
「
等
伯
画
説
』
と
呼
ば
れ
る
書
物
が
あ
る
。
十
六
世
紀
末
に
成
立

し
た
画
論
で
、
正
式
な
題
号
は
単
に
『
画
説
』
と
い
う
。
題
号
に
っ

（
ｌ
）

づ
け
て
「
長
谷
川
等
伯
物
語
記
之
」
と
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
絵
師

等
伯
の
言
葉
の
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
等
伯
自
身
と
は
別
に

筆
録
者
の
存
在
す
る
こ
と
が
窺
え
る
。
つ
ま
り
本
書
は
等
伯
の
語
録

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
筆
録
者
は
本
法
寺
の
僧
日
通
で
あ
る
。

こ
の
書
物
に
は
よ
く
言
及
さ
れ
る
一
節
が
あ
る
。

辰
卯
月
廿
六
日
二
堺
宗
恵
来
是
ノ
梁
階
ガ
柳
二
烏
ノ
絵
ヲ

見
セ
タ
レ
バ

一
は
じ
め
に

心
を
付
け
て
感
ず
べ
し
Ｉ
『
等
伯
画
説
』
の
一
節
Ｉ

鳴
呼
し
づ
か
な
絵
で
有
御
座
卜
ほ
め
た
り
一
言
ナ
レ
ド
モ
面

白
ほ
め
や
う
也

此
絵
枯
木
に
雪
ノ
フ
リ
テ
小
烏
ニ
ハ
か
獄
み
居
ダ
ル
所
也

雪
ハ
し
づ
か
な
る
物
ナ
レ
バ
尤
也

、
、
、
、

付
之
思
二
し
づ
か
な
絵
い
そ
が
わ
し
き
絵
等
心
を
付
而
可

感
事
也

八
軸
ノ
内
夜
雨
鐘
な
ど
は
し
づ
か
ナ
ル
ベ
シ
市
ノ
絵

ハ
い
そ
が
し
か
る
く
し

惣
雨
月
ナ
ド
ハ
し
づ
か
な
る
物
充
（
傍
点
原
文
）

「
辰
」
の
年
、
天
正
二
十
年
（
一
五
九
二
）
の
こ
と
で
あ
る
。
茶
人

水
落
宗
恵
が
本
法
寺
を
訪
れ
た
。
日
通
が
か
れ
に
梁
楕
の
「
柳
二
烏

（
３
）

ノ
絵
」
を
見
せ
る
と
、
宗
恵
は
「
鳴
呼
し
づ
か
な
絵
で
有
御
座
」
と

田
村
航

日本思想史学33<2001> 96



本
稿
の
課
題
が
如
何
な
る
意
義
を
も
ち
、
ま
た
如
何
な
る
観
点
よ

り
解
明
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
先
行
研
究
を
と
お
し
て
明
ら
か
に
し

て
お
き
た
い
。

山
根
有
三
氏
は
等
伯
研
究
の
一
環
と
し
て
『
等
伯
画
説
』
を
と
り

あ
げ
、
「
画
の
鑑
賞
史
上
最
も
注
意
す
べ
き
」
事
柄
と
し
て
右
の
一

節
に
触
れ
て
い
る
。
「
し
づ
か
な
絵
」
と
い
う
言
葉
に
導
か
れ
、
氏

は
当
時
の
茶
人
に
使
わ
れ
て
い
た
美
的
評
語
と
「
し
づ
か
な
絵
」
と

評
さ
れ
る
具
体
的
な
絵
画
作
品
、
さ
ら
に
は
水
落
宗
恵
の
素
性
や
『
等

（
４
）

伯
画
説
』
の
成
立
年
と
い
う
考
証
に
ま
で
論
を
す
す
め
る
。

松
下
隆
章
氏
は
『
等
伯
画
説
』
中
、
右
の
一
節
に
テ
ー
マ
を
し
ぼ

り
論
を
展
開
す
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
『
等
伯
画
説
』
の
全
篇
が

必
ず
し
も
等
伯
の
言
葉
と
は
限
ら
ぬ
と
い
う
点
で
あ
る
。
『
等
伯
画

嘆
賞
し
た
。
こ
れ
を
日
通
は
「
一
言
ナ
レ
ド
モ
面
白
ほ
め
や
う
也
」

と
感
心
し
、
「
雪
ハ
し
づ
か
な
る
物
ナ
レ
バ
尤
也
」
と
納
得
す
る
。

さ
ら
に
日
通
は
「
付
之
思
二
」
と
思
索
を
す
す
め
、
漁
湘
八
景
の
「
夜

雨
」
「
鐘
」
な
ど
は
「
し
づ
か
な
絵
」
、
「
市
ノ
絵
」
は
「
い
そ
が
わ

し
き
絵
」
と
い
う
風
に
、
絵
画
鑑
賞
の
際
に
は
「
心
を
付
而
可
感
事

也
」
と
締
め
く
く
る
。
本
稿
で
は
こ
の
「
心
を
付
而
可
感
事
」
が
一

体
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
想
定
し
た
も
の
な
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

二
先
行
研
究
の
議
論

説
』
の
通
称
や
「
長
谷
川
等
伯
物
語
記
之
」
に
引
き
ず
ら
れ
、
同
書

の
す
べ
て
に
等
伯
の
言
葉
と
思
想
を
見
て
し
ま
い
が
ち
だ
が
、
こ
う

し
た
先
入
観
や
既
成
観
念
に
対
す
る
再
考
を
氏
は
う
な
が
し
て
く
れ

る
。
右
の
一
節
も
ま
た
、
等
伯
が
関
与
し
て
い
た
様
子
は
な
い
と
す

る
。
つ
ま
り
宗
恵
が
等
伯
に
「
鳴
呼
し
づ
か
な
絵
で
有
御
座
」
と
語

っ
た
と
い
う
従
来
の
理
解
を
訂
正
し
、
右
の
一
節
を
宗
惠
が
日
通
に

直
接
語
っ
た
記
録
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
『
等
伯
画
説
』
の

成
立
年
に
つ
い
て
も
考
証
す
る
。
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
も
し
く

は
慶
長
九
年
（
一
六
○
四
）
の
可
能
性
を
か
か
げ
、
「
し
づ
か
な
絵
」

な
ど
の
評
語
が
津
田
宗
及
の
サ
ロ
ン
で
使
わ
れ
、
ま
た
水
落
宗
恵
の

（
５
）

活
躍
し
た
で
あ
ろ
う
時
期
か
ら
前
者
の
可
能
性
を
主
張
す
る
。
氏
が

示
し
た
上
記
二
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
も
従
い
た
い
。

以
上
は
美
術
史
に
お
け
る
代
表
的
な
研
究
成
果
で
あ
る
。
作
品
鑑

賞
に
対
す
る
関
心
か
ら
か
、
両
氏
と
も
テ
キ
ス
ト
の
前
半
部
分
を
重

視
す
る
傾
向
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
梁
階
ガ
柳
二
烏
ノ
絵
」
を
「
鳴

呼
し
づ
か
な
絵
で
有
御
座
」
と
評
価
す
る
部
分
ば
か
り
が
注
目
さ
れ

て
し
ま
い
、
「
付
之
思
二
」
以
下
の
後
半
部
分
は
等
閑
に
付
さ
れ
た

観
が
あ
る
。
右
の
一
節
は
内
容
的
に
前
半
・
後
半
に
分
か
れ
る
だ
ろ

う
。
前
半
は
「
柳
二
烏
ノ
絵
」
を
め
ぐ
る
宗
恵
と
日
通
と
の
や
り
と

り
で
、
実
際
に
起
こ
っ
た
出
来
事
の
記
録
で
あ
る
。
後
半
は
こ
れ
を

踏
ま
え
た
日
通
自
身
の
思
索
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
宗
恵
の
語
っ

た
「
し
づ
か
な
絵
」
を
日
通
な
り
に
と
ら
え
か
え
し
た
も
の
で
あ
る
。

97 心を付けて感ずべし



「
し
づ
か
な
絵
」
「
い
そ
が
わ
し
き
絵
」
と
い
う
個
別
・
具
体
的
な
評

語
を
鑑
賞
方
法
と
い
う
次
元
で
と
ら
え
か
え
し
て
お
り
、
こ
れ
を
日

通
は
「
心
を
付
而
可
感
」
と
く
く
っ
て
い
る
。
日
通
の
思
索
、
あ
る

い
は
右
の
一
節
の
語
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
考
え
た
場
合
、
む
し
ろ
「
心

を
付
而
可
感
」
の
方
こ
そ
が
重
要
で
は
な
い
の
か
。
日
通
の
自
筆
本

で
「
心
を
付
而
」
に
傍
点
が
ふ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
見

方
の
支
え
と
な
ろ
う
。

か
か
る
観
点
か
ら
右
の
一
節
を
と
り
あ
げ
た
の
は
今
泉
淑
夫
氏
で

あ
る
。
氏
は
「
心
を
付
而
」
に
ふ
ら
れ
た
傍
点
に
注
目
し
、
そ
こ
に

日
通
の
と
く
に
思
う
と
こ
ろ
を
認
め
る
。
こ
の
言
葉
で
日
通
の
言
わ

ん
と
し
た
と
こ
ろ
を
氏
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

自
己
の
経
験
に
お
け
る
雪
が
「
し
っ
か
な
る
物
」
と
い
う
言
葉

を
得
て
、
は
じ
め
て
、
梁
惜
の
作
品
が
絵
画
的
経
験
の
う
ち
に

は
い
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
柳
烏
図
は
「
梁
楕
」

と
い
う
名
家
の
名
を
冠
し
た
名
物
で
し
か
な
か
っ
た
。
「
し
っ

か
な
絵
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
画
中
の
雪
は

よ
み
が
え
っ
た
こ
と
、
そ
の
感
動
を
日
通
は
書
き
留
め
よ
う
と

（
６
）

し
た
の
で
あ
る
。

氏
の
こ
の
理
解
に
は
二
つ
の
側
面
が
見
い
だ
せ
る
。
一
つ
は
、
絵

画
世
界
と
自
己
の
経
験
と
の
関
係
で
あ
る
。
「
し
っ
か
な
絵
」
と
い

う
言
葉
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
描
か
れ
た
も
の
で
し
か
な
か
っ
た

