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は
じ
め
に

　
一
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
持
つ
意
味

　
　
　 

─
─ 

仙
厓
に
と
っ
て
の
よ
り
公
式
な
作
品
の
可
能
性

　
二
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
署
名
を
伴
う
作
品
群 
そ
の
一

　
　
　 

─
─ 

仏
画
と
祖
師
図
、
そ
し
て
天
神
図

　
三
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
署
名
を
伴
う
作
品
群 

そ
の
二 

─
─ 

福
神
図

　
四
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
署
名
を
伴
う
作
品
群 

そ
の
三 

─
─ 

禅
機
図

　
五
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
署
名
を
伴
う
作
品
群 

そ
の
四 

─
─ 

そ
の
他
の
画
題

　
六
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
意
味 

─
─ 「
自
画
像
画
賛
」
と
「
○
△
□
」
を
例
と
し
て

　
七
、
仙
厓
画
に
添
え
ら
れ
た
「
戯
墨
」「
戯
筆
」
の
意
味

　
　
　
む
す
び

　
　
は
じ
め
に

　
禅
画
の
名
手
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
仙
厓
（
一
七
五
〇
─
一
八
三
七
）。
そ
の
長
い
画

歴
の
中
で
使
用
さ
れ
た
様
々
な
雅
号
に
つ
い
て
は
以
前
考
察
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る

［
註
1
］。
た
だ
し
、
そ
の
際
に
詳
細
な
検
討
を
先
送
り
に
し
て
い
た
の
が
、
落
款
で

雅
号
の
前
に
添
え
ら
れ
る
こ
と
の
あ
る
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
署
名
、
お
よ
び
、
こ

の
語
が
持
つ
意
味
合
い
に
つ
い
て
の
検
討
で
あ
る
。

　「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
と
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
仙
厓
が
住
持

を
務
め
た
寺
、
筑
前
国
博
多
の
聖
福
寺
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
仙
厓
が
用
い
た
雅
号

は
複
数
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
仙
厓
本
人
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
い

う
点
で
は
変
わ
り
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
語
と
雅
号
の
二
つ
が
組
み
合
わ
さ
れ
た

落
款
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
作
品
が
“
聖
福
寺
の
仙
厓
”
に
よ
る
も
の
で
あ

る
と
自
署
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
住
持
の
職
を
弟
子
の
堪
元
等
夷
（
？
─
一
八

五
五
）
に
譲
っ
て
退
任
し
た
後
の
時
期
に
制
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
作
品
に
は
、
わ

ざ
わ
ざ
「
前
」
と
い
う
言
葉
を
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
に
付
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
作
品
が
“
住
持
を
譲
っ
た
、
前
の
聖
福
寺
住
持
の
仙
厓
”

に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
た
だ
し
、
仙
厓
が
自
身
の
所
属
を
示
す
こ
の
言
葉
を
常
に
用
い
て
い
た
の
か
と
い

う
と
、
そ
う
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
署
名
は
仙
厓
画
全
体
か
ら
見
る
と

ご
く
一
部
の
作
品
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、「
前
」
の
文
字
を
添
え
た
署
名
は

散
見
さ
れ
る
程
度
で
、
現
存
す
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
作
品
が
隠
棲
後
の
制
作
で
あ

八
　波
　浩
　一
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も
に
用
い
て
い
る
注
目
す
べ
き
語
が
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
制

作
時
期
の
大
部
分
は
隠
棲
後
で
あ
っ
た
た
め
、
住
持
退
任
後
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
「
前
」
の
語
を
頭
に
つ
け
る
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
仙
厓
が
住
持
職
を
務
め
た
九

州
・
博
多
の
聖
福
寺
の
こ
と
で
あ
る
。
字
義
通
り
に
解
釈
す
る
と
「
日
本
最
古
の
禅

寺
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
こ
の
語
は
「
日
本
最
古
」
と
い
う
こ
の
寺
の
歴
史
的
な

事
実
を
顕
彰
し
て
後
鳥
羽
天
皇
（
上
皇
）
か
ら
く
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
寺
で
は

御
宸
筆
も
あ
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
、
そ
れ
を
も
と
に
し
た
勅
額
（
扁
額
）
が
制

作
さ
れ
、
山
門
に
掲
げ
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
経
緯
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
こ
の
語

は
聖
福
寺
の
み
に
許
さ
れ
た
、
同
寺
を
象
徴
す
る
特
別
な
言
葉
な
の
で
あ
る
。

　
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
仙
厓
が
作
品
の
落
款
に
こ
の
語
を
雅
号
に
添
え
て
用
い

る
と
い
う
行
為
に
は
、
そ
れ
が
紛
れ
も
な
く
聖
福
寺
の
み
を
意
味
す
る
特
別
な
言
葉

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
う
余
地
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し

か
も
、
そ
の
使
用
が
き
わ
め
て
限
定
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
行
為
に
よ
っ

て
表
さ
れ
る
何
か
特
別
な
意
味
合
い
、
あ
る
い
は
思
い
の
表
出
が
あ
っ
て
し
か
る
べ

き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
日
本
を
代
表
す
る
聖
福
寺
の
」
あ
る

い
は
、「
日
本
の
禅
宗
に
と
っ
て
特
別
な
位
置
付
け
を
持
っ
た
聖
福
寺
を
代
表
し
て
」

と
い
っ
た
、
つ
ま
り
、
よ
り
「
正
式
・
公
式
」
な
意
味
合
い
を
揮
毫
し
た
作
品
に
付

与
す
る
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
感
覚
を
醸
成
す
る
効
果
を
作
品
に
も
た
ら
す
こ

と
を
期
待
し
て
使
用
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
［
註
2
］。

　
た
だ
し
、
こ
の
語
を
添
え
た
作
品
と
そ
う
で
は
な
い
作
品
と
の
間
で
、
つ
ま
り
、

落
款
に
お
け
る
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
仙
厓
自
身
は
言
及

し
て
お
ら
ず
、
こ
の
語
を
使
用
し
た
真
意
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
作
品

分
析
か
ら
推
測
す
る
し
か
な
い
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
を

る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、「
前
」
の
文
字
の
有
無
と
そ
の
使
い
分
け
は
さ
ほ
ど

厳
密
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
、「
前
」
の
文
字
を
伴
う
署
名
は
極
め

て
限
定
的
で
あ
り
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
署
名
の
一
亜
種
に
含
め
て
考
え
る
こ
と
が

可
能
な
ほ
ど
少
数
で
、
そ
の
点
か
ら
類
推
す
る
と
極
め
て
特
殊
な
例
外
で
あ
る
と
考

え
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
今
回
も
調
査
対
象
と
し
た
の
は
出
光
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
知
ら

れ
て
い
る
通
り
、
所
蔵
す
る
作
品
の
内
容
・
ジ
ャ
ン
ル
も
多
岐
に
わ
た
り
、
一
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
で
は
あ
る
も
の
の
、
仙
厓
画
の
全
貌
を
充
分
に
反
映
し
て
い
る
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
所
蔵
さ
れ
る

約
一
〇
〇
〇
件
の
作
品
を
通
覧
し
て
も
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
お
よ
び
「
前
扶
桑
最

初
禅
窟
」
の
署
名
を
伴
う
落
款
が
用
い
ら
れ
た
作
例
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
く
、
む
し

ろ
、
そ
の
使
用
は
非
常
に
限
定
的
で
あ
る
。

　
で
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
あ
え
て
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
ま
た
は
「
前
扶

桑
最
初
禅
窟
」
の
署
名
を
伴
っ
て
い
る
作
品
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、

そ
れ
ら
を
分
析
す
る
こ
と
で
こ
の
語
を
使
用
す
る
と
い
う
行
為
に
込
め
ら
れ
た
特
殊

な
意
味
合
い
を
突
き
止
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
考
で
は
こ
の
点

に
焦
点
を
絞
っ
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

　
そ
こ
で
、
ま
ず
は
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
意
味
と
、
こ
の
語
が
落
款
に
加
え
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
意
味
合
い
を
考
え
て
み
た
い
。

　
　
一
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
持
つ
意
味

　
　
　
　
─
─ 

仙
厓
に
と
っ
て
の
よ
り
公
式
な
作
品
の
可
能
性

　
仙
厓
は
自
身
の
描
い
た
作
品
の
落
款
に
様
々
な
雅
号
を
用
い
た
が
、
そ
れ
ら
と
と
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1–

1

　布
袋
画
賛

　一
幅
［
図
1–

1
］

紙
本
墨
画
・
墨
書

文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）

九
二
・
五
×
二
五
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

負
重
渉
遠

不
擇
地
休

閻
浮
兜
率

兜
率
閻
浮

　
文
化
丁
丑
夏
日

　
扶
桑
㝡
初
禅
窟
　
厓
陳
人
拜
畫

題

　
前
稿
で
も
取
り
上
げ
た
「
布
袋
画
賛
」［
註
4
］
で
あ
る
。「
重
い
荷
物
を
背
負
っ

て
休
ま
ず
に
何
処
ま
で
も
歩
き
続
け
て
き
た
。
歩
き
す
ぎ
て
、
こ
の
世
と
あ
の
世
の

区
別
さ
え
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
布
袋
に
述
べ
さ
せ
る
こ
の
画
賛
は
、
文

化
十
四
年
（
一
八
一
七
）、
つ
ま
り
、
仙
厓
六
十
八
歳
の
夏
に
描
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。

仙
厓
は
布
袋
を
自
ら
の
分
身
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
、
こ
の
世
を
救
う
使
命

を
お
び
た
布
袋
の
苦
労
は
自
身
の
苦
労
で
も
あ
る
と
い
う
決
意
の
表
明
で
あ
ろ
う
。

隠
棲
し
て
以
降
は
、
こ
の
よ
う
に
画
賛
を
描
い
て
は
仏
の
教
え
を
広
め
る
こ
と
に
全

霊
を
捧
げ
て
い
る
自
身
の
姿
が
そ
の
前
提
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
布
袋
が
い
か
に
も
人

間
の
よ
う
に
自
由
に
振
舞
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
背
景
に
は
、
そ
こ
に
仙
厓
自
身
の

姿
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
か
た
ち
を
変
え
た
仙
厓

の
自
画
像
の
一
つ
と
も
い
え
よ
う
。

　
さ
て
、
落
款
に
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
構
図
や
表
現
な

伴
う
意
味
と
、
仙
厓
画
全
体
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
作
品
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
、

作
例
を
ジ
ャ
ン
ル
毎
に
分
け
て
検
討
を
試
み
た
い
と
思
う
。
な
お
、
取
り
上
げ
る
作

品
は
、
前
回
の
『
出
光
美
術
館
研
究
紀
要
』（
以
下
、『
研
究
紀
要
』）
で
仙
厓
画
の
画

風
変
遷
を
論
じ
た
際
に
取
り
上
げ
た
作
品
の
画
題
分
類
に
そ
っ
て
進
め
る
こ
と
と
す

る
［
註
3
］。
た
だ
し
、
同
じ
作
品
に
つ
い
て
触
れ
る
場
合
は
、
必
要
で
な
い
限
り
は

図
版
や
作
品
解
説
な
ど
は
前
出
の
論
考
に
譲
り
、
あ
る
い
は
概
略
の
み
を
記
し
、
重

複
を
出
来
る
だ
け
避
け
る
よ
う
心
が
け
た
。

　
　
二
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
署
名
を
伴
う
作
品
群 

そ
の
一

　
　
　
　─
─ 

仏
画
と
祖
師
図
、
そ
し
て
天
神
図

　「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
を
落
款
に
伴
う
作
品
と
し
て
、
前
回
の
論
考
で
取
り
上

げ
た
「
仏
画
」
と
「
祖
師
図
」、
こ
れ
に
仙
厓
が
活
躍
し
た
博
多
と
い
う
土
地
柄
を

反
映
し
た
人
気
の
画
題
と
思
わ
れ
る
「
天
神
（
渡
唐
天
神
）
図
」
な
ど
の
テ
ー
マ
を

ま
ず
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
ら
の
画
題
を
描
い
た
作
品
は
現
存
数
も
比
較
的
多
く
、
制

作
時
期
も
長
期
に
わ
た
っ
て
お
り
、
画
風
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
作
品
群
で
あ
り
、

今
回
検
討
を
試
み
た
い
語
の
使
用
に
あ
た
っ
て
の
変
遷
、
制
作
時
期
や
画
風
・
画
題

の
変
化
に
よ
る
影
響
を
探
る
上
で
格
好
の
素
材
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

①
布
袋

　「
布
袋
」
を
描
い
た
作
品
は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
三
四
点
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

内
、
年
記
の
あ
る
作
品
は
三
点
あ
り
、
そ
の
中
の
二
点
に
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語

が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
年
記
の
伴
わ
な
い
作
品
も
二
点
確
認
で
き
る
。
そ
こ

で
、
以
下
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
例
を
取
り
上
げ
る
。
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そ
の
表
現
は
、
前
稿
で
取
り
上
げ
た
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
の
年
記
が
あ
る

「
布
袋
画
賛
」［
註
5
］
に
近
く
、
仙
厓
の
作
画
期
間
の
中
で
は
比
較
的
初
期
、
住
持

時
代
に
描
か
れ
た
一
連
の
「
布
袋
画
賛
」
の
内
の
一
点
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

布
袋
の
姿
は
自
在
で
生
き
生
き
と
し
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
の
時
期
の
布
袋
は
画
面

に
対
し
て
か
な
り
小
さ
く
控
え
め
に
描
か
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
賛
文
を
記
し
た
書
の

占
め
る
面
積
の
方
が
よ
り
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
学
習
途
中
の
画
技
に
対
す
る
自
信

の
な
さ
が
こ
の
よ
う
な
画
面
上
の
画
と
書
の
占
有
率
の
違
い
を
生
み
出
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
描
写
は
丁
寧
で
、
細
か
い
描
線
と
太
い
描
線
を
巧
み
に
使
い
分
け
、
表

現
に
お
い
て
も
制
作
時
期
が
よ
り
遡
る
「
布
袋
画
賛
」［
註
6
］
よ
り
は
熟
練
度
が
増

し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　
画
風
か
ら
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
、
本
作
に
用
い
ら
れ
た
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の

署
名
こ
そ
は
「
日
本
最
古
の
禅
寺
」
の
住
持
で
あ
る
仙
厓
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
作
品

で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
作
品
を
制
作
し
た
当
時
の
自
身
の
境
遇
に
見
合
っ
た
か
た

ち
で
署
名
し
て
い
る
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
惜
し
む
ら
く
は
、
寛
政

ど
も
自
由
度
を
増
し
て
き
て

お
り
、
年
記
か
ら
隠
棲
時
代

の
制
作
で
あ
る
こ
と
が
ハ
ッ

キ
リ
し
て
い
る
が
、
だ
と
す

る
な
ら
ば
正
し
く
は
「
前
」

と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ

う
な
っ
て
は
い
な
い
。
画
賛

の
ほ
と
ん
ど
が
隠
棲
時
代
の

制
作
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
る
仙
厓
画
で
は
あ
る
が
、

「
前
」
を
伴
う
場
合
の
方
が
少
な
い
状
況
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」

の
語
と
す
で
に
隠
棲
し
た
自
身
の
現
状
と
の
整
合
性
に
関
し
て
は
無
頓
着
で
あ
っ
た

と
も
い
え
よ
う
。

1–

2

　布
袋
画
賛

　一
幅
［
図
1–

2
］

紙
本
墨
画
・
墨
書

九
一
・
〇
×
二
七
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

謾
唱
長
句
短
歌
文

百
億
一
身
調
相
分

此
曲
祇
應
天
上
在

人
間
能
得
幾
回
聞

　
扶
桑
㝡
初
禅
窟
　
梵
僲
厓
画

題

図 1–1　布袋画賛
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2–

1

　寒
山
拾
得
画
賛

　一
幅
［
図
2–

1
］

絹
本
墨
画
・
墨
書

文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）

八
四
・
五
×
二
七
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

唵
阿
謨
伽
吠
盧
舎
那

摩
賀
　
母
　
捺
羅
　
摩
抳
　
鉢
都
納

入
　
薄
羅
　
鉢
羅
　
韈
利
　
多
　
野

吽　
文
化
丙
子
暮
春
前
　
扶
桑
㝡
初
禅
窟
　
梵
僊
厓
董
沐
画

書

　
前
稿
で
も
取
り
上
げ
た
、
仙
厓
六
十
七
歳
の
作
品
で
あ
る
［
註
7
］。
梵
音
の
真
言

を
記
し
た
画
幅
の
下
部
に
、
寄
り
添
っ
て
経
典
に
見
入
る
寒
山
と
拾
得
を
描
い
て
い

る
。
箒
を
手
に
し
た
拾
得
は
幅
の
広
い
墨
線
に
よ
っ
て
ラ
フ
な
、
し
か
し
、
ボ
リ
ュ

十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
の
作

に
あ
り
、
こ
の
時
期
に
よ
く

用
い
ら
れ
た
「
百
堂
主
人
」

の
雅
号
も
な
く
、
制
作
時
期

が
ハ
ッ
キ
リ
と
証
明
出
来
な

い
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、「
布
袋
」

と
い
う
画
題
の
作
品
群
に
つ

い
て
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の

語
を
伴
う
作
例
二
点
を
検
討
し
た
が
、
年
記
が
な
い
も
の
の
、
画
風
か
ら
推
測
す
る

に
住
持
時
代
の
制
作
と
思
わ
れ
る
作
品
に
も
、
年
記
が
伴
い
、
隠
棲
後
の
作
品
で
あ

る
こ
と
が
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
る
作
品
に
も
、
同
じ
よ
う
に
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語

