
ー

本
像
は
真
壁
家
よ
り
、
本
貰
の
地
で
あ
る
真
壁
町
に
寄
謄
さ
れ
た

伝
来
資
料
(
l
)
の
一
っ
で
あ
る
。
真
壁
家
は
桓
武
平
氏
を
そ
の
遠
祖

と
し
、
桓
武
天
皇
の
曾
孫
に
あ
た
る
高
望
王
が
常
陸
大
橡
と
な
り
、

そ
の
子
孫
か
関
東
に
土
着
し
て
い
っ
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
そ
の

後
、
数
代
を
経
た
平
長
幹
は
真
壁
の
地
を
所
領
と
し
、
真
壁
六
郎
を

名
乗
っ
た
。
こ
の
長
幹
を
初
代
と
し
て
以
後
一
九
代
房
幹
ま
で
、
四

0
0年
に
わ
た
り
常
陸
国
真
壁
一
帯
を
領
有
し
た
の
で
あ
る
。
近
世

の
初
頭
に
は
佐
竹
氏
に
属
し
、
以
後
子
孫
は
佐
竹
氏
に
し
た
が
っ
て

出
羽
国
に
移
動
す
る
こ
と
に
な
り
、
江
戸
時
代
の
真
壁
家
は
角
館
に

は
じ
め
に

伝
真
聖
道
無
像
に
つ
い
て

お
い
て
佐
竹
湘
の
直
臣
芦
名
盛
重
を
角
館
城
主
と
す
る
家
臣
配
罹
に

加
え
ら
れ
、
佐
竹
氏
の
支
城
勤
務
を
振
出
し
と
し
た
の
で
あ
る
。

真
壁
家
笥
贈
資
料
の
う
ち
、
肖
像
画
は
三
点
が
伝
え
ら
れ
る
が
、

本
像
に
関
す
る
記
録
は
な
く
、
ま
た
伝
承
も
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
の

が
現
状
で
あ
る
。
他
の
二
点
は
肩
衣
姿
で
橘
紋
(
)
-
）
で
あ
る
こ
と
か

ら
角
館
時
代
の
歴
代
に
当
て
ら
れ
る
も
の
で
、
制
作
に
関
し
て
は
江

戸
後
期
、

一
九
世
紀
前
半
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う

が
、
伝
承
に
従
え
ば
第
二
二
代
充
幹
、
第
二
三
代
安
幹
に
当
て
て
い

る
。
ま
た
寄
瞳
の
文
書
資
料
は
全
て
近
世
の
真
壁
家
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
た
め
、
本
像
は
像
主
を
牡
定
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、

受
賭
後
に
、
暫
定
な
か
ら
「
伝
真
壁
道
掴
像
」
(
3
)
と
し
て
本
像
を
紹

介
し
、
絨
い
て
一
九
九
八
年
（
平
成
一

0
)

i
 

0
月
に
真
壁
城
跡
国

,--L-, 

寸・

屋

正

彦
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指
定
五
周
年
記
念
特
別
展
「
真
壁
家
の
歴
代
当
主
ー
史
実
と
伝

記
ー
」
に
お
い
て
「
伝
真
壁
道
飢
像
」
と
し
て
展
観
。
同
展
図
録

に
は
宮
島
新
一
氏
の
論
考
が
載
せ
ら
れ
、
本
図
を
戦
国
期
の
当
主
、

真
壁
久
幹
（
道
無
）
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
潮
る
当
主
で
は
な
い

か
(
4
)
と
想
定
し
て
い
る
。

本
像
は
、
箱
書
、
外
題
、
ま
た
添
状
等
の
一
切
の
記
録
を
欠
い
て

お
り
、
真
壁
家
に
お
い
て
も
そ
の
伝
来
が
ま

っ
た
く
伝
え
ら
れ
て
い

な
い
た
め
、
像
主
を
確
定
す
べ
き
ヒ
ン
ト
は
画
像
解
釈
の
み
に
よ
る

と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
ま
た
伝
承
を
欠
い
て
い
る
理
由
に
は
、

ち
ょ
う
ど
出
羽
移
動
の
時
期
が
当
主
の
交
代
の
時
期
に
あ
た
り
、
像

主
で
あ
る
久
幹
の
子
、
氏
幹
に
は
子
が
な
く
、
弟
義
幹
の
嫡
子
房
幹

が
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
挙
け
ら
れ
、
ま
た
織
豊
政
権
下
、
独
立
し

た
小
国
の
領
主
で
あ
っ
た
真
壁
氏
は
、
そ
の
地
の
有
力
大
名
で
あ
る

佐
竹
氏
に
臣
従
す
る
道
を
選
び
、
さ
ら
に
は
前
述
し
た
よ
う
に
江
戸

時
代
に
佐
竹
氏
の
移
動
に
と
も
な
い
角
館
に
移
住
し
た
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
当
主
継
承
の
時
期
が
混
乱
期
に
あ
た
っ
た
た

め
と
い
う
の
が
伝
来
の
肖
像
資
料
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
理
由

で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
は
こ
の
移
動
の
時
期
に
領
主
時
代
か
ら
の
家

臣
の
多
く
を
在
地
に
残
し
て
の
移
動
で
あ
っ
た
こ
と
が
混
乱
に
拍
車

を
か
け
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

ま
た
真
壁
家
は
角
館
移
住
後
、
陪
臣
的
な
地
位
、

言
い
捩
え
る
な

ら
ば
佐
竹
氏
の
家
臣
中
で
は
外
様
と
し
て
の
地
位
に
あ
っ
た
。
そ
れ

が
の
ち
に
は
次
第
に
認
め
ら
れ
て
、
佐
竹
藩
の
要
職
に
就
い
た
こ
と

が
窺
え
る
が
、
家
系
は
房
幹
を
継
承
し
た
重
幹
の
系
統
以
外
に
、
そ

の
末
の
弟
定
幹
の
系
統
、
ま
た
他
家
へ
仕
官
す
る
も
の
な
ど
に
分
か

れ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
出
羽
移
住
の
初
期
に
は
在
地
領
主
と
し

て
維
持
し
て
き
た
経
済
的
な
基
盤
を
失
い
、
父
祖
伝
来
の
家
臣
を
失

い
、
さ
ら
に
そ
の
余
波
が

一
族
に
も
及
ん
で
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
真
壁
家
が
支
城
で
あ
る
角
館
か
ら
藩
主
の
い
る
久
保
田
城
へ

と
移
動
し
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
二
二
代
充
幹
(
-
9
)

の
時
で
、
そ
れ
ま

で
の
事
情
は
あ
ま
り
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
の
移
動
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
間
に
本

