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朦
朧
休
に
つ
い
て
は
、
近
代
日
本
美
術
史
の
概
説
書
、
あ
る
い
は

日
本
美
術
院
、
横
山
大
観
、
菱
田
春
草
ら
に
関
す
る
研
究
論
文
な
と

に
、
多
く
の
記
述
か
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
概
ね
、
朦
朧
体
を
大
観

や
春
草
に
よ
る
明
治
三

0
年
代
前
半
の
表
現
方
法
で
あ
る
と
し
、
特

に
西
洋
画
の
摂
取
と
い
う
点
に
お
い
て
近
代
日
本
画
史
上
最
も
重
要

な
試
み
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
。

朦
朧
体
の
試
み
が
始
め
ら
れ
た
き
っ
か
け
を
説
明
す
る
も
の
と
し

て
、
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
大
正

一
万

年
の
大
観
自
身
に
よ
る
文
章
で
あ
る
。

は
じ
め
に

近
代
日
本
画
に
お
け
る

(

i

九
i

―六

「
朦
朧
」

「
朦
朧
派
の
攻
撃
は
創
立
以
来
私
や
菱
田
君
の
上
に
絶
へ
ず
加
へ
ら

れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
私
や
菱
田
君
が
岡
倉
先
生
の
考
へ
に
従
っ
て

絵
画
制
作
の
手
法
上
に

i

つ
の
新
し
い
変
化
を
求
め
、
空
棚
毛
を
使

用
し
て
空
気
、
光
線
な
と
の
表
現
に

i

つ
の
祈
し
い
試
み
を
敢
へ
て

し
た
隼
が
当
時
の
鑑
賞
界
に
容
れ
ら
れ
す
、
所
謂
朦
脳
派
の
罵
倒
を

受
け
る
に
到
っ
た
も
の
で
、
此
特
殊
な
形
容
詞
は
当
時
の
新
聞
記
者

諸
君
の
命
名
し
た
も
の
で
あ
っ
た
」

（ー
）

こ
の
文
章
は

‘
朦
朧
体
の
表
現
方
法
を
具
体
的
に
伝
え
る
資
料
と

し
て
も
璽
要
で
あ
る
。
「
空
気
、
光
線
な
ど
の
表
現
」
と
い
う
部
分

か
ら
は
、
洋
画
の
写
実
的
表
現
か
ら
影
響
を
受
け
た
新
た
な
自
然
描

写
の
試
み
か
窺
わ
れ
、
今
日
実
見
で
き
る
大
観
や
春
韮
の
作
品
に
は
、

こ
の
言
築
通
り
の
表
現
が
確
詔
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
大
観
に
よ

の
意
味

佐

藤

志

乃
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る
記
述
は
、
朦
朧
体
批
判
が
行
わ
れ
た
当
時
の
も
の
で
は
な
い
。
更

に
、
朦
朧
体
と
は
、
そ
も
そ
も
明
治
三

0
年
代
前
半
に
現
れ
た
新
し

い
日
本
画
に
対
し
て
、
当
時
の
批
評
者
が
与
え
た
呼
称
で
あ
る
。
従
っ

て
作
家
側
の
記
述
の
み
で
は
、
こ
の
呼
称
の
正
確
な
検
討
を
行
う
た

め
の
資
料
と
し
て
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
他
に
も
朦
朧
体

に
関
す
る
当
時
の
文
献
資
科
は
い
く
つ
か
紹
介
さ
れ
て
は
き
た
が
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
は
行
わ
れ
ず
、
あ
る
決
ま
っ
た
資

料
の
引
用
(2
)
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
実
際
、
朦

朧
体
の
意
味
に
つ
い
て
は
未
だ
曖
味
な
点
が
あ
り
、
例
え
ば
こ
の
呼

称
の
対
象
と
し
て
ど
の
表
現
方
法
、
時
期
、
作
家
、
作
品
を
取
り
上

げ
る
べ
き
か
、
と
い
う
基
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
も
、
検
討
の
余
地

は
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
ゆ
え
朦
朧
体
へ
の
認
識
方
法

は
、
研
究
者
に
よ

っ
て
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

例
え
ば
昭
和

一
七
年
に
発
行
さ
れ
た
石
井
柏
亭

の
『
日
本
絵
画
三

代
志
』

に
は
、
観
山
の
〈
継
信
最
期
〉

、
大
観
の
〈
聴
法
〉
、
あ
る
い

は
広
業
の
〈
菊
慈
童
〉
、
〈
蜻
梃
〉
、
山
田
敬
中
の
〈
美
音
〉
と
い
っ

た
日
本
絵
画
協
会
の
「
理
想
画
」
に
つ
い
て
「
兎
に
角
こ

、
ろ
も
ち

と
云
ふ
こ
と
が
、
其
頃
絵
画
協
会
の
標
語
と
な
っ
て
居
た
が
、
・・・
観

念
、
理
想
と
云
ふ
や
う
な
も
の
を
重
ん
じ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ら
う
。

．．． 

其
こ
、
ろ
も
ち
派
が
技
術
の
未
熟
な
も
の
、
手
に
か
、
つ
て
は
醜

怪
な
も
の
と
な
り
、
競
画
と
か
朦
胤
派
と
か
あ
ら
ゆ
る
悪
評
を
世
間

か
ら
受
け
た
」
と
あ
る
(
3
)
。

一
方
、
昭
和
一
八
年
に
発
行
さ
れ
た

森
口
多
里
の

『美
術
五
十
年
史
』

に
は
、
「
自
然
観
照
上
の
新
し
い

感
限
を
求
め
て
朦
蹴
描
写
を
試
み
た
」
、
「
日
本
画
に
新
し
い
リ
ア
リ

ズ
ム
を
持
ち
来
さ
う
と
し
た
意
欲
は
、
観
山
、
大
観
、
春
草
等
を
し

て
益
々
没
線
描
写
に
執
着
さ
せ
た

。

：
•

こ
の
種
の
描
法
が
最
も
効
果

的
に
用
ゐ
ら
れ
る
の
は
、
空
気
の
変
遷
を
写
す
こ
と
に
於
て
で
あ
っ

た，
一
と
あ
る
(
4
)
。
つ
ま
り
石
井
柏
亭
は
自
然
か
ら
遠
ざ
か
り
観
念

を
重
ん
じ
る
表
現
と
し
て
、
森
口
多
里
は
よ
り
自
然
に
近
づ
い
た
写

実
的
な
表
現
と
し
て
、
朦
朧
休
を
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
両
者
は
、
異
な
る
視
点
か
ら
朦
朧
体
を
記
述
し
て
お
り
、
こ
の

例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
従
来
の
近
代
日
本
美
術
史
に
お
い
て
こ
の

呼
称
の
意
味
は
特
定
さ
れ
て
き
た
と
は
思
わ
れ
ず
、
幾
通
り
か
の
解

釈
を
可
能
と
す
る
曖
昧
さ
を
残
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

今
回
は
、
こ
の
呼
称
の
意
味
に
つ
い
て
の
正
確
な
把
握
を
試
み
る

た
め
に
、
そ
の
発
生
当
初
で
あ
る
明
治
三
三
、
三
四
年
の
展
覧
会
評

を
整
理
し
、
ま
ず
呼
称
の
流
布
の
過
程
を
明
確
に
す
る
。
そ
し
て
当

時
の
批
評
者
が
、

こ
の
呼
称
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
美
術

院
に
よ
る
新
た
な
表
現
を
と
の
よ
う
に
批
評
し
た
の
か
を
確
詑
し
、

同
時
に
、
当
時
の
論
評
の
椋
子
や
言
薬
の
原
義
が
、
今
日
で
は
正
し
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明
治
に
お
い
て
「
朦
朧
」
と
い
う
言
葉
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
明
治
四
五
(
-
九
―
二
）
年
に
発
行
さ
れ
た

『
大
辞
典
』

(
5
)
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

も
う
＇
ろ
う
（
朦
職
）
副
ウ
ス
オ
ボ
ロ
デ
ア
ル
コ
ト
。

も
う
ろ
う
ー
ぐ
み
（
朦
朧
組
）
名
朦
朧
車
夫
ノ
く
み
な
か
ま
。

も
う
ろ
う
＇
し
ゃ
ふ
（
朦
朧
車
夫
）
名
客
二
怯
外
ノ
酒
代
ナ
ド

ヲ
強
請
ス
ル
悪
車
夫
。
新
吉
原
ヲ
本
ト
シ
テ
多
ク
東
京
ノ
遊

郭
附
近
二
居
ル
モ
ノ
。

も
う
ろ
う
＇
た
い
（
朦
朧
体
）
名
文
芸
ノ
作
品
二
云
フ
語
。
ソ

ノ
文
句
ノ
意
味
ノ
不
明
瞭
テ
ア
ル
類
ノ
体
。
又
、
絵
画
ノ
描

写
法
二
云
フ
語
。
ソ
ノ
輪
郭
ナ
ド
ノ
不
明
瞭
デ
ア
ル
体
。

以
上
の
う
ち
例
え
ば
「
朦
朧
車
夫
」
の
意
味
が
示
す
よ
う
に
、
当
時

「
朦
朧
」
と
は
、
あ
ま
り
良
い
印
象
を
与
え
る
言
葉
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
、
「
朦
朧
組
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
他
の
辞
典
に

「
主

義
主
張
又
は
態
度
の
曖
味
な
人
々
の
こ
と
」

(
b
)

「
陰
に
て
よ
か
ら

l

．
明
治
に
お
け
る

「朦

扉

と

い

う

言

葉

く
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
事
情
を
も
指
摘
し
た
い
。

四
月

『
帝
国

ぬ
事
を
な
す
手
難
を
云
ふ
」

(
7
)
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺

え
る
。
こ
の
よ
う
に
「
朦
職
」
は
、
単
に
「
ウ
ス
オ
ボ
ロ
デ
ア
ル
コ

ト
」
だ
け
で
な
く
、
怪
し
い
、
う
さ
ん
臭
い
、
と
い
う
意
味
合
い
を

含
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
朦
朧
体
」
と
は
、
文
学
と
絵
画

の
両
方
而
に
使
わ
れ
た
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
絵
画
批
評
に
朦
朧
体
の
呼
称
が
現
れ
た
の

は
、
明
治
三
三
年
て
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
文
学
で
は
、
す
で

に
こ
の
呼
称
が
使
わ
れ
て
お
り
、
明
治
二
九
年
か
ら
三

0
年
に
か
け

て
、
帝
国
大
学
の
「
擬
古
派
」
と
呼
ば
れ
た
塩
井
雨
江
、
大
町
仕
月
、

武
島
羽
衣
ら
に
よ
る
新
体
詩
の
表
現
方
法
が
、
朦
胤
体
と
呼
ば
れ
て

い
た
。
そ
し
て
明
治
―
―

i
O
年

i
二
月
の
『
早
稲
田
文
学
』
の
記
事
に

よ
れ
ば
、
「
朦
朧
派
」
と
は
、
始
め
は
「
擬
古
派
」
に
つ
け
ら
れ
た

呼
称
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
語
義
は
次
第
に
広
範
と
な
り
、
「
藤
村
一

派
」
を
も
包
含
す
る
よ
う
に
な
っ
た
(
8
)
0

朦
朧
体
を
め
く
っ
て
の
当
時
の
言
説
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
。

高
山
樗
牛
「
新
体
詩
の
け
ふ
こ
の
こ
ろ
」
（
明
治
二
九
年
二
月
『
太

隔』）

外
山
正

i

「
祈
休
許
及
び
朗
読
法
」
（
明
治
二
九
年
三
、

文
学
』
）
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武
島
羽
衣
「
朦
朧
体
」
「
新
体
詩
と
雅
俗
語
」
（
明
治
二
九
年
三
月
『
帝

国
文
学
』
）

島
村
抱
月
「
朦
朧
体
と
は
何
ぞ
や
L

（
明
治
二
九
年
五
月
『
早
稲
田

文
学
』
）

森
賜
外
「
朦
朧
体
」
（
明
治
二
九
年
五
月
『
め
さ
ま
し
草
』
）

高
山
樗
牛
「
朦
朧
派
の
詩
人
に
与
ふ
L

（
明
冶
三

0
年
七
月
『
太
陽
』
）

高
山
樗
牛
「
朦
朧
体
の
末
路
L

（
明
冶
三

0
年
一

0
月
『
太
陽
』
）

以
上
の
う
ち
、
外
山
正
一
と
高
山
樗
牛
は
「
朦
朧
派
」
を
否
定
す

る
立
場
、
島
村
抱
月
は
擁
護
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
(
9
)
。
彼
ら

が
記
す
朦
朧
休
の
意
味
に
つ
い
て
見
る
と
、
例
え
ば
棺
牛
は
、
武
島

羽
衣
、
塩
井
雨
江
、
大
町
桂
月
、
杉
鳥
山
ら
「
新
体
詩
家
」
に
よ
る

「
助
辞
、
枕
詞
、
か
け
言
葉
、
か
>
り
結
び
の
い
ろ
い
ろ
を
、
志
か

も
擬
古
文
に
書
き
流
せ
る
」
表
現
方
法
が
、
「
紆
余
婉
曲
L

に
過
苔

る
と
批
判
し
て
い
る
(10)
。
そ
し
て
特
に
島
崎
藤
村
の
「
四
つ
の
袖
」

を
例
に
挙
げ
、
「
措
辞
語
句
の
冗
漫
朦
朧
」
「
佃
用
の
形
容
L

に
よ
っ

て
、
内
容
の
分
か
り
に
く
い
難
解
な
詩
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
、
感
情
が
率
直
に
伝
わ
っ
て
こ
な
い
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
て
い