絵
画
世
界
は
自
己
の
経
験
で
以
て
と
ら
え
か
え
さ
れ
た
。
本
来
な
ら

関
わ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
も
の
同
士
を
「
し
つ
か
な
絵
」
は
む
す
び

つ
け
、
い
わ
ば
自
己
の
経
験
と
絵
画
世
界
と
の
紐
帯
の
役
割
を
果
た

し
た
の
で
あ
る
。
今
一
つ
は
、
柳
烏
図
を
単
な
る
名
物
の
座
か
ら
降

ろ
し
た
こ
と
で
あ
る
。
名
物
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ

し
い
と
さ
れ
る
高
尚
な
接
し
方
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
り
、
そ

の
分
だ
け
鑑
賞
者
と
の
か
か
わ
り
も
通
り
一
遍
の
も
の
に
終
わ
っ
て

し
ま
う
。
こ
う
し
た
懸
隔
は
「
し
つ
か
な
絵
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ

て
埋
め
ら
れ
、
高
み
か
ら
降
り
た
柳
烏
図
は
自
己
と
直
接
か
か
わ
る

も
の
と
な
っ
た
。
い
わ
ば
死
ん
だ
名
物
に
息
が
吹
き
込
ま
れ
た
の
で

あ
る
。
氏
は
こ
れ
ら
二
つ
の
角
度
か
ら
「
心
を
付
而
可
感
事
」
を
理

解
す
る
。

ひ
と
り
『
等
伯
画
説
』
に
と
ど
ま
ら
ず
、
氏
は
か
く
の
如
き
鑑
賞

方
法
を
時
代
一
般
の
傾
向
と
し
て
と
ら
え
る
。
『
等
伯
画
説
』
は
堺

町
衆
の
茶
湯
世
界
を
背
景
と
し
て
成
立
し
た
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、

氏
は
中
世
の
絵
画
鑑
賞
と
の
比
較
を
お
こ
な
う
。
『
実
隆
公
記
』
を

は
じ
め
公
家
の
日
記
で
は
「
殊
勝
々
々
」
「
驚
目
」
と
い
っ
た
類
型

的
な
鑑
賞
表
現
し
か
記
さ
れ
ず
、
こ
こ
に
公
家
た
ち
の
絵
画
鑑
賞
の

限
界
が
あ
っ
た
と
言
う
。
五
山
僧
の
画
賛
に
つ
い
て
も
中
国
の
古
典

世
界
と
の
関
係
や
作
者
・
素
性
ば
か
り
が
記
さ
れ
、
絵
画
の
内
部
に

ふ
か
く
分
け
入
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
う
。
中
世
の
絵
画
鑑
賞
が

類
型
的
な
か
た
ち
を
と
り
、
ま
た
作
品
の
周
辺
を
俳
個
す
る
に
と
ど

ま
っ
た
の
に
対
し
て
、
「
日
常
語
で
絵
画
経
験
を
語
ろ
う
と
す
る
堺
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（
７
）

町
衆
の
鑑
賞
法
」
は
「
新
し
い
世
界
を
拓
い
た
」
と
主
張
す
る
。

『
等
伯
画
説
』
に
時
代
の
変
わ
り
目
を
み
と
め
る
氏
の
立
場
は
、

十
五
世
紀
半
ば
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
の
唐
物
中
心
文
化
の
変
容
、

（
８
）

和
漢
兼
帯
文
化
へ
の
移
行
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
『
等
伯
画
説
』

に
は
本
稿
で
問
題
と
す
る
箇
所
と
は
別
に
、
能
阿
弥
の
鳴
鶴
図
を
め

ぐ
る
「
筆
止
」
記
事
が
見
ら
れ
る
。
将
軍
義
政
が
能
阿
弥
の
鳴
鶴
図

を
事
の
ほ
か
気
に
入
っ
た
た
め
、
以
降
鶴
図
の
描
画
を
禁
止
し
た
記

（
９
）

事
で
あ
る
。
今
泉
氏
は
こ
こ
に
絵
画
状
況
の
変
遷
を
見
い
だ
す
。

「
筆
様
」
だ
け
で
な
く
「
画
法
」
に
も
重
き
を
置
く
状
況
の
変
遷
で

あ
る
。
「
筆
様
」
と
は
宋
元
画
に
規
範
を
求
め
る
作
法
で
、
対
す
る
「
画

法
」
は
必
ず
し
も
漢
に
と
ら
わ
れ
な
い
普
遍
的
な
描
き
方
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
筆
様
」
に
対
し
て
「
画
法
」
も
肩
を
な
ら
べ
る
よ
う
に

な
っ
た
状
況
は
、
唐
物
一
辺
倒
の
傾
向
か
ら
脱
皮
し
和
物
に
も
価
値

を
み
と
め
る
動
向
と
連
動
す
る
。
将
軍
義
政
の
「
筆
止
」
命
令
は
唐

物
重
視
の
中
で
能
阿
弥
と
い
う
日
本
人
作
家
を
特
別
に
称
揚
す
る
こ

（
ぬ
）

と
で
、
氏
は
こ
こ
に
絵
画
状
況
変
遷
の
一
駒
を
見
い
だ
す
。
「
心
を

付
而
可
感
」
に
関
す
る
氏
の
議
論
も
同
様
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
い

る
。
公
家
・
五
山
僧
と
堺
町
衆
と
の
鑑
賞
方
法
の
ち
が
い
は
、
「
筆
様
」

と
「
画
法
」
の
関
係
と
重
な
り
合
う
。
氏
が
「
心
を
付
而
可
感
」
を

新
し
い
鑑
賞
方
法
と
し
、
中
世
と
の
訣
別
を
主
張
し
た
の
は
、
か
か

る
事
態
を
念
頭
に
置
い
て
で
あ
る
。

今
泉
氏
の
以
上
の
論
は
大
変
興
味
ぶ
か
く
、
ま
た
非
常
な
示
唆
に

富
む
。
た
だ
問
題
を
時
代
の
転
換
期
と
し
て
と
ら
え
、
新
し
い
も
の

の
発
生
に
ば
か
り
関
心
を
向
け
る
点
に
は
、
い
さ
さ
か
の
疑
問
を
感

じ
る
。
個
別
・
具
体
的
な
事
例
を
「
時
代
」
の
問
題
に
敷
桁
し
た
う

え
で
、
時
代
の
変
遷
や
転
換
を
も
と
め
る
の
は
歴
史
学
で
よ
く
な
さ

れ
る
議
論
の
立
て
方
で
あ
る
。
時
代
が
変
化
し
新
し
い
も
の
が
生
み

出
さ
れ
る
一
方
、
し
か
し
変
わ
ら
な
い
も
の
も
同
時
に
存
在
す
る
。

従
来
の
歴
史
学
で
は
、
こ
う
し
た
変
わ
ら
ざ
る
も
の
に
対
し
て
は
ほ

と
ん
ど
関
心
を
払
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
あ
え
て
今
泉
氏
と

は
逆
の
立
場
を
と
り
、
『
等
伯
画
説
』
に
中
世
か
ら
の
転
換
よ
り
も
、

（
皿
）

む
し
ろ
中
世
と
の
共
通
・
連
続
性
を
見
て
み
た
い
。

こ
こ
で
い
う
「
中
世
」
は
暖
昧
な
言
葉
で
、
如
何
様
に
も
解
釈
さ

れ
て
し
ま
う
危
う
さ
を
も
つ
。
何
を
以
て
「
中
世
」
と
し
、
何
を
以

て
「
中
世
」
と
し
な
い
か
は
絶
え
ず
つ
き
ま
と
う
問
題
で
あ
る
。
だ

が
便
宜
上
の
も
の
と
は
い
え
、
日
本
史
の
時
期
区
分
は
物
事
を
考
え

て
い
く
ひ
と
つ
の
基
準
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の

時
期
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
べ
き
共
通
項
が

あ
る
。
こ
う
し
た
共
通
項
を
さ
ぐ
り
、
あ
る
時
期
の
特
徴
を
明
ら
か

に
す
る
作
業
は
決
し
て
無
益
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。

本
稿
で
は
『
等
伯
画
説
』
に
中
世
に
お
け
る
共
通
項
を
み
と
め
て

い
く
。
具
体
的
に
は
茶
の
湯
ひ
い
て
は
中
世
芸
道
論
と
理
念
を
共
有

す
る
点
に
着
目
し
、
そ
こ
か
ら
「
心
を
付
而
可
感
事
」
の
理
解
に
つ

と
め
た
い
。
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基
礎
的
な
こ
と
を
二
つ
確
認
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
『
等
伯
画

説
』
問
題
の
一
節
が
は
た
し
て
宗
恵
か
ら
日
通
に
語
ら
れ
た
も
の
な

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
節
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
本
稿
も
松

下
隆
章
氏
と
同
じ
立
場
を
と
る
。
た
だ
松
下
氏
は
文
脈
か
ら
の
み
解

釈
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
支
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
も
の
を
若
干
示
し

て
お
き
た
い
。
二
つ
は
宗
恵
お
よ
び
日
通
の
素
性
で
あ
る
。
問
題
の

一
節
が
宗
恵
か
ら
日
通
に
語
ら
れ
た
も
の
と
し
た
う
え
で
、
両
者

各
々
の
素
性
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
よ
り
問
題
の
一

節
が
茶
の
湯
の
理
念
と
む
す
び
つ
き
得
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
だ

