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は
じ
め
に

　

明
治
初
年
、
特
に
明
治
元
年
か
ら
九
年
頃
の
期
間
の
、
言
わ
ば
明
治
一

桁
時
代
は
美
術
史
の
資
料
に
乏
し
い
時
代
で
あ
る
。
近
世
と
近
代
の
の
り

し
ろ
部
分
で
あ
り
、
は
ざ
ま
で
も
あ
る
。
美
術
領
域
に
あ
っ
て
は
旧
来
の

伝
統
形
式
の
美
術
、
あ
る
い
は
新
美
術
た
る
西
洋
美
術
導
入
期
で
も
あ
る

の
だ
が
、
実
情
は
な
か
な
か
見
え
て
来
な
い
。
従
来
、
明
治
初
期
と
言
え

ば
、
文
明
開
化
と
か
殖
産
興
業
の
言
葉
に
隠
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。

本
論
考
は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
正
月
向
け
に
制
作
さ
れ
た
《
初
春
書

錦
絵
《
初
春
書
始
寿
語
六
（
は
つ
は
る
か
き
ぞ
め
す
ご
ろ
く
）》

─
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）、
制
作
の
意
味
と
内
容
─

岩
切
信
一
郎

始
寿
語
六
（
は
つ
は
る
か
き
ぞ
め
す
ご
ろ
く
）》
を
解
読
す
る
こ
と
で
、

本
双
六
の
出
版
と
し
て
の
企
画
編
集
の
意
図
、
表
現
内
容
、
さ
ら
に
は
こ

の
期
の
浮
世
絵
界
お
よ
び
浮
世
絵
師
の
動
向
、
世
相
、
美
術
傾
向
な
ど
に

も
目
を
向
け
よ
う
と
の
試
み
で
あ
る
。

　
《
初
春
書
始
寿
語
六
》
は
明
治
四
年
（
一
八
四
一
）
十
一
月
の
改
印
が

あ
り
、
題
名
の
「
初
春
」
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
翌
五
年
の
正
月
向
け

双
六
と
し
て
制
作
さ
れ
た
錦
絵
（
木
版
多
色
摺
絵
）
で
あ
る
。
版
元
は
「
伊

勢
屋
兼
吉
」、
屋
号
「
伊
勢
兼
」。
そ
の
住
所
は
「
中
橋
南
槇
町
」（
現
在

の
中
央
区
京
橋
一
丁
目
）
で
、
嘉
永
期
頃
か
ら
の
出
版
活
動
が
あ
っ
て
歌

川
広
重
、
歌
川
豊
国
（
三
代
）
な
ど
の
錦
絵
企
画
・
制
作
・
販
売
の
版
元
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で
あ
る
。
こ
の
双
六
に
注
目
し
た
第
一
は
複
数
の
画
工
（
浮
世
絵
師
）
に

よ
る
合
筆
制
作
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
多
く
の
場
合
一
つ
の
双
六
絵

は
ひ
と
り
の
画
工
に
任
さ
れ
る
例
が
多
い
の
だ
が
、
本
双
六
絵
は
、
歌
川

豊
国
（
四
代
）、
孟
斎
芳
虎
、
豊
原
国
周
を
主
と
し
て
、
他
に
落
合
芳
幾
、

昇
斎
一
景
、
梅
堂
国
政
（
四
代
）、
守
川
周
重
、
鮮
斎
な
ど
八
人
の
画
工

合
筆
と
い
う
特
異
性
が
あ
る
。
ま
た
、
扇
面
貼
り
交
ぜ
の
意
匠
構
成
で
優

美
さ
を
備
え
て
、
流
行
の
端
唄
を
伴
っ
て
お
り
、
新
鮮
な
時
事
話
題
を
提

供
す
る
情
報
誌
の
役
割
を
も
持
っ
て
い
る
。
双
六
と
言
え
ば
子
ど
も
向
け

と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
本
図
は
明
ら
か
に
内
容
構
成
に
お
い
て
子
ど

も
向
け
と
は
思
え
な
い
。
ま
た
、
絵
双
六
の
構
造
が
、
上
段
に
は
大
判
錦

絵
竪
三
枚
続
で
下
段
は
大
判
錦
絵
横
絵
継
ぎ
、
そ
の
上
下
を
合
せ
計
五
枚

で
構
成
さ
れ
た
双
六
形
態
で
あ
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

一
、《
初
春
書
始
寿
語
六
》
に
つ
い
て
─
判
読
と
解
説
─

　

改
め
て
形
状
を
確
認
す
る
と
竪60,0

×
横73,7cm

で
大
判
錦
絵
五
枚
構

成
で
あ
る
。
以
下
、
内
容
を
見
る
に
、
双
六
と
い
う
性
格
上
か
ら
本
来
は

「
振
出
」
か
ら
進
め
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
本
論
考
が
絵
画
研
究
を
目
的

と
す
る
だ
け
に
、
便
宜
上
、
本
双
六
を
（
大
判
錦
絵
）
五
点
に
分
類
し
【
図

版
①
】、中
央
の「
上
り
」を
Ａ
と
し
て
、時
計
回
り
に
Ｂ
か
ら
下
部
の
Ｃ
、

【図版①】
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Ｄ
、
上
の
Ｅ
と
分
類
し
て
解
説
す
る
。
な
お
、
検
討
す
る
双
六
絵
《
初
春

書
始
寿
語
六
》
は
筆
者
所
蔵
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
双
六
図
版
Ａ
【
図
版
②
】
で
あ
る
が
、
検
印
（「
改
」・
辛
未
の

「
未
十
一
」）
が
あ
っ
て
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
十
一
月
の
改
印
で

あ
る
。
本
双
六
の
制
作
は
、
題
名
に
「
初
春
書
始
（
は
つ
は
る
か
き
ぞ
め
）」

の
文
字
が
あ
っ
て
、
実
質
上
「
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
初
春
（
正
月
）」

へ
向
け
た
企
画
で
前
年
明
治
四
年
の
年
末
に
は
出
版
さ
れ
る
べ
き
絵
双
六

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
扇
面
型
（
扇
形
状
）
二
十
四
図
（
こ
れ
に
伴

う
端
唄
な
ど
の
詞
章
）
を
散
ら
し
貼
り
交
ぜ
に
し
た
絵
画
か
ら
成
り
、
双

六
と
し
て
優
美
な
印
象
を
も
つ
構
成
で
あ
る
。

　

上
部
扇
面
「
上
り
」
画
面
〔
扇
面
１
〕【
図
版
③
】
は
こ
の
双
六
の
制

作
意
図
を
窺
わ
せ
る
格
別
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
中
央
の
花
魁
美
人
画

を
四
代
豊
国
が
描
き
、
そ
れ
を
挟
ん
で
左
に
芳
虎
、
右
に
国
周
が
役
者
絵

で
応
じ
て
お
り
何
ら
か
の
三
者
の
関
係
性
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
四

代
豊
国
と
国
周
が
三
代
歌
川
豊
国
門
下
の
代
表
的
後
継
者
で
あ
り
、
も
う

一
人
の
芳
虎
は
歌
川
国
芳
の
門
下
で
あ
る
。
こ
の
三
者
の
ひ
と
り
に
「
芳

虎
」
の
存
在
が
あ
る
こ
と
は
挿
絵
や
錦
絵
な
ど
の
仕
事
量
か
ら
い
え
ば
納

得
の
い
く
の
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
国
芳
門
下
の
代
表
と
言
え
る
か
ど
う

か
、
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
ひ
と
ま
ず
、
上
り
図
の
こ
の
三
者
は
こ
の
双

六
企
画
中
の
主
役
的
な
位
置
に
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

四
代
豊
国
を
中
心
に
据
え
て
、
当
時
廓
の
遊
女
を
描
く
こ
と
が
多
か
っ

た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
得
意
の
女
絵
（
美
人
画
）
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の

手
に
す
る
短
冊
に
は
「
今
様
を
う
つ
す　

豊
国
」
と
認
め
て
い
る
の
が
意

味
深
長
で
、
本
企
画
の
ヒ
ン
ト
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
四
代
豊
国
の

前
名
は
二
代
国
貞
で
あ
り
、
そ
の
師
名
「
豊
国
」
を
継
承
し
た
年
に
つ
い

て
は
従
来
、「
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）」
説
が
あ
っ
て
、
確
認
す
る
と
、

明
ら
か
に
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
中
ま
で
は
「（
梅
蝶
樓
）
国
貞
」
の

落
款
を
使
っ
て
筆
を
執
っ
て
お
り（
１
）、
翌
三
年
（
一
八
七
〇
）
十
一
月
頃
に

【図版②】双六図Ａ
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は
「
三
世
一
陽
齋
豊
國
」
と
落
款（
２
）
し
た
例
が
あ
る
。
し
か
も
四
年

（
一
八
七
一
）
に
な
る
と
合
巻
挿
絵
に
「
豊
国
」
の
名
の
使
用
が
確
認
さ

れ
る（
３
）。

　

な
お
、
こ
の
二
代
国
貞
が
自
ら
「
三
世
豊
国
」
と
し
、
実
は
「
四
世
」

と
注
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
は
訳
が
あ
る
。
若
干
の
説
明
を
要
す

る
が
、
こ
の
二
代
国
貞
の
師
匠
で
あ
る
初
代
国
貞
が
、
一
門
派
閥
に
と
っ

て
主
要
な
継
承
名
「
豊
国
」
襲
名
に
あ
た
っ
て
、
自
ら
が
「
二
代
豊
国
」

で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。と
こ
ろ
が
既
に
初
代
豊
国
の
養
子
豊
重
が「
二

代
豊
国
」
を
襲
名
し
て
お
り
、
そ
れ
を
知
り
な
が
ら
も
認
め
な
い
強
行
的

な
行
使
と
し
て
自
ら
「
二
代
豊
国
」
と
名
乗
っ
て
終
生
こ
れ
を
通
し
た
。

次
に
「
豊
国
」
を
襲
名
す
る
律
儀
な
二
代
国
貞
に
あ
っ
て
は
故
人
と
な
っ

た
師
の
主
張
に
従
わ
ざ
る
を
得
ず
、「
三
代
豊
国
」
を
名
乗
ら
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
で
は
煩
雑
で
逐
一
説
明
せ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
れ
を
避
け
る
手
段
と
し
て
、
現
在
で
は
「
豊
重
の