る
(Jl)

。
樗
牛
は
こ
の
よ
う
な
否
定
的
態
度
で
、
新
体
詩
を
朦
朧
体

と
呼
ん
で
い
る
。
一
方
抱
月
は
、
不
明
晰
な
表
現
を
、
余
韻
の
あ
る

情
緒
的
な
表
現
と
し
て
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
(12)
。
こ
の
他
に
も

様
々
な
批
評
が
現
れ
た
が
、
鶉
外
が
こ
の
呼
称
に
つ
い
て
「
今
の
韻

語
を
説
く
も
の
の

一
造
語
に
し
て
、
そ
の
概
念
も
亦
自
ら
朦
朧
た
る

も
の
な
り
」

(n)
と
迩
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
語
義
は
明
碓
に
定
ま
っ

て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

絵
画
に
お
け
る
朦
朧
体
の
呼
称
発
生
は
、
以
上
に
述
べ
た
文
学
で

の
使
用
か
ら
お
よ
そ
三
ー
四
年
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
呼
称

が
文
学
に
お
い
て
す
で
に
浸
透
し
て
い
た
た
め
、
日
本
画
を
批
評
す

る
者
た
ち
の
記
憶
に
残
っ
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
絵
画
批
評
に
転
用
さ

れ
た
と
想
像
で
き
る
。
吉
田
千
鶴
子
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

春
草
の
〈
常
盤
津
伏
姫
〉
に
対
す
る
「
謡
曲
で
も
な
し
、
義
太
夫
で

も
な
し
稗
史
小
説
の
伏
姫
で
も
な
し
或
人
又
曰
く
新
体
詩
の
伏
姫
な

り
と
」
と
い
っ
た
作
品
批
評
は
、
そ
の
事
情
を
物
語
っ
て
い
よ
う
(
H
)
0

従
っ
て
絵
画
批
評
で
こ
の
呼
称
が
発
生
し
た
時
代
背
景
と
し
て
、
文

学
で
の
朦
朧
体
批
判
は
価
視
で
き
な
い
。
し
か
し
、
後
述
す
る
絵
画

で
の
朦
朧
体
の
意
味
は
、
文
学
の
そ
れ
と
必
ず
し
も

一
致
す
る
わ
け

で
は
な
い
。

絵
画
の
領
域
に
お
い
て
朦
朧
体
の
呼
称
が
発
生
す
る
以
前
に
、

「
朦
朧
」
と
い
う
言
葉
は
作
品
批
評
の
中
で
す
で
に
使
わ
れ
て
い
た
。

そ
の
例
と
し
て
、
明
治
三
一
年
の
第
五
回
日
本
絵
画
協
会
絵
画
共
進
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会
（
以
下
絵
画
共
進
会
と
略
記
）
に
出
品
さ
れ
た
下
村
観
山
の

暁

・
秋
暮
〉
に
つ
い
て
「
惜
む
ら
く
は
用
籠
煙
霧
と
共
に
朦
朧
と
し

て
」
と
述
べ
ら
れ
た
部
分
が
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
て
き
た
。
従
来
の

研
究
で
は
、
絵
画
で
の
朦
朧
体
批
判
が
こ
の
批
評
に
端
を
発
し
た
か

の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
日
本
美
術
院
百
年
史
』

に
転
載
さ
れ
て
い
る
作
品
批
評
(13)
を
み
る
と
、
こ
の
批
評
以
外
に

も
、
「
朧
ろ
（
げ
）
」
「
朦
朧
」
と
い
う
言
葉
は
散
見
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
観
山
に
対
す
る
批
評
の
み
が
「
朦
朧
」
の
用
例
で
は
な

く
、
従
っ
て
こ
れ
の
み
を
呼
称
発
生
の
き
っ
か
け
と
す
べ
き
で
は
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
ず
、
「
朧
ろ
」
の
用
例
と
し
て
、
明
治
二
九
年
第
一
回
絵
画
共

進
会
出
品
作
で
あ
る
寺
崎
広
業
の
〈
悉
達
語
天
使
図
〉
（
図

l
)

に

つ
い
て
、
「
朧
ろ
げ
に
半
身
を
現
じ
た
る
逹
磨
然
た
る
物
休
は
是
れ

果
し
て
何
者
と
観
ず
べ
き
」

(16)
、
ま
た
同
年
の
第
二
固
展
出
品
作

で
あ
る
大
観
の
〈
皿
我
〉
（
図

2
)
に
つ
い
て
は
、
「
其
模
様
の
何
処

ま
で
も
朧
げ
に
引
立
た
ざ
る
」

(17)
、
同
三
一
年
第
四
回
展
出
品
作

で
あ
る
本
多
天
城
の
〈
老
子
〉
に
つ
い
て
は
「
笹
の
あ
ま
り
に
朧
ろ

に
過
ぎ
た
る
」

(18)
と
あ
る
。
ま
た
、
「
朦
朧
」
に
つ
い
て
は
、
先
に

触
れ
た
観
山
の
〈
春
暁
秋
暮
〉
以
前
に
も
、
明
治
二
七
年
第
三
回

青
年
絵
画
共
進
会
出
品
作
で
あ
る
尾
形
月
耕
の
〈
観
劇
図
〉
に
つ
い 〈春

て
、
「
彩
色
何
処
と
価
ふ
朦
朧
た
る
は
物
足
ぬ
心
地
せ
ら
る
」

(19)
と

述
べ
た
例
が
あ
る
。
ま
た
、
先
の
観
山
の
批
呼
を
行
っ
た
同
じ
人
物

は
、
同
展
掟
会
に
出
品
さ
れ
た
竹
内
棲
鳳
の
〈
春
雨

・
秋
暮
〉
（
図

3
)

に
つ
い
て
も
「
空
色
の
朦
朧
た
る
」

(20)
と
述
べ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
「
朧
ろ
（
け
）
」
「
朦
朧
」
の
用
例
は
い
く
つ
か
確
認
で
き

る
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
観
山
へ
の
批
評
が
特
に
注
目
さ
れ
て
き
た

の
は
、
観
山
が
、
大
観
や
春
草
と
と
も
に
朦
朧
体
を
行
っ
た
作
家
と

し
て
、
一
般
に
詑
識
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
批
評
に
つ
い
て
そ
の
作
品
を
あ
た
る
と
、
観
山
と
棲
鳳
の

作
品
は
実
見
で
き
な
い
が
、
今
日
確
認
で
き
る
広
業
の
〈
悉
逹
語
天

使
図
〉
で
は
、
左
の
尊
者
の
下
半
身
は
ほ
か
さ
れ
、
全
身
か
描
か
れ

て
は
い
な
い
e

ま
た
大
観
の
〈
皿
我
〉
を
見
る
と
、
衣
服
の
模
様
は
、

ム
ラ
の
あ
る
彩
色
と
ほ
か
し
で
描
か
れ
て
お
り
、
輪
郭
線
は
な
い
。

従
っ
て
明
確
な
墨
の
輪
郭
線
を
用
い
ず
、
ぽ
か
し
て
彩
色
を
行
う
方

怯
か
「
朧
ろ
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
言
葉
は
、
垂
田
消
紐
の
作
品
に
対
し
て
も
使
わ
れ
て
い
た
。

明
治
＝
二

年
の
『
美
術
評
論
』
に
は
、
黒
田
の
〈
湖
辺
の
朝
霧
〉
に

対
し
て
「
色
の
調
子
一
ツ
て
前
景
の
朦
闘
と
し
た
中
に
、
水
の
光
た

る
か
、
よ
く
写
さ
れ
て
居
る
」

(21)
と
あ
り
、
色
彩
に
よ
る
光
の
表

現
に
関
し
て
「
朦
朧
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
森
口
多
里
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は

『美
術
五
十
年
史
』

の
中
で
、
「
黒
田
清
輝
氏
の
景
色
数
枚
は
普

通
彩
色
と
異
な
り
素
人
眼
に
は
ぼ
ん
や
り
と
し
て
眼
の
届
か
ぬ
」
と

い
う
明
治
期
の
『
絵
画
叢
誌
』
に
よ
る
作
品
批
評
な
ど
を
引
用
し
て
、

黒
田
ら
外
光
派
の
「
陰
も
ま
た
光
の
一
種
と
し
て
明
る
＜
描
い
た
」

画
面
が
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
「
朦
朧
」
に
み
え
た
、
と
述
べ

て
い
る
(22)
。
洋
画
の
外
光
派
と
呼
ば
れ
る
表
現
方
法
も
ま
た
、
当

時
の
批
評
者
に
「
朦
脳
」
と
い
う
印
象
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

、。カ

そ
し
て

以
上
の
よ
う
に
、
文
学
に
お
い
て
は
絵
画
に
先
行
し
て
朦
朧
体
が

存
在
し
、
ま
た
絵
圃
に
お
い
て
も
、
す
で
に
「
朧
ろ
（
げ
）
」
「
朦
朧
」

の
語
が
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
言
葉
で
形
容
さ

れ
る
絵
画
表
現
を
行
っ
た
の
は
、
必
ず
し
も
、
今
日
朦
朧
体
の
作
家

と
さ
れ
る
春
草
や
大
観
の
み
で
は
な
く
、
京
都
画
壇
の
棲
鳳
の
例
が

あ
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

絵
画
に
お
い
て
「
朦
朧
」
「
朧
ろ
（
げ
）
」
と
さ
れ
た
の
は
、
以
上

に
み
た
例
に
よ
る
と
、
輪
郭
の
不
明
確
な
、
色
調
重
視
の
ぼ
ん
や
り

し
た
描
写
方
法
で
あ
り
、
あ
る
い
は
ぽ
か
し
を
利
用
し
て
対
象
物
の

一
部
を
省
略
す
る
方
法
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
明
治
に
お
い

て
「
朦
朧
」
は
、
そ
の
語
義
以
外
に
、
作
品
に
対
す
る
批
評
者
の
感

情
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
新
体
詩
に
対
す
る
樗
牛
の
批
判
、

絵
画
批
評
上
の
「
朦
朧
」
に
は
、
「
朦
朧
車
夫
」
「
朦
朧
組
」
な
ど
か

ら
窺
え
る
よ
う
な
悪
い
印
象
が
哉
分
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
先
に
挙
げ
た
作
品
批
評
の
う
ち
、
観
山
に
「
惜
し
む
ら
く
は
」
、

大
観
に
「
引
立
た
ざ
る
」
、
月
耕
に
「
物
足
ぬ
」
な
ど
と
述
べ
た
部

分
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
批
評
者
は
「
朦
朧
」
と
し
た
表
現
方
法
を

あ
ま
り
好
意
的
に
受
け
と
め
て
は
い
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
の
言
菓
に

は
、
新
傾
向
の
表
現
に
不
審
感
を
抱
く
彼
ら
の
気
持
ち
が
現
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

二
．
朦
瀧
体
ー
言
葉
の
成
立

明
治
三
三
年
(
-
九

0
0
)
に
な
る
と
、
日
本
美
術
院
を
中
心
に

試
み
ら
れ
た
新
し
い
表
現
方
法
（
画
風
）
を
指
し
て
、
朦
朧
体
の
呼

称
が
意
識
的
に
使
わ
れ
始
め
た
。
そ
れ
は
、
従
来
の
研
究
で
指
摘
さ

れ
た
よ
う
に
(21)
、
大
村
西
崖
に
よ
る
展
覧
会
評
が
発
端
と
な
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
西
崖
が
初
め
て
こ
の
呼
称
を
用
い
た
の
は
、
明
治
三

三
年
四
月
一

0
日
嘉
不
京
日
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
第
八
回
絵

画
共
進
会
展
麗
会
評
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
前
回
の
第
七
回
絵
画
共

進
会
に
対
す
る
新
聞
批
評
(24)
に
は
用
例
が
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
、

こ
の
西
崖
に
よ
る
記
事
を
ひ
と
ま
ず
朦
朧
体
の
初
出
と
定
め
た
い
。
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こ
れ
以
前
に
西
崖
は
、
日
本
絵
画
協
会
の
作
家
（
特
に
天
心
周
辺
の

作
家
で
あ
る
橋
本
雅
邦
、
大
観
、
春
草
ら
）
に
対
し
て
龍
丘
派
、
不

自
然
派
、
観
念
派
(25)
な
と
、
ま
た
彼
ら
の
表
現
に
つ
い
て
は
鵠
画
(26)

の
呼
称
を
使
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
西
崖
は
、
彼
ら
に
よ
る
祈
條
向
の

作
品
に
対
し
て
す
で
に
特
定
の
呼
称
を
用
い
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の

過
程
を
経
て
、
西
崖
は
朦
朧
体
の
呼
称
を
作
り
出
し
た
。

以
下
で
は
、
朦
朧
休
批
判
が
展
開
さ
れ
た
展
覧
会
批
評
の
資
料
と

し
て
、
明
冶
三
三
年
春
の
第
八
回
日
本
絵
画
協
会
・
日
本
美
術
院
連

合
絵
画
共
進
会
（
以
下
絵
画
共
進
会
と
略
記
）
か
ら
明
治
三
四
年
春

の
第
一

0
回
絵
画
共
進
会
ま
て
の
勒
聞
批
評
を
整
理
し
、
朦
朧
休
の

呼
称
が
流
布
し
て
い
く
過
程
を
追
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
参
考
に
し
た
新
聞
の
展
覧
会
評
を
以
下
に
列
挙
す
る
。