が
添
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
特
に
前
者
は
制
作
時
期
を
正
確
に
反
映
す
る

た
め
に
は
「
前
」
の
文
字
を
伴
う
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
配
慮
は
な
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
の
た
め
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
、
お
よ
び
「
前
」
の
文
字
を
伴
う

同
語
が
本
来
示
す
べ
き
、
作
品
制
作
当
時
に
お
け
る
仙
厓
自
身
の
所
属
の
表
明
の
明

確
化
と
い
っ
た
目
的
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。

②
寒
山
拾
得

　「
寒
山
拾
得
」
で
は
、
所
蔵
す
る
作
品
三
一
点
の
内
、
年
記
の
あ
る
作
品
三
点
中

一
点
に
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
落
款
に
添
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
年
記
の
伴

わ
な
い
作
品
も
二
点
確
認
出
来
る
。

図 1–2　布袋画賛
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ー
ム
感
を
充
分
感
じ
さ
せ
る

黒
衣
を
身
に
ま
と
う
姿
に
表

現
さ
れ
て
お
り
、
画
技
の
冴

え
を
見
せ
る
描
写
方
法
と
な

っ
て
い
る
。
拾
得
は
仙
厓
に

よ
る
寒
山
・
拾
得
の
図
に
特

徴
的
な
穏
や
か
な
表
情
を
こ

ち
ら
に
向
け
て
い
る
。
一
方
、

寒
山
は
こ
ち
ら
に
背
を
向
け

て
一
心
不
乱
に
経
典
に
見
入

っ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
も
わ

ず
か
な
墨
線
だ
け
で
衣
の
下
に
隠
さ
れ
た
が
っ
し
り
と
し
た
体
躯
を
感
じ
さ
せ
る
絶

妙
な
描
写
と
な
っ
て
い
る
。

　
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
の
年
記
が
伴
う
隠
棲
時
代
の
制
作
で
あ
り
、
や
や
間

隔
を
あ
け
て
「
前
」
の
文
字
が
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
に
添
え
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
落
款
は
「
梵
僲
厓
董
沐
画

書
」
と
な
っ
て
お
り
、「
衣
に
香
を
た
き
し
め
、

髪
を
洗
っ
て
身
を
清
め
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
「
董
沐
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る

点
も
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
伴
う
作
品
の
性
格
を
特
徴
付
け
る
言
葉
と
し
て

注
目
さ
れ
る
。

2–

2

　寒
山
拾
得
画
賛

　一
幅
［
図
2–

2
］

紙
本
墨
画
・
墨
書

九
一
・
九
×
二
七
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

梵
経
竹
箒

相
値
相
逢

語
笑
甚
事

徴
風
幽
松

更
有
近
聴
聲
愈
好

國
清
寺
裏
午
齋
鐘

敕
賜
扶
桑
㝡
初
禅
窟
　
梵
僊
厓
書
画
一
筆

　
前
稿
で
も
取
り
上
げ
た
本
作
［
註
8
］
も
前
作
同
様
、
二
人
の
人
物
像
を
表
現
す

る
に
あ
た
り
、
白
と
黒
と
い
う
色
彩
の
対
比
表
現
に
よ
っ
て
描
き
分
け
る
と
い
う
、

巧
み
な
描
写
処
理
を
見
せ
る
作
品
で
あ
る
。
以
下
に
も
述
べ
る
よ
う
に
使
用
さ
れ
て

い
る
印
章
か
ら
推
測
す
る
と
、
制
作
時
期
が
隠
棲
前
後
の
時
代
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
る
た
め
か
、
住
持
時
代
以
来
の
細
か
く
丁
寧
な
描
写
が
い
ま
だ
に
残
っ
て
い
る
。

図 2–1　寒山拾得画賛
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扶
桑
㝡
初
禅
窟
　
梵
仙
厓
拜
画
並
題

　
や
や
ア
ク
の
強
い
寒
山
拾
得
像
に
な
っ
て
い
る
。
有
名
な
伝
顔
輝
筆
の
「
寒
山
拾

得
図
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
の
よ
う
な
怪
異
な
人
物
表
現
で
、
先
の
作
品
や
そ
の

後
の
仙
厓
に
よ
る
「
寒
山
拾
得
画
賛
」
に
共
通
す
る
朗
ら
か
で
明
る
い
人
物
像
と
は

趣
を
異
に
す
る
点
が
特
筆
さ
れ
る
。
使
用
さ
れ
て
い
る
印
章
か
ら
判
断
す
る
と
、
こ

ち
ら
は
五
十
歳
代
の
前
半
頃
、
つ
ま
り
、
住
持
時
代
の
作
で
あ
り
、
む
し
ろ
前
述
の

作
品
よ
り
も
早
い
時
期
の
制
作
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
［
註
11
］。
つ
ま
り
、
制
作
時

期
の
点
か
ら
判
断
す
る
と
、
こ
の
作
品
も
ま
さ
に
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
が
伴
う
べ
き

住
持
時
代
の
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　「
寒
山
拾
得
」
を
描
い
た
作
例
を
検
討
し
て
み
た
。「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
を
伴

　
印
章
に
基
づ
い
た
制
作
時

期
の
判
断
に
つ
い
て
は
す
で

に
詳
し
い
考
察
が
な
さ
れ
て

い
る
が
［
註
9
］、
そ
れ
に
よ

る
と
本
作
の
揮
毫
は
ち
ょ
う

ど
隠
棲
す
る
頃
あ
た
り
の
時

期
（
五
十
五
歳
よ
り
六
十
歳
代

前
半
頃
ま
で
）
と
思
わ
れ
［
註

10
］、
作
風
か
ら
も
ほ
ぼ
そ

の
推
定
が
納
得
出
来
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し

た
が
っ
て
、
推
定
さ
れ
る
制
作
時
期
を
考
え
る
と
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
の
使
用

は
正
し
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
本
作
の
落
款
で
は
「
敕
賜
」
の
語
も
添
え
ら
れ
て

い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

2–

3

　寒
山
拾
得
画
賛

　一
幅
［
図
2–

3
］

紙
本
墨
画
・
墨
書

一
〇
一
・
五
×
四
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

忘
指
而
不
忘
月
則
其
月
猶
指

除
塵
而
不
除
帚
則
其
帚
同
塵

天
台
霞
起
建
標
峨
嵋
秋

高
成
輪
相
逢
我
與
汝
不
知

何
許
人

図 2–2　寒山拾得画賛
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③
釈
迦
（
出
山
釈
迦
）

　
禅
宗
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
尊
格
で
あ
る
「
釈
迦
（
出
山
釈
迦
）」
を
描
い
た
作
品

で
は
、
所
蔵
す
る
作
品
九
点
中
、
年
記
の
あ
る
作
品
二
点
は
い
ず
れ
に
も
「
扶
桑
最

初
禅
窟
」
の
語
が
落
款
に
添
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
年
記
の
伴
わ
な
い
作
品
一
点

も
確
認
出
来
る
。

3–
1

　出
山
釈
迦
画
賛

　一
幅
［
図
3–

1
］

紙
本
墨
画
・
墨
書

天
保
三
年
（
一
八
三
二
）

九
八
・
五
×
二
七
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

う
作
例
三
点
の
内
、
画
風
や

使
用
さ
れ
て
い
る
印
章
か
ら

推
測
す
る
と
住
持
時
代
の
制

作
と
思
わ
れ
る
作
品
二
点
に

は
残
念
な
が
ら
年
記
が
な
い
。

一
方
、
文
化
十
三
年
（
一
八

一
六
）
の
年
記
が
伴
う
作
品

で
は
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」

の
語
に
「
前
」
の
文
字
が
正

し
く
添
え
ら
れ
て
い
た
。
つ

ま
り
、
こ
の
語
の
使
用
状
況

は
「
布
袋
」
を
描
い
た
作
例

と
は
や
や
異
な
り
、
隠
棲
後

の
制
作
を
よ
り
意
識
し
た
も

の
と
な
っ
て
い
た
。

　
ま
た
、
住
持
時
代
の
作
と
思
わ
れ
る
作
品
の
一
つ
に
「
勅
賜
」
の
語
が
添
え
ら
れ

て
お
り
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
の
持
つ
意
味
合
い
を
よ
り
強
調
し
て
い
る
点
は

注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
董
沐
」
と
い
う
特
殊
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
作
品
も

あ
り
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
伴
う
べ
き
作
品
の
性
格
を
特
徴
付
け
る
言
葉
と

し
て
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
は
「
勅
賜
」
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
事
実
を
意
識
さ
せ
る
も
の
で
、
か
つ
「
董
沐
」
し
て
作
画
に
臨
む
べ

き
作
品
に
添
え
る
価
値
の
あ
る
言
葉
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
。

図 2–3　寒山拾得画賛
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3–

2

　出
山
釈
迦
画
賛

　一
幅
［
図
3–

2
］

紙
本
墨
画
・
墨
書

一
一
一
・
九
×
二
九
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

入
る
山
と
出
る
山
と
し

　
　
　
　
　
か
わ
ら
す
ハ

　
　
　
よ
ひ
み
し
星
は
暁
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
の
の
星

　
扶
桑
㝡
初
禅
窟
　
梵
仙
厓
拜
画

　
描
写
や
表
現
は
や
や
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
表
現
の
概
要
は
前
作
と

大
差
は
な
い
。

　
隠
棲
時
代
の
制
作
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
署
名
に
は
「
前
」
の
文
字

令
色
三
十
二
相
好

巧
言
四
十
九
年
非

鮮
仁
元
自
大
悲
起

天
上
人
間
知
者
稀

　
天
保
壬
辰
　
仲
夏
　
前
扶
桑
㝡
初
禅
窟
　
梵
仙
厓

拜
画
並
題

　
前
稿
で
も
取
り
上
げ
た
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）、
仙
厓
八
十
三
歳
の
作
で
あ
る

［
註
12
］。
釈
迦
の
功
績
を
称
え
る
賛
を
添
え
た
画
で
、
向
か
っ
て
左
向
き
の
釈
迦
は

衣
の
下
で
両
手
を
重
ね
て
拱
手
し
た
姿
勢
で
、
画
面
左
前
方
に
優
し
い
視
線
を
落
と

し
た
姿
に
描
か
れ
て
い
る
。
描
写
は
簡
略
化
が
進
ん
で
い
る
も
の
の
、
面
部
の
表
現

な
ど
は
細
線
で
丁
寧
に
表
さ
れ
て
い
る
。

　
署
名
は
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
に
「
前
」
の
文
字
が
添
え
ら
れ
て
お
り
、
本
作

が
ま
さ
に
隠
棲
時
代
の
仙
厓
に
よ
る
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
正
し
く
反
映
し
た

落
款
を
伴
う
作
品
で
あ
る
。

先
に
も
述
べ
た
通
り
、
隠
棲

後
も
「
前
」
の
文
字
を
伴
わ

ず
、
た
だ
「
扶
桑
最
初
禅

窟
」
と
の
み
署
名
す
る
例
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
る
中
、
自
身

の
境
遇
を
正
し
く
反
映
し
た
、

そ
の
意
味
で
は
貴
重
な
作
品

で
あ
る
。

図 3–1　出山釈迦画賛
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は
つ
い
て
お
ら
ず
、
そ
の
点

で
は
前
作
と
異
な
っ
て
い
る
。

　「
釈
迦
（
出
山
釈
迦
）」
を

テ
ー
マ
と
し
た
作
品
に
は
住

持
時
代
の
、
あ
る
い
は
、
そ

の
時
代
の
作
で
あ
ろ
う
と
推

測
出
来
る
作
品
で
「
扶
桑
最

初
禅
窟
」
の
語
を
伴
う
作
例

は
な
く
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
所
蔵
す
る
三
点
（
内
、
二
点
を
取
り
上
げ
た
）
は
す
べ
て

隠
棲
時
代
の
作
品
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
中
の
一
点
に
「
前
」
の
文
字
が
見
ら

れ
、
明
ら
か
に
隠
棲
し
て
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
「
前
」
の
住
持
と
な
っ
た
こ
と
を

意
識
し
て
描
い
た
作
品
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。「
前
」
の
文
字
の
使
用

は
自
身
の
状
況
の
変
化
を
表
明
し
た
も
の
で
、
そ
の
よ
う
な
変
化
を
意
識
し
て
い
な

い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
ハ
ッ
キ
リ
と
わ
か
っ
た
。

④
観
音

　「
観
音
（
滝
見
観
音
）」
は
所
蔵
す
る
作
品
数
も
多
く
、
一
六
点
あ
る
。
そ
の
中
で

年
記
の
あ
る
作
品
八
点
中
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
落
款
に
添
え
ら
れ
て
い
る

作
品
は
七
点
あ
る
。
一
方
、
年
記
の
伴
わ
な
い
作
品
一
点
も
確
認
出
来
る
。

4–

1

　滝
見
観
音
画
賛

　一
幅
［
図
4–

1
］

紙
本
墨
画
・
墨
書

天
保
四
年
（
一
八
三
三
）

図 3–2　出山釈迦画賛

一
一
三
・
八
×
三
四
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

菩
薩
清
涼
月

遊
於
畢
竟
空

衆
生
心
水
浄

菩
提
影
現
中

昨
日
今
日
あ
す
か
河
な
る
流
れ
に
も

　
　
　
　
　
　
　
す
み
て
な
か
れ
ぬ
水
底
の
月

　
天
保
癸
巳
三
月
十
八
日
　
前
扶
桑
㝡
初
禅
窟
　
梵
仙
厓
拜
画

　
前
稿
で
も
取
り
上
げ
た
、
八
十
四
歳
の
作
品
で
あ
る
［
註
13
］。
種
類
の
異
な
っ
た

線
を
使
い
分
け
て
、
白
衣
を
身
に
ま
と
っ
て
岩
場
に
坐
す
高
貴
な
観
音
の
姿
を
巧
み

に
描
き
出
し
て
い
る
。
顔
貌
表
現
も
細
か
く
丁
寧
で
あ
る
。
背
景
と
な
る
流
れ
落
ち
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遊
於
畢
竟
空

衆
生
心
水
浄

菩
提
影
現
中

　
扶
桑
㝡
初
禅
窟
　
梵
仙
崖
拜
画

　
本
作
は
か
な
り
略
筆
で
、
描
写
も
他
の
作
品
に
比
べ
る
と
や
や
雑
で
あ
る
。
制
作

る
滝
や
せ
り
出
し
た
岩
や
岩

場
、
そ
し
て
、
打
ち
寄
せ
る

波
や
水
面
な
ど
は
筆
を
面
的

に
用
い
た
表
現
で
、
や
や
簡

略
化
さ
れ
た
描
写
と
な
っ
て

い
る
。
す
ら
り
と
し
て
品
が

あ
り
、
気
高
く
慈
悲
深
い
観

音
を
描
い
た
本
作
最
大
の
特

徴
は
、
仙
厓
が
遺
し
た
「
滝

見
観
音
」
図
に
は
珍
し
く
正

面
向
き
に
描
か
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

　
本
作
は
天
保
四
年
（
一
八

三
三
）
の
制
作
で
、
隠
棲
時

代
の
作
で
あ
る
こ
と
を
正
し

く
反
映
し
、「
扶
桑
最
初
禅

窟
」
の
語
の
前
に
は
「
前
」

の
文
字
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

4–

2

　滝
見
観
音
画
賛

　一
幅
［
図
4–

2
］

紙
本
墨
書
・
墨
書

一
二
一
・
二
×
二
八
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

菩
薩
清
涼
月

図 4–1　滝見観音画賛図 4–2　滝見観音画賛



出
光
美
術
館
研
究
紀
要

　第
二
十
八
号
（
二
〇
二
二
年
度
）

110

年
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
画
風
よ
り
隠
棲
後
の
作
品
で
あ
ろ
う
と
判
断
さ
れ
る
。

し
か
し
、
前
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
な
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
の
崩
れ
は
な
く
、
そ
の
点
か

