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図 1　雪舟筆四季山水図巻部分
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四
、
毛
利
博
物
館
蔵
四
季
山
水
図
巻

　

雪
舟
の
代
表
作
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
こ
の
毛
利
博
物
館
蔵

の
四
季
山
水
図
巻
を
挙
げ
る
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
雪
舟
の
作
品
と
し
て
は
山
水
図
が
中
心
で
す
が
、
そ
の
内
で
も

本
作
品
は
か
な
り
緻
密
に
描
か
れ
て
お
り
、
し
か
も
約
一
六
メ
ー
タ

ー
の
長
大
な
画
巻
と
い
う
こ
と
で
、
雪
舟
の
代
表
作
と
し
て
挙
げ
る

の
も
当
然
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。
そ
し
て
室
町
時
代
の
代
表
的
な
山

水
画
と
い
う
こ
と
か
ら
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
指
定
名
称
と

し
て
は
紙
本
墨
画
淡
彩
四
季
山
水
図
で
、
山
水
長
巻
と
呼
ば
れ
る
こ

と
が
多
い
と
い
え
ま
す
。
で
は
本
作
品
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
上
半
部
分
に
刷
毛
で
薄
墨
を
掃
く
所
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
塗

り
残
さ
れ
た
下
半
部
分
は
地
を
表
し
刷
毛
で
薄
墨
を
掃
い
た
部
分
は

空
を
表
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
す
ぐ
に
そ
の
境
界
を
表
す
短
い
線

を
引
い
て
い
ま
す
。
三
本
の
樹
木
が
姿
を
現
し
ま
す
。
二
本
は
極
め

て
屈
曲
し
た
姿
で
描
い
て
い
ま
す
。
樹
葉
の
形
も
そ
れ
ぞ
れ
変
え
て

い
ま
す
し
薄
く
藍
色
を
加
え
て
い
る
の
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。
本
作
品

　
　
　
雪
舟
作
品
を
見
る （
承
前
）           

影　

山　

純　

夫
　

中
に
多
く
の
樹
木
を
描
い

て
い
ま
す
が
、
樹
形
や
樹

葉
の
形
を
変
え
変
化
を
つ

け
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

地
面
は
濃
墨
で
輪
郭
を
描

き
、
薄
墨
を
塗
っ
た
上
に

筆
か
小
刷
毛
で
や
や
濃
い

墨
を
走
ら
せ
て
い
ま
す
。

画
面
下
に
は
濃
墨
の
輪
郭

線
と
濃
墨
の
皴
を
重
ね
る

こ
と
で
岩
を
表
し
て
い
ま

す
。
こ
の
濃
墨
の
速
度
感

の
あ
る
皴
は
印
象
深
い
も

の
で
、
雪
舟
の
特
長
あ
る

描
法
の
一
つ
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。
そ
の
向
こ
う
に

白
く
塗
り
残
す
こ
と
で
道
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を
表
し
て
い
ま
す
。
中
に
横
線
を
加
え
る
の
は
、
道
の
表
現
と
し
て

は
よ
く
あ
る
も
の
で
し
ょ
う
が
、
雪
舟
も
よ
く
描
い
て
い
ま
す
。
道

の
境
界
を
描
く
墨
線
は
ヒ
ョ
ロ
ヒ
ョ
ロ
と
し
た
も
の
で
、
こ
れ
も
雪

舟
ら
し
い
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

道
上
に
は
一
人
の
人
物
を
描
い
て
い
ま
す
。
前
を
行
く
人
物
の
従

者
ら
し
い
の
で
す
が
、
大
き
な
荷
を
担
い
で
い
ま
す
。
棒
の
前
に
は

大
き
な
箱
状
の
も
の
、
後
ろ
に
は
袋
状
の
も
の
を
下
げ
て
い
ま
す
。

前
を
行
く
人
物
が
友
を
訪
ね
る
の
で
あ
れ
ば
こ
ん
な
大
き
な
荷
を
持

っ
て
行
く
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
か
で
の
長
期
の
滞
在
に
備
え

て
の
も
の
で
し
ょ
う
か
。
前
を
行
く
人
物
は
杖
を
持
つ
高
士
な
の
で

し
ょ
う
。
こ
の
人
物
に
雪
舟
の
姿
を
重
ね
て
見
た
り
、
本
作
品
の
鑑

賞
者
に
重
ね
て
み
た
り
す
る
人
も
い
ま
す
。
二
人
の
間
に
も
い
く
つ

も
の
重
な
る
岩
を
描
い
て
い
ま
す
。
重
ね
る
皺
も
勢
い
の
あ
る
も
の

で
す
。
一
部
に
は
薄
く
藍
色
を
塗
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
の
上
方

は
や
は
り
薄
く
墨
を
掃
く
だ
け
で
あ
り
一
部
を
塗
り
残
す
こ
と
で
遠

山
を
表
そ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

次
に
岩
峰
が
現
れ
ま
す
。
そ
の
頂
上
に
は
数
本
の
樹
木
を
描
い
て

い
ま
す
。
や
は
り
所
々
藍
色
を
加
え
て
い
ま
す
。
一
本
の
樹
木
を
画

面
上
端
近
く
ま
で
描
い
て
い
る
の
は
画
面
が
展
開
す
る
こ
と
を
示
す

た
め
で
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
す
ぐ
に
岩
壁
が
現
れ
ま
す
。
道
が

こ
の
岩
壁
を
巡
る
よ
う
に
表
現
し
て
い
ま
す
。
岩
峰
に
続
け
て
大
き

な
岩
を
い
く
つ
も
描
い
て
い
ま
す
。
岩
峰
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と

で
す
が
、
多
く
の
尖
り
が
あ
る
よ
う
に
描
い
て
い
ま
す
。
ま
た
い
く

つ
か
丸
い
穴
を
描
い
て
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
は
と
も
に
雪
舟
の
山
水

図
に
お
い
て
よ
く
み
ら
れ
る
も
の
で
、
特
色
の
一
つ
と
い
え
る
で
し

ょ
う
。

　

大
岩
が
終
わ
る
所
か
ら
道
が
現
れ
ま
す
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、

道
は
塗
り
残
し
た
と
こ
ろ
に
横
線
を
入
れ
る
こ
と
で
表
現
す
る
の
で

す
が
、
そ
の
線
が
く
ね
っ
た
り
重
な
っ
た
り
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ

も
ま
た
雪
舟
ら
し
い
描
き
方
で
す
。
そ
の
向
こ
う
に
は
垂
直
の
岩
壁

を
、
手
前
に
は
や
は
り
岩
を
描
い
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
岩
壁
は

画
面
展
開
の
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
何
度
も
姿
を
現

し
ま
す
。

　

画
面
下
方
は
薄
墨
を
刷
毛
で
掃
い
た
り
塗
り
残
し
た
り
し
て
い
て

空
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
続
い
て
樹
木
を
描
い
て
い

る
こ
と
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
樹
木
の
中
か
ら
い
く
つ
も
の
建
物
が
現

れ
ま
す
。
全
部
で
六
棟
、
そ
れ
ぞ
れ
立
派
な
建
物
で
す
。
後
の
冬
景

に
も
同
じ
よ
う
な
建
物
を
描
い
て
い
る
の
で
す
が
、
冬
景
の
建
物
は

も
の
さ
し
を
使
っ
て
い
る
よ
う
で
丁
寧
に
描
い
て
い
る
の
に
た
い

し
、
こ
ち
ら
は
そ
れ
な
ど
は
使
わ
ず
自
由
に
描
い
て
い
ま
す
。
そ
の
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た
め
線
が
歪
ん
だ
り
重
な
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
飾
り
瓦
も
か
な
り

自
由
に
描
い
て
い
ま
す
。
濃
墨
に
よ
る
線
を
使
っ
て
描
い
て
い
る
も

の
と
、
や
や
薄
い
墨
に
よ
る
線
を
使
っ
て
描
い
て
い
る
も
の
が
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
島
尾
新
さ
ん
は
「
手
前
の
家
並
み
に
は
、

濃
い
墨
と
少
し
淡
い
墨
が
混
じ
っ
て
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば

左
上
の
建
物
は
、
棟
だ
け
が
濃
い
墨
の
線
。
家
並
み
の
前
を
薄
い
霧

が
流
れ
て
、
は
っ
き
り
見
え
る
と
こ
ろ
と
や
や
霞
む
と
こ
ろ
が
入
り

交
じ
る
、
そ
ん
な
視
覚
の
表
現
で
あ
る
。
遠
く
の
屋
根
は
霞
ん
で
い

る
か
ら
淡
い
墨
。
こ
の
よ
う
な
墨
の
濃
淡
の
使
い
分
け
も
水
墨
画
の

基
本
だ
。空
気
遠
近
法
の
一
種
と
も
い
え
る
」と
書
い
て
い
ま
す（『
雪

舟
の
「
山
水
長
巻
」』
小
学
館
刊　

二
〇
〇
一
年
）。
確
か
に
位
置
関

係
を
表
す
た
め
に
濃
淡
の
差
を
つ
け
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

画
面
上
方
の
道
は
岩
壁
の
向
こ
う
に
隠
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
横

に
は
薄
墨
を
掃
き
四
棟
の
建
物
を
描
き
、
そ
の
下
か
ら
左
へ
と
樹
叢

と
斜
面
を
描
い
て
い
ま
す
。
樹
叢
は
密
に
な
ら
な
い
よ
う
に
少
し
ば

か
り
濃
い
墨
を
含
ま
せ
た
筆
を
縦
横
に
走
ら
せ
て
お
り
、
あ
ま
り
重

い
表
現
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
画
面
上
部
と
下
部
の
間
は
す
こ
し

ば
か
り
薄
墨
が
掃
か
れ
て
い
る
だ
け
で
何
も
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
二

場
面
の
合
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。下
部
は
側
面
視
に
よ
る
近
景
表
現
、

上
部
は
少
し
の
俯
瞰
視
に
よ
る
遠
景
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。
こ
う
い
っ
た
二
場
面
の
合
成
は
、天
橋
立
図
に
見
ら
れ
ま
す
し
、

最
晩
年
の
作
と
さ
れ
る
個
人
蔵
の
山
水
図
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

上
下
の
風
景
が
終
わ
る
と
、斜
面
の
上
の
樹
木
が
姿
を
現
し
ま
す
。

二
本
は
松
で
、
墨
線
だ
け
で
な
く
緑
が
か
っ
た
藍
色
に
よ
っ
て
葉
を

描
い
て
い
ま
す
。
一
本
は
か
な
り
屈
曲
し
た
木
で
、
濃
墨
と
淡
墨
で

葉
を
落
と
し
た
枝
を
描
い
て
い
ま
す
。
ガ
ラ
ス
越
し
の
肉
眼
で
は
よ

く
見
え
な
い
の
で
す
が
、
毛
利
博
物
館
蔵
の
狩
野
古
信
の
本
作
品
の

模
本
の
よ
う
に
、
白
色
で
花
を
表
現
し
て
い
た
と
し
た
ら
梅
を
表
現

し
て
い
る
と
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
残
る
一
本
は
薄
墨
に
よ
る
葉
を

つ
け
た
木
で
、
長
く
高
く
描
い
て
い
ま
す
。
二
本
の
松
と
も
に
根
上

り
の
松
で
す
が
、
根
上
り
の
木
は
室
町
時
代
の
山
水
画
に
は
よ
く
描

か
れ
て
い
ま
す
。
根
上
が
り
の
松
は
今
の
時
代
信
仰
の
対
象
と
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
雪
舟
の
時
代
に
こ
の
信
仰
が
あ
っ
た
の

か
ど
う
か
は
知
り
ま
せ
ん
。
松
な
ど
の
幹
に
は
褐
色
を
加
え
て
い
る

よ
う
に
見
え
ま
す
。
こ
の
斜
面
の
上
の
墨
の
掃
き
方
は
丁
寧
で
は
な

く
墨
が
垂
れ
る
の
さ
え
も
あ
ま
り
気
に
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
せ
ま
す
。

　