〈
第
八
回
絵
画
共
進
会
〉

囚
東
京
日
日
新
聞
「
美
術
展
覧
会
を
評
す
」
(
-
)
ー
（
七
）
無
名
子
（
大

村
西
崖
）
明
治
三
三
年
四
月

i
O
日
ー
ニ

0
日

⑪
東
京
朝
日
新
聞
「
美
術
院
の
絵
画
共
進
会
'
-
(
-
）
|
（
六
）
巽
園

明
冶

i

i

-

i

i

一
年
四
月
二
三
日
ー
ニ
八
日

c
時
事
新
報
「
美
術
院
展
覧
会
批
評
」
(
-
)
I
（
三
）
梨
堂
生
明
'ig

三
三
年
四
月
二
四
日
1
五
月
五
日

⑪
読
売
新
聞
「
日
本
美
術
院
展
麗
会
概
評
」

二
）
ー
（
石
）
乗
除
庵

(
-
）
|
（
七
）
巽
園

明
治
三
三
年
四
月
一
六
日
ー
ニ
九
日

〈
第
九
回
絵
画
共
進
会
〉

囮
東
京
日
日
新
間
「
美
術
院
と
絵
画
協
会
と
の
展
院
会
」
(
-
)
ー
（
五
）

皿
名
子
明
治
三
三
年
一

0
月
三

0
日
1

―
一
月
三
日

田
東
京
朝
日
新
聞
「
第
九
回
絵
画
共
進
会
」
(
-
)
—
（
三
）
異
園
明

治
三
三
年
―
一
月
一
七
日
ー
一
九
日

仰
時
事
新
報
「
日
本
絵
面
協
会
展
覧
会
評
判
」
（
一
）
I
(
五
）

0
0生、

口
悪
男
明
冶
三
三
年
―

i

月
―
一
日
ー
ニ
七
日

閻
読
売
新
聞
「
美
術
院
絵
画
共
進
会
の
作
品
」
(
-
)
ー
（
十
二
）
価
色

扇
主
人
（
林
田
春
潮
）
明
治
三
三
年
―
一
月
一
四
日
1

―
二
月
五
日

〈第一

0
回
絵
画
共
進
会
〉

（
東
京
朝
日
新
聞
「
美
術
院
派
の
第
十
回
展
苑
会
」
（
一
）
I
（
五
）
巽

園

明

治

一二
四
年
三
月
二

0
日
ー
ニ
六
日

い
読
売
新
聞
「
第
十
回
絵
画
共
進
会
日
本
美
術
院
展
麗
会
出
品
概
評
」

（
一
）
I
（
十
三
）
春
風
道
人
（
岡
倉
天
心
）
明
治
三
四
年
三
月
一
五

日
ー
ニ
八
日

〈第一
i

回
絵
画
共
進
会
〉

閲
東
京
日
日
新
聞
「
美
術
院
展
覧
会
L

(

-

）
|
（
六
）
（
伽
署
名
）
（
27）

明
冶
三
四
年

―
一
月
三
日
1
ニ
―
日

い
東
京
朝
日
新
聞
「
絵
画
巡
覧
記
」

明
治
三
四
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年
一

0
月
二
三
日
ー
三
一
日
こ
の
う
ち
絵
画
共
進
会
展
菟
会
評

は
（
四
）

I
（七）

闘
読
売
新
聞
「
上
野
の
美
術
院
絵
画
展
覧
会
」
（
一
）

I
（四）

S
生

明
治
三
四
年
一

0
月
二
六
日
ー

一
一
月

一
日

以
上
の
批
評
の
中
か
ら
朦
朧
体
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
代
わ
る
呼
称

を
拾
い
出
し
た
（
文
末
の
表
を
参
照
の
こ
と
）
。

西
崖
は
、
明
治
三
三
年
四
月
一

0
日
に
初
め
て
朦
朧
体
の
呼
称
を

使
っ
て
後
、
同
連
載
記
事
の
中
で
は
、
ほ
ぼ
毎
回
こ
の
呼
称
を
使
っ

て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
直
後
の
四
月
二
四
日
に
は
『
東
京
朝
日
新
聞
』

と
『
時
事
新
報
』
（
こ
の
場
合
は
朦
朧
派
）
で
、
そ
し
て
四
月
二
九

日
に
は
『
読
売
新
聞
』
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
第
八
回
絵
画

共
進
会
の
展
党
会
評
で
は
、
こ
の
四
紙
の
批
評
者
は
皆
、
こ
の
呼
称

を
用
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
西
崖
に
よ
る
使
用
を

き
っ
か
け
に
、
こ
の
呼
称
は
急
速
に
他
紙
に
流
布
し
て
い
っ
た
。

次
に
用
例
を
具
体
的
に
み
て
い
く
と
、
ま
ず
西
崖
は
、
明
治
三
三

年
四
月
一

0
日
の
記
事
で
、
日
本
美
術
院
の
作
品
を
朦
朧
体
と
呼
ぶ

に
あ
た
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
矢
張
此
展
覧
会
で
呼
物
に
な
る
や
つ
は
院
の
中
堅
画
家
大
観
、
観

山
、
春
草
綽
の
作
だ
ら
う
。
名
を
つ
け
れ
ば
標
紺
体
と
か
朦
朧
体
と

玉
骨
去
の

か
言
ひ
た
い
や
う
な
作
ぶ
り
だ
け
れ
ど
も
、
西
洋
画
の
所
謂
全
体
の

色
の
根
調
と
い
ふ
も
の
を
や
ら
う
と
し
て
居
る
所
と
『
イ
ム
。
フ
レ
ッ

シ
ョ
ン
』
の
或
一
面
の
現
さ
れ
て
居
る
所
と
は
感
心
す
る
」

「
『
春
の
曙
』
と
か
『
秋
の
暮
』
と
か
、
ま
た
は
『
凍
雲
』
と
か
『
疾

天
』
と
か
、
大
抵
は
最
初
か
ら
標
紺
た
る
所
ば
か
り
を
取
っ
て
居
る

の
は
ど
う
い
ふ
も
の
か
。
そ
れ
に
図
取
り
か
ら
色
か
ら
箪
使
ひ
ま
で
、

一
切
み
な
標
勒
朦
朧
の
気
味
で
持
ち
き
っ
て
居
る
も
の
だ
か
ら
、
観

る
者
は
大
概
煙
に
捲
か
れ
て
し
ま
ふ
。
そ
れ
も
そ
の
筈
、
画
が
全
休

に
煙
み
た
や
う
な
も
の
ば
か
り
だ
。
そ
の
代
り
感
心
な
こ
と
は
、
朦

朧
た
る
彩
色
や
ぼ
か
し
で
、
標
祁
た
る
感
情
は
面
白
く
現
さ
れ
て
居

る
の
が
あ
る
」

西
崖
は
こ
の
文
蹴
で
、
作
品
の
題
材
で
あ
る
自
然
現
象
の
様
子
に

「
標
船
」
「
朦
朧
」
を
使
い

、
ま
た
日
本
美
術
院
に
よ
る
表
現
方
法

に
も
同
し
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
そ
し
て
西
阻
が
朦
朧
体
の
作
品
と

し
て
具
体
的
に
取
り
あ
げ
て
い
る
の
は
、
川
合
玉
堂
の
〈
春
の
聞
〉
、

春
草
の
〈
煙
雨
楼
台
〉
〈
川
霧
の
図
〉
、
観
山
の
〈
寒
梅
〉
、
鈴
木
華

祁
の
〈
寒
空
〉
な
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
図
版
は
確
認
で
き
て

い
な
い
の
で
、
ど
の
よ
う
な
題
材
を
描
い
た
も
の
か
分
か
ら
な
い
。

し
か
し
そ
の
作
品
名
か
ら
、
自
然
現
象
を
題
材
と
し
た
作
品
で
あ
る

こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
作
品
批
評
を
見
る
と
、
〈
春
の
昭
〉
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の
巽
園
は
、

に
つ
い
て
は
「
水
の
エ
合
か
ら
空
の
霞
の
色
な
ど
、
如
何
に
も
陽
春

の
心
持
が
見
え
て
居
た
」
、
ま
た
春
草
の
〈
川
霧
の
図
〉
に
つ
い
て

は
「
朦
職
休
の
旨
く
は
ま
る
図
題
」
で
あ
る
と
し
、
「
柴
舟
の
か
す

ん
た
処
」
「
波
を
此
体
の
慣
用
手
段
で
ほ
ん
や
り
と
た
ゞ
白
ぬ
き
に

し
た
」
と
あ
る
。
同
じ
く
春
草
の
〈
煙
雨
楼
台
〉
に
は
、
「
楼
台
の

腰
が
幽
霊
じ
み
て
居
る
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
空
や
波
、
あ
る
い
は

舟
ゃ
建
物
な
と
が
煙
雨
や
霧
で
ほ
ん
や
り
と
か
す
む
風
景
描
写
を
、

西
崖
は
「
朦
朧
」
あ
る
い
は
「
線
紺
」
と
呼
ん
だ
よ
う
で
あ
る
（
西

店
は
朦
朧
体
と
標
祁
体
を
並
立
し
て
用
い
て
お
り
、
特
に
そ
の
意
味

の
相
違
は
な
い
と
思
わ
れ
る
）
。

ま
た
、
こ
の
作
品
批
評
で
西
崖
は
、
「
朦
朧
た
る
彩
色
や
ぱ
か
し
」

の
効
果
に
よ
っ
て
自
然
の
情
趣
か
表
現
さ
れ
た
点
を
認
め
て
お
り
、

朦
朧
体
を
非
難
す
る
ば
か
り
た
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
窺
え

る
。
し
か
し
彼
の
批
評
は
す
ぐ
に
否
定
的
見
方
に
変
わ
っ
て
し
ま
い
、

「
兎
角
こ
の
二
三
子
の
近
年
の
作
は
、
人
を
お
茶
に
し
た
や
う
な
、

ご
ま
か
し
た
や
う
な
、
と
ぼ
け
た
や
う
な
、
お
つ
に
意
味
深
長
な
や

う
な
‘
考
へ
た
や
う
な
、
な
ぐ
っ
た
や
う
な
も
の
ば
か
り
」

(28)
で

あ
る
と
批
判
し
、
連
載
の
最
終
回
て
は
「
こ
ま
か
し
画
」
と
椰
拾
す

る
に
至
っ
て
い
る
(
2
9
)
0

『
東
京
朝
日
新
聞
』

明
治
三
三
年
の
四
月
二
五
日
の
記

事
の
中
で
、

大
観
の
〈
上
方
歌
菜
の
葉
〉
を
朦
朧
体
と
し
て
い
る
(
3
0
)
0

こ
こ
で
は
「
例
の
朦
朧
体
に
朝
げ
し
き
を
示
さ
ん
と
し
た
る
」
と
あ

り
、
特
に
朦
朧
体
の
表
現
方
法
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
記
述
は
な
い
。

詳
し
い
説
明
を
要
し
な
い
周
知
の
言
葉
と
し
て
こ
の
呼
称
は
使
わ
れ

て
お
り
、
当
時
に
お
け
る
話
題
性
の
行
が
窺
え
る
。
そ
し
て
、
日
本

美
術
院
の
表
現
方
法
を
指
し
示
す
固
有
名
詞
と
し
て
、
す
で
に
一
般

に

浸

透

し

て

い

る

様

子

が

わ

か

る

。

‘

さ
ら
に
巽
園
は
、
西
崖
が
初
め
て
用
い
た
場
合
と
少
し
異
な
り
、

人
物
中
心
の
作
品
に
も
こ
の
呼
称
を
使
っ
て
い
る
。
例
え
ば
明
治
三

三
年
第
九
回
絵
画
共
進
会
出
品
作
で
あ
る
大
観
の
〈
木
聞
〉
（
図

4
)
、
観
山
の
〈
大
原
の
露
〉
（
図

5
)
、
同
三
四
年
第

i
O
固
展
出

品
作
で
あ
る
春
草
の
〈
蘇
李
訣
別
〉
（
図

6
)
、
玉
堂
の
〈
湘
君
〉
な

と
に
対
し
て
で
あ
る
。
観
山
の
〈
大
原
の
露
〉
の
人
物
描
写
に
つ
い

て
は
「
隈
取
り
目
立
ち
て
旧
派
の
湘
絵
に
紛
ふ
ハ
ロ
惜
し
」
（
包
、

春
草
の
〈
蘇
李
訣
別
〉
に
つ
い
て
は
「
相
変
ら
す
朦
朧
体
の
怪
筆
を

揮
ひ
て
世
俗
を
驚
ろ
か
さ
ん
と
す
」
、
「
人
物
と
云
ひ
景
容
と
云
ひ
例

の
没
線
の
描
法
全
く
洋
画
め
き
て
根
本
的
に
日
本
の
画
怯
を
破
壊
し

去
り
＿
と
評
し
て
い
る
（
翌
。
つ
ま
り
、
朦
胤
体
と
称
す
る
作
品
の

人
物
描
写
を
洋
画
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
墨
線
に
よ

る
輪
郭
線
を
用
い
な
い
描
写
方
法
ゆ
え
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
先
に
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今
回
取
り
あ
げ
た
資
料
で
は
、

見
た
広
業
の
〈
悉
達
語
天
使
図
〉
で
は
、
下
半
身
が
ぽ
か
さ
れ
て
い

る
ゆ
え
に
「
朧
ろ
げ
」
と
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
〈
蘇
李

訣
別
〉
〈
大
原
の
露
〉
で
は
、
人
物
の
一
部
を
霧
や
煙
な
ど
の
表
現

の
た
め
に
ぽ
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
全
身
が
し
っ
か
り
と
描
か
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
人
物
描
写
に
お
け
る
輪
郭
の
不
明
確
さ
は
否
定
的