ろ
澪
７
。

ま
ず
一
つ
目
の
問
題
点
か
ら
見
て
ゆ
こ
う
。
「
長
谷
川
等
伯
物
語

記
之
」
の
と
お
り
『
等
伯
画
説
』
は
基
本
的
に
等
伯
の
語
録
と
見
て

（
吃
）

さ
し
つ
か
え
は
な
い
。
事
実
「
等
伯
云
」
を
は
じ
め
、
「
等
伯
現
二

（
喝
）

（
Ｍ
）

見
タ
リ
ト
物
語
セ
リ
」
「
此
鶴
ヲ
等
伯
祖
父
ハ
被
見
タ
リ
ト
」
「
等
伯

（
脂
）
（
肥
）

被
申
也
」
「
等
伯
物
語
セ
リ
」
な
ど
、
あ
き
ら
か
に
等
伯
の
言
葉
と

す
る
記
述
は
多
い
。
一
方
、
語
り
手
を
明
確
に
し
な
い
記
述
も
多
い
。

松
下
隆
章
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
等
伯
の
語
っ
た
と
こ
ろ
と
す
る

か
ど
う
か
は
難
し
く
、
「
当
時
の
茶
湯
者
の
間
で
は
す
で
に
早
く
行

わ
れ
て
ゐ
た
や
う
な
意
見
」
も
含
ま
れ
る
と
言
う
。
問
題
の
一
節
も

三
宗
惠
お
よ
び
日
通
の
こ
と

「
等
伯
云
」
と
は
記
さ
れ
ず
、
等
伯
を
か
か
わ
ら
せ
な
い
方
が
文
脈

（
Ⅳ
）

の
通
り
は
よ
い
と
言
う
。
確
か
に
宗
恵
と
日
通
の
や
り
と
り
と
し
て

解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
冒
頭
か
ら
「
一
言
ナ
レ
ド
モ
面

白
ほ
め
や
う
也
」
ま
で
を
等
伯
の
言
葉
と
し
、
「
此
絵
枯
木
に
雪
ノ

フ
リ
テ
」
以
下
を
日
通
自
身
の
理
解
と
し
て
も
何
の
不
都
合
も
な
い
。

こ
の
一
節
は
解
釈
の
仕
方
次
第
で
等
伯
の
言
葉
に
な
っ
た
り
、
な
ら

な
か
っ
た
り
す
る
。
そ
こ
で
い
ず
れ
の
解
釈
が
妥
当
な
の
か
、
裏
付

け
を
と
る
必
要
が
生
じ
る
。
「
等
伯
画
説
』
に
は
「
等
伯
云
」
と
し

て
絵
の
表
具
に
触
れ
た
箇
所
が
別
に
あ
る
。
等
伯
の
言
葉
に
つ
づ
い

て
日
通
は
「
得
意
云
」
と
し
て
「
梁
階
外
題
二
是
柳
烏
左
ト
ァ
リ
。

（
肥
）

是
ハ
三
幅
一
対
ノ
時
歎
。
然
者
烏
ノ
向
ダ
ル
方
二
可
張
付
歎
」
と
記

す
。
等
伯
の
言
葉
を
承
け
て
、
日
通
は
心
得
と
し
て
梁
桔
の
「
柳
烏

図
」
に
つ
い
て
記
す
。
い
わ
ば
メ
モ
書
き
の
如
き
も
の
だ
が
、
日
通

は
な
ぜ
こ
こ
で
梁
偕
の
「
柳
烏
図
」
に
触
れ
る
の
か
。
恐
ら
く
自
ら

こ
れ
を
所
持
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
柳
烏
図
」
が
問
題
の

一
節
の
「
梁
階
ガ
柳
二
烏
ノ
絵
」
と
同
一
の
も
の
か
否
か
、
に
わ
か

（
旧
）

に
断
定
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
も
し
同
一
の
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
日

通
所
持
の
絵
を
宗
恵
が
ほ
め
た
こ
と
に
な
る
。
い
さ
さ
か
根
拠
が
弱

い
と
は
い
え
、
松
下
氏
の
解
釈
は
そ
の
可
能
性
を
強
め
る
だ
ろ
う
。

問
題
の
一
節
は
宗
惠
と
日
通
の
や
り
と
り
と
し
た
い
。

つ
い
で
二
つ
目
の
問
題
点
で
あ
る
。
水
落
宗
恵
の
素
性
は
は
っ
き

り
し
な
い
。
「
水
落
」
と
い
う
呼
称
は
恐
ら
く
堺
の
地
名
に
由
来
す
る
。
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（
鋤
）

『
茶
人
系
伝
全
集
』
に
は
「
利
休
同
時
師
門
不
詳
人
物
」
の
一
人
と

し
て
か
か
げ
ら
れ
、
茶
を
誰
に
習
っ
た
か
も
よ
く
分
か
ら
な
い
。
当

時
の
茶
人
間
で
は
紹
鴎
伝
来
の
「
円
座
肩
衝
」
の
所
有
者
と
し
て
著

（
皿
）

名
だ
っ
た
。
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
十
二
月
七
日
の
会
に
津
田
宗

及
を
招
き
、
そ
の
返
礼
と
し
て
同
月
二
十
一
日
に
今
度
は
宗
恵
が
は

じ
め
て
招
か
れ
、
こ
れ
を
機
に
両
者
の
交
流
が
始
ま
る
。
以
降
、
天

正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
ま
で
宗
惠
の
会
に
は
八
回
、
宗
及
の
会
に

は
二
二
回
の
往
き
来
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
両
者
と
も
に
客
人
と
し

（
蛇
）

て
同
席
し
た
会
は
一
二
回
に
の
ぼ
る
。
利
休
と
も
接
触
が
あ
り
、
天

（
認
）

正
十
八
年
（
一
五
九
○
）
十
二
月
十
八
日
の
茶
会
に
招
か
れ
て
い
る
。

（
別
）
（
路
）

日
通
は
『
本
法
寺
過
去
帳
』
と
土
居
次
義
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、

堺
の
油
屋
常
金
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
妙
国
寺
開
山
の
日
晄
に
師
事

し
た
。
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
頃
、
本
法
寺
に
入
り
中
興
開
山

と
呼
ば
れ
、
慶
長
十
三
年
（
一
六
○
八
）
正
月
十
三
日
、
五
十
八
歳

で
没
し
た
。
師
の
日
晄
は
も
と
も
と
縁
戚
関
係
だ
っ
た
ら
し
く
、
そ

（
妬
）

の
父
は
油
屋
常
言
、
そ
の
兄
は
油
屋
常
祐
と
い
っ
た
。
油
屋
は
茶
人

を
輩
出
し
た
家
で
、
常
祐
は
じ
め
宗
味
・
紹
佐
な
ど
が
武
野
紹
鴎
に

（
”
）

師
事
し
た
。
名
物
も
多
数
所
持
し
て
お
り
、
引
拙
伝
来
の
「
灰
被
天

（
詔
）

目
」
、
「
曜
変
天
目
」
、
舜
挙
筆
の
「
芙
蓉
絵
」
な
ど
が
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
日
通
を
め
ぐ
る
環
境
は
茶
の
湯
と
む
す
び
つ
い
た
も
の
で

あ
り
、
『
茶
人
系
伝
全
集
』
に
よ
れ
ば
本
人
も
ま
た
茶
人
の
ひ
と
り

と
し
て
数
え
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
書
で
は
日
通
を
紹
鴎
の
門
弟
と

問
題
の
一
節
は
如
何
な
る
点
で
茶
の
湯
と
か
か
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。

つ
と
に
先
学
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
第
一
点
は
「
し
づ
か
な
絵
」

で
あ
る
。
「
し
づ
か
な
絵
」
と
い
う
評
語
は
必
ず
し
も
水
落
宗
恵
独

自
の
も
の
と
は
い
え
な
い
。
津
田
宗
及
の
茶
会
記
で
も
類
似
の
評
語

が
頻
出
し
、
ま
た
宗
恵
が
宗
及
の
茶
会
に
出
入
り
し
て
い
た
こ
と
か

ら
も
、
恐
ら
く
宗
及
の
影
響
を
こ
う
む
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
宗
及

他
会
記
」
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
正
月
十
日
の
朝
会
は
次
の
よ

う
に
記
録
さ
れ
る
。

か
も
の
絵
始
而
拝
見
申
候
筆
き
さ
う
な
り
一
段
う
つ
く

し
き
き
ぬ
に
て
候
筆
こ
ま
か
に
か
き
申
候
男
烏
也
右
絵

也
か
も
か
へ
り
を
さ
し
た
る
と
こ
ろ
を
か
き
申
候
一
段
し

づ
か
な
る
絵
に
て
候
ひ
う
し
一
段
う
つ
く
し
く
候
い
ん

す
る
が
、
年
代
的
に
合
わ
な
い
た
め
信
壗
性
は
低
い
。
と
は
い
え
、

こ
う
し
た
記
述
の
な
さ
れ
る
こ
と
自
体
、
日
通
と
茶
の
湯
が
む
す
び

つ
き
得
る
余
地
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

以
上
、
粗
々
な
が
ら
日
通
と
宗
恵
の
素
性
を
見
て
き
た
。
両
者
と

も
茶
の
湯
に
通
じ
た
人
物
で
あ
る
。
『
等
伯
画
説
』
の
一
節
が
宗
恵

と
日
通
と
の
や
り
と
り
だ
っ
た
な
ら
ば
、
話
題
は
絵
画
だ
け
に
と
ど

ま
ら
ず
、
茶
の
湯
と
も
か
か
わ
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

四
津
田
宗
及
の
美
的
評
語
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二
つ
あ
り

同
様
の
記
述
は
天
正
九
年
（
一
五
八
二
十
月
十
日
に
お
こ
な
わ

れ
た
平
野
宗
恵
の
会
に
も
見
え
る
。
同
じ
く
徽
宗
の
「
鴨
絵
」
が
か

け
ら
れ
た
が
、
今
度
は
女
烏
を
描
い
た
左
絵
で
あ
っ
た
。

始
而
ノ
茶
湯
也
、
絵
一
段
静
ナ
ル
絵
也
、
キ
ヌ
ド
モ
一
段
コ
マ

カ
ニ
見
エ
タ
リ
、
鴨
ノ
足
ヲ
一
方
ハ
ァ
ゲ
テ
、
ア
シ
サ
キ
ヲ
サ

ゲ
タ
ル
ヤ
ウ
ニ
見
エ
タ
リ

右
絵
と
左
絵
の
ち
が
い
が
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
徽
宗
の
「
鴨