松
の
枝
下
に
は
三
棟
も
し
く
は
四
棟
の
家
を
描
い
て
い
ま
す
。
す

べ
て
瓦
屋
根
で
は
な
く
藁
屋
根
の
よ
う
で
す
。
屋
根
の
描
線
も
切
れ
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切
れ
で
、
屋
根
に
加
え
た
墨
線
は
荒
っ
ぽ
い
も
の
で
す
。
一
軒
の
家

に
は
屋
根
裏
の
一
部
が
見
え
る
の
で
す
が
、
あ
り
得
な
い
様
子
に
描

い
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
建
物
の
周
り
に
は
藍
色
を
塗
り
広
げ

濃
墨
の
点
を
重
ね
る
こ
と
で
小
灌
木
の
樹
叢
と
思
わ
れ
る
も
の
を
表

わ
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

建
物
の
上
に
は
張
り
出
す
よ
う
な
岩
壁
と
、
そ
の
下
を
巡
る
よ
う

に
道
を
描
い
て
い
ま
す
。
岩
壁
は
塗
り
残
し
や
墨
の
濃
淡
で
岩
の
重

な
り
を
表
わ
し
、
な
か
な
か
迫
力
の
あ
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
岩
に
も
一
つ
丸
い
穴
を
描
い
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。

道
は
褐
色
に
塗
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
左
右
に
は
ペ
タ
ッ
と
墨
が
掃
か

れ
て
い
る
だ
け
で
す
の
で
、
虚
空
を
行
く
道
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。

こ
の
道
に
続
く
道
は
岩
壁
の
下
に
姿
を
現
し
ま
す
。
そ
れ
も
少
し
だ

け
で
、す
ぐ
に
樹
木
や
岩
に
よ
っ
て
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

岩
の
上
に
も
三
本
の
樹
木
を
描
い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
樹
葉

は
こ
と
な
っ
て
お
り
、
樹
葉
表
現
に
は
雪
舟
の
こ
だ
わ
り
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
こ
の
岩
に
近
い
形
の
岩
は
東
京
国
立
博
物
館
蔵
の
四
季
山

水
図
や
京
都
国
立
博
物
館
蔵
の
四
季
花
鳥
図
屏
風
に
も
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

こ
こ
で
画
面
は
展
開
し
、
岩
の
間
を
流
れ
る
川
と
そ
の
向
こ
う
に

霧
か
霞
か
の
中
に
一
棟
の
建
物
と
林
が
姿
を
現
し
ま
す
。
川
に
は
石

橋
が
架
か
か
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
上
に
従
者
を
従
え
た
一
人

の
髙
士
（
も
し
く
は
隠
者
）
を
描
い
て
い
ま
す
。
石
橋
を
渡
り
さ
ら

に
歩
む
と
先
ほ
ど
の
道
に
出
る
よ
う
で
す
。こ
の
高
士
の
住
ま
い
は
、

先
ほ
ど
の
藁
屋
根
の
家
屋
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
川
の
川
上
も
、

先
ほ
ど
の
道
と
同
じ
よ
う
に
左
右
に
ペ
タ
ッ
と
墨
が
掃
か
れ
て
い
る

だ
け
で
、
虚
空
を
行
く
流
れ
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
曲
が
り
方
も
同

じ
よ
う
な
の
で
す
。

　

石
橋
に
は
道
が
続
く
の
で
す
が
、
す
ぐ
に
大
き
な
斜
面
の
あ
る
岩

の
向
こ
う
に
隠
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
斜
面
の
あ
る
岩
は

他
に
も
描
い
て
い
ま
す
。
斜
面
上
に
は
何
本
か
の
樹
木
を
描
い
て
い

ま
す
が
、
ほ
ぼ
真
っ
直
ぐ
に
伸
び
る
よ
う
に
描
く
も
の
が
多
く
、
こ

れ
ま
で
の
樹
木
と
は
異
な
り
ま
す
。
こ
の
斜
面
の
手
前
に
あ
る
よ
う

に
岩
を
描
い
て
い
ま
す
が
、
濃
墨
の
皴
を
重
ね
か
な
り
黒
く
描
い
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
か
な
り
黒
い
岩
は
、
画
面
下
方
に
描
く
よ
う

に
し
て
い
た
よ
う
で
、下
方
は
重
く
と
い
う
考
え
に
よ
る
の
で
あ
り
、

手
前
は
よ
り
黒
く
し
て
遠
近
を
表
現
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
は
す
で
に
ふ
れ
ま
し
た
。
こ
の
描
法
は
香
雪
美
術
館
蔵
山
水
図
、

最
晩
年
の
作
と
さ
れ
る
個
人
蔵
山
水
図
、
そ
し
て
東
京
国
立
博
物
館

蔵
秋
冬
山
水
図
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

突
き
立
っ
た
岩
に
続
い
て
岩
壁
を
描
い
て
い
ま
す
。
岩
壁
か
ら
生
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え
る
二
本
の
樹
木
を
描
い
て
い
る
の
で
、
画
面
展
開
も
比
較
的
穏
や

か
な
も
の
に
感
じ
ま
す
。
一
本
の
樹
木
の
葉
は
、
藍
色
を
塗
っ
た
上

に
墨
で
三
角
を
三
つ
重
ね
る
葉
形
を
描
く
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
に
見

ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
す
。
や
は
り
岩
壁
の
下
を
巡
る
よ
う
に
道
を

描
い
て
い
ま
す
。

　

続
い
て
湖
岸
風
景
（
川
岸
風
景
や
海
岸
風
景
か
も
し
れ
ま
せ
ん
）

が
広
が
り
ま
す
。
水
面
と
芦
原
そ
れ
に
集
落
、
そ
の
向
こ
う
に
は
数

本
の
柳
を
描
い
て
い
ま
す
。
水
面
は
薄
く
藍
色
を
引
き
淡
墨
の
曲
線

を
引
く
こ
と
で
表
し
、
芦
原
は
墨
の
短
い
線
を
斜
め
に
重
ね
る
こ
と

で
表
現
し
て
い
ま
す
。
芦
原
の
下
に
は
や
や
濃
い
藍
色
に
よ
る
点
を

打
っ
て
い
ま
す
。
水
草
な
ど
を
表
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
柳
の
垂

れ
る
枝
は
濃
淡
の
墨
で
描
き
、
藍
色
を
重
ね
て
い
ま
す
。
柳
は
若
葉

を
つ
け
て
い
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
同
じ
よ
う
な
柳
の
表
現
は

京
都
国
立
博
物
館
蔵
四
季
山
水
図
巻
の
春
景
に
も
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
季
節
と
す
れ
ば
ま
だ
ま
だ
春
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

集
落
の
建
物
は
、
先
ほ
ど
の
建
物
と
違
っ
て
か
な
り
丁
寧
に
描
い

て
い
ま
す
。
部
分
的
に
も
の
さ
し
な
ど
を
使
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
建
物
の
中
に
は
人
物
を
、
一
つ
の
建
物
に
は
青
色
の
幔
も

描
い
て
い
ま
す
。
そ
の
向
こ
う
に
酒
旗
と
一
隻
の
停
泊
中
の
船
が
見

え
ま
す
。
酒
旗
は
翻
っ
て
い
る
の
で
、
少
し
ば
か
り
風
が
あ
る
と
す

る
の
で
し
ょ
う
。
湖
中
に
は
さ
ら
に
多
く
の
停
泊
す
る
船
を
描
い
て

い
ま
す
。
全
部
で
八
隻
で
、
小
舟
か
ら
人
が
生
活
し
て
い
る
よ
う
な

大
き
な
船
ま
で
い
ろ
い
ろ
で
す
。
干
し
物
も
植
木
も
見
え
ま
す
。
船

中
に
は
か
な
り
の
数
の
人
物
を
描
い
て
お
り
、
対
座
す
る
人
物
も
描

い
て
い
ま
す
。対
座
す
る
人
物
は
本
作
品
の
後
に
も
出
て
き
ま
す
が
、

山
口
県
立
美
術
館
蔵
倣
高
克
恭
山
水
図
巻
に
も
、
東
京
国
立
博
物
館

蔵
秋
冬
山
水
図
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

続
い
て
湖
面
が
広
が
り
ま
す
が
、
薄
く
藍
色
を
引
き
所
々
に
薄
墨

に
よ
る
波
打
つ
線
を
描
い
て
い
ま
す
。
そ
の
向
こ
う
に
は
薄
墨
に
よ

る
遠
山
が
見
え
ま
す
。
遠
山
は
高
低
を
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
繰
り
返
し
長

閑
か
さ
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
ほ
ぼ
平
ら
な
面
を

二
つ
の
嶺
が
挟
む
山
は
雪
舟
画
に
よ
く
で
て
き
ま
す
。
こ
こ
ら
あ
た

り
か
ら
春
景
か
ら
夏
景
へ
変
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

再
び
船
が
姿
を
見
せ
ま
す
。
帆
に
風
を
受
け
て
進
ん
で
い
ま
す
。

船
は
二
隻
で
同
じ
よ
う
な
形
を
し
て
い
ま
す
し
、
同
じ
よ
う
に
二
人

の
人
物
を
描
い
て
い
る
よ
う
で
す
。
遠
方
に
あ
る
船
ほ
ど
小
さ
く
描

い
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
遠
近
を
表
現
し
て
い
る
の
は
畑
靖
紀
さ
ん

が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
で
す
（『
雪
舟
等
楊
』
作
品
解
説　

山
口

県
立
美
術
館
刊　

二
〇
〇
六
年
）。

　

湖
中
の
岩
に
続
い
て
再
び
大
き
な
斜
面
の
あ
る
岩
塊
が
姿
を
現
し
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ま
す
。
岩
塊
の
下
に
は
い
く
つ
も
の
丸
い
穴
を
描
い
て
い
ま
す
が
、

そ
の
中
に
さ
ら
に
丸
い
穴
を
描
い
て
奥
行
き
を
表
現
す
る
こ
と
を
狙

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
の
岩
塊
の
前
後
関
係
を
墨
の
濃
淡
で
よ

く
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
そ
の
向
こ
う
に
こ
の
岩
塊
と
交
わ
る
よ
う
に
岩
塊
を
配

し
、
さ
ら
に
そ
の
向
こ
う
に
角
張
っ
た
岩
峰
を
描
い
て
い
ま
す
。
こ

の
岩
峰
に
よ
く
似
た
も
の
は
、
東
京
国
立
博
物
館
蔵
秋
冬
山
水
図
の

秋
景
図
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
面
は
岩
を
最
も
複
雑
に

組
み
合
わ
せ
た
場
面
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
斜
面
上
に
樹

木
を
描
く
こ
と
は
す
で
に
み
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
後
に
も
出
て
く

る
の
で
す
が
、
様
々
な
樹
木
を
組
み
合
わ
せ
て
い
て
複
雑
で
す
。

　

す
ぐ
に
上
方
に
は
垂
直
岩
壁
が
、ま
た
下
方
に
は
道
が
現
れ
ま
す
。

こ
こ
に
は
こ
れ
ま
で
の
道
の
中
に
見
ら
れ
た
短
い
墨
線
が
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
ま
せ
ん
。
壁
面
に
は
張
り
付
く
よ
う
な
樹
木
も
描
い
て
い
ま

す
。
一
本
の
樹
木
は
か
な
り
大
き
な
樹
木
で
、
先
ほ
ど
の
斜
面
に
被

さ
る
よ
う
に
屈
曲
し
な
が
ら
伸
び
て
い
ま
す
。
雪
舟
の
描
く
樹
木
は

屈
曲
す
る
も
の
が
多
い
の
で
す
が
、
代
表
的
な
例
と
い
え
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
て
岩
壁
の
下
に
は
洞
窟
が
あ
り
下
方
の
道
は
こ
こ
へ
続
い
て
い

ま
す
。
そ
し
て
洞
窟
の
中
に
は
対
座
す
る
人
物
を
描
い
て
い
ま
す
。

洞
窟
と
書
き
ま
し
た
が
正
確
に
は
隧
道
の
よ
う
で
、
こ
の
道
は
隧
道

を
通
り
抜
け
岩
壁
下
の
道
に
続
い
て
い
る
よ
う
に
考
え
て
描
い
て
い

る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　

そ
の
道
は
や
が
て
開
け
た
地
に
至
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
岩

