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は
じ
め
に

　

室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
、
天
皇
に
仕
え
る
歴
代
の
女
官
た
ち
が
宮
中
内
外
で
発
生

し
た
出
来
事
を
書
き
連
ね
て
き
た
『
御
湯
殿
上
日
記
』
に
は
、
永
禄
三
年
の
七
月
か
ら

一
二
月
に
か
け
て
、
正
親
町
天
皇
の
命
に
よ
り
、
天
皇
の
側
近
た
ち
が
監
修
し
、
土
佐

光
茂
が
制
作
し
た
車
争
い
図
屏
風
に
関
す
る
記
事
が
散
見
さ
れ
る（
年
表
１
参
照
）。『
源

氏
物
語
』「
葵
」
帖
の
車
争
い
の
場
面
を
一
双
屏
風
の
大
画
面
に
描
い
た
作
品
で
あ
り
、

そ
れ
以
前
は
絵
巻
物
や
扇
面
画
な
ど
の
小
画
面
に
描
か
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ

た
源
氏
物
語
図
制
作
の
歴
史
の
中
で
、
本
格
的
な
大
画
面
作
品
の
登
場
を
告
げ
る
記
事

と
し
て
、
従
来
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　

近
年
、こ
の
記
事
に
該
当
す
る
作
品
と
目
さ
れ
て
い
る
の
が
仁
和
寺
蔵
「
車
争
い
図
」

屏
風
（
図
１
、
以
下
「
仁
和
寺
本
」
と
称
す
る
）
で
あ
る
。
仁
和
寺
本
に
関
し
て
は
、

ま
ず
宮
島
新
一
氏
、
川
本
桂
子
氏
が
土
佐
光
茂
と
の
画
風
の
類
似
か
ら
、『
御
湯
殿
上

日
記
』
の
当
該
記
事
に
該
当
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
た（
1
）。
そ
の
後
筆
者
は
、
同
図
の
金

雲
の
表
現
が
永
禄
三
年
当
時
の
も
の
と
見
て
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
仁
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論
文
概
要
：
『
御
湯
殿
上
日
記
』
に
は
、
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
即
位
し
た
正
親
町
天
皇
が
、
近
臣
に
車
争
い
図
屏
風
の
制
作
さ
せ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
の
記
事
に
該
当
す
る
作

品
と
推
定
さ
れ
て
い
る
仁
和
寺
蔵
「
車
争
い
図
」
屏
風
を
取
り
上
げ
、
こ
の
屏
風
の
制
作
に
か
か
る
正
親
町
天
皇
の
政
治
的
意
図
を
検
証
し
、
絵
画
作
品
の
メ
デ
ィ
ア
機
能
に
つ
い
て
考
察

す
る
。

A
bstract: It is recorded in the diary O

yudono no U
e no N

ikki that in the third year of Eiroku(1560), Em
peror O

gim
achi ordered his court nobles to produce the screen painting 

C
onfrontation of C

arriages. This paper studies the pair of screens, C
onfrontation of C

arriages ow
ned by N

in'na-ji Tem
ple w

hich is identified w
ith this recoed. The author points 

out w
hat w

as poritical intention of producing this screen painting by Em
peror O

gim
achi, also exam

ines w
hat is a m

edia function of painting w
orks.
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和
寺
本
の
人
物
、
樹
木
等
の
細
部
表
現
を
光
茂
の
基
準
作
例
と
比
較
検
討
し
、
光
茂
の

作
品
で
あ
る
と
断
じ
た（
2
）。
し
か
し
そ
の
後
、
相
澤
正
彦
氏
は
、
同
図
の
右
隻
・
左
隻（
3
）に

は
、
人
物
、
樹
木
、
岩
皴
な
ど
の
細
部
表
現
に
差
異
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
右

隻
を
光
茂
の
筆
と
認
め
、
左
隻
は
後
世
の
補
作
と
見
る
見
解
を
示
さ
れ
、
現
在
は
、
こ

の
相
澤
氏
の
説
が
仁
和
寺
本
の
筆
者
問
題
に
関
し
て
通
説
化
し
て
い
る（
4
）。

　

一
方
、
永
禄
三
年
に
な
ぜ
正
親
町
天
皇
周
辺
で
、
車
争
い
図
屏
風
が
制
作
さ
れ
た
の

か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
近
年
鷲
頭
桂
氏
、
野
田
麻
美
氏
に
よ
る
論
及
が
行
わ
れ

て
い
る
。
鷲
頭
氏
は
、
仁
和
寺
本
が
当
時
い
く
つ
か
の
作
例
が
あ
る
洛
中
洛
外
図
屏
風

な
ど
の
都
市
図
を
参
照
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
、
人
物
な
ど
に
見
ら
れ
る
当
世
風
の

表
現
も
勘
案
す
る
と
、
源
氏
絵
と
い
う
枠
組
み
だ
け
で
検
討
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
風

俗
画
と
し
て
の
性
格
を
兼
ね
備
え
る
と
し
て
、
そ
の
制
作
意
図
を
、
応
仁
の
乱
以
降
中

断
し
て
い
た
賀
茂
祭
復
活
の
願
い
を
託
し
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る（
5
）。
ま
た
野
田
氏
は
、

賀
茂
祭
を
取
り
扱
う
こ
の
画
題
が
、
天
皇
の
代
替
わ
り
を
象
徴
す
る
に
相
応
し
い
画
題

で
あ
る
と
さ
れ
、
同
年
正
月
二
七
日
の
正
親
町
天
皇
の
即
位
を
記
念
し
て
描
か
れ
た
も

の
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
た（
6
）。
両
氏
の
指
摘
は
、
仁
和
寺
本
の
制
作
意
図
や
性
格

だ
け
で
は
な
く
、
近
世
に
お
け
る
源
氏
絵
や
風
俗
画
の
性
格
を
考
察
す
る
上
で
の
基
礎

的
な
問
題
提
起
と
考
え
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
諸
先
学
の
論
考
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ま
ず
仁
和
寺
本
の
筆
者
問
題
、

特
に
左
・
右
隻
の
筆
者
、
制
作
年
代
の
相
違
と
い
う
相
澤
氏
の
指
摘
に
関
し
て
再
検
証

す
る
。
あ
わ
せ
て
、
相
澤
氏
が
後
世
の
作
と
断
じ
ら
れ
た
左
隻
の
図
様
が
、
永
禄
三
年

の
下
絵
に
基
づ
く
も
の
と
言
え
る
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
続
い
て
、
永
禄
三
年
の
車

争
い
図
屏
風
制
作
に
つ
い
て
、
鷲
頭
・
野
田
両
氏
の
ご
指
摘
を
参
照
し
な
が
ら
、
特
に

正
親
町
天
皇
や
そ
の
側
近
た
ち
の
制
作
意
図
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
　

一
、
仁
和
寺
本
の
筆
者

　

仁
和
寺
本
は
、『
源
氏
物
語
』「
葵
」
帖
の
車
争
い
の
場
面
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。

右
隻
に
は
桐
壺
帝
の
譲
位
に
よ
り
即
位
し
た
朱
雀
帝
に
任
じ
ら
れ
た
新
斎
院
が
、
賀
茂

祭
に
先
立
つ
斎
院
御
禊
に
赴
く
行
列
が
、
内
裏
を
発
し
一
条
大
路
へ
と
進
む
様
子
を
描

く
。
行
列
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
供
奉
を
命
じ
ら
れ
た
光
源
氏
で
、
そ
の
姿
を
一
目

見
る
た
め
多
く
の
見
物
人
が
集
ま
る
。
左
隻
は
、
光
源
氏
の
姿
を
見
よ
う
と
一
条
大
路

に
赴
い
た
源
氏
の
愛
人
六
条
御
息
所
と
正
妻
葵
上
の
下
人
同
士
が
、
車
を
停
め
る
場
所

を
争
い
、
御
息
所
の
車
が
押
し
退
け
ら
れ
て
し
ま
う
様
子
を
描
く
。
右
隻
が
秩
序
だ
っ

た
行
列
と
そ
れ
を
見
物
す
る
人
々
の
整
然
た
る
様
子
を
描
く
の
に
対
し
、
左
隻
は
車
争

い
の
混
乱
、
無
秩
序
が
対
照
を
な
す
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
相
澤
氏
に
よ
る
と
、
仁
和
寺
本
は
人
物
、
樹
木
、
岩
皴
等
の
表
現
に
、
光
茂

の
基
準
作
で
あ
る
「
桑
実
寺
縁
起
絵
巻
」（
桑
実
寺
）、享
禄
本
「
当
麻
寺
縁
起
絵
巻
」（
当

麻
寺
）
な
ど
と
の
共
通
点
は
多
々
あ
る
も
の
の
、
左
隻
の
平
板
な
岩
の
表
現
は
右
隻
の

構
築
的
な
岩
の
表
現
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
、
左
隻
の
装
飾
的
な
樹
木
表
現
な
ど
は
、

桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
の
野
外
風
俗
図
な
ど
に
通
有
の
も
の
と
類
似
す
る
こ
と

を
指
摘
さ
れ
る
。
人
物
の
細
部
表
現
で
は
、
右
隻
の
描
線
は
「
意
志
的
で
造
形
力
の
あ

る
線
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
左
隻
は
「
総
じ
て
概
念
的
で
、
あ
ら
か
じ
め
決
ま
り
き
っ

た
輪
郭
の
み
に
留
意
し
た
」
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
賦
彩
法
に
お
い
て
も
、
白
丁
が

着
る
白
張
が
、
右
隻
で
は
彫
り
塗
り
を
基
調
に
描
か
れ
る
の
に
対
し
、
左
隻
で
は
白
色

を
塗
っ
た
上
に
衣
文
線
を
描
き
起
こ
す
方
法
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
女
性
の

着
衣
の
輪
郭
線
は
、
左
隻
で
は
二
重
線
の
も
の
が
多
々
見
ら
れ
る
の
も
、
右
隻
と
は
異

な
る
と
さ
れ
、
着
衣
の
文
様
も
右
隻
が
シ
ン
プ
ル
で
質
素
で
あ
る
の
に
対
し
、
左
隻
は

バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
み
装
飾
的
と
さ
れ
る
。
ま
た
女
性
の
顔
貌
表
現
で
は
、
右
隻
の
貴
女

の
鼻
が
鉤
鼻
で
表
わ
さ
れ
る
の
に
対
し
、
左
隻
で
は
鼻
梁
の
横
に
小
鼻
が
表
わ
さ
れ
る

こ
と
や（
7
）、
唇
の
表
現
法
の
違
い
を
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
馬
の
顔
の
表
現
や
樹
木
の

葉
叢
の
表
現
も
、
右
隻
が
細
か
い
線
を
重
ね
て
立
体
的
に
表
現
す
る
の
に
対
し
、
左
隻

は
少
な
い
筆
線
で
概
念
的
に
捉
え
た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
顔
料
、
特
に
朱
色
の
発

色
が
左
・
右
隻
で
全
く
異
な
る
こ
と
、
金
箔
も
左
右
で
微
か
に
質
の
違
い
が
見
て
取
れ

ii
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る
こ
と
な
ど
も
あ
わ
せ
て
指
摘
さ
れ
た
上
で
、
右
隻
と
左
隻
で
は
筆
者
、
制
作
年
代
と

も
異
な
る
と
結
論
付
け
ら
れ
た
。
ま
た
、左
隻
に
関
す
る
補
修
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、

左
・
右
両
隻
の
各
扇
の
接
続
部
分
の
補
修
は
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、「
左
隻
の
描
線
、

彩
色
に
限
っ
て
は
補
筆
は
ほ
と
ん
ど
入
る
こ
と
が
な
い
」
と
さ
れ
る
。

　

以
上
の
考
察
の
上
で
相
澤
氏
は
、
右
隻
は
永
禄
三
年
に
光
茂
が
描
い
た
も
の
、
左
隻

は
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
の
制
作
、
土
佐
派
正
系
絵
師
に
該
当
す
る
筆
者
を
あ

げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
、「
や
ま
と
絵
を
よ
く
し
た
民
間
の
工
房
に
属
す
る

よ
う
な
絵
師
で
あ
っ
た
可
能
性
」
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
問
題
と
な

る
の
は
、
左
隻
の
図
様
が
光
茂
の
永
禄
三
年
時
点
の
下
絵
に
よ
る
も
の
か
、
左
隻
補
作

時
に
発
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
御
湯
殿
上
日
記
』
に
は
、

永
禄
三
年
の
車
争
い
図
屏
風
は
、
同
年
年
末
に
片
隻
が
完
成
し
、
も
う
片
隻
は
下
絵
が

出
来
上
が
っ
た
段
階
ま
で
の
記
事
が
見
え
る
の
み
で
、
両
隻
が
完
成
し
た
と
い
う
記
述

は
見
え
な
い
。
従
っ
て
同
年
末
に
完
成
し
た
の
が
仁
和
寺
本
の
右
隻
、
左
隻
は
未
完
成

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
。

　

一
方
川
本
氏
は
、
狩
野
山
楽
が
慶
長
九
年
、
九
条
家
御
殿
源
氏
の
間
障
壁
画
と
し
て

制
作
さ
れ
た
狩
野
山
楽
「
車
争
い
図
」（
東
京
国
立
博
物
館
）
が
、
仁
和
寺
本
を
下
敷

き
に
し
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
推
定
を
予
て
か
ら
提
起
し
て
い
た
。
こ
れ
に

関
し
相
澤
氏
は
、
左
隻
の
下
絵
は
完
成
し
て
い
た
た
め
、
こ
れ
が
光
茂
の
手
許
に
残
さ

れ
て
い
た
筈
で
あ
り
、
光
茂
没
後
、
そ
の
下
絵
、
粉
本
類
を
継
承
し
た
弟
子
の
土
佐
光

吉
と
山
楽
が
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
た
め
、
山
楽
が
こ
の
下
絵
を
参
照
で
き
た
可
能
性