に
受
け
と
ら
れ
、
朦
朧
体
と
称
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
朦
朧
体
は
、
西
崖
が
初
め
て
用
い
た
際
に

は
、
煙
雨
や
霧
と
い
っ
た
自
然
現
象
の
雰
囲
気
を
、
主
に
色
調
に
よ
っ

て
表
現
し
て
い
る
意
味
で
使
わ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
呼
称
は
、
そ
の

意
味
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
流
布
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
巽
園

が
、
人
物
描
写
お
け
る
輪
郭
線
の
不
明
確
さ
を
こ
の
呼
称
に
よ
っ
て

批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
新
聞
批
評
に
お
い
て
、
こ
の
呼
称
に
確
固

と
し
た
定
義
は
な
く
、
そ
こ
に
は
様
々
な
批
評
内
容
に
対
応
し
得
る

融
通
性
が
あ
っ
た
。
次
の
節
で
は
、
朦
朧
体
の
多
義
的
な
点
に
つ
い

て
、
新
聞
批
計
で
使
わ
れ
た
朦
朧
体
以
外
の
呼
称
を
取
り
あ
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
更
に
検
討
を
加
え
た
い
。

三
．
朦
靡
体
の
意
味

日
本
美
術
院
の
表
現
に
対
し
て
朦

胤
体
以
外
に
も
様
々
な
呼
称
が
使
わ
れ
て
い
る
。
表
に
挙
げ
た
縁
紺

体
、
怪
画
、
妖
画
、
競
画
、
雑
種
画
、
幽
霊
画
、
ご
ま
か
し
画
、
神

仙
体
、
金
銀
体
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
呼
称
に
は
、
日
本
美
術
院

に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
表
現
方
法
に
対
す
る
批
許
者
各
々
の
印
象
が

反
映
さ
れ
て
い
て
、
興
味
深
い
。

表
を
み
る
と
、
朦
朧
体
（
朦
朧
派
な
ど
を
含
む
）
が
全
て
の
批
評

者
に
よ
っ
て
使
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
呼
称
の
定
着
が
窺
え
る
の
に
対

し
て
、
そ
の
他
の
呼
称
が
使
わ
れ
る
頗
度
は

一
定
し
て
お
ら
す
、
批

評
者
に
よ
っ
て
使
う
呼
称
が
異
な
っ
た
り
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ

ら
の
呼
称
は
、
朦
朧
休
と
区
別
し
て
使
わ
れ
る
場
合
と
、
ほ
ぼ
同
じ

意
味
で
使
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
呼
称
は
、
朦
朧
体
の
呼
称
だ
け
で
は
語
り
き
れ
な
い

様
々
な
批
判
内
容
を
示
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
、

こ
れ
ら
の
呼
称
と
ほ
ぼ
同
意
味
に
使
わ
れ
た
場
合
の
朦
朧
体
は
、

様
々
な
方
面
か
ら
の
批
判
内
容
を
包
含
し
う
る
多
義
的
な
言
築
と
な

る
。
以
下
に
こ
れ
ら
様
々
な
呼
称
を
、
朦
朧
体
の
意
味
と
照
ら
し
合

わ
せ
な
が
ら
み
て
い
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
朦
朧
体
が
含
む
意
味
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。
（
器
紺
体
に
つ
い
て
は
、
先
の
節
で
朦

朧
体
と
同
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
の
で
、
本
節
で
は

取
り
あ
げ
な
い
。
）
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（
一
）
怪
画
、
妖
画

怪
画
と
妖
画
は
、
あ
ま
り
に
斬
新
で
あ
っ
た
た
め
に
、
奇
怪
な
、

異
様
な
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た
表
現
方
法
に
対
し
て
使
わ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
梨
堂
生
が
、
大
観
、
春
草
、
観
山
に
対

し
て
「
怪
的
画
風
を
し
て
益
々
怪
な
ら
し
め
、
奇
を
し
て
愈
々
奇
な

ら
し
め
、
以
て
新
機
軸
を
出
せ
り
と
思
惟
す
る
か
」

(33)
と
述
べ
た

文
薪
か
ら
も
窺
え
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
表
現
方
法
が
奇
怪

と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

す
で
に
、
大
観
や
春
韮
ら
岡
倉
天
心
の
指
導
下
に
あ
っ
た
若
い
作

家
た
ち
に
よ
る
人
物
表
現
は
、
そ
の
人
物
姿
態
の
現
実
離
れ
し
た
表

現
の
た
め
に
「
怪
物
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
例
え
は
明

治
三

0
(
一
八
九
七
）
年
の
春
草
に
よ
る
〈
水
鏡
〉
（
図

7
)
は
、
「
髪

の
色
の
怪
し
げ
な
る
‘
眼
球
の
む
き
出
し
た
る
如
く
な
る
、
指
の
骨

な
き
が
如
く
な
る
、

．．． 

」（
M
）
と
い
う
よ
う
に
、
人
物
描
写
の
不
自

然
さ
、
椎
拙
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
、
三

0
年
作
で
あ

る
広
業
の
〈
蜻
艇
の
梢
〉
（
図

8
)

〈
菊
慈
童
〉
、
山
田
敬
中
の

〈美

音
〉
〈
平
和
〉
（
図

9
)
な
ど
も
、
「
美
術
学
校
理
想
派
の
作
の
近
頃

最
も
著
し
き
も
の
，
ー

(35)
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
観
念
的
、
王
題
の
選
択

と
架
空
人
物
の
奇
怪
な
表
現
は
、
多
く
批
判
の
対
象
と
な
り
、
そ
の

際
に
「
怪
物
」
「
化
物
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
た
(36)
。

妖
画
、
怪
画
は
、
以
上
の
批
評
内
容
を
継
承
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、

こ
れ
ら
は
、
朦
朧
体
と
い
う
呼
称
か
浸
透
し
た
後
も
、
特
に
朦
朧
体

と
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
作
品
批
評
に
使
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
西

産
は
、
明
治
三
三
年
―
一
月
の
記
事
で
、
朦
闘
体
に
よ
る
表
現
が
「
人

物
の
形
な
ど
の
不
具
不
権
衡
な
こ
と
は
実
に
甚
し
い
」
「
依
体
の
分

ら
ぬ
妖
画
」
と
な
っ
て
し
ま
う
、
そ
の
原
因
は
「
所
謂
神
韻
と
か
心

持
と
か
い
ふ
も
の
」
を
無
理
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
と

指
摘
し
て
い
る
(37)
。
つ
ま
り
、
観
念
的
な
内
容
の
表
現
に
終
始
す

る
た
め
に
、
人
物
拙
写
が
奇
怪
で
不
自
然
と
な
っ
て
い
る
点
を
朦
朧

体
表
現
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
、
非
難
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
朦
朧
体
に
は
、
観
念
的
主
題
を
選
択
す
る
傾
向
を
批

判
す
る
意
味
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
同
様
の
批
判
は
、
第

八
回
絵
画
共
進
会
て
行
わ
れ
た
音
曲
画
題
に
対
す
る
批
計
に
も
現
れ

て
い
る
。
例
え
ば
巽
園
は
音
曲
画
題
の
作
品
に
つ
い
て
「
妙
に
気
取

っ
た
ら
し
き
も
の
、
捻
っ
た
ら
し
き
も
の
ハ
あ
れ
ど
、
大
体
の
上
よ

り
画
家
の
勘
退
ひ
を
現
は
し
居
れ
り
」

(38)
、
西
崖
は
「
画
題
に
何

の
不
足
が
あ
ら
う
何
を
苦
ん
で
か
音
楽
の
調
子
を
画
に
し
て
見
や
う

な
ど
、
い
ふ
悪
い
滑
稽
を
工
夫
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
し
ら
」

(39)

と
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
批
評
は
、
音
楽
と
い
う
題
材
を
奇
を

術
っ
た
試
み
と
し
、
結
果
と
し
て
奇
妙
な
作
品
に
仕
上
が
っ
て
し
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ま
っ
た
事
を
、
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
日
本

美
術
院
に
対
し
て
は
、
し
ば
し
ば
観
念
派
、
理
想
派
と
い
う
呼
称
も

使
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
も
ま
た
、
同
様
の
批
判
内
容
を
意
味
し
て

、
-
)
0

L
t
 

（
二
）
鶴
画
、
雑
種
画

鶴
画
と
雑
種
画
（
あ
ひ
の
こ
ゑ
）
は
、
伝
統
美
術
の
様
々
な
流
派

あ
る
い
は
西
洋
画
の
混
合
と
捉
え
ら
れ
た
場
合
の
呼
称
で
あ
る
。
鶴

画
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
棲
鳳
の
作
品
が
競
派
と
さ
れ
た
こ
と
が
想

起
さ
れ
る
。
棲
鳳
の
明
治
二
五
年
作

A

猫
児
負
喧
〉
は
、
「
骨
格
毛

状
円
山
の
風
な
る
が
、
之
に
添
ふ
る
に
狩
野
の
鋭
岩
、
景
文
の
草
花

を
以
て
す
。
一
幅
中
に
三
派
の
筆
意
を
備
ふ
。
プ
チ
毀
し
に
曰
く
、

是
れ
鶴
派
な
り
と
。
賛
す
る
者
曰
く
、
是
れ
一
派
を
起
す
遠
因
な
り

と」

(10)
と
評
さ
れ
た
。
こ
の
批
評
者
は
、
棲
鳳
の
拙
写
方
法
を
、

在
来
の
諸
流
派
の
混
合
と
捉
え
、
―
つ
の
流
派
に
特
定
で
き
な
い
た

め
、
皮
肉
の
意
味
を
込
め
て
鶴
派
と
名
付
け
た
。
そ
し
て
こ
の
例
か

ら
、
「
鶴
」
と
い
う
文
字
に
は
、

い
く
つ
か
の
流
派
の
寄
せ
集
め
、

と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
朦
朧
体
発
生
以
前
に
鵠
画
の
用
例
は
存

在
す
る
。
例
え
ば
明
治
三
一
年
一
月
『
美
術
評
論
』
の
作
品
批
評
で

は
大
観
の
〈
聴
法
〉
（
図

lO)

に
つ
い
て
「
近
来
随
画
と
い
ふ
奴
が

流
行
だ
が
、
そ
の
中
に
も
此
画
な
ど
は
鴎
中
の
鵠
に
て
L

（
り
）
と
あ

り
、
火
仇
白
な
日
本
画
の
頻
札
に
よ
っ
て
西
洋
画
の
遠
近
と
厚
み
を
表

現
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
無
理
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
場
合
は
、
和
洋
折
衷
と
い
う
意
味
で
の
「
朗
」
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
朦
朧
体
の
呼
称
発
生
後
も
、
こ
の
呼
称
は
使
わ
れ
て
い
く
。

『
時
事
新
報
』
の

0
0生
は
、
観
山
の
〈
大
原
の
露
〉
、
大
観
の
〈
木

蘭
〉
、
春
草
の
〈
雲
中
放
鶴
〉
（
図
日
）
な
と
に
お
け
る
「
諸
色
多
く

は
胡
粉
を
加
へ
た
る
韻
具
を
用
ひ
、
漫
に
塗
抹
」
す
る
方
法
が
、
「
鶴

画
、
灰
神
楽
的
、
摺
硝
子
的
」
と
非
難
さ
れ
る
原
因
で
あ
る
と
し
て

い
る
豆
。
こ
の
記
事
で
は
鶴
画
、
「
灰
神
楽
的
」
、
「
摺
硝
子
的
」
と

い
う
言
業
が

「
朦
朧
的
」
と
い
う
言
菓
と
混
交
さ
れ
て
お
り
、
各
言

葉
の
意
味
は
、
特
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
『
東
京
日
日
新
聞
』

（
伽
署
名
）
で
は
、
日
本
美
術
院
の
「
理
想
観
念
を
現
は
す
」
作
品

を
非
難
す
る
呼
称
と
し
て
鵠
画
と
朦
朧
体
標
紺
体
を
同
じ
文
章
で
用

い
、
こ
こ
で
も
両
呼
称
の
意
味
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
（
り
。
そ
し

て
以
上
の
例
で
は
、
鶉
圃
に
つ
い
て
の
具
体
的
説
明
が
な
く
、
た
だ

単
に
日
本
美
術
院
を
非
難
す
る
目
的
で
使
用
さ
れ
た
観
が
あ
り
、
そ

の
意
味
は
朦
朧
体
と
不
可
分
で
あ
る
。
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雑
種
画
に
つ
い
て
は
、
巽
園
が
日
本
美
術
院
に
対
し
て
、
描
写
方

法
の
上
で
統
一
感
が
な
い
と
指
摘
し
、
そ
の
描
写
方
法
を
具
体
的
に

「
日
本
画
と
も
祥
画
と
も
判
し
難
き
」
、
「
水
彩
画
め
き
た
る
山
あ
れ

ハ
写
仕
ら
し
き
動
物
あ
り
、
池
画
風
の
樹
木
に
狩
野
擬
ひ
の
岩
」
祠
）

な
ど
と
述
べ

、
こ
れ
を
雑
種
画
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
日
本
芙

術
院
の
作
品
に
見
ら
れ
る
様
々
な
伝
統
流
派
と
西
洋
画
の
描
法
の
、

皮
相
的
な
混
合
へ
の
皿
理
な
試
み
に
対
す
る
批
判
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