壁
が
姿
を
消
し
新
た
な
場
面
が
展
開
し
ま
す
。
そ
の
転
換
場
面
に
描

か
れ
た
の
が
大
岩
と
そ
こ
に
生
え
る
松
と
そ
の
向
こ
う
の
樹
木
で

す
。
三
角
形
で
そ
れ
も
三
枚
で
一
組
に
な
っ
た
葉
樹
は
す
で
に
一
度

出
て
き
ま
し
た
が
、
少
し
ば
か
り
彩
色
の
調
子
が
異
な
り
ま
す
し
、

こ
ち
ら
の
方
は
や
や
丁
寧
に
描
い
て
い
ま
す
。

　

上
方
に
は
遠
山
が
下
方
に
は
樹
木
が
姿
を
現
し
ま
す
。
そ
の
間
は

薄
墨
を
刷
毛
で
掃
き
靄
か
霧
を
表
し
て
い
ま
す
。
空
に
も
薄
く
墨
を

掃
い
て
い
ま
す
。
続
い
て
数
棟
の
建
物
と
七
重
塔
が
現
れ
ま
す
。
建

物
は
か
な
り
あ
っ
さ
り
と
描
い
て
い
る
の
で
す
が
、
塔
は
風
鐸
や
水

煙
、
九
輪
も
わ
か
る
よ
う
に
丁
寧
に
描
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
続
く

の
が
垂
直
の
壁
を
持
つ
岩
峰
で
す
。
こ
れ
に
近
い
岩
峰
は
京
都
国
立

博
物
館
蔵
の
四
季
山
水
図
巻
に
も
出
て
き
ま
す
が
、
雪
舟
画
法
の
後

継
者
で
あ
る
雲
谷
等
顔
の
山
水
図
に
よ
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

再
び
斜
面
を
持
つ
岩
塊
が
現
れ
ま
す
。
斜
面
上
の
樹
木
に
よ
っ
て

画
面
展
開
を
図
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、
先
の
場
面
と
空

を
続
け
る
こ
と
で
一
場
面
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
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え
ま
す
。
道
や
楼
閣
も
先
の
七
重
塔
や
建
物
と
関
連
す
る
よ
う
に
感

じ
さ
せ
ま
す
。
道
の
下
に
は
不
思
議
な
表
現
が
み
ら
れ
ま
す
。
中
墨

で
塗
り
つ
ぶ
し
た
部
分
で
す
。
岩
が
続
い
て
い
る
は
ず
で
す
が
、
ベ

タ
と
塗
り
潰
し
て
い
ま
す
。
輪
郭
線
も
ぼ
や
け
て
い
ま
す
。

　

続
い
て
頂
上
に
楼
閣
を
備
え
た
大
き
な
岩
峰
と
そ
の
上
の
垂
直
の

岩
壁
を
描
い
て
い
ま
す
。
こ
の
壁
面
は
わ
ず
か
で
、
続
く
樹
叢
の
中

に
三
棟
の
建
物
を
描
い
て
い
ま
す
。
そ
の
下
に
は
道
が
あ
り
二
人
の

人
物
が
対
話
を
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
下
に
は
東
屋
の
あ
る
空

間
に
突
き
出
す
よ
う
な
岩
塊
を
描
い
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
進
む
と
垂

直
の
岩
壁
と
そ
の
下
に
は
遠
山
が
、
岩
壁
の
次
に
は
水
面
や
遠
山
が

現
れ
ま
す
。

　

こ
の
部
分
は
か
な
り
複
雑
で
お
そ
ら
く
三
つ
の
場
面
が
混
ざ
っ
て

い
る
の
で
す
。
初
め
の
岩
壁
と
樹
叢
の
中
の
建
物
そ
れ
に
そ
の
下
の

道
ま
で
が
一
場
面
、
道
の
す
ぐ
下
の
遠
山
と
東
屋
の
あ
る
岩
塊
が
一

場
面
、
大
き
な
岩
壁
と
そ
の
向
こ
う
の
遠
景
が
一
場
面
で
、
東
屋
の

向
こ
う
に
描
か
れ
た
樹
木
の
先
あ
た
り
が
三
場
面
の
交
わ
る
所
で

す
。
大
き
な
岩
壁
に
続
く
遠
景
で
す
が
、
楼
閣
や
橋
そ
れ
に
降
雨
の

様
子
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
降
雨
は
刷
毛
描
き
に
よ
る
も
の
で

す
。
な
お
東
屋
の
あ
る
場
面
は
ほ
ぼ
側
面
視
に
よ
る
も
の
で
、
岩
壁

と
遠
景
場
面
は
俯
瞰
視
に
よ
る
も
の
で
す
。
こ
う
い
っ
た
組
み
合
わ

せ
は
、
雪
舟
の
作
品

に
い
く
つ
か
見
ら
れ

る
こ
と
を
す
で
に
述

べ
ま
し
た
。

　

こ
の
部
分
は
気
に

な
る
部
分
で
、
研
究

者
も
そ
の
こ
と
に
触

れ
て
い
ま
す
。
蓮
実

重
康
さ
ん
は
「
画
面

は
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た

湖
沼
の
景
に
急
展
開

す
る
。
こ
こ
で
も
広

濶
と
し
た
展
望
が
わ

れ
わ
れ
を
く
つ
ろ
げ

る
。
右
手
前
間
近
か

の
土
坡
も
こ
れ
ま
で

の
描
き
方
に
似
合
わ

ず
柔
軟
で
あ
る
が
、

何
処
と
な
く
平
板
で

量
感
を
出
す
こ
と
に
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充
分
で
な
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
る
。
傑
作
と
い
わ
れ
る
こ
の
全
巻
を

通
じ
て
こ
こ
だ
け
が
、
雪
舟
が
描
き
あ
ぐ
ね
た
と
こ
ろ
か
、
さ
も
な

く
ば
、
そ
の
処
理
に
多
少
の
不
手
際
が
あ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

一
箇
処
だ
け
が
、
雪
舟
の
気
の
ゆ
る
み
か
、
疲
れ
の
せ
い
か
充
分
に

こ
な
れ
切
つ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
」（『
雪
舟
等
楊
新
論
』　

朝

日
出
版
社
刊　

一
九
七
七
年
）
と
し
、
島
尾
新
さ
ん
は
「
こ
の
場
面

は
何
か
お
か
し
い
。（
中
略
）
い
ち
ば
ん
奥
の
三
つ
の
尾
根
も
、
こ

れ
で
は
ど
う
見
て
も
岩
の
な
か
に
埋
ま
っ
て
い
る
。四
阿
に
し
て
も
、

ひ
ろ
が
る
水
面
の
風
景
を
見
る
た
め
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
が
、
こ
れ

で
は
丘
が
邪
魔
を
し
て
見
え
そ
う
も
な
い
。
と
り
わ
け
、
ぬ
め
っ
と

し
た
感
じ
の
大
き
な
丘
は
な
ん
な
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
基
本
的
に
遠

く
の
山
の
描
き
方
だ
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
近
景
の
岩
と
は
マ
ッ
チ

し
て
い
な
い
。
丘
の
左
の
木
を
描
く
筆
も
、
な
ん
と
な
く
力
が
抜
け

て
い
る
。
雪
舟
も
そ
ろ
そ
ろ
疲
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。」（
前
掲
書
）

と
書
い
て
い
ま
す
。
お
二
人
共
に
雪
舟
は
疲
れ
て
き
た
の
か
と
書
い

て
い
る
こ
と
は
面
白
い
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
蓮
実
重
康
さ
ん
が
間
近
の
土
坡
と
し
島
尾
新
さ
ん
が
大

き
な
丘
と
考
え
る
も
の
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
東
屋
か
ら
見
る

遠
山
で
あ
り
、
お
か
し
な
表
現
で
は
無
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
こ
の

東
屋
に
近
い
も
の
が
狩
野
山
楽
の
妙
顕
寺
蔵
山
水
図
屏
風
に
描
か
れ

て
い
る
こ
と
を
以
前
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

東
屋
の
場
面
の
遠
山
は
さ
ら
に
伸
び
て
い
く
の
で
す
が
、
不
思
議

な
こ
と
に
近
景
の
樹
木
を
遠
山
の
向
こ
う
に
描
い
て
い
ま
す
。
な
ぜ

こ
の
よ
う
に
し
た
の
か
と
い
え
ば
岩
壁
に
続
く
水
面
は
一
度
終
わ
り

こ
の
樹
木
の
所
か
ら
異
な
る
水
面
を
始
め
よ
う
と
し
た
か
ら
で
す
。

そ
れ
も
さ
き
ほ
ど
の
遠
景
で
は
な
く
よ
り
近
い
風
景
と
し
て
。
そ
の

た
め
に
水
面
に
波
を
表
す
墨
線
を
引
き
、
舟
を
描
き
、
樹
木
を
ハ
ッ

キ
リ
と
描
き
、
遠
山
を
よ
り
濃
く
描
い
て
い
ま
す
。
さ
て
こ
の
あ
た

り
か
ら
秋
景
へ
と
変
わ
る
よ
う
で
す
。

　

水
面
に
は
い
く
つ
か
の
岩
が
顔
を
だ
し
、
芦
原
も
現
れ
ま
す
。
大

き
な
岩
塊
に
続
い
て
集
落
を
描
い
て
い
ま
す
。
家
々
の
間
に
大
き
な

岩
を
描
い
て
い
る
の
も
雪
舟
ら
し
い
と
い
え
る
で
し
ょ
う
か
。
船
も

停
泊
し
て
お
り
船
中
の
人
達
も
見
え
ま
す
。
作
業
を
し
て
い
る
よ
う

な
人
も
見
え
ま
す
し
、
家
の
中
で
読
書
を
し
て
い
る
ら
し
き
人
も
見

え
ま
す
。
積
み
藁
の
よ
う
な
も
の
も
描
い
て
お
り
、
半
農
半
漁
の
村

の
風
景
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
芦
原
に
は
藍
色
も
加
え
て

お
り
、
ま
だ
秋
は
深
ま
っ
て
は
い
な
い
の
で
し
ょ
う
。
集
落
の
向
こ

う
に
見
え
た
遠
山
も
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
薄
墨

を
掃
く
だ
け
で
、
空
が
広
が
っ
て
い
る
様
に
感
じ
ま
す
。

　

一
度
芦
原
で
隠
れ
た
水
面
は
再
び
現
れ
ま
す
。
集
落
を
隠
す
よ
う
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に
描
い
た
数
本
の
樹
木
を
境
に
し
て
画
面
は
田
ら
し
き
も
の
が
広
が

る
風
景
に
変
わ
り
ま
す
。
刈
り
取
り
の
終
わ
っ
た
田
の
よ
う
に
見
え

ま
す
。
す
で
に
積
み
藁
を
描
い
て
い
た
の
で
、
そ
の
関
連
で
こ
の
田

を
描
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
横
に
は
水
量
の
豊
か

な
川
が
流
れ
て
お
り
、
石
橋
も
架
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
広
く

描
か
れ
て
い
た
水
面
に
は
少
し
波
打
つ
墨
線
を
描
い
て
い
る
こ
と
が

多
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
水
面
に
は
折
り
返
す
曲
線
を
多
く
描
い

て
お
り
、
流
れ
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

石
橋
の
上
に
は
二
人
の
髙
士
と
子
供
の
従
者
が
い
ま
す
。
一
人
の
髙

士
は
も
う
一
人
の
髙
士
の
方
に
振
り
向
い
て
い
て
何
か
話
し
あ
っ
て

い
る
よ
う
で
す
。

　