絵
」
を
「
一
段
し
づ
か
な
る
絵
に
て
候
」
と
評
価
し
た
も
の
で
あ
る
。

殊
に
前
者
で
は
絵
の
す
べ
て
を
記
録
せ
ん
と
す
る
か
の
如
く
、
画

材
・
筆
づ
か
い
・
表
紙
・
印
に
ま
で
観
察
が
ゆ
き
と
ど
き
、
そ
れ
ぞ

れ
に
対
し
て
「
う
つ
く
し
き
」
「
こ
ま
か
に
」
と
い
っ
た
評
価
も
加

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
一
段
し
づ
か
な
る
絵
」
の
評
価
が
「
か
も
か

へ
り
を
さ
し
た
る
と
こ
ろ
」
で
あ
る
図
像
に
対
し
て
な
さ
れ
た
こ
と

も
窺
え
る
。
後
者
も
絹
の
細
か
さ
と
「
一
段
静
ナ
ル
絵
」
と
い
う
点

で
前
者
と
一
致
す
る
。

「
し
づ
か
な
る
絵
」
以
外
に
も
「
宗
及
他
会
記
」
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
美
的
評
語
が
頻
出
す
る
。
ど
の
絵
画
作
品
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し

た
の
か
、
年
代
順
に
見
て
ゆ
こ
う
。

玉
燗
「
万
里
江
山
絵
」

惣
別
、
此
絵
ニ
ギ
ャ
カ
ニ
ミ
ヘ
候
（
永
禄
九
年
正
月
十
九
日
、
下
問

丹
後
方
）

趙
子
昂
「
客
来
一
味
」

此
絵
、
惣
別
き
れ
い
な
る
也
（
同
年
十
二
月
七
日
条
、
小
嶋
屋
道
察

方
）

玉
燗
「
市
絵
」

惣
別
、
此
絵
す
ミ
ぐ
ろ
な
る
絵
也
、
に
ぎ
や
か
な
る
か
、
屋
た

い
の
ま
ハ
リ
い
そ
が
ハ
し
き
や
う
に
か
き
申
也
同
十
年
二
月
二

十
六
日
、
博
多
紹
安
方
）

「
漁
夫
絵
」

さ
わ
が
し
く
候
か
と
覚
候
（
同
年
三
月
一
日
、
天
王
寺
屋
道
叱
方
）

「
水
仙
花
絵
」

此
絵
に
ぎ
や
か
な
る
絵
な
り
（
永
禄
十
一
年
十
二
月
十
日
、
塩
屋
宗

悦
方
）

「
夜
雨
絵
」

お
も
ひ
の
ほ
か
に
こ
び
ぬ
ゑ
に
て
候
、
一
段
こ
び
た
る
や
う
に

こ
び
ぬ
絵
な
り
（
永
禄
十
二
年
二
月
、
天
王
寺
屋
道
叱
方
）

「
漁
夫
絵
」

惣
別
、
此
絵
さ
わ
が
し
き
絵
也
（
同
年
五
月
十
八
日
、
博
多
紹
安
方
）

馬
麟
「
朝
山
」

絵
之
内
の
び
た
る
心
あ
り
…
…
惣
別
、
此
絵
ひ
や
か
な
る
絵
な

り
、
乍
去
あ
り
ｊ
ｒ
ｌ
と
あ
る
事
ハ
な
し
、
面
白
お
も
ひ
申
う
ち

に
、
か
す
か
に
お
も
し
ろ
き
な
り
、
又
か
す
か
な
る
か
と
お
も
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宗
及
は
馬
麟
の
「
朝
山
」
を
二
度
見
て
、
い
ず
れ
の
場
合
も
高
く

評
価
し
て
い
る
。
一
回
目
は
言
葉
を
尽
く
し
て
、
二
回
目
は
「
絶
言

語
」
と
い
う
最
上
級
の
褒
め
言
葉
を
使
っ
て
。
言
葉
で
は
表
わ
し
き

れ
な
い
ほ
ど
の
感
動
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
こ
び
た
る
」
は
魅
力
的
な
、

目
を
引
く
と
で
も
い
っ
た
意
味
で
、
「
言
語
道
断
」
と
組
み
あ
わ
せ

て
使
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
（
永
禄
十
三
年
十
一
月
十
六
日
）
、
「
面
白
」

「
ひ
や
か
」
と
並
ぶ
ほ
ど
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
宗
及
の
美
的
評
語
は
絵
画
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
茶

へ
ば
、
船
な
ど
ハ
あ
り
ｊ
ｒ
ｌ
と
書
申
也
、
何
も
船
よ
り
里
山
な

ど
ヲ
見
た
る
絵
に
て
候
（
同
年
閏
五
月
十
九
日
、
武
野
宗
瓦
方
）

牧
溪
「
夜
雨
絵
」

此
絵
わ
け
見
え
が
た
き
絵
也
（
永
禄
十
三
年
正
月
十
七
日
、
川
那
部

肥
後
入
道
方
）

玉
燗
「
浪
絵
」

あ
ま
り
に
こ
び
た
る
も
の
に
て
ハ
無
之
候
（
同
年
十
一
月
十
六
日
、

納
屋
宗
久
方
）

「
菊
絵
」

カ
ス
カ
ナ
ル
面
白
絵
也
（
天
正
十
一
年
正
月
七
日
、
天
王
寺
屋
道
叱
方
）

馬
麟
「
朝
山
」

再
見
候
、
前
々
ョ
リ
ー
段
面
白
候
、
絶
言
語
候
（
同
年
七
月
二
日
、

羽
柴
秀
吉
方
）

器
な
ど
に
も
向
け
ら
れ
た
。
「
惣
別
、
っ
ぽ
い
や
し
き
っ
ぼ
也
」
（
永

禄
九
年
十
月
二
十
一
旦
、
「
い
か
つ
き
天
目
」
「
う
つ
く
し
き
天
目
」

「
一
段
お
も
き
天
目
」
（
同
年
十
月
三
十
且
、
「
此
壺
一
段
コ
ビ
テ
ハ
不

見
候
、
又
ダ
ウ
ヶ
タ
ル
心
モ
ナ
シ
、
何
ト
モ
ナ
ク
ョ
キ
壺
ナ
リ
」

（
永
禄
十
二
年
正
月
九
且
、
「
惣
別
、
此
つ
ぼ
、
あ
し
き
所
も
な
く
候
へ

共
、
す
き
入
た
る
や
う
に
は
見
え
不
申
候
」
（
同
年
二
月
二
十
八
且
、

「
惣
別
、
コ
ノ
花
び
ん
う
つ
く
し
く
こ
び
た
る
も
の
也
」
（
永
禄
十
三

年
十
一
月
十
六
且
、
「
な
れ
や
う
た
る
躰
也
」
（
天
正
二
年
四
月
三
且
、

「
薬
ケ
ク
や
ミ
タ
ル
ナ
リ
」
（
天
正
十
年
十
一
月
七
且
、
「
ナ
リ
・
比
、

言
語
道
断
也
」
（
天
正
十
一
年
七
月
二
旦
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

か
か
る
評
語
が
記
述
ば
か
り
で
な
く
、
実
際
の
茶
会
の
場
に
お
い

て
口
に
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
宗
及
と
同
様
に

水
落
宗
恵
も
「
し
づ
か
な
絵
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
、
そ
れ
を
承
け

て
日
通
も
ま
た
宗
及
と
同
じ
く
「
市
ノ
絵
」
を
「
い
そ
が
し
か
る
べ

し
」
と
了
解
す
る
背
景
に
は
、
や
は
り
当
時
の
茶
人
問
で
通
用
し
て

い
た
評
語
・
鑑
賞
態
度
の
存
在
を
み
と
め
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
以
上
の
美
的
評
語
は
『
天
王
寺
屋
会
記
』
中
、
「
宗
及

他
会
記
」
に
し
か
見
ら
れ
ず
、
前
後
の
代
に
あ
た
る
宗
達
・
宗
凡
の

他
会
記
に
は
記
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
「
し
づ
か
な
」
「
い
そ
が
ハ
し
き
」

と
い
っ
た
評
語
は
宗
及
の
個
性
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
特
定
の

時
空
の
み
で
通
用
し
て
い
た
言
葉
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が

っ
て
、
こ
こ
か
ら
新
し
い
時
代
の
鑑
賞
法
を
み
る
の
は
い
さ
さ
か
性
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問
題
の
一
節
と
茶
の
湯
は
、
こ
の
ほ
か
「
心
を
付
而
可
感
事
」
に

お
い
て
も
か
か
わ
り
を
も
つ
。
こ
れ
は
水
落
宗
恵
の
言
葉
を
日
通
な

り
に
と
ら
え
か
え
し
た
言
葉
で
あ
る
。
日
通
が
茶
の
湯
と
む
す
び
つ

く
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
言
葉
が
茶
人
間
で
通
用
し
て
い
た
「
し

づ
か
な
絵
」
や
「
い
そ
が
わ
し
き
絵
」
を
抽
象
化
し
て
く
く
っ
た
も

の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
茶
の
湯
と
の
か
か
わ
り
を
見
る
の
は
的
は

ず
れ
で
は
あ
る
ま
い
。

そ
れ
で
は
「
心
を
付
而
可
感
事
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
こ
と
な

の
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
「
し
づ
か
な
絵
」
「
い
そ
が
わ
し
き
絵
」