ら
判
断
す
る
と
最
晩
年
の
作
品
で
は
な
い
よ
う
だ
［
註
14
］。

　
た
だ
し
、
署
名
は
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
み
で
、「
前
」
の
文
字
は
用
い
ら
れ
て

は
い
な
い
。

　
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
作
例
二
点
を
含
め
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
を
伴
う
「
観

音
（
滝
見
観
音
）」
の
図
は
八
点
あ
り
、
い
ず
れ
も
隠
棲
時
代
の
作
で
あ
る
こ
と
が
年

記
や
画
風
か
ら
判
断
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
の
中
で
、
制
作
当
時
の
所
属
を
正
し

く
反
映
し
た
「
前
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
署
名
を
伴
う
作
品
は
、
文
政
四
年
（
一
七
二

一
）、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）、
そ
し
て
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
の
制
作
と
な
る
作

品
三
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。「
観
音
」
は
仙
厓
の
お
気
に
入
り
の
画
題
の
一

つ
で
あ
り
、
現
存
す
る
作
品
数
も
多
い
た
め
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
を
伴
う
作

品
数
五
点
、「
前
」
と
制
作
時
期
に
お
け
る
正
し
い
所
属
を
表
記
し
た
作
品
数
三
点

と
多
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
住
持
時
代
の
制
作

で
あ
っ
た
前
出
の
「
寒
山
拾

得
画
賛
」［
図
2–

2
］
と
は

制
作
時
期
は
異
な
っ
て
は
い

る
も
の
の
、
隠
棲
後
の
文
政

六
年
（
一
八
二
三
）
の
年
記

が
あ
る
作
品
［
註
15
］
に
は

同
じ
よ
う
に
「
勅
賜
」
の
文

字
が
添
え
ら
れ
て
い
る
点
も

注
目
さ
れ
る
。

⑤
達
磨

　
仏
画
の
テ
ー
マ
と
し
て
最
後
に
取
り
上
げ
る
の
は
「
達
磨
」
で
あ
る
。
所
蔵
す
る

作
品
一
二
点
中
、
年
記
の
あ
る
作
品
二
点
は
、
い
ず
れ
に
も
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の

語
が
落
款
に
添
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
年
記
の
伴
わ
な
い
作
品
も
二
点
確
認
出
来

る
。

5–

1

　達
磨
画
賛

　一
幅
［
図
5–

1
・
口
絵
4
］

紙
本
墨
画
・
墨
書

天
保
八
年
（
一
八
三
七
）

一
〇
二
・
八
×
二
九
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

お
と
も
な
く
香
も
な
く

図 5–1　達磨画賛
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5–

2

　達
磨
過
葱
嶺
画
賛

　一
幅
［
図
5–

2
］

紙
本
墨
画
・
墨
書

一
一
七
・
四
×
五
一
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

孤
舟
浮
海
神
州

遠
隻
履
蹴

天
葱
嶺
高

莫
道
東
西
十

不
隔
秋
毫

　
　
　
文
字
も
な
き
道
は

　
　
　
　
片
た
足
履
に

　
　
　
　
葦
の
葉
の
船

　
天
保
丁
酉
夏
日
　
扶
桑
㝡
初
禅
窟

　
　
　
　
　
　
　
梵
仙
厓

拜
画
賛

　
前
稿
で
取
り
上
げ
た
、
仙
厓
が
残
し
た
最
晩
年
、
八
十
八
歳
で
揮
毫
し
た
禅
宗
祖

師
図
で
あ
る
［
註
16
］。
賛
文
か
ら
判
断
す
る
と
、
本
図
で
は
「
葦
葉
達
磨
」
と
「
尸

解
達
磨
」
と
い
う
、
達
磨
大
師
に
ま
つ
わ
る
二
つ
の
伝
説
の
一
部
分
ず
つ
を
組
み
合

わ
せ
て
一
図
と
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
墨
線
に
は
や

や
た
ど
た
ど
し
さ
が
見
ら
れ

る
も
の
の
、
少
な
い
筆
数
で

確
実
に
対
象
と
な
る
人
物
像
、

し
か
も
珍
し
く
達
磨
の
全
身

像
を
描
き
上
げ
て
い
る
。

　
八
十
八
歳
の
制
作
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
住
持
に
再

任
さ
れ
て
以
降
の
時
期
と
な

る
た
め
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」

の
み
の
署
名
が
今
一
度
意
味

を
持
っ
て
く
る
作
品
と
な
る
。

図 5–2　達磨過葱嶺画賛
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5–

3

　達
磨
画
賛

　一
幅
［
図
5–

3
］

紙
本
墨
画
・
墨
書

一
〇
四
・
一
×
二
八
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

直
指
人
心

見
性
成
佛

更
問
如
何

南
無
阿
弥
陀
佛

　
扶
桑
㝡
初
禅
窟

　
　
　
　
　
厓
拜
画

　
悟
り
に
至
る
修
行
に
お
い
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
達
磨
大
師
の
言
葉
「
直
指
人

心
」「
見
性
成
仏
」
の
内
容
を
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
で
あ
る
と
す
る
仙
厓
特
有
の
融

合
的
な
仏
教
解
釈
、
つ
ま
り
、
禅
宗
も
浄
土
宗
や
浄
土
真
宗
の
よ
う
な
浄
土
教
的
な

　
扶
桑
㝡
初
禅
窟

　
無
方
斎
梵
僲
厓

　
　
　
拜
画
並
題

　
画
題
的
に
は
前
に
考
察
し
た
「
達
磨
画
賛
」
と
同
じ
で
、
こ
こ
で
も
達
磨
大
師
に

ま
つ
わ
る
二
つ
の
伝
説
を
あ
わ
せ
て
一
図
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
通
常
は
達
磨
の
半

身
図
で
あ
る
場
合
が
多
い
仙
厓
の
「
達
磨
画
賛
」
で
あ
る
が
、
前
作
同
様
に
珍
し
く

達
磨
の
全
身
像
を
、
そ
の
歩
み
進
む
道
の
両
側
に
展
開
す
る
土
坡
や
生
い
茂
る
樹
木

も
含
め
て
丁
寧
に
描
い
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
達
磨
の
表
情
に
は
他
の
作
品
に

比
べ
て
や
や
ひ
ょ
う
き
ん
な
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
る
。

　「
無
方
斎
」
と
い
う
珍
し
い
号
を
伴
っ
て
い
る
本
作
に
も
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の

語
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
制
作
年
が
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
も
の
の
、
画
風
か
ら
は
隠
棲

時
代
の
制
作
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。「
厓
画
無
法
」
を
宣
言
し
た
仙
厓
で
あ
る

の
で
、
こ
の
よ
う
な
号
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
雅
号
と
は
異
な
っ
て
細
部
ま
で
比

較
的
丁
寧
に
描
出
す
る
作
画

態
度
と
「
無
法
」
な
画
風
を

標
榜
す
る
雅
号
、
そ
れ
に

「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
の

組
み
合
わ
せ
は
、
こ
の
語
の

使
用
に
あ
た
っ
て
の
意
味
合

い
を
検
討
す
る
上
で
も
注
目

さ
れ
る
。

図 5–3　達磨画賛
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「
無
法
」
の
作
品
で
あ
る
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
作
例
は
非
常
に
例
外
的

な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
作
品
に
も
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
を
添
え
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
画
風
の
硬
軟
は
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
と
い
う
語
の
使

用
に
あ
た
っ
て
、
あ
ま
り
意
識
さ
れ
る
必
要
を
感
じ
さ
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
さ
て
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
署
名
の
有
無
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
、
前
稿
で
取
り
上

げ
た
「
仏
画
」
と
「
祖
師
図
」
の
テ
ー
マ
を
ジ
ャ
ン
ル
順
に
考
察
し
て
き
た
。
前
稿

で
は
こ
れ
ら
に
続
け
て
「
神
」
を
描
い
た
「
天
神
（
渡
唐
天
神
）
図
」
を
取
り
上
げ
た
。

当
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
所
蔵
す
る
作
品
九
点
中
、
年
記
の
あ
る
作
品
は
一
点
あ
る

も
の
の
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
は
落
款
に
添
え
ら
れ
て
い
な
い
。
年
記
の
伴
わ

な
い
作
品
中
に
も
そ
の
よ
う
な
作
品
は
な
く
、
結
局
、
こ
の
語
を
伴
う
作
品
は
一
点

も
な
い
た
め
、
当
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
限
っ
て
は
検
討
対
象
に
な
り
得
る
作
品
は

な
い
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。

　
以
上
、
画
風
変
遷
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
っ
た
前
稿
で
検
討
を
加
え
た
作
品
群
そ

れ
ぞ
れ
を
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
所
蔵
す
る
同
画
題
の
他
の
作
品
も
含
め
て
、
制
作
年

が
判
明
し
て
い
る
作
品
と
、
年
記
を
伴
わ
な
い
た
め
に
制
作
年
が
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い

作
品
と
を
比
較
し
て
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
の
使
用
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ

る
か
を
見
て
み
た
。

　
ま
ず
、「
布
袋
」
や
「
寒
山
拾
得
」
を
描
い
た
作
品
の
一
部
に
住
持
時
代
の
制
作

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
作
品
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が

用
い
ら
れ
る
べ
き
正
当
な
制
作
時
期
に
属
す
る
作
品
に
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
、「
観
音
（
滝
見
観
音
）」
を
描
い
た
作
品
の
内
に
、
住
持

宗
派
も
同
じ
仏
教
で
あ
る
と
い
う
、
独
自
の
解
釈
を
示
す
重
要
な
賛
を
伴
っ
て
い
る

作
品
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
描
写
は
前
に
取
り
上
げ
た
「
滝
見
観
音
画
賛
」［
図

4–

2
］
な
ど
と
と
も
に
か
な
り
略
筆
的
で
粗
雑
と
も
い
え
る
ラ
フ
な
も
の
で
あ
る
。

　
使
用
さ
れ
た
印
章
よ
り
隠
棲
時
代
の
制
作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
［
註
17
］、
署

名
は
「
前
」
を
付
け
な
い
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
み
で
あ
る
。

　「
達
磨
」
を
描
い
た
作
品
は
数
多
く
存
在
す
る
も
の
の
、
年
記
が
あ
る
作
例
は
少

な
い
。
し
か
し
、
年
記
の
伴
う
二
点
と
も
に
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
伴
っ
て
い

た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

　
さ
て
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
は
隠
棲
時
代
の
作
で
あ
る
こ
と
と
無
関
係
に
使

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
三
点

の
内
、
一
点
は
住
持
に
再
任
さ
れ
た
翌
年
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
の
作
で
あ
る

の
で
、
そ
の
意
味
で
は
こ
の
場
合
の
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
の
使
用
は
正
当
な
も

の
で
あ
る
と
い
え
る
。
一
方
、
年
記
の
伴
わ
な
い
作
例
は
、
画
風
が
隠
棲
時
代
の
特

徴
を
示
し
て
い
る
た
め
、
本
来
な
ら
ば
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
は
「
前
」
の
文
字

を
付
け
て
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
は
い
な
い

こ
と
も
前
述
の
諸
例
と
変
わ
り
な
い
。

　
ま
た
、「
無
方
斎
」
と
い
う
特
別
な
雅
号
が
用
い
ら
れ
た
作
例
が
見
ら
れ
た
こ
と

も
注
目
さ
れ
る
。「
無
法
（
た
だ
し
、
雅
号
で
は
「
無
方
」）」
の
作
画
は
や
や
逸
品
的
な

画
風
を
標
榜
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
か
の
よ
う
な
特
殊
な
雅
号
を
用

い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
作
品
に
も
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
を

添
え
て
い
る
、
ま
た
、
添
え
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
画
風

の
面
か
ら
も
見
て
も
同
じ
で
、
前
に
触
れ
た
「
滝
見
観
音
画
賛
」
も
、
こ
こ
で
取
り

上
げ
た
「
達
磨
画
賛
」
も
仙
厓
画
の
中
で
は
非
常
に
ラ
フ
に
描
か
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
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た
だ
し
、
落
款
に
お
い
て
も
う
一
つ
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
年
記
を
伴
う
作
品
だ

け
に
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
、

こ
の
語
を
伴
っ
て
当
然
で
あ
る
は
ず
の
住
持
時
代
の
制
作
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る

作
品
に
は
年
記
の
な
い
も
の
が
多
か
っ
た
。

　
ま
た
、「
厓
画
無
法
」
を
標
榜
し
た
隠
棲
時
代
に
制
作
さ
れ
た
作
品
は
、
そ
の
描

写
表
現
が
か
な
り
く
だ
け
た
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が

用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
か
し
こ
ま
っ
て
い
る
べ
き
と
い
っ
た
、
表
現
面

で
の
制
約
や
制
限
は
な
い
よ
う
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
語
の
有

無
が
作
風
や
描
写
・
表
現
に
影
響
を
与
え
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
で
は
、
そ
の
よ

う
な
様
子
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

　
以
上
の
考
察
結
果
よ
り
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
を
落
款
に
添
え
る
こ
と
は
、

作
品
に
あ
る
程
度
は
正
式
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
性
格
付
け
を
す
る
も
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
点
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
使
用
は
当
時
の
所
属
を
示
す
と
い
う
点
に
お

い
て
は
そ
れ
ほ
ど
厳
密
な
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
ま
た
、「
天
神
（
渡
唐
天
神
）
図
」

に
お
い
て
は
こ
の
語
を
使
用
し
た
作
例
自
体
が
存
在
し
な
い
た
め
、「
扶
桑
最
初
禅

窟
」
の
語
が
添
え
ら
れ
る
作
品
は
、
仏
教
お
よ
び
禅
宗
に
と
っ
て
重
要
な
「
仏
画
」

や
「
祖
師
図
」
の
よ
う
な
画
題
に
多
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
た
。

そ
の
点
か
ら
判
断
す
る
と
、
表
現
さ
れ
る
主
題
と
内
容
が
仙
厓
に
と
っ
て
よ
り
重
要

で
、
そ
の
意
味
で
は
住
持
と
し
て
、
あ
る
い
は
前
の
住
持
と
い
う
立
場
か
ら
正
式
と

考
え
ら
れ
る
作
品
に
こ
そ
、
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
程
度

は
見
え
て
く
る
よ
う
で
も
あ
る
と
推
測
さ
れ
た
。

再
任
後
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
年
記
を
持
つ
作
品
が
あ
り
、
そ
の
落
款
に

も
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、
ま
さ
に
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
聖
福
寺
住
持
で

あ
る
正
し
い
時
期
に
、
こ
の
語
が
正
し
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
出
来
た
。

さ
ら
に
、
隠
棲
後
の
制
作
で
あ
る
こ
と
が
ハ
ッ
キ
リ
わ
か
る
作
品
の
中
に
、「
前
」

の
文
字
を
添
え
た
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
添
え
ら
れ
た
落
款
を
伴
う
作
例
も
見

ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
隠
棲
後
の
作
品
制
作
に
あ
た
っ
て
も
、
制
作
時
点
で
の
自
身
の

所
属
の
正
し
い
認
識
に
基
づ
い
た
こ
の
語
の
使
用
が
確
認
出
来
た
。

　
し
か
し
、
隠
棲
時
代
の
制
作
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
そ
の
他
の
作
品
の
ほ
と
ん

ど
に
お
い
て
も
落
款
に
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
前
」
の

文
字
が
加
え
ら
れ
て
「
前
扶
桑
最
初
禅
窟
」
と
な
っ
て
い
る
例
は
少
な
か
っ
た
こ
と

も
事
実
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
前
」
の
語
を
付
け
る
か
否
か
と
い
っ
た
、
使
い
分

け
は
曖
昧
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
語
を
添
え
る
こ
と
は
、
対
象
と

な
る
作
品
が
聖
福
寺
の
住
持
を
務
め
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
務
め
て
い
た
仙
厓
の
作

で
あ
る
こ
と
を
漠
然
と
示
し
て
い
る
と
い
っ
た
程
度
の
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
り
、
厳
密
な
意
味
で
制
作
時
点
で
の
所
属
を
明
示
す
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
も
わ
か
っ
た
。

　
一
方
、
若
干
数
で
は
あ
る
が
「
敕
賜
」
の
文
字
を
添
え
た
表
記
も
見
ら
れ
、
後
鳥

羽
天
皇
（
上
皇
）
か
ら
い
た
だ
い
た
こ
の
言
葉
の
重
み
と
重
要
性
の
強
調
が
行
わ
れ

て
い
る
作
例
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
語
の
持
つ
特
別
な
意
味
合
い
は
充
分
承
知

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、「
薫
沐
」
と
い
う
特
別
な
表
記
が
伴
う
作
品
も
確

認
出
来
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
二
つ
の
表
現
が
揃
っ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
が
、
こ
れ
ら
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
の
意
味
合
い
が
、