像
の
像
主
に
関
す
る
伝
承
が
不
明
の
ま
ま
伝
来
し
た
と
解
釈
で
き

る
。
従
っ
て
本
俊
は
旧
地
真
壁
時
代
の
領
主
で
は
な
い
か
と
の
予
測

が
成
り
た
ち
、
そ
の
表
現
か
ら
は
像
主
を
戦
国
時
代
後
期
か
ら
近
世

に
差
し
掛
か
る
頃
の
在
地
領
主
に
当
て
る
こ
と
が
妥
当
と
思
わ
れ

る
。
本
像
の
像
主
に
関
し
て
は
、
冒
頭
に
触
れ
た
よ
う
に
像
、
王
を

「
伝
真
壁
道
無
像
」
と
推
定
し
て
い
る
。
本
像
を
こ
れ
に
当
て
た
理

由
は
こ
の
時
期
の
肖
像
画
と
見
な
し
た
こ
と
で
あ
り
、
真
壁
本
家
伝

来
の
肖
像
逍
品
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
道
無
が
真
壁
家
随
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「
伝
真
壁
道
皿
像
」
（
図

l
)

真
壁
町
歴
史
民
俗
資
料
館

調
査
資
料
の
現
状

・
材
質
形
状
紙
本
著
色
、
軸
装

．

寸
法
縦
五
七

・

七
x

柚
五
四

•

四
c
m

作
品
名

所
有
者

ー

一
の
武
将
と
し
て
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
か
ら
と
い
え
よ
う
か
。

「
道
無
」
は
入
道
し
て
の
ち
の
名
で
、
正
確
に
は
「
性
山
道
皿
」

が

法
名
で
あ
り
、

一
七
代
久
幹
が
そ
の
人
と
伝
え
ら
れ
る
(
6
)
0

本
稿
で
は
本
像
が
従
来
の
画
像
の
形
式
、
中
甘
に
見
ら
れ
る
試
家

肖
像
画
の
典
別
と
し
て
み
ら
れ
る
表
現
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
こ
こ

に
近
世
的
な
気
分
を
窺
う
。
こ
れ
を
肖
像
画
と
見
な
す
の
か
、
あ
る

い
は
逸
話
の
挿
絵
的
な
表
現
と
見
る
の
か
畦
林
な
線
J
に
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
い
く
つ
か
の
近
似
し
た
表
現
が
見
ら
れ
る
肖
像
を
取
り
上

げ
、
本
像
が
真
竪
道
皿
を
像
．
玉
で
あ
ろ
う
と
仮
定
し
て
稿
を
進
め
、

あ
わ
せ
て
本
像
が
試
家
肖
像
画
史
上
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
罹
に

あ
る
か
を
考
察
し
た
い
。

本
像
の
調
査

表
具
の
寸
法
は
（
図

7
)
の
通
り
。

共
箱
は
既
に
失
わ
れ

て
お
り
、
現
在
は
受
贈
時
に
新
装
し
た
箱
に

納
め
ら
れ
て

い
る。

本
像
の
来
歴

一
九
九
四
印

（
平
成
六
）

括
」
と
し
て
受
謄
、

点
で
あ
る
。

真
壁
拇
氏
よ
り

「
真
壁
家
文
習
姐

i

中
に
肖
像
画
三
点
が
含
ま
れ
、

そ
の
う
ち
の

i

画
面
並
び
に
表
具
の
状
態

本
図
は
紙
本
で
あ
り
、
伝
来
の
肖
像
と
し
て
皿
名
の
ま
ま
倉
に
保

菅
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
た
め
か
、
稔
体
的
に
は
、
古
い
時
期
に
制

作
さ
れ
た
画
像
と
し
て
は
、
状
態
の
よ
い
部
類
に
入
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
た
た
、
画
面
に
は
巻
数
が
目
立
つ
の
は
否
め
な
い
と
こ

ろ
で
あ
り
、
ま
た
剥
落
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
自
然
に
劣
化
し
た

よ
う
に
も
見
え
す
、
そ
の
多
く
は
巻
誂
と
は
別
の
影
響
に
よ
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
か
大
き
く
画
像
の
像
主
表
現

に
影
響
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
画
面
へ
の
後
世
の
袖
籠
も

見
ら
れ
な
い
。
全
体
の
構
成
を
伺
う
と
、
ま
ず
従
来
の
肖
像
画
に
は

賛
が
裕
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
通
例
で
あ
り
、
こ
の
た
め
多
く
の
肖
像
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画
は
た
と
え
賛
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
条
幅
の
形
式
に
設
え
ら

れ
て
い
る
。
本
像
で
は
賛
は
な
く
、
そ
れ
が
予
定
さ
れ
る
べ
き
上
方

に
は
余
白
は
見
ら
れ
な
い
。
現
状
は
正
方
形
に
近
く
、
像
主
を
中
心

に
大
き
く
据
え
た
画
面
と
な
っ
て
い
る
。

全
体
の
構
成
は
図
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
像
主
は
画
面
中
央
下
段

に
体
躯
が
位
置
し
、
頭
部
が
中
央
よ
り
や
や
上
方
に
描
か
れ
て
い

る
。
像
主
は
床
台
に
腰
掛
け
、
像
全
体
が
斜
め
に
振
ら
れ
て
位
置

し
、
そ
の
た
め
像
の
背
後
は
松
樹
を
背
に
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
画

面
左
に
松
が
幹
の
半
分
を
見
せ
て
立
ち
、
右
へ
伸
び
た
枝
に
は
鷹
が

止
ま
り
、
そ
の
下
に
は
地
面
に
半
分
ほ
ど
開
い
た
扇
が
置
か
れ
、
そ

の
上
に
横
た
え
ら
れ
た
小
刀
と
柄
を
下
に
松
の
幹
に
立
て
掛
け
た
大

刀
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
画
面
左
下
隅
に
は
白
磁
の
瓶
が
粉
々
に

砕
け
、
像
主
の
足
元
に
落
ち
て
い
る
木
槌
に
に
よ
っ
て
割
ら
れ
た
で

ろ
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

大
ま
か
に
は
こ
の
よ
う
な
構
成
を
取
る
が
、
画
面
左
上
か
ら
そ
の

状
態
を
記
録
す
る
と
、
ま
ず
剥
が
れ
が
見
ら
れ
る
部
分
（
図

2
)

で

は
、
松
の
幹
の
さ
ら
に
上
方
に
あ
た
る
針
莱
の
茂
れ
る
あ
た
り
が
、

横
切
っ
て
剥
が
れ
て
い
る
。
そ
の
右
に
喘
が
片
足
を
上
げ
、
右
足
で

画
面
中
央
に
伸
び
る
幹
を
把
ん
で
止
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
爪
先
が
あ

た
る
枝
の
一
部
に
剥
落
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
溜
の
左
の
腐
に
あ
た
る

個
所
、

た
る
、

さ
ら
に
中
央
へ
と
伸
び
た
枝
の
、
像
主
の
頭
部
の
背
後
に
あ

針
葉
が
茂
る
部
分
が
剥
が
れ
て
い
る
。
鷹
は
胡
粉
と
ア
ウ
ト

ラ
イ
ン
が
目
立
ち
、
当
初
の
色
彩
が
損
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受

け
る
。
ま
た
鷹
の
右
足
に
あ
た
る
剥
落
個
所
は
枝
の
輪
郭
線
に
あ
わ

せ
る
よ
う
に
引
か
れ
た
朱
線
の
残
痕
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

画
面
右
側
は
本
紙
の
剥
が
れ
が
あ
る
も
の
の
彩
色
に
及
ぶ
よ
う
な
痛

み
は
見
ら
れ
な
い
し
、
図
で
窺
え
る
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
巻
緞
で

