れ
は
、
病
院
の
ベ
ッ
ド
で
死
去
の
三

日
前
に
脱
稿
、
絶
筆
に
な
っ
た
と
い
う
。
学
徒
出
陣
で
海
軍
に
入
隊

し
、
一
九
四
五
年
四
月
、
著
者
の
言
を
か
り
て
い
え
ば
「
沖
縄
突
入

作
戦
に
参
加
」
す
べ
く
戦
艦
「
大
和
」
に
乗
り
組
ん
だ
彼
は
奇
跡
的

に
生
還
し
、
以
後
も
健
康
に
恵
ま
れ
て
長
年
社
会
的
に
活
躍
さ
れ
た
。

亡
く
な
る
二
カ
月
ば
か
り
前
、
食
道
静
脈
瘤
出
血
で
入
院
さ
れ
た
が
、
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そ
の
一
文
に
は
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ
り
、
私
は
こ
の
書
物
を
鐇
い

た
ば
か
り
で
あ
っ
た
の
に
、
ま
る
で
そ
の
場
に
打
ち
据
え
ら
れ
る
か

の
如
き
衝
撃
を
受
け
た
。
曰
く
、

そ
の
後
、
連
日
の
注
射
、
採
血
、
検
査
、
深
夜
ま
で
の
点
滴

な
ど
、
内
科
の
病
気
で
寝
込
ん
だ
こ
と
の
な
い
私
に
は
す
べ
て

が
初
体
験
で
、
時
に
脂
汗
を
し
ぼ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
人
間

の
苦
痛
の
経
験
と
し
て
は
、
か
つ
て
の
特
攻
体
験
の
そ
れ
に
は

遙
か
に
及
ば
な
い
と
思
っ
た
。
自
分
が
確
実
に
死
ぬ
こ
と
を
予

め
知
ら
さ
れ
、
そ
の
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
時
間
を
充
分
に
与

え
ら
れ
た
上
で
、
死
に
直
面
す
る
と
い
う
よ
う
な
体
験
は
、
正

常
な
状
態
の
人
間
の
耐
え
得
る
限
界
を
超
え
て
い
る
。

戦
中
派
は
一
度
は
捨
て
た
命
な
の
だ
か
ら
、
戦
後
は
付
録
の

よ
う
な
も
の
で
、
生
死
に
は
憎
淡
だ
と
い
わ
れ
る
。
も
し
そ
れ

が
自
分
の
健
康
へ
の
無
関
心
や
命
の
軽
視
を
意
味
す
る
な
ら
、

ま
こ
と
に
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
。
（
中
略
）
一
度
捨
て
た
命
だ
か

ら
こ
そ
、
本
気
で
大
切
に
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
戦
中
派
生

き
残
り
は
、
す
で
に
定
年
年
齢
を
過
ぎ
た
。
第
二
の
人
生
の
荒

波
は
い
か
に
厳
し
く
と
も
、
残
さ
れ
た
余
生
を
充
実
し
て
生
き

よ
う
で
は
な
い
か
。
死
ん
だ
仲
間
の
分
ま
で
（
こ
う
い
う
発
想

そ
の
も
の
が
戦
中
派
的
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
承
知
し
て
い
る
の

だ
が
）
、
大
い
に
長
生
き
し
よ
う
で
は
な
い
か
。
（
下
略
）

文
中
、
「
残
さ
れ
た
余
生
を
充
実
し
て
生
き
よ
う
で
は
な
い
か
」

と
呼
び
か
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
無
論
心
打
た
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ

の
あ
と
に
、
発
想
そ
の
も
の
が
戦
中
派
的
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
気
に

掛
け
な
が
ら
も
敢
え
て
、
「
死
ん
だ
仲
間
の
分
ま
で
、
大
い
に
長
生

き
し
よ
う
で
は
な
い
か
」
と
い
っ
て
い
る
そ
の
言
葉
に
も
、
胸
衝
か

れ
る
思
い
は
す
る
。
そ
し
て
、
此
処
で
吉
田
氏
が
「
死
ん
だ
仲
間
の

分
ま
で
長
生
き
」
し
よ
う
と
い
う
の
は
、
遺
憾
な
が
ら
「
早
世
」
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
友
た
ち
が
、
本
来
な
れ
ば
当
然
に
生
き
永
ら
え

て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
は
ず
の
残
余
の
「
生
命
」
、
そ
れ
を
生
き
残

っ
た
者
た
ち
が
分
か
ち
与
え
ら
れ
て
、
そ
の
分
、
余
分
に
生
き
延
び

る
Ｉ
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
他
者
ｌ
死
者
の
残
し
て
く
れ

た
「
生
命
」
Ⅱ
「
余
命
」
は
生
者
に
分
与
し
て
戴
け
る
も
の
で
あ
り
、

己
が
「
生
命
」
の
上
に
上
積
み
し
て
生
か
せ
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

こ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は
、
果
た
し
て
愚
言
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
か
。

こ
れ
も
私
に
と
っ
て
は
生
涯
忘
じ
得
ぬ
こ
と
と
思
う
が
、
十
二
、

三
年
前
に
癌
に
倒
れ
て
旅
立
っ
て
し
ま
っ
た
大
学
で
の
同
窓
生
は
、

死
の
数
カ
月
前
に
わ
ざ
わ
ざ
寄
越
し
て
く
れ
た
書
簡
の
中
で
「
（
自

分
の
身
に
）
も
し
も
の
こ
と
が
あ
れ
ば
、
僕
の
分
も
（
君
が
）
長
生
き

し
て
頑
張
っ
て
ほ
し
い
」
云
々
と
記
し
て
く
れ
て
い
た
。
先
の
吉
田

氏
や
、
私
の
そ
の
同
窓
の
友
な
ら
ず
と
も
、
ど
う
し
て
、
現
代
に
生

き
る
私
た
ち
は
、
「
生
命
」
と
い
う
も
の
に
関
し
て
斯
様
な
想
い
を
、

何
の
違
和
感
も
な
く
抱
き
続
け
、
ま
た
、
い
か
に
も
純
な
気
持
ち
で

他
者
に
告
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
。
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ち
な
み
に
、
私
は
一
九
八
三
年
に
、
中
世
の
戦
場
・
狩
場
で
の
様