作
品
に
よ
り
特
別
で
重
要
、
あ
る
い
は
、
公
式
な
性
格
を
持
た
せ
る
も
の
で
あ
る
と
、

解
釈
出
来
う
る
こ
と
も
あ
る
程
度
判
明
し
た
。
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仲
尼
求
而
執
鞭

不
求
不
辭

吾
委
諸
天

　
戊
寅
初
秋

　
扶
桑
㝡
初
禅
窟

　
　
　
　
厓
陳
人

　
亀
に
乗
る
寿
老
人
図
で
あ
る
。
仙
厓
の
寿
老
人
は
朗
ら
か
な
笑
み
を
浮
か
べ
た
表

現
で
あ
る
こ
と
が

多
く
、
本
作
も
そ

の
よ
う
な
例
の
一

つ
で
あ
る
。
た
だ

し
、
そ
の
微
笑
み

は
や
や
控
え
め
で

あ
る
。
描
写
は
頬

の
辺
り
や
亀
の
腹

部
に
薄
墨
を
使
っ

て
陰
影
を
施
す
一

方
、
寿
老
人
の
頭

部
や
衣
の
裾
、
亀

の
尾
な
ど
は
大
胆

に
太
い
墨
線
を
さ

っ
と
引
く
だ
け
の

　
　
三
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
署
名
を
伴
う
作
品
群 

そ
の
二 

─
─ 

福
神
図

　
で
は
、
こ
れ
か
ら
は
少
し
視
点
を
変
え
て
、
仙
厓
が
手
が
け
た
そ
の
他
の
主
題
・

ジ
ャ
ン
ル
に
対
象
を
広
げ
て
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
の
使
用
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
て
見
た
い
。

　
た
と
え
ば
、
先
に
取
り
上
げ
た
「
布
袋
」
を
「
仏
画
」
の
題
材
と
し
て
見
る
の
で

は
な
く
、「
天
神
」
と
同
じ
よ
う
な
「
神
」
と
し
て
、
こ
の
場
合
は
「
福
神
」
の
図

と
し
て
考
え
る
と
、
比
較
す
る
対
象
作
品
は
広
が
り
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
は

た
し
て
上
述
の
考
察
結
果
を
変
化
さ
せ
る
よ
う
な
デ
ー
タ
は
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
は
「
布
袋
」
と
と
も
に
人
気
の
あ
る
「
寿
老
人
」（
亀
・
鶴
・
鹿
を
と
も
な

う
）
の
図
を
は
じ
め
と
す
る
「
福
神
」
の
図
な
ど
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

①
寿
老
人

　
所
蔵
す
る
「
寿
老
人
」
を
テ
ー
マ
に
描
い
た
作
品
一
二
点
の
内
、
年
記
の
あ
る
作

品
二
点
に
は
い
ず
れ
も
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
落
款
に
添
え
ら
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、
年
記
の
伴
わ
な
い
作
品
も
一
点
確
認
出
来
る
。
三
点
の
詳
細
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。

1–

1

　亀
寿
老
画
賛

　一
幅
［
図
6–

1
］

絹
本
墨
画
・
墨
書

文
政
元
年
（
一
八
一
八
）

四
六
・
三
×
四
九
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

帝
堯
辭
而
不
受

図 6–1　亀寿老画賛



出
光
美
術
館
研
究
紀
要

　第
二
十
八
号
（
二
〇
二
二
年
度
）

116

や
や
寸
が
詰
ま
り
、
鹿
と
と
も
に
描
か
れ
る
場
合
は
寿
老
人
を
よ
り
長
身
に
描
く
傾

向
が
あ
る
よ
う
だ
。
制
作
年
で
は
前
作
よ
り
も
一
年
ほ
ど
遡
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
ち
ら
の
方
が
墨
の
濃
淡
な
ど
を
一
切
用
い
ず
、
線
描
に
よ
る
表
現
に
徹
し
て
い
る

点
は
、
こ
の
時
期
以
降
の
隠
棲
時
代
に
特
徴
的
に
な
る
描
写
法
に
近
づ
い
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
ま
た
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
制
作
さ
れ
た
二
例
の
間
に
こ
の
よ
う
な
描
写
表

現
の
幅
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
隠
棲
時
代
の
初
期
に
あ
た
る
こ
の
時
期
が
「
厓
画

無
法
」
表
現
へ
と
展
開
し
て
い
く
転
換
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。

　
署
名
は
や
は
り
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
で
、「
前
」
の
文
字
を
伴
わ
な
い
点
も
前
作

に
共
通
す
る
。

簡
略
的
な
表
現
と
す
る
な
ど
、
墨
線
や
濃
淡
の
用
法
も
こ
な
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ

の
よ
う
な
特
徴
は
、
そ
の
制
作
時
期
が
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
と
、
隠
棲
直
後
で

あ
る
こ
と
か
ら
も
納
得
の
い
く
描
写
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

　「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
を
伴
っ
て
い
る
が
、
隠
棲
後
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
前
」
の
文
字
が
添
え
ら
れ
て
い
な
い
の
は
前
述
の
諸
例
と
同
じ
で
あ
る
。

1–

2

　鹿
寿
老
画
賛

　一
幅
［
図
6–

2
］

紙
本
墨
画
・
墨
書

文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）

一
〇
八
・
六
×
三
八
・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

帝
堯
辭
而
不
受

仲
尼
求
而
執
鞭

不
辭
不
求

吾
委
諸
天

　
文
化
丁
丑
冬
日

　
扶
桑
㝡
初
禅
窟

　
　
　
　
　
狂
厓

　
鹿
と
と
も
に
描
か
れ
た
寿

老
人
の
図
で
あ
る
。
仙
厓
の

描
い
た
「
寿
老
人
」
の
図
は
、

亀
と
と
も
に
描
い
た
場
合
は

図 6–2　鹿寿老画賛
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1–
3

　鶴
亀
寿
老
画
賛

　一
幅
［
図
6–

3
］

紙
本
墨
画
・
墨
書

九
二
・
九
×
二
九
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

吾
天
年

龜
萬
年

鶴
千
年

　
扶
桑
㝡
初
禅
窟
　
厓

　
亀
と
鶴
を
上
下
に
配
し
た
寿
老
人
図
で
あ
る
。
亀
を
伴
う
と
や
や
寸
が
詰
ま
っ
た

感
じ
に
な
る
と
先
に
述
べ
た
が
、
本
作
で
は
前
稿
で
述
べ
た
、
晩
年
に
特
徴
的
な
プ

ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
の
変
化
、
つ
ま
り
、
寸
の
詰
ま
っ
た
人
体
表
現
の
特
徴
が
特
に
顕
著

に
表
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

［
註
18
］。
制
作
年
が
ハ
ッ
キ

リ
し
な
い
作
品
で
は
あ
る
が
、

こ
の
人
体
表
現
の
特
徴
か
ら
、

晩
年
に
近
い
頃
の
作
品
で
あ

ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

　
た
だ
し
、落
款
で
は
「
前
」

の
文
字
を
伴
わ
ず
、
た
だ
単

に
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語

が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
は
変

わ
り
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
福
神
と
し
て
考
え
た
場
合
、「
布
袋
」
に
次
い
で
作
例
が
多
い

「
寿
老
人
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
を
伴
う
作
例
は
わ

ず
か
三
点
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
制
作
年
の
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
る
作
品
二
点
は

い
ず
れ
も
隠
棲
時
代
初
期
で
、
年
記
の
な
い
も
う
一
点
の
作
品
は
画
風
か
ら
最
晩
年

の
作
品
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
の
作
品
に
も
「
前
」
と
い
う
文
字
を
添

え
る
と
い
っ
た
配
慮
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
さ
て
、
同
じ
福
神
で
比
較
的
作
例
も
多
い
「
大
黒
」
や
「
恵
比
寿
」
を
描
い
た
作

品
に
は
年
記
の
あ
る
作
品
も
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
を
伴
う
作
品
も
見
ら
れ
な
い
。

　
繰
り
返
す
よ
う
で
あ
る
が
、「
仏
画
」
や
祖
師
を
画
題
に
取
り
上
げ
た
「
祖
師
図
」

は
年
記
を
伴
う
作
品
も
多
く
、
さ
ら
に
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
落
款
に
添
え
ら

れ
る
例
も
比
較
的
多
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
年
記
と
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が

両
方
揃
っ
た
作
品
も
多
く
見
ら
れ
た
。

図 6–3　鶴亀寿老画賛
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松
」
の
テ
ー
マ
を
描
い
た
画
賛
は
五
点
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
「
扶
桑
最
初

禅
窟
」
の
語
が
落
款
に
添
え
ら
れ
て
い
る
作
品
に
は
、
年
記
を
伴
う
も
の
は
な
い
。

一
方
、
年
記
を
伴
わ
な
い
作
品
で
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
を
伴
う
作
品
は
三
点
あ

り
、
そ
の
内
二
点
を
図
示
し
た
。

1–

1

　臨
済
裁
松
画
賛

　一
幅
［
図
7–

1
］

紙
本
墨
画
・
墨
書

九
七
・
四
×
二
七
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

一
山
門
境
致

二
後
人
標
榜

第
三
作
麼
生

放
你
六
十
杖

　
扶
桑
㝡
初
禅
窟
　
梵
僲
厓
拜
画
又
書

　
続
い
て
、
仙
厓
が
取
り
上
げ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
「
天
神
（
渡
唐
天
神
）」
の
例
を

検
討
し
た
が
、
前
述
の
よ
う
に
検
討
出
来
う
る
作
例
は
な
く
、「
仏
」
と
「
神
」
と

で
は
や
や
異
な
っ
た
結
果
が
得
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
同
じ
「
神
」
を
描
い
た
作
品
で

も
、「
寿
老
人
」
の
よ
う
に
「
福
神
」
を
描
い
た
図
で
は
、
年
記
と
「
扶
桑
最
初
禅

窟
」
の
語
が
揃
っ
て
登
場
す
る
例
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

　
以
上
よ
り
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
を
添
え
る
作
品
は
仏
教
の
画
題
が
中
心
で

あ
り
、
例
外
的
に
「
福
神
」
な
ど
の
神
像
に
も
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と

が
出
来
た
。

　
　
四
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
署
名
を
伴
う
作
品
群 

そ
の
三 

─
─ 

禅
機
図

　
続
い
て
、
前
稿
で
展
開
し
た
画
風
の
変
遷
で
は
取
り
上
げ
る
こ
と
の
な
か
っ
た

「
禅
機
図
」
も
見
て
み
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
仙
厓
が
描
い
た
禅
画
最
大
の
特
徴
の

一
つ
は
、
画
題
も
多
種
多
様
な
「
禅
機
図
」
の
存
在
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

「
禅
機
図
」
は
「
仏
画
」
や
「
祖
師
図
」
に
も
準
じ
る
仏
教
的
な
宗
教
画
で
あ
る
の

で
、
そ
の
点
か
ら
も
こ
れ
ら

の
作
品
に
年
記
と
「
扶
桑
最

初
禅
窟
」
の
語
が
添
え
ら
れ

て
い
る
あ
り
方
が
注
目
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

①
臨
済
栽
松

　
多
く
の
「
禅
機
図
」
の
中

で
、
た
と
え
ば
、「
臨
済
裁

図 7–1　臨済裁松画賛
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法
」
宣
言
前
の
丁
寧
な
作
風
を
示
し
て
い
る
。
使
用
さ
れ
て
い
る
印
章
も
住
持
時

代
後
半
か
ら
隠
棲
時
代
初
期
（
五
十
五
歳
か
ら
六
十
五
歳
く
ら
い
頃
ま
で
）
と
判
断
さ
れ

［
註
19
］、
比
較
的
早
い
時
期
の
制
作
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
後
者
［
図

7–

2
］
は
線
を
主
体
と
し
た
表
現
で
、
こ
ち
ら
に
も
墨
線
の
面
的
な
使
用
が
一
部

見
ら
れ
る
も
の
の
、
前
者
の
よ
う
な
衣
皺
線
を
も
再
現
し
た
丁
寧
な
描
写
と
は
な
っ

て
お
ら
ず
、
運
筆
も
よ
り
自
由
で
あ
る
。
ま
た
、
前
者
の
臨
済
像
が
小
ぶ
り
で
、
全

体
の
画
面
に
占
め
る
比
率
も
低
く
、
や
や
控
え
め
な
感
じ
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
る
と
、

後
者
で
は
画
面
に
占
め
る
賛
文
と
臨
済
像
の
比
率
は
ほ
ぼ
同
等
、
あ
る
い
は
、
や
や

人
物
像
の
方
が
大
き
い
く
ら
い
で
あ
る
の
で
、
そ
の
傾
向
を
他
の
画
題
を
描
い
た
作

品
と
も
比
較
し
て
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
制
作
時
期
は
遅
く
、
隠
棲
時
代
で
あ
ろ
う
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
画
面
か
ら
受
け
る
迫
力
、
つ
ま
り
、
臨
済
禅
師
の
熱
意
が
よ

1–
2

　臨
済
裁
松
画
賛

　一
幅
［
図
7–

2
］

紙
本
墨
画
・
墨
書

九
二
・
一
×
三
四
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

一
山
門
境
致

二
後
人
標
榜

第
三
作
麼
生

放
汝
六
十
杖

　
扶
桑
㝡
初
禅
窟

　
　
梵
仙
厓
拜
画

　
い
ず
れ
も
臨
済
禅
師
と
黄

檗
和
尚
の
有
名
な
逸
話
を
も

と
に
し
た
図
で
あ
る
。
賛
文

に
も
あ
る
通
り
、
樹
木
の
生

い
茂
る
山
林
中
に
あ
り
な
が

ら
、
せ
っ
せ
と
苗
木
を
植
え

よ
う
と
し
て
い
る
禅
師
を
見

て
、
黄
檗
が
禅
宗
の
隆
盛
を

予
見
し
た
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
前
者
［
図
7–

1
］
は
描

写
も
細
か
く
、
墨
線
を
面
的

に
用
い
る
な
ど
、「
厓
画
無

図 7–2　臨済裁松画賛
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一
斬
一
切
斬

奚
唯
猫
児

両
堂
首
座

為
王
老
師

　
　
　
　
　
　
前

　
扶
桑
㝡
初
禅
窟
　
厓

拜
画
贊

　
本
作
は
、
斬
猫
と
い
う
果
敢
な
手
段
を
通
し
て
、
求
道
の
道
か
ら
外
れ
る
瀬
戸
際

に
い
た
東
西
両
堂
の
首
座
を
救
っ
た
南
泉
禅
師
の
逸
話
を
描
い
て
い
る
。
た
だ
し
、

そ
れ
が
素
晴
ら
し
い
逸
話
と
し
て
古
来
有
名
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
些

り
伝
わ
る
図
と
な
っ
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
れ
ら
二
図
と
も
に
、
落
款
に
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
添
え
ら
れ
て

い
る
。
二
点
の
内
の
一
点
は
住
持
時
代
の
後
半
期
に
遡
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
語

の
正
当
な
使
用
例
と
い
う
こ
と
も
出
来
よ
う
。
あ
る
い
は
、
仮
に
い
ず
れ
の
作
品
も

隠
棲
時
代
の
制
作
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
も
述
べ
て
き
た
通
り
、
制
作
時

点
で
の
自
身
の
所
属
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
、
仙
厓
は
無
頓
着
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。

②
南
泉
斬
猫

　「
南
泉
斬
猫
」
を
描
い
た
画
賛
三
点
中
で
は
年
記
を
伴
う
作
品
は
な
く
、
年
記
を

伴
わ
な
い
作
品
二
点
に
の
み

「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内

の
一
点
で
、
同
画
題
を
代
表

す
る
仙
厓
の
作
品
を
図
示
し

た
。

2

　南
泉
斬
猫
画
賛

　一
幅

［
図
8
・
口
絵
5
］

紙
本
墨
画
・
墨
書

一
二
五
・
七
×

五
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

図 8　南泉斬猫画賛
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名
す
べ
き
時
期
で
あ
る
こ
と
を
自
身
で
も
認
識
し
て
お
り
、
隠
棲
後
は
「
前
」
の
文

字
を
添
え
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
う
考
え
て
は
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
署
名
に
な
っ
て
い
な
い
作
品
の
方
が

数
は
多
い
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
使
い
分
け
へ
の
自
覚
を
想
定
さ
せ
る
落
款
の
状
況

で
あ
る
。

③
狗
子
仏
性

　「
狗
子
仏
性
」
を
描
く
画
賛
六
点
中
で
は
、
年
記
を
伴
う
作
品
は
な
く
、
年
記
が

伴
わ
な
い
が
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
を
伴
う
作
品
が
一
点
あ
る
。