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
仁
和
寺
本
の
左
隻
も
、
こ
の
下
絵
を
参
照
し
て
制
作
さ
れ
た

も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
と
お
り
、
相
澤
氏
の
仁
和
寺
本
の
筆
者
問
題
に
関
す
る
所
説
は
、
精
緻
な
作

品
観
察
に
基
づ
い
た
論
理
的
な
考
察
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
で
も
左
・
右

隻
の
構
成
の
一
体
性
、
人
物
、
樹
木
な
ど
諸
モ
チ
ー
フ
の
形
態
的
な
類
似
な
ど
は
、
別

の
制
作
年
代
の
異
な
る
筆
者
に
よ
る
も
の
と
素
直
に
認
め
る
こ
と
を
躊
躇
さ
せ
る
。
特

に
気
に
か
か
る
の
が
、
左
隻
に
補
筆
が
ほ
と
ん
ど
入
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
指
摘
で
あ

る
。
相
澤
氏
が
論
文
中
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
左
隻
の
女
性
の
顔
貌
部
の
表
現
（
図
２

向
か
っ
て
右
側
の
女
性
）
で
は
、
鼻
梁
部
か
ら
額
左
部
、
顔
部
左
側
面
の
白
色
顔
料
は

や
や
変
色
し
て
お
り
古
い
顔
料
と
判
断
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
顔
部
の
白
色
顔
料
は

新
し
く
、
補
彩
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る（
8
）。
し
か
も
こ
の
新
旧
二
種
の
白
色
顔
料
を

跨
い
で
、
目
鼻
、
頭
髪
な
ど
の
墨
に
よ
る
描
き
起
こ
し
線
が
引
か
れ
、
唇
の
朱
が
点
じ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
補
彩
の
白
色
顔
料
、
墨
の
描
き
起
こ
し
線
、
唇
の
朱
点

は
、
左
隻
の
女
性
の
顔
貌
表
現
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
（
図
３
）、
こ
れ

ら
は
総
じ
て
後
世
の
補
彩
、
補
筆
に
よ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
、
図
２
向
か
っ

て
左
側
の
女
性
の
右
体
側
か
ら
左
肩
に
か
け
て
は
、
大
き
な
破
損
の
上
に
着
衣
の
補
彩

を
施
し
衣
文
線
を
描
き
起
こ
し
て
い
る
が
、
そ
の
線
は
左
隻
の
女
性
の
大
半
に
見
ら
れ

る
二
重
線
で
あ
る
。
こ
の
二
重
線
の
線
質
は
鈍
く
た
ど
た
ど
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
他

の
女
性
の
二
重
衣
文
線
も
同
質
の
も
の
が
大
半
で
あ
る
。

　

一
方
、
男
性
の
描
写
は
ど
う
か
。
図
４
に
示
す
下
級
官
人
と
思
し
き
男
性
も
、
先
の

女
性
の
例
と
同
様
顔
貌
の
左
ほ
ぼ
半
分
の
顔
料
が
剥
落
し
た
後
に
、白
色
顔
料
を
補
い
、

右
半
分
の
旧
来
か
ら
の
淡
い
黄
土
顔
料
が
塗
ら
れ
た
箇
所
と
一
連
の
描
線
で
、
目
鼻
、

髭
な
ど
を
描
き
起
こ
し
て
い
る
。
ま
た
緑
青
で
彩
ら
れ
る
着
衣
も
、
左
胸
部
な
ど
に
あ

る
損
傷
箇
所
を
や
や
明
る
め
の
緑
青
で
補
彩
し
た
様
子
が
絵
具
溜
り
か
ら
覗
え
、
そ
の

上
か
ら
描
き
起
こ
さ
れ
る
た
ど
た
ど
し
い
二
重
衣
文
線
は
当
然
補
筆
と
み
な
さ
れ
る
。

ま
た
左
隻
中
の
男
性
の
多
く
を
占
め
る
白
丁
の
う
ち
図
５
で
示
す
も
の
は
、顔
面
の
額
、

鼻
か
ら
顎
に
か
け
て
明
ら
か
に
補
彩
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
上
に
描
き
起
こ
さ
れ

る
顔
の
輪
郭
線
や
眉
、
髭
な
ど
の
毛
描
き
は
、
や
は
り
そ
れ
以
外
の
箇
所
と
一
連
の
筆

で
行
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
男
性
の
着
る
白
張
の
首
か
ら
右
背
面
部
も
、
剥
落
し

た
顔
料
を
新
し
い
白
色
顔
料
で
補
っ
て
い
る
が
、
そ
の
箇
所
と
剥
落
し
て
い
な
い
白
色

顔
料
の
箇
所
を
跨
い
で
、
た
ど
た
ど
し
い
濃
墨
の
衣
文
線
が
描
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
顔
貌
や
衣
文
の
描
き
起
こ
し
線
が
、
左
隻
に
描
か
れ

iii
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る
他
の
白
丁
の
白
張
、
そ
の
他
男
女
の
着
衣
の
衣
文
線
と
大
半
が
共
通
す
る
性
格
を
有

す
る
も
の
と
判
断
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
相
澤
氏
が
評
さ
れ
る
左
隻
の
「
総
じ
て
概
念

的
で
、
あ
ら
か
じ
め
決
ま
り
き
っ
た
輪
郭
の
み
に
留
意
し
た
」
描
線
の
大
半
が
後
世
の

補
筆
に
よ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
左
隻
が
右
隻
と
筆
者
が
異
な
り
、
時
代
も
下
る
と

い
う
印
象
を
観
る
者
に
与
え
る
の
も
当
然
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、
人
物
描
写
に
関
す
る
左
・
右
隻
の
最
も
大
き
な
違
い
は
、
右
隻
の
人
物
の
着

衣
の
大
半
が
衣
文
線
を
塗
り
残
す
彫
り
塗
り
の
技
法
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
の
に
対

し
、左
隻
の
そ
れ
が
着
衣
全
体
を
彩
色
し
た
上
で
、衣
文
線
を
描
き
起
こ
す
方
法
に
よ
っ

て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
相
違
は
、
左
隻
を
後
世
の
作
で
あ

る
と
判
断
す
る
た
め
の
最
も
重
要
な
論
拠
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
左
隻
の
人

物
中
に
彫
り
塗
り
の
衣
文
線
で
表
わ
さ
れ
る
人
物
を
探
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
図
６
・
図

７
に
示
す
男
二
人
に
つ
い
て
は
、
朱
色
の
狩
衣
が
彫
り
塗
り
で
衣
文
線
を
表
現
し
て
い

る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。白
丁
で
は
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、

画
中
で
さ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
持
た
な
い
こ
の
二
人
の
み
に
、
わ
ざ
わ
ざ
彫
り
塗
り
の

衣
文
線
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
思
い
つ
か
な
い
。
ま
た
、
左
隻
に
お
け
る

彫
り
塗
り
の
使
用
は
、
一
部
の
人
物
だ
け
で
は
な
く
、
牛
の
体
躯
の
輪
郭
線
（
図
８
）、

牛
車
の
轅
の
軛
を
載
せ
る
榻
（
図
９
）、
牛
車
の
車
輪
の
輪
郭
（
図
10
）
な
ど
、
人
物

の
着
衣
の
衣
文
線
な
ど
よ
り
も
、
遥
か
に
微
細
な
細
部
表
現
に
も
見
ら
れ
る
。
な
お
、

図
９
で
示
す
榻
は
、
右
隻
に
描
か
れ
る
榻
（
図
11
）
と
、
彫
り
塗
り
に
よ
る
輪
郭
の
表

現
の
み
な
ら
ず
形
状
に
お
い
て
も
き
わ
め
て
類
似
す
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、

牛
車
の
車
輪
の
輪
郭
線
を
彫
り
塗
り
で
表
わ
す
の
も
右
隻
と
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
図
10
に
示
す
牛
車
の
車
輪
の
輪
郭
は
、
下
半
部
が
彫
り
塗
り
で
輪
郭
を

表
わ
す
の
に
対
し
、
上
半
部
は
そ
の
輪
郭
を
緑
青
の
線
で
描
き
起
こ
し
て
い
る
。
下
半

部
と
上
半
部
で
車
輪
に
塗
ら
れ
る
墨
の
色
に
差
が
あ
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、

上
半
部
は
、
墨
を
補
彩
し
た
上
に
緑
青
の
輪
郭
線
を
描
き
起
こ
し
た
補
筆
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。

　

以
上
の
観
察
の
結
果
、
次
の
よ
う
な
仮
説
が
提
起
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
左

隻
の
人
物
や
牛
馬
、
器
物
な
ど
の
モ
チ
ー
フ
の
描
線
に
は
当
初
幅
広
く
彫
り
塗
り
の
技

法
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
画
面
上
の
経
年
の
損
傷
が
著
し
く
な
っ
た
箇
所
を
修
理
す

る
際
、
彫
り
塗
り
部
分
も
埋
め
る
よ
う
に
全
面
的
に
補
彩
し
、
補
彩
し
た
顔
料
か
ら
透

け
て
見
え
る
元
の
線
に
沿
っ
て
描
き
起
こ
し
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
で
あ

れ
ば
、
描
線
の
み
な
ら
ず
、
彩
色
に
関
し
て
も
多
く
の
部
分
が
後
補
に
よ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
に
な
り
、
左
隻
が
右
隻
と
は
時
代
も
筆
者
も
異
な
る
印
象
を
観
る
者
に
抱
か
せ

る
現
状
を
呈
す
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

実
際
、
左
隻
の
人
物
等
の
彩
色
に
は
、
粗
雑
と
も
思
わ
れ
る
部
分
が
見
ら
れ
る
の
も

事
実
で
あ
る
。
図
12
の
白
丁
の
場
合
、
白
張
両
肩
部
の
輪
郭
内
か
ら
白
色
の
顔
料
が
大

き
く
は
み
出
し
て
彩
色
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
顧
慮
せ
ず
衣
文
線
が
描
き
起
こ
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
白
張
を
描
く
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
白
色
顔
料
や
描
き
起
こ
し

線
の
質
は
、
左
隻
の
他
の
白
丁
の
大
半
の
そ
れ
と
も
共
通
す
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ

る
。

　

一
方
左
隻
に
お
け
る
岩
や
樹
木
な
ど
の
表
現
は
ど
う
か
。
相
澤
氏
は
、
岩
に
つ
い
て

は
右
隻
に
比
べ
て
平
板
で
あ
り
、
樹
木
に
つ
い
て
は
、
松
な
ど
の
大
樹
の
樹
幹
表
現
を

装
飾
的
、
平
面
的
、
概
念
的
と
断
じ
、
賀
茂
社
周
辺
の
樹
林
に
つ
い
て
「
装
飾
化
し
て

林
立
す
る
表
現
は
桃
山
か
ら
江
戸
期
に
か
け
て
の
野
外
風
俗
図
な
ど
に
通
有
の
筆
法
」

と
さ
れ
る
。
確
か
に
こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
に
関
す
る
描
写
が
、
右
隻
と
異
な
っ
て
い
る

こ
と
は
相
澤
氏
が
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
り
、
左
・
右
隻
で
は
松
の
描
写
に
用
い
る

緑
青
や
褐
色
顔
料
な
ど
の
発
色
も
異
な
る
。
特
に
、
左
隻
の
岩
や
樹
木
に
密
集
す
る
よ

う
に
点
苔
を
配
す
る
の
は
、
右
隻
と
は
大
き
く
異
な
り
、
ま
た
他
の
光
茂
の
作
品
に
も

見
ら
れ
な
い
特
徴
と
い
え
る
。

　

た
だ
、
先
述
の
と
お
り
、
左
隻
の
人
物
表
現
の
多
く
が
補
筆
、
補
彩
に
よ
る
も
の
で

あ
れ
ば
、
岩
や
樹
木
な
ど
の
モ
チ
ー
フ
に
関
し
て
も
、
そ
の
可
能
性
を
検
討
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
賀
茂
社
周
辺
の
樹
林
の
表
現
を
観
察
す
る
と
、
葉
叢
は
黒
色
の
地

iv
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に
緑
青
の
細
線
を
重
ね
引
き
し
、
あ
る
い
は
点
打
す
る
な
ど
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
本
紙
が
損
傷
し
た
上
に
緑
青
の
細
線
を
重
ね
引
き
し
、
点
打
を

行
な
っ
て
い
る
箇
所
も
見
受
け
ら
れ
る
（
図
13
）。
こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
左

隻
の
樹
林
を
表
現
し
た
部
分
は
、
当
初
の
葉
叢
を
形
成
し
て
い
た
緑
青
が
黒
変
、
剥
落

し
た
上
に
、補
彩
を
施
し
た
可
能
性
が
想
定
で
き
る
。
大
樹
や
岩
の
彩
色
等
に
つ
い
て
、

こ
れ
が
当
初
の
も
の
か
後
補
か
は
判
断
し
か
ね
る
が
、
後
補
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
と
お
り
、
本
稿
で
は
、
左
隻
が
広
汎
な
補
筆
、
補
彩
に
よ
り
当
初
の
画
趣
を

大
き
く
変
じ
た
た
め
、
時
代
、
筆
者
が
右
隻
と
異
な
る
印
象
を
持
た
れ
る
に
至
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
正
し
い
と
し
た
場
合
、

左
隻
は
右
隻
と
同
様
光
茂
の
筆
と
認
め
ら
れ
る
か
。
相
澤
氏
の
左
・
右
隻
別
時
代
、
別

筆
説
が
提
起
さ
れ
る
以
前
、
筆
者
も
含
め
て
仁
和
寺
本
が
光
茂
筆
と
主
張
す
る
立
場
の

研
究
者
と
、
そ
れ
に
疑
問
を
呈
す
る
研
究
者
に
分
か
れ
て
い
た
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
は