石
橋
は
弧
状
に
反
っ
た
橋
で
、
西
湖
の
蘇
堤
や
宝
帯
橋
に
見
ら
れ

る
中
国
ら
し
い
橋
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
畑
靖
紀

さ
ん
の
「
右
か
ら
太
鼓
橋
・
懸
崖
・
塔
・
建
物
・
坂
道
・
人
物
の
表

現
素
材
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
は
、
室
町
時
代
に
描
か

れ
た
西
湖
図
の
保
叔
寺
か
ら
弧
山
に
至
る
部
分
に
近
似
す
る
」（「
山

水
長
巻
研
究
ー
そ
の
〈
か
た
ち
〉
と
〈
意
味
〉
を
め
ぐ
っ
て
ー
」『
天

開
図
画
』
二
号　

山
口
県
立
美
術
館
刊　

二
〇
〇
〇
年
）
と
い
う
指

摘
が
あ
り
ま
す
。
確
か
に
近
似
す
る
の
で
す
が
、
雪
舟
は
す
で
に
唐

土
勝
景
図
に
も
こ
う
い
っ
た
橋
を
描
い
て
い
ま
す
。

　

橋
を
下
り
堤
を
進
む
と
道
に
続
く
の
で
す
が
、
こ
の
道
は
す
ぐ
に

大
き
な
岩
塊
の
向
こ
う
に
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
岩
塊
は
垂
直

の
壁
面
を
持
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
に
近
い
岩
塊
を
す
で
に
見
て
き
ま

し
た
。
た
だ
先
ほ
ど
の
も
の
と
比
べ
る
と
上
方
が
鋭
角
的
で
は
無
く

樹
木
だ
け
で
は
無
く
楼
閣
も
描
い
て
い
る
点
が
異
な
り
ま
す
。
す
で

に
雲
谷
等
顔
の
山
水
図
に
も
見
ら
れ
る
と
書
い
た
の
で
す
が
、
こ
の

岩
塊
の
方
が
等
顔
の
岩
塊
に
近
い
と
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

画
面
の
下
方
に
は
も
う
一
本
の
道
が
現
れ
ま
す
。
道
上
に
は
荷
を

負
っ
た
人
物
と
そ
れ
に
従
う
よ
う
な
若
者
ら
し
き
人
物
を
描
い
て
い

ま
す
。
荷
は
箱
状
の
も
の
と
袋
状
の
も
の
で
画
面
最
初
の
従
者
が
負

っ
て
い
た
も
の
と
近
似
し
て
い
ま
す
。
そ
の
先
に
は
馬
上
の
髙
士
も

描
い
て
い
ま
す
。
さ
き
の
大
き
な
岩
塊
の
手
前
に
は
斜
面
の
あ
る
岩

塊
も
見
え
ま
す
。こ
の
岩
塊
に
沿
う
よ
う
に
道
を
描
い
て
い
ま
す
が
、

そ
の
先
に
は
垂
直
の
岩
壁
も
描
い
て
い
ま
す
。
こ
の
道
も
さ
き
ほ
ど

の
下
方
の
道
も
岩
塊
に
遮
ら
れ
て
見
え
な
く
な
り
ま
す
が
、
次
の
集

落
に
続
く
よ
う
で
す
。

　

集
落
の
一
軒
の
商
家
ら
し
き
建
物
に
は
酒
旗
も
見
え
ま
す
し
、
屋

内
に
は
竈
も
見
え
ま
す
。
そ
こ
か
ら
続
く
画
面
に
は
、
多
く
の
人
達

を
描
い
て
い
ま
す
。
荷
を
担
う
人
、
話
を
す
る
人
、
歩
む
人
な
ど
で

す
。
五
十
人
ほ
ど
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
男
の
よ
う
で
す
。
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驢
馬
も
描
い
て
い
ま
す
。
衣
に
は
藍
色
や
朱
色
、
茶
色
も
加
え
て
い

ま
す
。
賑
や
か
な
場
面
で
す
。

　

こ
の
場
面
に
注
目
さ
せ
る
た
め
で
し
ょ
う
か
、
そ
の
上
方
の
岩
に

は
あ
ま
り
筆
を
入
れ
ず
塗
り
残
し
て
い
ま
す
。
岩
の
表
現
に
力
を
入

れ
る
雪
舟
に
し
て
は
珍
し
い
事
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。
し
か
し
そ
の

岩
に
へ
ば
り
つ
く
よ
う
に
生
え
て
い
る
樹
木
を
描
く
の
は
空
白
を
埋

め
る
た
め
で
も
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ま
で
に
描
か
れ

た
こ
と
の
な
い
葉
を
描
い
た
り
朱
色
を
加
え
た
り
し
て
い
る
の
も
興

味
深
い
こ
と
で
す
。
こ
の
存
在
に
よ
り
岩
に
隠
れ
る
よ
う
に
あ
る
建

物
や
そ
こ
か
ら
上
っ
て
い
く
道
に
も
目
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
に
な
る

の
で
し
ょ
う
。
な
お
こ
の
階
段
状
の
道
に
は
三
人
の
人
物
を
描
い
て

い
ま
す
が
、
二
人
は
登
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
一
人
は
立
ち
止
ま
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

　

再
び
岩
と
竹
林
そ
れ
に
朱
色
の
葉
（
花
か
も
し
れ
ま
せ
ん
）
を
付

け
た
木
や
葉
を
黒
く
塗
り
つ
ぶ
し
た
木
が
現
れ
、
そ
れ
に
続
く
の
は

薄
墨
で
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
岩
と
弱
々
し
い
幹
と
枝
が
目
立
つ
低
い
木

だ
け
で
す
。
明
ら
か
に
こ
こ
で
画
面
が
変
わ
る
の
で
す
。
季
節
も
秋

か
ら
冬
へ
変
わ
る
の
で
す
。

　

木
立
に
続
い
て
城
壁
と
城
門
そ
の
上
の
大
き
な
楼
閣
が
現
れ
ま

す
。
二
重
の
屋
根
や
勾
欄
を
持
つ
立
派
な
建
物
で
す
。
な
か
で
は
貴

人
と
思
わ
れ
る
三
人
が
話
し
あ
っ
て
い
ま
す
。
三
人
の
衣
の
色
も
描

き
分
け
て
い
ま
す
。
奥
の
壁
面
に
は
大
き
な
額
も
掛
け
ら
れ
て
い
る

よ
う
で
す
。
城
壁
の
上
に
は
姫
垣
が
並
ん
で
い
ま
す
が
、
城
門
で
は

や
や
見
下
ろ
し
た
よ
う
に
、
城
壁
で
は
横
か
ら
見
た
よ
う
に
描
い
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
か
接
続
部
分
で
は
や
や
混
乱
し
た
描
き
方
に
な

っ
て
い
ま
す
。
姫
垣
の
中
の
空
い
た
と
こ
ろ
に
は
斜
め
に
直
線
を
入

れ
て
い
ま
す
。
城
門
上
で
は
こ
れ
は
よ
い
の
で
す
が
、
城
壁
上
で
は

側
面
視
の
表
現
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
城
壁
上
の
姫

垣
と
姫
垣
の
間
を
繫
ぐ
線
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
不
用
な
墨
線
が
引

か
れ
た
り
し
て
、
部
分
部
分
で
描
き
方
に
違
い
が
あ
る
の
も
、
雪
舟

の
手
抜
き
を
発
見
し
た
よ
う
で
、
興
味
深
く
感
じ
ま
す
。

　

上
部
に
は
屋
根
を
白
く
塗
り
残
し
た
建
物
や
山
を
描
い
て
、
積
雪

を
表
現
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
空
に
は
や
や
濃
い
め
の
墨
を
掃
い
て

ど
ん
よ
り
し
た
雪
空
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
夕
刻
か
ら
夜
の

空
と
す
る
見
方
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
積
雪
を
表
現
す
る
た
め
に
は

空
を
や
や
暗
く
表
現
す
る
こ
と
は
必
要
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
柳
も

茶
色
に
彩
色
し
葉
も
枯
れ
て
い
る
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。

　

ま
た
ま
た
木
の
生
え
た
斜
面
を
持
つ
岩
塊
を
描
い
て
変
化
を
付

け
、
城
壁
を
描
き
続
け
ま
す
。
何
棟
も
の
楼
閣
や
建
物
を
描
い
て
い
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る
の
で
す
が
、
こ
こ
に
は
人
を
描
い
て
い
ま
せ
ん
。
建
物
は
簡
略
な

描
写
に
な
っ
て
い
き
ま
す
し
、
上
方
に
は
雪
を
被
っ
た
山
を
続
け
る

の
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
寂
し
い
画
面
が
展
開
し
ま
す
。
こ
の
場
面
に

関
し
て
は
、
中
島
純
司
さ
ん
の
「
巻
末
雪
景
の
前
景
に
あ
る
堤
は
、

題
材
上
の
慣
習
か
ら
す
れ
ば
西
湖
の
蘇
堤
（
蘇
東
坡
が
流
謫
中
に
つ

く
っ
た
堤
）
で
あ
る
」（『
雪
舟
（
名
宝
日
本
の
美
術
一
四
）』
小
学

館
刊　

一
九
八
一
年
）
と
い
う
指
摘
や
畑
靖
紀
さ
ん
の
「
そ
の
表
現

素
材
を
み
る
と
、夏
珪
の
山
水
図
巻
に
類
例
が
知
ら
れ
な
い
城
壁
は
、

西
湖
図
（
例
え
ば
（
伝
）
雪
舟
筆
西
湖
図
）
の
最
下
辺
に
描
か
れ
る

も
の
に
近
似
し
、
印
象
的
に
描
か
れ
る
柳
は
、
西
湖
図
に
頻
出
す
る

表
現
素
材
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
表
現
素
材
は
西
湖
図
の

〈
か
た
ち
〉
を
踏
ま
え
て
い
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」（
前
掲
論
文
）

と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
雪
舟
の
弟
子
秋
月
筆
と
さ
れ
る
西
湖
図

に
は
画
面
下
に
城
壁
と
建
物
が
描
か
れ
て
お
り
、
中
国
に
お
い
て
も

城
壁
の
向
こ
う
に
西
湖
を
描
く
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ

か
ら
雪
舟
が
学
ん
だ
可
能
性
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
し
こ
の
よ

う
な
景
物
は
唐
土
勝
景
図
に
も
描
い
て
お
り
、
中
国
に
滞
在
し
た
雪

舟
に
と
っ
て
な
じ
み
の
あ
る
景
物
で
あ
っ
た
と
は
い
え
る
で
し
ょ

う
。

　

そ
し
て
画
面
の
最
後
に
描
い
て
い
る
の
は
、
一
本
の
松
と
葉
を
墨

で
塗
り
つ
ぶ
す
よ
う
に
描
い
た
木
で
す
。
松
は
松
葉
の
表
現
に
よ
っ

て
わ
か
り
や
す
く
、
屈
曲
す
る
姿
も
描
き
や
す
い
の
で
し
ょ
う
か
、

そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
の
場
面
で
必
ず
描
か
れ
て
い
ま
す
。
冬
の
場
面
で

は
こ
の
最
後
に
描
い
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
向
こ
う
に
は
斜
面
上
に

ゆ
る
や
か
に
登
る
道
を
、
そ
の
道
に
被
さ
る
よ
う
に
大
岩
を
描
い
て

い
ま
す
。
こ
の
岩
に
は
あ
の
丸
い
穴
が
空
い
て
い
ま
す
。
こ
の
岩
の

壁
面
に
は
葉
を
落
と
し
た
樹
木
と
三
角
形
の
葉
を
付
け
た
樹
木
を
描

き
、
茶
色
に
塗
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
岩
の
向
こ
う
は
垂
直
の
壁
面
と
し
、
そ
の
下
を
巡
る
よ
う
に

道
を
描
い
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
垂
直
壁
面
と
道
の
組
み
合
わ
せ

は
こ
れ
ま
で
何
度
も
出
て
き
ま
し
た
。
京
都
国
立
博
物
館
蔵
四
季
山

水
図
巻
に
も
出
て
き
ま
す
が
、
雪
舟
が
好
き
な
組
み
合
わ
せ
で
、
最

後
に
再
び
描
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
垂
直
の
壁
面
は
大
体
が
画