3

　狗
子
仏
性
画
賛

　一
幅
［
図
9
］

紙
本
墨
画
・
墨
書

八
八
・
五
×
二
七
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

狗
子
佛
性

莫
言
這
無

春
風
瀝
々

東
壁
葫
蘆

　
扶
桑
㝡
初
禅
窟

　
　
梵
僲
厓
拜
筆

　
趙
州
和
尚
の
有
名
な
「
狗
子
仏
性
」
の
逸
話
を
描
い
た
画
賛
で
あ
る
。
仙
厓
の
描

く
子
犬
は
ど
れ
も
か
わ
い
ら
し
い
が
、
本
図
で
は
珍
し
く
さ
ほ
ど
無
邪
気
な
か
わ
い

細
な
出
来
事
に
我
を
忘
れ
て
迷
い
を
生
じ
て
い
る
ど
う
し
よ
う
も
な
い
二
人
の
首
座

は
も
ち
ろ
ん
、
目
的
は
と
も
あ
れ
、
結
果
と
し
て
殺
生
戒
を
破
っ
た
禅
師
の
行
動
を

も
今
一
度
見
直
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
、
仙
厓
は
賛
文
の
後
半
に
言
葉
を
加
え
て
い

る
。
こ
れ
は
仙
厓
の
「
禅
機
図
」
に
特
有
な
逸
話
の
内
容
に
対
す
る
個
人
的
な
考

察
・
感
想
の
表
明
で
あ
り
、
重
要
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。

　
表
現
面
で
は
、
丸
い
輪
郭
線
に
目
鼻
と
口
を
添
え
、
さ
ら
に
額
の
皺
や
髭
を
墨
線

で
表
し
た
禅
師
や
首
座
た
ち
の
戯
画
風
の
顔
の
表
現
、
特
に
画
面
右
下
の
二
人
の
首

座
の
内
の
一
人
が
極
め
て
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
首
の
屈
折
を
見
せ
て
い
る
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
墨
線
の
線
的
・
面
的
、
二
種
の
表
現
を
上
手
く
組
み
合
わ
せ
、

猫
を
拾
い
上
げ
て
切
り
捨
て
よ
う
と
す
る
和
尚
の
、
風
に
な
び
く
よ
う
に
揺
れ
る
衣

を
巧
み
に
表
現
し
て
お
り
、
略
画
風
に
な
っ
て
い
く
仙
厓
画
の
傾
向
を
補
完
す
る
よ

う
に
、
表
現
面
で
は
巧
み
さ
を
増
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
つ
ま
り
、

「
厓
画
無
法
」
の
描
写
は
基
本
的
に
は
線
を
主
体
と
し
た
簡
略
化
の
方
向
性
を
示
す

が
、
そ
れ
は
全
体
の
傾
向
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
面
的
表
現
と
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
細
密
描
写
と
は
決
別
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
ほ
ど
豊
か
に
対
象
を
描
写

し
、
あ
わ
せ
て
、
逸
話
の
内
容
と
迫
真
性
を
表
現
し
う
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ

の
点
か
ら
も
仙
厓
の
代
表
作
と
い
え
よ
う
。

　
さ
て
、
年
記
を
伴
わ
な
い
作
品
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
作
風
か
ら
本
作
が
晩
年

の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
を
反
映
し
て
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語

に
は
、
こ
の
語
の
末
尾
付
近
に
、
し
か
し
、
横
に
張
り
出
す
か
た
ち
で
、「
前
」
の

文
字
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
落
款
を
書
き
上
げ
て
、
あ
る
い
は
、
書
き
上
げ

る
直
前
で
隠
棲
し
た
こ
と
を
う
っ
か
り
思
い
出
し
て
書
き
加
え
た
か
の
よ
う
な
状
況

を
推
測
さ
せ
る
加
筆
状
態
を
示
し
て
い
る
。
や
は
り
、
落
款
に
「
前
」
の
文
字
を
添

え
て
い
る
こ
の
状
況
か
ら
判
断
す
る
と
、
住
持
時
代
こ
そ
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
と
署
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的
な
「
仏
画
」
や
「
祖
師
図
」
と
い
っ
た
仏
教
主
題
の
作
品
に
多
く
、
一
部
の
「
福

神
」
の
図
に
も
見
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
以
外
に
は
、
年
記
を
伴
わ
な
い
作
例
も
多

か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
作
例
に
加
え
て
、
仏
教
の
逸
話
を
取
り
上
げ
た
「
禅
機
図
」
に

も
こ
の
よ
う
に
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
の
使
用
例
が
や
や
多
め
に
確
認
出
来
る
と

い
う
状
況
か
ら
判
断
す
る
と
、
仏
教
関
連
の
作
品
に
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
ま
た
、「
南
泉
斬
猫
画
賛
」
の
例
が
示
す
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
署
名
に
添
え
ら

れ
た
「
前
」
の
文
字
の
追
加
状
況
は
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
よ
う
な
「
前
」

の
文
字
と
そ
れ
に
続
く
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
整
然
と
一
行
に
収
め
ら
れ
て
い

る
状
況
と
は
異
な
り
、
ど
う
も
住
職
を
退
任
し
た
後
の
制
作
で
あ
る
こ
と
を
う
っ
か

り
忘
れ
て
い
た
仙
厓
が
そ
の
事
実
を
思
い
出
し
、
あ
わ
て
て
「
前
」
の
文
字
を
添
え

た
か
の
よ
う
な
配
置
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
く
ま
で
も
そ

の
よ
う
な
状
況
を
想
像
さ
せ
る
文
字
配
り
で
あ
る
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
も

さ
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
子
犬
の
仏
性
に

つ
い
て
三
人
の
僧
侶
が
集
ま

っ
て
真
剣
に
考
え
て
い
る
最

中
の
様
子
を
描
い
た
よ
う
で

あ
る
。

　
そ
の
表
現
は
限
定
さ
れ
た

筆
数
で
は
あ
る
も
の
の
、
筆

の
腹
を
上
手
く
生
か
し
て
僧

衣
の
ふ
っ
く
ら
と
し
た
雰
囲

気
ま
で
を
巧
み
に
描
き
出
し

て
い
る
。
年
記
が
な
い
の
で
判
断
が
難
し
い
が
、
人
物
描
写
や
書
か
ら
推
測
す
る
と
、

比
較
的
早
い
時
期
の
作
品
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
本
図
に
も
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
の
他
に
作
品
数
の
多
い
「
禅
機
図
」
と
し
て
は
「
香
厳
撃
竹
」
が
あ
る
。
四

点
あ
る
画
賛
の
中
で
は
、
年
記
を
伴
う
作
品
に
も
、
年
記
の
伴
わ
な
い
作
品
に
も
、

「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
の
使
用
例
は
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、「
禅
機
図
」
に
は
も
と
も
と
年
記
が
伴
う
作
例
が
比
較
的
少
な

い
。
し
た
が
っ
て
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
登
場
し
て
い
て
も
、「
仏
画
」
や

「
祖
師
図
」
の
よ
う
に
年
記
と
一
緒
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
語
が

登
場
し
て
い
る
作
品
が
複
数
見
ら
れ
る
と
い
う
点
は
注
目
さ
れ
る
。

　
つ
ま
り
、
年
記
と
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
揃
っ
た
落
款
は
、
圧
倒
的
に
伝
統

図 9　狗子仏性画賛
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①
言
触

　
風
俗
作
品
で
は
春
を
告
げ
る
図
と
し
て
多
数
制
作
さ
れ
た
「
言
触
画
賛
」
が
数
的

に
現
存
作
例
も
多
い
。
当
館
で
も
四
点
を
所
蔵
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
年
記
を
伴
う

作
品
は
一
点
あ
る
も
の
の
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
は
見
ら
れ
な
い
。
一
方
、
こ

の
言
葉
が
添
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
年
記
の
な
い
作
品
が
一
点
確
認
出
来
る
。

1

　言
触
画
賛

　一
幅
［
図
10
］

絹
本
墨
画
・
墨
書

八
四
・
七
×
二
六
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

毎
歳
孟
春

天
原
降
神

振
鐸
徇
路

し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
住
職
を
退
任
し
た
状
態
に
あ
る
自
身
の
立
場
を
し
っ
か
り

と
認
識
し
た
上
で
の
制
作
と
い
う
こ
と
が
ハ
ッ
キ
リ
し
、「
前
」
が
添
え
ら
れ
る
意

味
が
判
然
と
し
て
く
る
。
一
見
、
使
用
時
期
の
自
身
の
所
属
に
つ
い
て
無
頓
着
で
あ

る
よ
う
に
見
え
る
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
で
あ
る
が
、
や
は
り
、
落
款
中
で
の
使

用
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
が
「
日
本
最
古
の
禅
寺
の
住
持
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
合

い
で
あ
る
こ
と
を
あ
る
程
度
は
意
識
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
も
あ
る
よ
う
だ
。
と

は
い
え
、
現
存
作
例
か
ら
判
断
す
る
限
り
に
お
い
て
、「
前
」
を
付
け
る
べ
き
立
場

に
あ
る
こ
と
は
重
々
承
知
の
上
で
、
つ
ま
り
、
制
作
時
に
住
持
の
職
に
あ
る
か
ど
う

か
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
わ
り
と
無
頓
着
に
二
つ
の
表
現
を
併
用
し
て
い
た
こ
と

も
動
か
し
難
い
事
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。

　
　
五
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
署
名
を
伴
う
作
品
群 
そ
の
四

　
　
　
　
─
─ 

そ
の
他
の
画
題

　
最
後
に
、
上
述
の
ジ
ャ
ン

ル
以
外
の
作
品
で
は
こ
の
状

況
は
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
仙
厓
の
作

品
を
特
徴
付
け
て
い
る
風
俗

や
風
物
を
取
り
上
げ
た
作
品
、

風
景
を
描
く
作
品
や
動
・
植

物
の
図
、
器
物
を
描
い
た
図

を
見
て
み
よ
う
。

図 10　言触画賛
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所
蔵
点
数
は
一
一
点
と
多
く
、
そ
の
中
に
一
点
だ
け
、
年
記
と
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」

の
語
が
揃
っ
た
作
品
が
あ
る
。

2

　農
夫
画
賛

　一
幅
［
図
11
］

紙
本
墨
画
・
墨
書

文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）

九
一
・
三
×
二
八
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

国
以
農
為
基
人
以

食
為
命
聖
人
曰

無
逸
唯
天
澤
己

　
文
政
己
丑
之
春
　
扶
桑
㝡
初
禅
窟
　
厓

怖
言
遒
人

　
扶
桑
㝡
初
禅
窟
　
厓

　
春
の
到
来
を
告
げ
る
賛
文
の
下
に
、
大
き
な
唐
傘
を
広
げ
、
満
面
の
笑
み
を
浮
か

べ
な
が
ら
、
言
触
れ
の
口
上
を
述
べ
て
い
る
神
人
を
描
い
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
テ

ー
マ
を
描
い
た
作
例
の
ほ
と
ん
ど
に
は
、
足
下
に
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
と
不
思
議

そ
う
な
、
あ
る
い
は
、
口
上
に
つ
ら
れ
て
鳴
き
声
を
あ
げ
て
い
る
か
の
よ
う
に
口
を

開
き
気
味
に
し
た
犬
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
本
作
に
は
珍
し
く
犬
が
描
か
れ
て
い
な

い
。
画
風
よ
り
隠
棲
後
の
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
添
え
ら
れ
て
い
る
の
は
こ

こ
で
も
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
で
あ
る
。

②
農
夫

　
額
に
汗
を
し
て
働
く
農
夫
の
姿
を
描
き
、
農
業
が
国
の
基
本
で
あ
る
こ
と
を
説
く

作
品
で
あ
る
。
仙
厓
画
は
賛

文
も
含
め
、
図
柄
が
同
じ
よ

う
な
作
品
が
多
い
中
で
、
こ

の
テ
ー
マ
を
描
い
た
作
品
は

似
た
よ
う
な
賛
文
を
用
い
て

同
じ
よ
う
な
内
容
を
説
い
て

は
い
る
も
の
の
、
農
夫
を
描

い
た
り
、
農
具
の
み
を
描
い

た
り
と
、
表
現
に
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
あ
る
点
、
興
味
深

い
作
品
群
の
一
つ
で
あ
る
。

図 11　農夫画賛
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を
描
い
た
作
品
八
点
の
内
の
一
点
に
年
記
と
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
揃
っ
た
作

品
が
あ
る
。

③
西
都
府
（
大
宰
府
）

3

　西
都
府
懐
古
画
賛

　一
幅
［
図
12
］

絹
本
墨
画
・
墨
書

天
保
四
年
（
一
八
三
三
）

五
三
・
一
×
六
四
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

西
都
府
古
基

収
稲
田
露
濕
衣
秋

基
古
千
年
紫
府

樓
郊
外
猶
餘

觀
世
寺
暮
鐘

聲
落

帝
王
州

荒
れ
は
て
し

西
の
都
に

来
て
見
れ
は

觀
世
音
寺
の

入
合
の
鐘

　
農
民
出
身
の
仙
厓
は
、
人
々
の
生
き
る
糧
を
生
産
す
る
農
業
の
重
要
性
を
よ
く
認

識
し
て
い
た
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
の
階
級
社
会
に
あ
っ
て
は
、
農
民
は
序
列
的
に

は
「
士
農
工
商
」
と
重
要
な
職
業
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
割
に
、
実
際
の
生
活

面
で
は
報
わ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
労
働
は
他
の
職
業
に
比
べ
て
も
か
な
り
大
変
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
画
賛
の
作
品
数
が
多
い
の
は
、
仙
厓
が
農
民
の
出
で
あ
る
と
い

う
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
本
作
は
こ
の
画
題
の
図
様
に
多
い
、
農
作
業
の
行
き
帰
り
に
農
民
が
見
せ

る
一
瞬
の
安
堵
の
姿
を
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。
農
具
を
持
っ
た
農
民
が
朗
ら
か
な
表

情
を
浮
か
べ
な
が
ら
何
か
を
話
し
合
っ
て
い
る
図
で
、
見
て
い
て
微
笑
ま
し
い
。
こ

ち
ら
に
背
中
を
向
け
た
農
民
は
蓑
を
背
負
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
薪
の
よ
う

な
も
の
な
の
か
、
横
線
を
重
ね
た
描
写
が
目
立
っ
て
い
る
。

　
さ
て
、
制
作
年
が
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
の
で
、

明
ら
か
に
隠
棲
後
の
制
作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
落
款
に
添
え
ら
れ
て
い
る
の

は
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
で
あ
る
。
正
し
く
は
「
前
」
の
文
字
を
添
え
る
べ
き
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
も
そ
の
文
字
が
添
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。

　
次
に
、
行
事
や
催
し
物
な
ど
を
描
い
た
作
品
で
は
、
筥
崎
宮
の
正
月
の
神
事
で
あ

る
玉
競
り
を
描
い
た
「
玉
競
り
画
賛
」
が
一
〇
点
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
年
記
も

「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
も
見
ら
れ
な
い
。「
博
多
独
楽
糸
渡
り
画
賛
」
六
点
や
「
尾

上
心
七
（
新
七
）
七
変
化
画
賛
」
一
〇
点
に
も
、
年
記
や
こ
の
語
の
使
用
例
は
見
ら

れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
風
俗
作
品
で
は
、
年
記
の
あ
る
作
品
自
体
が
元
々
多
く
は
な

く
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
を
と
も
な
う
作
品
も
見
ら
れ
な
い
。

　
次
に
風
景
を
描
い
た
作
品
で
は
、
西
都
府
、
つ
ま
り
、
い
に
し
え
の
大
宰
府
の
地

図 12　西都府懐古画賛
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画
賛
が
二
点
あ
る
。
ま
た
、
富
士
山
を
描
い
た
作
品
（
富
士
山
の
み
を
描
く
「
冨
士
画

賛
」
一
一
点
、
日
本
橋
か
ら
の
遠
望
を
描
く
「
日
本
橋
望
富
岳
画
賛
」
六
点
、
駕
籠
舁
の
姿
を
添

え
た
「
冨
士
駕
籠
舁
画
賛
」
九
点
）
は
か
な
り
点
数
が
多
い
。
し
か
し
、
制
作
年
が
推
定

さ
れ
る
作
品
は
あ
る
も
の
の
、
年
記
を
伴
わ
な
い
作
品
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
の

中
で
「
冨
士
駕
籠
舁
画
賛
」
は
珍
し
く
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
の
年
記
が
伴
う

作
品
で
あ
る
が
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
は
添
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　
作
例
が
一
九
点
と
多
い
「
箱
崎
浜
画
賛
」
は
ほ
と
ん
ど
の
作
品
に
年
記
が
な
い
た

め
に
制
作
時
期
の
特
定
が
難
し
い
が
、
記
さ
れ
た
干
支
に
よ
り
制
作
年
が
判
明
す
る

作
品
が
一
点
あ
る
。
し
か
し
、
落
款
に
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
は
見
ら
れ
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
風
景
画
に
は
年
記
の
あ
る
作
品
自
体
が
少
な
く
、「
扶
桑
最
初