確
か
で
、
左
隻
が
光
茂
の
画
風
に
近
似
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
広
く
認
め
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
た
だ
、
人
物
を
は
じ
め
と
す
る
諸
モ
チ
ー
フ
の
細
部
描
写
に
お
い
て
左
隻
の

当
初
部
分
が
ほ
ぼ
覆
い
尽
く
さ
れ
る
よ
う
な
補
彩
、補
筆
が
行
わ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

左
隻
を
直
ち
に
光
茂
の
筆
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。

　

現
状
に
お
い
て
左
・
右
隻
の
当
初
部
分
を
細
部
表
現
の
面
で
直
接
的
な
比
較
を
行
う

と
す
れ
ば
、
数
少
な
い
当
初
の
彩
色
、
描
線
が
残
存
す
る
と
見
ら
れ
る
部
分
を
比
較
す

る
以
外
に
方
法
は
な
い
。
比
較
可
能
な
箇
所
は
少
な
い
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
、

牛
車
の
榻
や
車
輪
の
彫
り
塗
り
に
よ
る
表
現
な
ど
が
左
・
右
隻
で
共
通
し
て
い
る
。
微

細
な
彫
り
塗
り
技
法
の
共
通
性
は
、両
隻
の
共
通
性
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、

左
隻
中
彫
り
塗
り
で
衣
文
線
を
表
わ
す
二
人
の
男
の
う
ち
図
７
で
示
し
た
男
は
、
顔
貌

部
の
目
鼻
な
ど
の
輪
郭
に
何
本
も
の
細
線
を
重
ね
る
描
写
、
眉
毛
や
髭
の
粗
密
を
交
え

る
毛
描
き
表
現
な
ど
、
右
隻
の
一
般
的
な
男
性
像
と
共
通
す
る
特
徴
を
有
す
る
（
図

14
・
図
15
）。
さ
ら
に
、
左
・
右
隻
の
紙
継
ぎ
や
金
箔
の
寸
法
な
ど
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ

る
こ
と
は
、
相
澤
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る（
9
）。

　

も
ち
ろ
ん
、
左
・
右
隻
の
細
部
表
現
に
お
け
る
共
通
性
は
、
限
ら
れ
た
部
分
で
指
摘

で
き
る
に
過
ぎ
ず
、こ
の
考
察
を
以
て
、左
隻
の
筆
者
を
光
茂
と
即
断
す
る
積
り
は
な
い
。

た
だ
、
左
隻
に
は
人
物
、
樹
木
な
ど
の
主
要
モ
チ
ー
フ
の
相
当
部
分
に
補
彩
、
補
筆
が

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
左
・
右
隻
の
表
現
の
印
象
を
異
に
さ

せ
る
要
因
と
な
り
、
制
作
年
代
、
筆
者
の
判
定
に
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
が
存
在

す
る
こ
と
は
指
摘
し
た
い
。こ
こ
で
は
、左
隻
の
筆
者
が
光
茂
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
、

多
角
的
な
再
検
証
を
今
後
進
め
る
べ
き
で
あ
る
と
提
言
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

な
お
、
如
上
の
考
察
で
は
、
左
隻
の
補
彩
、
補
筆
の
検
証
を
中
心
に
左
隻
の
筆
者
問

題
を
検
証
し
た
が
、
右
隻
に
は
補
彩
、
補
筆
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
左
隻
に
較
べ
る
と

大
き
く
は
な
い
が
、
こ
れ
は
当
然
存
在
す
る
。
例
え
ば
右
隻
第
一
扇
に
描
か
れ
る
胸
前

に
碁
盤
を
吊
る
し
、
背
中
に
巻
物
や
鉞
、
太
刀
を
負
い
、
右
肩
に
鉾
を
担
う
検
非
違
使

の
放
免
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
の
鉞
の
頭
部
や
左
首
も
と
の
白
張
の
衣
文
線
は
、
濃
墨

に
よ
る
描
き
起
こ
し
で
、
左
隻
の
白
丁
の
白
張
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
と
同
様
の
描
法

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
首
も
と
の
帯
の
明
る
い
朱
色
は
、
こ
の
描
き
起
こ
し
の

衣
文
線
の
上
に
塗
ら
れ
た
も
の
で
、
両
袖
口
か
ら
覗
く
内
衣
の
朱
色
と
同
色
で
あ
り
、

左
肩
の
隙
間
か
ら
覗
く
内
衣
の
く
す
ん
だ
朱
色
と
は
異
な
る
顔
料
の
た
め
、
補
彩
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
図
16
）。
そ
れ
以
外
の
白
張
の
衣
文
線
の
大
半
は
彫
り
塗

り
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
子
細
に
観
察
す
る
と
、
う
っ
す
ら
と
白
色
の
顔
料
が
彫
り

塗
り
の
塗
り
残
し
の
線
上
に
も
か
か
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
検
非
違
使
の
放
免

や
周
辺
の
白
丁
の
白
張
に
は
、
ま
ず
白
色
の
顔
料
が
う
っ
す
ら
と
補
彩
さ
れ
、
そ
の
後
、

不
明
確
と
な
っ
た
衣
文
線
や
器
物
の
輪
郭
線
な
ど
に
は
濃
墨
に
よ
る
描
き
起
こ
し
が
行

わ
れ
、
さ
ら
に
部
分
的
な
補
彩
も
実
施
さ
れ
た
と
判
断
で
き
る
。
実
際
、
右
隻
に
描
か

れ
る
白
丁
の
白
張
の
衣
文
線
の
多
く
は
、
こ
の
ケ
ー
ス
と
同
様
、
塗
り
残
し
の
衣
文
線

の
上
に
う
っ
す
ら
と
白
色
顔
料
が
か
か
り
、
そ
の
上
か
ら
濃
墨
の
描
き
起
こ
し
線
で
括

ら
れ
て
い
る
。

v

（
10
）
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左
隻
を
後
世
の
補
作
で
あ
る
と
み
な
す
論
者
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
右
隻
に
左
隻
同

様
の
技
法
が
見
ら
れ
る
の
は
、
左
隻
補
作
時
に
左
隻
の
筆
者
が
右
隻
も
あ
わ
せ
て
修
復

し
た
た
め
と
判
断
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
左
隻
に
数
多
く
の
補
筆
、
補
彩
が
あ
る

と
い
う
立
場
か
ら
判
断
す
る
と
、
左
隻
の
損
傷
の
大
き
さ
に
較
べ
、
右
隻
の
損
傷
が
そ

れ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
こ
と
が
、
補
筆
、
補
彩
の
大
き
さ
の
差
と
し
て
現
れ
た
も
の

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。『
源
氏
物
語
』
の
車
争
い
の
場
面
そ
の
も
の
を
描
く
左
隻
の

方
が
、
使
用
頻
度
が
高
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

　
　

二
、
仁
和
寺
本
の
図
様

　

仁
和
寺
本
左
隻
を
後
世
の
補
作
と
推
定
さ
れ
る
相
澤
氏
も
、
そ
の
図
様
は
、
光
茂
が

正
親
町
天
皇
や
そ
の
側
近
の
監
修
の
も
と
永
禄
三
年
に
創
案
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性

が
大
き
い
と
見
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、仁
和
寺
本
と
ほ
ぼ
同
図
様
の
車
争
い
図
屏
風
は
、

相
澤
氏
も
例
示
さ
れ
た
江
戸
時
代
前
期
の
東
京
富
士
美
術
館
所
蔵
本
だ
け
で
な
く
、
近

年
、
京
都
市
歴
史
資
料
館
本
の
存
在
も
確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
仁
和
寺
本
の
図
様
が
、

車
争
い
図
屏
風
の
規
範
例
と
し
て
江
戸
時
代
前
期
に
は
す
で
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
、
現
存
す
る
土
佐
派
の
下
絵
・
粉
本
類
を
収
蔵
し
た
「
土
佐
派

絵
画
資
料
」（
京
都
市
立
芸
術
大
学
）
に
は
、
こ
の
車
争
い
図
屏
風
の
下
絵
・
粉
本
類

は
存
在
し
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
東
京
藝
術
大
学
所
蔵
「
住
吉
家
粉
本
」
に
含
ま
れ
る
「
大
和
絵
人
物
抜

写
」
と
題
さ
れ
た
冊
子
は
、
海
田
本
「
西
行
物
語
絵
巻
」
な
ど
、
室
町
時
代
以
前
の
複

数
の
絵
巻
物
作
品
な
ど
に
描
か
れ
る
様
々
な
人
物
を
抜
き
写
し
し
た
も
の
で
あ
る
。
模

写
の
筆
致
は
一
様
で
は
な
く
、
住
吉
派
の
歴
代
の
画
家
た
ち
が
描
い
た
模
本
類
を
切
り

貼
り
す
る
こ
と
で
、
冊
子
上
に
再
編
集
し
、
古
典
的
な
や
ま
と
絵
人
物
画
を
後
世
の
画

家
が
描
く
際
の
参
照
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
注
目
さ
れ
る

の
は
、
そ
の
中
に
十
図
以
上
に
わ
た
っ
て
、
仁
和
寺
本
の
図
様
の
部
分
的
な
模
写
が
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
図
17
・
18
）。
抜
き
写
し
は
、
仁
和
寺
本
の
図
様
を
完
全

な
形
で
模
写
し
た
も
の
で
は
な
く
、
部
分
的
で
あ
り
、
モ
チ
ー
フ
の
省
略
や
構
成
の
改

編
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
仁
和
寺
本
の
左
・
右
隻
中
の
人
物
等
の
図
様
を
転
写
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
し
か
も
全
て
が
一
筆
と
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
う
ち
の
何
図
か
に
は
、「
如
慶
公
直
地
取
」
あ
る
い
は
「
如
慶
法
眼
直
地
取
」

な
ど
の
書
き
込
み
が
あ
り
、
住
吉
派
初
代
の
画
家
で
、
江
戸
時
代
初
期
に
活
躍
し
た
住

吉
如
慶
の
筆
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
。「
如
慶
公
」
あ
る
い
は
「
如
慶
法
眼
」
と
如
慶

に
対
す
る
尊
称
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
書
き
込
み
が
後
世
の
も
の
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
住
吉
派
内
に
お
い
て
は
、
如
慶
自
身
に
よ
る
模
写
と

し
て
尊
重
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
覗
え
る
。
模
写
と
い
う
作
品
の
性
質
上
筆
者
を
特
定
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
描
か
れ
る
人
物
の
優
柔
な
顔
貌
表
現
な
ど
は
如
慶
の
諸
作

品
と
の
類
似
が
顕
著
で
あ
り
、
如
慶
自
身
の
筆
、
あ
る
い
は
如
慶
の
模
写
の
転
写
と
い

う
可
能
性
は
十
分
に
想
定
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
模
本
は
仁
和
寺
本
か
ら
直
接
模

写
し
た
、
仁
和
寺
本
の
模
本
を
転
写
し
た
、
あ
る
い
は
永
禄
三
年
に
光
茂
が
制
作
し
た

下
絵
ま
た
は
そ
の
転
写
本
を
写
し
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

　

こ
の
い
ず
れ
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
模
本
の
転
写
元
と
な
っ
た
作
品
に
は
、
仁
和
寺

本
の
左
・
右
隻
が
一
連
の
図
様
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

し
て
、
如
慶
が
車
争
い
図
の
規
範
的
な
図
様
と
し
て
こ
の
模
写
に
何
ら
か
の
形
で
関

わ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
転
写
元
の
作
品
は
、
如
慶
が
活
躍
し
た
江
戸
時
代
初
期
よ
り

一
定
程
度
以
前
に
制
作
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
仁
和
寺
本
が
左
・
右
隻
と

も
光
茂
の
筆
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
模
本
が
左
・
右
隻
一
連
の
も

の
と
し
て
伝
わ
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
し
、
永
禄
三
年
の
下
絵
か
ら
の
転
写
に
よ
る
も

の
で
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
左
隻
が
後
世
の
補
作
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
成
立

の
前
提
と
し
て
仁
和
寺
本
、
あ
る
い
は
永
禄
三
年
の
下
絵
が
粉
本
と
し
て
存
在
し
た
こ

と
に
関
す
る
傍
証
と
な
ろ
う
。

　

江
戸
時
代
初
期
な
い
し
前
期
の
制
作
と
目
さ
れ
る
東
京
富
士
美
術
館
本
、
京
都
市
歴

史
資
料
館
本
の
い
ず
れ
も
が
仁
和
寺
本
の
図
様
を
引
く
も
の
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
す
る

vi

（
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と
、
遅
く
と
も
江
戸
時
代
前
期
の
段
階
に
お
い
て
、
仁
和
寺
本
の
左
・
右
隻
一
連
の
図

様
は
、
車
争
い
図
の
規
範
的
な
図
様
と
し
て
一
定
程
度
流
布
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

　
　

三
、
永
禄
三
年
の
車
争
い
図
屏
風
の
制
作
意
図

　

永
禄
三
年
の
『
御
湯
殿
上
日
記
』
に
は
、
車
争
い
図
屏
風
制
作
に
関
し
て
、
ま
ず
三

条
西
公
条
に
よ
る
絵
様
の
進
上
（
七
月
一
九
日
）、
そ
れ
に
基
づ
い
た
一
次
下
絵
の
制

作
（
七
月
二
九
日
か
ら
八
月
一
日
）、
一
隻
分
の
二
次
下
絵
の
制
作
（
九
月
五
日
か
ら

八
日
）、下
絵
が
完
成
し
た
一
隻
分
の
本
画
制
作
（
九
月
一
一
日
か
ら
一
二
月
二
一
日
）、

残
り
一
隻
分
の
二
次
下
絵
の
制
作
（
一
二
月
二
九
日
か
ら
三
〇
日
）
と
い
う
経
緯
が
記

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
残
り
一
隻
分
の
本
画
制
作
の
経
緯
や
、
そ
の
完
成
に
関
す
る