『
二
代
豊
国
』」
の
存
在
を
認
め
、
ま
た
本
人
は
認
め
な
い
に
し
ろ
「
初

代
国
貞
の
豊
国
を
『
三
代
豊
国
』」、
つ
づ
く
「
二
代
国
貞
の
豊
国
を
『
四

代
豊
国
』」
と
示
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

歌
川
派
に
と
っ
て
主
要
な
名
義
継
承
で
あ
る「
豊
国
」襲
名
に
つ
い
て
、

二
代
国
貞
は
慎
重
で
、
よ
う
や
く
重
い
腰
を
上
げ
、
実
を
と
っ
て
「
三
世

一
陽
齋
豊
國
筆
」（
実
は
四
世
）
と
落
款
す
る
こ
と
か
ら
行
使
し
て
派
手

【図版③】上り拡大図
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な
襲
名
披
露
を
さ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
二
代
国
貞
の
豊
国
襲
名

を
支
援
し
た
の
が
同
門
の
国
周
と
国
芳
門
下
の
芳
虎
で
あ
っ
て
、
そ
の
祝

意
の
表
明
、
あ
る
い
は
名
広
め
の
目
的
で
、
明
治
五
年
初
春
の
こ
の
絵
双

六
の
企
画
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
題
名

に
「
書
初
め
」
で
は
な
く
「
書
始
」
で
あ
っ
て
、「
豊
国
」
の
名
の
書
き

始
め
の
意
を
洒
落
め
か
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
検
討
は

こ
の
双
六
絵
の
解
明
と
共
に
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
〔
扇
面
２
〕
は
国
周
筆
で
座
頭
「
徳
市
」
を
描
き
、「
か
ね
て
手
く
だ
と

わ
し
や
し
り
な
が
ら
く
と
き
上
手
に
つ
い
の
り
や
す
く
だ
ま
さ
れ
て
咲
く

む
ろ
の
う
め
」（
鶴
屋
南
北
作
『
天
竺
徳
兵
衛
韓
噺
』）
と
記
し
て
い
る
。

〔
扇
面
３
〕
は
梅
堂
国
政
描
く
「
伴
左
衛
門
」
で
「
あ
さ
く
と
も
き
よ
き

な
が
れ
の
か
き
つ
ば
た
と
ん
て
ゆ
き
き
の
あ
み
が
さ
を
の
ぞ
い
て
き
た
か

ぬ
れ
つ
ば
め
か
ほ
が
見
た
ふ
は
な
い
か
い
な
」
と
記
す
。
歌
舞
伎
十
八
番

の
『
不
破
』
の
不
破
伴
左
衛
門
で
着
物
に
稲
妻
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
判
る
。
万
延
二
年
（
一
八
六
一
）
二
月
改
印
の
三
代
豊
国
画
、

竪
大
判
錦
絵「
恋
合　

端
唄
津
く
し/

契
情
か
つ
ら
き　

名
古
屋
山
三
」（
版

元
・
若
狭
屋
与
一
）
に
は
本
調
子
の
詞
と
し
て
あ
る
。

　
〔
扇
面
４
〕は
芳
虎
画
の「
景
清
」で
、歌
舞
伎
十
八
番
の
一
つ
で
あ
る
。

平
景
清
、
悪
七
兵
衛
景
清
と
も
称
さ
れ
る
。「
秋
の
野
ハ
千
種
の
清
艸
に

寄
す　

き
よ
き
月
さ
へ
は
れ
て
く
も
り
な
き　

わ
し
が
心
を
し
ら
さ
る

や
」
と
し
て
い
る
。

　

双
六
図
版
Ｂ
【
図
版
④
】
は
扇
面
五
面
か
ら
成
り
、〔
扇
面
５
〕
は
昇

斎
一
景
の
画
で
「
須
磨
関
」。
百
人
一
首
の
源
兼
昌
の
「
淡
路
島
か
よ
う

ふ
千
鳥
の
鳴
く
声
に
幾
夜
寝
覚
め
ぬ
須
磨
の
関
守
」
に
ち
な
む
端
唄
（
本

調
子
）「
い
く
よ
さ
か　

ぬ
し
に
あ
ハ
ぢ
の
し
ま
だ
わ
げ
（
髷
）
波
の
ま

く
ら
に
寝
み
だ
れ
て　

な
い
て
あ
か
し
の
浦
千
鳥
せ
め
て
ゆ
め
ぢ
に
か
よ

へ
か
し
」
と
す
る
。

　
〔
扇
面
６
〕
は
四
代
豊
国
が
新
吉
原
「
平
泉
楼　

若
緑
」
を
描
い
て
、【図版④】双六図Ｂ
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句
は
「
名
に
し
お
ふ
富
士
と
つ
く
は
の
山
あ
ひ
に　

つ
ゆ
か
な
き
か
の
一

夜
づ
ま
兎
も
ほ
の
め
く
若
艸
の
里
へ　

人
目
の
関
を
忍
び
つ
つ
木
の
間
か

く
れ
に
あ
ふ
に
さ
へ
水
下
姿
の
月
も
似
や
」。
描
い
た
四
代
豊
国
は
明
治

三
年
（
一
八
七
〇
）
十
一
月
の
《
花
街
全
盛
競
》（
版
元
・
加
賀
屋
吉
兵
衛
）

竪
大
判
錦
絵
シ
リ
ー
ズ
で
は
、「
三
世
一
陽
齋
豊
國
筆
」（
実
は
四
世
豊
国
）

と
記
名
し
て
、「
新
吉
原
平
泉
楼
若
緑
と
禿
（
か
む
ろ
）
あ
げ
は
」
を
描

い
て
い
る
。

　
〔
扇
面
７
〕
国
周
筆
で
「
し
の
ぶ
」
を
描
く
、「
碁
太
平
記
白
石
噺
」
に

登
場
す
る
奥
州
白
石
の
百
姓
娘
姉
妹
の
妹
信
夫
（
し
の
ぶ
）
で
あ
る
。
姉

の
宮
城
野
が
遊
女
と
な
っ
て
と
も
に
父
の
敵
を
討
つ
筋
で
、
姉
妹
対
面
の

七
段
目
新
吉
原
揚
屋
の
段
が
知
ら
れ
る
。
端
唄
「
わ
し
が
く
に
さ
で
見
せ

た
い
も
の
は
む
か
し
ゃ
谷
風　

今
だ
て
も
よ
う
（
伊
達
模
様
）
ゆ
か
し
な

つ
か
し
み
や
ぎ
の
し
の
ぶ　

う
か
れ
ま
い
ぞ
へ
松
し
ま
ほ
た
る　

し
よ
ん

が
へ
」。

　
〔
扇
面
８
〕
は
、
一
蕙
斎
芳
幾
筆
、
日
本
橋
芸
者
「
中
ば
し　

小
き
ん
」

で
あ
る
。「
中
ば
し
（
橋
）」
は
日
本
橋
花
柳
界
の
一
つ
、
通
称
日
本
橋
芸

者
と
い
え
ば
、「
元
大
工
町
、
檜
物
町
、
石
町
」
そ
し
て
「
中
橋
」
を
指
す
。

端
唄
「
み
す
だ
れ
あ
き
て
手
ま
ね
ぐ　

舟
の
内
三
す
ぢ
の
え
ん
乃
お
と
づ

れ
も
仇
に
う
き
名
を
な
が
す
ぞ
へ　

エ
ヽ
と
ま
ら
ん
を
」。

　
〔
扇
面
９
〕
は
画
名
落
款
「
鮮
斎
」
か
、「
花
川
戸　

す
け
六
」
は
歌
舞

伎
十
八
番
の
「
助
六
由
縁
江
戸
桜
」
で
、
最
も
人
気
の
あ
る
演
目
で
あ
る
。

「
紫
の
結
び
か
た
き
え
ん
の
糸　

と
け
ぬ
も
文
の
深
緑
り　

ま
つ
に
こ
ぬ

夜
ハ
ふ
で
の
さ
き　

う
ら
み
か
さ
ね
し　

い
の
ち
毛
も　

硯
の
う
み
へ　

は
ま
る
ほ
ど
ふ
か
い　

あ
さ
い
ハ
間
ま
と
き
ゆ
く　

く
ら
う
す
る
の
も
男

ゆ
く
」。

　

双
六
図
版
Ｃ
【
図
版
⑤
】
も
扇
面
五
面
あ
っ
て
、「
振
出
シ
」
の
あ
る

図
で
あ
る
。〔
扇
面
10
〕
は
昇
斎
一
景
「
か
い
あ
ん
寺
（
海
晏
寺
）」、
品

川
区
南
品
川
の
曹
洞
宗
補
陀
落
山
海
晏
寺
で
紅
葉
の
名
所
地
と
し
て
知
ら

れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
端
唄
で
「
あ
れ
見
や
し
や
ん
せ
海
安

寺　

真
間
よ
龍
田
が
た
か
を
で
も　

お
よ
び
な
い
ぞ
へ
も
み
ぢ
が
り
」。

　
〔
扇
面
11
〕
が
守
川
周
重
筆
の
「
玄
宗
帝
」、
玄
宗
皇
帝
の
楊
貴
妃
寵
愛

譚
が
知
ら
れ
る
。
詞
章
は
「
れ
ん
り
の
枝
の
い
ろ
か
へ
ぬ　

松
の
み
さ
ほ

の
花
み
ど
り　

ひ
と
き
わ
お
う
か
萬
代
も
さ
か
え
て
雪
の
朝
日
か
け
と
け

た
す
が
た
の
た
の
も
し
き
」。

　
〔
扇
面
12
〕
は
一
蕙
斎
芳
幾
筆
「
中
ば
し　

小
さ
ん
」「
春
ハ
の
ど
か
に

梅
や
し
き　

あ
つ
ま
の
森
の
う
ら
う
ら
も
か
す
み
に
む
せ
る
松
し
ま
あ
ら

ぬ
な
が
め
ば
や　

な
い
か
い
な
」。

　
〔
扇
面
13
〕
は
国
政
描
く
「
人
力
車
」
で
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）

に
和
泉
要
助
等
に
よ
っ
て
発
明
さ
れ
た
と
す
る
か
ら
、
本
図
は
そ
の
一
年

後
の
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
乗
客
が
座
る
台
座
に
引
手
の
柄
を
つ
け
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て
俥
夫
が
曳
い
て
進
む
。
現
在
の
中
央
区
エ
リ
ア
で
盛
ん
に
な
り
一
年
後

に
は
東
京
府
下
四
万
台
に
及
ん
だ
と
す
る
か
ら
、
明
ら
か
に
そ
れ
ま
で
の

駕
籠
を
凌
駕
す
る
勢
い
で
あ
っ
た
。
開
化
乗
り
物
と
し
て
唯
一
、
双
六
絵

を
飾
っ
た
。
端
唄
「
ふ
ね
ハ
す
い
た
に　

お
か
ご
は
ま
だ
か
い
な　

高
車

ノ
ぐ
わ
ら
ぐ
わ
ら　

坂
道
や
手
間
ど
る
人
力
車　

し
ょ
ん
が
い
な
」。

　
〔
扇
面
14
〕
四
代
豊
国
描
く
「
金
瓶
大
黒　

盛
紫
」、
新
吉
原
は
江
戸
町

の
金
瓶
楼
の
遊
女
「
盛
紫
」
で
あ
る
。「
春
色
の
は
れ
て
お
ぼ
ろ
に
月
の

さ
す　

す
い
な
さ
く
ら
の
花
よ
り
も
ほ
ろ
ゑ
ひ
さ
め
の
仲
の
町
て
ふ
り
ほ

し
き
花
の
霞
」。

　