は
像
主
の
両
膝
に
か
か
る
部
分
が
表
面
か
ら
は
顕
著
で
、
そ
の
嫉
に

よ
る
細
い
線
が
彩
色
の
剥
落
を
和
束
に
見
せ
な
が
ら
横
に
走
っ
て
い

る
。
こ
の
ほ
か
に
細
か
く
は
俊
主
の
鼻
梁
や
、
松
の
幹
に
立
て
掛
け

た
太
刀
の

一
部
に
剥
落
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
巻
鍛
に
関
係
な

い
と
思
わ
れ
る
本
紙
の
剥
が
れ
に
は
、
作
品
の
劣
化
と
見
な
し
難
い

個
所
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
像
主
の
左
手
の
前
方
、
画
而
で
は
右
に

見
え
る
剥
が
れ
な
ど
は
、
表
面
に
糊
の
よ
う
な
も
の
が
付
い
た
の

か
、
何
か
別
紙
を
矧
い
だ
と
き
に
剥
が
れ
た
よ
う
な
跡
に
見
え
る
。

画
面
左
端
は
松
の
幹
が
さ
ら
に
左
側
に
続
く
よ
う
に
余
韻
を
残
し

て
裁
断
さ
れ
て
お
り
、
画
中
に
款
記
を
行
う
ス
ペ
ー
ス
さ
え
も
与
え

て
い
な
い
。
ま
た
、
先
述
し
た
よ
う
に
上
部
に
賛
を
予
定
し
て
い
な

い
こ
と
か
ら
画
面
全
体
は
こ
の
よ
う
に
裁
断
し
た
結
果
、
本
図
な
り

の
安
定
し
た
状
態
を
示
し
て
い
る
が
、
描
か
れ
た
当
初
は
本
図
よ
り
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大
き
な
画
面
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、

装
に
仕
立
て
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

表
具
は
、

よ
っ
て
一
度
修
埋
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、

初
の
軸
装
か
相
当
に
劣
化
し
、

り
軸
装
と
し
て
は
改
装
さ
れ
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
最

あ
る
い
は
巻
訊
に
よ
る
痛
み
が
進
ん

だ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

あ
っ
た
か
は
推
論
の
域
を
出
な
い
か
、

上
方
に
胡
粉
の
残
殷
が
見
ら
れ
、

合
す
る
も
の
と
想
定
で
き
、

、0

、っカ

こ
の
剥
か
れ
が
自
然
の
劣
化
か
ら
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
な

い
こ
と
、

裏
面

す
る
な
ら
ば
、

一
文
字
、

（図

3
)
を
見
る
と
鯰

ま
た
軸
装
以
前
に
本
像
か
ど
の
よ
う
で

表
具
の
お
り
に
付
着
し
た
も
の
で
あ
ろ

さ
ら
に
圃
面
が
意
図
的
な
裁
断
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
た
と

拙
か
れ
た
当
初
は
軸
装
以
前
に
例
え
ば
額
装
の
よ
う

な
平
面
的
な
取
り
扱
わ
れ
か
た
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

次
に
現
在
の
表
装

一
の
絹
生
地
に
よ
り
、

（図

7
)

所
有
者

中
回
し
、
天
地
や
、

裁
断
し
て
プ
ロ
ソ
ク
毎
に
貼
ら
れ
、

色
も
全
て
が
同
一
で
あ
り
、

こ
れ
を
裁
断
し
表
具
し
て
軸

（
か
す
が
い
）

の
補
強
に

こ
れ
に
よ

画
面

l
段
の
像
玉
よ
り
右
の

こ
れ
か
鷹
の
撚
の
欠
失
部
分
に
符

に
つ
い
て
見
る
と
、

（
改
装
時
の
当
主
）

仕
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

ろ
、

こ
の
表
具
が
同

の
好
み
に
よ
り

風
帯
に
あ
た
る
と
こ

杜
が
そ
れ
そ
れ
同
一

の
生
地
を

全
体
の
装
い
は
生
地
の
素
材
も

し
と
や
か
な
品
格
あ
る
表
具
と
な
っ
て

面
面
の
構
成
に
つ
い
て
、
木
像
が
肖
像
画
と
し
て
は
従
米
の
肖
像

画
の
形
式
に
そ
ぐ
わ
な
い
部
分
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
私
の
見
鮒

と
し
て
は
、
近
枇
的
な
気
分
が
窺
え
る
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
様
式

の
解
釈
に
美
的
直
観
を
予
測
と
し
て
援
用
す
る
こ
と
は
、
実
証
を
示

し
得
な
い
状
況
に
あ
っ
て
の
観
念
的
な
解
釈
と
思
わ
れ
る
が
、
五
但

的
な
肖
像
へ
の
変
化
と
し
て
本
像
を
捉
え
、
こ
れ
を
真
壁
象
歴
代
当

主
に
当
て
る
な
ら
は
、
「
伝
真
聖
道
皿
像
」
て
あ
る
こ
と
を
肯
定

し
、
そ
れ
を
仮
説
と
し
て
考
察
し
た
い
。
拠
っ
て
本
像
の
制
竹
年
代

を
室
町
末
期
か
ら
織
嬰
期
と
見
倣
し
、
そ
れ
ま
て
の
試
家
肖
像
画
と

比
校
し
、
そ
の
特
徴
を
得
た
い
と
考
え
る
。

中
世
全
般
に
わ
た
っ
て
武
家
の
肖
像
画
は
い
く
つ
か
の
彫
式
、
大

き
く
は
法
休
像
、
束
帯
像
、
直
垂
像
あ
る
い
は
肩
衣
像
と
四
種
あ
た

II

制
作
時
期
に
つ
い
て

だ
ろ
う
か
。

こ
れ
が
幸
い
し
て
、

か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い

奇
妙
な
剥
が
れ
の
原
囚
は
最
初
に
軸
装
し
た
折

装
当
時
の
表
具
師
が
画
面
に
手
を
加
え
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
が

い
る
。

こ
の
表
具
は
所
蔵
者
の
趣
向
を
強
く
反
映
し
、
そ
れ
ゆ
え
改
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り
に
分
類
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
表
現
と
し
て
は

多
く
が
上
畳
に
坐
し
て
像
主
が
描
か
れ
て
お
り
、
室
内
を
想
定
し
て

か
背
景
を
伴
わ
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
画
像
例
で
は

像
主
の
み
を
取
り
上
げ
、
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
定
型
的
な
表
現
が

ど
れ
に
も
共
通
し
て
い
る
が
、
本
像
で
は
根
を
張
っ
た
松
樹
が
描
か

れ
、
そ
の
下
に
は
下
草
ま
で
描
き
込
ま
れ
て
、
像
主
が
戸
外
に
い
る

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
戸
外
を
背
景
と
す
る
こ
と

で
、
中
世
の
形
式
下
で
は
余
り
見
ら
れ
な
い
独
特
な
表
現
と
見
な
す

こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
像
主
は
右
上
方
を
見
つ
め
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の