と
い
う
評
価
を
日
通
は
ど
の
よ
う
な
鑑
賞
方
法
と
し
て
理
解
し
た
の

だ
ろ
う
か
。
日
通
み
ず
か
ら
「
心
を
付
而
」
に
傍
点
を
ふ
っ
て
い
る
。

最
も
重
ん
じ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
「
心
」
の
語

を
手
が
か
り
に
問
題
の
解
明
を
試
み
た
い
。

「
心
」
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
記
述
が
あ
る
。
た
と
え
ば
珠
光
の
「
心

の
文
」
は
こ
う
で
あ
る
。

か
る
、
と
云
事
ハ
、
よ
き
道
具
を
も
ち
、
其
あ
ぢ
わ
ひ
を
よ
く

し
り
て
、
心
の
下
地
に
よ
り
て
た
け
く
ら
ミ
て
、
後
ま
で
ひ
へ

（
羽
）

や
せ
て
こ
そ
面
白
く
あ
る
べ
き
也

急
な
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。

五
「
心
」
に
よ
る
主
客
の
一
致

こ
れ
は
珠
光
が
古
市
澄
胤
に
宛
て
た
書
状
で
あ
る
。
茶
の
湯
に
関

す
る
諸
注
意
を
記
し
た
も
の
で
、
珠
光
の
思
想
を
知
る
う
え
で
重
要

な
史
料
と
さ
れ
る
。
右
の
一
文
は
「
ひ
ゑ
か
る
、
」
に
対
す
る
誤
解

を
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
初
心
者
の
内
か
ら
通
ぶ
っ
て
備
前
焼
・

信
楽
焼
を
手
に
す
る
こ
と
を
戒
め
た
う
え
で
、
真
に
「
か
る
、
」
と

い
う
こ
と
は
良
き
道
具
の
味
わ
い
を
知
り
、
「
心
の
下
地
」
で
た
け

く
ら
む
こ
と
だ
と
言
う
。
「
心
の
下
地
」
と
は
聞
き
な
れ
ぬ
言
葉
で

あ
る
。
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
か
。
「
心
の
文
」
の
冒
頭
は
「
此

道
、
第
一
わ
る
き
事
ハ
、
心
の
が
ま
ん
・
が
し
や
う
也
」
と
始
ま
り
、

最
後
も
「
た
ず
が
ま
ん
・
が
し
や
う
が
わ
る
き
事
に
て
候
」
と
締
め

く
く
る
。
最
後
と
冒
頭
に
同
意
の
文
が
記
さ
れ
る
。
け
だ
し
こ
の
書

状
で
最
も
強
調
し
た
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
自
ら
の
主
張
の
典
拠
と

し
て
「
心
の
師
と
ハ
な
れ
、
心
を
師
と
せ
ざ
れ
」
と
い
う
言
葉
を
引

（
釦
）

用
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
「
心
」
へ
の
戒
め
が
眼
目
の
は
ず
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
「
心
」
は
「
が
ま
ん
・
が
し
や
う
」
を
生
み
出
す
も
の

と
い
う
か
、
「
が
ま
ん
・
が
し
や
う
」
そ
の
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

「
和
」
だ
の
「
漢
」
だ
の
と
い
う
茶
道
具
の
ブ
ラ
ン
ド
や
「
ひ
ゑ
か
る
、
」

と
い
う
価
値
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
心
」
の
「
が

ま
ん
・
が
し
や
う
」
と
は
別
に
、
「
心
の
下
地
」
で
「
た
け
く
ら
む
」

こ
と
は
理
想
的
な
状
態
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
心
の
下
地
」
は
「
心
」

と
は
異
な
る
。
む
し
ろ
正
反
対
の
も
の
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

「
心
の
下
地
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
こ
れ
を
解
明
す
る
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鍵
は
他
の
記
述
に
見
い
だ
せ
る
。
『
源
流
茶
話
』
で
は
「
御
尋
之
事
」

と
し
て
珠
光
の
言
葉
を
伝
え
る
。

ざ
し
き
へ
な
を
り
て
、
主
客
と
も
に
心
を
の
ど
め
て
ゆ
め
ゆ
め

他
念
な
き
心
も
ち
こ
そ
、
第
一
の
肝
要
な
れ
、
御
心
ま
で
に
て
、

（
別
）

外
面
へ
無
用
な
り

茶
会
で
は
主
人
・
客
人
と
も
に
「
心
」
を
ゆ
っ
た
り
と
落
ち
着
か

せ
、
余
計
な
こ
と
を
考
え
な
い
こ
と
が
最
も
重
要
だ
と
言
う
。
こ
う

し
た
茶
の
湯
の
理
想
は
連
歌
に
も
通
じ
る
。
心
敬
は
秀
逸
の
句
を
「
心

を
も
細
く
艶
に
の
ど
め
て
、
世
の
あ
は
れ
を
も
深
く
思
ひ
入
れ
た
る

（
認
）

人
の
、
胸
よ
り
出
た
る
句
な
る
べ
し
」
と
説
明
す
る
。
雑
念
の
生
起

す
る
「
心
」
の
は
た
ら
き
を
極
力
静
め
て
、
只
ひ
た
す
ら
「
艶
」
Ⅱ

「
世
の
あ
は
れ
」
に
入
り
込
ん
だ
「
胸
よ
り
出
た
る
句
」
こ
そ
秀
逸

だ
と
言
う
。
「
心
を
の
ど
め
て
」
と
い
う
表
現
は
「
御
尋
之
事
」
と

一
致
す
る
。
心
敬
は
「
あ
な
が
ち
別
の
こ
と
に
あ
ら
ず
」
と
も
言
っ

て
お
り
、
こ
れ
は
無
理
に
何
か
特
別
な
こ
と
を
し
な
い
自
然
な
状
態

を
い
う
。
「
深
く
思
ひ
入
れ
た
る
」
は
「
他
念
な
き
心
も
ち
」
と
重

な
る
。
「
他
念
な
き
心
も
ち
」
は
何
も
思
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
た
だ
一
点
に
思
い
を
致
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
「
胸

よ
り
出
た
る
句
」
が
出
来
る
。
別
な
箇
所
で
心
敬
は
「
ま
こ
と
に
胸

の
底
よ
り
出
で
た
る
我
が
歌
．
我
が
連
歌
」
と
言
い
、
ま
た
優
れ
た

（
詔
）

歌
人
を
「
心
源
の
至
れ
る
人
」
と
言
う
と
こ
ろ
か
ら
、
「
胸
」
は
厳

密
に
は
「
胸
の
底
」
や
「
心
源
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
「
胸
の
底
」

よ
り
出
た
秀
逸
の
句
を
心
敬
は
「
い
は
い
心
の
匂
ひ
あ
る
」
と
も
言

い
換
え
て
お
り
、
こ
れ
は
特
に
言
葉
で
表
現
し
な
く
と
も
、
自
然
と

雰
囲
気
の
伝
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
面
影
ば
か
り
を
の
み
詠
む
」
不

（
別
）

明
体
を
指
す
。
「
胸
の
底
」
や
「
心
源
」
は
文
字
ど
お
り
「
心
」
の

奥
深
く
に
あ
る
も
の
で
、
明
確
な
か
た
ち
で
は
把
握
し
得
な
い
漠
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
「
心
」
を
お
お
い
つ
く
す
雑
念
を
は
が
す
こ
と
で
、

本
来
あ
る
「
胸
の
底
」
が
お
ぼ
ろ
な
雰
囲
気
と
し
て
か
も
し
だ
さ
れ

た
句
を
、
心
敬
は
秀
逸
と
言
う
。
茶
会
で
「
心
を
の
ど
め
て
」
「
他

念
な
き
心
も
ち
」
に
至
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
れ
と
同
じ
状
態
で
、

「
胸
の
底
」
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た
こ
と
を
い
う
の
だ
ろ
う
。
「
胸
の
底
」

は
そ
の
物
言
い
か
ら
も
、
先
に
見
た
「
心
の
下
地
」
を
連
想
さ
せ
る
。

「
心
の
下
地
」
は
「
心
」
を
か
た
ち
づ
く
る
「
が
ま
ん
・
が
し
や
う
」

を
と
り
は
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
心
の
下
地
」
で
「
た
け
く
ら
む
」

こ
と
は
「
面
影
」
や
「
い
は
い
心
の
匂
ひ
」
を
感
じ
る
こ
と
で
、

「
ひ
ゑ
か
る
ゞ
」
と
意
識
せ
ず
と
も
「
ひ
ゑ
か
る
、
」
こ
と
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
初
心
者
が
た
か
が
道
具
ご
と
き
で
冷
え
枯
れ
た
気
に

な
る
の
を
、
珠
光
は
「
が
ま
ん
・
が
し
や
う
」
と
し
て
戒
め
た
の
で

あ
る
。右

が
珠
光
個
人
の
思
想
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
が
、
同
時
に
茶

の
湯
の
理
念
と
し
て
敷
桁
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
と
え
ば
伝
紹
鴎

の
「
侘
の
文
」
は
こ
う
記
す
。

師
へ
よ
く
聞
き
候
に
一
つ
と
し
て
心
は
な
る
、
所
作
は
な
し
。
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是
も
心
と
心
の
つ
か
ぬ
所
に
て
な
す
心
を
本
性
と
云
ふ
な
れ
ぱ
、

我
し
ら
ず
に
よ
き
所
に
叶
ふ
と
こ
ろ
が
奇
妙
と
も
云
ふ
べ
き
な

り
と
仰
せ
有
難
き
事
に
て
候
。
御
身
は
只
人
に
て
ま
し
ま
さ
ず

候
、
聞
く
耳
見
る
目
知
り
得
る
も
の
あ
れ
ば
、
一
分
の
く
も
り

な
く
候
。
我
等
は
心
に
て
と
く
と
合
点
し
て
楽
し
み
候
へ
共
、

口
べ
た
に
て
い
は
れ
不
申
候
。
言
葉
に
あ
ら
は
す
斯
道
の
本
意

（
弱
）

は
落
申
し
て
あ
さ
ま
に
聞
へ
候
も
の
に
て
候
。

「
侘
の
文
」
は
後
人
の
偽
作
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
引
用
を
い
ぶ