双
六
図
版
Ｄ
【
図
版
⑥
】
は
扇
面
五
面
と
版
元
名
が
示
さ
れ
た
図
で
あ

る
。〔
扇
面
15
〕「
芳
虎
画
」
と
す
る
だ
け
で
見
出
し
（
題
）
が
な
い
の
だ

が
、
端
唄
文
句
の
出
だ
し
に
「
よ
り
ま
さ
」
と
し
、
他
の
賽
の
目
マ
ス
に

「
よ
り
政
」
の
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
ま
た
着
物
の
紋
に
源
氏
の
笹
竜

胆
が
描
か
れ
て
も
お
り
、
能
の
演
目
に
も
あ
る
「
源
三
位
源
頼
政
」
で
あ

る
こ
と
が
判
る
。「
よ
り
ま
さ
先
ち
や
な
れ
ど
も　

引
ぞ
わ
つ
ら
ふ
ひ
き

つ
き
に
ど
れ
も　

あ
や
め
か
か
き
つ
ば
た　

ま
け
ず
お
と
ら
ぬ
を
と
こ
ぶ

り
」。「
い
づ
れ
菖
蒲
か
杜
若
の
」
語
源
説
話
に
、
頼
政
の
鵺
退
治
と
そ
の

褒
美
と
し
て
、
十
二
人
の
美
女
中
か
ら
「
菖
蒲
前
」
と
う
い
う
美
妓
を
選

び
出
す
に
あ
た
り
「
五
月
雨
に
沢
辺
の
真
菰
水
越
え
て
い
づ
れ
菖
蒲
（
あ

や
め
）
と
引
き
ぞ
煩
ふ
」
と
迷
い
を
詠
ん
だ
歌
（『
太
平
記
』
二
十
一
巻
）

【図版⑤】双六図Ｃ
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が
広
く
知
ら
れ
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
〔
扇
面
16
〕
一
蕙
斎
芳
幾
筆
の
「
中
ば
し　

て
る
吉
」。
梅
蝶
楼
国
貞
画

（
四
代
豊
国
）《
音
墨
画
仇
一
婦
人
》
シ
リ
ー
ズ
の
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）

大
判
錦
絵
一
枚
に
、
盃
を
片
手
に
立
つ
「
中
ば
し　

て
る
吉
」
と
か
が
ん

だ
姿
の
「
日
本
橋　

は
ま
」
を
描
い
た
一
枚
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
東
洋
美
術

館
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
当
時
人
気
の
日
本
橋
芸
者
で
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
端
唄
「
月
あ
か
り
み
れ
バ
お
ぼ
ろ
に
舟
の
内
い
き

な
つ
め
ひ
き
水
て
う
し
思
ひ
あ
ふ
た
る
し
ゅ
び
の
ま
つ
」。

　
〔
扇
面
17
〕
国
周
筆
の
「
頼
兼
」、
初
代
桜
田
治
助
作
『
伊
達
競
阿
国
劇

場
』
に
登
場
す
る
頼
兼
を
描
い
た
も
の
か
。
歌
沢
節
に
あ
っ
て
「
う
そ
と

ま
こ
と
の
ふ
た
せ
が
ハ
だ
ま
さ
れ
ぬ
き
で
だ
ま
さ
れ
て
す
ゑ
ハ
野
と
な
れ

山
と
な
れ　

わ
し
が
思
ひ
ハ
き
み
ゆ
へ
な
ら
バ
み
つ
ま
た
川
の
ふ
ね
の
内

心
の
内
を
御
さ
つ
し
」。

　
〔
扇
面
18
〕四
代
豊
国「
稲
本　

小
稲
」、小
稲
の
読
み
は「
こ
い
な
」で
、

マ
ス
中
の
賽
の
目
指
示
（
駒
進
め
）
に
も
「
小
い
な
」
と
あ
る
。
端
唄
「
風

吹
て
道
も
た
へ
な
ん
雲
の
夜
は
来
ぬ
か
ま
し
そ
と
あ
き
ら
め
て
酒
を
相
手

に
う
た
ゝ
ね
の
つ
も
る
う
ら
み
も
よ
ひ
の
う
ち
ぜ
ひ
買
た
が
よ
ひ
ハ
い

な
」。
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
の
《
日
千
両
大
江
戸
賑
》（
版
元
・
古
賀

屋
勝
五
郎
）
の
錦
絵
シ
リ
ー
ズ
に
は
「
廓
千
両
」
と
す
る
国
周
筆
の
一
枚

が
あ
っ
て
「
小
稲
」
が
当
代
遊
里
隋
一
の
遊
女
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。

【図版⑥】双六図Ｄ
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小
稲
が
最
上
位
の
「
呼
出
し
」
で
あ
っ
た
の
が
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）

新
春
か
ら
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
秋
ま
で
の
約
六
年
半
余
り
で
あ
る
。

本
図
は
言
わ
ば
小
稲
の
全
盛
末
期
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
錦
絵
に
な
っ
て
お

り
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
八
月
改
の
朝
霞
楼
芳
幾
画
《
よ
し
原

十
二
ヶ
月
》
竪
大
判
錦
絵
（
十
二
枚
）
シ
リ
ー
ズ
（
版
元
・
綱
島
亀
吉
）

に
「
文
月　

稲
本
楼
小
稲
」
の
一
図
が
あ
り
、
ま
た
国
周
に
は
明
治
四
年

（
一
八
七
一
）
の
《
當
世
全
盛
揃
》
竪
大
判
錦
絵
シ
リ
ー
ズ
（
版
元
・
海

壽
堂
海
老
屋
林
之
助
）
の
一
枚
に
「
小
稲･
小
花
」
が
あ
る
。
そ
の
外
に

四
代
豊
国
（
二
代
国
貞
の
時
期
）、
孟
斎
芳
虎
、
一
壽
齋
芳
員
な
ど
も
描

い
て
い
て
小
稲
の
人
気
の
程
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
今
日
最
も
知
ら
れ

て
い
る
の
は
高
橋
由
一
の
油
彩
画
《
花
魁
図
》（
東
京
藝
術
大
学
美
術
館

所
蔵
）、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
制
作
で
（
本
扇
面
図
が
描
か
れ
た

の
と
近
い
の
だ
が
）、
そ
の
モ
デ
ル
が
こ
の
「
四
代
目
左
近
小
稲
」
で
あ

る
こ
と
だ
。
あ
ま
り
に
リ
ア
ル
で
衝
撃
的
な
西
洋
肖
像
画
の
紹
介
と
い
う

と
こ
ろ
だ
が
、『
東
京
日
日
新
聞
』
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
四
月

二
十
八
日
の
記
事
中
に
は
「（
略
）
娼
妓
の
形
容
随
て
変
じ
兵
庫
下
髪
の

廃
た
る
を
患
ひ
是
を
油
画
に
遺
し
て
其
古
典
を
存
ぜ
ん
と
例
の
高
橋
由
一

に
託
し
又
各
娼
妓
に
商
議
し
に
皆
野
変
（
マ
マ
）
の
錦
絵
に
画
れ
ん
事
を

欲
し
て
疾
に
肯
す
る
な
し
独
り
稲
本
楼
の
抱
へ
小
稲
悠
然
と
し
て
之
を
諾

ひ
粧
ひ
十
二
分
に
飾
り
由
一
に
会
し
て
則
姿
を
写
さ
せ
た
り
（
略
）」
と

あ
っ
て
、
失
わ
れ
行
く
ヘ
ア
ー
ス
タ
イ
ル
「
兵
庫
下
髪
」
の
記
録
画
だ
っ

た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る（
４
）。

こ
の
記
事
は
明
治
五
年
二
月
二
十
一
日
の
創

刊
か
ら
約
二
ヶ
月
後
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り

新
時
代
の
逸
話
で
あ
っ
た
。
な
お
こ
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
創
刊
発
行
に

尽
力
し
た
ひ
と
り
が
本
双
六
絵
の
画
工
の
一
人
、
落
合
芳
幾
で
あ
っ
た
こ

と
も
言
い
添
え
て
お
き
た
い
。

　
〔
扇
面
19
〕
昇
斎
一
景
「
辛
嵜
」、
近
江
八
景
の
内
、「
唐
崎
」
の
夜
雨

で
知
ら
れ
て
い
る
名
所
で
あ
る
。
端
唄
「
志
賀
か
ら
崎
ひ
と
つ
松
夜
ご
と

夜
ご
と
と
ま
り
か
ら
す
む
れ
く
る
を
ア
ヽ
青
々
と
う
れ
し
な
み
だ
の
か
ハ

く
間
も
く
も
り
が
ち
な
る
夜
の
雨
」。

　

竪
大
判
錦
絵
の
双
六
図
版
Ｅ
【
図
版
⑦
】
は
扇
面
五
面
掲
載
で
、
こ
の

図
版
Ｅ
が
双
六
図
版
Ａ
と
繋
が
る
構
成
で
あ
る
。〔
扇
面
20
〕
一
景
画
「
真

土
山
」、「
真
土
山
」
は
奈
良
県
五
條
市
と
和
歌
山
県
橋
本
市
と
の
境
に
あ

る
山
、
あ
る
い
は
東
京
都
台
東
区
浅
草
の
隅
田
川
に
面
し
た
小
高
い
丘
で

あ
る
。こ
こ
で
は
端
唄
内
容
に
も
合
っ
た
江
戸
名
所
の
聖
天
宮
の
あ
る「
待

乳
山
」
で
あ
る
。
端
唄
「
君
を
待
乳
の
神
か
け
て　

ま
つ
か
ひ
も
な
く　

鶏
が
な
く
あ
づ
ま
男
の
エ
ゝ
に
く
ら
し
い
ほ
と
す
い
た
へ
」。

　
〔
扇
面
21
〕
芳
虎
画
「
曽
我
五
郎
」。「
雨
ハ
し
ゃ
ぢ
く
を
ふ
り
な
が
す　

こ
れ
し
も
て
ふ
ど
五
月
雨
蝶
と
千
鳥
の
ぬ
れ
す
が
た　

今
ふ
き
か
え
す
天

津
風　

ア
レ
い
さ
ま
し
い
で
ハ
な
い
か
い
な
」。
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〔
扇
面
22
〕
周
重
画
「
梅
柳
（
う
め
や
な
ぎ
）」。「
梅
が
ぬ
し
な
ら　