面
の
転
換
点
で
、
そ
こ
に
道
を
描
く
こ
と
に
は
雪
舟
の
何
ら
か
の
思

い
が
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
こ
の
道
の
向
こ
う
に
ま
た
新
た
な

場
が
広
が
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
な
お
道
に
描
く
横
線
が
切
れ
た
線
で
あ
っ
た
り
は
み
出
た

線
で
あ
っ
た
り
し
て
い
ま
す
し
、
描
線
に
も
速
度
感
が
無
い
よ
う
に

見
え
ま
す
。
雪
舟
に
し
て
も
い
よ
い
よ
終
わ
り
と
い
う
こ
と
で
、
気

を
抜
く
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
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巻
末
に
は
雪
舟
直
筆
の
款
記
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

　
　

文
明
十
八
年
嘉
平
日
天
童
前
第
一
座
雪
舟
叟
等
揚
六
十
有
七
歳

　
　

筆
受

と
い
う
も
の
で
す
。
文
明
十
八
年
は
西
暦
一
四
八
六
年
の
こ
と
で
、

雪
舟
は
数
え
年
で
六
十
七
歳
で
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
生
ま
れ
が

一
四
二
〇
（
応
永
二
七
）
年
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
嘉
平
は
臘

祭
の
こ
と
で
中
国
に
お
い
て
冬
至
の
後
の
第
三
の
戌
の
日
に
行
わ
れ

る
先
祖
や
諸
々
の
神
を
祭
る
日
で
し
た
。
嘉
平
日
で
す
か
ら
ま
さ
に

こ
の
日
の
こ
と
で
す
。
こ
の
年
は
雪
舟
の
庇
護
者
で
あ
る
大
内
家
に

と
っ
て
様
々
な
年
忌
を
行
う
べ
き
重
要
な
年
で
し
た
の
で
、
こ
の
日

に
描
き
挙
げ
大
内
家
に
献
上
し
た
の
で
し
ょ
う
。

　

筆
受
と
は
意
味
と
し
て
は
経
典
な
ど
の
口
述
を
筆
記
す
る
こ
と
で

す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
研
究
者
は
何
度
も
問
題
に
し
て
き
ま
し
た
。

熊
谷
宣
夫
さ
ん
は
「
元
代
で
も
筆
受
は
翻
訳
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て

い
る
。
画
家
の
款
記
と
し
て
は
珍
し
い
こ
の
筆
受
を
、
雪
舟
の
用
い

た
意
味
も
、
夏
珪
の
翻
訳
で
あ
る
と
す
る
年
代
の
近
い
傍
証
と
な
ろ

う
」（『
雪
舟
等
楊
』　

東
京
大
学
出
版
会
刊　

一
九
五
八
年
）
と
翻

訳
の
こ
と
と
し
、
し
か
も
中
国
宋
時
代
の
画
師
で
雪
舟
が
大
い
に
学

ん
だ
夏
珪
作
品
の
翻
訳
で
あ
る
と
し
て
い
ま
し
た
。
翻
訳
に
ど
れ
ほ

ど
の
意
味
を
持
た
せ
て
い
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、「
筆
受
と
は

夏
珪
の
作
風
を
受
け
て
独
自
の
解
釈
を
下
し
て
描
い
た
と
い
う
意
味

で
あ
る
と
い
う
」（
蓮
実
重
康
著
前
掲
書
）
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
夏
珪
な
ど
特
定
の
画
家
で
は
な
く
広
く
中
国
画
家
の
画
法
を
あ

て
る
説
も
た
て
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
一
方
中
村
渓
男
さ
ん
は
「
自
信

を
持
っ
て
自
己
の
筆
法
を
天
下
に
残
し
と
ど
め
る
、
と
い
う
意
味
の

も
の
で
あ
る
」（『
雪
舟
（
日
本
美
術
絵
画
全
集
四
）』
作
品
解
説　

集
英
社
刊　

一
九
七
六
年
）
と
書
い
て
い
ま
す
。

　

本
作
品
が
大
内
家
へ
の
献
上
品
と
す
る
な
ら
ば
、
以
上
の
よ
う
な

絵
画
の
世
界
に
限
定
さ
れ
た
意
味
で
筆
受
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性
は

少
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
、
雪
舟
が

禅
僧
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
款
記
に
も
天
童
前
第
一
座
と
書

い
て
い
る
通
り
で
す
。
天
童
山
景
徳
寺
の
第
一
座
す
な
わ
ち
高
位
の

弟
子
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
訪
問
僧
に
対
す

る
実
体
を
伴
わ
な
い
儀
礼
的
な
僧
席
の
授
与
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

が
、
禅
僧
雪
舟
に
と
っ
て
自
慢
す
べ
き
僧
席
だ
っ
た
の
で
す
。

　

禅
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
山
河
大
地
に
は
法
王
身
が
あ
ら
わ
れ

て
い
る
と
し
ま
す
。
禅
僧
の
意
識
を
持
ち
続
け
た
雪
舟
が
、
こ
う
い

っ
た
思
想
か
ら
全
く
自
由
で
あ
っ
た
と
は
と
て
も
考
え
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
山
水
を
描
く
こ
と
は
法
を
描
く
こ
と
、
山
水
を
描
か
せ
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て
い
る
の
は
仏
で
あ
る
と
い
う
思
い
が
雪
舟
に
あ
っ
た
は
ず
で
す
。

そ
の
意
識
が
款
記
に
筆
受
の
二
字
を
書
き
加
え
さ
せ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
本
作
品
の
制
作
目
的
は
、
山
水

を
借
り
て
仏
の
法
を
表
す
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
決

し
て
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
理
由
は

本
作
品
に
描
か
れ
た
も
の
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
る
で
し
ょ

う
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
本
作
品
に
は
中
国
の
様
々
な
風
景
、

様
々
な
人
々
の
生
活
、
様
々
な
気
象
な
ど
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
島

尾
新
さ
ん
は
「
特
定
の
世
界
観
を
統
一
的
に
描
き
だ
し
た
も
の
で
は

な
い
。
む
し
ろ
「
日
本
人
に
と
っ
て
の
中
国
風
景
尽
く
し
」
と
い
っ

た
趣
の
も
の
だ
。」（
前
掲
書
）
と
書
い
て
い
ま
す
。
見
る
人
は
、
こ

れ
に
よ
っ
て
遥
か
に
彼
方
の
中
国
の
風
景
や
人
々
の
生
活
に
つ
い

て
、
一
応
の
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
楽
し
み
満
足
し
た
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。
本
作
品
の
も
う
一
つ
の
制
作
目
的
は
、
中
国
の
風
景

や
生
活
の
精
粋
を
構
成
し
描
き
、
見
る
人
々
の
目
を
楽
し
ま
せ
る
こ

と
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

本
作
品
中
に
幾
度
も
道
を
描
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
ふ
れ
て
き

ま
し
た
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
先
学
も
注
目
し
、
記
述
し
て
い

ま
す
。
中
村
渓
男
さ
ん
は「
雪
舟
の
絵
に
は
道
が
必
ず
通
つ
て
い
て
、

そ
の
道
も
自
己
の
歩
む
道
と
等
し
く
、坦
々
と
し
て
明
る
さ
が
あ
る
」

（『
雪
舟
（
芸
艸
堂
美
術
グ
ラ
フ
）』　

芸
艸
堂
刊　

一
九
五
六
年
）
と

し
、
鈴
木
進
さ
ん
は
「
こ
の
「
山
水
長
巻
」
は
、
絵
巻
物
の
形
式
を

と
っ
て
い
る
が
、
我
々
を
画
中
に
案
内
す
る
詞
書
は
な
い
。
そ
れ
に

あ
た
る
の
が
、
画
中
に
描
か
れ
た
道
な
の
か
も
知
れ
な
い
」（「
逞
し

き
先
駆
者
」『
墨
』
二
四
号　

芸
術
新
聞
社
刊　

一
九
八
〇
年
）
と

書
い
て
い
ま
す
。

　

雪
舟
が
見
る
者
に
道
を
意
識
さ
せ
る
よ
う
に
描
い
た
作
品
と
し
て

は
、
他
に
唐
土
勝
景
図
巻
（
模
本
し
か
伝
わ
り
ま
せ
ん
が
）、
東
京

国
立
博
物
館
蔵
秋
冬
山
水
図
、京
都
国
立
博
物
館
蔵
四
季
山
水
図
巻
、

晩
年
の
作
と
考
え
ら
れ
る
天
橋
立
図
や
個
人
蔵
の
山
水
図
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
作
品
の
多
さ
か
ら
雪
舟
に
は
道
を
描
く
こ
と
に
こ
だ
わ
り

が
あ
っ
た
と
考
え
て
も
間
違
い
で
は
無
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
理
由
と

し
て
は
、
雪
舟
が
多
く
の
旅
を
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま

す
。
そ
し
て
画
面
の
う
え
で
は
視
線
を
導
く
と
い
う
働
き
を
考
え
、

ま
た
意
識
を
導
く
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
本
作

品
の
最
後
に
も
道
を
描
い
た
こ
と
が
そ
う
考
え
さ
せ
る
の
で
す
。

　

本
作
品
の
特
徴
と
し
て
先
学
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
色
彩
の
豊
か

さ
で
す
。
島
尾
新
さ
ん
は
「
水
墨
画
と
は
い
う
も
の
の
「
山
水
長
巻
」
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に
は
か
な
り
た
く
さ
ん
の
色
が
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
透
明
感
の

あ
る
色
の
き
れ
い
さ
も
、
こ
の
画
巻
の
大
き
な
魅
力
だ
」（
前
掲
書
）

と
し
て
い
ま
す
し
、
山
下
裕
二
さ
ん
は
「
図
版
で
は
、
な
か
な
か
味

わ
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
美
し
い
色
を
実
感
し
て
も
ら
い
た
い
。
夏

の
景
色
、
舟
が
並
ん
で
い
る
部
分
の
、
水
面
の
藍
色
。
よ
く
眼
を
こ

ら
す
と
、
波
打
ち
際
の
家
の
カ
ー
テ
ン
が
や
け
に
目
立
つ
濃
い
藍
色

だ
っ
た
り
す
る
」（『
雪
舟
』
作
品
解
説　

東
京
国
立
博
物
館
・
京
都

国
立
博
物
館
刊　

二
〇
〇
二
年
）
と
書
い
て
い
ま
す
。
確
か
に
藍
色

を
水
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
け
で
な
く
、
岩
に
も
樹
木
に
も
衣
に
も
使
っ

て
い
ま
す
。
褐
色
も
岩
や
道
そ
れ
に
樹
木
な
ど
に
も
使
っ
て
い
ま
す

し
、
朱
色
や
白
色
も
使
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
紙
本

墨
画
淡
彩
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
淡
彩
で
は
な
く

加
彩
と
す
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

彩
色
は
山
口
県
立
美
術
館
蔵
倣
李
唐
牧
牛
図
な
ど
に
も
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
し
、
す
で
に
明
滞
在
中
の
作
品
と
さ
れ
る
東
京
国
立
博
物

館
蔵
の
四
季
山
水
図
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

色
彩
に
加
え
て
、
本
作
品
を
特
徴
付
け
る
も
の
は
墨
に
よ
る
輪
郭

線
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
鈴
木
進
さ
ん
は「
雪
舟
画
に
お
い
て
は
、

と
き
に
皴
法
は
ゆ
る
み
と
甘
さ
と
が
見
立
つ
点
は
覆
い
か
く
せ
な

い
。
だ
が
そ
う
し
た
皴
法
と
ひ
き
か
え
に
、
輪
郭
線
が
著
し
く
強
調

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
物
の
形
を
限
界
づ
け
る
輪
郭
線
は
雪
舟
画

に
あ
っ
て
は
か
け
が
え
の
な
い
命
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
」