記
事
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
点
で
作
品
の
制
作
が
中
止
さ
れ
た
と
解
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
こ
の
記
事
に
該
当
す
る
作
品
と
さ
れ
る
仁
和
寺
本
の
う
ち
、
左

隻
が
後
世
の
補
作
と
い
う
見
方
を
呼
ぶ
原
因
と
も
な
っ
て
い
る
（
年
表
１
参
照
）。

　

さ
て
、
一
連
の
記
事
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
天
皇
の
意
思
を
受
け
て
こ
の
屏
風

絵
の
制
作
に
従
事
し
た
近
臣
の
公
家
た
ち
で
あ
る
。
最
初
に
絵
様
を
創
案
し
た
三
条
西

公
条
は
、
正
親
町
天
皇
を
は
じ
め
多
く
の
公
家
な
ど
に
源
氏
講
釈
を
行
う
な
ど
当
時
の

『
源
氏
物
語
』
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
屏
風
絵
の
制
作
に
関
す
る
総

監
修
者
的
な
位
置
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
他
多
く
の
公
家
や
皇
族
が
関
わ
っ
て

お
り
、
宮
廷
あ
げ
て
の
制
作
と
も
い
え
る
が
、
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
万
里
小
路
家
の

人
々
の
関
与
が
大
き
い
こ
と
で
あ
る
。
特
に
下
絵
の
制
作
の
場
と
し
て
自
邸
に
光
茂
を

招
き
、
光
茂
か
ら
の
下
絵
の
進
献
を
取
り
次
ぐ
な
ど
、
こ
の
画
事
の
要
所
で
は
万
里
小

路
惟
房
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

こ
れ
は
当
時
万
里
小
路
家
が
、
正
親
町
天
皇
と
皇
太
子
誠
仁
親
王
の
外
戚
と
し
て
、

宮
廷
内
で
重
要
な
地
位
に
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
（
系
図
１
）。
万
里
小
路
秀
房
は

内
大
臣
の
地
位
を
最
後
に
、
隠
居
剃
髪
し
て
い
た
が
、
宮
中
に
は
し
ば
し
ば
出
仕
し
、

宮
廷
の
長
老
格
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。『
御
湯
殿
上
日
記
』
永
禄
前
半
期
に
し
ば
し

ば
登
場
す
る
「
前
内
ふ
」
は
、
こ
の
秀
房
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
子
で
当
主
の
惟
房
は

権
大
納
言
、
さ
ら
に
そ
の
子
の
輔
房
は
左
少
弁
の
地
位
に
あ
り
、
と
も
に
天
皇
の
側
近

と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。
屏
風
絵
制
作
に
万
里
小
路
家
が
大
き
く
関
わ
っ
た
の
は
、
天

皇
と
同
家
の
近
し
い
関
係
に
よ
り
、
屏
風
制
作
に
天
皇
の
意
思
を
反
映
さ
せ
や
す
い
状

況
を
創
出
す
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
そ
れ
だ
け
天
皇
の
屏
風
制
作
に
か
け
る
熱
意

を
看
取
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

ま
た
、『
御
湯
殿
上
日
記
』
に
よ
る
と
、
車
争
い
図
屏
風
制
作
が
始
ま
る
同
年
七
月
、

宮
廷
で
は
幕
府
や
大
覚
寺
か
ら
各
種
の
屏
風
を
借
用
し
、
正
親
町
天
皇
の
天
覧
や
、
近

臣
に
よ
る
閲
覧
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
屏
風
借
覧
は
、
車
争
い
図
屏
風
制
作

の
参
照
の
た
め
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
、
こ
の
屏
風
制
作
が
周
到
な

準
備
の
下
で
進
め
ら
れ
る
べ
き
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

　

と
こ
ろ
で
『
御
湯
殿
上
日
記
』
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
宮
中
に
出
仕
し
た

歴
代
の
女
官
た
ち
が
、
宮
廷
内
外
で
発
生
し
た
出
来
事
を
複
数
で
書
き
継
い
で
き
た
も

の
で
、
宮
中
の
公
式
記
録
と
し
て
の
側
面
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
男
性
の

公
家
日
記
は
、
宮
廷
内
外
の
各
種
の
祭
事
や
行
事
、
出
来
事
を
記
録
し
、
そ
れ
を
将
来
、

類
似
の
祭
事
、
行
事
、
出
来
事
に
際
会
し
た
者
が
参
照
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
筆

録
さ
れ
た
と
い
う
の
が
通
有
の
性
格
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
女
官
の
手
に
な
る
も
の
と

は
い
え
、
公
的
な
記
録
で
あ
る
『
御
湯
殿
上
日
記
』
に
も
、
こ
の
よ
う
な
性
格
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
永
禄
三
年
の
車
争
い
図
屏
風
制
作
に
関
す
る
一
連
の
記
録
は
、『
御
湯
殿
上
日

記
』
に
記
録
さ
れ
る
各
種
の
絵
画
作
品
の
制
作
に
関
す
る
記
事
の
中
で
も
、
最
も
詳
細

に
そ
の
経
緯
を
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
る
。『
御
湯
殿
上
日
記
』
の
以
上
の
よ
う
な
性

格
か
ら
そ
の
理
由
を
考
え
る
と
、
こ
の
屏
風
の
制
作
が
、
正
親
町
天
皇
、
そ
し
て
当
時

の
宮
廷
に
と
っ
て
、
後
世
に
そ
の
記
録
を
詳
細
に
伝
え
る
べ
き
価
値
の
あ
る
重
要
な
出

来
事
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
相
澤
氏
な
ど
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
画
題
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選
択
の
上
で
、
当
時
の
宮
廷
内
外
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
愛
好
な
ど
の
背
景
は
想
定

さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
意
味
が
こ
の
屏
風
絵
制
作
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
近
年
発
表
さ
れ
た
応
仁
の
乱
後
中
断
し
て
い
た
賀
茂
祭

を
見
た
い
と
い
う
正
親
町
天
皇
の
希
望
を
叶
え
る
た
め
に
制
作
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る

鷲
頭
氏
の
説
、
同
年
正
月
の
正
親
町
天
皇
の
即
位
を
記
念
す
る
た
め
に
制
作
さ
れ
た
と

い
う
野
田
氏
の
説
で
あ
る
。

　

賀
茂
祭
は
、
奈
良
時
代
以
前
、
賀
茂
氏
の
祭
祀
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る

が
、平
安
京
遷
都
以
後
、宮
廷
が
主
催
し
勅
使
参
向
が
実
施
さ
れ
る
国
家
的
祭
礼
と
な
っ

た
。
平
安
時
代
に
は
単
に
「
祭
」
と
い
う
と
賀
茂
祭
を
指
す
と
い
う
ほ
ど
著
名
な
祭
礼

で
あ
り
、『
源
氏
物
語
』「
葵
」
帖
の
車
争
い
の
場
面
で
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の

行
列
（
路
頭
の
儀
）
の
際
に
は
見
物
人
が
喧
騒
を
極
め
る
盛
ん
な
祭
礼
で
あ
っ
た
。
鎌

倉
時
代
以
降
も
宮
廷
に
お
け
る
最
も
重
要
な
祭
礼
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
そ
の
勅
使
参

向
の
行
列
に
は
、
多
く
の
見
物
客
が
押
し
寄
せ
、
宮
廷
の
権
威
を
示
す
祭
礼
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
応
仁
の
乱
勃
発
後
か
ら
路
頭
の
儀
は
中
止
さ
れ
、
宮
中
に
お
い
て
は
賀
茂
社

か
ら
贈
ら
れ
た
葵
の
葉
を
御
所
に
飾
り
盃
事
を
行
う
御
内
祭
が
行
わ
れ
る
の
み
で
あ
っ

た
。
江
戸
時
代
に
入
り
、
元
禄
七
年
に
復
活
す
る
ま
で
、
宮
廷
に
と
っ
て
最
も
重
要
な

祭
礼
で
あ
っ
た
賀
茂
祭
の
メ
イ
ン
・
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
路
頭
の
儀
は
、執
行
さ
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
応
仁
の
乱
以
降
の
洛
中
洛
外
に
お
け
る
治
安
の
悪
化
に
加
え
、
宮
廷
の

財
政
的
困
窮
が
そ
の
理
由
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
宮
廷
に
と
っ

て
最
も
重
要
な
こ
の
祭
事
の
中
止
は
、
宮
廷
関
係
者
に
と
っ
て
大
き
な
嘆
き
で
あ
り
、

そ
の
復
活
は
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
屏
風
絵
の
画
面
上
に
こ
の
祭
礼
を

再
現
す
る
こ
と
が
正
親
町
天
皇
の
意
図
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
天
皇
に
よ
る
祭

礼
復
活
の
望
み
を
も
表
現
し
た
も
の
と
も
い
え
る
。

　

一
方
野
田
氏
は
、
賀
茂
祭
を
テ
ー
マ
と
す
る
先
行
の
絵
画
作
品
で
あ
る
文
永
一
一
年

本
「
賀
茂
祭
絵
巻
」（
現
在
は
複
数
の
模
本
が
伝
来
）
が
亀
山
上
皇
の
院
政
開
始
（
後

宇
多
天
皇
の
即
位
）
の
年
の
賀
茂
祭
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
、ま
た
『
源
氏
物
語
』「
葵
」

帖
に
描
か
れ
る
斎
院
御
禊
が
朱
雀
帝
即
位
の
年
の
賀
茂
祭
を
舞
台
に
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
賀
茂
祭
は
天
皇
の
即
位
を
記
念
す
る
に
相
応
し
い
画
題
で
あ
る
と
指
摘
す

る
。
そ
し
て
正
親
町
天
皇
の
指
示
の
も
と
、
多
く
の
近
臣
た
ち
が
制
作
に
関
わ
っ
た
永

禄
三
年
の
車
争
い
図
屏
風
は
、
同
年
の
正
親
町
天
皇
の
即
位
を
記
念
し
て
描
か
れ
た
も

の
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

　

戦
国
期
の
宮
廷
の
困
窮
は
、
し
ば
し
ば
衰
微
と
形
容
さ
れ
る
ほ
ど
著
し
い
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
時
期
の
歴
代
天
皇
の
即
位
の
儀
の
挙
行
が
、
い
か
に
困
難
で

あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
正
親
町
天
皇
の
祖
父
後
柏
原
天
皇

の
即
位
は
践
祚
か
ら
二
一
年
後
、
父
後
奈
良
天
皇
の
即
位
は
践
祚
一
〇
年
後
の
こ
と
で

あ
り
、
正
親
町
天
皇
も
践
祚
か
ら
三
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
室
町
時
代
、
歴
代
天
皇

の
即
位
に
か
か
る
費
用
は
、
室
町
幕
府
が
課
す
段
銭
な
ど
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
こ
と
が

一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
戦
国
期
に
入
り
、
幕
府
の
統
治
力
、
財
政
力
の
低
下
に
よ

り
そ
れ
が
叶
わ
ず
、
ま
た
宮
廷
自
体
も
、
も
と
か
ら
貧
弱
な
皇
室
領
や
公
家
領
に
対
す

る
大
名
や
武
士
団
の
横
領
な
ど
に
よ
り
財
政
状
況
は
悪
化
し
、
費
用
を
自
弁
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
後
柏
原
天
皇
は
幕
府
側
に
散
々
延
引
さ
れ
た
の
ち
の
献
金
と
、

本
願
寺
か
ら
の
献
金
な
ど
に
よ
り
、
後
奈
良
天
皇
は
主
に
今
川
氏
親
、
北
条
氏
綱
、
大

内
義
隆
、
朝
倉
孝
景
、
長
尾
為
景
ら
地
方
の
大
名
の
献
金
に
よ
り
、
そ
し
て
正
親
町
天

皇
は
費
用
の
大
半
を
毛
利
元
就
の
献
金
に
よ
り
即
位
の
儀
を
挙
行
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。

　

即
位
に
際
し
て
の
献
金
は
、
宮
廷
の
財
政
に
一
定
の
潤
い
を
齎
し
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、『
御
湯
殿
上
日
記
』
同
年
六
月
一
八
日
な
ら
び
に
七
月
二
日
条
に
は
、
前
年
上

洛
し
た
長
尾
景
虎
（
上
杉
謙
信
）
か
ら
の
内
裏
修
理
の
た
め
の
費
用
献
金
に
関
し
、
廷

臣
広
橋
国
光
か
ら
景
虎
に
使
者
を
送
る
よ
う
下
命
が
あ
っ
た
と
あ
り
、
同
年
八
月
以
降

年
末
ま
で
、
御
所
内
各
所
の
修
理
に
関
す
る
記
事
が
散
見
さ
れ
る
。

　

即
位
、
内
裏
修
理
等
の
献
金
に
よ
る
若
干
の
財
政
的
余
裕
、
内
裏
の
修
理
に
あ
わ
せ
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て
の
調
度
品
新
調
の
必
要
と
い
う
状
況
の
中
で
こ
の
屏
風
の
制
作
が
企
図
さ
れ
た
こ
と

は
、
容
易
に
想
像
で
き
る
。
し
か
し
、
特
に
こ
の
車
争
い
図
屏
風
の
制
作
に
正
親
町
天

皇
や
近
臣
が
意
を
注
ぎ
、
そ
の
様
子
が
詳
細
に
記
録
さ
れ
た
の
は
、
天
皇
自
身
の
即
位

の
記
念
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
即
位
の
儀
の
実
施
に
大
き
な
苦
労
を
強
い
ら
れ