子
に
触
れ
つ
つ
「
命
の
遣
り
取
り
」
な
ど
と
い
う
聞
き
慣
れ
た
言
語

表
現
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
さ
い
、
「
相
手
の
『
い

の
ち
』
を
取
る
と
い
う
の
は
、
自
分
の
『
い
の
ち
』
の
上
に
、
い
た

だ
い
た
相
手
の
『
い
の
ち
』
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
云
々
」

（
２
）

と
記
し
た
り
し
て
い
た
。
別
に
確
た
る
証
拠
が
あ
っ
て
の
発
言
で
は

な
く
、
い
つ
も
な
が
ら
の
唯
の
思
い
つ
き
に
過
ぎ
ず
汗
顔
の
至
り
だ

が
、
昔
も
今
も
、
人
に
と
っ
て
の
「
生
命
」
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
と
、
そ
う
考
え
て
差

し
支
え
は
あ
る
ま
い
と
改
め
て
思
っ
て
い
る
。

た
し
か
に
私
も
、
現
代
に
お
い
て
、
生
と
死
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
を
過
去
の
歴
史
の
中
に
問
い
返
す
作
業
が
持
つ
役
割
の

重
要
性
は
増
え
て
来
て
い
る
と
、
そ
う
感
じ
て
は
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
認
め
る
と
し
て
も
、
得
て
し
て
脇
道
に

置
き
忘
れ
ら
れ
や
す
い
論
点
が
一
つ
あ
る
よ
う
に
思
え
て
仕
方
が
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
過
去
の
人
々
は
ｌ
と
り
分
け
て
は

日
本
中
世
社
会
の
各
層
の
人
々
は
、
自
分
・
他
人
の
い
ず
れ
を
問
わ

ず
、
私
た
ち
が
ご
く
自
然
に
「
人
生
」
と
呼
ん
で
来
て
い
る
も
の
、

「
人
間
の
一
生
」
と
い
う
も
の
を
、
平
生
は
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
取
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
神
仏
の
授
か
り
子
」
「
子
宝
」
と

し
て
の
「
此
の
世
」
へ
の
「
誕
生
」
に
始
ま
っ
て
、
長
短
の
時
間
・

歳
月
を
経
て
の
ち
に
、
ま
た
神
仏
の
お
迎
え
を
得
て
「
死
門
」
へ
と

到
達
し
て
い
た
は
ず
の
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
さ
ま
ざ
ま
の
様
態
を
示
す

「
人
生
」
と
い
う
も
の
の
認
識
の
仕
方
、
そ
れ
が
い
っ
た
い
ど
の
よ

う
で
あ
っ
た
の
か
ｌ
と
い
う
疑
問
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
尤
も
、
こ

れ
は
い
か
に
も
莊
漠
と
し
た
疑
問
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
に
第
一
、
史
料

的
な
限
界
が
厳
し
く
て
、
と
う
て
い
簡
単
に
答
の
得
難
い
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
が
、
以
下
に
少
々
具
体
的
に
探
っ
て
み
た
い
。

さ
て
、
「
人
生
」
の
語
に
は
、
「
（
こ
の
世
で
の
）
人
間
の
生
存
・
生
活
」

と
い
う
意
味
の
ほ
か
に
、
「
人
が
こ
の
世
で
生
き
て
い
る
間
」
と
い

う
ふ
う
な
、
「
時
間
」
ｌ
乃
至
は
「
期
間
」
を
指
す
語
義
も
備
わ

っ
て
い
る
。
私
が
「
一
期
（
い
ち
ご
）
」
と
い
う
古
語
に
こ
だ
わ
っ
て

み
て
い
る
の
も
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
（
つ
い
で
な
が
ら
、
こ

の
「
一
期
」
の
後
は
「
死
後
」
の
語
で
表
わ
さ
れ
る
）
。

と
こ
ろ
で
、
中
世
の
隠
者
の
代
表
格
と
い
う
べ
き
卜
部
兼
好
は
、

さ
ほ
ど
注
意
も
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
と
思
う
が
『
徒
然
草
』
で

は
「
人
の
生
涯
」
と
い
う
事
を
意
味
す
る
の
に
常
に
．
生
」
と
い

う
語
を
適
用
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
能
楽
の
大
成
者
と
し
て

名
高
い
世
阿
弥
元
清
は
『
風
姿
花
伝
』
（
花
伝
壹
に
お
い
て
、
同
じ

事
を
意
味
す
る
の
に
常
に
「
一
期
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
た
の
で

あ
る
。
お
よ
そ
中
世
人
の
常
用
語
の
意
味
の
解
し
方
に
つ
い
て
は
、

現
代
の
私
た
ち
の
常
識
と
か
通
念
と
か
か
ら
安
易
に
掴
も
う
と
す
る
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と
、
あ
と
で
飛
ん
で
も
な
い
〃
し
っ
ぺ
返
し
〃
を
闇
討
の
よ
う
に
食