（「
逞
し
き
先
駆
者
」『
墨
二
四
号
』　

芸
術
新
聞
社
刊　

一
九
八
〇

年
）
と
し
、
島
尾
新
さ
ん
は
「
岩
は
岩
で
あ
り
な
が
ら
、
墨
の
線
に

よ
る
力
動
的
な
場
で
も
あ
る
の
だ
。
そ
の
場
を
支
え
る
の
が
線
の
強

さ
。
こ
れ
が
強
烈
な
の
も
雪
舟
の
山
水
画
の
大
き
な
特
徴
だ
」（『
雪

舟
の
「
山
水
長
巻
」』　

小
学
館
刊　

二
〇
〇
一
年
）
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
蓮
実
重
康
さ
ん
は
線
と
彩
色
が
調
和
し
て
い
る
と
し
な
が
ら
も

「
雪
舟
は
線
に
於
て
秀
い
で
て
い
た
と
解
さ
れ
る
。
雪
舟
は
素
描
家

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」（
前
掲
書
）
と
さ
え
も
書
い
て
い
ま
す
。
こ

の
作
品
に
お
い
て
は
特
に
岩
の
輪
郭
線
が
印
象
深
く
、
東
京
国
立
博

物
館
蔵
の
秋
冬
山
水
図
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
に
い
え
る
と
思
い
ま

す
。

　

そ
れ
に
し
て
も
雪
舟
は
こ
れ
ほ
ど
長
い
画
巻
を
様
々
な
場
面
で
構

成
し
う
ま
く
纏
め
上
げ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
画
巻
の

制
作
に
は
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
中
国
宋
時
代
の
画
家

夏
珪
や
馬
遠
の
作
品
か
ら
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ

う
。
特
に
夏
珪
の
作
品
の
影
響
は
大
き
く
、
畑
靖
紀
さ
ん
は
「
山
水

長
巻
は
室
町
時
代
に
強
い
規
範
性
を
保
持
し
た「
夏
珪
の
山
水
図
巻
」
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を
中
心
と
す
る
枠
組
み
の
中
で
解
釈
が
可
能
で
あ
る
」（
前
掲
論
文
）

と
書
い
て
い
ま
す
。
現
在
夏
珪
筆
と
伝
え
ら
れ
る
山
水
図
巻
は
い
く

つ
か
あ
り
ま
す
し
、
足
利
将
軍
家
に
は
夏
珪
の
長
大
な
山
水
図
巻
が

あ
っ
た
と
さ
れ
、
夏
珪
作
品
の
室
町
時
代
の
絵
師
に
与
え
た
影
響
は

大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
雪
舟
の
山
水
図

巻
の
制
作
も
、
夏
珪
作
品
の
影
響
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
考
え
る
こ

と
は
不
思
議
で
は
な
い
の
で
す
。
雪
舟
が
こ
の
作
品
だ
け
で
な
く
、

唐
土
勝
景
図
巻
や
山
口
県
立
美
術
館
蔵
倣
高
克
恭
山
水
図
巻
、
京
都

国
立
博
物
館
蔵
四
季
山
水
図
巻
と
画
巻
類
を
比
較
的
多
く
残
し
て
い

る
こ
と
も
、
夏
珪
な
ど
の
影
響
が
あ
る
の
か
と
思
わ
せ
ま
す
。

　

夏
珪
の
山
水
図
巻
作
品
で
あ
る
渓
山
清
遠
図
巻
に
つ
い
て
井
手
誠

之
輔
さ
ん
が「
夏
珪
画
の
連
続
性
に
乏
し
い
分
節
的
な
画
面
構
成
は
、

小
画
面
の
作
例
と
と
も
に
短
い
プ
ロ
ッ
ト
の
図
様
パ
タ
ー
ン
の
集
積

と
し
て
機
能
」（『
世
界
美
術
大
全
集
東
洋
編
六
』
作
品
解
説　

小
学

館
刊　

二
〇
〇
〇
年
）
し
て
い
る
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
同

書
の
島
田
英
輔
さ
ん
の
夏
珪
の
山
水
十
二
景
図
巻
の
解
説
「
合
理
性

と
い
う
桎
梏
か
ら
離
れ
た
自
由
な
視
座
の
置
換
」
と
同
じ
事
を
い
っ

て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
本
作
品
に
お
い
て
も
何
度
も
場
面
転

換
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
す
で
に
見
て
き
た
と
お
り
で
す
。
こ
の
点

で
も
夏
珪
の
影
響
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
し
雪
舟
に
お

い
て
は
そ
の
視
座
の
置
き
換
え
が
よ
り
頻
繁
に
行
わ
れ
展
開
の
面
白

さ
を
見
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
（
統
一
す
る
た
め
に

道
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
）。
筆
者
は
雪
舟
に
は
論
理

性
が
強
い
と
以
前
か
ら
思
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
よ
り
強
く
表
れ

た
の
が
画
巻
形
式
の
本
作
品
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
い
っ
て
も
ま
さ

に
雪
舟
の
作
風
を
代
表
す
る
作
品
で
あ
る
と
い
い
た
い
の
で
す
。

五
、
京
都
国
立
博
物
館
蔵
花
鳥
図
屏
風

　

雪
舟
筆
と
伝
え
ら
れ
る
花
鳥
図
屏
風
は
か
な
り
の
数
知
ら
れ
て
い

ま
す
。そ
れ
ら
の
う
ち
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
作
品
は
、

京
都
国
立
博
物
館
蔵
の
四
季
花
鳥
図
屏
風
と
東
京
国
立
博
物
館
蔵
の

四
季
花
鳥
図
屏
風
、
そ
れ
に
前
田
育
徳
会
蔵
の
四
季
花
鳥
図
屏
風
で

す
。
こ
の
三
作
品
は
と
も
に
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
伝
雪
舟
筆
と

し
て
登
録
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
〇
二
年
に
東
京
国
立
博
物
館
と
京
都

国
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
雪
舟
展
に
も
出
陳
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
三
作
品
の
ど
れ
を
雪
舟
筆
と
し
て
認
め
る
か
に
つ
い
て
は
、
研
究

者
の
間
で
議
論
は
あ
っ
た
し
今
も
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
京

都
国
立
博
物
館
蔵
の
四
季
花
鳥
図
屏
風
を
最
も
雪
舟
筆
の
可
能
性
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
た
だ
し
こ
の
作
品
に
は
雪
舟

の
署
名
も
印
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
雪
舟
系
の
絵
師
雲
谷
等
益
の
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模
写
に
近
い
作
品
も
残
っ
て
い
て
、
古
く
か
ら
雪
舟
筆
と
し
て
考
え

ら
れ
て
き
た
よ
う
で
す
。
画
面
下
方
の
岩
の
形
は
東
京
国
立
博
物
館

蔵
四
季
山
水
図
の
岩
の
形
に
か
な
り
近
い
で
す
し
、
穴
を
空
け
た
岩

も
四
季
山
水
図
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
同
様
の
も
の
は
毛

利
博
物
館
蔵
の
四
季
山
水
図
巻
（
山
水
長
巻
）
に
も
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
筆
者
も
雪
舟
筆
と
判
断
し
ま
す

が
、
ま
た
濃
墨
に
よ
る
岩
皴
表
現
も
雪
舟
筆
の
特
徴
と
い
え
る
で
し

ょ
う
。
で
は
こ
の
京
都
国
立
博
物
館
蔵
の
四
季
花
鳥
図
屏
風
を
見
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

　

右
隻
は
右
第
一
扇
か
ら
松
の
枝
と
柴
ら
し
き
も
の
が
生
え
た
斜

面
、
そ
れ
に
地
上
に
顔
を
出
し
た
根
を
描
い
て
い
ま
す
。
こ
の
根
は

松
の
根
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
松
に
繋
が
る
よ
う
に
は
描
い
て
い

ま
せ
ん
。
柴
ら
し
き
も
の
の
生
え
た
地
面
と
根
の
組
み
合
わ
せ
は
、

東
京
国
立
博
物
館
蔵
四
季
山
水
図
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
続

い
て
描
い
て
い
る
の
が
松
の
幹
、
羽
繕
い
の
丹
頂
鶴
、
笹
、
葉
と
花

を
付
け
た
椿
そ
れ
に
滝
で
す
。
幹
か
ら
の
太
い
枝
は
下
向
き
に
そ
し

て
左
右
に
伸
び
る
よ
う
に
ま
た
異
様
に
屈
曲
す
る
よ
う
に
描
い
て
い

ま
す
。椿
も
大
き
く
曲
が
り
横
へ
長
く
伸
び
る
様
に
描
い
て
い
ま
す
。

そ
の
葉
も
裏
を
見
せ
る
様
に
ま
た
捻
る
よ
う
に
変
化
を
つ
け
て
描

い
て
い
ま
す
。
葉
の

外
側
は
黄
色
が
強
く

内
側
は
緑
色
が
強
い

よ
う
に
彩
色
に
も
工

夫
を
し
て
い
ま
す
。

花
は
濃
い
赤
色
に
蘂

は
黄
色
っ
ぽ
く
彩
色

し
て
い
ま
す
。
丹
頂

鶴
に
は
白
く
彩
色
し

て
い
る
と
の
こ
と
で

す
が
（
綿
田
稔
『
雪

舟
等
楊
』
作
品
解
説

　

山
口
県
立
美
術
館

刊　

二
〇
〇
六
年
）、

そ
の
白
さ
を
浮
き
上

が
ら
せ
る
た
め
に
薄

墨
に
よ
る
外
隈
も
つ

け
て
い
ま
す
。
そ
れ

ぞ
れ
の
羽
の
輪
郭
は

点
線
を
連
続
す
る
よ
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う
に
し
て
、
ま
た
羽
軸
は
二
本
の
線
で
表
し
て
い
ま
す
。
首
を
折
り

な
が
ら
羽
繕
い
す
る
の
も
鶴
が
実
際
に
見
せ
る
姿
で
、
雪
舟
は
何
か

ら
学
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。

　

滝
は
岩
壁
の
向
こ
う
を
流
れ
落
ち
る
よ
う
に
描
い
て
い
ま
す
が
、

洞
窟
の
中
を
流
れ
落
ち
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
滝
を
描
く
時

は
、
渓
谷
な
ど
で
流
れ
落
ち
る
姿
に
描
く
の
が
普
通
で
し
ょ
う
。
そ

の
点
で
こ
の
滝
は
面
白
い
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
な
お
こ

の
よ
う
な
閉
じ
ら
れ
た
空
間
か
ら
流
れ
出
す
滝
を
雪
舟
は
京
都
国
立

博
物
館
蔵
の
四
季
山
水
図
巻
に
も
描
い
て
い
ま
す
。
次
に
松
の
幹
の

本
体
と
大
き
な
岩
を
描
い
て
い
ま
す
。
幹
は
Ｃ
形
に
湾
曲
し
そ
の
上

方
に
は
二
羽
の
叭
々
鳥
が
と
ま
っ
て
い
ま
す
。
Ｃ
形
に
湾
曲
し
た
幹

は
、
や
は
り
東
京
国
立
博
物
館
蔵
四
季
山
水
図
に
も
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
濃
墨
に
よ
る
皴
が
加
え
ら
れ
岩
は
面
白
い
形
を
し
て
い
ま

す
。
こ
の
岩
は
雪
舟
画
の
特
徴
を
示
し
、
ほ
と
ん
ど
同
形
で
皴
も
極

め
て
近
い
も
の
を
東
京
国
立
博
物
館
蔵
四
季
花
鳥
図
に
も
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
の
横
に
も
濃
墨
の
皴
を
加
え
た
岩
を
描
い
て
い
ま