で
は
雑
種
画
の
意
味
は
明
確
で
あ
り
、
朦
朧
体
と
混
同
さ
れ
て
は
い

な
い
。こ

の
記
事
で
巽
園
は
、
具
体
的
に
、
絵
画
共
進
会
に
出
品
さ
れ
た

日
本
芙
術
院
に
よ
る
〈
春
の
曙
〉
〈
寒
天
〉
と
い
う
題
の
作
品
す
べ

て
(45)
を
指
し
て
、
雑
種
画
と
呼
ん
で
い
る
。
一
方
、
先
節
で
み
た

よ
う
に
西
崖
は
、
同
作
品
群
に
対
し
て
、
「
朦
朧
」
、
「
繰
甜
」
の
言

葉
を
使
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
〈
春
の
晴
〉
〈
寒
天
〉
と
題
さ
れ
た

i

連
の
作
品
を
、
巽
園
は
雑
種
画
、
西
崖
は
朦
朧
体
と
呼
ん
で
い
る
の

で
あ
る
。
使
わ
れ
た
呼
称
の
遥
い
は
、
両
批
評
者
の
作
品
か
ら
受
け

る
印
象
の
違
い
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
和
祥
折
衷
の
朦

朧
体
」

(16)
と
巽
園
が
述
べ
て
い
る
例
も
あ
る
よ
う
に
、
朦
朧
林
批

判
の
中
に
は
、
鵠
画
、
雑
種
画
な
と
が
示
す
批
判
内
容
も
含
ま
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
。

（
三
）
幽
霊
画

「
幽
霊
」
と
い
う
言
葉
は
、
ぽ
か
し
を
多
用
し
た
表
現
に
対
し
て
、

す
で
に
使
わ
れ
て
い
た
（
包
。
ま
た
、
今
回
調
べ
た
資
村
で
は
、
囮

序
が
春
草
の
〈
煙
用
楼
台
〉
に
対
し
て
「
楼
台
の
腰
が
幽
霊
じ
み
て

居
る
」
「
幽
霊
じ
み
る
と
い
へ
ば
、
そ
こ
が
こ
の
朦
朧
体
の
朦
朧
体

た
る
所
以
」

(48)
で
あ
る
と
迩
べ
た
例
が
あ
る
。
四
崖
は
、
煙
雨
に

筏
む
楼
台
か
ぼ
ん
や
り
描
か
れ
て
い
る
様
子
を
指
し
て
、
「
幽
霊
じ

み
る
」
と
評
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
幽
霊
画
と
い
う
呼
称
は
、
巽
園
が
明
治
三
四
年
三
月
の
記

事
で
用
い
て
い
る
（
的
）
。
巽
園
は
、
日
本
美
術
院
の
絵
画
か
一
般
に

朦
朧
体
あ
る
い
は
幽
霊
画
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
と
述
べ

、
幽
霊
画
を

朦
朧
体
と
固
じ
意
味
で
使
っ
て
い
る
。
特
に
表
現
方
法
に
つ
い
て
の

具
体
的
な
記
述
は
な
い
。

ま
た
『
読
売
新
間
』
の
春
風
道
人
（
岡
倉
天
心
）
は
、
寺
崎
広
業

の
〈
幽
霊
〉
（
図

12)

に
つ
い
て
、
「
朦
励
体
を
以
て
称
せ
ら
る
、
美

術
院
の
出
品
中
、
岩

一
幅
の
幽
霊
画
な
か
る
べ
け
ん
や
」
と
迩
べ
て

い
る
(So)
。
こ
の
場
合
は
、
先
の
用
例
と
異
な
り
、
幽
霊
の
絵
、
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
天
心
は
、
幽
霊
と
い
う
題
材
が
朦
朧
体
に
適
し

て
い
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
下
半
身
を
ぽ
か
す
描
写
方
法

か
、
あ
る
い
は
、
幻
想
的
な
画
題
に
よ
る
浪
漫
性
か
、
天
心
が
い
ず
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れ
を
朦
朧
体
の
特
徴
と
し
て
捉
え
た
上
で
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
の
か

は
、
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
下
半
身
を
ぽ
か

し
を
用
い
て
省
略
す
る
方
法
は
、
先
に
取
り
あ
げ
た
広
業
の
〈
悉
達

語
天
使
図
〉
と
同
様
、
現
実
に
存
在
し
な
い
人
物
が
目
の
前
に
現
れ

る
と
い
う
幻
包
的
シ
ー
ン
を
表
現
し
て
い
る
。
天
心
が
こ
の
よ
う
な

浪
漫
的
雰
囲
気
の
表
現
を
、
好
意
的
に
受
け
止
め
て
い
る
こ
と
が
、

こ
の
〈
幽
霊
〉
に
対
す
る
作
品
批
評
か
ら
窺
え
る
。

（
四
）
ご
ま
か
し
画

ご
ま
か
し
画
は
、
西
崖
が
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
「
ご
ま
か
し
L

の
語
は
、
日
本
美
術
院
の
試
み
を
批
判
す
る
場
合
に
、
西
崖
以
外
の

批
評
者
に
よ
っ
て
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
。
批
評
者
た
ち
は

ど
の
よ
う
な
表
現
を
「
ご
ま
か
し
」
で
あ
る
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

具
体
的
な
例
を
挙
げ
る
と
、
西
崖
は
、
鈴
木
華
祁
の
〈
寒
空
〉
に

対
し
て
「
下
の
方
に
枯
木
を
二

三
本
と
土
披
と
を
ち
よ
び
り
と
か
い

て
、
上
の
方
は
ず
う
ツ
と
雪
も
や
う
の
雲
で
ご
ま
か
し
て
し
ま
つ
て

あ
る
」

(51)
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
画
面
に
描
か
れ
た
対
象
物

が
、
画
面
の
大
き
さ
に
対
し
て
小
さ
い
点
が
、
手
抜
き
と
い
う
印
象

を
西
崖
に
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
日
本
美
術
』
に
掲
載
さ
れ
た
華

祁
の
〈
寒
天
〉
（
図

13)

の
図
版
(52)
を
み
る
と
、
画
面
下
の
方
に
数

本
の
枯
れ
木
が
描
か
れ
、
他
に
は
わ
ず
か
な
土
披
と
小
さ
な
烏
が
二

羽
描
か
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
画
面
の
大
き
さ
に
対

し
て
わ
ず
か
五
分
の

一
ほ
ど

に
し
か
あ
た
ら
な
い
。
余
白
は
淡
く
塗

ら
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
画
題
の
と
お
り
、
空
が
表
現
さ
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
同
椋
の
批
判
は
他
に
も
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
巽
園
は
春

草
の
〈
菊
慈
童
〉
（
図

14)
に
つ
い
て
「
菊
の
梢
を
主
眼
と
し
な
が

ら
菊
ハ
ホ
ン
の
附
合
せ
に
僅
か
許
り
を
見
せ
渦
山
悉
く
紅
葉
な
る
ハ

心
得
ず
」

（包
と
迩
べ
、
背
景
の
紅
業
の
山
に
対
し
て
、
主
題
で
あ

る
は
ず
の
菊
慈
童
が
小
さ
い
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
梨
堂
生
は

春
草
の

〈水
墨
山
水
〉
に
つ
い
て

「
山
か
雲
か
将
た
油
煙
か
、
描
き

た
る
は
指
大
の
舟
の
み
な
ら
ず
や
。
晩
秋
の
薄
汚
な
き
茶
褐
色
を
塗

抹
し
た
る
、
既
に
厭
味
な
り
」

(51
)
と
し
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
例

で
は
、
得
に
ご
ま
か
し
で
あ
る
と
非
難
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

対
象
物
が
小
さ
い
こ
と
へ
の
指
摘
は
、
先
の
西
崖
の
批
評
に
通
じ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
余
白
を
多
く
と
り
、
そ
れ
を
塗
り
潰
す
、

こ
れ
は
空
や
空
気
の
表
現
を
目
的
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
冒
頭
に

引
用
し
た
大
観
の
言
葉
を
褒
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
当
時

の
批
評
は
、

こ
の
よ
う
な
表
現
を
、
新
た
な
自
然
表
現
と
し
て
好
意

的
に
詔
め
る
よ
り
も
、
以
上
の
よ
う
に
非
難
す
る
ほ
う
が
多
か
っ
た

ょ
う
で
あ
る
。
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「
ご
ま
か
し
」
は
、
日
本
美
術
院
の
描
写
技
法
に
対
し
て
も
使
わ

れ
た
。
例
え
ば

0
0生
は
、
「
い
つ
の
展
覧
会
も
同
じ
ゃ
う
な
朦
朧

的
の
も
の
許
り
を
出
し
て
居
る
と
云
ふ
の
は
、
：
•
ま
だ
真
個
に
腕
の

利
い
て
居
る
手
合
い
ち
ゃ
な
い
。
何
が
何
や
ら
分
ら
な
い
煤
ぶ
っ
た

ゃ
う
な
色
を
コ
テ
コ
テ
と
塗
り
つ
け
る
の
は
、
実
は
胡
麻
化
す
為
め

て
あ
る
」

(55)
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で

0
0生
は
、
「
塗
り
つ
け
る
」

方
法
を
、
技
術
の
未
熟
さ
を
隠
す
手
段
と
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ

の
例
に
も
あ
る
よ
う
に
、
当
時
日
本
美
術
院
の
椛
写
方
法
に
つ
い
て

は
し
ば
し
は
、
「
塗
る
」
「
塗
抹
（
塗
抹
法
）
」
と
い
う
言
葉
が
椰
楡

的
に
使
わ
れ
た
。
つ
ま
り
、
線
描
を
用
い
す
胡
粉
を
混
ぜ
た
絵
具
を

厚
塗
り
す
る
方
法
は
、
朦
朧
体
の
特
徴
的
な
技
法
と
し
て
認
識
さ
れ
、

そ
れ
は
祥
画
的
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
(56)
、
こ
の

例
の
よ
う
に
、
技
術
（
お
そ
ら
く
箪
線
の
技
術
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）

の
未
執
さ
を
隠
す
、
そ
の
場
逃
れ
の
方
法
と
捉
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ

•lo 
f
 

（
石
）
神
仙
体
、
金
銀
体

神
仙
体
は
、
西
崖
の
み
用
い
て
い
る
。
西
崖
は
大
観
の
〈
瀑
布
〉

〈
素
尊
〉
（
図

15)
、
観
山
の
〈
修
羅
道
〉
に
つ
い
て
、
「
朦
朧
休
の

一
種
ひ
ね
く
れ
た
」
も
の
と
し
て
、
こ
の
呼
称
を
使
っ
て
い
る
。
詳

春
草
の
〈
雲

し
い
記
述
は
な
い
の
で
、
ど
の
よ
う
な
表
現
を
指
し
て
い
る
の
か
、

明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
「
意
味
深
長
な
あ

り
が
た
い
も
の
」
と
し
て
お
り
、
神
話
や
宗
教
か
ら
題
材
を
得
た
作

品
に
対
し
て
皮
肉
を
こ
め
て
つ
け
た
呼
称
と
想
像
で
き
る
(57)
。
こ

こ
で
西
崖
は
、
朦
朧
体
と
区
別
す
る
た
め
に
こ
の
呼
称
を
用
い
て
い

る
。
つ
ま
り
西
崖
は
、
は
じ
め
朦
職
体
の
呼
称
を
、
彩
色
や
ほ
か
し

に
よ
っ
て
自
然
の
情
趣
を
表
現
す
る
試
み
に
限
定
し
て
用
い
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
神
仙
体
は
以
後
の
批
許
に
は
見
ら
れ
ず
、
一
時
的
な

使
用
で
あ
っ
た
。

次
に
金
銀
体
で
あ
る
。
今
回
取
り
あ
げ
た
批
評
を
見
る
と
、
こ
の

呼
称
を
用
い
て
い
る
の
は
巽
固
と
梨
宜
生
で
あ
る
。
彼
ら
は
こ
の
呼

称
に
よ
っ
て
、
金
銀
泥
や
雲
母
の
極
端
な
使
用
を
批
刊
し
て
い
る
。

ま
た
、
金
銀
体
の
呼
称
は
用
い
な
い
も
の
の
、
他
の
批
評
者
に
よ
る

同
様
の
指
摘
も
多
い
。
金
銀
屁
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
太
陥
の
光
、

月
の
光
の
表
現
を
意
図
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
巽
園
に
よ
れ
ば

大
観
の
〈
蓬
莱
〉
は
銀
泥
に
て
月
を
表
し
、
観
山
の
〈
蓬
莱
〉
は
金

泥
に
て
太
陽
を
表
し
て
い
る
(38)
。
し
か
し
、
こ
の
金
銀
泥
の
使
用

は
、
き
ら
び
や
か
で
派
手
な
画
面
と
し
て
非
難
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、

写
実
的
な
光
の
表
現
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
金
銀
泥
の
多
用
に
つ
い
て
巽
園
の
記
事
に
は
、
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中
放
餞
〉
に
対
し
て
「
絵
の
上
か
ら
銀
泥
を
流
し
て
朦
朧
と
見
せ
た

る
銀
流
し
」

(sq)
と
あ
り
、
銀
泥
を
使
っ
た
画
面
が
「
朦
朧
」
と
し

た
印
象
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
他
に
も
、

大
観
の
〈
浄
瑠
瑚
朝
顔
〉
〈
図

16)
に
は
、
「
彩
色
濃
厚
（
こ
っ
て
り
）

し
て
花
や
か
な
る
上
金
箔
を
以
て
上
半
を
埋
め
銀
粉
を
以
て
菫
等
を

か
す
ま
せ
た
る
流
行
の
金
銀
体
L
(
6
0
)

と
あ
り
、
ま
た
日
本
美
術
院

の
作
品
全
体
に
対
し
て
は
「
雲
母
胡
粉
銀
泥
な
ど
を
振
蒔
い
て
の
灰

神
楽
L

（包
と
い
う
文
章
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
描
写
方
法
が
、
何

を
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
霧
や
霰
の
表
現

を
意
図
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
は
、
朦
朧
体
が
金
銀
体
の
意
味
を
も
包
括
す