や

な
ぎ
が
わ
た
し　

あ
る
夜
ひ
そ
か
に
山
の
月
心
し
て
吹
け
春
の
風
」。
ど

う
も
略
し
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
本
来
の
端
唄
「
梅
が
主
な
ら
」
と
し
て

は
、「
梅
が
主
な
ら
柳
が
私　

中
の
よ
い
の
を
嫉
む
の
か　

あ
る
夜
ひ
そ

か
に
山
の
月　

心
無
い
ぞ
へ
仇
さ
ら
し
」、
あ
る
い
は
「
梅
が
ぬ
し
な
ら

柳
が
わ
た
し　

な
か
の
よ
い
の
か
じ
ら
す
の
か　

あ
る
夜
ひ
そ
か
に
山
の

月
こ
こ
ろ
し
て
吹
け
小
夜
嵐
」
と
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
歌
沢
の
詞
章

を
集
め
た
『
松
み
と
り
』（
慶
応
三
年
）
に
も
あ
る
。

　
〔
扇
面
23
〕
国
周
筆
「
少
将
」。「
小
町
思
へ
バ
照
る
日
も
く
も
る
四
位

少
将
が
な
み
だ
雨
九
十
九
夜
さ
で
ご
ざ
ん
せ
う　

あ
ふ
（
仰
）
せ
に
お
よ

バ
ぬ
そ
り
や
そ
ふ
で
な
ふ
て　

か
い
な
ご
し
に
車
に
み
す
か
け
た
へ　
　

こ
ち
や
そ
と
バ
（
卒
塔
婆
）
に
こ
し
（
腰
）
か
け
た
ア
ゝ
ば
ゝ
ぢ
や
へ
」。

謡
曲「
四
位
少
将
」（
通
小
町
）で
も
知
ら
れ
る
が
、万
延
元
年（
一
八
六
〇
）

七
月
改
印
・
三
代
豊
国
画
の
錦
絵《
恋
合　

端
唄
尽
し　

小
町　

業
平
》（
版

元
・
笹
屋
又
兵
衛
）
が
あ
っ
て
同
じ
詞
章
を
配
し
て
役
者
に
小
町
の
三
代

沢
村
田
之
助
、
業
平
に
二
代
沢
村
訥
升
を
描
い
た
図
が
あ
る
。

〔
扇
面
24
〕
芳
幾
筆
「
中
ば
し　

小
わ
か
」。「
ろ
び
ら
き
や
今
に
来
る
か

と
松
風
を
湯
の
に
ゑ
音
に
き
く
と
う
だ
い
の
灯
か
げ
は
ぢ
ら
ふ
袖
が
き
や

ま
だ
さ
ゝ
竹
も
青
々
と
こ
い
茶
に
う
き
名
が
立
わ
い
な
」。と
、以
上
が《
初

春
書
始
寿
語
六
》の
扇
面
二
十
四
図
と
端
唄
な
ど
の
詞
章
の
判
読
で
あ
る
。

二
、
合
筆
双
六
絵
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
と
そ
の
構
成

　
《
初
春
書
始
寿
語
六
》
は
八
名
の
画
工
の
合
筆
で
あ
る
。
そ
の
分
担
に

関
し
て
は
何
を
期
待
し
て
依
頼
し
た
の
か
、
各
画
工
の
絵
画
表
現
傾
向
を

知
る
上
か
ら
も
、
各
画
工
別
に
し
て
検
討
し
て
み
る
。
画
工
名
、
生
没
年
、

《
初
春
書
始
寿
語
六
》
制
作
時
（
明
治
四
年
で
の
）
年
齢
、
担
当
扇
面
図
、

さ
ら
に
若
干
の
コ
メ
ン
ト
の
順
で
示
す
。
画
工
の
履
歴
に
も
触
れ
る
こ
と

【図版⑦】双六図Ｅ
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に
す
る
。
以
下
、
年
長
者
か
ら
順
に
あ
げ
て
い
く
。

　

二
代
国
貞
こ
と
四
代
豊
国
〔
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
～
明
治
十
三
年

（
一
八
八
〇
）〕
は
、
こ
の
時
、
四
十
八
歳
。
担
当
画
は
〔
扇
面
１
〕
上
り

（
遊
女
図
）、〔
扇
面
６
〕「
平
泉　

若
緑
」、〔
扇
面
14
〕「
金
瓶
大
黒　

盛
紫
」、

〔
扇
面
18
〕「
稲
本　

小
稲
」。
四
図
す
べ
て
新
吉
原
の
有
名
遊
女
で
こ
の

手
の
錦
絵
美
人
画
を
描
く
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
た
。
二
代
国
貞
時
代
も

合
巻
挿
絵
は
も
と
よ
り
、
錦
絵
で
も
源
氏
絵
、
美
人
錦
絵
、
江
戸
風
俗
な

ど
を
描
き
技
量
で
は
師
に
劣
る
と
も
、
三
代
豊
国
没
後
も
良
き
後
継
者
と

見
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ（
５
）。

四
代
豊
国
襲
名
に
就
い
て
は
後
に
述
べ
る
。

　

孟
斎
芳
虎
は
、
生
没
年
未
詳
で
あ
り
、
生
年
推
定
を
文
政
十
一
年

（
一
八
二
八
）
と
す
る
例
に
従
っ
て
換
算
す
る
と
、
お
よ
そ
四
十
三
歳
。

〔
扇
面
１
〕
上
り
、〔
扇
面
４
〕「
景
清
」、〔
扇
面
15
〕「
頼
兼
」、〔
扇
面

21
〕「
曽
我
五
郎
」。
芝
居
役
者
の
立
役
四
図
を
担
当
。
歌
川
国
芳
門
下
で

あ
り
、
こ
の
《
初
春
書
始
寿
語
六
》
に
は
同
門
の
芳
幾
と
共
に
参
加
し
て

い
る
。
絵
の
う
ま
さ
は
別
と
し
て
も
、
元
来
が
何
で
も
描
く
器
用
な
タ
イ

プ
で
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
で
活
動
し
作
品
の
量
も
多
い（
６
）。美

人
画
、武
者
絵
、

と
く
に
幕
末
の
最
末
期
に
人
気
の
あ
っ
た
横
浜
錦
絵
に
あ
っ
て
は
五
雲
亭

貞
秀
に
次
ぐ
二
位
に
位
置
す
る
量
で
特
に
異
国
趣
味
を
盛
り
込
ん
だ
異
国

人
風
俗
画
に
定
評
が
あ
っ
た（
７
）。

晩
年
の
三
代
豊
国
に
一
目
置
か
れ
役
者
大

首
絵
を
描
く
よ
う
に
な
り
、
文
久
か
ら
慶
応
に
か
け
、
ま
た
明
治
二
年
に

も
役
者
大
首
絵
を
描
い
て
役
者
絵
も
好
評
を
得
て
い
た
。

　

落
合
芳
幾
〔
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
～
明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）〕

は
こ
の
時
、三
十
八
歳
。〔
扇
面
12
〕「
中
ば
し　

小
さ
ん
」、〔
扇
面
16
〕「
中

ば
し　

て
る
吉
」、〔
扇
面
24
〕「
中
ば
し　

小
わ
か
」。
四
図
を
担
当
。
日

本
橋
芸
者
中
の
中
橋
芸
者
の
有
名
ど
こ
ろ
を
描
い
て
い
る
。
版
元
の
伊
勢

屋
兼
吉
の
店
が
「
中
橋
槇
町
」
で
あ
る
の
は
偶
然
な
の
か
、
花
を
も
た
せ

た
も
の
か
。
国
芳
門
下
中
で
も
武
者
絵
、
美
人
画
、
戯
画
と
様
々
な
ジ
ャ

ン
ル
で
力
を
発
揮
し
た
実
力
派
で
あ
り
、し
か
も
戯
作
者
、落
語
家
、様
々

な
人
脈
を
も
っ
て
自
ら
の
活
動
に
反
映
さ
せ
た
。

　

豊
原
国
周
〔
天
保
八
年
（
一
八
三
五
）
～
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）〕

は
こ
の
時
、
三
十
七
歳
。〔
扇
面
１
〕
上
り
、〔
扇
面
２
〕「
徳
市
」、〔
扇

面
７
〕「
し
の
ぶ
」、〔
扇
面
17
〕「（
頼
兼
）」、〔
扇
面
23
〕「
少
将
」。
五
図

を
描
い
て
い
る
。
明
治
初
年
に
は
役
者
大
首
絵
や
勇
み
肌
の
江
戸
っ
子
や

時
代
風
俗
を
テ
ー
マ
に
し
た
錦
絵
で
人
気
を
得
て
い
た
。
こ
の
双
六
絵
で

は
最
も
多
い
五
図
を
描
き
、版
元
か
ら
の
信
頼
も
得
て
、や
は
り
こ
の《
初

春
書
始
寿
語
六
》
の
制
作
の
要
に
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
活
動
は
安

政
期
か
ら
で
当
初
は
一
遊
斎
豊
原
周
信
を
師
と
し
て
羽
子
板
等
の
押
絵
、

特
に
役
者
似
顔
を
得
意
と
し
た
。
後
の
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
年
の
十
四

歳
の
折
に
三
代
豊
国
に
入
門
し
て
、
錦
絵
で
は
時
代
風
俗
を
描
く
こ
と
に

秀
で
て
門
下
中
で
も
一
目
置
か
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
明
治
二
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（
一
八
六
九
）
年
に
は
版
元
具
足
屋
嘉
兵
衛
か
ら
の
役
者
似
顔
大
首
絵
シ

リ
ー
ズ
が
評
判
と
な
り
彫
の
太
田
升
吉
の
技
術
と
と
も
に
好
評
を
得
て

「
役
者
絵
の
国
周
」
を
確
固
た
る
も
の
と
し
た
。

　

昇
斎
一
景
に
つ
い
て
は
、
生
没
年
未
詳
に
し
て
謎
の
絵
師
で
あ
る
。
明

治
初
年
に
突
然
現
れ
て
突
然
消
え
た
謎
の
画
工
な
の
で
あ
り
、
そ
の
画
工

が
こ
の
双
六
絵
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
も
驚
き
で
、
そ
の
人
的
関
係
性
に

も
興
味
を
覚
え
る
。〔
扇
面
５
〕「
須
磨
関
」、〔
扇
面
10
〕「
か
い
あ
ん
寺
」、

〔
扇
面
19
〕「
辛
嵜
」、〔
扇
面
20
〕「
真
土
山
」
の
名
所
風
景
四
図
を
描
い

て
得
意
が
風
景
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
。
本
双
六
絵
で
四
図
担
当