顔
の
向
き
は
通
常
の
肖
像
画
に
お
け
る
顔
の
向
き
よ
り
も
や
や
強
く

右
を
向
い
て
お
り
、
こ
の
た
め
か
体
躯
も
顔
の
向
き
に
倣
っ
て
鑑
賞

者
に
正
対
せ
ず
、
右
を
向
い
て
坐
っ
て
い
る
。
肖
像
画
は
そ
の
多
く

が
顔
は
ど
こ
か
虚
空
を
見
る
よ
う
で
、
鑑
賞
者
に
対
し
て
瞳
を
合
わ

す
よ
う
な
表
現
は
と
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い

て
も
体
躯
は
正
面
を
意
識
し
、
鑑
賞
者
に
対
し
て
対
座
す
る
よ
う
な

形
式
を
取
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
本
像
が
肖
像
画
と
し
て
は
破
格
の

表
現
を
示
し
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
体
躯
ば
か

り
で
な
く
床
台
も
ま
た
像
主
の
向
き
に
忠
実
に
応
じ
、
通
常
で
あ
れ

ば
上
畳
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
鑑
賞
者
に
対
し
て
畳
の
縁
が
真
横
に

本
像
で
は
こ
の

表
わ
さ
れ
る
の
が
一
般
に
は
ル
ー
ル
で
あ
ろ
う
が
、

配
慮
を
行
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

像
王
は
そ
の
風
貌
が
恐
ら
く
入
道
以
後
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
理

由
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
第
一
に
は
頭
部
が

耳
の
や
や
上
部
か
ら
後
頭
部
に
か
け
て
髪
を
残
す
も
の
の
、
頭
頂
部

は
剃
り
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
を
戦
国
武
将
の
入
道
以
後
の
表
情
と
見

な
す
こ
と
は
、
同
様
の
例
(
7
)
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
首
肯
で
き
る

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
第
二
は
一
朋
の
上
に
置
か
れ
た
大
小
の
刀
が
像
主

の
背
後
に
見
ら
れ
、
極
め
て
無
防
備
な
状
況
を
示
し
て
い
る
。
武
家

肖
像
画
の
典
型
的
な
表
現
は
中
世
に
確
立
し
、
そ
の
際
像
主
は
蝙

蝠
、
あ
る
い
は
中
啓
と
呼
称
す
る
一
用
を
持
物
と
す
る
こ
と
が
一
般
的

で
あ
り
、
小
刀
は
腰
に
差
し
て
、
大
刀
を
脇
に
置
く
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
。
し
か
し
本
像
で
は
采
配
と
し
て
重
要
な
閉
を
地
面
に
敷

き
、
そ
の
上
に
大
小
を
置
い
て
お
り
、
像
主
が
戦
う
こ
と
を
止
め
た

表
明
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。
か
か
る
表
現
と
像
主
手
前
に
散
ら
ば

る
白
磁
は
関
連
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
像
主
自
ら
が
割
り
、
結
果

と
し
て
砕
か
れ
た
陶
磁
器
の
破
片
が
足
元
に
転
が
る
さ
ま
は
、
像
主

が
他
と
の
盟
約
を
断
っ
た
様
子
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ

れ
を
そ
の
よ
う
に
見
倣
し
て
よ
い
か
の
詮
艤
は
さ
ら
に
像
主
の
逸
話

や
、
こ
の
画
像
の
制
作
時
期
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
従
来
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の
肖
像
画
と
は
異
な
り
、
こ
こ
に
西
洋
画
の
解
釈
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
、
像
主
が
単
に
肖
像
画
を
遺
し
お
い
た
と
い
う
よ
り
は
、
こ
の
肖

像
が
或
る
種
の
。
フ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
意
図
し
、
そ
れ
を
暗
示
し
た
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
暗
示
的
な
要
素
を
含
み
、
ま
た
戸
外
を
想
定
し
た
肖

像
画
の
作
例
は
長
谷
川
等
伯
節
の
「
武
田
信
玄
像
」
（
図

4
)

に
見

ら
れ
る
と
こ
ろ
て
あ
る
。
こ
の
肖
像
圃
は
信
玄
が
上
畳
に
坐
し
て
い

る
も
の
の
、
彼
の
目
の
先
に
は
古
木
に
止
ま
る
溜
が
描
か
れ
て
お

り
、
根
を
張
っ
た
木
か
ら
そ
の
場
所
が
戸
外
で
あ
る
こ
と
が
窺
え

る
。
ま
た
、
画
面
は
や
は
り
当
初
か
ら
賛
を
用
意
す
る
よ
う
に
は
描

か
れ
て
お
ら
す
、
横
幅
に
什
立
て
ら
れ

、
画
面
左
下
隅
に
等
伯
を
名

乗
る
以
前
の
「
信
春
」
を
朱
字
で
表
わ
し
た
袋
型
の
印
が
捺
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
印
の
存
在
に
よ
り
、
本
図
が
下
方
の
裁
断
を
当
初
か
ら

こ
の
よ
う
に
計
画
し
て
お
り
、
ま
た
こ
れ
に
従
い
上
部
も
画
面
の
上

方
は
こ
れ
を
限
界
と
し
た
構
図
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
、
独
特
な
構

成
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
像
｀
王
の
着
衣
が
、

直
垂
（
こ
の
場
合
は
素
襖
）
で
は
大
紋
に
位
置
す
る
と
こ
ろ
に
家
紋

で
は
な
く
、
紐
の
独
特
な
結
ひ
が
見
ら
れ
、
こ
れ
が
賜
を
繋
ぐ
際
の

大
緒
結
び
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
画
像
か
ら
は
意
図
的
で
暗

示
的
な
表
現
が
見
ら
れ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
関
連
は
宮
島
新

i

氏
に
よ
っ
て
、
閃
東
に
見
ら
れ
る

表
現
と
し
て
、
武
田
氏
の
画
像
と
、
小
田
氏
の
画
像
を
取
り
上
げ
て

そ
の
頬
似
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
氏
は
「
真
壁
氏
伝
来
の
肖
像
画

に
つ
い
て
，

i

（
と
の
中
て
「
鷹
が
描
か
れ
た
肖
像
画
と
い
う
と
元
亀
三

年
(

i

五
七

i-）頃
に
描
か
れ
た
「
武
田
信
玄
像
」
（
箱
者
は
信
玄

説
を
と
っ
て
い
る
）
か
有
名
で
あ
る
が
‘
真
壁
町
の
南
方
、
新
治
村

の
法
雲
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
「
伝
小
田
治
久
像
」
（
図

5
)