る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
金
銀
泥
や
雲
母
を
用

い
た
か
す
ん
だ
描
写
は
日
本
美
術
院
の
流
行
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が

窺
え
、
「
灰
神
楽
」
「
摺
硝
子
」
と
い
う
言
葉
は
、
金
銀
体
に
よ
る
画

而
が
「
朦
朧
」
と
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

以
上
は
、
朦
朧
体
と
同
時
期
に
見
ら
れ
た
呼
称
で
あ
り
、
日
本
美

術
院
に
よ
る
表
現
上
の
特
徴
を
指
し
て
い
る
点
で
等
し
い
。
そ
し
て

朦
朧
体
の
呼
称
が
新
聞
上
で
定
着
し
つ
つ
あ
る
な
か
、
以
上
に
学
げ

た
呼
称
も
ま
た
、
朦
朧
体
と
混
同
さ
れ
て
使
わ
れ
て
い
た
。
今
回
確

そ
の

認
し
た
資
料
に
お
い
て
は
、
朦
朧
体
と
い
う
―
つ
の
呼
称
が
、

他
の
呼
称
が
示
す
椋
々
な
側
面
か
ら
の
批
評
の
意
味
を
も
合
わ
せ
も

つ
場
合
も
あ
り
、
朦
朧
体
の
意
味
は
、
流
布
す
る
に
つ
れ
て
次
第
に

広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

日
本
美
術
院
に
対
す
る
呼
称
の
使
い
方
は
、
批
評
者
各
々
に
よ
っ

て
や
や
異
な
る
。
ま
た
批
評
に
よ
っ
て
は
、
呼
称
が
単
に
作
品
を
非

難
嘲
笑
す
る
た
め
に
濫
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
各
呼
称

の
意
味
や
使
い
方
の
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
朦
院

休
や
他
の
各
呼
称
に
対
応
す
る
意
味
を
、
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
朦
朧
体
の
広
義
を
捉
え
れ
ば
、

他
の
呼
称
が
示
す
批
判
内
容
は
概
ね
こ
こ
に
包
括
さ
れ
る
の
て
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
「
朦
朧
」
と
い
う
言
業
に
は
、
訴
た
な
表
現
を
即
座

に
容
認
で
き
な
い
批
評
者
側
の
様
々
な
感
情
が
集
約
さ
れ
て
お
り
、

当
時
の
批
評
状
況
を
象
徴
す
る
重
要
な
言
葉
と
い
え
る
。

し
か
し
、
様
々
な
批
判
が
行
わ
れ
る
な
か
で
特
に
目
立
っ
た
の
は
、

観
念
的
傾
向
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
日
本
美
術
院
に
対
し
て
観
念

派
、
理
想
派
と
い
う
呼
称
が
使
わ
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

ま
と
め
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着
想
の
奇
抜
さ
と
、
そ
れ
に
伴
う
技
法
の
未
執
さ
、
こ
の
よ
う
な
視

点
か
ら
の
批
判
は
、
朦
朧
休
批
判
の

i

側
面
と
し
て
最
も
興
味
深
い

゜

問
題
で
あ
る

祖
崖
は
日
本
美
術
院
の
表
現
を
「
理
想
の
足
物
た
る
朦
朧
画
」
あ

る
い
は
「
朦
朧
体
の
不
自
然
な
る
醜
相
」

(62)
な
ど
と
批
判
し
た
。

こ
の
批
判
は
、
彼
が
朦
朧
体
批
判
を
始
め
る
以
前
か
ら
用
い
て
い
た

不
自
然
派
、
理
想
派
な
ど
の
呼
称
か
意
味
す
る
批
判
的
容
と
さ
は
と

迎
い
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
彼
は
朦
朧
休
の
呼
称
を
用
い
た
後

も
依
然
と
し
て
日
本
美
術
院
の
作
品
を
「
妖
怪
画
」
「
化
物
画
」
と

呼
ん
た
(03
)
。
つ
ま
り
、
朦
朧
体
の
呼
称
を
使
い
始
め
た
後
も
、
西

崖
は
以
前
の
批
判
内
容
を
引
き
ず
っ
て
お
り
、
日
本
美
術
院
の
作
品

に
対
す
る
見
方
は
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
え
る
。

そ
の
他
い
く
つ
か
の
展
覧
会
評
を
見
て
も
、
日
本
美
術
院
の
試
み

を
自
然
情
趣
の
表
現
と
い
う
視
点
か
ら
支
持
し
た
の
は
天
心
く
ら
い

で
あ
ろ
う
品
）。

朦
薗
休
批
刊
の
多
く
は
、
新
傾
向
の
日
本
画
を
、

大
観
，
か
辿
べ
る
よ
う
な
空
気
や
光
の
表
現
と
し
て
着
目
し
た
わ
け
で

は
な
い

。
大
観
の
言
説
に
従
い
、
作
家
の
意
図
の
側
か
ら
朦
朧
体
を

捉
え
る
な
ら
ば
、
新
た
な
目
然
観
照
へ
の
試
み
と
す
る
見
方
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
当
時
の
作
品
批
評
に
も
ど
っ
て
そ
の
内
容
を

検
討
し
て
み
れ
は
、
そ
も
そ
も
朦
朧
休
批
判
は
、
大
観
が
後
に
辿
ベ

た
言
説
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
観
念
的
理
想
的
條
向
を
批
判
す
る
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
朦
朧
体
批
判
が
行
わ
れ
た
当
時
の
、

大
観
、
春
草
自
身
の
言
葉
に
も

「
美
術
院
な
ど
で
も
画
題
の
こ
と
で

岡
倉
サ
ン
や
橋
木
サ
ン
が
始
終
心
配
を
し
て
居
っ
て
、
新
ら
し
い
画

題
を
出
し
も
す
る
の
で
す
が
、
ソ
レ
に
応
じ
て
節
を
執
る
人
に
頭
が

価
い
の
で
、
結
局
要
領
を
得
な
い
朦
胤
の
画
ば
か
り
に
な
り
ま
す
の

て
、
是
に
は
平
仕
弱
り
切
っ
て
居
る
の
て
す
」

(65
）
と
述
べ
た
も
の

か
あ
る
。
こ
れ
は
朦
朧
休
批
判
を
浴
び
た
竹
家
当
人
が
、
他
の
作
家

に
対
し
て
、
当
時
の
批
評
者
と
同
し
立
場
か
ら
朦
朧
休
批
判
を
行
っ

て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
興
味
深
い
資
村
で
あ
る
。

今
日
の
近
代
日
本
美
術
史
に
お
い
て
は
、
発
生
当
初
の
呼
称
の
意

味
や
使
わ
れ
方
は
訂
確
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
と
い
え
る
。
明
冶
期
の

批
叶
者
と
今
日
の
我
々
と
で
は
、
同
じ
表
現
方
法
に
対
し
て
も
、
そ

の
見
方
に
違
い
が
あ
る
。
大
観
や
春
草
の
衷
現
を
朦
朧
体
と
呼
ぶ
際

に
は
、

当
時
の
批
評
者
が
と
の
よ
う
な
視
点
か
ら
こ
の
呼
称
を
用
い

た
の
か
を
、
念
頭
に
置
い
て
お
く
必
要
か
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

柚
川
毅

i

郎
編

r
大
観
自
叙
伝
＂
』
大
正
―
五
年
―

二
月
ILEl

註

中
央
芙
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術

社

五

七

頁

(
2
)

朦
脱
体
に
関
す
る
記
述
と
し
て
頻
繁
に
引
用
さ
れ
て
き
た
の
は
、

r
大

観
自
叙
伝
』
の
文
意
の
他
に
、
岡
倉
天
心
に
よ
る
以
下
の
文
章
で
あ
る
。

r
恩
ふ
に
、
春
草
の
開
展
せ
ん
と
す
る
新
画
風
に
在
り
て
は
、
其
没
骨
的

の
描
法
を
便
せ
ん
と
す
る
に
、
煙
雨
を
仮
り
霧
摘
を
用
ふ
る
こ
と
自
然
の

結
果
な
る
べ
し
。
さ
れ
ど
も
、
こ
れ
が
為
め
に
我
が
日
本
画
の
特
色
た
る

明
快
の
観
念
に
遠
か
る
を
免
れ
ざ
る
を
如
何
せ
ん
。
此
没
骨
的
の
新
画
法

は
、
必
ず
煙
雨
を
仮
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
敷
、
必
ず
筋
筏
を
用
ひ
ざ
る
を
得

ざ
る
敗
、
模
糊
た
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
敷
、
陰
街
な
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
殿
、
呆

し
て
明
快
な
る
も
の
を
を
作
る
能
は
ざ
る
か
」
（
「第
十
回
絵
画
共
辿
会

・

13本
姜
術
院
展
覧
会
出
品
概
評

J

r
読
売
新
冊
』
明
治
三
匹
墾
二
月

一
九
日
）

(
3
)

石
井
柏
亭

r
日
本
絵
画
三
代
志
』
昭
和

一
七
年
七
月
五

B

創
元
社

ニ
ニ
ニ
頁

(
4
)

森
口
多
嬰
『
美
術
五
十
年
史
」
昭
和
一
八
年
六
月
五

13

鰈
柑
房

1

0
万
頁

(
5
)

山
田
詭
妙
編

r
大
辞
典
』
明
治
四
五
年
五
月
脱
山
棠

(
6
)

時
代
研
究
会
編
襟

r
現
代
新
語
辞
典
」
大
正
八
年
二
月
二
八
日
耕
文

謡
一
斉
品
四
頁
（
『
近
代
Jll糾
の

辞

典

集

成

第

二
き
平
成
六
年
―

―

月
二
二
日
大
ん
工社

所

収

）

(
7
)

小
林
筋
里
福
『
現
代

13
用
新
語
辞
典
』
大
正
几
年
二
月
二
0
1
3
文

芸
通
信
社
三
三
五
頁

(
r
近
代
用
絣
の
辞
典
災
成
第
五
巻
』
平
成
六
年

―
一
月
二

i-13
大
空
社
所
収
）

明
治
＝―-三
年

―
二
月
三
日

槃
~
二
回
大
会
（
明
治
一

「
臨
報

J

r
早
稲
田
文
学
』
第
三
号

ー
六
二
頁

(
9
)

石
丸
久

r
肱
脳
体
論
争
」

r
近
代
文
学
論
争
事
典
」
昭
和
三
七
年

ニ

―

月

一
五

日

至

文

堂

六

八

ー

六

九

頁

(10)

「
新
体
詩
の
け
ふ
こ
の
ご
ろ
」

r
太
陽
」
三
号
明
治
二
九
年
二
月
互

H

-
o
lHi1 
1
0五
頁

(
1
1
)「
肢
猿
派
の
末
路
」r
太
陽
」
i
八
号
明
治
一

!
1
0
.
:
:
:
¼
-

九
月
五

H
(
『
梢

牛
全
集
」
二
巻
大
正
一
五
年
一
月

!
O
m
博

文

館

五

五

0
頁）

(12)

島
村
抱
月

r
肱
脳
体
と
は
何
ぞ
や

J

r
早
稲
l
l
J
文
学
』
九
号
明
治
二

九
年
五
月
一
五
日

「
ー
九
頁

(13)

森

陪

外

r
脱
訊
体
」

r
め
さ
ま
し
苗
｝
』
ま
き
の
五
明
治
二
九
年
五

月
二
七

13
三
九
ー
匹

0
頁

(
1
4
)
B
1
（
阻
）
（
本
文
に
掲
載
し
た
新
聞
資
料
一
党
の
番
号
を
参
照
の
こ
と
。

以
下
同
様
。
）
明
治
三
三
年
四
月
二
六
日

吉

田

千

鵡

子

r
大
村
西
様
の

美
術
批
評
」

r
東
京
芸
術
大
学
美
術
学
部
紀
要
』
二
六
号
平
成
H
i
年
三

月

111
0
日
四
九
頁
参
照
。

(15)

『
日
本
美
術
院
百
年
史
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
今
皿
＄
訟
涸
」

r
腺
ど
の
宮
策
に
関
し
て
調
壺
し
た
展
党
会
作
品
批
評
は
次
の
と
お
り
。

r
日
本
美
術
院
百
年
史
』
一
殊J

上

(13本
染
術
院
百
年
史
編
斜
室
平

成
二
年
ー
ニ
月
）

．
鑑

画

会

第

一
回
大
会
（
明
治
一
八
年
）
｀

九
年
）

8
 

五
九
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9
E
l
本
青
年
絵
圃
協
会
臨
貼
研
究
会

（明
治
二
四
介
）

9
日
本
青
年
絵
画
協
会
第

i
回
絵
画
共
巡
会
ー
第
四
匝
絵
画
共
辿
会

（
明
治
二
Il
年
！
明
治
二
八
年
）

・
日
本
絵
画
協
会
第

一
回
絵
画
共
辿
会
し
第
凹
回
絵
画
具
巡
会

（明
治

二
九
印
ー
明
治
三
i
介
）

『
日
本
美
術
院
百
年
史
』
ご
巻
上
（
平
成
．

一弁

i．

一月
）

•

第
万
同

1

第
七
同
日
本
絵
圃
協
会
日
本
美
術
院
連
合
絵
圃
共
進
会

（明
治
i
二

年
1

明
治
三
i
-11
)

(16
)

「
寄
粕
広
菜

『悉
心
語
天
使
図
』」

r
日
本
美
術
尻
日
1
1
史
』

＿
径
ー

五
デ
iii
頁

な
お
、
こ
の
作
品

の
題
名
は

〈悉
逹
多
語
天
使
〉
と
表
記
さ
れ
る
場
合
も

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
日
本
絵
画
協
会
第
二
回
絵
画
共
辿
会

〔明
治
ニ
ー

九
年
）
出
品
目
録
」

(
r
H
本
美
術
院
白
年
史
J

一
巻
j

孔
一
九
頁
）

で
の
表
記
力
怯
に
従
っ
た
。

(17)

「
横
山
大
観
五
我
，
一
」
(
16
)
に
伺
じ
。
h
六

IL
貞

(18)

「
本
多
天
城

r
老
子
』
」
(
16）

に
同
し
c

六
l

ふハ
頁

(19)

「
尾
形
月
耕

r
観
劇
図
』
」

(LG
)
に
同
じ
。
四
九
九
巽

(20)

「
竹
内
枕
凰

r
春
巾

・
秋
淋
，ご

『
日
本
美
術
餃
百
行
史
'-
i
―巻

t

0
二
頁

(21)

「
懇
酬
門
」
『
美
術
計
論
』
第
八
号
明
治
i
iご

年
二
月
二
0
日

（四）

森
口
多
開

r
美
術
石
十
年
史
』
前
掲
掛

ー
四
三
頁

(23)

勅
使
河
原
純

r
菱
田
春
が
と
そ
の
時
代
J

昭
和
五
七
年

i
一
月

一
i
-El

ご
七
頁 ．． ー[

 

~
.
 