か
る
向
き
も
あ
ろ
う
。
た
だ
紹
鴎
の
思
想
で
は
な
く
、
茶
の
湯
の
理

想
を
汲
み
と
る
の
が
目
的
な
の
で
敢
え
て
と
り
あ
げ
た
。
こ
こ
で
も

「
心
」
が
話
題
の
中
心
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
心
」
は
「
心
と
心

の
つ
か
ぬ
所
に
て
な
す
心
」
で
、
通
常
考
え
ら
れ
る
「
心
」
と
は
異

な
る
。
「
侘
の
文
」
で
は
定
家
の
歌
か
ら
「
誰
が
誠
」
と
い
う
言
葉

を
援
用
し
、
こ
れ
を
「
心
・
言
葉
も
不
及
虚
」
と
す
る
。
「
心
と
心

の
つ
か
ぬ
所
」
は
「
心
」
が
及
ば
な
い
境
地
を
指
す
。
「
心
」
が
及

ば
な
い
と
は
、
常
に
雑
念
に
お
お
わ
れ
た
「
心
」
で
は
到
達
し
得
な

い
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
雑
念
を
と
り
の
け
る
に
は
「
心
」
を
「
の

ど
め
」
、
「
心
の
下
地
」
を
あ
ら
わ
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
心
と
心

の
つ
か
ぬ
所
に
て
な
す
心
」
は
「
心
の
下
地
」
と
同
様
の
も
の
で
あ

ろ
う
。
「
心
の
下
地
」
で
「
た
け
く
ら
む
」
こ
と
や
「
胸
の
底
」
か

ら
句
の
出
る
こ
と
を
、
珠
光
や
心
敬
は
至
極
と
す
る
。
お
ぼ
ろ
な
雰

囲
気
が
何
と
な
く
か
も
し
だ
さ
れ
る
こ
と
で
、
右
の
「
我
し
ら
ず
」

や
「
奇
妙
」
と
合
致
し
、
こ
れ
を
「
よ
き
所
に
叶
ふ
」
と
す
る
点
も

共
通
す
る
。
「
我
し
ら
ず
」
に
「
よ
き
所
に
叶
ふ
」
の
は
「
心
と
心

の
つ
か
ぬ
所
に
て
な
す
心
」
が
己
れ
個
人
の
「
心
」
で
は
な
く
、

「
本
性
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
花
山
院
長
親
は
「
歌
の
真
体
」
を
「
万

物
の
性
」
と
い
う
言
葉
で
い
い
あ
ら
わ
す
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
存
在

（
妬
）

さ
せ
、
運
行
さ
せ
る
「
不
生
不
滅
」
の
「
性
」
で
あ
る
。
「
本
性
」

は
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
「
一
つ
と
し
て
心
は
な
る
ゞ
所

作
は
な
し
」
か
ら
も
窺
え
る
。
万
物
は
そ
の
根
本
に
お
い
て
「
心
と

心
の
つ
か
ぬ
所
に
て
な
す
心
」
に
よ
っ
て
存
在
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

雑
念
に
お
お
わ
れ
た
個
人
の
心
も
例
外
で
は
な
い
。
「
心
の
下
地
」

や
「
胸
の
底
」
は
個
人
の
、
心
の
奥
ば
か
り
で
な
く
、
万
物
の
根
本
に

共
通
し
て
存
在
す
る
。
茶
会
や
連
歌
の
場
で
「
よ
き
所
に
叶
ふ
」
と

き
は
、
こ
の
共
通
の
〈
何
か
〉
が
現
れ
た
と
き
で
、
個
人
の
心
を
超

え
る
点
で
「
我
し
ら
ず
」
「
奇
妙
」
と
な
る
。
個
人
の
心
で
は
知
覚

で
き
な
い
か
ら
「
心
」
の
み
な
ら
ず
、
「
言
葉
」
も
ま
た
及
ば
な
い

の
で
あ
る
。
「
言
葉
に
あ
ら
は
す
斯
道
の
本
意
」
を
「
あ
さ
ま
」
と

す
る
の
も
、
「
心
の
下
地
」
が
言
葉
で
は
把
握
し
き
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
「
心
に
て
と
く
と
合
点
」
と
い
っ
た
場
合
、
こ
れ
は
「
心
の

下
地
」
に
よ
る
合
点
で
、
「
主
客
と
も
」
に
「
心
を
の
ど
め
て
」
「
他

念
な
き
心
も
ち
」
に
至
る
こ
と
を
い
う
。

以
上
見
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
茶
の
湯
で
は
「
心
の
下
地
」

に
よ
る
主
体
と
客
体
の
融
合
を
理
想
と
す
る
。
主
体
と
客
体
は
主
人
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か
く
の
如
き
茶
の
湯
の
理
念
を
ふ
ま
え
て
、
改
め
て
『
等
伯
画
説
』

を
ふ
り
か
え
っ
て
み
よ
う
。
「
雪
」
「
夜
雨
」
「
鐘
」
「
雨
月
」
の
絵
を

「
し
づ
か
」
と
い
い
、
「
市
」
の
絵
を
「
い
そ
が
し
」
と
い
う
鑑
賞
を
、

日
通
は
「
心
を
付
而
可
感
事
」
と
抽
象
化
す
る
。
絵
と
相
対
し
た
と

き
、
そ
こ
か
ら
何
か
を
感
じ
、
そ
れ
に
「
い
そ
が
し
」
「
し
づ
か
」

の
言
葉
を
与
え
る
の
は
鑑
賞
者
の
心
で
あ
る
。
同
時
に
「
し
づ
か
」

「
い
そ
が
し
」
で
言
い
あ
ら
わ
さ
れ
る
何
か
を
も
た
ら
す
の
は
絵
の

世
界
で
あ
る
。
両
者
が
切
り
む
す
ん
だ
と
き
、
は
じ
め
て
「
い
そ
が

し
」
「
し
づ
か
」
が
口
を
つ
い
て
出
る
。
逆
に
切
り
む
す
ば
れ
る
こ

と
が
な
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
感
情
表
現
は
い
っ
さ
い
出
て
こ
な
い
。

絵
と
接
し
た
と
き
、
鑑
賞
者
は
鑑
賞
者
で
あ
り
な
が
ら
、
鑑
賞
者
で

な
く
な
り
絵
の
世
界
と
同
化
す
る
。
「
し
づ
か
」
「
い
そ
が
し
」
は
か

か
る
事
態
に
お
い
て
発
生
す
る
も
の
で
、
そ
の
作
用
を
な
さ
し
め
る

の
が
「
心
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
心
」
は
「
心
の
下
地
」
に
相

当
す
る
。
「
心
」
を
つ
け
る
と
は
、
「
心
の
下
地
」
で
鑑
賞
者
と
絵
の

世
界
が
融
合
す
る
こ
と
で
あ
る
。
日
通
の
思
考
に
従
う
の
な
ら
、
前

節
で
見
た
津
田
宗
及
の
評
語
も
同
様
の
作
用
か
ら
起
こ
っ
た
こ
と
に

な
る
。
「
心
の
下
地
」
で
「
た
け
く
ら
む
」
と
は
こ
の
こ
と
を
指
す
。

え
た
く
何
か
〉
で
主
－

こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。

と
客
人
で
あ
り
、
己
れ
と
道
具
で
も
あ
る
。
個
人
の
心
や
言
葉
を
超

え
た
く
何
か
〉
で
主
客
が
む
す
び
つ
け
ら
れ
、
そ
の
別
の
な
く
な
る

『
等
伯
画
説
』
の
一
節
は
茶
の
湯
ば
か
り
で
な
く
、
中
世
芸
道
論

と
も
理
念
を
共
有
す
る
。
新
川
哲
雄
氏
は
俊
成
の
「
も
と
の
心
」
や

世
阿
弥
の
「
妙
」
を
手
が
か
り
に
、
中
世
芸
道
論
す
な
わ
ち
歌
論
・

連
歌
論
・
能
楽
論
・
立
花
論
・
茶
湯
論
・
書
論
・
画
論
・
俳
論
を
通

底
す
る
理
念
に
注
目
す
る
。
氏
は
こ
れ
に
「
〈
も
の
〉
の
く
い
の
ち
〉
」

と
い
う
言
葉
を
与
え
、
森
羅
万
象
や
天
地
運
行
を
根
源
か
ら
支
え
る

も
の
と
理
解
す
る
。
こ
の
「
〈
も
の
〉
の
く
い
の
ち
〉
」
に
触
れ
る
こ

と
で
、
芸
を
お
こ
な
う
主
体
と
客
体
が
一
体
化
し
両
者
の
区
別
が
な

く
な
る
。
芸
の
達
者
の
み
自
覚
し
得
た
境
地
で
、
中
世
に
お
け
る
理

（
師
）

想
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
と
言
う
。
『
等
伯
画
説
』
か
ら
は
こ
の
理
念
を

読
み
と
れ
な
か
っ
た
と
す
る
脚
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
に
従
う
の
な
ら

『
等
伯
画
説
』
に
も
同
様
の
理
念
を
み
と
め
、
中
世
芸
道
論
の
系
譜

に
つ
ら
ね
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
歌
論
と
の
共
通
を
見
て
み
よ
う
。
俊
成
は
次
の
言
葉
を

残
し
て
い
る
。

か
の
古
今
集
の
序
に
い
へ
る
が
ご
と
く
、
人
の
心
を
種
と
し
て
、

よ
る
づ
の
言
の
葉
と
な
り
に
け
れ
ば
、
春
の
花
を
た
づ
ね
、
秋

の
紅
葉
を
見
て
も
、
歌
と
い
ふ
も
の
な
か
ら
ま
し
か
ば
、
色
を（調）

も
香
を
も
知
る
人
も
な
く
、
何
を
か
は
も
と
の
心
と
も
す
べ
き
。

六
中
世
芸
道
論
と
の
関
係
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「
歌
」
で
以
て
人
は
「
色
」
や
「
香
」
を
知
り
、
ま
た
「
も
と
の
、
心
」