ら
わ
さ
れ
て
立
ち
往
生
す
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

同
じ
く
中
世
人
で
あ
る
彼
ら
が
「
一
期
」
と
い
っ
て
い
た
の
も
、
ま

た
「
一
生
」
と
い
っ
て
い
た
の
も
、
し
ょ
せ
ん
は
「
生
ま
れ
て
か
ら

死
ぬ
ま
で
の
問
」
、
も
し
く
は
「
（
こ
の
世
に
）
生
き
て
在
る
間
」
、
あ

る
い
は
「
人
と
し
て
の
生
涯
」
Ｉ
と
い
う
事
に
ほ
か
な
ら
な
い
と

し
か
考
え
ら
れ
ず
、
差
し
当
た
っ
て
は
、
こ
の
二
語
を
ま
っ
た
く
同

義
の
語
と
考
え
て
支
障
が
あ
る
と
も
思
え
ぬ
。
そ
の
辺
り
、
余
り
こ

だ
わ
ら
ず
に
話
を
進
め
さ
せ
て
頂
く
。

＊

こ
こ
で
、
い
さ
さ
か
唐
突
な
話
で
は
あ
る
が
十
九
年
も
前
の
一
九

七
七
年
の
夏
、
既
に
故
人
と
な
ら
れ
た
歴
史
・
民
俗
学
者
の
萩
原
龍

夫
氏
は
、
熊
野
比
丘
尼
を
代
々
相
続
し
て
い
た
妙
祐
坊
と
い
う
庵
の

後
身
で
あ
る
こ
と
が
逸
早
く
確
認
さ
れ
て
い
た
三
重
県
志
摩
郡
志
摩

町
越
賀
の
熊
野
家
を
訪
れ
、
同
家
の
床
の
間
に
掛
か
る
軸
物
を
一
見

す
る
や
絶
句
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
掛
軸
の
図
柄
は
一
種
の
地
獄
極

楽
図
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
と
も
か
く
、
そ
の
図
の
上
半

、
、
、

分
に
は
虹
の
掛
橋
の
よ
う
な
も
の
が
描
か
れ
、
そ
の
上
を
そ
ぞ
ろ
歩

き
す
る
が
ご
と
き
男
女
の
姿
が
多
数
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

萩
原
氏
は
、
そ
の
時
の
こ
と
を
回
想
し
て
、
こ
う
記
す
。

こ
れ
は
「
人
生
の
階
段
」
で
は
な
い
か
。
人
が
生
ま
れ
て
か

ら
死
ぬ
ま
で
を
順
を
逐
う
て
描
き
、
も
っ
て
万
の
生
物
は
流
転

す
る
も
の
な
る
こ
と
を
教
え
よ
う
と
し
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。

そ
れ
は
、
な
ん
と
半
月
も
た
た
ぬ
前
の
あ
る
日
に
見
た
、
西

ベ
ル
リ
ン
の
民
俗
博
物
館
の
二
階
の
隅
の
額
面
絵
の
図
柄
を
思

（
３
）

い
起
こ
さ
せ
る
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
あ
っ
た
。

萩
原
氏
が
当
時
西
ベ
ル
リ
ン
で
見
た
と
い
う
額
面
絵
は
一
九
○
○

年
頃
に
ド
レ
ス
デ
ン
で
印
刷
さ
れ
た
石
版
画
で
、
一
般
の
民
家
に
ま

で
普
及
し
た
大
衆
的
な
絵
画
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
何
は
と
も
あ
れ

日
本
の
「
室
町
極
末
期
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て
（
中
略
）
模

写
す
る
こ
と
が
盛
行
し
た
」
と
推
測
さ
れ
る
「
熊
野
観
心
十
界
図
」

の
類
の
一
種
が
、
ョ
－
ロ
ッ
パ
各
地
で
受
け
継
が
れ
て
来
て
い
た
「
人

生
の
階
段
図
」
の
モ
チ
ー
フ
と
の
余
り
も
の
酷
似
性
に
お
い
て
、
一

人
の
歴
史
・
民
俗
学
者
を
捉
え
き
っ
た
記
念
す
べ
き
一
瞬
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
三
年
半
ば
か
り
も
後
に
な
っ
て
や
っ
と
、
一
九

八
○
年
十
二
月
に
私
た
ち
は
、
第
一
章
に
「
人
生
の
諸
時
期
」
を
置

き
、
口
絵
写
真
に
も
そ
の
図
の
一
種
を
掲
げ
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ

エ
ス
の
『
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
の
子
供
と
家
族
生
活
』
の
初

（
４
）

の
全
訳
を
手
に
し
得
た
の
で
あ
っ
た
。

当
の
萩
原
氏
は
、
さ
ら
に
降
っ
て
一
九
八
二
年
十
月
、
雑
誌
『
国

文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
に
「
人
生
の
階
段
Ｉ
絵
解
き
の
東
西
交
流

Ｉ
」
と
い
う
文
章
を
発
表
さ
れ
、
新
た
に
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵

｢一期(いちご)」の認識についてI7



の
「
お
い
の
さ
か
図
」
（
前
出
『
巫
女
と
仏
教
史
』
一
二
八
頁
所
載
）
の
こ

と
や
、
ア
リ
エ
ス
の
著
書
（
前
出
）
の
口
絵
写
真
の
こ
と
な
ど
に
も

触
れ
つ
つ
、
往
時
の
日
本
人
の
「
人
生
」
に
関
す
る
認
識
の
仕
方
如

何
と
い
う
方
向
へ
と
、
こ
の
一
読
者
の
関
心
を
強
く
誘
わ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。

萩
原
氏
の
論
旨
と
そ
の
論
証
は
す
べ
て
、
前
述
の
著
書
『
巫
女
と

仏
教
史
』
の
第
三
章
に
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
外
国
で
の
事
例
に
つ

い
て
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
「
熊
野
観
心
十
界
図
」
や
「
お
い
の