に
も
鷹
が

描
か
れ
て
い
る
。
「
伝
小
田
治
久
像
の
場
合
は
腕
に
地
を
据
え
て
い

る
と
こ
ろ
に
違
い
が
あ
る
が
、
床
机
に
腰
掛
け
、
傍
ら
に
松
を
描
く

と
い
う
共
通
点
も
あ
り
、
「
伝
道
皿
像
」
に
深
い
関
係
が
あ
る
こ
と

は
間
迎
い
な
い
。
」
と
し
、
「
造
品
の
残
存
状
況
を
見
る
か
ぎ
り
で

は
、
鷹
を
肖
像
画
中
に
描
く
趣
向
は
中
柑
末
期
に
お
け
る
関
東
で
の

流
行
と
見
て
良
い
ご
と
崩
釈
し
て
い
る
。
ま
た
太
刀
が
松
に
立
て

掛
け
て
あ
る
こ
と
に
触
れ
、
「
さ
ら
に
「
伝
道
価
像
」
で
は
、
松
の

幹
に
刀
が
立
て
か
け
ら
れ
て
い
る
。
柄
が
直
接
地
面
に
触
れ
な
い
よ

う
に
水
墾
山
水
図
が
描
か
れ
た
扇
を
敷
き
、
昂
の
上
に
は
脇
差
が
横

た
え
ら
れ
て
い
る
。
松
に
刀
を
立
て
か
け
た
肖
俊
画
の
例
に
は
「
小

山
秀
綱
像
」
が
あ
る
。
秀
綱
は
伝
道
無
像
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
襟

に
金
襴
を
付
し
た
羽
織
を
ま
と
っ
て
い
る
も
の
の
、
骨
の
上
に
座
っ

て
香
を
聞
い
て
い
る
姿
を
し
て
い
る
。
秀
網
は
結
城
晴
朝
の
実
兄
で
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天
正
一

0
年

(

-
五
八
二
）
に
没
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
時
期
に

極
め
て
狭
い
地
域
に
類
似
し
た
画
像
が
集
中
し
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
、
こ
の
あ
た
り
に
一
っ
の
共
通
文
化
圏
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ

れ
る
。
」
と
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
指
摘
を
参
考
に

下
地
と
し
て
本
像
の
関
連
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
思
う
に
、

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
制
作
は
近
世
に
移
行
す
る
時
期
に
見
ら

れ
る
表
現
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
に
戦
国
期
な
ら
で
は
の
緊
張
し
た

関
係
に
お
い
て
、
意
図
的
に
作
ら
れ
た
画
像
と
見
な
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
本
像
の
像
主
の
着
衣
は
極
め
て
ラ
フ
な
ス
タ
イ
ル
に
描
か
れ

て
お
り
、
小
袖
は
内
衣
と
と
も
に
重
ね
着
し
、
そ
れ
を
紐
で
無
造
作
に

縛
っ
て
腹
前
で
結
ん
で
い
る
。
小
袖
の
上
に
は
墨
染
の
痺
手
の
法
衣
あ

る
い
は
羽
織
を
着
、
下
の
小
袖
の
丸
紋
が
透
け
る
組
の
生
地
で
仕
立
て

ら
れ
て
お
り
、
肖
像
を
制
作
し
た
時
期
が
夏
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い

頃
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
ラ
フ
な
ス
タ
イ

ル
は
従
来
の
肖
像
画
に
は
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
近
隣
の
地

域
で
あ
る
新
治
村
法
雲
寺
所
蔵
の
「
小
田
氏
治
像
」
（
図

6
)
に
同
様

の
傾
向
が
見
ら
れ
、
本
像
に
お
い
て
も
腰
紐
で
小
袖
を
縛
っ
て
描
か
れ

て
い
る
。
本
像
は
手
前
に
経
巻
と
猫
が
描
か
れ
、
こ
こ
で
は
経
箱
か
ら

取
り
出
し
た
経
巻
を
箱
の
上
に
並
べ
、
右
手
に
一
巻
、
左
手
に
数
珠
を

持
ち
、
入
道
し
て
い
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
像
主
は
道
無
像
と
同

様
に
着
流
し
の
姿
で
あ
り
な
が
ら
、
法
衣
を
着
た
法
体
像
に
表
現
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
場
合
も
露
頂
の
み
剃
髪
す
る
風
貌
に
表
わ
さ
れ
、
戦
国

武
将
の
入
道
の
様
子
が
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
道
価
像
が
入
道
後

の
肖
像
で
あ
る
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
。
ま
た
氏
治
像
は
図
で
見
る
よ

う
に
上
畳
に
独
特
の
描
き
か
た
が
行
わ
れ
、
木
像
が
中
央
の
様
式
の
影

響
を
受
け
た
表
現
と
見
る
よ
り
は
在
地
の
絵
師
に
よ
る
肖
像
と
見
な
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

氏
治
像
と
の
姿
形
の
類
似
性
は
こ
の
よ
う
な
武
将
表
現
が
近
隣
地

域
に
見
ら
れ
る
同
様
画
風
の
流
行
と
見
る
な
ら
ば
、
本
図
も
ま
た
在

地
の
絵
師
の
制
作
に
か
か
る
も
の
と
想
定
さ
れ
、
尚
且
つ
制
作
時
期

も
そ
れ
ほ
ど
隔
た
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
予
測
す
る
。
幸
い

氏
治
像
に
は
上
部
に
賛
が
見
ら
れ
、
雲
岩
寺
大
轟
宗
客
の
著
賛
に
よ

り、

一
五
八
八
年
（
天
正
一
六
）
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
制
作
時
期
を
参
考
と
す
る
な
ら
ば
本
像
が
「
伝
真
壁
道
側
像
」

と
題
し
、
そ
の
題
に
従
う
像
主
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
宮
島
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
こ
れ
ら
の
表
現
を
一
連
の
関
東

様
式
と
括
り
、
中
央
の
典
型
に
準
拠
し
な
い
表
現
と
見
な
す
な
ら

ば
、
道
無
俊
を
こ
の
様
式
の
範
囲
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
制

作
も
こ
の
時
期
、
戦
国
末
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
の
成
立
と
想
定
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本
像
の
制
作
時
期
に
関
し
て
は
凡
そ
の
予
測
が
明
ら
か
と
な
っ
た

が
‘
像
主
を
真
壁
道
皿
，
に
当
て
る
こ
と
か
果
し
て
で
き
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
像
主
を
確
定
す
る
場
合
に
最
も
璽
要
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、

実
証
に
足
る
記
録
や
傍
証
資
料
の
存
在
が
有
力
と
い
え
よ
う
が
、
本

像
の
場
合
は
こ
れ
ら
の
基
礎
資
料
を
欠
い
て
お
り
、
推
論
の
域
を
出

な
い
状
況
に
あ
る
。
た
だ
真
壁
家
伝
来
の
資
利
で
あ
り
、
こ
れ
が
礼

戸
閲
代
に
移
動
す
る
前
の
肖
像
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、

真
壁
一
帯
を
支
配
し
た
在
地
領
主
時
代
の
最
後
の
頃
の
当
主
を
そ
の

対
象
と
し
て
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
こ
に
「
伝
真
壁
道
皿
像
」

で
あ
る
可
能
性
が
示
さ
れ
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
仮
説
と
し