た
戦
国
期
の
歴
代
天
皇
や
宮
廷
の
思
い
を
受
け
、
即
位
に
際
し
て
の
自
ら
の
治
世
に
対

す
る
意
思
を
表
明
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
図
も
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　

天
皇
即
位
の
年
に
お
け
る
屏
風
と
い
う
こ
と
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
大
嘗
会
屏
風
で

あ
る
。
大
嘗
会
は
天
皇
が
即
位
後
初
め
て
執
り
行
う
新
嘗
祭
で
、
大
嘗
会
屏
風
は
そ
の

際
に
神
に
献
じ
ら
れ
る
新
米
を
産
す
る
東
西
の
分
国
（
悠
紀
国
・
主
基
国
）
の
名
所
を

描
き
、
そ
の
名
所
を
詠
ん
だ
和
歌
を
書
き
添
え
た
も
の
で
、
悠
紀
・
主
基
屏
風
と
も
称

さ
れ
る
。
大
嘗
会
と
そ
れ
に
続
く
祝
宴
の
豊
明
節
会
の
場
を
飾
る
屏
風
と
し
て
、
大
嘗

会
の
中
で
も
重
要
な
調
度
品
に
数
え
ら
れ
る
。

　

応
仁
の
乱
以
前
、
即
位
の
儀
と
大
嘗
会
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
即
位
儀
礼
で

あ
り
、
即
位
の
儀
を
経
て
大
嘗
会
を
経
て
い
な
い
天
皇
は
「
半
帝
」
と
称
さ
れ
た
と
も

い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
応
仁
の
乱
勃
発
後
に
即
位
し
た
後
柏
原
天
皇
以
降
、
江
戸
時
代

の
東
山
天
皇
ま
で
の
歴
代
天
皇
の
大
嘗
会
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。
戦
国
期
以
降
、
即

位
儀
礼
の
中
で
大
嘗
会
が
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
見
方
も
出
来
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
少
な
く
と
も
大
嘗
会
の
断
絶
が
始
ま
っ
た
後
柏
原
天
皇
か
ら
正
親
町
天
皇
ま
で
の

三
代
は
、
即
位
の
儀
の
費
用
を
賄
う
こ
と
も
困
難
を
極
め
た
上
、
更
な
る
大
き
な
費
用

の
上
乗
せ
と
な
る
大
嘗
会
の
挙
行
は
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
。
た
だ
、
中
断
か
ら
間
も

な
い
時
期
で
あ
る
だ
け
に
、
大
嘗
会
挙
行
の
必
要
性
は
当
然
感
じ
て
い
た
筈
で
あ
る
。

即
位
の
記
念
に
屏
風
絵
を
制
作
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
嘗
会
の
復
活
と
い
う
希
望
を

暗
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
画
題
に
賀
茂
祭
を
選
択
し
た
こ
と
も
相
俟
っ
て
、
正
親

町
天
皇
は
、
戦
国
期
に
中
断
し
た
宮
廷
の
各
種
祭
事
、
儀
式
等
の
復
活
、
ひ
い
て
は
宮

廷
の
権
威
の
復
活
を
屏
風
絵
制
作
に
意
図
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

な
お
、
永
禄
三
年
の
車
争
い
図
屏
風
に
描
か
れ
る
の
は
、
賀
茂
祭
の
う
ち
の
斎
院
御

禊
の
行
列
で
あ
る
。
大
嘗
会
の
儀
式
の
中
で
は
、
大
嘗
会
が
挙
行
さ
れ
る
前
月
に
、
天

皇
は
賀
茂
の
河
原
で
御
禊
を
行
う
御
禊
行
幸
（
豊
の
御
禊
）
が
行
わ
れ
て
い
た
。
即
位

し
た
ば
か
り
の
天
皇
が
内
裏
か
ら
賀
茂
の
河
原
ま
で
行
列
で
赴
く
こ
の
行
事
は
、
京
洛

の
人
々
に
新
天
皇
の
権
威
を
示
す
場
で
も
あ
っ
た
。
御
禊
の
行
列
と
い
う
テ
ー
マ
も
大

嘗
会
と
の
結
び
付
き
を
暗
示
す
る
も
の
と
い
え
る
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
『
源
氏
物
語
』
の
一
場
面
が
こ
の
屏
風
の
主
題
と
し
て
選
ば
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
川
本
氏
や
相
澤
氏
は
、
当
時
の
宮
廷
社
会
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』

研
究
や
『
源
氏
物
語
』
愛
好
が
制
作
の
背
景
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、『
源

氏
物
語
』
で
あ
る
こ
と
自
体
に
、
天
皇
や
宮
廷
の
政
治
的
意
図
を
読
み
解
く
こ
と
も
可

能
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

戦
国
期
、『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
古
典
文
学
、
文
化
に
対
す
る
愛
好
は
、

宮
廷
社
会
が
存
在
す
る
京
や
そ
の
周
辺
に
止
ま
ら
ず
、
地
方
の
大
名
、
新
興
の
戦
国
大

名
の
間
に
も
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
土
佐
光
信
「
源
氏
物
語
画
帖
」（
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大

学
サ
ッ
ク
ラ
ー
美
術
館
）
が
、
三
条
西
実
隆
を
介
し
周
防
大
内
家
の
重
臣
陶
三
郎
に
よ

り
注
文
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、地
方
の
大
名
に
よ
る『
源

氏
物
語
』
な
ど
の
宮
廷
文
化
の
受
容
は
、
宸
筆
や
公
家
の
揮
毫
に
な
る
古
典
文
学
の
典

籍
等
を
求
め
る
こ
と
や
、
京
で
苦
境
に
陥
っ
た
公
家
に
対
す
る
庇
護
、
公
家
と
地
方
大

名
の
通
婚
な
ど
と
い
う
形
で
行
わ
れ
、
宮
廷
文
化
は
各
地
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
地
方
大
名
ら
が
天
皇
の
即
位
や
内
裏
の
修
理
の
際
、
室
町
幕
府
に
代
わ
る
担
い

手
と
な
っ
た
の
は
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
象
徴
さ
れ
る
宮
廷
文
化

は
、
当
時
の
宮
廷
の
支
持
者
と
し
て
の
地
方
大
名
を
繋
ぎ
と
め
る
た
め
の
コ
ン
テ
ン
ツ

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
先
述
の
と
お
り
、
永
禄
三
年
の
車
争
い
図
屏
風
の
図
様
は
、
左
・
右
隻
と
も
仁

和
寺
本
の
そ
れ
と
一
致
す
る
と
判
断
で
き
る
が
、
仁
和
寺
本
の
図
様
か
ら
正
親
町
天
皇

や
そ
の
近
臣
た
ち
の
制
作
意
図
を
考
察
す
る
。
仁
和
寺
本
右
隻
は
、
斎
院
御
禊
の
行
列
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が
、
整
然
と
内
裏
か
ら
一
条
大
路
に
進
ん
で
く
る
様
子
を
描
く
。
大
路
の
両
脇
に
は
公

家
の
邸
宅
が
立
ち
並
び
、
そ
の
門
前
に
群
集
す
る
見
物
の
人
々
は
、
多
く
が
路
上
に
座

し
て
行
列
を
見
物
す
る
。
一
方
、
左
隻
は
一
条
大
路
の
東
端
辺
り
、
向
か
っ
て
右
か
ら

左
に
進
む
の
が
光
源
氏
の
正
妻
葵
上
の
牛
車
、
そ
の
上
方
で
榻
が
折
り
倒
さ
れ
下
人
た

ち
に
よ
っ
て
押
し
退
け
ら
れ
て
い
る
の
が
六
条
御
息
所
の
車
で
あ
る
。
周
辺
で
は
、
野

次
馬
風
の
見
物
人
を
追
い
立
て
る
白
丁
、
そ
れ
ら
の
様
子
に
驚
き
や
嫌
悪
の
表
情
を
示

す
人
々
。
見
物
人
の
多
く
は
立
ち
姿
で
あ
る
。

　

右
隻
と
左
隻
は
、
静
と
動
、
秩
序
と
混
乱
と
い
う
対
比
の
も
と
に
構
成
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
こ
に
あ
る
意
図
は
何
か
。
斎
院
御
禊
の
行
列
は
、
宮
廷
の
権
威
そ
の
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
を
仰
ぎ
見
る
見
物
人
は
、
そ
の
権
威
を
称
え
る
存
在
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い

る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
古
来
の
祭
事
、
行
事
等

を
復
活
す
る
こ
と
で
宮
廷
の
権
威
を
回
復
し
た
天
皇
、
宮
廷
に
と
っ
て
の
理
想
の
状
態

を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

一
方
左
隻
が
示
す
混
乱
は
、
祭
礼
や
、
宮
廷
人
の
混
乱
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
天
皇

や
宮
廷
の
権
威
が
蔑
ろ
に
さ
れ
た
当
時
の
現
実
を
仮
託
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
天
皇
の
即
位
を
祝
賀
し
、
天
皇
の
理
想
の
治
世
を
表
象
す
る
た
め
に
制
作
さ

れ
た
屏
風
絵
に
、
わ
ざ
わ
ざ
宮
廷
の
秩
序
が
蔑
ろ
に
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
を
描
く
と
い

う
こ
と
が
相
応
し
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
議
論
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
左
隻
で
、
当

時
の
天
皇
や
宮
廷
が
置
か
れ
た
現
実
的
な
状
況
を
仮
託
し
た
か
の
よ
う
な
表
現
を
あ
え

て
行
う
か
ら
こ
そ
、
右
隻
の
天
皇
、
宮
廷
に
と
っ
て
の
理
想
像
が
際
立
つ
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　

右
隻
の
人
物
表
現
は
ど
う
か
。
鷲
頭
氏
、
野
田
氏
は
、
公
家
の
男
女
以
外
の
人
物
の

描
写
は
当
世
風
の
風
俗
描
写
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
、
文
永
一
一
年
本
「
賀
茂
祭
絵
巻
」

の
模
本
の
中
に
、
見
物
人
た
ち
を
当
世
風
に
描
く
一
群
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
例
と
し

た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
見
物
人
に
は
庶
民
が
少
な
く
、
鑑
賞
者
で
あ
る

当
時
の
公
家
た
ち
に
と
っ
て
現
実
感
の
あ
る
描
写
で
あ
る
と
も
さ
れ
る
。
こ
の
見
解
に

は
、
概
ね
同
意
で
き
よ
う
。

　

右
隻
の
見
物
人
た
ち
の
う
ち
多
く
を
占
め
る
公
家
以
外
で
は
、
素
襖
に
折
烏
帽
子
を

着
す
る
大
名
風
の
人
物
や
合
掌
す
る
念
仏
僧
（
図
19
）
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
宗
派
の
僧

侶
、
編
笠
を
被
る
宗
祇
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
連
歌
師
風
の
男
（
図
20
）
な
ど
の
人
物

が
目
立
つ
。
当
時
経
済
的
苦
境
に
あ
っ
た
宮
廷
を
支
え
た
の
は
地
方
大
名
か
ら
の
献
金

で
あ
っ
た
こ
と
は
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
特
に
後
奈
良
天
皇
の
治
世
期
以
降
、
大

名
た
ち
の
献
金
の
見
返
り
に
宮
廷
が
官
職
を
与
え
る
例
が
多
か
っ
た
。
永
禄
三
年
の
正

親
町
天
皇
の
即
位
に
際
し
多
額
の
献
金
を
行
っ
た
毛
利
元
就
は
、
そ
の
返
礼
と
し
て
陸

奥
守
に
叙
せ
ら
れ
た
。
ま
た
寺
院
勢
力
に
関
し
て
も
、
勅
願
寺
の
指
定
、
僧
位
の
授
与

な
ど
と
引
き
か
え
に
献
金
を
得
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
石
山
本
願

寺
は
、
正
親
町
天
皇
の
即
位
の
前
年
、
多
額
の
献
金
に
よ
っ
て
門
跡
の
寺
格
を
賜
っ
て

い
る
。
ま
た
、
宗
祇
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
戦
国
期
以
降
、
連
歌
師
の
多
く
は
、
京

の
宮
廷
人
と
接
触
を
保
ち
、
古
典
文
学
に
関
す
る
様
々
な
教
養
を
蓄
積
し
、
そ
れ
を
地

方
の
大
名
や
僧
侶
な
ど
に
伝
達
す
る
役
割
を
担
う
と
と
も
に
、
宮
廷
関
係
者
と
地
方
の

有
力
者
の
間
で
各
種
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
達
す
る
役
割
を
担
っ
た
。
こ
れ
ら
の
人
物

は
、
見
物
人
の
群
像
描
写
の
た
め
各
層
の
人
々
を
ラ
ン
ダ
ム
に
集
め
た
も
の
と
い
う
よ

り
も
、
公
家
衆
を
含
め
て
当
時
の
宮
廷
を
支
え
る
人
々
の
群
像
を
表
現
す
る
と
い
う
意

図
の
も
と
に
描
か
れ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
方
、
左
隻
に
お
い
て
目
を
引
く
の
は
、
画
面
向
か
っ
て
右
上
部
の
邸
宅
の
窓
辺
に

描
か
れ
る
平
安
時
代
風
の
装
束
を
身
に
纏
う
女
性（
図
21
）で
あ
る
。
こ
の
女
性
は
、『
源

氏
物
語
』
の
作
者
紫
式
部
を
描
い
た
も
の
と
推
測
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
四

世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
で
あ
る
『
河
海
抄
』
は
、
紫
式
部
の
居

所
に
つ
い
て
、「
旧
跡
は
正
親
町
以
南
、京
極
西
頬
、今
東
北
院
向
也
」
と
記
し
て
お
り
、

こ
れ
は
車
争
い
図
屏
風
の
絵
様
を
作
成
し
た
三
条
西
公
条
の
『
細
流
抄
』
な
ど
当
時
の

『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
の
多
く
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
位
置
は
一
条
大
路
東