さ
か
図
」
に
描
か
れ
た
処
と
も
併
せ
て
、
私
た
ち
が
こ
れ
か
ら
更
に

掘
り
下
げ
て
考
え
て
行
こ
う
と
す
る
と
き
の
貴
重
な
手
掛
か
り
に
満

ち
て
い
る
。
た
だ
し
、
い
わ
ゆ
る
「
中
世
史
の
視
座
か
ら
」
の
問
題

提
起
と
い
う
こ
と
で
は
、
こ
の
種
の
図
と
い
う
も
の
が
描
か
れ
た
り

模
写
さ
れ
た
り
し
て
広
ま
っ
た
の
が
、
一
口
に
「
中
世
」
だ
っ
た
と

は
い
っ
て
も
、
そ
の
最
末
期
か
ら
の
こ
と
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
て
、

こ
の
よ
う
な
絵
画
を
布
教
の
た
め
に
持
ち
歩
い
た
熊
野
比
丘
尼
た
ち

の
大
々
的
な
活
躍
期
以
前
に
は
、
い
わ
ゆ
る
死
後
の
地
獄
・
極
楽
の

図
の
類
の
ほ
か
、
人
々
は
ど
の
よ
う
な
端
的
で
分
か
り
や
す
い
手
段

で
人
間
の
一
生
、
そ
の
経
過
の
様
を
目
の
あ
た
り
に
感
得
さ
せ
ら
れ

て
い
た
の
か
、
そ
の
具
体
相
は
今
な
お
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。

こ
れ
は
、
引
き
続
き
私
た
ち
の
研
究
課
題
と
し
て
残
さ
れ
ざ
る
を
得

な
い
。そ

れ
か
ら
ま
た
、
中
世
の
人
々
に
と
っ
て
軽
視
で
き
な
い
事
情
の

一
つ
に
、
い
わ
ゆ
る
「
寿
命
」
の
問
題
が
あ
っ
た
。
早
い
話
が
ョ
－

ロ
ッ
パ
で
の
平
均
寿
命
は
十
九
世
紀
の
初
頭
ま
で
僅
か
三
十
五
歳
で

あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
、
今
の
私
ど
も
に
は
到
底
信
じ
ら
れ
な
い
く
ら

い
で
あ
る
が
、
日
本
で
も
嬰
児
・
幼
児
の
死
亡
率
の
高
さ
は
容
易
に

想
定
さ
れ
よ
う
し
、
ま
た
、
数
え
年
の
六
十
一
（
還
暦
、
更
に
は
七

十
舌
稀
）
と
も
な
れ
ば
、
然
る
べ
き
身
分
に
あ
れ
ば
廻
り
の
人
々

か
ら
華
や
か
に
祝
わ
る
べ
き
長
寿
で
あ
り
、
名
高
い
歌
人
、
藤
原
俊

成
の
享
年
九
十
一
と
も
な
れ
ば
、
も
は
や
貴
族
社
会
で
も
破
格
の
一

例
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

む
ろ
ん
、
生
命
の
危
険
に
著
し
く
曝
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
は

ず
の
中
世
武
士
た
ち
の
中
に
も
長
寿
者
は
た
し
か
に
お
り
、
鎌
倉
初

期
の
坂
東
武
者
に
一
例
を
求
め
れ
ば
、
建
久
四
年
（
二
九
三
）
当
時
、

既
に
七
十
有
余
歳
に
達
し
て
い
た
と
い
う
現
役
の
武
士
、
工
藤
景
光

の
挿
話
が
あ
る
。
そ
れ
の
詳
細
は
『
吾
妻
鏡
』
建
久
四
年
五
月
二
十

七
日
の
条
に
見
え
、
中
世
史
家
の
間
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

彼
の
「
生
命
」
「
寿
命
」
観
が
鮮
烈
に
浮
か
ぶ
挿
話
な
の
で
、
左
に

龍
粛
氏
の
名
訳
を
借
り
て
掲
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

未
明
勢
子
等
を
催
し
立
て
、
終
日
御
狩
有
り
、
射
手
等
面
々
に
芸

を
顕
は
す
、
恥
巷
而
Ⅲ
せ
ざ
る
勢
し
、
受
に
坤
聴
の
大
鹿
一
頭
、

ざ
ょ
み

御
駕
の
前
に
走
り
来
る
、
工
藤
庄
司
景
光
緋
萄
朧
津
眺
噺
城
着
け
兼

ね
て
御
馬
の
左
方
に
有
り
、
此
鹿
は
景
光
の
分
な
り
、
射
取
る

可
き
の
由
、
之
を
申
請
ふ
、
然
る
可
き
の
旨
を
仰
せ
ら
る
、
本
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ひ
か

よ
り
究
寛
（
屈
強
）
の
射
手
な
り
、
人
皆
駕
を
扣
（
控
）
へ
て
之

ゆ
ん
で

を
見
る
、
景
光
肌
か
相
開
き
て
弓
手
（
左
方
）
に
通
し
掛
け
、

あ
た

ば
か
り

一
の
矢
を
発
ち
射
る
に
、
中
ら
し
め
ず
、
鹿
一
段
許
の
前
に

抜
ん
づ
、
景
光
押
懸
け
て
鞭
を
打
つ
に
、
二
三
の
矢
又
以
て
同

お
わ
ん

前
に
し
て
、
鹿
は
本
の
山
に
入
り
畢
ぬ
、
景
光
弓
を
棄
て
、

駕
を
葦
じ
て
云
ふ
、
「
景
光
十
一
歳
よ
り
鵬
刺
、
狩
猟
を
以
て

な
り
わ
い
な

す
で

業
と
為
す
、
而
し
て
已
に
七
旬
に
余
る
に
、
未
だ
弓
手
に
物

を
獲
ざ
る
莫
し
、
而
る
に
今
心
神
慨
徴
し
て
、
滝
だ
迷
惑
す
、

・
え

是
則
ち
山
神
の
駕
し
た
る
の
条
疑
い
無
き
か
、
運
命
縮
り
畢
ん

お
も
い
あ
わ

ぬ
、
後
日
諸
人
思
合
す
可
し
」
と
云
々
、
各
又
奇
異
の
思
を

成
す
の
処
、
晩
鐘
の
程
、
景
光
発
病
す
と
云
々
、
（
下
略
）

（
岩
波
文
庫
『
吾
妻
鏡
（
三
ご
、
九
○
～
九
一
頁
よ
り
。
（
）
内
は
横
井

補
記
、
「
」
印
．
よ
み
が
な
の
多
く
は
便
宜
上
付
加
）

あ
ら
た
め
て
詳
述
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
源
頼
朝
に
よ
る
名
高
い