て
以
下
に
稿
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

真
壁
道
無
に
関
し
て
は
、
久
幹
が
そ
の
人
と
さ
れ
、
真
壁
本
家
に

伝
来
の
『
当
家
大
系
図
』
(9
)
、
そ
の
他
諸
系
図
を
参
照
す
る
と
、
誕

生
や
鬼
籍
に
入
っ
た
日
時
に
異
動
が
あ
る
も
の
の
、
生
没
年
は
共
通

し
て
い
る
。
系
図
か
ら
は
道
無
（
久
幹
）
は
一
五
二
二
年
（
大
永

二
）
に
生
ま
れ
、

i

五
八
九
年
（
天
正
一
七
）
に
六
八
歳
で
没
し
て

皿

像

主

に

つ

い

て

で
き
よ
う
。

い
る
。

安
芸
守
。

通

称

は

小

次

郎

、

官

途

名

は

右

衛

門

佐

、

祖

父

、

父
、
そ
し
て
子
も
こ
の
呼
称
が
あ
る
こ
と
か
ら
世
製
的
な
名
乗
り
と

見
る
こ
と
が
で
き
、
因
み
に
父
宗
幹
は

一
四
九
六
年
（
明
応
五
）
に

生
ま
れ
、

一
五
六
五
年
（
永
禄
八
）
に
七

0
歳
で
没
し
て
い
る
。
息

子
の
氏
杵
は

一
五
五

0
年
（
天
文
一
九
）
に
生
ま
れ
、
一
六
二
二
年

（
元
和
八
）
に
七
三
歳
で
没
し
て
い
る
。
『
真
壁
家
の
歴
代
当
主

ー
史
実
と
伝
記
ー
』
(IO
)
に
よ
れ
は
父
宗
幹
は
早
々
と
家
督
を
道
皿

に
譲
り
、
退
隠
し
て
楊
蒲
軒
道
俊
を
名
乗
っ
た
人
て
、
鹿
島
神
宮
文

書
に
数
通
の
書
状
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
あ
る
。
真
壁
氏
は
地
頭

職
、
国
人
層
の
在
地
領
主
と
し
て
所
領
を
支
え
て
き
た
と
思
わ
れ
る

が
、
父
の
退
隠
に
よ
り
一
五
五
九
年
（
水
緑
二
）
に
久
幹
（
道
価
）

は
真
壁
二
十
四
郷
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
関
東
に
つ
い

て
は
上
杉
、
北
条
、
佐
竹
の
各
氏
が
有
力
大
名
と
し
て
覇
を
競
い

合
っ
て
お
り
、
道
無
は
こ
の
渦
中
に
お
い
て
長
男
に
北
条
氏
政
の

i

字
を
受
け
氏
幹
、
次
男
に
は
佐
竹
義
昭
か
ら
一
字
を
受
け
義
幹
と
名

づ
け
て
い
る
。
こ
の
時
期
は
中
世
に
お
い
て
存
続
し
て
き
た
小
国
の

領
国
経
営
が
、
そ
の
従
来
の
シ
ス
テ
ム
を
崩
壊
さ
せ
、
大
国
に
臣
従

し
て
い
く
過
程
に
あ
り
、
道
無
の
時
代
か
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
計
略

の
う
ち
に
生
き
る
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

本
像
の
表
現
か
ら
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
小
国
領
主
の
環
境
が
窺
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え
そ
う
で
あ
る
が
、
改
め
て
本
像
の
制
作
の
時
期
を
考
慮
す
る
な
ら

ば
、
前
述
し
た
よ
う
に
中
世
の
肖
像
画
の
形
式
か
ら
は
外
れ
た
表
現

が
随
所
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
も
っ
と
も
考
慮
す
べ
き
点

は
、
像
主
の
体
躯
が
捻
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
に
伴
う
よ
う
に
床
台
も
鑑

費
者
に
向
き
合
っ
て
描
か
れ
な
い
点
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
通
常
の
上

畳
に
よ
る
肖
像
制
作
で
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
禅
宗
を

テ
キ
ス
ト
と
し
た
法
体
の
椅
像
表
現
に
お
い
て
も
見
ら
れ
な
い
現
象

で
あ
り
、
こ
れ
を
近
世
的
な
表
現
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
同
様
に
、
松
樹
及
び
そ
の
下
草
に
注
目
し
て
み
る

と
、
松
樹
に
は
古
典
的
な
表
現
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
松
の
下
草
と

し
て
描
か
れ
た
雑
草
の
描
ぎ
か
た
は
様
式
的
な
表
現
を
と
ら
ず
、
近

世
的
で
写
生
的
な
描
か
れ
か
た
が
認
め
ら
れ
る
。

次
に
、
本
像
が
在
地
の
絵
師
の
手
に
な
る
も
の
と
す
る
と
、
ど
の

よ
う
な
絵
師
が
担
当
し
た
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
肖
像
画
は
像
主
を

知
る
人
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
本
像
が

ど
の
よ
う
な
折
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
明
か
と
し
な
い
が
、

像
主
を
対
看
写
照
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
は
肖
像
固

の
一
般
的
な
描
か
れ
か
た
で
は
な
い
た
め
判
断
し
難
い
。
ま
た
本
稿

の
序
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
肖
像
と
見
な
す
こ
と
は
い
く
つ
か

の
参
考
例
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
本
像
の
全
体
的
な
構
成
は

鑑
賞
者
に
逸
話
を
提
供
し
て
お
り
、
像
主
の
肖
像
に
対
面
し
、
拝
観

す
る
と
い
う
よ
り
は
、
い
く
つ
か
の
周
辺
の
小
道
具
に
よ
っ
て
像
主

の
人
と
な
り
を
窺
う
、
風
俗
画
の
鑑
賞
に
近
い
作
画
意
識
が
働
い
た

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
縦
し
ん
ば
、
こ
れ
を
肖
像
の
装
飾
と

し
て
扱
つ
に
し
て
も
、
像
主
の
姿
勢
は
鑑
賞
者
に
対
し
、
自
身
の
肖

像
を
示
す
よ
う
な
意
図
は
見
ら
れ
ず
、
か
え
っ
て
鑑
賞
者
は
そ
の
風

貌
を
覗
き
込
む
よ
う
な
、
従
来
の
肖
像
と
は
違
っ
た
作
画
意
識
を
感

ず
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
鑑
賞
者
に
対
し
て
対
座
す
る
風

を
示
さ
ず
、
ま
た
像
王
が
横
を
向
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ

る
彼
自
身
の
世
界
を
我
々
が
見
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

像
主
あ
る
い
は
発
注
者
と
画
家
と
の
関
係
を
考
慮
し
た
と
き
、
こ

の
よ
う
な
ラ
デ
イ
カ
ル
な
表
現
を
可
能
に
す
る
制
作
は
、
画
家
が
肖

像
画
の
従
来
か
ら
の
テ
キ
ス
ト
に
従
っ
た
制
作
を
発
注
者
か
ら
要
求

さ
れ
な
い
環
境
に
あ
り
、
ま
た
制
作
後
こ
の
よ
う
な
自
由
な
表
現
を

許
容
さ
れ
る
環
境
に
い
る
人
と
考
え
る
な
ら
ば
、
像
主
の
近
親
者
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
本
俊
か
ら
受
け
る
印
象
は
像
主
を
対
看

写
照
し
て
描
い
た
と
す
る
よ
り
は
、
肖
像
画
と
し
て
は
遺
像
と
し
て

描
い
た
ほ
う
に
分
が
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
像
主
を
前
に
し
て
こ
の
よ

う
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
描
く
こ
と
は
、
通
常
の
肖
像
画
制
作
で