は
豊
国
、
芳
虎
、
芳
幾
ク
ラ
ス
で
言
わ
ば
画
工
と
し
て
ベ
テ
ラ
ン
級
の
扱

い
な
の
で
あ
る
。
一
景
の
活
動
期
は
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
か
ら
七

年
（
一
八
七
四
）
と
い
う
僅
か
五
年
満
た
ず
で
、
出
版
し
た
錦
絵
は

百
二
十
点
以
上
に
の
ぼ
り
、
風
景
を
基
本
に
し
た
滑
稽
絵
、
開
化
風
俗
絵

を
描
い
て
は
一
躍
時
の
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
双
六
絵
の
へ
の
執
筆
は
デ

ビ
ュ
ー
し
て
約
一
年
後
に
あ
た
り
、
何
ら
か
の
人
脈
が
あ
っ
た
も
の
と
み

え
る
。
そ
の
点
を
清
水
勲
氏
は
、
一
景
が
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
出
版

し
た
錦
絵
『
東
京
名
所
四
十
八
景
』
シ
リ
ー
ズ
の
「
目
録
」
中
で
、
山
々

亭
有
人
が
一
景
の
画
歴
な
ど
を
紹
介
し
た
一
文
を
挙
げ
た
上
で
、

　

昇
斎
一
景
は
幕
末
に
歌
川
派
や
京
の
四
條
派
に
学
び
、
一
時
画
業

を
中
断
す
る
が
、
明
治
に
な
っ
て
旧
知
の
歌
川
豊
国
四
代
ら
と
つ
き

あ
い
だ
し
、
彼
ら
の
紹
介
で
萬
孫
、
蔦
吉
、
加
賀
吉
な
ど
か
ら
た
く

さ
ん
の
戯
画
錦
絵
を
描
き
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
豊
国
と
は
共
作
の

「
五
階
造
よ
り
隅
田
川
遠
覧
の
図
」（
三
枚
続
）
が
あ
る
。
そ
し
て
、

幕
末
以
来
の
戯
画
錦
絵
ブ
ー
ム
で
、
一
景
は
売
れ
っ
子
と
な
り
、
明

治
七
年
で
燃
え
つ
き
て
し
ま
う
の
で
あ
る（
８
）。

と
、
四
代
豊
国
と
の
関
係
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
本
双
六
絵
に
昇
斎
一
景

を
抜
擢
し
た
こ
と
も
首
肯
で
き
る
こ
と
で
、
こ
の
一
枚
の
双
六
絵
を
め
ぐ

り
、
そ
ん
な
画
工
間
の
人
間
関
係
も
秘
め
、
一
景
と
い
う
画
工
が
存
在
し

た
証
と
も
な
っ
て
い
る
。

　

四
代
国
政
〔
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
～
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）〕

は
二
十
三
歳
の
時
で
、〔
扇
面
３
〕「
伴
左
衛
門
」、〔
扇
面
13
〕「
人
力
車
」

の
二
図
を
描
く
。「
人
力
車
」
は
こ
の
双
六
絵
中
唯
一
の
乗
り
物
開
化
絵

で
あ
る
。
鉄
道
開
業
は
明
治
五
年
秋
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
姓
は
竹
内
氏
、

名
は
栄
久
。
最
初
は
三
代
豊
国
門
下
で
あ
っ
た
が
そ
の
死
亡
後
は
、
二
代

国
貞
（
四
代
豊
国
）
に
師
事
し
た
。
四
代
国
政
を
継
承
し
て
明
治
の
錦
絵

で
活
躍
し
、
団
扇
絵
、
役
者
絵
、
開
化
絵
等
を
描
く
。
梅
朝
楼
、
梅
堂
、

一
寿
斎
、香
朝
楼
、豊
斎
の
雅
号
も
併
用
。四
代
豊
国
の
良
き
片
腕
と
な
っ

て
一
門
中
の
信
頼
を
得
て
い
た
。
若
手
で
起
用
さ
れ
た
の
も
四
代
豊
国
の

推
し
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
ろ
う
。
明
治
二
十
二
（
一
八
八
九
）
年
に
は
三
代

国
貞
を
襲
名
。
明
治
二
十
六
年
十
一
月
に
は
亀
戸
神
社
境
内
に
「
歌
川
豊



錦絵《初春書始寿語六（はつはるかきぞめすごろく）》─ 37 ─

国
翁
記
念
碑
」（
現
存
）
を
豊
原
国
周
等
と
建
立
す
る
な
ど
、
豊
国
の
顕

彰
活
動
に
力
を
入
れ
て
い
る
。

　

守
川
周
重
は
生
没
年
未
詳
。〔
扇
面
11
〕「
玄
宗
帝
」、〔
扇
面
22
〕「
梅
柳
」、

二
図
を
担
当
。
姓
は
守
川
、
名
は
音
二
郎
で
あ
る
。
師
は
豊
原
国
周
で
あ

る
だ
け
に
国
周
の
推
し
で
参
加
し
た
の
だ
ろ
う
。画
号
に
は
喜
蝶
斎（
楼
）、

一
梅
斎
（
楼
）。
錦
絵
等
の
作
画
期
は
明
治
二
、三
年
か
ら
二
十
年
代
後
半

期
頃
ま
で
と
推
定
さ
れ
る
。
主
に
役
者
絵
や
明
治
期
合
巻
の
表
紙
絵
・
挿

絵
で
、
特
に
明
治
十
年
代
の
活
躍
が
顕
著
で
あ
る
。

　

残
る
一
人
に
つ
い
て
、
落
款
が
不
鮮
明
で
確
信
を
得
な
い
が
、「
鮮
斎
」

と
判
読
し
た
。〔
扇
面
９
〕「
花
川
戸　

す
け
六
」
の
一
図
だ
け
で
あ
る
。

「
鮮
斎
」
が
確
実
な
ら
鮮
斎
（
小
林
）
永
濯
〔
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）

～
明
治
二
十
三
年
〕
が
思
い
浮
か
ぶ
、
そ
う
だ
と
す
る
と
二
十
八
歳
の
時

で
あ
る
。
肉
筆
画
、
錦
絵
新
聞
、『
風
俗
画
報
』
で
活
躍
し
た
永
濯
を
思

う
と
、
ど
う
も
本
図
に
は
稚
拙
さ
が
見
え
て
即
断
を
妨
げ
る
。

三
、�

幕
末
か
ら
明
治
へ
の
流
れ
の
中
で
─
画
工（
浮
世
絵
師
）

の
動
向
─

　

本
双
六
絵
に
は
八
名
の
画
工
が
関
与
し
て
い
る
。
企
画
の
段
階
か
ら
こ

の
八
名
は
同
目
的
の
意
味
が
あ
っ
て
招
集
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を

検
討
す
る
上
か
ら
も
、幕
末
か
ら
明
治
へ
と
む
か
う
時
代
の
浮
世
絵
界（
錦

絵
出
版
界
）、
特
に
浮
世
絵
師
た
ち
の
動
向
を
把
握
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
歴
史
的
経
緯
か
ら
述
べ
る
と
、
幕
末
か
ら
明
治
へ
の
時
代
の
中
で

浮
世
絵
師
た
ち
の
主
流
は
歌
川
派
で
あ
っ
た
。
中
で
も
幕
末
期
に
活
躍
し

た
三
傑
の
一
人
、
歌
川
広
重
が
安
政
五
年
に
死
去
し
、
次
に
歌
川
国
芳
が

文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
に
死
去
、
そ
し
て
三
傑
の
最
期
の
歌
川
国
貞
・

三
代
豊
国
（
二
代
豊
国
を
主
張
し
た
が
、
現
在
で
は
便
宜
上
、
三
代
豊
国

と
し
て
扱
っ
て
い
る
）
が
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
十
二
月
十
五
日
、

七
十
九
歳
で
歿
し
た
。
国
芳
と
国
貞
（
三
代
豊
国
）
は
同
門
で
国
貞
の
方

が
年
長
で
、
共
に
師
匠
は
初
代
豊
国
で
あ
っ
た
。
国
芳
没
後
、
兄
弟
子
た

る
三
代
豊
国
が
歌
川
派
巨
匠
と
し
て
存
在
感
を
増
し
て
い
た
の
だ
が
、
こ

の
三
代
豊
国
（
初
代
国
貞
）
が
亡
く
な
る
と
、
浮
世
絵
師
の
最
大
派
閥
た

る
歌
川
派
を
統
率
し
て
い
け
る
だ
け
の
存
在
が
欠
け
て
お
り
、
流
動
的
状

態
が
続
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
三
代
豊
国
門
下
で
は
五

雲
亭
貞
秀
が
横
浜
錦
絵
の
多
く
を
描
き
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
に
は

翌
三
年
の
パ
リ
万
博
に
向
け
て
幕
命
で
浮
世
絵
肉
筆
画
出
品
画
帖
（
美
人

図
五
十
図
・
江
戸
名
所
五
十
図
を
芳
艶
・
芳
幾
・
芳
員
・
芳
虎
・
国
輝
・

国
周
・
芳
年
・
二
代
国
貞
・
貞
秀
・
立
祥
で
分
担
）
制
作
の
大
仕
事
の
総

代
を
務
め
た
。
こ
う
し
た
活
動
が
あ
っ
た
も
の
の
貞
秀
に
は
権
威
の
継
承

に
関
心
な
く
画
工
に
徹
す
る
こ
と
で
明
治
を
迎
え
た
。
国
芳
門
下
で
は
芳
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虎
が
若
干
年
長
で
は
あ
っ
た
が
門
下
の
信
頼
度
が
低
く
、
む
し
ろ
続
く
芳

幾
、
芳
年
の
両
者
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
三
代
豊
国
門
下

で
は
国
周
、
二
代
国
貞
の
二
人
が
実
力
を
示
し
て
い
た
。
こ
う
い
う
流
動

的
な
関
係
性
の
中
で
明
治
維
新
下
、
新
時
代
の
「
明
治
」
を
迎
え
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。

　

参
考
資
料
と
し
て
三
代
豊
国
没
後
、
横
浜
錦
絵
流
行
下
の
慶
応
元
年

（
一
八
六
五
）『
流
行
一
覧
歳
盛
記
』
か
ら
「
吾
妻
錦
絵
（
東
錦
絵
）」
の

画
工
番
付
【
図
版
⑧
】
を
上
げ
て
み
よ
う
。『
吉
原
細
見
』
で
の
表
示
に

な
ら
っ
て
上
段
左
（
上
位
）
か
ら
右
へ
、
そ
し
て
次
段
へ
と
ラ
ン
ク
付
け

が
示
さ
れ
て
い
る
。
添
え
書
き
は
住
所
で
あ
る
。
こ
の
資
料
を
解
説
す
る

こ
と
で
幕
末
か
ら
明
治
へ
の
浮
世
絵
（
錦
絵
）
界
の
動
向
を
確
認
し
て
お

く
こ
と
と
す
る
。

　