端
の
南
側
に
当
た
り
、
左
隻
の
こ
の
女
性
が
描
か
れ
る
位
置
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。『
源

x

（
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）
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氏
物
語
』
に
通
じ
た
人
々
に
と
っ
て
は
、
機
知
を
働
か
せ
る
こ
と
で
、
こ
の
女
性
を
紫

式
部
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
仕
組
ん
だ
も
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

　

永
禄
三
年
、
紫
式
部
に
関
わ
る
も
う
一
つ
の
作
品
が
宮
廷
周
辺
で
制
作
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
も
、
こ
の
画
面
中
に
紫
式
部
を
描
き
込
も
う
と
い
う
発
想
に
繋
が
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
三
条
西
公
条
か
ら
『
源
氏
物
語
』
の
講
釈
を
長
年
受
講
し
て
き

た
九
条
稙
通
が
、
そ
の
終
功
を
期
に
同
年
一
一
月
に
開
い
た
竟
宴
の
際
、
光
茂
の
子
土

佐
光
元
に
「
紫
式
部
石
山
詣
図
」（
宮
内
庁
書
陵
部
）
を
描
か
せ
て
、
こ
れ
を
掲
げ
た

と
い
う
記
録
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（『
源
氏
物
語
竟
宴
記
』）。
こ
の
作
品
は
、
光
茂
に

よ
る
車
争
い
図
屏
風
の
一
隻
目
の
本
画
制
作
が
進
行
中
の
一
一
月
一
二
日
に
三
条
西
公

条
に
よ
っ
て
宮
中
に
齎
さ
れ
、
正
親
町
天
皇
の
天
覧
の
ち
、
側
近
た
ち
の
閲
覧
に
供
さ

れ
た
。
こ
の
こ
と
で
、
九
条
稙
通
の
私
的
な
源
氏
講
釈
の
受
講
が
、
公
的
に
賞
さ
れ
た

形
と
な
っ
た
。
当
時
の
宮
廷
に
お
い
て
話
題
と
な
っ
た
紫
式
部
の
像
を
、
急
遽
図
様
の

中
に
取
り
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
仁
和
寺
本
は
『
源
氏
物
語
』
の
車
争
い
の
場
面
を
描
く
だ
け
で
な

く
、
斎
院
御
禊
の
行
列
を
宮
廷
の
権
威
に
見
立
て
、
そ
れ
を
見
物
す
る
人
々
の
中
に
当

世
の
宮
廷
を
支
持
し
た
思
わ
れ
る
人
物
群
を
交
え
る
こ
と
で
宮
廷
の
理
想
の
姿
を
示
す

こ
と
を
意
図
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』
と
い
う
当
時
の
宮
廷
文
化

の
象
徴
を
テ
ー
マ
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
作
者
の
紫
式
部
の
姿
を
描
き
添
え
る
こ

と
で
、『
源
氏
』
の
世
界
の
奥
深
さ
を
示
そ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
、
左

隻
に
展
開
す
る
車
争
い
の
混
乱
は
、
戦
国
の
世
相
の
中
で
宮
廷
の
権
威
が
蔑
ろ
に
さ
れ

る
現
実
を
示
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
正
親
町
天
皇
が
即
位
の
当
座
に
自
ら
の
治
世
の

目
指
す
べ
き
理
想
と
現
実
を
認
識
し
、
治
世
の
間
そ
れ
を
省
み
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

制
作
さ
せ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

正
親
町
天
皇
は
、
戦
国
期
の
歴
代
天
皇
の
中
で
も
、
朝
廷
の
権
威
回
復
や
朝
儀
復
興

に
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
弘
治
三
年
の
践
祚
直
後
に
行

わ
れ
た
弘
治
か
ら
永
禄
へ
の
改
元
の
際
に
は
、
将
軍
足
利
義
輝
が
京
か
ら
追
放
さ
れ
て

い
た
た
め
、
従
来
の
慣
例
で
あ
っ
た
室
町
幕
府
へ
の
問
い
合
わ
せ
を
せ
ず
、
宮
廷
の
専

管
事
項
と
し
て
こ
れ
を
強
行
し
て
い
る
こ
と
や
、
永
禄
八
年
、
綸
旨
に
よ
る
キ
リ
シ
タ

ン
宣
教
師
の
京
か
ら
の
退
去
命
令
（「
大
う
す
は
ら
い
」）
を
出
し
た
ほ
か
、
永
禄
一
一

年
の
織
田
信
長
上
洛
か
ら
信
長
の
統
治
時
代
に
は
、
内
裏
の
修
復
や
天
皇
・
公
家
領
の

回
復
、
宮
廷
諸
行
事
の
復
活
な
ど
に
信
長
の
協
力
を
取
り
付
け
る
一
方
、
信
長
の
政
治

方
針
に
対
し
て
対
立
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
正
親
町

天
皇
は
、
宮
廷
の
権
威
と
朝
儀
復
興
に
在
位
期
間
の
様
々
な
場
面
で
取
り
組
み
、
そ
れ

に
一
定
程
度
成
功
し
た
と
い
え
る
が
、
そ
れ
は
信
長
、
そ
し
て
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
天
下

統
一
の
過
程
で
宮
廷
の
存
在
意
義
が
高
ま
っ
た
と
い
う
偶
然
の
結
果
と
い
う
だ
け
で
は

な
く
、
天
皇
自
身
自
ら
の
治
世
の
理
想
を
追
求
す
る
意
思
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

永
禄
三
年
の
車
争
い
図
屏
風
制
作
の
記
録
が
、『
御
湯
殿
上
日
記
』
に
極
め
て
詳
細
に

書
き
残
さ
れ
た
の
は
、
即
位
の
儀
の
挙
行
に
苦
労
し
、
大
嘗
会
を
挙
行
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
と
い
う
宮
廷
苦
難
の
時
期
の
天
皇
が
、
即
位
に
あ
た
っ
て
の
自
ら
の
治
世
に
対

す
る
意
思
表
明
を
屏
風
絵
制
作
と
い
う
形
で
行
っ
た
と
い
う
事
例
を
記
録
し
、
そ
れ
を

先
例
と
し
て
後
世
の
宮
廷
人
が
参
照
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　

最
後
に
、『
御
湯
殿
上
日
記
』
に
そ
の
記
事
が
見
受
け
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
き
た
車

争
い
図
屏
風
残
り
一
隻
分
の
完
成
に
関
し
て
、
付
言
し
て
お
き
た
い
。
永
禄
三
年
の
年

末
に
、
こ
の
一
隻
分
の
下
絵
が
天
覧
に
供
さ
れ
た
の
ち
光
茂
の
許
に
戻
さ
れ
た
と
い
う

の
は
、
最
初
の
一
隻
目
の
例
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
場
合
、
本
画
制
作
の
裁
可
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
残
り
一
隻
分
も
本
画
制
作
に
入
っ
た
と
考
え
る
の
が
順

当
で
あ
る
と
考
え
る
。
先
述
の
と
お
り
仁
和
寺
本
左
隻
が
当
初
の
も
の
で
あ
る
と
仮
定

す
る
な
ら
ば
、
永
禄
三
年
か
ら
始
ま
っ
た
車
争
い
図
屏
風
の
制
作
は
、
両
隻
揃
う
形
で

完
了
し
た
筈
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
完
成
の
記
事
が
見
え
な
い
の
は
、
制
作
が
中
止
さ

れ
た
た
め
と
い
う
可
能
性
だ
け
で
は
な
く
、
書
き
漏
ら
し
の
可
能
性
も
考
慮
す
る
必
要

が
あ
る
。

xi
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も
う
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
あ
げ
て
お
き
た
い
の
は
、『
御
湯
殿
上
日
記
』
永
禄
六

年
二
月
一
三
日
条
の「
と
ち（
さ
）か
き
た
る
御
ひ
や
う
ふ
前
内
ふ
け
さ
ん
に
入
ら
る
ゝ
」

と
い
う
記
事
で
あ
る
。
先
述
の
と
お
り
、
こ
の
前
内
府
は
万
里
小
路
家
の
長
老
秀
房
で

あ
る
。
永
禄
三
年
の
車
争
い
図
屏
風
制
作
の
実
務
に
近
臣
の
側
で
最
も
深
く
関
与
し
た

の
は
万
里
小
路
家
で
あ
る
。
そ
の
長
老
の
秀
房
が
屏
風
を
天
覧
に
供
し
た
と
い
う
こ
と

は
、
永
禄
三
年
の
車
争
い
図
屏
風
の
残
り
一
隻
分
の
完
成
と
関
連
す
る
可
能
性
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
永
禄
三
年
の
車
争
い
図
屏
風
に
関
す
る
記
事
は
、
永
禄

四
年
以
降
『
日
記
』
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
永
禄
六
年
に
秀
房
が
披
露
し
た
屏
風

の
制
作
や
使
用
等
に
関
す
る
記
事
も
、
こ
の
前
後
の
『
日
記
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
最

初
の
一
隻
の
三
か
月
余
り
の
本
画
制
作
に
較
べ
、
残
り
一
隻
の
本
画
制
作
が
二
年
二
か

月
か
か
っ
た
と
い
う
制
作
期
間
の
差
の
大
き
さ
が
問
題
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
り
、

即
断
は
で
き
な
い
が
、
残
り
一
隻
の
完
成
時
期
に
関
す
る
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
提
起

す
る
。

　
　

む
す
び

　

以
上
の
と
お
り
本
稿
で
は
、
ま
ず
仁
和
寺
本
「
車
争
い
図
」
屏
風
の
左
隻
は
、
画
面

の
損
傷
に
対
す
る
広
汎
な
補
筆
、
補
彩
が
、
現
在
の
画
面
全
体
が
後
世
の
補
作
と
も
見

ら
れ
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
お
り
、
左
隻
も
右
隻
と
一
連
の
作
品
で
、
土
佐
光
茂
の

筆
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
、
次
い
で
、
住
吉
家
伝
来
の
「
大
和
絵
人
物
抜
写
」
所
収

の
車
争
い
図
屏
風
の
部
分
模
写
に
関
す
る
考
察
か
ら
、
仁
和
寺
本
の
図
様
が
、
永
禄
三

年
の
車
争
い
図
屏
風
と
左
・
右
隻
を
通
じ
て
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
と
推
定
し
た
。
そ

の
上
で
、
永
禄
三
年
の
車
争
い
図
屏
風
が
、
正
親
町
天
皇
の
即
位
を
記
念
し
、
賀
茂
祭

を
は
じ
め
と
す
る
朝
儀
復
興
な
ど
、
そ
の
治
世
の
理
想
と
現
実
を
表
象
す
る
た
め
に
制

作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。

　

残
る
問
題
は
、
な
ぜ
屏
風
絵
と
い
う
画
面
形
式
で
正
親
町
天
皇
の
政
治
的
意
思
表
明

を
行
お
う
と
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
先
に
指
摘
し
た
通
り
、
即
位

の
年
に
屏
風
絵
を
制
作
す
る
こ
と
は
、
大
嘗
会
を
挙
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
天

皇
に
、
大
嘗
会
屏
風
に
代
わ
る
も
の
を
求
め
た
い
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
た
め
と
推
測

で
き
る
。

　

し
か
し
、
室
町
時
代
以
前
に
お
い
て
は
、
政
治
的
な
願
望
を
表
象
す
る
意
図
を
含
ん

で
制
作
さ
れ
た
絵
画
作
品
は
、
絵
巻
と
い
う
形
式
で
制
作
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
文
永
一
一
年
本
「
賀
茂
祭
絵
巻
」
は
そ
の
一
つ
の
例
で
あ
る
し
、

土
佐
光
茂
が
将
軍
足
利
義
晴
の
命
で
描
い
た
「
桑
実
寺
縁
起
絵
巻
」
の
制
作
意
図
に
、

京
を
追
わ
れ
近
江
に
流
亡
し
て
い
た
義
晴
の
京
復
帰
と
権
力
回
復
の
願
い
が
込
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
な
ど
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
絵
巻
物
で
は
な
く
、

屏
風
絵
と
い
う
形
式
に
よ
る
政
治
的
意
思
の
表
明
と
い
う
試
み
が
企
図
さ
れ
た
の
は
何

故
だ
ろ
う
か
。

　

室
町
時
代
に
権
力
者
に
よ
っ
て
政
治
的
意
図
を
も
っ
て
制
作
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
絵

巻
物
の
多
く
は
、
社
寺
縁
起
絵
な
ど
神
仏
に
奉
納
す
る
た
め
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。「
桑
実
寺
縁
起
絵
巻
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
注
文
主
の
足
利
義
晴
は
、
こ
れ
を
桑

実
寺
の
薬
師
如
来
に
捧
げ
る
こ
と
で
自
ら
の
政
治
的
願
望
を
薬
師
如
来
と
の
約
束
と

し
、
そ
の
加
護
を
得
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
六
世
紀
に
入
り
、
政
治
的
表
象
を
意
図
し
た
可
能
性
が
あ
る
屏
風
絵

作
品
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。『
実
隆
公
記
』
永
正
三
年
一
二
月
二
二
日
条
に
記

さ
れ
る
「
京
中
図
」
屏
風
（
現
存
せ
ず
）
は
、
越
前
の
大
名
朝
倉
貞
景
が
、
甘
露
寺
元

長
の
仲
介
で
土
佐
光
信
に
都
の
景
を
描
か
せ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
、
地
方
大
名
の
京
に

対
す
る
憧
れ
な
ど
が
そ
の
制
作
意
図
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、