は
類
例
が
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
作
者
を
想
定
し
て
い
く
と
、
久
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幹
の
弟
で
、

武
将
画
家
と
位
置
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
在
閑
が
該
当

す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

在
閑
に
つ
い
て
は
真
壁
本
家
に
伝
わ
っ
た
『
当
家
大
系
図
』
に
よ

れ
ば
、
一
六
代
宗
幹
の
父
、
治
幹
の
弟
光
明
寺
が
そ
れ
で
、
「
出
家

ノ
時
武
功
ア
リ
故
二
久
幹
諌
之
還
俗
タ
ラ
シ
メ
名
ヲ
在
閑
卜
云
名
乗

不
知
前
老
名
ノ
城
ヲ
攻
落
ス
時
鉄
砲
ヲ
以
右
足
ヲ
打
折
レ
其
後
モ
度

度
闊
名
シ
テ
遂
ニ
―
二
十
三
ノ
頚
供
養
ヲ
執
行
ス
、
又
画
図
ノ
逹
人
也

元
和
五
年
二
卒
年
九
十
二
」
と
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
在
閑
の
没

年
が
ニ
ハ
一
九
年
（
元
和
五
）
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
九
二
を
引
く

と
、
一
石
二
七
年
（
大
水
七
）
の
生
ま
れ
を
求
め
る
こ
と
が
て
き

る
。
こ
れ
に
よ
れ
は
道
網
の
生
年
か
一
五
二
二
年
（
大
、
水
二
）
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
道
無
の
祖
父
の
兄
弟
と
す
る
の
は
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
祖
父
治
幹
の
父
尚
幹
は
一
五

0
七
年

（
永
正
四
）
に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
え
な
い
誤
謬
で
あ
る
。

別
系
図
に
は
「
「
宮
本
本
，
ー
ニ
ハ
光
明
寺
在
顔
ヲ
宗
幹
ノ
ニ
子
ト
シ

テ
永
禄
十
二
年
十
一
月
氏
幹
二
従
テ
葡
萄
山
二
戦
イ
敵
五
人
ヲ
斬
ル

（
永
慶
軍
記
）
卜
伝
ウ
」
と
あ
る
。
ま
た
『
古
画
備
考
』
は
「
中
山

氏
説
」
を
引
い
て
「
在
顔
和
尚
顔
或
作
閑
常
州
真
壁
郡
山
尾

村
、
光
明
寺
住
持
、
真
壁
城
主
、
右
衛
門
佐
宗
幹
子
、
姓
平
氏
、
直

指
宗
外
、
通
逹
兵
略
、
又
能
図
画
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
何
れ

も
宗
幹
の
子
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
生
年
か
ら
判
断
す
る
な
ら

ば
、
在
閑
は
道
無
の
弟
で
あ
る
方
が
妥
当
と
い
え
よ
う
。
ま
た
『
皇

朝
名
画
拾
遺
』
に
は
雪
村
周
継
の
奥
旨
を
得
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ

る
。
思
う
に
在
閑
が
雪
村
周
継
を
知
る
機
会
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

し
、
雪
村
は
俗
は
佑
竹
氏
の
一
族
で
あ
り
、
画
を
学
ぶ
機
会
も
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
が
、
仮
に
在
閑
筆
と
す
る
な
ら
ば
、
本
像
を
見
る
限

り
に
お
い
て
は
、
そ
の
画
風
は
雪
村
を
充
分
に
消
化
し
た
画
技
に

至
っ
て
い
る
と
は
見
な
し
難
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
雷
村
の
自
面

像
に
見
る
よ
う
に
肖
像
の
背
景
に
風
景
が
描
か
れ
る
例
は
、
関
東
の

肖
像
画
に
影
響
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
の
と
こ
ろ
在
閑
が
ど
の
よ
う
な
絵
を
得
意
と
し
た
の
か
、
そ
の

記
録
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
明
か
と
し
な
い
が
、
た
だ
在
閑
で

あ
れ
ば
他
と
影
像
を
制
作
す
る
に
し
て
も
、
道
皿
を
描
く
こ
と
が
て

き
、
上
記
の
庄
文
に
も
応
じ
ら
れ
る
環
境
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。
道

細
像
に
関
し
て
は
像
主
存
命
中
の
肖
像
と
し
て
描
く
に
は
あ
ま
り
に

従
来
の
ル
ー
ル
を
外
れ
て
お
り
、
遺
像
と
し
て
描
い
た
も
の
と
解
釈

す
る
方
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
道
無
没
後
に
追

善
の
旬
会
が
あ
っ
た
こ
と
か
知
ら
れ
て
お
り
、
恐
ら
く
は
こ
の
時
期

を
制
作
の
下
限
と
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
た
ろ
う
か
。
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像
主
を
確
定
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
異
論
が
提
出
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
基
本
的
な
資
料
を
欠
く
場
合
に
お
い

て
は
不
確
実
な
ま
ま
に
像
主
に
名
称
を
与
え
る
危
険
性
を
芋
ん
で
い

る
。
た
だ
本
像
が
真
壁
家
伝
来
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
し
、
宮
島
氏
が

指
摘
し
た
関
東
の
流
行
、
あ
る
い
は
こ
の
地
域
に
見
ら
れ
る
共
通
の

文
化
圏
か
ら
生
産
さ
れ
た
も
の
と
見
な
す
な
ら
ば
、
本
像
を
真
壁
家

の
当
主
に
当
て
る
こ
と
は
極
め
て
高
い
確
率
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ

う
し
、
こ
れ
は
像
主
を
確
定
す
る
上
で
は
美
術
史
の
様
式
か
ら
推
論

で
き
う
る
重
要
な
提
案
と
考
え
る
。

本
稿
で
は
、
像
主
を
真
壁
道
無
と
し
て
考
察
し
て
き
た
。
こ
こ
で

私
の
と
っ
た
手
法
は
、
従
来
に
そ
ぐ
わ
な
い
表
現
を
風
俗
画
と
同
様

の
構
想
に
よ
る
作
画
意
識
が
働
い
た
も
の
と
見
倣
し
た
点
で
あ
り
、

そ
れ
と
同
様
に
時
代
の
決
め
て
と
し
て
、
松
樹
下
の
下
草
に
見
ら
れ

る
写
生
的
な
表
現
を
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
制
作
年
代
の
上
限
が

余
り
潮
り
得
な
い
、
近
世
初
頭
の
表
現
と
し
て
捉
え
た
。
こ
れ
を
仮

説
と
し
て
、
本
像
が
そ
の
時
期
の
当
主
で
あ
る
道
無
像
で
あ
ろ
う
と

結
論
を
導
い
た
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
は
一
っ
の
提
案
で
あ
っ
て
、

本
像
が
実
証
的
な
記
録
を
欠
く
こ
と
か
ら
断
定
で
き
る
も
の
で
は
な

結
び

い
。
た
だ
こ
れ
を
是
と
す
る
な
ら
ば
、
対
看
写
照
し
な
い
ま
で
も
、

遺
像
と
し
て
も
道
無
を
描
く
こ
と
の
で
き
る
画
家
と
し
て
道
無
の
弟

に
あ
た
る
光
明
寺
在
閑
を
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

の
こ
と
は
本
文
に
お
い
て
も
言
及
し
た
が
、
従
来
の
表
現
に
見
ら
れ

な
い
新
様
の
肖
像
画
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
人
物
で
な
い
と
本
像
の