禅
窟
」
の
語
の
使
用
も
相
対
的
に
少
な
い
。

　
続
け
て
、
動
物
を
描
い
た
作
品
に
は
、
年
記
と
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
揃
っ

た
作
品
は
な
く
、
い
ず
れ
か
を
伴
う
作
品
が
一
点
ず
つ
あ
る
。
以
下
で
は
、「
扶
桑

最
初
禅
窟
」
の
語
を
伴
う
「
馬
」
を
描
い
た
作
品
を
取
り
上
げ
る
。

④
馬

4

　馬
画
賛

　一
幅
［
図
13
］

紙
本
墨
画
・
墨
書

九
二
・
〇
×
二
五
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

不
見
其
相
而
見
其
神

　
癸
巳
冬
日
扶
桑
㝡
初
禅
窟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厓

　
西
都
府
と
は
大
宰
府
の
こ
と
で
あ
る
。
現
在
で
も
、
都
府
楼
跡
と
呼
ば
れ
る
四
王

寺
山
の
南
麓
の
広
大
な
土
地
に
、「
遠
の
朝
廷
」
と
呼
ば
れ
、
奈
良
か
ら
平
安
時
代

に
か
け
て
西
日
本
の
政
治
の
中
心
で
あ
っ
た
大
宰
府
政
庁
の
跡
が
残
っ
て
い
る
。
た

だ
し
、
仙
厓
の
時
代
に
は
往
時
の
面
影
を
わ
ず
か
に
残
す
礎
石
し
か
な
か
っ
た
よ
う

だ
。
一
方
、
賛
に
登
場
す
る
観
世
音
寺
は
清
水
山
普
門
院
と
号
し
、
百
済
救
援
の
た

め
九
州
に
下
り
、
朝
倉
行
宮
で
没
し
た
斉
明
天
皇
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
天
智
天
皇

の
時
代
に
起
工
さ
れ
、
天
平
十
八
年
（
七
四
六
）、
諸
堂
宇
が
完
成
し
た
と
い
わ
れ
る

古
刹
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
ち
ら
も
江
戸
時
代
に
は
わ
ず
か
に
観
音
堂
と
子
院
の
戒

壇
院
を
残
す
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
仙
厓
の
歌
集
『
捨
小
舟
』
に
は
「
荒
れ
は
て
し
西
の
都
に
来
て
見
れ
は
　
観
世
音

寺
の
入
相
の
鐘
」
と
い
う
都
府
楼
一
帯
を
詠
ん
だ
歌
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
本
作
の

賛
文
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
賛
で
は
同
趣
の
漢
詩
「
収
稲
田
露
湿
衣
秋
　

其
古
千
年
紫
府
楼
　
郊
外
猶
余
観
音
寺
　
暮
鐘
声
帝
王
州
」
も
書
き
加
え
ら
れ
て
い

る
。

　
絹
本
の
作
品
で
あ
り
、
仙
厓
に
と
っ
て
は
本
格
的
な
揮
毫
と
な
る
作
品
で
、
描
写

も
他
の
作
品
と
比
較
す
る
と
丁
寧
で
あ
る
。
年
記
は
干
支
に
よ
る
表
記
の
み
で
あ

る
が
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
と
推
定
出
来
る
た
め
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
は

「
前
」
で
あ
る
べ
き
だ
が
、「
前
」
の
文
字
は
添
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。

　
こ
の
他
の
「
風
景
画
」
で
は
、
玄
界
灘
に
浮
か
ぶ
玉
几
島
や
柱
状
節
理
の
奇
観
を

見
せ
る
芥
屋
大
門
を
描
い
た
画
賛
が
七
点
、
大
阪
の
四
天
王
寺
を
テ
ー
マ
に
描
い
た
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風
噪
簷
端
竹
は

　
　
さ
夜
深
て

　
い
津
こ
山
へ
に

　
　
　
乕
の
ほ
ゆ
ら
む

　
癸
巳
初
夏

　
扶
桑
㝡
初
禅
窟
　
厓

　「
竹
」
は
水
墨
画
の
代
表
的
な
画
題
で
あ
り
、
仙
厓
も
得
意
で
あ
っ
た
。
賛
文
で

虎
の
こ
と
を
詠
っ
て
い
る
よ
う
に
、
虎
に
よ
っ
て
巻
き
起
こ
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
、

か
な
り
強
い
風
に
吹
き
付
け
ら
れ
て
枝
を
し
な
ら
せ
る
竹
林
が
し
な
や
か
な
筆
致
で

描
か
れ
て
い
る
。
絹
本
で
あ
る
の
で
、
よ
り
本
格
的
な
竹
図
と
考
え
ら
れ
る
。
制
作

年
は
晩
年
に
あ
た
る
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
で
あ
る
。

　
添
え
ら
れ
て
い
る
の
は
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
の
み
で
あ
り
、「
前
」
の
文
字

　
扶
桑
㝡
初
禅
窟

　
厓

為
松
年
齋

　
威
勢
の
良
さ
そ
う
な
馬
の

図
で
あ
る
。「
松
年
齋
」
と

い
う
珍
し
い
号
を
伴
っ
て
い

る
。

　
本
図
に
は
年
記
は
な
い
も

の
の
、
動
物
を
描
い
た
作
品

に
は
珍
し
く
「
扶
桑
最
初
禅

窟
」
の
語
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。「
神
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、「
神
」
に
ま
つ
わ

る
賛
文
内
容
で
あ
る
こ
と
が
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
の
使
用
に
影
響
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
、
植
物
を
描
い
た
作
品
で
は
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
と
年
記
、
両
方

が
揃
っ
た
作
品
が
「
竹
」
を
描
い
た
作
品
一
〇
点
中
に
一
点
だ
け
あ
る
。

⑤
竹

5

　竹
画
賛

　一
幅
［
図
14
］

絹
本
墨
画
・
墨
書

天
保
四
年
（
一
八
三
三
）

九
五
・
一
×
三
四
・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

図 13　馬画賛
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め
ん
よ
ふ

　
扶
桑
㝡
初
禅
窟
　
厓
陳
人
應

　
左
市
郎
需
畵

題

　
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
瓢
箪
と
い
う
器
物
の
特
徴
を
賛
文
に
ま
と
め
、
そ
れ
が
水
流

に
乗
っ
て
川
を
浮
き
つ
、
沈
み
つ
し
な
が
ら
流
れ
て
い
く
様
を
描
い
て
い
る
。
瓢
箪

は
さ
な
が
ら
現
世
と
い
う
水
流
に
飲
み
込
ま
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
我
々
人
間
の
象

徴
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
ち
ら
も
絹
本
で
、
左
市
郎
の
求
め
に
応
じ
て
描
か
れ
た
図

で
あ
る
。

　
本
図
に
は
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
添
え
ら
れ
て
い
る
が
、
年
記
は
な
い
。

　
さ
て
、「
西
都
府
懐
古
画
賛
」
や
「
竹
画
賛
」、「
水
上
葫
蘆
画
賛
」
な
ど
、
絹
本

は
な
い
。

　
最
後
に
、
器
物
を
描
い
た

図
に
も
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」

の
語
を
用
い
た
作
例
が
一
例

あ
る
。
水
流
に
流
さ
れ
、
浮

き
沈
み
を
繰
り
返
す
「
瓢

箪
」
を
描
い
た
図
で
あ
る
。

⑥
瓢
箪

6

　水
上
葫
蘆
画
賛

　一
幅
［
図
15
］

絹
本
墨
画
・
墨
書

三
六
・
二
×
五
八
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

譬
へ
は
水
上
の

葫
蘆
の

風
波
に
ま
か
せ
て

飄
々
然
た
る
か
如
し

佛
魔
堯
桀

儒
墨
荘
老

来
て
お
さ
へ
ん
と

す
れ
は
怒
る
利
と

抜
け
ま
す
か

図 14　竹画賛
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以
上
の
よ
う
に
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
お
よ
び
年
記
、
そ
し
て
、
仙
厓
の
署

名
が
す
べ
て
揃
っ
た
落
款
は
、
圧
倒
的
に
伝
統
的
な
「
仏
画
」
や
「
祖
師
図
」
に
多

か
っ
た
。
こ
れ
は
制
作
年
不
詳
の
作
品
に
つ
い
て
も
同
様
の
傾
向
を
示
し
て
い
た
。

そ
れ
に
続
く
の
が
「
禅
機
図
」
で
、
そ
の
他
に
は
「
福
神
」
の
図
な
ど
も
あ
っ
た
。

　
一
方
、
仙
厓
が
得
意
と
し
た
「
風
俗
画
」
や
「
風
景
画
」、
動
物
・
植
物
や
器
物

を
描
い
た
作
品
で
は
年
記
の
あ
る
作
品
も
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
を
伴
う
作
品

も
、
ま
し
て
や
そ
れ
ら
両
方
を
併
記
し
た
作
品
も
極
め
て
ま
れ
で
あ
る
こ
と
も
わ
か

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
添
え
ら
れ
て
い
る
作
品
は
画
題
が

限
定
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　「
前
」
の
文
字
の
有
無
に
つ
い
て
の
無
頓
着
さ
は
相
変
わ
ら
ず
で
、
こ
の
語
の
使

用
の
有
無
が
画
風
の
示
す
制
作
時
期
の
変
化
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
よ
う
で
あ

る
。
作
品
間
の
描
写
表
現
の
変
化
は
あ
く
ま
で
も
技
術
的
な
熟
練
と
年
齢
的
な
要
因

に
よ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
で
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
の
有
無
と
は
無
関
係
の
よ

う
で
あ
る
。

　
さ
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
を
落
款
中
で
仙
厓
の

署
名
と
と
も
に
用
い
る
こ
と
は
、「
日
本
最
古
の
禅
寺
の
仙
厓
」
に
よ
る
作
品
で
あ

る
と
い
う
内
容
の
署
名
を
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
た
。
そ
れ
は
「
敕
賜
」
の

語
を
冠
し
た
使
用
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
ハ
ッ
キ
リ
と

意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
出
来
た
。

　
使
用
さ
れ
る
べ
き
画
題
は
「
仏
画
」
や
「
祖
師
図
」
が
中
心
で
、
そ
れ
に
「
禅
機

図
」
や
「
福
神
」
に
ま
つ
わ
る
図
が
若
干
加
わ
る
程
度
で
あ
り
、
全
体
的
に
は
仏
教

関
連
の
図
が
多
く
、
そ
れ
以
外
の
画
題
で
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
こ
と
も
判
明
し
た
。

で
あ
る
こ
と
が
紙

本
中
心
の
仙
厓
画

の
中
に
あ
っ
て
は

特
殊
な
存
在
で
あ

る
と
い
え
る
。
つ

ま
り
、
紙
本
の
作

品
と
は
違
い
、
よ

り
本
格
的
で
正
式

な
作
品
を
描
く
意

気
込
み
を
持
っ
て

制
作
し
た
と
考
え

ら
れ
る
こ
れ
ら
の

図
で
「
扶
桑
最
初

禅
窟
」
の
語
が
用

い
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
、
こ
の
語
を

添
え
る
意
味
合
い

に
つ
い
て
何
か
示

唆
す
る
も
の
が
あ

る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
動
物
や
植
物
、
器
物
を
描
い
た
作
品
で
は
年
記
が
伴
う
作
品
も
、

「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
添
え
ら
れ
た
作
品
も
、
い
ず
れ
も
非
常
に
稀
で
あ
っ
た
。

図 15　水上葫蘆画賛
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つ
い
て
、
そ
の
使
用
状
況
の
実
際
に
つ
い
て
作
例
を
あ
げ
な
が
ら
検
討
を
加
え
て
み

た
。
前
述
の
よ
う
に
、「
仏
画
」
や
「
祖
師
図
」、「
禅
機
図
」
な
ど
、
本
来
の
僧
侶
・

住
持
と
し
て
の
仙
厓
の
立
場
に
よ
り
深
く
関
連
す
る
画
題
を
描
い
た
作
品
に
頻
繁
に

こ
の
語
が
登
場
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
が
、
そ
れ
が
推
測
し
た
よ
う
な
公
式
的
な
意

味
合
い
を
持
っ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
い
ま
だ
確
証
が
得
ら
れ
て
は

い
な
い
。

　
そ
こ
で
年
記
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
内
容
か
ら
判
断
す
る
と
、
仙
厓
に
と
っ
て
公

的
な
、
あ
る
い
は
、
よ
り
重
要
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
作
品
、「
自
画
像
画
賛
」
と
「
○
△
□
」
を
取
り
上
げ
、
先
考
［
註
21
］
も
参

考
に
し
つ
つ
、
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

1

　自
画
像
画
賛

　一
幅
［
図
16
］

紙
本
墨
画
・
墨
書

四
三
・
一
×
六
四
・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

仙
厓
そ
ち
ら
む
ひ
て

な
に
し
や
る

　
扶
桑
㝡
初
禅
窟
厓

　
起
上
り
小
法
師
を
後
ろ
か
ら
描
い
た
よ
う
な
不
思
議
な
作
品
で
あ
る
。「
仙
厓
そ

ち
ら
む
ひ
て
な
に
し
や
る
」
と
い
う
賛
が
あ
る
た
め
、
後
ろ
を
向
い
た
達
磨
風
の
人

物
が
仙
厓
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
は
仙
厓
の
数
少
な
い
自
画

像
で
あ
る
。
制
作
は
画
風
か
ら
隠
棲
時
代
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
禅
宗
の
始
祖
、
達
磨
は
イ
ン
ド
か
ら
は
る
ば
る
南
北
朝
時
代
の
中
国
に
渡
っ
て
北

　
そ
の
使
用
に
あ
た
っ
て
は
、「
薫
沐
」
の
語
の
使
用
や
絹
本
の
作
品
の
存
在
か
ら
、

よ
り
正
式
な
制
作
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
作
例
も
見
ら
れ
た
。

　
し
か
し
、
一
方
で
年
記
が
あ
る
作
品
で
も
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
添
え
ら
れ

て
い
な
い
作
例
も
多
く
、
落
款
の
構
成
要
素
と
し
て
、
年
記
を
明
示
す
る
こ
と
が
ど

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ

う
だ
。

　
ま
た
、
制
作
時
点
に
は
す
で
に
隠
棲
時
代
に
入
っ
て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

り
、「
前
」
の
文
字
を
添
え
る
こ
と
の
持
つ
意
味
合
い
を
認
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
前
」
の
文
字
が
添
え
ら
れ
た
例
は
非
常
に
少
な
く
、
当
時
の

仙
厓
の
状
況
と
こ
の
語
は
無
関
係
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
こ
と
も
確
認
出

来
た
。

　
さ
ら
に
、
画
風
の
変
化
に
も
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

　
で
は
、
仙
厓
を
代
表
す
る
作
品
で
あ
り
、
そ
の
内
容
が
仙
厓
の
思
想
や
考
え
方
の

核
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
作
品
、
つ

ま
り
、
そ
の
意
味
で
は
仙
厓
が
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
を
落
款
に
添
え
て
も
お
か

し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
重
要
な
作
品
二
点
を
次
に
取
り
上
げ
、
仙
厓
に
と
っ
て
の

「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
と
い
う
語
の
意
味
合
い
と
そ
の
重
要
性
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討

を
加
え
て
み
た
い
。

　
　
六
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
意
味

　
　

　
　─
─ 「
自
画
像
画
賛
」
と
「
○
△
□
」
を
例
と
し
て

　
こ
れ
ま
で
は
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
と
い
う
語
を
使
用
す
る
こ
と
の
意
味
合
い
に
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っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
来
の
目
的
が
失
わ
れ
か
け
て
い
る
禅
の
要
諦
を
示
し
て
見
せ

る
た
め
、
偉
大
な
祖
師
で
あ
る
達
磨
の
手
本
を
基
に
、
仙
厓
が
身
を
も
っ
て
示
し
て

見
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
見
て
も
何
を
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い

で
い
る
。
そ
の
よ
う
な
弟
子
た
ち
に
、
坐
禅
の
意
味
と
真
の
目
標
を
示
す
こ
と
が
必

要
と
感
じ
た
仙
厓
が
こ
の
よ
う
な
作
品
を
残
し
た
と
い
う
の
が
本
作
制
作
の
事
情
と

し
て
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
後
に
続
く
も
の
に
、
自
ら
が
見
つ
め
る
正
真
の
悟
り
に
向
け
て
、
全
身
全
霊
で
修

行
に
打
ち
込
む
姿
を
見
せ
、
坐
禅
修
行
の
厳
し
さ
を
示
す
た
め
に
こ
の
よ
う
な
不
思

議
な
後
向
き
の
自
画
像
を
表
し
、
そ
こ
に
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
を
添
え
た
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
伝
統
の
あ
る
聖
福
寺
の
仙
厓
自
ら
が
示
し
て
見
せ
る
手
本
こ