こ
の
「
京
中
図
」
を
嚆
矢
と
し
て
一
六
世
紀
に
制
作
さ
れ
た
歴
博
甲
本
、
上
杉
本
な
ど

の
「
洛
中
洛
外
図
」
屏
風
に
は
、
単
に
都
の
景
観
を
描
く
だ
け
で
は
な
く
、
様
々
な
政

治
的
意
図
を
盛
り
込
ん
で
制
作
さ
れ
た
と
い
う
見
方
が
あ
る
。
さ
ら
に
土
佐
光
茂
周
辺

の
作
と
目
さ
れ
る
「
日
吉
山
王
・
祇
園
祭
礼
図
」
屏
風
（
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
）
に
つ

い
て
は
、「
桑
実
寺
縁
起
絵
巻
」
同
様
注
文
主
を
足
利
義
晴
と
想
定
し
、
京
・
近
江
に
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お
け
る
足
利
幕
府
の
権
力
回
復
の
理
想
像
を
表
象
し
た
作
品
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
こ

れ
ら
の
説
に
つ
い
て
は
そ
の
当
否
に
関
し
て
様
々
な
議
論
が
あ
り
、
今
後
更
な
る
検
討

が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
い
ず
れ
も
都
市
や
名
所
の
景
観
に
風
俗

を
交
え
て
描
く
戦
国
期
の
屏
風
絵
の
制
作
に
、
注
文
主
の
様
々
な
政
治
的
意
向
が
反
映

し
て
い
る
と
い
う
見
方
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
。

　

屏
風
絵
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
注
文
主
の
政
治
的
意
向
を
反
映
さ
せ
た
作
品
が
、

戦
国
期
に
い
く
つ
も
制
作
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
事
例
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
永
禄
三

年
の
車
争
い
図
屏
風
制
作
に
お
い
て
も
先
例
と
さ
れ
た
可
能
性
を
想
起
さ
せ
る
。
少
な

く
と
も
絵
を
観
る
者
に
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
内
容
、
注
文
主
の
様
々
な
意
図
な
ど

を
理
解
さ
せ
る
場
合
、
絵
巻
物
は
、
披
見
時
、
少
人
数
に
の
み
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
の

に
対
し
、
屏
風
絵
は
常
時
、
多
人
数
で
そ
れ
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
戦
国
期
の
厳

し
い
世
相
の
中
で
は
、
絵
巻
物
の
社
寺
へ
の
奉
納
な
ど
に
よ
る
神
仏
の
加
護
よ
り
も
、

現
実
に
絵
を
観
る
者
に
注
文
主
が
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
看
取
さ
せ
る
方
が
重
要
と
考

え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
に
相
応
し
い
画
面
形
式
と
し
て
屏
風
絵

が
採
用
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

車
争
い
図
屏
風
制
作
か
ら
八
年
後
、織
田
信
長
が
上
洛
し
桃
山
時
代
に
移
行
す
る
と
、

屏
風
絵
に
よ
る
政
治
表
象
の
傾
向
は
、
よ
り
明
確
に
確
認
で
き
る
。
信
長
の
安
土
城
を

狩
野
永
徳
が
描
い
た
「
安
土
山
図
」
屏
風
（
存
否
不
明
）
は
、
信
長
の
政
治
権
力
を
表

象
す
る
も
の
で
、
そ
れ
を
天
覧
に
供
し
た
後
、
ロ
ー
マ
へ
の
遣
欧
使
節
に
託
し
た
の
は
、

国
内
外
に
信
長
の
威
光
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
豊
臣
秀
吉
の
吉
野
花

見
の
様
を
描
い
た
「
吉
野
花
見
図
」
屏
風
（
細
見
美
術
館
）
や
、
秀
吉
七
回
忌
の
祭
礼

を
描
い
た
狩
野
内
膳
「
豊
国
祭
礼
図
」
屏
風
（
豊
国
神
社
）
な
ど
に
、
豊
臣
家
の
威
光

を
示
そ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
の
反
面
、
政
治
的
意
図
の

表
象
を
絵
巻
物
に
よ
っ
て
試
み
る
例
は
、
減
少
し
て
い
く
。

　

土
佐
光
茂
は
、
絵
巻
物
、
屏
風
絵
双
方
の
画
面
形
式
を
手
が
け
、
両
画
面
形
式
に
お

い
て
注
文
主
の
政
治
的
意
図
を
表
象
す
る
こ
と
を
試
み
た
画
家
で
あ
る
。
こ
の
絵
巻
物

か
ら
屏
風
絵
へ
と
い
う
移
行
期
を
先
導
し
た
画
家
と
し
て
光
茂
は
捉
え
ら
れ
る
と
と
も

に
、
永
禄
三
年
の
車
争
い
図
屏
風
は
、
屏
風
絵
に
よ
る
政
治
表
象
の
時
代
の
幕
開
け
を

飾
る
作
品
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　

注
1　

宮
島
新
一
『
土
佐
光
信
と
土
佐
派
の
系
譜
』（『
日
本
の
美
術
』
二
四
七
号　

至
文

堂　

一
九
八
六
年
）

　
　

川
本
桂
子
「
九
条
家
伝
来
の
車
争
い
図
を
め
ぐ
っ
て
」（
山
根
有
三
先
生
古
稀
記

念
会
編
『
日
本
絵
画
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
八
九
年
）

　
　

な
お
宮
島
氏
は
そ
の
後
、
仁
和
寺
本
の
筆
者
が
光
茂
で
あ
る
と
い
う
最
初
の
説
を

撤
回
さ
れ
て
い
る
（
宮
島
新
一
『
宮
廷
画
壇
史
の
研
究
』
至
文
堂　

一
九
九
六
年
）。

2　

髙
松
良
幸
「
金
雲
の
形
態
的
変
遷
に
関
す
る
一
考
察
―
仁
和
寺
蔵
「
車
争
い
図
」

屏
風
を
中
心
に
―
」（『
フ
ィ
ロ
カ
リ
ア
』
八
号　

大
阪
大
学
大
学
院
美
学
科　

一
九
九
一
年
）

3　

本
稿
に
お
け
る
屏
風
の
右
隻
・
左
隻
は
、
屏
風
に
向
か
っ
て
右
側
の
隻
を
右
隻
、

左
側
の
隻
を
左
隻
と
す
る
。

4　

相
澤
正
彦
「
伝
土
佐
光
茂
筆
『
車
争
図
屏
風
』
の
筆
者
問
題
に
つ
い
て
」（『
國
華
』

一
一
九
八
号　

國
華
社　

一
九
九
五
年
）

5　

鷲
頭
桂
「
土
佐
光
茂
筆
『
車
争
図
屏
風
』
と
都
の
図
像
」（『
美
術
史
論
叢
』
二
五
号

　

東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
・
文
学
部
美
術
史
研
究
室　

二
〇
〇
九
年
）

6　

野
田
麻
美
「
狩
野
山
楽
筆
『
車
争
図
屏
風
』（
東
京
国
立
博
物
館
）
に
関
す
る
一

考
察
―
『
年
中
行
事
絵
巻
』
と
の
関
係
を
中
心
に
」（『
美
術
史
』
一
六
七
号　

美

術
史
学
会　

二
〇
〇
九
年
）

7　

相
澤
氏
は
注
4
論
文
に
お
い
て
、
注
2
髙
松
論
文
中
の
「
光
茂
作
品
の
場
合
、
簡

略
な
が
ら
も
小
鼻
ま
で
表
す
の
は
や
や
異
な
る
」
と
い
う
一
節
を
引
き
、「
小
鼻
を
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描
く
こ
と
に
疑
問
を
呈
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
左
隻
の
み
に
限
っ
た
こ
と
な
の

で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
髙
松
論
文
中
の
図
版
で
小
鼻
を
描
い
て
い
る
女
性

像
は
光
茂
の
「
桑
実
寺
縁
起
絵
巻
」
の
方
で
、
髙
松
論
文
の
一
節
は
、
仁
和
寺
本

右
隻
の
女
性
像
が
小
鼻
を
描
か
な
い
鉤
鼻
で
あ
る
こ
と
と
の
相
違
を
指
摘
し
た
も

の
で
あ
る
。

　
　

そ
の
後
筆
者
が
、「
桑
実
寺
縁
起
絵
巻
」
の
女
性
像
を
再
検
証
し
た
と
こ
ろ
、
阿

閉
皇
女
な
ど
の
貴
女
を
描
く
場
合
は
鉤
鼻
、
七
光
寺
の
参
詣
客
な
ど
身
分
の
高
く

な
い
女
性
を
描
く
場
合
は
小
鼻
も
描
く
と
い
う
使
い
分
け
を
し
て
い
る
こ
と
が
判

明
し
た
。
仁
和
寺
本
右
隻
の
女
性
が
概
し
て
鉤
鼻
で
あ
る
の
は
、
内
裏
近
辺
の
公

家
の
子
女
が
大
半
で
あ
る
の
に
対
し
、
左
隻
は
一
条
大
路
の
東
端
付
近
の
女
性
群

像
で
、
さ
ほ
ど
身
分
が
高
く
な
い
女
性
が
多
い
と
い
う
こ
と
を
意
図
し
て
描
き
分

け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

8　

本
稿
に
お
い
て
人
物
の
顔
貌
、
体
躯
な
ど
の
左
右
を
記
述
す
る
場
合
は
、「
向
か
っ

て
」
な
ど
の
断
り
が
な
い
限
り
、
描
か
れ
た
人
物
か
ら
見
て
の
左
右
と
す
る
。

9　

注
4
相
澤
論
文
の
註
13
参
照
。

10　

仁
和
寺
本
の
補
筆
・
補
彩
等
の
再
検
証
に
お
い
て
は
、
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
画
像
に

よ
る
細
部
拡
大
観
察
や
、
作
品
の
保
存
修
理
の
際
の
光
学
的
調
査
な
ど
の
実
施
が

望
ま
れ
る
。

11　

東
京
富
士
美
術
館
本
に
つ
い
て
は
、
注
4
相
澤
論
文
に
モ
ノ
ク
ロ
図
版
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
京
都
市
歴
史
資
料
館
本
に
つ
い
て
は
、
京
都
文
化
博
物
館
編
『
源
氏

物
語
千
年
紀
展
〜
恋
、
千
年
の
時
空
を
超
え
て
〜
』（
京
都
府
、
京
都
文
化
博
物
館

ほ
か　

二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

12　

注
4
相
澤
論
文
の
註
16
参
照
。

13　

冊
子
冒
頭
の
一
図
（
図
17
）
に
は
、住
吉
如
慶
所
用
の
「
住
吉
」
朱
文
印
、「
法
橋
」

白
文
方
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。

14　

畑
麗
「
東
照
宮
縁
起
絵
巻
住
吉
派
諸
本
の
成
立
―
附
、
住
吉
如
慶
法
眼
叙
任
考
」

（『
古
美
術
』
七
三
号　

三
彩
社　

一
九
八
五
年
）
に
よ
る
と
、
住
吉
如
慶
は
法
橋

に
は
叙
任
し
た
が
、
法
眼
に
は
叙
任
し
て
い
な
い
。

15　

た
だ
、
模
写
で
あ
り
な
が
ら
仁
和
寺
本
を
正
確
に
写
し
取
る
の
で
は
な
く
、
省
略

や
図
様
の
改
編
が
行
わ
れ
て
お
り
、
仁
和
寺
本
か
ら
の
直
接
的
な
模
写
と
い
う
よ

り
も
、
下
絵
の
転
写
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
如
慶
は
若
年
期
、
光

茂
の
粉
本
類
を
受
け
継
い
だ
と
い
わ
れ
る
土
佐
光
吉
・
光
則
門
下
で
絵
の
修
業
を

し
た
と
諸
画
伝
類
は
伝
え
る
。
と
す
れ
ば
、
如
慶
は
光
吉
・
光
則
の
許
で
光
茂
の

下
絵
、
あ
る
い
は
そ
の
模
本
を
転
写
す
る
機
会
を
得
、
そ
れ
が
こ
の
「
大
和
絵
人

物
抜
写
」
に
収
め
ら
れ
て
伝
わ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　

な
お
如
慶
が
若
年
期
、
土
佐
派
を
学
ん
だ
と
画
伝
類
は
伝
え
る
が
、
こ
れ
が
事
実

か
否
か
に
つ
い
て
の
論
拠
は
、
こ
れ
ま
で
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
土
佐

派
伝
来
の
粉
本
類
の
模
写
を
如
慶
が
行
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
有
力

な
根
拠
と
な
り
得
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
と
り
上
げ
た
車
争
い
図
下
絵
の
転
写
の

可
能
性
だ
け
で
は
論
拠
と
な
り
得
る
も
の
で
は
な
い
が
、
今
後
、
こ
の
問
題
を
考

察
す
る
た
め
の
方
法
の
一
つ
と
な
る
と
考
え
る
。

16　

川
本
桂
子
氏
は
、
慶
長
九
年
制
作
と
目
さ
れ
る
狩
野
山
楽
「
車
争
い
図
」
は
、
仁

和
寺
本
を
参
照
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と
位
置
付
け
、
永
禄
三
年
の
車
争
い
図
屏

風
完
成
後
宮
中
に
置
か
れ
て
い
た
仁
和
寺
本
が
、
山
楽
本
の
制
作
以
前
に
仁
和
寺

に
移
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
れ
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
相
澤
氏
は
、
仁
和
寺
本
左
隻
が
山
楽
本

よ
り
も
後
の
制
作
で
あ
る
可
能
性
も
視
野
に
、
土
佐
家
伝
来
の
永
禄
三
年
の
下
絵

が
参
照
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
江
戸
時
代
前
期
以

前
に
、
仁
和
寺
本
の
図
様
が
粉
本
の
形
で
一
定
程
度
流
布
し
て
い
た
と
す
る
な
ら

ば
、
山
楽
は
、
仁
和
寺
本
そ
の
も
の
を
見
る
こ
と
が
な
く
て
も
、「
車
争
い
図
」
制

作
は
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

17　
『
御
湯
殿
上
日
記
』
を
読
む
限
り
、
永
禄
三
年
の
車
争
い
図
屏
風
制
作
に
関
し
て

xiv
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は
、
宮
廷
側
で
は
近
臣
が
主
体
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
近
臣
が