成
立
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
が
成
せ
る
画
家
は
こ
の
画
像

の
発
注
者
と
近
親
的
で
、
さ
ら
に
は
こ
の
よ
う
な
ラ
デ
イ
カ
ル
な
画

風
を
容
認
さ
せ
得
る
立
場
に
あ
っ
た
と
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か

と
推
論
し
た
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
は
真
壁
町
歴
史
民
俗
資
料
館
に
お
い
て
調
査
の
機
会
を
得
る

こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
よ
る
。
す
で
に
上
梓
し
た
長
谷
川
等
伯
箪
の

「
武
田
信
玄
像
」
を
解
釈
す
る
上
に
お
い
て
も
、
ま
た
関
東
の
流
行

様
式
を
考
察
す
る
上
か
ら
も
極
め
て
重
要
な
画
像
と
捉
え
た
か
ら
に

ほ
か
な
ら
な
い
が
、
本
像
は
美
術
史
に
お
け
る
地
方
様
式
の
存
在
を

充
分
に
示
し
得
る
好
例
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
武
家
肖
俊
画
が
中
世
的

な
ル
ー
ル
か
ら
離
れ
て
近
世
へ
の
転
換
期
に
現
れ
た
肖
像
と
し
て
位

置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
の
調

査
に
あ
た
っ
て
は
真
壁
町
歴
史
民
俗
資
料
館
の
懇
切
な
る
ご
協
力
、

ま
た
、
小
田
氏
の
画
像
に
関
し
て
は
、
茨
城
県
教
育
委
員
会
の
ご
協



力
を
得
た
。
記
し
て
謝
意
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

+十一号一ロ

(
l
)

真
壁
家
は
江
戸
初
期
に
は
秋
田
に
移
動
し
て
い
る
。
八
六

O
年
(
万

延
兄
)
六
月
の
『
佐
竹
祷
土
持
附
向
附
党
」
で
は
、
古
一
一
機
一
氏
は
四
家
六
名

が
載
せ
ら
れ
、
本
家
政
幹
(
為
之
助
)
を
筆
頭
に
、
十
兵
衛
、
同
踊
子
善

九
郎
、
長
引
成
、
間
太
、
同
嫡
子
品
之
助
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち

寄
贈
に
関
わ
る
伝
来
資
料
は
一
九
九
四
年
(
平
成
六
)
に
真
壁
本
家
、
現

当
主
同
氏
よ
り
、
↓
日
八
捧
問
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
、
本
家
政
び
に
十
兵
衛

家
が
伝
来
し
た
近
山
文
告
が
中
心
で
、
こ
れ
に
伝
来
の
出
像
画
一
一
…
幅
が
合

ま
れ
て
い
た
。

(
?
】
)
真
壁
掃
部
助
政
幹
(
一
七

O
四
一
七
八
六
、
秋
田
諸
家
老
)
に
よ
る

占
(
控
系
図
』
(
秋
出
路
公
文
芸
館
蔵
)
に
は
本
家
及
び
分
家
の
家
紋
が

見
え
、
本
家
の
み
橘
紋
で
あ
り
、
分
家
は
丸
に
橘
の
よ
う
に
橘
に
円
紋
等

が
つ
け
た
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)

『
点
壁
氏
と
真
壁
城

l

中
陛
武
家
の
拠
点
!
』
(
石
井
進
・
真
壁
町

編
著
、
河
出
喜
一
房
新
社
、
一
九
九
六
)
に
掲
載
。

(
4
)

古
島
氏
は
「
真
野
氏
伝
来
の
白
保
聞
に
つ
い
て
L

(

「
真
壁
家
の
一
佐
代
当

主

i

史
実
と
伝
承

i
』
図
鋭
、
真
壁
間
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
九

八
)
に
お
い
て
、
地
主
の
可
能
性
を
道
知
…
以
外
に
父
宗
幹
、
祖
父
治
幹
と

L3 

想
定
し
て
い
る
。

(
5
)

父
幸
幹
の
代
に
角
館
か
ら
雄
勝
郡
院
内
に
移
動
し
、
そ
こ
を
所
領
と
す

る
。
充
斡
(
一
六
四
四

l
九
九
)
の
時
、
二
ハ
七
二
年
(
寛
文
一
二
)
に

院
内
よ
り
、
城
主
の
居
城
久
保
田
城
下
に
移
住
。
充
幹
は
子
の
安
幹
と
と

も
に
最
初
に
真
壁
家
の
系
図
を
は
じ
め
と
す
る
記
録
を
作
成
し
た
人
と
し

て
知
ら
れ
る
。

(
6
)

道
知
…
は
久
幹
の
ほ
か
に
父
宗
幹
、
子
の
氏
幹
と
す
る
諸
説
が
日
ん
ら
れ
る

が
、
山
一
(
壁
充
幹
、
安
幹
選
の
台
中
姓
士
山
六
壁
系
図
』
に
一
七
代
久
幹
の
法
名

と
し
て
記
録
さ
れ
、
ま
た
守
崎
大
貴
氏
が
「
呉
川
町
家
の
時
代
当
主
史

実
と
伝
承
i
」
(
同
展
図
録
の
タ
イ
ト
ル
と
向
名
、
図
録
(
司

4
に
桁

介
)
氏
幹
項
)
で
こ
れ
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
c

(
7
)

露
出
有
髪
の
入
道
の
例
で
は
、
朝
食
敏
京
、
義
景
の
何
段
や
「
武
山
伝

玄
除
」
が
知
ら
れ
、
ま
た
近
隣
で
は
「
結
城
政
勝
保
」
、
「
小
川
氏
治
段
¥

「
小
田
政
治
像
」
が
見
ら
れ
る
。

(
8
)

『
真
壁
家
の
席
代
当
主

l
史
実
と
伝
承

i
』
(
註

4
前
掲
詰
所
収
、

二
一
一
白
ハ
)

(9)

充
幹
選
の
『
当
家
大
系
図
』
は
秋
田
藩
の
修
史
事
業
に
関
連
し
、
一
七

八
七
年
(
元
保
二
一
)
に
正
本
を
秋
田
謀
に
提
出
し
、
副
本
は
真
壁
家
が

相
伝
し
た
。
系
図
及
び
家
出
を
示
す
一
記
銀
と
し
て
は
真
控

L

試
の
最
初
の
編

纂
で
あ
っ
た
。

(ω
〉
寺
崎
氏
前
掲
図
録
二
一
京
、
宗
幹
項
参
照
。

(
も
り
や

ま
さ
ひ
、
」
)
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|到 1 i伝真壁道知!f，{象」 茨城 真壁l司臆史民俗資料館
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部分
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裳T!fJ修理並びに痛み部分議起し

①~④は裳側からの剥がれ部分

@(立地紙と本主'1~の聞が浮いている部分
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凶6 iノj、田氏治{象」 茨城法雲寺 図吉 「ノj、回治久i象J 茨波法雲寺



20 


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020