そ
は
、
日
本
最
古
の
由
緒
あ
る
こ
の
寺
に
集
っ
て
修
行
を
続
け
る
雲
水
た
ち
、
あ
る

い
は
、
禅
を
志
し
て
い
る
者
た
ち
す
べ
て
に
と
っ
て
最
も
正
し
く
重
要
な
修
禅
の
手

本
で
あ
り
、
こ
の
自
身
の
姿
こ
そ
が
正
統
的
な
禅
探
究
者
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
で
あ

る
こ
と
を
例
証
し
て
見
せ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
こ
の
画
賛
に
持
た
せ

る
語
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、

仙
厓
の
描
い
た
禅
画
の
中
で
も
一
際
重
要
な
作
品
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。

2

　◯
△
□

　一
幅
［
図
17
］

紙
本
墨
画
・
墨
書

二
八
・
四
×
四
八
・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

◯△

魏
に
入
り
、
嵩
山

の
少
林
寺
の
岩
窟

に
あ
っ
て
、
壁
面

に
向
か
い
九
年
の

長
き
に
渡
っ
て
坐

禅
修
行
に
専
心
し

て
悟
り
を
深
め
た

と
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、「
面
壁
九
年
」

で
有
名
な
エ
ピ
ソ

ー
ド
で
あ
る
が
、

本
作
は
そ
の
達
磨

の
故
事
に
倣
い
、

自
身
が
坐
禅
を
組

ん
で
い
る
姿
に
描

い
た
図
で
あ
る
。

し
か
し
、「
そ
ち

ら
を
向
い
て
何
を

し
て
い
る
の
か
」

と
問
う
者
が
あ
る

こ
と
か
ら
す
る
と
、
面
壁
の
達
磨
に
な
ぞ
ら
え
た
仙
厓
の
姿
は
見
る
者
に
と
っ
て
は

何
処
を
向
い
て
い
る
の
か
、
何
を
し
た
い
の
か
見
当
も
つ
か
な
い
も
の
で
し
か
な
か

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
残
念
な
が
ら
、
あ
ら
ぬ
方
向
を
向
い
て
坐
禅
を
す
る
師
の

姿
は
、
声
を
か
け
た
弟
子
と
思
わ
れ
る
人
物
に
と
っ
て
奇
妙
で
不
思
議
な
も
の
に
映

図 16　自画像画賛
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「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
署
名
の
あ
る
側
、
つ
ま
り
、「
□
」「
△
」「
○
」
の
順
に
描
か

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
、
仙
厓
画
の
中
で
最
も
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な

作
品
で
も
あ
る
。

　
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
種
々
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
三
つ
の
図
形
は

密
教
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
地
・
水
・
火
・
風
・
空
」
の
五
大
、
な
い
し
は
、「
識
」

を
加
え
た
六
大
思
想
の
中
の
地
（
□
）、
水
（
○
）、
火
（
△
）
の
象
徴
で
あ
る
と
か
、

「
◯
」
が
禅
宗
、「
△
」
が
真
言
宗
、「
□
」
が
天
台
宗
を
象
徴
し
て
い
る
、
あ
る
い

は
、
仏
教
、
儒
教
、
道
教
（
あ
る
い
は
、
神
道
）
の
三
教
一
致
を
示
し
て
い
る
な
ど
の

解
釈
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
「
○
」｢

△｣
｢

□｣

が
、
こ
れ
ら
三
つ
の
図
形
の
持
っ
て

い
る
本
来
の
意
味
、
つ
ま
り
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
も
の
す
べ
て
の
も
の
に
と
っ
て

最
も
根
源
的
な
形
状
で
あ
る
と
理
解
し
、
根
本
の
形
態
で
あ
る
三
つ
の
図
形
を
描
い

た
作
品
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
世
界
の
す
べ
て
の
存

在
の
根
本
要
素
を
表
す
三
つ
の
図
形
は
大
宇
宙
の
す
べ
て
を
表
し
て
い
る
と
い
う
解

釈
も
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
仙
厓
の
世
界
観
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
と

解
釈
す
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
紫
衣
勧
奨
へ
の
断
り
を
記
し
た
、
妙
心
寺
の
大
通
和
尚
宛
の
二
通
の
手
紙

の
草
稿
に
見
ら
れ
る
言
葉
と
の
関
連
も
注
目
さ
れ
る
。
一
通
で
は
「
不
圓
三
業
…
吾

三
輪
不
輪
…
人
天
所
笑
（
三
業
（
三
密
）
が
円
く
な
っ
て
お
ら
ず
…
ま
だ
三
輪
が
輪
で
は
な

い
の
で
…
人
も
天
も
私
を
笑
う
で
あ
ろ
う
）」（「
大
通
和
尚
宛
書
簡
草
稿
」
出
光
美
術
館
蔵
）
と
、

も
う
一
通
で
は
「
○
△
□
」
の
意
味
を
考
え
る
上
で
参
考
と
な
る
「
曰
不
能
全
吾
三

密
円
一
心
則
喪
身
不
正
…
未
円
道
行
心
也
　
是
三
輪
未
円
　
変
為
三
角
　
為
人
天
所

笑
焉
（
三
密
を
体
得
し
円
満
な
心
を
得
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
こ
の
身
を
失
う
と
も
や
む
な

し
…
い
ま
だ
三
密
（
心
と
言
葉
と
体
）
が
円
満
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
い
ま
だ
三
角
の
そ
れ
を
円
く

変
じ
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
こ
の
ま
ま
で
は
人
も
天
も
私
を
笑
う
で
あ
ろ
う
）」（「
大
通

□　
扶
桑
㝡
初
禅
窟

　「
○
」
と
「
△
」

と
「
□
」。
最
も

単
純
な
三
つ
の
図

形
を
組
み
合
わ
せ

て
描
い
た
こ
の
作

品
は
、
仙
厓
を
代

表
す
る
作
品
で
あ

る
。
し
か
し
、
他

の
作
品
の
よ
う
に

画
の
意
味
を
解
釈

す
る
助
け
と
な
る

賛
文
が
添
え
ら
れ

て
い
な
い
た
め
、

仙
厓
の
作
品
の
中

で
最
も
難
解
な
作

品
と
も
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、「
○

△
□
」
と
呼
ば
れ

る
こ
の
作
品
だ
が
、

墨
の
に
じ
み
を
観

察
す
る
と
、
実
は

図 17　○△□
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ド
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
語
を
添
え
た
落
款
の
意

味
合
い
が
よ
り
際
立
っ
て
く
る
と
と
と
も
に
、
そ
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。

　
た
だ
し
、
取
り
上
げ
た
二
作
品
に
は
、
年
記
が
伴
っ
て
い
な
い
点
も
記
憶
し
て
お

く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
仙
厓
に
と
っ
て
、
作
品
に
年
記
を
伴
う
こ
と
は
さ

ほ
ど
重
要
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
、
ま
た
何
か
別
の
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
と
考

え
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
二
作
品
と
同
じ
よ
う
に
、
自
身
の
境
地
を
描
い
た
と
も
解
釈
出
来

る
「
一
円
相
画
賛
」
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
不
完
全
な
円
相
図
で
あ
る
た
め
か
ら

か
、
所
蔵
す
る
五
点
と
も
年
記
も
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
を
も
伴
っ
て
お
ら
ず
、

さ
ら
な
る
問
題
を
提
起
す
る
点
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　
　
七
、
仙
厓
画
に
添
え
ら
れ
た
「
戯
墨
」「
戯
筆
」
の
意
味

　
さ
て
以
上
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
は
そ
の
言
葉
が
示
す
聖
福
寺
と
い
う
、
自

ら
が
住
持
と
し
て
在
任
し
た
寺
の
僧
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
に
思
っ
て
、
あ
え
て
限
定

さ
れ
る
作
品
に
用
い
た
語
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。

　
で
は
、
そ
う
で
は
な
い
作
品
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち

ろ
ん
、
仙
厓
自
身
が
そ
の
よ
う
な
区
分
け
を
し
て
お
ら
ず
、
作
品
そ
の
も
の
か
ら
も

そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
が
ハ
ッ
キ
リ
と
わ
か
る
も
の
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

当
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
収
蔵
さ
れ
る
仙
厓
画
の
中
で
、「
戯
」
の
文
字
が
「
墨
」「
筆
」

の
前
に
添
え
ら
れ
、「
戯
墨
」「
戯
筆
」
と
署
名
し
た
作
品
が
四
点
ほ
ど
あ
る
こ
と
に

注
目
し
て
、
そ
の
辺
り
の
事
情
を
推
測
し
て
み
た
い
。

　
先
に
述
べ
た
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
が
よ
り
公
の
、
正
式
な
作
品
で
あ
る
意
味
合
い

和
尚
宛
書
簡
草
稿
」
福
岡
市
美
術
館
蔵
）
と
あ
り
、
こ
れ
が
辞
退
の
理
由
で
あ
る
と
説
明

し
て
い
る
。
こ
れ
は
紫
衣
を
勧
奨
さ
れ
る
ほ
ど
の
高
僧
と
し
て
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、

地
位
や
名
誉
と
無
縁
の
存
在
と
し
て
、
一
介
の
黒
衣
の
僧
と
し
て
生
涯
を
過
ご
す
と

い
う
仙
厓
の
生
き
方
を
明
確
に
表
し
た
資
料
で
あ
る
［
註
22
］。

　
そ
こ
で
二
通
の
草
稿
に
よ
っ
て
こ
の
作
品
を
解
釈
す
る
と
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
三

つ
の
図
形
が
仙
厓
自
身
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
出
来
よ
う
。
仙
厓
は
す
で
に

悟
り
を
得
た
一
人
前
の
僧
侶
と
認
め
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
聖
福
寺
住
持
を
務
め
た
わ
け

で
あ
る
が
、
一
方
で
不
断
の
精
進
と
努
力
を
惜
し
ま
ず
、
悟
後
の
修
行
の
重
要
性
を

感
じ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
作
品
は
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
仙

厓
、
つ
ま
り
、
日
本
最
古
の
伝
統
を
誇
る
聖
福
寺
の
仙
厓
自
身
を
象
徴
的
に
表
し
て

い
る
と
と
も
に
、
さ
ら
な
る
精
進
を
決
意
し
た
仙
厓
の
思
い
を
表
明
す
る
作
品
な
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
表
現
は
異
な
る
も
の
の
、
先
述
の
「
自
画
像
画

賛
」［
図
16
］
と
同
じ
よ
う
な
意
味
合
い
を
示
す
、
自
画
像
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
と

解
釈
す
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
こ
れ
ら
の
二
作
品
は
い
ず
れ
も
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
雅
号
と
と
も

に
落
款
中
に
配
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
最
古
の
禅
の
伝
統
を
誇
る
聖
福
寺
の
仙

厓
が
自
身
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
不
動
の
自
信
と
信
念
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
よ
り
強
く
感
じ
さ
せ
る
作
品
と
し
て
味
わ
う
こ
と
の
出
来
う
る
内
容
を

持
つ
作
品
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
も
し
も
こ
の
よ
う
な
作
品
解
釈
が
可
能
で
あ
れ
ば
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が

そ
の
意
味
す
る
通
り
に
「
日
本
最
古
の
禅
寺
・
聖
福
寺
」
を
表
す
だ
け
で
は
な
く
、

よ
り
一
歩
踏
み
込
ん
だ
、
日
本
で
最
も
由
緒
正
し
い
禅
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
寺
、
そ

し
て
、
そ
の
住
持
を
務
め
た
自
身
に
対
す
る
自
負
を
も
表
し
う
る
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
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1

　頭
骨
に
若
松
画
賛

　一
幅
［
図
18
］

紙
本
墨
画
・
墨
書

三
八
・
七
×

　
　
　
四
九
・
六

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

肉
い
皮
い
は

若
ひ
時
の
お
習

し
や
お
習

あ
た
ま
蜂
か

刺
て
茶
せ
ん
で

こ
そ
け
落
い

た
落
い
た

な
ら
で
い

じ
か

祝
ふ

た〳
〵
ト
ン
ト
ン
ト
ン
ト
ン

　
　
　
　
ト
ン
ト
ン
〳
〵

　
　
甘
乎
戯
墨

を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
は
、
そ
の
語
が
よ
り
多
く
用
い
ら
れ
て

い
る
作
品
の
ジ
ャ
ン
ル
が
「
仏
画
」
や
「
祖
師
図
」、「
禅
機
図
」
の
よ
う
に
仏
教
に

関
連
す
る
作
品
が
多
い
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う

な
画
題
で
は
な
い
も
の
の
、「
薫
沐
」
と
い
う
語
の
使
用
や
絹
本
の
作
品
で
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
正
式
で
、
改
ま
っ
た
制
作
状
況
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

も
考
え
て
み
た
。

　
で
は
、「
戯
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
数
は
ほ
ん
の
一
握
り
も

な
い
く
ら
い
に
少
な
い
も
の
の
、
い
ず
れ
に
も
「
戯
れ
に
」
描
い
た
作
品
で
あ
る
こ

と
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
考
察
す
る
こ
と
で

仙
厓
が
ど
の
よ
う
な
作
品
群
、
あ
る
い
は
、
画
題
を
「
戯
れ
」
の
作
品
で
あ
る
と
考

え
て
い
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　「
戯
」
の
語
が
添
え
ら
れ
た
四
点
の
作
品
の
内
、「
戯
墨
」
と
し
た
も
の
は
「
烏

鷺
争
曲
（
囲
碁
）
画
賛
」「
頭
骨
に
若
松
画
賛
」「
虚
白
院
独
居
画
賛
」
の
三
点
、「
戯

筆
」
と
署
名
し
た
作
品
は
「
芥
屋
大
門
画
賛
」
の
一
点
で
あ
る
。

　
内
容
的
に
は
囲
碁
の
対
局
を
描
い
た
作
品
は
明
ら
か
に
遊
戯
の
最
中
を
描
い
た
も

の
で
、
ま
さ
に
「
戯
れ
」
の
一
瞬
を
表
し
た
作
品
で
あ
る
。
登
場
人
物
に
は
仙
厓
ら

し
き
人
物
の
姿
も
見
ら
れ
る
た
め
、
間
接
的
な
自
画
像
を
含
ん
だ
作
品
と
も
な
っ
て

い
る
。

　
で
は
、
そ
れ
以
外
の
三
点
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

図 18　頭骨に若松画賛
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2

　虚
白
院
独
居
画
賛

　一
幅
［
図
19
］

紙
本
墨
画
・
墨
書

一
三
二
・
八
×
五
八
・
一

　
　
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
虚
白
院
獨
居
吟

生
来
獨
之
死
去
獨
之

中
間
之
居
旦
暮
獨
之

獨
り
生
れ
獨
り
死
ぬ
る
と
思

ふ
我
か

む
す
へ
る
庵
に
獨
り
す
む
也

　
　
　
　
　
　
　
厓

戯
墨

3

　芥
屋
大
門
画
賛

　一
幅
［
図
20
］

紙
本
墨
画
・
墨
書

一
一
五
・
一
×
五
五
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
芥
屋
岩
窟

遊
觀
海
壡
擇
雲
根

玉
柱
瓊
椽
寂
閉
門

図 19　虚白院独居画賛

　

〃

識

吾
知
修
羅
王
窟
宅

留
舟
弾
舌
誦
眞
言

　
厓
多
羅
菩
薩
戯
筆

　「
頭
骨
に
若
松
画
賛
」［
図
18
］
は
、
仙
厓
が
得
意
と
し
た
器
物
を
象
徴
的
に
描
い
て
、

仏
教
的
な
真
理
を
説
く
典
型
的
な
禅
画
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
「
正
見
」
な
ど
の
仏

教
の
根
本
理
念
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
日
常
の
教
訓
と
も
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そ
の
様
子
は
現
在
も
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
ほ
ど
忠
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
は

仙
厓
に
よ
る
風
景
画
の
代
表
作
で
あ
る
と
と
も
に
、
実
景
を
描
い
た
風
景
画
と
し
て

も
注
目
に
値
す
る
作
品
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
三
点
の
内
、
最
初
に
あ
げ
た
二
例
は
仏
教
的
な
真
理
や
独
居
の
理
想
を
説

い
た
画
賛
で
あ
る
が
署
名
は
「
戯
墨
」
で
あ
り
、
残
り
の
も
う
一
つ
の
芥
屋
大
門
の

画
賛
は
非
常
に
丁
寧
に
描
か
れ
た
風
景
画
で
あ
り
な
が
ら
も
「
戯
筆
」
と
な
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
仙
厓
に
と
っ
て
は
「
戯
れ
」
に
描
い
た
作
品
な