も
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
「
歌
」
と
は
「
人
の
心
」
が
「
春
の
花
」

「
秋
の
紅
葉
」
と
触
れ
た
と
き
に
「
言
の
葉
」
と
し
て
表
現
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
言
は
日
通
の
思
考
と
ほ
ぼ
重
な
り
合
う
。
「
秋

の
紅
葉
」
「
春
の
花
」
か
ら
「
人
の
心
」
が
感
じ
と
っ
た
も
の
に
言

葉
を
与
え
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
「
も
と
の
心
」
を
感
知
で
き
る
の

で
あ
る
。
「
春
の
花
」
や
「
秋
の
紅
葉
」
は
「
市
」
や
「
鐘
」
な
ど

の
絵
画
世
界
に
相
当
す
る
。
「
人
の
心
」
は
鑑
賞
者
の
心
で
あ
る
。

両
者
の
接
触
に
よ
り
「
し
づ
か
」
「
い
そ
が
し
」
と
い
う
言
葉
が
漏
れ
、

こ
れ
を
「
歌
」
と
も
い
う
。
か
か
る
行
為
を
な
さ
し
め
る
の
が
「
も

と
の
心
」
で
あ
り
、
ま
た
「
心
の
下
地
」
で
あ
る
。
影
響
関
係
こ
そ

確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
「
心
を
付
而
可
感
」
で
日
通
の
言
わ
ん
と

し
た
こ
と
は
俊
成
の
思
考
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。

和
歌
と
茶
の
湯
の
固
有
性
を
強
調
し
、
両
者
を
む
す
び
つ
け
る
こ

と
の
性
急
さ
を
指
摘
す
る
向
き
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
歌
は
「
境
に
随

ひ
て
起
る
心
を
声
に
出
し
候
事
」
と
さ
れ
、
「
生
き
と
し
生
け
る
も

の
い
づ
れ
か
寄
を
よ
ま
ざ
り
け
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
鶯
や
蛙
の
鳴

き
声
、
風
が
枝
を
な
ら
す
音
ま
で
も
が
そ
の
範
嶬
に
含
ま
れ
て
し
ま

（
㈹
）う

。
し
た
が
っ
て
、
名
物
と
接
し
た
と
き
に
口
を
つ
い
て
出
る
「
鳴

呼
し
づ
か
な
絵
で
有
御
座
」
や
「
此
絵
ニ
ギ
ャ
ヵ
ニ
ミ
ヘ
候
」
「
コ

ノ
花
び
ん
う
つ
く
し
く
こ
び
た
る
も
の
也
」
な
ど
も
歌
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
歌
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
詠
歌
に
等
し
い
行
為

で
は
あ
る
。
『
等
伯
画
説
』
と
茶
の
湯
の
か
か
わ
り
を
、
中
世
歌
論

に
ま
で
敷
桁
す
る
こ
と
は
決
し
て
無
理
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。

さ
し
あ
た
り
俊
成
の
歌
論
の
み
検
討
を
お
こ
な
い
、
他
の
論
著
に

つ
い
て
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
す
る
。
新
川
氏
の
議
論
に
則

る
か
た
ち
で
は
あ
る
も
の
の
、
『
等
伯
画
説
』
も
ま
た
中
世
芸
道
論

と
理
念
を
共
有
す
る
。
も
し
、
そ
う
だ
と
す
る
の
な
ら
、
中
世
と
の

相
違
ば
か
り
で
な
く
、
中
世
か
ら
の
連
続
性
を
も
『
等
伯
画
説
』
に

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
「
中
世
」
と
呼
ば
れ
る
時
期
を
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
に
わ
か
に
答
え
ら
れ
る
問
題
で
は
な

い
が
、
野
崎
守
英
氏
が
若
干
の
手
が
か
り
を
示
し
て
く
れ
る
。
定
家

の
詠
歌
「
大
空
は
梅
の
に
ほ
ひ
に
か
す
み
つ
、
く
も
り
も
は
て
ぬ
春

の
夜
の
月
」
（
『
新
古
今
集
』
春
歌
上
、
四
○
）
を
、
宣
長
は
「
大
ぞ
ら
は

く
も
り
も
は
て
ぬ
花
の
香
に
梅
さ
く
山
の
月
ぞ
か
す
め
る
」
と
詠
み

換
え
る
（
『
新
古
今
集
美
濃
の
家
づ
と
』
）
。
氏
は
こ
こ
に
着
目
し
、
両
者

そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
指
摘
す
る
。
定
家
は
輪
郭
の
ぼ
や
け
た
月
に
、

梅
の
匂
い
を
重
ね
て
、
天
空
に
イ
メ
ー
ジ
の
重
層
を
詠
み
あ
げ
る
。

歌
の
主
題
が
梅
な
の
か
月
な
の
か
は
っ
き
り
せ
ず
、
不
明
瞭
で
お
ぼ

ろ
な
イ
メ
ー
ジ
が
伝
わ
る
だ
け
で
あ
る
。
一
方
宣
長
は
、
梅
を
実
際

に
山
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
背
後
に
月
を
見
す
え
る
。
荘
漠

さ
を
詠
む
定
家
に
対
し
て
、
宣
長
は
「
形
体
を
固
定
さ
せ
ず
に
は
落

ち
着
き
ど
こ
ろ
を
も
た
な
い
不
安
を
根
に
し
て
い
る
精
神
」
を
も
つ
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水
落
宗
恵
が
「
鳴
呼
し
づ
か
な
絵
で
有
御
座
」
と
感
嘆
す
る
く
だ

り
は
『
等
伯
画
説
』
の
中
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
箇
所
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
解
釈
に
は
多
く
の
困
難
が
つ
き
ま
と
う
。
等
伯
の
言
葉
と

見
る
か
、
日
通
自
身
の
体
験
と
見
る
か
は
解
釈
の
別
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
い
ず
れ
と
も
決
着
が
つ
け
が
た
い
。
本
稿
で
は
い
ち
お
う
後

者
の
立
場
を
と
る
こ
と
と
し
た
。
「
し
づ
か
な
絵
」
と
い
う
評
語
が

当
時
の
茶
人
間
で
使
わ
れ
て
い
た
た
め
、
茶
の
湯
と
の
か
か
わ
り
も

先
学
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
通
の
言
葉
で
あ
る

「
心
を
付
而
可
感
事
」
と
茶
の
湯
と
の
か
か
わ
り
を
指
摘
し
た
研
究

は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
言
葉
は
鑑
賞
方
法
を
示
す
も
の
で
、
「
し
づ
か
」

（
似
）

と
言
う
。

宣
長
と
定
家
と
い
う
個
性
の
相
違
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け

で
な
く
、
中
世
と
近
世
の
「
文
化
」
の
相
違
と
み
な
す
こ
と
も
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。
物
事
を
明
確
に
区
分
し
秩
序
だ
て
る
近
世
と
は

異
な
り
、
中
世
は
明
確
な
輪
郭
を
も
た
ず
様
々
な
も
の
が
漠
然
と
重

な
り
合
う
特
徴
を
も
つ
。
『
等
伯
画
説
』
に
見
ら
れ
る
主
体
客
体
の

無
化
も
、
か
か
る
観
点
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
よ
り

一
層
の
検
討
を
要
す
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
の

問
題
提
起
と
し
て
お
き
た
い
。

七
お
わ
り
に

「
い
そ
が
し
」
な
ど
具
体
的
な
評
語
か
ら
抽
象
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
言
葉
と
茶
の
湯
が
か
か
わ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
思
想
面
に
お
い
て
で
あ
る
。
本
稿
で
は
従
来
注
目
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
。
す
な
わ
ち
茶
の
湯
と
の
か
か
わ
り

か
ら
「
心
を
付
而
可
感
」
の
理
解
に
つ
と
め
た
。

日
通
は
「
心
を
付
而
」
に
傍
点
を
ふ
っ
て
お
り
、
こ
の
四
文
字
を

重
視
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
「
心
」
は
珠
光
の
い
う
「
心

の
下
地
」
に
相
当
す
る
。
心
を
常
に
お
お
う
雑
念
が
除
か
れ
た
も
の

で
、
人
の
心
ば
か
り
か
森
羅
万
象
を
根
本
か
ら
存
在
せ
し
め
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
「
心
」
に
よ
っ
て
鑑
賞
者
と
絵
画
世
界
が
一
体
化
し

両
者
の
区
別
の
な
く
な
る
こ
と
を
、
日
通
は
「
心
を
付
而
」
と
言
い

あ
ら
わ
し
た
。
「
心
」
を
つ
け
た
作
用
と
し
て
「
し
づ
か
」
「
い
そ
が

し
」
な
ど
の
言
葉
が
口
を
つ
い
て
出
る
。
日
通
は
こ
れ
を
「
感
」
と

言
い
あ
ら
わ
し
た
。
こ
う
し
た
思
考
は
ひ
と
り
日
通
の
み
な
ら
ず
、

茶
の
湯
ひ
い
て
は
中
世
芸
道
論
を
通
底
す
る
。

こ
の
一
節
を
、
今
泉
淑
夫
氏
は
十
五
世
紀
半
ば
か
ら
十
六
世
紀
に

か
け
て
の
唐
物
中
心
か
ら
和
漢
兼
帯
文
化
へ
の
移
行
、
す
な
わ
ち
中

世
か
ら
の
転
換
の
中
に
位
置
づ
け
る
。
し
か
し
主
体
と
客
体
を
無
化

す
る
と
い
う
不
明
瞭
さ
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
中
世
の
産
物
と
考
え

る
べ
き
だ
ろ
う
。
も
と
よ
り
今
泉
氏
の
論
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な