巻
頭
の
「
清
満
」
は
鳥
居
家
五
代
目
で
、
清
峰
（
初
代
）
と
し
て
活
躍

し
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
明
治
元
年
十
一
月
二
十
一
日
、
八
十
二
歳
で
死

去
。
五
雲
亭
「
貞
秀
」〔
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
頃
～
没
年
未
詳
〕
は

読
本
・
合
巻
挿
絵
は
も
と
よ
り
武
者
絵
、
美
人
画
等
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
で

活
躍
し
三
代
豊
国
門
下
の
古
株
で
門
下
隋
一
の
活
躍
が
あ
っ
た
。
特
に
明

治
初
期
に
か
け
て
の
新
港
地
横
浜
を
描
い
た
横
浜
錦
絵
の
質
量
共
に
筆
頭

で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
後
の
活
動
は
細
っ
て
い
っ
た
。

　

三
番
目
の
「
芳
虎
」
は
生
没
年
未
詳
だ
が
、
十
一
歳
で
歌
川
国
芳
の
内

【図版⑧】
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弟
子
と
な
り
、
師
の
武
者
絵
、
戯
画
、
風
俗
画
の
画
風
を
継
ぎ
一
家
を
成

し
た
。
国
周
の
項
目
で
再
度
述
べ
る
が
、
国
芳
門
下
で
あ
り
な
が
ら
三
代

豊
国
に
も
嘱
望
さ
れ
る
面
も
あ
っ
た
。
同
門
の
先
輩
と
し
て
そ
れ
な
り
の

力
量
を
示
し
た
が
、
仕
事
上
の
身
勝
手
さ
も
あ
っ
て
一
方
で
は
敬
遠
さ
れ

が
ち
で
あ
っ
た
。
井
上
和
雄
に
よ
れ
ば
、

（
略
）
従
来
伝
ふ
る
所
に
よ
れ
ば
、
彼
れ
は
師
の
国
芳
没
後
十
三
回

忌
（
明
治
六
年
）
に
當
り
、
故
あ
り
て
同
門
か
ら
却
け
ら
れ
、
爾
後

別
号
を
孟
斎
と
改
め
た
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
そ
の
排
斥
さ
れ
た
理
由

は
何
で
あ
っ
た
か
、
察
す
る
に
彼
れ
が
同
門
の
人
々
か
ら
快
く
思
は

れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
右
以
外
に
も
何
等
か
由
つ
て
来
た
る
所
が
あ

つ
た
と
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
一
口
に
言
え
ば
、
人
気
に
乏
し

か
っ
た
の
で
あ
る（
９
）。

　

と
し
て
い
る
。
幕
末
に
は
、
役
者
大
首
絵
で
注
目
も
さ
れ
、
横
浜
錦
絵

で
は
外
国
人
風
俗
、
港
湾
建
物
街
路
の
景
の
多
く
を
描
い
た
。
さ
ら
に
上

野
戦
役
や
吉
原
風
俗
美
人
画
な
ど
の
江
戸
土
産
向
き
の
錦
絵
が
多
い
。
幕

末
期
の
仕
事
量
は
貞
秀
同
様
の
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
で
の
活
動
が
み
ら
れ

た
。だ
が
、師
の
国
芳
没
後
の
門
下
を
仕
切
る
だ
け
の
信
望
に
は
乏
し
か
っ

た
。
さ
ら
に
明
治
に
入
る
と
蒸
気
車
や
開
化
建
築
な
ど
の
パ
ノ
ラ
マ
の
開

化
風
俗
を
手
掛
け
た
。
全
体
に
器
用
に
仕
事
を
こ
な
す
が
絵
に
特
徴
が
な

い
。
新
進
の
他
の
画
工
に
押
さ
れ
て
明
治
二
十
年
頃
ま
で
に
次
第
に
斯
界

か
ら
姿
を
消
す
の
で
あ
っ
た
。

　

続
く
「
芳
艶
（
つ
や
）」〔
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
～
慶
応
二
年

（
一
八
六
六
）〕
は
、
国
芳
門
下
で
武
者
絵
や
勇
み
肌
の
江
戸
っ
子
を
得

意
と
し
て
、
錦
絵
で
の
人
気
を
得
て
い
た
が
慶
応
二
年
六
月
二
十
二
日
、

四
十
五
歳
で
急
死
。
同
門
の
「
国
輝
（
二
代
）」〔
天
保
元
年
一
八
三
〇
～

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）〕（
二
段
目
の
三
番
目
に
位
置
付
け
）
と
将
来
を

嘱
望
さ
れ
ラ
イ
バ
ル
視
さ
れ
て
い
た
。

　

五
番
目
の
「
国
貞
」
は
、
二
代
国
貞
（
後
の
四
代
豊
国
）
で
あ
る
。
こ

の
番
付
で
の
位
置
は
、
合
巻
挿
絵
や
錦
絵
の
仕
事
量
の
反
映
か
と
思
わ
れ

妥
当
か
と
思
う
。
師
は
国
貞
（
初
代
）〔
天
明
六
年
一
七
八
六
～
元
治
元

年
（
一
八
六
四
）
七
十
九
歳
〕
で
あ
る
。
は
じ
め
国
政
（
三
代
）
を
名
乗

り
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
改
印
の
あ
る
《
近
江
八
景
》
シ
リ
ー
ズ
に

「
国
政
改
二
世
国
貞
」
の
落
款
が
あ
っ
て
こ
の
期
に
「
二
代
国
貞
」
と
改

名
し
た
こ
と
が
判
る
。
合
巻
挿
絵
、
錦
絵
に
熱
心
で
真
面
目
な
取
り
組
み

を
示
し
、
師
の
信
望
を
得
て
師
匠
の
娘
婿
と
な
っ
て
い
た
。
だ
が
欲
も
無

く
師
匠
没
後
の
門
下
生
を
仕
切
る
だ
け
の
威
力
に
欠
け
た
が
、
友
人
支
援

者
の
力
を
得
て
豊
国
（
四
代
目
）
を
襲
名
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
三

年
末
に
自
ら
豊
国
の
名
乗
り
挙
げ
、
明
治
四
年
末
制
作
の
本
双
六
で
、
明

治
五
年
初
春
の
祝
い
と
共
に
、い
わ
ば
お
目
出
度
い
こ
と
に
ち
な
ん
で「
四

代
豊
国
」
の
名
広
め
と
、
関
係
者
一
同
の
祝
意
表
明
の
企
画
と
な
っ
た
こ
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と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
「
広
重
」
に
つ
い
て
は
、
初
代
広
重
が
す
で
に
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）

に
死
去
。
そ
の
後
の
二
代
三
代
の
時
代
で
あ
る
が
、『
流
行
一
覧
歳
盛
記
』

の
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
は
実
に
微
妙
な
時
期
で
二
人
の
広
重
が
存
在

す
る
。
二
代
「
広
重
」（
初
代
広
重
養
女
お
辰
の
婿
・
鈴
木
鎮
平
、
離
婚

後
「
喜
斎
立
祥
」
を
名
乗
る
）〔
文
政
九
年
（
一
八
二
六
～
明
治
二
年

（
一
八
六
九
）〕
が
離
婚
し
師
家
を
去
っ
た
の
が
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）

で
、
三
代
「
広
重
」（
後
藤
寅
吉
・
重
政
）〔
天
保
十
三
年
一
八
四
二
～
明

治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）〕
は
、
広
重
養
女
お
辰
の
婿
（
二
代
広
重
）

が
去
っ
た
後
の
入
婿
で
あ
り
、
三
代
目
襲
名
が
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）

と
さ
れ
る）

（1
（

。
三
代
目
の
方
が
圧
倒
的
に
明
治
錦
絵
で
活
躍
し
て
、
明
治
五

年
（
一
八
七
二
）
以
降
の
鉄
道
錦
絵
、
横
浜
錦
絵
、
開
化
建
築
錦
絵
、
パ

ノ
ラ
マ
錦
絵
と
い
っ
た
開
化
物
で
知
ら
れ
る
。

　

七
番
目
の
「
芳
幾
」
は
、
国
芳
門
下
、
合
巻
挿
絵
、
錦
絵
の
様
々
な
ジ
ャ

ン
ル
で
活
躍
。
戯
作
者
、
芝
居
役
者
、
趣
味
風
流
人
等
と
の
人
脈
が
幕
末

か
ら
明
治
期
へ
の
活
動
の
原
動
力
と
な
っ
た
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
明
治

五
年
の
日
本
人
に
よ
る
東
京
で
の「
日
刊
新
聞
」発
行
、『
東
京
日
日
新
聞
』

（『
毎
日
新
聞
』
の
前
身
）
創
刊
で
あ
っ
た
。
條
野
伝
平
（
採
菊
）、
西
田

伝
助
、
そ
れ
に
芳
幾
、
遅
れ
て
広
岡
幸
助
で
あ
り
共
に
芳
幾
の
ブ
レ
ー
ン

で
あ
っ
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に
は
新
聞
錦
絵
《
東
京
日
日
新
聞
》

を
刊
行
し
た
。
国
芳
没
後
の
門
下
に
あ
っ
て
活
躍
目
覚
ま
し
い
の
が
こ
の

芳
幾
と「
芳
年
」〔
天
保
十
年（
一
八
三
九
）～
明
治
二
十
五
年（
一
八
九
二
〕〕

で
あ
っ
た
。
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
か
ら
の
『
英
名
二
十
八
衆
句
』（
版

元
は
錦
盛
堂
佐
野
屋
富
五
郎
）
は
兄
弟
子
の
芳
幾
と
弟
弟
子
の
芳
年
が
互

い
に
十
四
図
づ
つ
を
担
当
し
、
不
穏
な
世
相
を
映
し
た
通
称
血
み
ど
ろ
絵

の
合
作
二
十
八
枚
で
あ
る
。
こ
の
絵
の
構
成
上
の
説
明
文
担
当
の
戯
作
者

選
択
な
ど
芳
幾
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
っ
た
よ
う
だ
が
、
国
芳
没
後
の
門

下
に
あ
っ
て
、
芳
幾
、
芳
年
の
二
人
こ
そ
後
継
者
と
し
て
名
が
あ
が
る
に

揺
る
が
な
い
の
で
あ
っ
た
。
芳
幾
は
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
十
二
月
か

ら
、
仮
名
垣
魯
文
と
組
ん
で
の
『
万
国
航
海　

西
洋
道
中
膝
栗
毛
』（
萬

笈
閣
）
が
西
欧
啓
蒙
で
当
り
を
と
る
等
、
順
調
で
あ
っ
た
。
だ
が
一
方
、

芳
年
の
明
治
初
年
は
低
迷
期
で
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
頃
は
、
自
ら
の