富
士
の
裾
野
の
巻
狩
に
際
し
て
、
い
き
な
り
現
れ
た
大
鹿
一
頭
を
自

ら
申
し
出
て
射
止
め
ん
と
勢
い
込
ん
で
馬
を
駆
っ
た
景
光
で
あ
っ
た

が
、
三
矢
を
放
つ
も
当
た
ら
ず
、
遂
に
取
り
逃
が
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
こ
で
、
失
意
の
景
光
は
弓
を
棄
て
て
馬
を
休
ま
せ
、
文
中
に
「
」

を
付
し
た
よ
う
に
述
懐
し
た
と
い
う
。

こ
こ
で
工
藤
景
光
自
身
が
「
十
一
歳
よ
り
以
来
」
と
い
っ
て
い
る

の
は
、
お
そ
ら
く
は
彼
の
柵
↓
｜
厩
り
と
い
っ
て
い
た
「
元
服
」
が
、
あ

る
い
は
そ
の
年
齢
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
以
来
彼
は
「
狩
猟
を

以
て
、
業
と
為
す
」
、
つ
ま
り
、
山
野
に
烏
獣
を
狩
り
、
そ
の
獲
物

を
販
い
で
生
計
を
立
て
て
き
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
如
何
に
も
武
士

の
述
懐
ら
し
く
実
戦
に
参
加
し
続
け
て
武
勲
を
挙
げ
つ
つ
今
日
迄
頑

張
っ
て
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
Ｉ
な
ど
と
傲
語
す
る
気
も
な
く
、

ひ
た
す
ら
に
「
私
は
一
介
の
狩
人
に
す
ぎ
な
い
の
だ
」
と
言
っ
て
い

る
に
等
し
い
。
そ
の
間
、
年
を
経
て
既
に
七
十
余
歳
に
達
し
て
は
い

る
け
れ
ど
も
、
未
だ
に
自
分
の
左
方
向
に
狙
い
定
め
た
物
を
射
損
じ

た
こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
只
今
ば
か
り
は
心
神
乱
れ
、
は
な
は

だ
困
惑
し
て
い
る
。
あ
の
見
事
な
大
鹿
に
は
定
め
し
山
神
が
乗
っ
て

お
ら
れ
た
に
相
違
な
く
、
［
そ
れ
を
射
損
じ
て
し
ま
っ
た
か
ら
に
は
］

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

我
が
運
命
は
縮
ん
で
し
ま
っ
た
、
［
鳴
呼
、
も
う
だ
め
だ
］
、
そ
の
事

を
後
日
皆
様
は
思
い
合
わ
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
…
…
と
、
天
下
の

将
軍
と
そ
の
幕
僚
た
ち
の
眼
前
で
慨
嘆
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

一
同
が
奇
妙
な
感
に
打
た
れ
る
内
、
当
日
の
黄
昏
時
に
発
病
し
た
と

い
う
。
事
態
の
怪
異
な
成
り
行
き
に
は
さ
す
が
の
頼
朝
も
怯
え
た
ら

し
い
。
老
武
者
工
藤
景
光
は
、
歳
十
一
以
来
「
狩
猟
を
以
て
、
業
と

為
」
し
続
け
て
来
た
六
十
有
余
年
の
歳
月
、
そ
の
間
の
閲
歴
を
一
瞬

の
内
に
脳
裏
に
蘇
ら
せ
た
の
ち
、
無
力
落
胆
の
極
み
に
お
い
て
、
歴
々

の
武
者
、
射
撃
の
名
手
と
し
て
の
「
一
期
」
の
終
焉
を
覚
悟
し
た
に

相
違
な
い
。
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＊

と
こ
ろ
で
、
あ
る
時
突
然
不
盧
の
事
態
に
直
面
し
て
己
の
「
一
期
」

の
終
末
を
伺
い
見
て
し
ま
う
ｌ
と
い
う
こ
と
で
は
、
私
に
は
忘
じ

難
い
、
も
う
一
つ
の
挿
話
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
室
町
前
期
の
十
一
歳
の
一
少
年
、
寺
院
の
稚
児
の
こ
と

で
、
ふ
る
く
に
は
稲
垣
足
穗
氏
が
中
世
寺
院
機
構
内
で
の
少
年
愛
の

問
題
を
語
る
中
で
触
れ
ら
れ
、
ま
た
近
年
に
は
、
中
世
文
学
者
の
位

藤
邦
生
氏
が
中
世
の
日
記
の
文
学
性
で
あ
る
と
か
、
仮
名
で
は
な
く

真
名
で
記
さ
れ
た
日
記
の
面
白
さ
と
い
う
こ
と
に
光
を
当
て
な
が
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
に
こ
の
『
満
済
准
后
日
記
』
の
永
享
三
年
（
一
四
三
二

（
５
）

正
月
三
日
の
左
の
記
事
に
注
目
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ね
ね
ま
る