六
藝
紺
房

i
七
七
ー
i
七
八
頁

（四
）

今
回
帥
忍
し
た
第
七
回
絵
画
共
辿
会
展
晃
会
の
祈
聞
批
評
は
、
綱
島
梁

川
「
美
術
院
派
の
絵
画
を
評
す
」
『
読
売
新
聞
』

（
明
治
ii-i
i年

―一

月
＝―

O
El‘

ご
七
E
l
)
幻
象
骨
aL

主
人
「
第
七
回
絵
画
共
進
会
批
計
」
（「
流
売

新
聞
』
明
治
i
i--
i
年
i
i
月
二
日
ー
i

一
月

九
日
）
の
み
。

幻
象
翌
•
C
L
人

は
「
化
物
画
」
の
―
-
i
i
野
果
を
用
い
て
い
る
(
i
i
月
一
一日
の
記
事
）
。

（
％
）
吉
田
千
鶴
子
氏
に
よ
れ
は
「
龍
丘
派
」
は
西
肝
の
＂
坦
油
で
あ
り
、
低
本

雅
邦
邸
が
訛
ヶ
丘
に
あ
っ
た
こ
と

に
よ
る
（
「大
村
西
肝
の
芙
術
批
計
」

前
掲
悲
四
六
頁
参
昭
）
。
ま
た
、
西
庄
に
よ
る
「
観
念
派
」
の
使
用
例

と
し
て
は

「
え
た
い
の
分
ら
ぬ
所
、
こ
れ
観
念
派
の
名
竹
た
る
所
か
」

（瓦

ffl
「
下
村
観

1
紐
小
町
」『
美
術
計
論
」
第

i-
i
号
明
治
h
i
i
q
七
月

_
-
-
El

iii七
1

ハ
頁
）
が
あ
り
、
古
田
氏
に
よ
れ
ば
発
言
者
で
あ
る

「柘

硝
」
は
大
村
西
耕
で
あ
る
。

(26)

「
日
本
画
と
い
ふ
格
を
存
じ
て
而
も
そ
の
不
具
の
劣
処
を
補
ひ
、
以
て

技
巧
L
の
改
良
を
企
て
む
と
す
る
も
の
の
、
み
な
邪
追
荊
径
に
終
ち
さ
る

ハ
皿
き
所
以
な
り
。
絵
画
協
会
ハ
こ
れ
を
企
て
て
所
謂
他
画
を
出
し
：
．」、

「
絵
画
協
会
も
ま
た
決
し
て
所
湖
餡
画
を
竹
ら
む
と
の
趣
意
に
は
あ
ら
ざ

る
ぺ
し
。
然
り
と
い
へ
ど
も
、
日
本
画
の
知
所
た
る
陰
協
速
近
の
不
具
を

仙
は
ら
し
め
、
色
彩
も
ま
た
少
し
く
自
然
に
近
か
ら
し
め
む
と
す
れ
ハ
、

如
何
に
国
風
の
料
色
を
失
は
ざ
ら
む
と
欲
す
れ
バ
と
て
、
痰
分
か
詳
画
の

相
に
肖
‘
祥
画
の
想
に
類
せ
さ
る
こ
と
を
得
む
や
。
こ
れ
ま
た
必
然
の
努

な
り
」
（
局
外
生

「
日
本
画
会
戌
戌
展
麗
会
訂
刊

(-
i)」

r

訊
売
新
聞
」
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明
治
三

一
年
六
月
一
九
日
）
庄
司
淳
一
氏
、
吉
田
千
砂
子
氏
に
よ
れ
ば
、

局
外
生
は
大
村
西
崖
の
ベ
ン
ネ
ー
ム
で
あ
る
。

(27)

庄
司
淳
ご
氏
に
よ
れ
ば
、

こ
の
記
事
は
大
村
西
歴
に
よ
る
も
の
で
あ
る

（
庄
司
淳
一
「
附

，
大
村
西
朕
著
作
目
録
（
明
治
二
七
年
ー
三

75
年
〉
」
『
宮

城
県
美
術
館
研
究
紀
要
』
第
三
号
昭
和
六
三
年
三
月
三
一
日
七
一
頁
）
。

(
2
8
)
A
|
（
五
）
明
治
三
三
年
凶
月
―
二
EJ

(
2
9
)
A
|
（
七
）
明
治
三
三
年
四
月
二

0
日

同
記
事
に
て
西
脱
は
寺
綺
広
業
の
作
品
に
つ
い
て

r
自
然
の
趣
が
努
塊
し

て
居
る
。
か
う
い
ふ
所
は
決
し
て
椋
朧
体
の
並
物
で
は
な
い
L

（
明
治
三

三
年
阻
月
一
八
日
）
と
述
べ
て
お
り
、
肱
胤
休
の
意
味
が
自
然
か
ら
離
れ

た
表
現
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

(30)

B

|
（
三
）
明
治
三
三
年
四
月
二
五

El

(
j
J
)
F
I
（
三
）
明
治
三
三
年
―
一
月
一
九
日

(
3
2
)
1
ー
（
五
）
明
治
三
四
年
三
月
二
六
日

(
3
3
)
C
I
(
-
）
明
治
三
五
年
阻
月
二
四
日

(34)

局
外
生
「
絵
画
共
辿
会
評
判
（
世
」
『
読
売
莉
開
」
明
治
三

0
年
―

l

月
二

0
日

(35)

局
外
生
「
絵
画
共
進
会
後
日
評
判
（
凹
）
」

r
訊
充
新
聞
』
明
治
三

0
年

―
二
月
一
七
日

(36)

「
菊
の
化
物
な
ど
は
最
も
閉
口
だ
。
そ
の
赤
い
奴
の
足
は
何
と
云
ふ
形

だ
い
。
左
の
手
の
不
格
好
な
ど
は
烈
し
い
」
（
化
物
婦
ひ
「
寺
崎
広
業
箪

菊
の
粕
」

r
美
術
評
論
』
第
二
号
明
治
三

0
年

―
一
月
二

0
日

四

0

頁
）
、
「
余
は
此
蜻
蛉
の
怪
物
図
に
就
い
て
へ
第
一
に
知
ら
れ
ま
ほ
し
き
は
、

作
者
が
甜
意
の
根
拠
な
り
。

．．． 

理
想
と
や
ら
む
の
一
方
に
條
き
て
、
此
の

如
き
図
を
構
成
し
、
適
れ
新
奇
妙
案
と
自
信
せ
ら
れ
し
は
、
い
か
に
ぞ
や
、

・：
氏
が
円
熟
せ
る
技
婿
も
、
奇
怪
の
形
象
に
抹
殺
せ
ら
れ
て
好
趣
味
を
看

得
せ
さ
ら
し
め
し
」
（
香
蓋
「
寺
崎
広
業
箪
鯖
蛉
」

r
美
術
評
論
』
第
八
号

明
治
三
一
年
二
月
二

0
日
凹
二
頁
）
、
「
到
底
木
偶
的
人
物
と
い
ふ
評
は

免
れ
ざ
る
べ
し
。

．．．
 

化
物
然
た
る
姿
は
二
陪
切
な
る
ぺ
し
」
（
暁
煽
「
下

村
観
山
箪
小
町
，
ー
『
美
術
評
論
』
第
―
二
号
明
治
三
一
年
七
月
ニ
―
日

三
七
六
頁
、
な
お
発
言
者
の
「
暁
狛
」
は
久
米
桂
一
郎
で
あ
る
こ
と
が
解
っ

て
い
る
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。
ま
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
大
観
の
魚
叩
原
〉
や

観
山
の
面
窃
想
に
つ
い
て
「
化
け
も
の
画
」
と
呼
ぶ
当
閲
の
批
評
者
に

対
し
て
反
論
し
て
い
る
（
山
口
静
―

r
フ
ェ
ノ
ロ
サ

・
下
」
昭
和
莉
七
年

叫
月
三

0
日
三
省
倣
一
三
二
、
一
三
六
頁
参
照
）
。

な
お
、
観
山
の
〈
春
暁
・
秋
器
〉
に
対
し
て
「
拙
劣
極
ま
る
洋
画
の
怪

物
」
、
「
哨
々
怪
画
を
為
す
に
於
て
は
迎
法
決
し
て
計
す
可
ら
ざ
る
な
り
」

と
述
べ
た
批
訂
が
あ
る
。
こ
こ
で
「
抒
物
」
「
仔
画
」
の
言
染
は
、
人
物

描
写
で
は
な
く
、
風
景
拙
写
に
お
い
て
「
位
惟
と
云
は
ず
、
濃
淡
と
云
は

ず
、
悉
く
洋
画
の
様
式
を
捉
へ
来
つ
」
た
観
山
の
試
み
に
対
し
て
使
わ
れ

て
い
る
（
銀
杏
先
生
新
聞

r13
本
』

明
治
三
一
年
―
一
月
四
日
、

rEl

本
美
術
院
百
年
史
し
二
巻
上
召
二
可
頁
参
照
）
。

(
3
7
)
E
I
〈
四
）
明
治
三
三
年
｝
ご
月
二
日

(
3
8
)
B
ー
(

i

i

)

明
治
三
二
廂
四
月
二
四
日



ーr
J
 

祠
）

A

ー
（
一
—-
)
明
治
三

iiー年
四
月
一
三

E
l

(40)

田
中
日
佐
夫

『
日
本
圃
紛
乱
の
季
節
』

美

術

公

論

村

四

0
|
l
r
n
i
頁
参
照
。

(41)

「
横
山
大
観
節
聴
法
」

r
美
術
紅
論
』
第
六
号

El

ii-i
ー

iii
九
負

(
4
2
)
G
|（

ii)

明
治

ii
-il
i印

i
一
月

i
i
i
E
l

(
4
3
)
K
I
(
i
)

明
治
三
四

i
i
一
月
三
日

(
M
)
B
|
（
-
）
明
治

i.i-i
i介
四
月
ご

i.
inぃ

0

0
生
も
「
そ
の
方
払
や
光
琳
を
摘
み
、
雷
村
を
襲
ひ
、
之
に
加
ふ
る
に

些
の
浜
壺
な
き
祥
画
の
外
形
を
以
て
し
た
る
の
み
」

(
G
I
(
i
i)
明
治

ご
二
年

i

＿
月．

i

-

日
）
と
述
ぺ
、
同
様
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
梨
罪

仕
は
「
同
派
の
削
は
、

i

面
に
崇
占
的
守
材
の
息
想
に
駈
ら
れ
、
他
面
に

は
祈
束
の
欧
圃
に
窃
き
て
極
め
て
急
劇
に
彼
此
の
融
合
を
為
さ
む
と
す
る

も
の
な
り
」

(

C

|

（
こ

明
治
h
i

戸
年
四
月

二
四
日
）
と
述
べ
、
や
は

り
日
本
美
術
院
に
対
し
て
船
圃
、
雑
朴
画
に
迎
じ
る
批
判
を
行
っ

て
い
る
。

(45)

第
八
回
絵
画
ll
ハ
進
会
の
出
品
目
録
を
み
る
と

、
〈
脊
の
耽
〉
と
題
す
る

竹
品
を
出
品
し
て
い
る
の
は
上
原
古
印
、
梶
田
半
古
、
川
合
印
呼
、
鈴
木

弟
祁
、
水
野
年
方
、
森
春
悌
、
柚
山
大
観
て
あ
る
。
ま
た
〈
春
晴
〉
と
題

す
る
竹
品
を
出
品
し
て
い
る
の
は
、
池
田
酪
泉
、
下
村
観
山
、
益
田
柳
外
、

渡
辺
香
紅
で
あ
る
。
明
治

ii-i
：
リ
ニ
月
二
h
H
に
日
本
美
術
院
内
で
開
か

れ
た
第
四
回
絵
画
研
究
会
の
課
題
が
「
春
曙
」
で
あ
り
、

j
記
の
う
ち
古

年
、
半
古
‘
玉
翡
、
観
山
、
前
祁
、
年
方
、
大
観
、
香
社
は
こ
の
研
究
会

明
治
h
i

一
年
i

月
二

0

ー
ロ
ー

•

L
.
\
1
,

、
月
一
ヒ
日

）
／
J

-

ノ

l
[
r
,
．
 

"＂f
↑
-•. 