す
。
そ
の
上
に
は
一
羽
の
小
鳥
を
描
い
て
い
ま
す
が
、
綿
田
稔
さ
ん

は
「
ハ
ク
セ
キ
レ
イ
か
」
と
し
て
い
ま
す
（
前
掲
解
説
）。
尾
の
長

い
と
こ
ろ
を
見
る
と
鶺
鴒
そ
れ
も
ハ
ク
セ
キ
レ
イ
で
あ
る
可
能
性
は

大
き
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
上
に
は
岩
壁

に
隠
れ
て
い
た
水
の

流
れ
を
小
さ
な
滝
と

し
て
再
び
描
い
て
い

ま
す
。
水
の
流
れ
は

複
雑
で
山
中
の
小
さ

な
沢
の
様
子
を
上
手

く
表
現
し
て
い
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。
こ

れ
が
奥
行
き
を
感
じ

さ
せ
て
も
い
ま
す
。

岩
壁
も
要
所
に
薄
く

隈
を
付
け
る
だ
け
で

な
く
、
草
も
生
え
て

い
る
よ
う
に
描
く
細

か
い
描
写
も
な
か
な

か
の
も
の
で
す
。
岩

に
窓
状
の
穴
を
描
く

の
は
雪
舟
の
好
み
の

描
写
で
あ
り
、
東
京
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国
立
博
物
館
蔵
四
季
山
水
図
に
も
山
水
長
巻
に
も
慧
可
断
臂
図
に
も

み
ら
れ
る
表
現
で
す
。
数
多
く
打
た
れ
た
墨
点
は
何
か
の
存
在
を
示

す
た
め
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
面
に
変
化
を
付
け
る
こ
と
に
役

立
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
墨
点
は
地
に
も
水
辺
に
も
松
に
も
岩
に
も
、

左
隻
の
梅
に
も
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
画
面
下
方
に
は
再
び
笹
を
描

い
て
い
ま
す
が
、
肥
痩
の
あ
る
濃
墨
線
で
括
っ
て
い
る
の
が
目
に
付

き
ま
す
。

　

続
い
て
姿
を
消
し
て
い
た
松
の
枝
と
も
う
一
羽
の
丹
頂
鶴
、
ま
た

丹
頂
鶴
の
足
下
に
菖
蒲
ら
し
い
花
（
萱
草
と
す
る
説
も
あ
り
ま
す
が

青
い
彩
色
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
橙
赤
色
の
花
を
付
け
る
萱
草
で

は
な
さ
そ
う
で
す
）
と
岩
を
描
い
て
い
ま
す
。
鶴
の
向
こ
う
に
は
岩

壁
に
岩
の
層
の
重
な
り
や
穴
を
描
い
て
鶴
を
浮
き
上
が
る
様
に
し
て

い
ま
す
。
や
は
り
右
端
の
鶴
と
同
じ
よ
う
に
鶴
に
沿
っ
て
外
隈
を
施

し
て
い
ま
す
。
鶴
の
描
き
方
は
同
じ
で
す
が
、
こ
ち
ら
は
足
先
ま
で

描
く
必
要
が
あ
り
、そ
の
足
表
面
の
様
子
も
丁
寧
に
描
い
て
い
ま
す
。

足
先
も
し
っ
か
り
と
地
を
捉
え
る
よ
う
に
描
い
て
い
て
見
事
で
す
。

た
だ
し
左
翼
の
納
め
方
に
は
問
題
が
あ
り
ま
す
。
松
の
枝
は
鶴
を
囲

む
よ
う
に
枝
を
伸
ば
す
の
で
す
が
、
や
は
り
異
常
に
屈
曲
さ
せ
て
い

ま
す
。
枝
に
は
一
羽
の
小
鳥
を
描
い
て
い
ま
す
。
綿
田
さ
ん
は
ジ
ョ

ウ
ビ
タ
キ
か
と
し
て
い
ま
す
（
前
掲
解
説
）
が
、
腹
部
に
赤
色
を
塗

っ
て
い
る
よ
う
で
す
の
で
ジ
ョ
ウ
ビ
タ
キ
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
ジ
ョ
ウ
ビ
タ
キ
は
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
渡
り
鳥
で
こ
の
点

で
問
題
が
あ
り
そ
う
で
す
。
と
い
う
の
も
そ
の
左
に
燕
が
描
か
れ
て

い
る
か
ら
で
す
。

　

丹
頂
鶴
の
足
下
の
岩
に
続
い
て
水
面
を
、
そ
れ
に
水
草
、
蘆
や
蓮

を
描
い
て
い
ま
す
。
蓮
は
、
水
に
沈
む
葉
、
裏
を
見
せ
る
葉
、
開
き

か
け
の
花
、
つ
ぼ
み
の
花
を
描
い
て
い
ま
す
。
蓮
の
葉
の
輪
郭
は
肥

痩
の
あ
る
比
較
的
太
い
線
で
括
っ
て
い
ま
す
。
蓮
の
葉
に
隠
れ
て
わ

か
り
に
く
い
の
で
す
が
、
二
羽
の
鴨
が
見
え
ま
す
。
蓮
の
向
こ
う
に

は
や
は
り
濃
墨
に
よ
る
皴
の
あ
る
岩
を
描
い
て
い
ま
す
。
こ
の
岩
は

第
三
扇
の
岩
を
左
右
逆
に
し
た
形
に
近
い
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
で

し
ょ
う
。

　

左
隻
に
移
り
ま
す
。
ま
ず
第
一
扇
に
は
飛
ぶ
白
鷺
、
芙
蓉
、
菊
、

枯
れ
枝
、
枯
れ
枝
に
止
ま
る
モ
ズ
、
汀
、
枯
れ
た
蘆
そ
れ
に
濃
墨
に

よ
る
皴
を
加
え
た
岩
を
描
い
て
い
ま
す
。
右
隻
で
は
第
二
扇
の
松
が

第
六
扇
ま
で
枝
を
伸
ば
し
て
い
る
の
で
す
が
、
第
五
扇
に
幹
の
あ
る

梅
が
こ
こ
ま
で
枝
を
伸
ば
し
て
い
ま
す
。
右
隻
の
松
の
枝
は
主
に
画

面
上
半
に
描
い
て
い
る
の
に
対
し
、
左
隻
の
梅
の
枝
は
主
に
画
面
下

半
に
描
い
て
い
ま
す
。
白
鷺
は
冠
毛
（
か
ざ
り
羽
）
が
あ
る
の
で
小

鷺
で
、
降
り
よ
う
と
す
る
独
特
の
姿
で
す
。
冠
毛
は
夏
に
生
え
る
ら
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し
い
の
で
、
枯
れ
蘆
と
の
組
み
合
わ
せ
に
は
問
題
が
あ
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
芙
蓉
に
し
て
も
菊
に
し
て
も
裏
を
見
せ
る
葉
も
描
い
て

変
化
を
つ
け
て
い
ま
す
。
枯
れ
枝
も
苦
心
の
作
で
、
モ
ズ
を
止
ま
ら

せ
る
た
め
に
考
え
出
し
た
の
で
し
ょ
う
。
蘆
は
第
五
扇
ま
で
描
い
て

い
る
の
で
す
が
、
倒
れ
た
蘆
や
茎
の
上
部
を
失
っ
た
蘆
を
多
く
描
い

て
い
ま
す
。
冬
枯
れ
を
表
し
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も

景
物
を
画
面
下
半
に
で
き
る
だ
け
収
め
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

画
面
上
部
ま
で
描
い
て
い
る
蘆
は
三
本
で
一
本
は
珍
し
く
穂
を
付
け

て
い
る
の
で
す
が
、
折
れ
た
様
に
描
い
て
い
ま
す
。
第
一
扇
の
汀
は

黒
く
彩
色
し
て
い
ま
す
が
、
第
二
扇
の
汀
は
墨
線
の
み
で
表
現
し
、

積
雪
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

　

や
が
て
姿
を
現
す
の
は
雄
の
鴛
鴦
で
す
。
周
り
に
波
紋
を
描
い
て

い
る
の
で
泳
い
で
い
る
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。
左
隻
は
彩
色
が
目

立
た
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
鴛
鴦
の
緑
色
と
茶
色
、
黄
色
な
ど
に
よ

る
彩
色
は
印
象
的
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
な
お
銀
杏
羽
と
呼
ば
れ
る

飾
羽
を
描
い
て
い
る
の
で
冬
鳥
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
上

方
に
は
右
隻
と
同
じ
鶺
鴒
を
描
い
て
い
ま
す
。
こ
の
第
三
扇
の
梅
の

枝
は
上
下
に
ま
た
横
に
伸
び
て
複
雑
で
す
。
花
も
多
く
描
い
て
い
ま

す
。

　

第
四
扇
に
は
牝
の
鴛
鴦
を
、
ま
た
極
め
て
複
雑
な
形
の
梅
の
枝
を

描
い
て
い
ま
す
。
枝
の
上
部
は
白
く
塗
り
残
し
て
い
る
の
で
積
雪
を

示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。枝
に
止
ま
る
雀
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。

画
面
上
部
で
は
墨
線
で
稜
線
を
表
し
、
そ
の
外
を
薄
墨
で
塗
り
込
め

る
こ
と
で
、
夕
刻
か
ら
夜
に
か
け
て
の
空
、
も
し
く
は
ど
ん
よ
り
し

た
雪
空
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

　

第
五
扇
に
は
梅
の
幹
を
描
い
て
い
ま
す
。
逆
Ｃ
字
形
に
湾
曲
し
第

六
扇
の
外
ま
で
伸
び
る
の
で
す
が
、
そ
の
枝
は
第
六
扇
第
五
扇
に
姿

を
現
し
て
い
ま
す
。
梅
の
向
こ
う
に
は
二
羽
の
小
鷺
を
描
い
て
い
ま

す
。
一
羽
は
羽
繕
い
を
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
梅
の
手
前
に
は
雪
を

被
っ
た
大
き
な
岩
を
描
い
て
い
ま
す
。
形
は
右
隻
の
第
二
扇
や
第
三

扇
の
岩
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
東
京
国
立
博
物
館
蔵
の

四
季
山
水
図
中
の
冬
景
図
の
岩
と
も
近
似
し
て
い
ま
す
。
梅
の
向
こ

う
で
花
を
付
け
て
い
る
の
は
綿
田
稔
さ
ん
に
よ
れ
ば
コ
ウ
シ
ン
バ
ラ

と
の
こ
と
で
す
（
前
掲
解
説
）。
花
の
色
や
つ
ぼ
み
の
形
を
み
る
と

コ
ウ
シ
ン
バ
ラ
で
よ
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

第
六
扇
に
は
、
梅
の
幹
や
枝
、
幹
に
と
ま
る
鳥
（
ホ
オ
ジ
ロ
に
近

い
か
）、
コ
ウ
シ
ン
バ
ラ
、
岩
、
雪
を
被
っ
た
笹
の
ほ
か
、
雪
山
、

空
そ
れ
に
根
と
思
わ
れ
る
も
の
を
描
い
て
い
ま
す
。

　

椿
は
早
春
か
ら
春
の
花
で
蓮
は
夏
の
花
で
す
の
で
右
隻
は
春
と
夏

の
景
物
を
描
き
、
芙
蓉
と
菊
は
秋
の
花
で
梅
は
冬
か
ら
春
に
か
け
て
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の
花
で
左
隻
は
秋
と
冬
そ
れ
に
コ
ウ
シ
ン
バ
ラ
は
長
春
花
で
す
の
で

早
春
の
景
物
も
描
い
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
本
作

品
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
四
季
花
鳥
図
に
な
る
わ
け
で

す
。

　

一
双
で
四
季
の
移
り
変
わ
り
を
表
す
わ
け
で
す
が
、
左
隻
の
薄
墨

で
表
し
た
空
は
雪
空
を
示
す
と
捉
え
れ
ば
、
右
隻
は
晴
天
を
表
す
と

い
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
夕
か
ら
夜
に
か
け
て
の
空
を
示
す

と
捉
え
れ
ば
、右
隻
は
昼
間
を
表
す
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

右
隻
の
滝
に
よ
り
音
の
あ
ふ
れ
る
景
を
表
す
と
み
れ
ば
、
左
隻
は
雪

に
よ
っ
て
音
の
吸
収
さ
れ
る
ほ
と
ん
ど
音
の
無
い
景
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
右
隻
の
松
や
鶴
の
奥
に
描
い
た
も
の
は

岩
壁
で
、閉
じ
ら
れ
た
空
間
に
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
が
、

左
隻
で
は
雪
山
や
空
を
描
い
て
開
か
れ
て
い
る
（
も
し
く
は
開
か
れ

て
い
く
）
空
間
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
さ
せ
ま
す
。
先
に
も
記
し
た
様