（
上
略
）
今
夜
戌
終
か
、
禰
々
丸
、
妙
法
院
よ
り
の
帰
路
に
、

此
の
門
跡
（
醍
醐
寺
三
宝
院
）
の
小
門
中
に
於
て
、
不
慮
の
中
、

麦
頭
を
斬
ら
れ
お
わ
ん
ぬ
、
言
語
道
断
の
次
第
、
凧
偲
禾
埋

（
マ
マ
）

周
章
、
筆
に
尽
し
難
し
、
当
年
十
一
歳
な
り
、
（
中
略
）
疵
口
（
傷

口
）
三
寸
ば
か
り
か
、
血
流
の
事
、
水
を
そ
そ
ぐ
が
如
し
、
然

り
と
い
え
ど
も
［
禰
々
丸
は
］
い
っ
さ
い
驚
動
せ
ず
（
慌
て
ず
）
、

侍
法
師
祐
尊
、
之
を
抱
え
、
先
ず
部
屋
の
傍
ら
に
置
く
、
予
、

仰
天
し
て
馳
せ
向
い
、
一
見
せ
る
処
、
更
に
目
も
当
て
ら
れ
ず
、

只
、
慨
綴
迷
惑
（
困
惑
な
り
、
此
の
小
児
、
予
を
見
つ
け
、

歓
喜
の
慨
に
て
申
し
て
云
う
、
「
死
せ
む
か
な
う
（
［
私
は
］
死
ぬ

の
で
し
ょ
う
か
）
」
と
云
々
、
予
、
涙
を
押
え
、
そ
の
儀
、
あ
る

べ
か
ら
ざ
る
由
返
答
せ
り
、
（
中
略
）
少
童
（
小
菫
い
さ
さ
か

も
窮
屈
せ
ず
（
へ
こ
た
れ
ず
）
、
言
語
た
し
か
に
諸
事
を
申
し
お

わ
ん
い
、
（
下
略
）

（
三
宝
院
満
済
『
満
済
准
后
日
記
』
下
、
続
群
書
類
従
補
遺
一
・
原
文

は
漢
字
・
カ
ナ
交
じ
り
）

話
と
い
う
の
は
、
京
都
南
郊
の
醍
醐
寺
三
宝
院
門
跡
の
小
門
を
入

っ
た
と
こ
ろ
で
、
夜
、
侍
法
師
に
護
ら
れ
て
外
出
先
か
ら
戻
っ
て
来

た
ば
か
り
の
禰
々
丸
と
い
う
十
一
歳
の
稚
児
が
何
者
か
に
頭
を
斬
り

つ
け
ら
れ
て
倒
れ
た
。
か
な
り
の
深
手
で
、
ま
る
で
水
を
注
ぐ
か
の

ご
と
き
出
血
。
侍
法
師
の
一
人
が
稚
児
を
抱
え
て
運
び
込
ん
だ
と
こ

ろ
へ
満
済
が
駆
け
つ
け
た
。
八
歳
の
年
か
ら
満
済
の
身
辺
に
明
け
暮

れ
影
の
よ
う
に
付
き
添
う
て
来
て
い
た
満
済
殊
の
ほ
か
寵
愛
の
稚
児

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
瀕
死
の
稚
児
は

「
死
セ
ム
カ
ナ
ウ
」
（
原
典
の
ま
ま
）

と
眩
き
、
こ
れ
に
応
え
て
満
済
は
溢
れ
る
涙
を
抑
え
つ
つ

「
そ
の
儀
、
有
る
べ
か
ら
ず
」

即
ち
、
左
様
な
事
は
絶
対
に
有
る
ま
い
ぞ
と
断
言
し
て
、
励
ま
し
た

の
で
あ
る
。

五
十
歳
を
超
え
て
い
た
は
ず
の
満
済
准
后
、
彼
の
寵
愛
し
て
や
ま

ぬ
歳
僅
か
十
一
の
稚
児
が
、
不
慮
の
災
難
で
瀕
死
の
重
傷
を
受
け
て

倒
れ
な
が
ら
、
な
お
か
つ
健
気
に
、
身
上
に
生
じ
た
突
然
の
変
事
に

つ
い
て
大
人
達
に
「
言
語
た
し
か
に
」
説
明
し
終
え
た
。
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そ
の
間
に
、
横
た
え
ら
れ
た
彼
の
上
か
ら
覗
き
込
ん
で
い
た
は
ず

の
幾
つ
も
の
顔
の
中
に
満
済
の
顔
を
認
め
た
少
年
は
、
す
ぐ
さ
ま
喜

び
を
露
わ
に
示
し
て
、
先
程
の
よ
う
な
切
実
な
言
葉
を
、
師
匠
の
満

済
准
后
に
向
け
て
口
に
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
「
死
セ
ム
カ
ナ
ウ
」

な
ど
と
い
う
、
た
っ
た
六
字
の
言
葉
の
中
に
、
た
ぶ
ん
離
れ
て
生
き

る
父
母
肉
親
の
面
差
し
と
共
に
、
こ
れ
ま
た
己
が
「
末
期
（
ま
つ
ご
）
」

を
視
界
に
映
し
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
十
一
歳
の
少
年
の

恐
れ
の
念
が
、
あ
り
あ
り
と
偲
ば
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
深
手
を
蒙
っ
た
、
こ
れ
ほ
ど
の
年
少
者
が
斯
様
な

切
な
い
言
葉
を
吐
い
た
と
い
う
「
古
記
録
」
「
日
記
」
で
の
記
事
の

例
を
、
私
は
他
に
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
ず
、
こ
こ
に
記
し
伝
え
ら
れ