画
法
改
良
を
め
ざ
し
小
林
永
濯
、
弟
子
の
後
藤
年
景
ら
と
ス
ケ
ッ
チ
や
線

描
工
夫
の
研
鑽
に
努
め
た
と
さ
れ
る
頃）

（（
（

で
、
そ
の
成
果
は
明
治
八
年

（
一
八
八
五
）
の
新
聞
錦
絵
『
郵
便
報
知
新
聞
』
や
錦
絵
歴
史
画
に
反
映

さ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
芳
幾
の
本
双
六
絵
へ
の
参
加
は
、
兄
弟
子
の

芳
虎
を
た
て
て
、
四
代
豊
国
へ
の
祝
意
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
八
番
目
の
「
国
周
」
は
、
嘉
永
元
年
頃
に
三
代
豊
国
に
入
門
、

安
政
二
年
頃
か
ら
錦
絵
で
は
粋
な
江
戸
市
井
風
俗
を
テ
ー
マ
に
し
た
も

の
、
美
人
風
俗
画
等
に
特
徴
を
示
し
た
。
慶
応
期
に
入
り
役
者
似
顔
に
焦
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点
を
あ
て
た
役
者
芝
居
絵
に
も
着
手
し
て
い
た
が
、
頭
角
を
現
し
た
の
は

役
者
大
首
絵
シ
リ
ー
ズ
で
あ
り
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）、
版
元
具
足
屋

嘉
兵
衛
か
ら
彫
太
田
升
吉
で
刊
行
し
三
月
か
ら
九
月
頃
ま
で
に
二
十
二
枚

出
版
し
、
そ
の
似
顔
の
迫
力
で
評
判
に
な
っ
た
。
以
降
、
明
治
維
新
の
戦

火
で
低
迷
し
た
歌
舞
伎
界
復
興
と
と
も
に
明
治
芝
居
絵
に
新
風
を
起
し

「
役
者
絵
の
国
周
」
と
呼
ば
れ
る
一
時
代
を
築
い
た
。

　

こ
こ
で
、
芳
虎
と
の
関
係
も
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
も
そ
も

「
役
者
大
首
絵
」に
着
目
し
て
刊
行
し
た
の
は
晩
年
の
三
代
豊
国
で
あ
り
、

存
命
中
の
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
か
ら
役
者
大
首
絵
の
大
揃
い
六
十
枚

を
手
掛
け
錦
昇
堂
恵
比
寿
屋
庄
七
か
ら
出
版
し
た
。
そ
の
折
に
、（
理
由

不
明
な
が
ら
）
同
門
で
は
な
い
国
芳
門
下
の
芳
虎
を
補
助
筆
者
に
起
用
し

た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
か
ら
は
同
形
式
で
、

三
代
豊
国
死
没
の
元
治
元
年
を
ま
た
ぐ
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
ま
で
に

芳
虎
も
役
者
大
首
絵
十
枚
を
出
版
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
。
そ
し
て

三
代
豊
国
の
系
列
か
ら
は
師
の
晩
年
の
大
作
で
あ
る
役
者
大
首
絵
を
引
き

継
い
だ
形
で
挑
戦
し
た
の
が
国
周
で
あ
り
明
治
二
年
に
具
足
屋
版
の
役
者

大
首
絵
の
出
版
だ
っ
た
。
さ
ら
に
同
年
に
、
芳
虎
も
国
周
の
大
首
絵
に
刺

激
を
受
け
た
か
、
版
元
か
ら
強
く
慫
慂
さ
れ
た
か
で
版
元
・
平
野
屋
新
蔵

か
ら
、
同
年
四
月
に
再
度
役
者
大
首
絵
を
出
版
し
て
い
る）

（1
（

。
す
な
わ
ち
、

芳
虎
と
国
周
と
は
、
晩
年
の
三
代
豊
国
が
挑
戦
し
た
「
役
者
大
首
絵
」
を

め
ぐ
っ
て
の
関
係
性
が
濃
厚
な
の
で
あ
る
。
本
双
六
絵
の
「
上
り
」
図
に

三
代
豊
国
の
継
承
者
た
る
四
代
豊
国
を
中
央
に
し
て
、
芳
虎
と
国
周
が
祝

意
を
示
す
構
図
の
由
来
は
こ
ん
な
関
係
性
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。

　

以
上
、
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）『
流
行
一
覧
歳
盛
記
』
の
「
吾
妻
錦
絵
」

画
工
番
付
を
参
考
に
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
浮
世
絵
界
を
主
導

し
た
画
工
た
ち
の
動
向
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
特
に
《
初
春
書
始
寿
語
六
》

で
主
要
な
位
置
に
あ
る
芳
虎
、
四
代
豊
国
（
二
代
国
貞
）、
芳
幾
、
国
周

に
焦
点
を
あ
て
て
、
こ
の
双
六
に
あ
る
時
代
背
景
と
各
画
工
の
動
向
を
述

べ
た
。

四
、
お
わ
り
に
─
絵
双
六
と
し
て

　

一
枚
の
双
六
絵
の
中
に
秘
め
ら
れ
た
画
工
た
ち
の
関
係
性
や
倫
理
的
側

面
も
見
え
て
き
た
か
と
思
う
。「
明
治
錦
絵
」
を
考
え
る
上
で
の
は
じ
ま

り
の
部
分
で
あ
る
。
旧
と
新
、
伝
統
と
革
新
、
和
と
洋
、
そ
ん
な
時
代
の

変
革
期
を
捉
え
る
上
で
、《
初
春
書
始
寿
語
六
》
と
い
う
絵
双
六
が
、
伝

統
の
中
の
名
義
襲
名
と
い
う
こ
と
に
関
わ
り
、
合
筆
で
構
成
さ
れ
た
意
味

も
判
っ
て
来
た
。
思
い
が
け
ず
「
四
代
豊
国
」
の
存
在
に
焦
点
を
当
て
る

こ
と
に
な
っ
た
。
国
芳
の
玄
冶
店
派
に
対
す
る
、
亀
戸
派
と
さ
れ
る
三
代

豊
国
（
国
貞
）
の
系
譜
に
も
も
っ
と
関
心
を
持
つ
べ
き
だ
と
も
思
う
。
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ま
た
、
本
双
六
絵
制
作
の
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
と
い
う
年
は
文
明

開
化
前
夜
と
い
う
点
で
の
貴
重
さ
が
あ
る
。
さ
ら
に
、「
明
治
五
年
初
春

向
け
」
と
い
う
点
で
、
明
治
五
年
の
正
月
の
村
山
座
『
国
姓
爺
姿
写
真
鏡
』

で
、
二
十
八
歳
の
三
代
目
澤
村
田
之
助
が
「
一
世
一
代
」
大
舞
台
で
引
退

と
い
う
歌
舞
伎
界
の
ニ
ュ
ー
ス
が
こ
の
絵
双
六
に
も
関
係
し
て
い
そ
う
な

気
に
も
な
り
な
が
ら
時
間
切
れ
と
な
っ
た
。

　

絵
双
六
は
サ
イ
コ
ロ
を
使
っ
た
遊
戯
で
あ
る
。
複
数
で
行
う
方
が
楽
し

い
ゲ
ー
ム
で
あ
り
、
話
題
の
共
有
が
場
を
賑
や
か
な
も
の
に
す
る
。
中
で

も
重
要
な
の
が
テ
ー
マ
や
ス
ト
ー
リ
ー
設
定
の
面
白
さ
を
絵
に
し
て
み
せ

る
の
が
画
工
の
腕
の
み
せ
ど
こ
ろ
で
あ
る
。
絵
双
六
の
面
白
さ
の
点
で
言

え
ば
こ
の
《
初
春
書
始
寿
語
六
》
は
、
ど
こ
か
統
一
感
に
欠
け
る
。
一
貫

し
て
い
る
ら
し
い
の
は
流
行
端
唄
を
ち
り
ば
め
た
詞
章
て「
寿
語
六（
録
）」

（
祝
意
の
め
で
た
い
語
の
収
録
）
と
、
洒
落
て
の
題
名
に
し
か
み
え
な
い
。

詞
章
に
は
、
当
時
の
芝
居
や
花
柳
界
の
話
題
も
何
か
匂
う
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
錦
絵
の
ニ
ュ
ー
ス
性
も
見
逃
せ
な
い
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
そ
こ

ま
で
踏
み
込
め
な
か
っ
た
。

　

明
治
五
年
の
初
春
は
江
戸
風
の
通
常
の
新
年
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
翌

六
年
の
新
年
は
突
如
と
し
て
や
っ
て
来
た
。
太
陰
暦
が
廃
止
さ
れ
太
陽
暦

を
急
遽
採
用
と
な
り
十
二
月
三
日
が
明
治
六
年
元
旦
と
決
め
ら
れ
て
し

ま
っ
た
の
だ
。
と
い
う
こ
と
は
、
本
双
六
は
旧
暦
最
後
の
絵
双
六
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
文
明
開
化
は
未
だ
「
人
力
車
」
だ
け
が
描
か
れ
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
し
、
人
々
の
関
心
は
芝
居
や
噂
の
遊
女
や
芸
者
の
話
題
で
あ
っ

た
。
双
六
の
そ
の
後
の
展
開
と
し
て
、
文
明
開
化
は
も
ち
ろ
ん
、
教
育
的

内
容
の
双
六
、
立
身
出
世
、
富
国
強
兵
、
殖
産
興
業
な
ど
が
テ
ー
マ
に
な

る
、
正
に
そ
う
い
っ
た
時
代
の
前
夜
と
も
い
え
る
。

　

新
聞
や
雑
誌
が
活
況
を
帯
び
て
く
る
と
、
浮
世
絵
師
た
る
画
工
た
ち
の

人
間
関
係
も
と
り
ま
く
職
業
環
境
も
変
化
が
訪
れ
る
。
落
合
芳
幾
の
よ
う

に
新
聞
発
行
に
携
わ
る
者
も
出
て
く
る
。
そ
の
直
前
の
絵
双
六
だ
と
思
う

と
あ
る
面
、
そ
の
後
の
目
ま
ぐ
る
し
く
西
欧
化
し
て
い
く
時
代
の
絵
双
六

の
展
開
と
比
較
す
る
と
貴
重
な
意
味
も
で
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。
以
上
、

明
治
四
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
の
錦
絵
出
版
の
例
と
し
て
《
初
春
書
始
寿

語
六
》
を
採
り
上
げ
て
浮
世
絵
（
錦
絵
）
と
画
工
（
浮
世
絵
師
）
た
ち
の

動
向
を
探
り
斯
界
の
動
き
を
み
て
来
た
。
理
解
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で