な
る
た
め
、
禅
を
志
す
者
に

と
っ
て
も
、
ま
た
、
一
般
の

人
々
に
と
っ
て
も
大
切
な
教

え
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の

よ
う
な
二
面
性
を
持
っ
た
作

品
の
存
在
こ
そ
が
仙
厓
の
教

え
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る

こ
と
は
以
前
に
も
説
い
た

［
註
23
］。

　「
虚
白
院
独
居
画
賛
」［
図

19
］
は
虚
白
院
に
隠
棲
し
て

生
活
を
始
め
た
仙
厓
の
思
い

を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、

理
想
の
生
活
ス
タ
イ
ル
を
描

い
た
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、

も
ち
ろ
ん
実
際
に
は
こ
の
通

り
に
は
な
ら
ず
、
た
く
さ
ん
の
揮
毫
依
頼
に
悩
ま
さ
れ
て
絶
筆
を
宣
言
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　「
芥
屋
大
門
画
賛
」［
図
20
］
は
非
常
に
興
味
深
い
造
形
を
見
せ
る
天
然
の
景
勝
地
、

芥
屋
大
門
を
描
い
た
画
賛
で
あ
る
。
芥
屋
大
門
に
つ
い
て
、
仙
厓
は
そ
れ
が
近
寄
り

が
た
く
も
あ
る
大
門
で
あ
り
、
実
際
に
舟
で
く
ぐ
っ
て
み
る
と
、
阿
修
羅
窟
の
よ
う

に
森
厳
で
あ
っ
た
と
賛
文
で
称
え
て
い
る
。
一
方
、
玄
武
岩
の
柱
状
節
理
の
偉
容
を

誇
る
芥
屋
大
門
は
愛
石
家
の
仙
厓
に
と
っ
て
は
見
逃
せ
な
い
、
非
常
に
興
味
あ
る
造

形
で
も
あ
っ
た
た
め
、
注
意
深
く
観
察
し
、
非
常
に
丁
寧
に
再
現
・
描
写
し
て
い
る
。

図 20　芥屋大門画賛
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は
若
干
の
寿
老
人
な
ど
「
福
神
」
の
図
な
ど
が
あ
る
も
の
の
、“
禅
画
の
名
手
”
仙

厓
の
作
品
を
特
徴
付
け
て
い
る
主
要
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
「
風
俗
画
」
や
「
風
景
画
」、

動
植
物
や
器
物
を
描
い
た
作
品
で
の
使
用
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ

た
。

　
そ
こ
で
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
を
伴
う
落
款
を
用
い
た
作
品
は
禅
寺
の
住
持

（
あ
る
い
は
前
住
持
）
と
し
て
の
仙
厓
に
と
っ
て
公
式
な
、
あ
る
い
は
、
正
式
な
作
品

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
推
測
し
、
そ
の
例
証
と
し
て
「
自
画
像
画
賛
」
と
「
○
△

□
」
と
い
う
仙
厓
画
の
代
表
作
を
検
討
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
こ
そ
、

仙
厓
が
伝
え
た
い
、
あ
る
い
は
、
示
し
て
お
き
た
い
と
感
じ
た
最
も
重
要
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
自
画
像
画
賛
」
は
達
磨
大
師

の
姿
に
な
ぞ
ら
え
た
自
身
の
姿
を
通
し
て
坐
禅
修
行
の
重
要
性
を
説
き
、「
○
△
□
」

は
悟
り
に
い
た
る
自
身
の
変
遷
を
示
し
て
見
せ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

前
者
は
修
行
の
根
本
を
説
き
、
後
者
は
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
変
化
、
悟
り

へ
の
階
梯
を
示
し
た
作
品
で
、
い
ず
れ
も
自
身
の
姿･

体
験
を
表
現
し
た
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
日
本
最
古
の
、
そ
の
意
味
で
は
最
も
正
式
な
禅
の
伝
統
を
受

け
継
ぐ
寺
の
住
持
で
あ
る
（
あ
っ
た
）
仙
厓
自
身
の
実
体
験
・
人
生
を
通
し
て
た
ど

り
着
い
た
禅
の
核
心
を
示
し
た
作
品
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
聖
福
寺
と
い
う

寺
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
住
持
（
前
住
持
）
と
い
う
正
当
性
に
よ
っ
て
よ
り
確
固
た
る

も
の
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
そ
の
裏
付
け
に
よ
っ
て
、
禅
を
志
す

者
す
べ
て
に
対
し
て
誇
り
を
持
っ
て
示
し
う
る
内
容
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
扶

桑
最
初
禅
窟
」
の
語
は
自
身
の
伝
統
の
正
当
性
の
象
徴
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
語

を
伴
う
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
内
容
で
あ
る
と
自
負
し
て
厳
選
し
た
作
品
に
こ
の
語
を

添
え
た
の
で
あ
ろ
う
と
解
釈
し
た
。

　
た
だ
し
、
こ
れ
ら
二
作
品
は
公
式
な
意
味
合
い
を
持
っ
た
作
品
の
最
有
力
候
補
で

の
で
あ
る
。「
戯
れ
」
の
「
墨
」・「
筆
」
に
よ
る
作
品
で
し
か
な
い
と
自
身
で
判
断

し
て
い
る
こ
れ
ら
の
作
品
の
存
在
は
、
点
数
は
少
な
い
も
の
の
、
そ
の
判
断
が
ど
の

よ
う
に
下
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
多
く
を
語
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
描
か
れ
て
い
る
テ
ー
マ
・
主
題
こ
そ
が
最
も
重
要
で
あ
り
、
そ
の
内
容
や
描
写

態
度
、
描
写
技
法
な
ど
は
さ
ほ
ど
問
題
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が

わ
か
る
［
註
24
］。

　
以
上
の
諸
点
を
理
解
し
た
上
で
前
述
の
考
察
を
加
味
し
て
考
え
て
み
る
と
、
仙
厓

に
と
っ
て
「
戯
れ
」
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
テ
ー
マ
の
作
品
群
で
あ
る
「
仏
画
」

や
「
祖
師
図
」、「
禅
機
図
」
の
中
に
、
そ
れ
ら
を
よ
り
特
殊
な
存
在
、
よ
り
正
式
な

意
味
合
い
を
持
つ
作
品
と
し
て
他
か
ら
区
別
さ
せ
る
特
徴
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
も

考
察
を
加
え
て
き
た
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
の
使
用
と
い
う
落
款
に
お
け
る
特
徴

が
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
一
方
で
、
そ
れ
ら
が
必
ず
し
も
完
璧
な
使
い

分
け
と
な
っ
て
は
い
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
そ
の
意
味
合
い
の
推
測
を
確
定
と

す
る
こ
と
に
は
限
界
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
む
す
び

　
以
上
、
仙
厓
作
品
の
落
款
に
用
い
ら
れ
る
「
扶
桑
最
初
禅
窟｣

の
語
の
意
味
合
い

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。

　
ま
ず
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
と
様
々
な
雅
号
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
あ
わ
せ

る
と
、
落
款
が
「
日
本
最
古
の
禅
寺
の
仙
厓
」
と
い
う
意
味
合
い
を
持
っ
た
署
名
と

な
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
次
に
、
こ
の
よ
う
な
落
款
が
添
え
ら
れ
て
い
る
作
品
は
、
伝
統
的
な
「
仏
画
」
や

「
祖
師
図
」、「
禅
機
図
」
な
ど
の
よ
う
に
仏
教
関
係
の
作
品
が
中
心
で
、
そ
の
他
に
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こ
と
を
期
待
す
る
。

註
1
�
八
波
浩
一
「
仙
厓
の
雅
号
を
め
ぐ
っ
て
」（『
出
光
美
術
館
研
究
紀
要
』
第
二
十
四
号
、
二

〇
一
九
年
）、
一
八
五
─
二
〇
七
頁
。

註
2
�
黒
田
泰
三
「
仙
厓
画
雑
感
三
、
─
「
そ
ち
ら
」
っ
て
、
ど
ち
ら
？
─
」（『
出
光
美
術
館
館

報
』
第
百
四
十
二
号
、
二
〇
〇
八
年
）、
二
─
四
頁
。
本
論
考
で
は
、
こ
の
後
に
取
り
上

げ
る
「
自
画
像
画
賛
」
に
つ
い
て
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
を
添
え
る
意
味
合
い
を
検

討
し
て
い
る
。

註
3
�
八
波
浩
一
「
仙
厓
画
─
そ
の
変
遷
と
変
化
」（『
出
光
美
術
館
研
究
紀
要
』
第
二
十
七
号
、

二
〇
二
二
年
）、
一
七
九
─
二
〇
五
頁
。

註
4
�
八
波
「
仙
厓
画
─
そ
の
変
遷
と
変
化
」
所
収
の
作
品
①–

3–

1
参
照
。

註
5
�
同
右
、
作
品
①–

2
参
照
。

註
6
�
同
右
、
作
品
①–

1
参
照
。

註
7
�
同
右
、
作
品
②–

4
参
照
。

註
8
�
同
右
、
作
品
②–

2
参
照
。

註
9
�
中
山
喜
一
朗
「
印
章
研
究
」（
福
岡
市
美
術
館
編
『
福
岡
市
美
術
館
叢
書
２
　
仙
厓
─
そ

の
生
涯
と
芸
術
』
福
岡
市
美
術
館
協
会
、
一
九
九
二
年
）、
二
一
四
─
二
二
八
頁
。

註
10
�
同
右
、
二
一
七
─
二
一
八
頁
。

註
11
�
同
右
、
二
一
六
─
二
一
七
頁
。

註
12
�
八
波
「
仙
厓
画
─
そ
の
変
遷
と
変
化
」
所
収
の
作
品
③–

1–

1
参
照
。

註
13
�
同
右
、
作
品
④–

5
参
照
。

註
14
�
同
右
、
二
〇
三
頁
。

註
15
�
同
右
、
作
品
④–

2–

1
参
照
。

註
16
�
同
右
、
作
品
⑤–

2
参
照
。

註
17
�
中
山
「
印
章
研
究
」、
二
一
八
─
二
一
九
、
二
二
一
─
二
二
二
頁
。

註
18
�
八
波
「
仙
厓
画
─
そ
の
変
遷
と
変
化
」、
二
〇
三
頁
。

註
19
�
中
山
「
印
章
研
究
」、
二
一
七
─
二
一
八
頁
。

註
20
�
こ
の
他
に
当
館
の
所
蔵
を
離
れ
た
作
品
で
最
晩
年
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
制
作
の

「
芥
屋
大
門
画
賛
」
が
知
ら
れ
て
い
る
。

註
21
�
黒
田
「
仙
厓
画
雑
感
三
、
─
「
そ
ち
ら
」
っ
て
、
ど
ち
ら
？
─
」、
二
─
四
頁
。

註
22
�
八
波
浩
一
「
コ
ラ
ム
⑥
　「
○
△
□
」
と
「
三
徳
宝
図
」・「
大
通
和
尚
宛
書
簡
草
稿
」」（
展

覧
会
図
録
『
大
仙
厓
展
』、
出
光
美
術
館
、
二
〇
一
六
年
）、
七
九
頁
。

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
推
測
に
反
し
て
、
い
ず
れ
の
作
品
に
も
年
記
が
な
い

の
が
少
し
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
年
記
は
さ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い

の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
明
ら
か
に
隠
棲
後
の
制
作
に
な
る
、
つ
ま
り
、
正
し
く

は
「
前
」
の
文
字
を
添
え
た
「
前
扶
桑
最
初
禅
窟
」
と
署
名
さ
れ
る
べ
き
作
品
に
も
、

た
だ
単
に
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
添
え
ら
れ
て
い
る
作
例
が
多
い
の
だ
が
、
そ

れ
は
仙
厓
の
無
頓
着
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
留
意
す
べ
き

点
も
残
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
上
述
の
推
測
を
大
き
く
覆
す
ほ
ど
の
懸
念
点
で
は

あ
り
得
ま
い
。

　
一
方
、「
戯
墨
」「
戯
筆
」
と
い
っ
た
「
戯
れ
」
に
描
か
れ
た
作
品
の
画
題
と
、

「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
を
よ
り
頻
繁
に
目
に
す
る
こ
と
の
多
い
画
題
の
内
容
と
の

相
違
か
ら
、
仙
厓
自
身
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
作
品
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
た
か
を
判
断
し
た
。
そ
の
結
果
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
が
使
用
さ
れ
る
作
品

の
特
殊
性
、
つ
ま
り
、
そ
の
判
断
の
根
拠
は
表
現
や
描
写
方
法
な
ど
で
は
な
く
、
仏

教
的
な
題
材
で
あ
る
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
再
度
結
論
付
け

て
み
た
。

　
以
上
の
考
察
よ
り
、
落
款
に
見
ら
れ
る
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
と
い
う
語
は
、
そ
の

字
義
よ
り
も
遙
か
に
深
く
象
徴
的
な
内
容
を
仙
厓
画
に
加
え
る
語
で
あ
り
、
仙
厓
は

そ
の
語
に
誇
り
を
持
っ
て
用
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
結
論
付
け
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
語
に
つ
い
て

の
議
論
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
よ
う
な
解
釈
も
出
来
う
る
と
い
う
推
測
に
し
か
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
部
の
作
品
の
み
に
限
定
的
に
使
用
さ
れ
た
こ
の
語
に

こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
特
別
な
思
い
に
つ
い
て
の
考
察
が
、

仙
厓
と
い
う
禅
僧
が
描
い
た
作
品
の
持
つ
意
味
合
い
の
再
解
釈
に
つ
な
が
り
、
前
稿

で
の
考
察
と
あ
わ
せ
、
さ
ら
に
多
く
の
作
品
を
交
え
た
研
究
へ
の
足
掛
か
り
と
な
る
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註
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�
八
波
浩
一
「
コ
ラ
ム
３
　
禅
の
教
え
と
人
生
訓
」（
展
覧
会
図
録
『
仙
厓
の
す
べ
て
』、
出

光
美
術
館
、
二
〇
二
二
年
）、
四
〇
頁
。

註
24
�
河
野
元
昭
氏
の
ブ
ロ
グ
「
饒
舌
館
長
」
の
二
〇
二
二
年
十
月
十
四
日
付
「
出
光
美
術
館

「
仙
厓
の
す
べ
て
」
３
」（https://jozetsukancho.blogspot.com

/2022/10/blog-post-14.
htm

l

）
に
お
い
て
、
仙
厓
の
こ
の
作
品
「
芥
屋
大
門
画
賛
」
を
取
り
上
げ
、「
こ
の
よ
う
な

写
生
的
描
写
は
「
戯
筆
」
で
あ
り
、（
中
略
）「
指
月
布
袋
画
賛
」
こ
そ
「
正
筆
」
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。」
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
。
仙
厓
の
「
戯
筆
」
に
つ
い
て
触
れ
た
、
貴

重
な
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
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The Meaning of the Signature of "Fusō Saisho Zen-Kutsu" in Sengai Paintings

  YATSUNAMI, Hirokazu

 In this paper, the author has considered the word "Fusō Saisho Zen-Kutsu (meaning the First 
Zen Temple in Japan)" which appears in his signature on some of his works.
 When two elements of the signature, the word "Fusō Saisho Zen-Kutsu" and the name of the 
artist, are used together, they mean "Sengai of the oldest Zen temple in Japan".  Actually being the 
head of the oldest, therefore, the most legitimate Zen temple and tradition in Japan, he was the most 
eligible person to use and claim as such by signing the works with this signature.  And it emphasized 
the legitimacy of his Zen teaching.  And with that symbolic signature, the works can be proudly shown 
to all who aspire to his Zen teaching.
 An analysis of the works in the Idemitsu Collection shows that this word is mainly used on 
works of traditional "butsu-ga (Buddhist paintings)" and "soshi-zu (Patriarch paintings)", and is also 
found on some of "zenki-zu (paintings of episodes of past Zen Masters)."  It is very seldomly used on 
selected paintings of gods of good fortune such as "Jurōjin", but is only rarely found in any genres of 
Sengai’s works that could be signed "gi-hitsu (paintings of fun)" or "gi-boku (ink drawings of fun)", such 
as genre paintings, landscape paintings, paintings of animals and plants and still other non-religious 
motifs although they are major genres in his works.  This is the proof that he intentionally used this 
signature for selected works which had important Buddhist and Zen teachings, and thus, were worthy 
for such signature.
 To further examine such symbolic meaning behind the use of this signature, the author had 
thoroughly studied two most representative paintings of Sengai’s Zen teaching, "Self-Portrait " and 
"The Universe," which two elements were attached to and, indeed, worthy for such special symbolic 
signature.
 From the above discussion, the author suggests that it is possible to infer that the word "Fusō 
Saisho Zen-Kutsu" in the signature adds a deeper symbolic content to Sengai’s paintings than its literal 
meaning, and that Sengai must have been proud to use the word.
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