た
「
切
迫
し
た
情
況
」
と
「
瀕
死
の
少
年
の
言
葉
」
と
は
、
中
世
人

に
と
っ
て
の
「
死
」
へ
の
想
い
と
い
う
こ
と
が
誰
彼
に
よ
っ
て
語
ら

れ
よ
う
と
す
る
時
、
是
非
と
も
考
盧
の
中
に
収
め
ら
れ
た
い
と
強
く

願
う
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
「
歴

史
」
の
一
場
面
と
し
て
語
ら
ん
と
す
る
際
に
私
た
ち
は
、
い
っ
た
い

こ
の
少
年
の
言
葉
を
ば
、
如
何
よ
う
な
形
の
、
如
何
よ
う
な
る
文
体

で
「
歴
史
叙
述
」
の
中
に
編
み
込
む
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か

！
、
そ
の
力
量
が
、
や
が
て
問
わ
れ
て
来
る
の
だ
と
も
い
え
よ
う

か
。

＊

さ
て
、
本
題
を
少
々
ず
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
老
武
者
の
工
藤
景
光

ほ
ど
の
年
頃
迄
生
き
ら
れ
た
人
の
数
は
、
誰
に
と
っ
て
も
身
辺
に
多

い
と
は
い
え
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
「
熊
野
観
心

十
界
図
」
の
図
柄
で
は
常
に
、
誕
生
し
た
ば
か
り
の
嬰
児
か
ら
、
死

門
の
所
に
立
ち
至
っ
た
老
年
者
ま
で
、
具
体
的
に
は
「
お
い
の
さ
か

図
」
が
明
瞭
に
図
示
し
て
い
た
よ
う
に
、
五
十
歳
を
頂
点
と
し
て
、

一
貫
し
て
十
年
刻
み
の
年
齢
姿
で
九
十
歳
迄
（
し
か
し
、
所
詮
は
百
歳

ま
で
の
「
人
生
」
と
い
う
も
の
が
視
界
に
は
入
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
）
が
描

か
れ
て
は
い
た
け
れ
ど
も
、
現
実
に
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
も
の
「
長
寿
」

は
と
う
て
い
我
が
事
と
し
て
は
期
待
で
き
な
い
の
が
普
通
で
あ
っ
た

ろ
う
。
「
虹
の
掛
け
橋
」
を
進
ん
だ
に
せ
よ
、
ま
た
山
坂
を
歩
ん
だ

に
せ
よ
、
描
か
れ
た
死
門
の
鳥
居
は
、
必
ず
左
下
方
に
用
意
さ
れ
る

が
、
現
実
に
は
、
人
は
と
て
も
の
こ
と
其
処
ま
で
は
到
れ
ず
、
掛
け

橋
や
坂
の
途
中
で
、
終
命
の
時
、
臨
終
を
迎
え
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

＊

ま
た
、
一
人
の
人
の
人
生
は
、
一
方
で
は
十
年
刻
み
の
感
覚
で
観

念
し
う
る
面
が
あ
っ
た
に
も
せ
よ
、
他
方
で
は
、
二
筋
の
路
線
で
、

し
た
た
か
に
規
制
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
一
筋

は
心
身
的
条
件
に
よ
り
、
も
う
一
筋
は
社
会
的
条
件
に
よ
っ
て
い
た
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シ
」
い
』
え
っ
勾
○

前
者
に
つ
い
て
み
る
べ
き
点
は
、
こ
の
種
の
「
年
齢
」
「
年
齢
階
梯
」

の
問
題
が
砠
上
に
の
ぼ
さ
れ
る
さ
い
に
は
し
ば
し
ば
援
用
さ
れ
る
世

阿
弥
の
『
風
姿
花
伝
』
の
「
年
来
稽
古
条
々
」
の
記
述
に
あ
っ
た
。

そ
こ
で
は
周
知
の
よ
う
に
、
猿
楽
能
の
芸
能
者
と
し
て
の
修
練
の
心

得
が
切
々
と
説
か
れ
て
お
り
、
七
歳
・
十
二
三
よ
り
・
十
七
八
よ

り
・
二
十
四
五
・
三
十
四
五
・
四
十
四
五
、
そ
し
て
最
後
に
五
十
有

余
の
、
都
合
七
段
階
が
区
切
り
と
し
て
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

一
々
が
形
式
的
、
観
念
的
な
「
枠
組
み
」
や
「
基
準
」
に
よ
る
の
で

な
く
、
あ
く
ま
で
も
自
ら
の
体
験
に
即
し
て
、
生
身
の
芸
能
者
と
し

て
の
体
格
・
身
体
的
条
件
の
変
化
で
あ
る
と
か
、
成
長
に
応
じ
た
精

神
状
態
の
変
化
で
あ
る
と
か
に
従
っ
て
明
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
芸
道
上
の
認
識
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
が
猿
楽
能
の
芸
能

者
た
ち
に
受
け
止
め
ら
れ
る
時
、
そ
れ
は
彼
ら
自
身
の
「
人
生
行
程
」

観
の
骨
格
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
更
に
い
え
ば
、
世
阿
弥
の
い
う

処
の
「
障
俶
の
花
」
と
い
う
観
念
そ
の
も
の
の
考
察
に
さ
い
し
て
も
、

世
阿
弥
自
身
の
、
内
な
る
二
期
」
認
識
と
併
せ
考
え
て
お
く
視
座

が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
の
筋
道
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
父
母
」
た
ち
が
誕
生
し
て

来
る
「
わ
が
子
」
を
「
授
か
り
子
」
と
観
じ
、
周
知
の
よ
う
に
「
七

歳
迄
は
神
の
内
（
神
の
子
）
」
な
ど
と
い
う
ふ
う
に
、
神
に
近
し
い
存

在
と
し
て
児
童
を
扱
う
習
わ
し
に
も
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
た
。
現

代
の
私
た
ち
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
嬰
児
と
て
無
論
「
人
」
で
あ
る
が
、