あ
る
。
な
お
、
文
字
の
判
読
に
は
森
登
氏
の
助
勢
を
仰
い
だ
こ
と
を
付
記

し
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

注
記

（
１
） 

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
「
国
貞
」
落
款
の
あ
る
錦
絵
例
と
し
て
《
五
勢
楼
全

盛
写
真
（
す
が
た
ゑ
）》（
廓
内
の
遊
女
「
戯
蝶
・
若
柳
・
白
妙
・
元
春
」
を
描
く
）
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大
判
錦
絵
三
枚
続
、
版
元
・
山
口
藤
兵
衛
が
あ
る
。

（
２
） 

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
の
錦
絵
で
国
貞
か
ら
「
豊
国
（
三
代
）」（
実
は
四
代
）

へ
の
変
更
が
見
ら
れ
る
錦
絵
に
《
花
街
全
盛
競
》（
版
元
・
加
々
屋
・
加
賀
屋
吉

兵
衛
）
シ
リ
ー
ズ
に
「
三
世
一
陽
齋
豊
國
筆
」（
四
世
豊
国
と
同
人
）
落
款
の
「
新

吉
原
平
泉
楼
若
緑
と
禿
（
か
む
ろ
）
あ
げ
は
」（
竪
大
判
錦
絵
）
が
あ
り
、
改
印

が
明
治
三
年
十
一
月
と
推
定
さ
れ
る
錦
絵
が
あ
る
。
ま
た
合
巻
、
仮
名
垣
魯
文
作

『
金
花
七
変
化
』
三
十
一
編
に
は
「
一
陽
齋
三
代
目
豊
国
画
」
と
す
る
。

（
３
） 

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
合
巻
に
は
明
ら
か
に
「
豊
国
」
と
す
る
出
版
が
あ
る
。

柳
亭
種
彦
作
『
室
町
源
氏
胡
蝶
巻
』（
版
元
・
蔦
屋
吉
蔵
）
三
十
二
編
、
三
十
三
編
。

万
亭
応
賀
作
『
釈
迦
八
相
倭
文
庫
』（
版
元
・
上
州
屋
重
蔵
）
五
十
八
編
、
等
。

（
４
） 

小
稲
お
よ
び
兵
庫
下
髪
な
ど
に
つ
い
て
清
水
玲
子
「
高
橋
由
一
《
花
魁
図
》
と
兵

庫
下
髪
」（『
近
代
画
説
』
第
九
号
・
二
〇
〇
〇
年
・
明
治
美
術
学
会
）
を
参
照
。

（
５
） 

豊
国
（
四
代
）
に
つ
い
て
の
履
歴
追
加
と
し
て
、
文
政
六
年
、
武
州
葛
西
領
船
堀

村
に
生
れ
る
。父
は
深
川
材
木
師
の
吉
永
新
助
、母
は
中
里
清
兵
衛
次
女
あ
き
子
。

生
地
は
母
の
実
家
に
あ
た
る
。
名
は
清
太
郎
。
清
次
郎
九
歳
の
天
保
二
年
に
母
あ

き
の
岩
楯
吉
五
郎
（
瑞
江
村
東
一
之
江
）
と
の
再
婚
に
伴
い
岩
楯
姓
と
な
る
。
号

に
一
寿
斎
、
梅
蝶
樓
な
ど
あ
り
。
天
保
七
年
、
清
次
郎
十
四
歳
で
（
初
代
）
歌
川

国
貞
（
の
ち
の
三
代
豊
国
）
に
入
門
し
、
修
業
を
経
て
三
代
国
政
の
名
を
受
け
て

活
動
。
現
在
知
ら
れ
る
早
い
出
版
物
挿
絵
は
嘉
永
三
年
の
松
亭
金
水
作
『
鶯
墳
梅

赤
本
』（
初
・
二
編
）
で
、
つ
づ
く
嘉
永
四
、五
年
と
挿
絵
掲
載
量
が
急
増
す
る
。

嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
に
は
、
師
匠
の
三
代
豊
国
の
娘
・
長
女
お
鈴
の
婿
に
迎

え
ら
れ
、（
二
代
）
国
貞
を
襲
名
、「
國
政
改
二
世
國
貞
」
と
記
す
。
こ
れ
ま
で
以

上
に
合
巻
表
紙
絵
・
挿
絵
で
の
活
躍
が
顕
著
と
な
る
。
錦
絵
で
も
役
者
絵
、
武
者

絵
、
美
人
画
、
世
相
風
俗
画
な
ど
の
幅
広
い
が
、
と
く
に
『
八
犬
伝
の
草
紙
』
シ

リ
ー
ズ
（
大
判
錦
絵
揃
物
全
五
十
図
・
蔦
屋
吉
蔵
版
）
な
ど
知
ら
れ
る
。
元
治
元

年
十
二
月
十
五
日
に
師
豊
国
が
死
没
す
る
に
及
び
師
の
名
を
継
い
で
「（
三
代
実

質
四
代
目
）
豊
国
」
と
の
説
。
ま
た
師
名
豊
国
継
承
を
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年

頃
と
の
説
も
あ
る
。
晩
年
は
リ
ュ
マ
チ
を
患
い
、
さ
ら
に
明
治
八
年
に
は
中
風
を

発
症
し
そ
の
後
は
病
臥
し
て
明
治
十
三
年
七
月
二
十
日
歿
、
五
十
八
歳
。
郷
土
史

家
の
古
老
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
江
戸
川
区
船
堀
・
江
東
区
大
島
の
エ
リ
ア
の
育
ち

か
ら
通
称
「
大
島
国
貞
」
の
異
名
も
あ
っ
た
。
参
考
文
献
に
は
、
中
里
民
平
編
『
三

世
豊
圀
の
研
究
』（
昭
和
二
十
四
年
八
月
十
四
日
）「
三
世
豊
圀
」
は
「
四
代
豊
国
」

の
こ
と
で
、
タ
イ
プ
打
ち
Ｂ
４
判
わ
ら
半
紙
二
つ
折
り
三
十
五
丁
の
家
系
調
査
記

録
。「
中
里
家
の
由
来
」、「
三
代
豊
国
の
生
家
と
そ
の
関
係
者
に
つ
い
て
」、「
國

貞
研
究
」
其
一
～
そ
の
八
、「
研
究
余
録
」
か
ら
な
る
私
家
版
。
お
な
じ
く
同
編

著
所
載
の
竹
内
貞
之
助
「
歌
川
三
世
豊
国
／
一
壽
齋
國
貞
傳
」
を
参
照
し
た
。

（
６
） 

孟
斎
芳
虎
は
十
一
歳
で
歌
川
国
芳
の
内
弟
子
と
な
り
、
師
の
武
者
絵
、
戯
画
、
風

俗
画
の
画
風
を
引
き
継
ぎ
一
家
を
成
し
た
。
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
は
横

浜
で
の
外
国
人
風
俗
や
港
湾
建
物
街
路
の
景
を
描
い
た
横
浜
錦
絵
に
携
わ
る
と
と

も
に
上
野
戦
役
、
吉
原
風
俗
を
、
さ
ら
に
明
治
に
入
る
と
蒸
気
車
や
開
化
建
築
な

ど
の
パ
ノ
ラ
マ
の
開
化
風
俗
を
手
掛
け
た
。
井
上
和
雄
は
「
芳
虎
は
国
芳
門
下
に

於
け
る
先
輩
の
一
人
で
あ
っ
た
。
永
島
氏
、
俗
称
辰
五
郎
、
一
猛
斎
・
錦
朝
楼
と

号
し
た
が
明
治
に
な
つ
て
後
、
孟
斎
と
改
め
、
単
に
「
孟
斎
画
」
と
落
款
せ
る
例

が
あ
る
。
彼
れ
は
最
も
武
者
絵
を
よ
く
し
、
ま
た
役
者
似
顔
絵
に
も
優
れ
た
技
倆

を
有
し
た
。
美
人
画
に
も
種
々
の
作
例
が
あ
り
、
艶
麗
と
は
謂
は
な
い
ま
で
も
相

当
落
ち
つ
い
た
美
人
の
容
姿
を
畫
い
て
ゐ
る
。
若
し
、
彼
れ
の
作
画
上
に
於
け
る

欠
点
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
其
の
色
彩
の
配
合
が
如
何
に
も
変
化
に
乏
し
い
と
い
ふ

こ
と
が
言
え
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
井
上
和
雄
「（
総
説
）
芳
虎･

芳
幾･

三
代
廣

重
」『
続
浮
世
絵
大
家
集
成
・
第
三
巻
・
芳
虎･

芳
幾
』（
昭
和
八
年
八
月
二
十
日

発
行
、
大
鳳
閣
書
房
）
を
参
照
。

（
７
） 
横
浜
錦
絵
に
つ
い
て
は
『
集
大
成　

横
浜
浮
世
絵
』
神
奈
川
県
立
博
物
館
編
纂
、

昭
和
五
十
五
年
二
月
十
五
日
再
版
披
見
、
有
隣
堂
を
参
照
。

（
８
） 

清
水
勲
「
昇
斎
一
景
の
世
界
」、
畠
山
豊
「
昇
斎
一
景
覚
書
」、
共
に
『
昇
斎
一
景

─
明
治
初
期
東
京
を
描
く
─
』
に
所
載
。
同
書
は
町
田
市
立
博
物
館
図
録
第
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八
十
一
集
、
一
九
九
三
年
三
月
発
行
）

（
９
） 
井
上
和
雄
「
総
説　

芳
虎･

芳
幾･

三
代
廣
重
」『
続
浮
世
絵
大
家
集
成
・
第
三
巻
・

芳
虎･
芳
幾
』
昭
和
八
年
八
月
二
十
日
発
行
、
大
鳳
閣
書
房
。

（
10
） 

奥
田
敦
子
編
『
広
重　

初
代
～
五
代
広
重
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
二
〇
〇
七
年
十
一

月
、
浮
世
絵
太
田
記
念
美
術
館
。

（
11
） 

瀬
木
慎
一
「
芳
年
略
伝
」『
月
岡
芳
年　

月
岡
芳
年
の
全
貌
展
』
昭
和
五
十
二
年

（
一
九
七
七
）、
西
武
美
術
館
発
行
。

（
12
） 

萩
原
司
「
役
者
絵
を
芸
術
に
し
た
写
楽
と
国
周
」・「
国
周
関
係
年
譜
」、『
国
周
役

者
鑑
』
リ
ッ
カ
ー
美
術
館
編
・
発
行
、
一
九
八
一
年
一
月
。
お
よ
び
新
藤
茂
「
国

周
入
魂
の
役
者
絵
」、松
井
英
男「
歌
川
芳
虎
画　

平
新
版
役
者
大
首
絵
小
論
」『
浮

世
絵
芸
術
』
第
一
四
四
号
・
二
〇
〇
二
年
・
国
際
浮
世
絵
学
会
会
誌
。