-

に
参
加
し
て
い
る
（
『
日
本
美
術
」
第

一
七

号

明

治
i

ニ
―i

＿
年
三
月
二
石

日

二

i
i
|
i
ii-i頁
と
図
版
を
参
照
）
。
絵
画
研
究
会
て
制
作
さ
れ
た
竹

品
が
、
栓
画
ti
ハ
進
会
に
も
出
品
さ
れ
た
と
息
わ
れ
る
。
同
じ
く
〈
寒
天
〉

に
つ
い
て
は
、
同
題
名
で
第
八
回
絵
画
共
進
会
出
品
し
て
い
る
の
は
大
観

の
み
で
あ
る
。
ま
た
邪
祁
は
〈
寒
空
〉
と
い
う
題
て
出
品
し
て
い
る
。
明

祖

ニ―

ii年
一
月

二
万
日
の
第
三
回
絵
画
研
究
会
の
課
題
が
「
灰
｀
入
」
で
あ

り
、
大
観
や
雖
祁
も
参
加
し
て
い
る

(
r
日
本
美
術
J

第
i

入

号

明

冶

iii-
ii
k
i
一月

i
i
+
E
l

iiiO
頁
と
図
版
を
参
抑
）
。
「
春
暗
」
伺
椋
‘
絵
画

研
究
会
の
竹
品
か
、
絵
画
共
辿
会
に
出
品
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

(
4
6)
F

—
（
二
）
明
治

iiii二
年

i
一
月
＿
八
日

(47
)

「
辿
山
の
腰
だ
け
は
た
ま
に
は
い
く
ら
か
幽
駕
然
を
や
っ
て
も
よ
い

か、
1

別
娯
の
幽
訛
は

JI
め
て
悦
ひ
た
い

。
」
（
ぽ
か
し
嫌
ひ
「
山
田
敬
中
節

秋
暮
．
l
r
美
術
叶
論
』
第

h
号

明

冶

三

一
年

一
月
h
F
l

i＿一
―i

頁
）
、
「
ぽ

か
し
鎌
ひ
の
幽
駕
圃
況
も
尤
も
」
（
公
平
家
「

111111
敬
中
節
秋
各
」
先
に

同
し
、

i-iこ
頁
）
発
言
者
て
あ
る
「
ぼ
か
し
鎌
ひ
」
に
あ
た
る
人
物
は
、

『
矢
術
許
諭
i

の
中
で

「
-tlirri」
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
用
い
て
い
た
大
村
曲

柑
て
あ
る
こ
と
が
解
っ
て
い
る
（
吉
田
千
鶴
子

「大
村
西
甜
の
美
術
批
汁
」

三

0
頁
を
参
照
）。

(
4
8
)
A
|
（L

)

明
祖
―

ii-i
年
四
月

i
O
日

(
4
9
)
I
I
(
l
)

明
治
三
四
包
＿一月
二
O
E
l

(50
)

J
l
(ii
-）
明

治

二

四

年

i-i
月

一
七
El

(
5
1
)
A
|
（
i
)

明
治

i-i
三
年
四
月
一

O
E
l
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(
5
2
)

r
日
本
美
術
↑
第

一
六
寿
よ
り
転
載
。
第
八
同
絵
画
共
進
会
の
出
品
目

録
に
は
命
が
空
〉
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
図
版
が
同
一
作
品
で
あ
る
か
ど

う
か
は
不
明
。

(
5
3
)
B
I
(
T
i
)

明
治
三
三
年
四
月
二
七
Hi

(
5
4
)
C
I
（二
）

明

喧

二
三
年
四
月
二
八
日

(
r
r
3
)
G
I
(
-
）

明
冶
三
二
年

―；

月
―

-
日

(56)

「
例
の
没
線
の
描
法
全
く
洋
画
め
き
て
根
本
的
に
日
本
画
の
描

lLを
破

壊
し
去
り
」

(
I—

（五
）
明
治
三
四
年
三
月

二
，
ハ
日
）

(
5
7
)
A
ー
（
一
）
明
治
三
三
年
四
月

-
0
日

な
お
拿
虚
ど
に
つ
い
て
は
「
単
気
陪
湘
の
中
に
泥
金
淡
緑
を
施
し
、
燦

然
反
映
し
て
奇
抜
雄
位
9

の
趣
き
あ
り
」
（
「
懸
貨
画
迎
歴
史
画
の
陳
列
」
『
読

売
新
間
』
明

咆

ニ
―
-年

-
0
月
ニ

―
-H
)
と
あ
り
、
金
泥
を
JII
い
た
画
面

で
、
金
銀
体
と
批
判
さ
れ
た
表
現
に
通
し
る
竹
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

(58)

「
銀
泥
の
月
を
現
は
し
た
る
な
と
何
う
や
ら
銀
牌
を
掲
げ
し
や
、
う
に
て

是
ば
か
り
ハ
最
と
お
め
で
た
き
心
地
せ
り
」

(
B
ー
（
叫
）
明
祐
i-i
化＇

叫
月

二
六
日
）
、
「
大
観
氏
の
銀
牌
の
_
を
行
き
て
金
牌
の
太
陽
と
ハ
悌
々

お
め
で
た
き
図
な
り
」

(B

I
（
五
）
明
冶
三
二
年
四
月

L

七

H
)
1
7
本＇

美
術
院
に
対
す
る
批
評
の
う
ち
「
金
銀
休
」
に
関
係
す
る
記
述
と
し
て
は
、

他
に
次
の
文
敢
が
あ
る
。
「
妄
に
銀
泥
を
用
ひ
、
実
母
を
布
き
、
金
此
を

密
抹
し
、
政
は
灰
を
掛
け
た
か
の
如
く
」

(

C

|

（
-
）
明
冶
竺
一一
祈
四
月

ニ
四
日
）
、
「
先
ず
我
等
素
人
の
眼
を
商
ろ
か
し
た
る
ハ
金
銀
泥
振
蒔
き
の

流
行
な
り
」

(
B
ー
(

l

)

明
治
三
三
年
四
月
二
三
日）、

r
暗
湘
た
る
塁
甚
の

間

一
乃
木
の
白
雲
湧
き
上
る
を
銀
泥
に
て
画
き
夕
日
影
を
金
品
に
て
写
し
た
る

金
銀
休
」

(B

|

（
四
）
明
治
i
-
h

二
年
四
月
二
六
日
、
柚
山
大
観
〈
万
里
の
長

城
〉
に
対
す
る
評
）
ま
た
、
半
門
生
「
無
声
会
の
絵
圃
を
観
る

（
つ
ゞ
き
）
」

（
『
読
売
新
間
』
明
治
三
三
年
一
二
月
二
七
日
）
に
は
、
福
井
江
亭
の
〈
用
中
〉

に
対
し
て
「
キ
ラ
か
鋲
泥
か
で
用
を
見
せ
た
の
ハ

、
美
術
院
ご
派
の
や
り
方

を
試
み
て
む
し
ろ
仕
損
な
ソ
た
観
が
あ
る
L

と
あ
り
、

尤
声
会
展
覧
会
に
お

い
て
も
「
金
銀
体
」
の
形
問
が
及
ん
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、
料
味
深
い

。

(
5
9
)
F
I
（こ
）

叫

璽

三

年

―
一
月

一
八
H

(
6
0
)
B
I
言

）

明

治

三
三
年

四

リ

五

月

(61
)

F
ー

(

i

)

明
治
ご
―-i
年

一
；

り

七

II

(6
2
)
E
I
（
五
）
明
冶
一i:
一一
年

'
:
月
i-III

（臼
）

朦
朧
体
の
呼
称
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
後
も
、
西
庫
は
日
本
文
術
院

に
対
し
て
「
や
り
手
沢

111
な
美
術
院
一
派
の
妖
怜
画
」
（Im
．名
'
J

「
美
術

雑
感
（
三
十
）
」
ー
東
京
月
日
新
間
』
明
治
二

；
り
七
月
ご
七

H
)
、
「
（
画

の
色
の
調
'1
た
け
を
取
っ
て
日
本
両
の
外
観
を
変
へ
‘
辿
洋
の
別
想
を
取

つ
て
日
本
側
の
命
坦
懃
匝
ま
た
は
両
か
ら
を
改
め
や
う
と
す
る
発
術
院

一

派
も
あ
る
が
、
足
は
生
妍
と
写
生
の
研
究
を
し
な
い
真
の
技
罰
の
な
い
も

の
が
や
る
も
の
だ
か
ら
、
所
閲
化
物
両
と
な
っ
て
見
に
爪
伽
き
さ
れ
て
肘

る
」
（
無
名
子
「
美
術
雑
咆
（
七
十

二
）」

r
東
扇
IJ
日
妍
間
』
明
治
三
―

i-

年
〖

0
月
六

I
J
)
の
批
計
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
妖
抒
圃
」
ぶ
化
物
圃
」

の
呼
称
を
用
い
、
そ
の
観
念
的
理
想
的
傾
向
を
批
判
し
て
い
る
。

(64)

春
内
＇
の
〈
釣
鉗
〉
に
つ
い
て
天
心
は
「
削
雨
設
笠
の
栢

、
写
し
米
り
て
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図
版
典
拠

詩
味
極
ま
り
な
き
も
の
な
り
」
、
ま
た
〈
蘇
李
訣
別
〉
に
つ
い
て
は
「
●
布

紙
の
中
に
立
ち
て
、
干
古
の
愁
を
話
す
る
も
の
に
し
て
、
又
能
＜
梢
趣
を

表
顕
せ
り
」

(
J
ー
（
五
）
明
治
三
四
年
三
月
一
九
日
）
と
述
べ
て
お
り
、

竹
品
に
表
現
さ
れ
た
自
然
現
象
の
情
趣
を
人
物
の
心
情
表
現
と
結
び
つ

け
、
好
意
的
に
受
け
止
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(66)

「
大
観
春
卓
両
画
象
の
美
術
談
」
r
新
混
新
聞
』
明
治
三
四
年
八
月

i

四
日
1

一
七
日
（
『
学
芸
雑
記
帖
』
平
成
八
年
―
二
月
を
参
船
。
）
こ

の
記
事
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
柚
山
大
観
記
念
館
の
野
本
淳
氏
よ
り
御
教

示
い
た
だ
い
た
。

（図
l
)

『
奇
崎
広
業
と
そ
の
時
代
展
．
』
秋

LIi
市
立
千
秋
美
術
節
平
成
四
介

（図

2
}）
『
．
掠
色
現
代
日
本
の
美
術

2-J
小
学
館
昭
和
五
四
印
（
図

3
)
『怯

鳳
画
園
二
」
中
尼
莉
太
郎
（
翡
売
品
）
明
治

i

i

i

凹
年
（
図

4
)

『
日
本
咲
術
』

第
二
皿
号
明
治
三

i

i

i

年
（
図

5
)

『
天
心
と
五
補
の
作
家
た
ち
』
茨
城
県
天

心
記
念
五
浦
美
術
館
平
成
九
年
（
図

b
)

（図7ー）

r
菱
田
春
華
』
学
研
平

成
六
年
（
図

8
)
『
美
術
討
論
」
第
八
号
明
治
―i

i

i

印
（
図

9
)

『
美
術
評

論
』
第
二
号
明
治
i

i

i

O

年
（
図

10)
『
大
観
自
叙
伝
』
中
央
美
術
村
大

iE

i

石
年
（
図

l
l
)
r
日
本
芙
術
』
第
＿i

四
号
明
治
三
三
年
（
図

12)
『
・
日
本
美

術
』
第
二
七
号
明
治
三
迎
年
（
図

1
3
)
r
日
本
美
術
』
第
二
0
号

明

治

三

三

年
（
図

14)

r日
本
美
術
』
第

i

-

i

号
明
治
三
二
年
（
図

L
s
)
r
日
本
英
術
」
一

第
i

八

号

明

治

言

i

年

（
さ
と
う

し
の
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lil2 横11改観（底牧〉 凶1 寺鮒広＇熟（悉逹絣天使図）

図 3 竹内lU楳く在柑）
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区11

図 7 菱田1紅が〈水鋭） 図6 姿M祁翠(}祝fj訳)Jlj)
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図9 山田改1,く平和〉 図 8 寺紐広業〈蛸梃の精〉

, 

1度¥II 菱 Ill¥~;;,: 〈'呉lや放郎〉 図10 t黄山大観〈聴・法〉
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[~113 鈴木根祁＜寒·尺） 図12 寺鮒じ、・業（敵茄J
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4 4 4 4 4 明治
月 月 月 Jl 月

13 13 13 日 13年

無各ナ チ無名 無名子 名子無 無子名 批評者名

0 0 0 0 肱脇ィふ

0 0 紺額体

0 0 神仙体

0 £  ご

I I 
I 

I~ 
J 函幽"邑'?,画¥ 

（表）

0
本
揺
で
取
り
あ
げ
た
批
計
（
本
文
中
に
一
党
を
掲
載
）
の
全
て
を
年
月
日
船
に
並
べ
て
い
る

C

0
 (
)
内
の
文
字
は
、
派
生
語
。
例
え
ば
「

0
(派
）
」
と
は
、
「
採
翻
休
」
ぶ
認
誂
派
」
の
二

つ
の
登
果
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、

i-o
01窃
陣
）
」
は
｀
「
採
脚
体
」
「
朦
脚
」
の
二
つ

の
言
築
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
「
（
的
、
画
）
」
と
は
、
「
腺
脳
的
」
「
脆
腿
画
」
の

言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
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