天
皇
の
た
め
に
光
茂
に
制
作
さ
せ
た
と
い
う
考
え
方
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
天
皇
が
御
前
に
近
臣
を
召
し
出
し
て
下
絵
の
「
わ
ろ
き
と
こ
ろ
」
を
相
談

さ
せ
た
こ
と
（
八
月
一
日
条
）、
下
絵
完
成
時
に
天
覧
が
行
わ
れ
た
こ
と
（
九
月
八

日
条
）、一
隻
分
の
完
成
直
後
に
天
皇
か
ら
近
臣
に
褒
美
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
（
一
二

月
二
一
日
条
）
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
天
皇
の
意
志
を
反
映
し
な
い
形
で
こ
の
屏

風
の
制
作
が
進
め
ら
れ
た
と
は
考
え
難
い
。
何
よ
り
も
、
近
臣
が
中
心
と
な
っ
て

天
皇
の
意
志
を
反
映
し
な
い
形
で
こ
の
屏
風
の
制
作
が
進
め
ら
れ
た
と
す
る
な
ら

ば
、『
御
湯
殿
上
日
記
』
に
こ
れ
だ
け
詳
細
に
制
作
経
緯
が
記
録
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

　
　

も
ち
ろ
ん
「
天
皇
の
意
志
」
と
は
い
っ
て
も
、
正
親
町
天
皇
個
人
の
発
案
、
指
示

等
の
み
で
こ
の
屏
風
絵
の
制
作
が
進
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
制
作
に

関
与
し
た
三
条
西
公
条
を
は
じ
め
と
す
る
天
皇
近
臣
の
意
向
も
当
然
制
作
に
反
映

さ
れ
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
正
確
に
は
、
正
親
町
天
皇
が
率
い
る
当
時
の
宮
廷
の
意

志
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

18　
『
御
湯
殿
上
日
記
』
永
禄
六
年
一
一
月
一
二
日
条
に
は
、「
前
内
ふ
入
た
う
の
こ
と

に
。
け
ふ
よ
り
七
日
御
し
や
う
し
ん
（
精
進
）
な
り
」
と
あ
り
、
こ
の
人
物
が
没

し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。『
公
卿
補
任
』
に
よ
る
と
、
こ
の
時
期
前
内
大
臣
と
称

さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
秀
房
の
ほ
か
、
九
条
稙
通
、
広
橋
兼
秀
、
正
親
町
三
条

公
兄
が
い
る
が
、
い
ず
れ
も
没
年
が
異
な
り
、
こ
の
「
前
内
ふ
」
が
秀
房
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

19　

吉
田
友
之
『
日
本
美
術
絵
画
全
集　

第
五
巻　

土
佐
光
信
』（
集
英
社　

一
九
七
九
年
）
で
は
、
こ
れ
ら
の
屏
風
の
借
覧
に
つ
い
て
、「
土
佐
光
茂
新
作
屏
風

の
参
考
に
供
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
推
測
し
て
い
る
。

20　

松
薗
斉
『
日
記
の
家
―
中
世
国
家
の
記
録
組
織
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
九
七
年
）

な
ら
び
に
、
北
上
真
生
「『
御
湯
殿
上
日
記
』
の
基
礎
的
研
究
―
執
筆
方
法
・
執
筆

者
に
つ
い
て
」（『
国
文
論
叢
』
三
七
号　
　

神
戸
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
会　

二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

21　

福
田
正
「
戦
国
期
初
期
前
後
の
賀
茂
祭
の
施
行
状
況
に
つ
い
て
」（『
み
た
ら
し
の

う
た
か
た
（
賀
茂
歴
史
勉
強
会
文
集
）』
六
号　

賀
茂
県
主
同
族
会　

二
〇
〇
六
年
）

22　

今
谷
明
『
戦
国
大
名
と
天
皇
』（
講
談
社
学
術
文
庫　

二
〇
〇
一
年
）

　
　

な
お
、
本
稿
に
お
け
る
戦
国
時
代
の
宮
廷
を
取
り
巻
く
状
況
に
関
し
て
は
、
主
に

同
書
を
参
照
し
た
。

23　

注
22
今
谷
前
掲
書
参
照
。

24　

大
嘗
会
復
興
の
意
図
を
屏
風
絵
制
作
に
託
す
の
で
あ
れ
ば
、
大
嘗
会
屏
風
に
類
す

る
よ
う
な
画
題
選
択
が
行
わ
れ
て
も
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
も
あ

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
大
嘗
会
を
催
さ
な
い
の
に
、
そ
れ
に
類
す
る
屏
風
を
制
作

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
故
実
を
重
視
す
る
宮
廷
社
会
に
お
い
て
は
考
え
難
い
。
か

ろ
う
じ
て
屏
風
、
御
禊
の
行
列
を
通
じ
て
、
大
嘗
会
を
暗
喩
す
る
と
い
う
方
法
を

用
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

25　

メ
リ
ッ
サ
・
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
「
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
美
術
館
蔵
『
源
氏
物
語
画
帖
』

と
『
実
隆
公
記
』
所
載
の
『
源
氏
絵
色
紙
』」（『
國
華
』
一
二
四
一
号　

國
華
社　

一
九
九
九
年
）

26　

こ
の
人
物
の
笠
の
形
状
は
狩
野
元
信
「
宗
祇
騎
馬
図
」（
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
）、
法

体
の
装
束
は
「
宗
祇
像
」（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）
に
類
似
す
る
。

27　

注
１
川
本
論
文
は
、
山
楽
本
が
慶
長
九
年
、
九
条
忠
栄
と
徳
川
秀
忠
夫
人
お
江
与

の
娘
で
豊
臣
秀
吉
の
側
室
淀
殿
の
養
女
で
あ
っ
た
豊
臣
完
子
の
婚
姻
に
あ
わ
せ
て

制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
斎
院
御
禊
の
行
列
を
見
物
す
る

者
の
中
に
、
徳
川
家
の
三
つ
葉
葵
紋
の
入
っ
た
装
束
を
着
す
る
武
家
が
描
か
れ
て

い
る
の
を
、
九
条
家
が
こ
の
婚
姻
後
の
徳
川
家
と
の
結
び
付
き
が
強
ま
る
こ
と
を

期
待
し
て
描
か
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
　

し
か
し
、
山
楽
本
が
仁
和
寺
本
の
図
様
構
成
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
す

xv
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る
な
ら
ば
、
行
列
と
見
物
者
の
関
係
は
、
行
列
が
主
、
見
物
者
が
従
と
な
る
解
釈

が
適
用
さ
れ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
川
本
氏
は
こ
の
婚
儀
の
婿
方
で
あ
る
九
条
忠

栄
を
光
源
氏
に
見
立
て
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
、
将
軍
家
と
し
て
実
力
を
有
す
る

徳
川
家
が
九
条
家
を
支
え
る
が
、
身
分
秩
序
の
上
で
は
九
条
家
が
上
に
立
つ
、
と

い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
仁
和
寺
本
と
同
様
に
、
行
列

そ
の
も
の
を
宮
廷
の
権
威
と
見
立
て
れ
ば
、
徳
川
家
、
幕
府
は
そ
の
下
と
い
う
秩

序
を
示
す
と
い
う
解
釈
も
成
り
立
つ
。

　
　

ま
た
、
九
条
家
側
が
徳
川
家
と
の
結
び
付
き
の
強
化
を
狙
っ
た
婚
姻
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
こ
の
婚
姻
は
あ
く
ま
で
も
九
条
家
と
豊
臣
家
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
山
楽
本
が
障
壁
画
と
し
て
描
か
れ
た
九
条
家
の
新
御
殿
は
、
豊
臣
家
に

よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
描
い
た
山
楽
は
豊
臣
家
の
御
用
絵
師
で
あ
っ

た
。
と
す
れ
ば
行
列
を
豊
臣
家
と
見
立
て
、
そ
の
下
に
徳
川
を
置
く
意
図
と
い
う

解
釈
も
成
り
立
ち
得
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
当
時
の
豊
臣
家
・
徳
川
家
・

九
条
家
の
関
係
に
関
す
る
再
検
証
の
上
に
立
っ
て
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

28　

片
桐
弥
生「『
紫
式
部
石
山
詣
図
』(

宮
内
庁
書
陵
部
蔵)
と『
源
氏
物
語
竟
宴
記
』」

（『
静
岡
文
化
芸
術
大
学
研
究
紀
要
』
一
四
号　

静
岡
文
化
芸
術
大
学　

二
〇
一
四

年
）
に
よ
り
、
こ
の
際
に
描
か
れ
た
紫
式
部
像
が
現
在
宮
内
庁
書
陵
部
に
所
蔵
さ

れ
る
「
紫
式
部
石
山
詣
図
」
で
あ
り
、
そ
の
筆
者
で
あ
る
「
土
佐
将
監
」
が
光
茂

の
息
土
佐
光
元
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

29　

注
22
今
谷
前
掲
書
な
ら
び
に
今
谷
明
『
信
長
と
天
皇
』（
講
談
社
学
術
文
庫　

二
〇
〇
二
年
）

30　

宮
島
新
一
氏
も
、
注
１
『
宮
廷
画
壇
史
の
研
究
』
に
お
い
て
、
こ
の
記
事
が
永
禄

三
年
の
車
争
い
図
屏
風
の
完
成
を
伝
え
る
記
事
で
あ
る
可
能
性
は
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
同
氏
は
、
こ
の
「
前
内
ふ
」
を
「
九
条
稙
通
か
」
と
推
測
さ
れ
た
た
め
、

永
禄
三
年
の
屏
風
と
こ
の
屏
風
の
関
係
を
示
す
こ
と
が
出
来
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。

31　

吉
田
氏
注
19
前
掲
書

　
　

亀
井
若
菜
『
表
象
と
し
て
の
美
術
、
言
説
と
し
て
の
美
術
史
―
室
町
将
軍
足
利
義

晴
と
土
佐
光
茂
の
絵
画
』（
ブ
リ
ュ
ッ
ケ　

二
〇
〇
三
年
）

　
　

髙
岸
輝
『
室
町
絵
巻
の
魔
力
―
再
生
と
創
造
の
中
世
』（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
八
年
）

32　

小
島
道
裕
『
描
か
れ
た
戦
国
の
京
都
―
洛
中
洛
外
図
屏
風
を
読
む
』（
吉
川
弘
文

館　

二
〇
〇
九
年
）

33　

亀
井
氏
注
31
前
掲
書
。

34　

鷲
頭
氏
は
仁
和
寺
本
右
隻
の
公
家
屋
敷
の
景
観
が
、
永
禄
三
年
の
車
争
い
図
屏
風

制
作
に
関
与
し
た
三
条
西
家
、
万
里
小
路
家
付
近
の
当
時
の
景
観
を
写
し
た
も
の

で
あ
る
と
推
測
し
、『
源
氏
物
語
』
の
場
面
に
洛
中
洛
外
図
屏
風
な
ど
都
市
図
の
枠

組
み
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
絵

巻
物
な
ど
の
小
画
面
を
拡
大
し
た
よ
う
な
構
成
原
理
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ

る
。

　
　

た
だ
光
茂
の
「
桑
実
寺
縁
起
絵
巻
」
の
景
観
表
現
な
ど
に
目
を
向
け
る
と
、
上

巻
第
一
段
の
桑
の
巨
樹
を
一
層
拡
大
し
た
よ
う
な
描
写
は
、
大
画
面
の
花
鳥
画
の

雰
囲
気
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
下
段
第
一
段
の
繖
山
周
辺
の
パ
ノ
ラ
ミ
ッ
ク

か
つ
遠
近
感
溢
れ
る
景
観
表
現
も
大
画
面
に
描
か
れ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い

も
の
で
あ
る
。
実
際
、
光
茂
も
し
く
は
そ
の
周
辺
の
作
と
見
ら
れ
る
「
日
吉
山
王
・

祇
園
祭
礼
図
」
屏
風
の
「
日
吉
山
王
祭
礼
図
」
の
景
観
や
、「
堅
田
図
」（
静
嘉
堂

文
庫
美
術
館
）
な
ど
と
の
類
似
も
著
し
い
。

　
　

光
茂
は
、
絵
巻
物
に
も
、
屏
風
絵
な
ど
の
大
画
面
に
も
優
れ
た
彩
管
を
揮
っ
た
画

家
で
あ
り
、
画
面
の
大
小
の
境
界
を
自
在
に
乗
り
越
え
る
構
成
力
を
有
し
て
い
た

画
家
で
あ
る
と
考
え
る
。

xvi
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xvii
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xviii

都合により、電子版には図版を掲載しません

都合により、電子版には図版を掲載しません

都合により、電子版には図版を掲載しません都合により、電子版には
図版を掲載しません
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xix

都合により、電子版には
図版を掲載しません

都合により、電子版には
図版を掲載しません

都合により、電子版には
図版を掲載しません

都合により、電子版には
図版を掲載しません

都合により、電子版には
図版を掲載しません都合により、電子版には

図版を掲載しません
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xx

都合により、電子版には
図版を掲載しません

都合により、電子版には
図版を掲載しません

都合により、電子版には
図版を掲載しません

都合により、電子版には
図版を掲載しません

都合により、電子版には
図版を掲載しません

都合により、電子版には
図版を掲載しません
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xxi

都合により、電子版には
図版を掲載しません

都合により、電子版には図版を掲載しません

都合により、電子版には図版を掲載しません
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xxii

都合により、電子版には図版を掲載しません

都合により、電子版には
図版を掲載しません