中
世
に
あ
っ
て
は
七
歳
未
満
だ
と
「
人
」
と
し
て
の
社
会
的
な
扱
い

か
ら
は
厳
格
に
、
敬
し
て
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
か
ら
あ
と
の
「
年
齢
階
梯
」
と
社
会
性
と
の
関
係
に
お
い
て
重

要
な
意
義
を
認
め
ら
れ
た
の
が
、
例
え
ば
元
服
（
柵
二
趣
り
）
で
あ
っ

よ
り
あ
い

た
り
、
ま
た
歳
十
五
、
十
六
に
達
し
て
地
域
社
会
の
「
寄
合
」
へ
の

参
加
を
公
認
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
は
間
違
い
の
な
い
処

で
あ
り
、
更
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
帰
属
し
位
置
付
け
ら
れ
て

い
た
「
身
分
」
の
こ
と
も
、
根
本
的
な
規
制
と
し
て
働
い
た
の
で
あ

っ
た
。

そ
の
辺
り
の
、
歴
史
に
即
し
た
事
情
説
明
は
、
残
念
な
が
ら
今
の

私
に
は
用
意
が
な
い
。
た
だ
、
こ
の
方
面
の
問
題
に
関
し
て
示
唆
深

い
中
世
史
家
の
労
作
に
、
三
浦
圭
一
氏
（
故
人
）
の
「
庶
民
の
一
年

（
６
）

と
一
生
」
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
特
に
申
し
添
え
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
幾
つ
も
の
貴
重
な
史
実
が
発
掘
・
紹
介

さ
れ
、
中
世
庶
民
に
と
っ
て
の
「
一
生
」
が
ど
の
よ
う
な
実
態
で
あ

っ
た
か
が
跡
付
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
無
論
の
こ
と
重
要
な
成
果
で

は
あ
っ
た
が
、
私
の
場
合
に
は
、
私
が
わ
ざ
わ
ざ
「
一
期
の
認
識
に

つ
い
て
」
な
ど
と
い
う
、
い
か
に
も
暖
昧
模
糊
と
し
た
言
い
方
で
し

か
表
現
の
仕
様
の
な
い
、
そ
う
い
う
関
心
の
持
ち
方
を
漫
然
と
し
て

来
て
い
る
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
三
浦
氏
の
描
き
出
さ
れ
た
筋
道
と
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に
考
え
て
行
き
た
い
と
思
う
。

以
上
、
ま
こ
と
に
纒
ま
り
Ｊ

清
聴
に
感
謝
し
、
重
ね
て
叱
干

ま
こ
と
に
纒
ま
り
も

重
ね
て
叱
正

は
、
肝
心
の
処
で
馴
染
み
き
れ
ず
に
平
行
線
を
辿
り
が
ち
な
の
で
あ

、
、

る
。
と
い
う
よ
り
も
私
自
身
も
携
わ
っ
て
来
て
い
た
は
ず
の
、
既
往

、の
中
世
民
衆
史
・
中
世
文
化
史
研
究
の
基
本
的
な
あ
り
方
と
い
う
も

の
と
、
今
、
同
じ
方
向
を
向
い
て
立
ち
並
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、

逆
に
、
道
路
の
車
線
に
書
え
れ
ば
、
文
字
ど
お
り
「
対
向
」
し
て
し

ま
っ
て
い
る
か
の
如
き
実
感
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
根
底
に
は

、
、

い
わ
ゆ
る
歴
史
観
を
め
ぐ
る
ず
れ
が
、
軋
め
き
な
が
ら
広
が
っ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
歴
史
研
究
に
従
事
す
る
我
が
事
と
し
て
は
当
然
に

深
刻
な
事
態
と
い
う
ほ
か
は
な
い
の
だ
が
、
引
き
続
き
、
た
ゆ
ま
ず

（
１
）
横
井
「
光
あ
る
う
ち

阿
畔
社
、
一
九
九
○
年
。

横
井
『
光
あ
る
う
ち

（
４
）
杉
山
光
Ｅ

一
九
八
○
年
。

（
５
）
稲
垣
足
轄

八
六
年
初
刷
、

稲
垣
足
穗

（
２
）
横
井
『
的
と
胞
衣
』
平
凡
社
、
王

（
３
）
萩
原
龍
夫
『
巫
女
と
仏
教
史
Ｉ
熊
野

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
、
八
一
頁
。

（
４
）
杉
山
光
信
・
杉
山
惠
美
子
訳
『
〈
子

横
井
『
的
と
胞
衣
』
平
凡
社
、
一
九

「
〈
子

註

八
八
年
、
三
三
頁
。

萩
原
龍
夫
『
巫
女
と
仏
教
史
Ｉ
熊
野
比
丘
尼
の
使
命
と
展
開
Ｉ
』

に
Ｉ
中
世
文
化
と
部
落
問
題
を
追
っ
て
ｌ
』

な
い
話
で
申
し
訳
な
か
っ
た
が
、

を
請
う
。

『
少
年
愛
の
美
学
』
第
一
章
、
河
出
文
庫
版
、
一
九

三
八
’
三
九
頁
。
位
藤
邦
生
「
『
満
済
准
后
日
記
』

供
〉
の
誕
生
』

み
す
ず
書
房
、

一
）

の
文
学
性
」
、
同
『
伏
見
宮
貞
成
の
文
学
』
所
収
、
清
文
堂
、
一
九

九
一
年
。
位
藤
邦
生
「
真
名
日
記
の
面
白
さ
・
一
面
」
、
『
季
刊
文
学
』

二
巻
三
号
所
載
、
岩
波
書
店
。

（
６
）
三
浦
圭
一
『
日
本
中
世
の
地
域
と
社
会
』
思
文
閣
出
版
、
一
九

九
三
年
、
所
収
。
初
出
Ⅱ
一
九
八
八
年
。

（
桃
山
学
院
大
学
教
授
）

｢一期(いちご)」の認識について23