い
。
古
き
部
分
と
新
し
き
部
分
と
の
混
在
が
実
際
の
と
こ
ろ
と
思
わ

れ
、
そ
の
意
味
で
は
補
完
と
い
う
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。
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残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
。
中
世
芸
道
論
や
時
代
と
の
か
か
わ
り
は

今
後
さ
ら
に
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
本
稿
で
と
り
あ

げ
た
箇
所
が
『
等
伯
画
説
』
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
く
の

か
、
『
等
伯
画
説
』
全
体
の
思
想
も
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

注
（
１
）
源
豐
宗
「
『
等
伯
画
説
』
考
註
」
（
源
豐
宗
著
作
集
『
日
本
美
術

史
論
究
』
５
、
思
文
閣
、
一
九
七
九
年
）
、
四
二
二
頁
。
以
下
、
引

用
に
あ
た
っ
て
は
影
印
部
分
の
頁
数
を
示
す
。

（
２
）
同
前
、
四
三
六
頁
。

（
３
）
梁
措
は
南
宋
の
画
家
で
あ
る
。
絵
は
買
師
に
習
い
、
嘉
泰
年
間

（
一
二
○
一
’
○
四
）
、
寧
宗
の
画
院
待
詔
と
な
っ
た
。
奇
矯
な
ふ
る

ま
い
が
多
く
、
こ
の
と
き
皇
帝
か
ら
賜
っ
た
金
帯
を
つ
け
ず
院
内
に

か
け
っ
ぱ
な
し
に
し
た
。
人
物
・
山
水
・
道
釈
・
鬼
神
の
絵
を
よ
く

し
、
院
内
で
「
精
妙
之
筆
」
を
ふ
る
う
一
方
、
「
減
筆
」
と
よ
ば
れ

る
草
々
な
作
品
を
多
く
残
し
た
（
『
図
絵
宝
鑑
』
巻
四
、
『
四
庫
全
書
』

八
一
四
、
子
部
所
収
、
六
○
三
頁
）
。
話
題
の
「
柳
二
烏
ノ
絵
」
は

現
存
し
て
い
な
い
。

（
４
）
山
根
有
三
「
等
伯
研
究
序
説
」
（
『
美
術
史
』
１
、
一
九
五
○
年
）
。

（
５
）
松
下
隆
章
「
鳴
呼
し
づ
か
な
る
絵
Ｉ
等
伯
画
説
の
一
句
ｌ
」

（
同
前
）
。

（
６
）
今
泉
淑
夫
『
安
土
桃
山
文
化
』
（
教
育
社
、
一
九
七
九
年
）
、
一

四
九
頁
。

（
７
）
同
前
、
一
五
○
’
一
五
一
頁
。

（
８
）
熊
倉
功
夫
『
茶
の
湯
ｌ
わ
び
茶
の
心
と
か
た
ち
ｌ
』
（
教
育
社
、

一
九
七
七
年
）
、
二
○
○
頁
。
同
『
茶
の
湯
の
歴
史
ｌ
千
利
休
ま
で
ｌ
』

（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
○
年
Ｊ
二
○
頁
。

（
９
）
注
（
１
）
、
四
二
四
頁
。

（
岨
）
今
泉
淑
夫
「
『
等
伯
画
説
』
の
一
節
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
日
本
歴
史
』

第
三
一
六
号
、
一
九
七
三
年
）
・

（
Ⅱ
）
た
と
え
ば
、
ホ
イ
ジ
ン
ガ
は
フ
ラ
ン
ス
と
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の

十
四
、
五
世
紀
を
「
ル
ネ
サ
ン
ス
の
告
知
」
で
は
な
く
、
「
中
世
の

終
末
」
と
し
て
と
ら
え
た
（
堀
越
孝
一
訳
『
中
世
の
秋
』
、
中
央
公

論
社
、
一
九
七
六
年
、
上
巻
、
七
’
八
頁
）
・
本
稿
で
は
こ
う
し
た

立
場
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

（
皿
）
注
（
１
）
、
四
二
五
、
四
二
七
、
四
三
○
、
四
三
九
頁
。

（
型
同
前
、
四
二
三
頁
。

（
Ⅲ
）
同
前
、
四
二
四
頁
。

（
哩
同
前
、
四
三
五
頁
。

（
略
）
同
前
、
四
四
○
頁
。

（
Ⅳ
）
注
（
５
）
、
松
下
隆
章
「
鳴
呼
し
づ
か
な
る
絵
」
、
三
○
’
三
一
頁
、

（
肥
）
注
（
１
）
、
四
二
七
頁
。

（
的
）
た
と
え
ば
『
天
王
寺
屋
会
記
』
（
『
茶
道
古
典
全
集
』
第
七
巻
、

淡
交
社
、
一
九
五
九
年
）
に
は
同
じ
徽
宗
筆
の
鴨
絵
で
も
、
女
烏
を

描
い
た
左
絵
（
三
四
六
頁
）
と
男
烏
を
描
い
た
右
絵
（
二
二
八
頁
）

と
が
登
場
す
る
。
同
じ
作
家
で
、
同
じ
主
題
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
同

一
の
物
と
は
限
ら
な
い
場
合
も
あ
る
。

（
型
国
立
国
会
図
書
館
内
、
古
典
籍
資
料
室
蔵
、
巴
？
」
己
。

（
別
）
『
天
王
寺
屋
会
記
』
（
注
（
的
ご
、
三
五
九
頁
。
『
山
上
宗
二
記
』

（
『
茶
道
古
典
全
集
』
第
六
巻
、
淡
交
社
、
一
九
五
八
年
）
、
八
二
頁
。

（
堅
『
天
王
寺
屋
会
記
』
［
他
会
記
］
（
同
前
）
・
『
同
』
［
自
会
記
］

（
『
茶
道
古
典
全
集
』
第
八
巻
、
淡
交
社
、
一
九
五
九
年
）
、
『
神
谷
宗
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湛
筆
記
』
（
『
続
群
書
類
従
』
第
十
九
輯
下
）
・

（
羽
）
『
利
休
百
会
記
』
（
『
茶
道
古
典
全
集
』
第
六
巻
）
。
こ
の
ほ
か
利

休
か
ら
「
宗
惠
老
」
に
宛
て
た
年
未
詳
の
書
簡
が
あ
る
（
桑
田
忠
親

『
定
本
千
利
休
の
書
簡
』
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
一
年
、
九
九
頁
）
。

囲
炉
裏
ぶ
ち
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
た
も
の
で
、
「
宗
恵
老
」
が
茶

人
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
も
し
、
こ
の
「
宗
恵
老
」
が
水
落
宗
恵

だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
も
利
休
と
の
関
係
が
窺
え
よ
う
。

（
型
）
『
続
群
書
類
従
』
第
三
十
三
輯
下
、
三
一
五
’
三
一
六
頁
。

（
妬
）
土
居
次
義
『
等
伯
』
（
ア
ト
リ
エ
社
、
一
九
三
九
年
Ｊ
二
五
頁
。

『
長
谷
川
等
伯
・
信
春
同
人
説
』
（
文
華
堂
書
店
、
一
九
六
四
年
）
、

一
一
○
頁
。

（
恥
）
『
堺
市
史
』
第
七
巻
（
一
九
三
○
年
）
、
八
六
’
九
○
頁
。
油
屋

に
つ
い
て
は
泉
澄
一
『
堺
ｌ
中
世
自
由
都
市
ｌ
』
（
教
育
社
、
一
九

八
一
年
）
が
詳
し
い
。

（
〃
）
『
茶
人
系
伝
全
集
』
（
注
（
別
）
）
・

（
邪
）
『
山
上
宗
二
記
』
（
注
（
皿
）
）
、
六
二
頁
、
七
八
頁
。
『
天
王
寺
屋

会
記
』
［
他
会
記
］
（
注
（
蛆
）
）
、
一
四
七
頁
、
二
三
八
頁
。

（
別
）
『
茶
道
古
典
全
集
』
第
三
巻
（
淡
交
社
、
一
九
六
○
年
）
、
三
１

（
別
）
『

集
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
）
、

（
詔
）
同
前
、
一
八
八
’
一
八
九
頁
。

（
別
）
注
（
豹
Ｊ
四
七
二
頁
。

（
犯
）
『
さ
、
め
ど
と
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
㈹
『
連
歌
論
集
・
俳
論

集
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
）
、
一
四
○
頁
。

（
別
）
『
大
般
浬
藥
経
』
（
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
第
十
二
巻
）
、
七
七
八

’
七
七
九
頁
。
『
大
乗
六
波
羅
蜜
多
経
』
（
『
同
』
第
八
巻
）
、
八
九
八

四
頁
。

頁
中
段
。

（
弧
）
同
前
、
一
七
八
頁
。

（
翌
『
茶
道
全
集
』
巻
の
一
、
茶
説
茶
史
篇
（
創
元
社
、
一
九
三
六
年
）
、

六
八
八
頁
。

（
鮒
）
『
耕
雲
口
伝
』
（
『
続
群
書
類
従
』
第
十
七
輯
上
）
、
三
五
’
三
六

頁
。

（
訂
）
新
川
哲
雄
『
「
生
き
た
る
も
の
」
の
思
想
ｌ
日
本
の
美
論
と
そ

の
基
調
ｌ
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
五
年
）
・

（
銘
）
同
前
、
三
○
三
頁
。

（
豹
）
『
古
来
風
体
抄
』
（
日
本
思
想
大
系
別
『
古
代
中
世
芸
術
論
』
、

岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）
、
二
六
二
頁
。

（
伽
）
『
為
兼
卿
和
歌
抄
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
開
『
歌
論
集
・
能
楽

論
集
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
）
、
一
五
四
頁
。

（
岨
）
野
崎
守
英
「
本
居
宣
長
の
う
ち
に
住
む
歴
史
の
か
た
ち
」
（
講

座
日
本
思
想
４
『
時
間
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
）
、
二

六
六
’
二
六
八
頁
。

（
学
習
院
大
学
助
手
）

111 心を付けて感ずべし