に
右
隻
の
松
の
枝
は
画
面
上
半
に
ほ
ぼ
収
め
て
い
る
の
に
対
し
、
左

隻
で
は
梅
の
枝
は
画
面
下
半
に
ほ
ぼ
収
め
て
い
ま
す
。

　

以
上
の
様
に
右
隻
と
左
隻
は
、
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
と
い
え
る

わ
け
で
す
が
、
右
隻
第
一
扇
に
描
い
た
幹
と
の
関
係
の
不
明
な
樹
根

と
左
隻
第
六
扇
に
描
い
た
同
じ
よ
う
な
樹
根
、
右
第
二
扇
第
三
扇
に

描
い
た
岩
と
左
扇
第
四
扇
と
第
五
扇
に
描
い
た
岩
、
右
隻
第
六
扇
の

岩
と
左
隻
第
一
扇
の
岩
な
ど
右
隻
と
左
隻
は
対
称
の
関
係
に
な
る
様

に
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
極
め
て
考
え
ら
れ
た
構
成
で
あ
る

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

描
い
て
い
る
物
に
吉
祥
的
な
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
の
は
、
中
国

絵
画
の
影
響
が
大
き
い
日
本
絵
画
に
お
い
て
は
当
然
の
あ
り
か
た
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。
松
と
鶴
は
夫
婦
の
不
老
長
春
を
意
味
し
、
鴛
鴦

は
夫
婦
和
合
を
意
味
し
ま
す
。
コ
ウ
シ
ン
バ
ラ
は
長
春
花
で
す
。
芙

蓉
は
栄
華
を
、
菊
は
長
命
を
示
し
ま
す
。
松
と
梅
は
厳
寒
を
耐
え
て

緑
を
保
ち
香
り
を
放
つ
歳
寒
三
友
の
内
の
二
友
（
笹
を
竹
類
と
考
え

れ
ば
三
友
に
な
り
ま
す
。
笹
は
両
隻
に
描
い
て
い
ま
す
。
両
隻
に
描

い
て
い
る
も
の
は
笹
と
鶺
鴒
だ
け
で
す
）
で
す
し
、
宮
崎
法
子
さ
ん

が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鷺
や
蘆
、
鴨
な
ど
は
立
身
出
世
に
関
連

し
て
い
ま
す
。
鴨
と
蓮
を
組
み
合
わ
せ
た
蓮
池
水
禽
も
家
庭
の
繁
栄

な
ど
を
示
す
吉
祥
で
す
（『
花
鳥
・
山
水
図
を
読
み
解
く
』　

角
川
学

芸
出
版
刊　

二
〇
〇
三
年
）。
た
だ
本
作
品
中
に
ま
だ
咲
き
き
ら
な

い
蓮
の
花
を
描
い
て
い
る
こ
と
に
何
か
の
意
味
を
も
た
せ
て
い
る
の

か
と
考
え
さ
せ
ま
す
。

　

多
く
の
景
物
が
吉
祥
的
意
味
を
持
つ
と
し
て
、
本
作
品
に
お
い
て

松
と
梅
、
鶴
が
主
要
な
景
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
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で
し
ょ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
綿
田
稔
さ
ん
は
、
有
名
な
梅
の

詩
を
残
し
「
梅
妻
鶴
子
」
の
異
名
を
持
つ
林
和
靖
と
そ
の
住
ま
い
で

あ
る
西
湖
の
弧
山
に
画
家
が
無
知
だ
っ
た
と
は
思
え
ず
「
本
図
に
お

い
て
絵
師
が
、
慶
事
に
お
け
る
贈
答
品
、
あ
る
い
は
め
で
た
い
席
を

飾
る
調
度
と
し
て
の
、
こ
の
手
の
着
色
花
鳥
図
屏
風
と
い
う
も
の
の

基
本
的
な
機
能
を
堅
持
し
つ
つ
、
そ
こ
に
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
、「
林

和
靖
ー
西
湖
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
た
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
実

で
あ
ろ
う
」（
前
掲
解
説
）
と
書
い
て
い
ま
す
。
林
和
靖
を
描
く
時

梅
や
鶴
が
一
緒
に
描
か
れ
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
わ
け
で
、
梅
と
鶴
を

描
く
時
に
雪
舟
が
林
和
靖
の
こ
と
を
考
え
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は

な
い
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
林
和
靖
が
西
湖
の
孤
山
に
閑
居
し
て
い
た

こ
と
か
ら
西
湖
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
の
か
に
つ
い

て
は
、西
湖
を
思
わ
せ
る
景
物
は
不
足
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　

中
島
純
司
さ
ん
は
、
右
隻
に
描
か
れ
た
松
は
「
そ
の
下
に
聖
な
る

も
の
を
招
び
込
む
天
蓋
と
な
り
、
佛
法
世
界
の
諸
相
を
蔽
い
、
生
命

を
育
て
る
聖
な
る
環
境
と
な
っ
た
」
と
す
る
ほ
か
、「
京
博
本
の
梅

は
、
南
宋
の
詩
情
的
小
畫
面
か
ら
出
發
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
大
畫
面

に
擴
大
す
る
に
際
し
、
詩
情
を
超
え
、
觀
念
的
・
抽
象
的
形
象
に
よ

つ
て
佛
教
的
諸
相
を
表
出
す
る
形
に
變
わ
つ
た
」「
作
者
が
鶴
を
も

つ
て
描
き
出
し
た
か
つ
た
の
は
、『
詩
経
』
の
、「
鶴
は
九
皐
に
あ
つ

て
唳
く
と
も
、
そ
の
聲
野
に
聞
ゆ
」
か
ら
、
優
れ
た
人
物
、
聖
な
る

精
神
は
、
隠
れ
て
い
て
も
そ
の
存
在
を
知
ら
れ
、
人
の
心
の
依
り
所

と
な
る
、
と
い
う
意
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
え
る
」、「
松

や
梅
や
鶴
が
そ
う
で
あ
つ
た
よ
う
に
、
蓮
も
ま
た
抒
情
を
乗
超
え
て

宗
教
性
に
至
つ
た
事
を
示
し
て
い
る
も
の
な
の
だ
。
蓮
本
來
に
佛
教

的
聖
性
の
表
現
が
あ
つ
た
事
を
想
う
な
ら
、
宗
教
性
の
回
復
と
言
つ

て
も
良
い
」（「
傳
雪
舟
筆
「
四
季
花
鳥
圖
屏
風
」
の
成
立
」『
國
華
』

一
四
二
二
号　

二
〇
一
四
年
）
と
述
べ
、
本
作
品
を
仏
教
を
中
心
と

し
た
精
神
の
表
現
と
し
て
捉
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
大
和
文
華
館
で
の
雪
舟
展
図
録
の
作
品
解
説
に
は
、「
右
隻

の
二
羽
の
「
鶴
」
は
『
周
易
』
の
「
鳴
鶴
在
陰
（
鳴
鶴
陰
に
在
り
）、

其
子
和
之
（
そ
の
子
こ
れ
に
和
す
）
に
典
拠
す
る
。
左
隻
の
「
雪
の

裡
の
梅
」
も
『
周
易
』
の
「
復
」
の
卦
（
一
陽
来
復
）
を
絵
画
化
し

た
も
の
か
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
確
か
に
一
羽
の
鶴
は
松
に
隠
れ

る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
二
羽
の
鶴
が
親
子
で
あ
る
よ
う
に

は
見
え
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
て
左
隻
の
飛
ん
で
い
る
鷺
は
目
を
引
く
も
の
で
す
が
、
蓮
と
い

え
ば
北
宋
の
周
茂
叔
が
愛
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
り
、
中
島
純
司
さ

ん
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
仏
教
で
は
清
浄
を
意
味
し
重
要
視
さ
れ

た
こ
と
な
ど
も
、
雪
舟
は
強
く
意
識
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
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し
ょ
う
。
ま
た
右
隻
と
左
隻
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
右
隻
の

蓮
と
左
隻
の
飛
ぶ
鷺
は
蓮
池
水
禽
図
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
宋
か
ら
元
に
掛
け
て
描
か
れ
た
蓮
池
水
禽
図

に
は
蓮
と
と
も
に
鷺
そ
れ
も
留
ま
る
鷺
だ
け
で
な
く
飛
ん
で
い
る
鷺

も
描
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
の
代
表
的
な
例
と
し
て
東

京
国
立
博
物
館
蔵
の
伝
顧
徳
謙
筆
蓮
池
水
禽
図
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
宮
崎
法
子
さ
ん
は
「
宋
代
以
後
に
描
か
れ
た
蓮
池
水
禽
図

で
は
鷺
が
主
流
で
あ
っ
た
。
二
幅
対
の
蓮
池
水
禽
図
で
春
と
秋
を
描

き
分
け
、
春
の
方
に
は
鴨
、
秋
に
は
鷺
の
つ
が
い
を
配
す
る
の
が
一

般
的
で
あ
る
が
、
両
幅
と
も
鷺
だ
け
の
も
の
も
あ
る
。
絵
画
の
蓮
池

水
禽
図
で
は
、
白
鷺
が
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
」
と
書
い

て
い
ま
す
（
前
掲
書
）。
で
す
か
ら
右
隻
の
蓮
と
左
隻
の
鷺
を
関
連

す
る
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
、左
右
の
隻
が
強
く
結
び
つ
く
の
で
す
。

　

本
作
品
の
制
作
に
は
中
国
絵
画
が
影
響
し
て
い
る
と
、
こ
れ
ま
で

に
何
度
か
述
べ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
日
本
で
本
作
品
以
前
に
制
作
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
大
画
面
の
花
鳥
図
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
な
い

の
で
す
か
ら
、
雪
舟
が
中
国
絵
画
か
ら
学
ん
で
い
る
と
考
え
る
の
は

当
然
と
思
い
ま
す
。
本
論
に
お
い
て
も
す
で
に
蓮
池
水
禽
図
に
関
し

て
先
行
す
る
中
国
絵
画
の
存
在
に
つ
い
て
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。
で

は
他
の
研
究
者
は
こ
れ
に
つ
い
て
ど
う
述
べ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。

　
「
雪
舟
の
花
鳥
画
」
と
い
う
座
談
会
で
米
澤
嘉
圃
さ
ん
は
「
小
坂

本
の
下
敷
は
明
画
で
す
」「
雪
舟
が
花
鳥
画
で
は
、
ず
つ
と
明
画
風

を
持
続
し
た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
参
加
者
の
田
中
一
松
さ
ん
も

雪
舟
へ
の
明
画
の
影
響
を
花
鳥
画
の
な
か
に
認
め
て
い
る
よ
う
で
す

（『
國
華
』
九
七
〇
号　

一
九
七
四
年
）。

　

蓮
実
重
康
さ
ん
は
、
中
国
に
渡
っ
た
雪
舟
が
「
五
代
北
宋
以
来
黄

筌
と
徐
凞
の
二
つ
の
流
派
が
元
、
明
の
時
代
ま
で
脈
々
と
し
て
伝
統

を
保
つ
て
い
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
直
接
何
人
に
雪
舟
が
学
ん

だ
か
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
出
来
な
い
と
し
て
も
、
中
国
花
鳥
画
の
傑

作
を
見
て
学
ぶ
機
会
が
無
か
っ
た
な
ど
と
断
言
は
出
来
な
い
」（『
雪
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舟
等
楊
新
論
』
朝
日
出
版
社
刊　

一
九
七
七
年
）
と
書
い
て
い
ま
す
。

　

島
尾
新
さ
ん
は
「
画
面
構
成
全
体
を
見
る
と
、
こ
こ
ま
で
執
拗

に
モ
チ
ィ
ー
フ
を
前
後
に
重
ね
た
も
の
は
な
い
。
こ
こ
に
は
呂
紀

の
作
品
な
ど
に
見
ら
れ
る
明
代
の
花
鳥
画
が
直
接
に
反
映
し
て
い

る
」
と
書
い
て
い
ま
す
（『
雪
舟
と
や
ま
と
絵
屏
風
（
日
本
美
術
全

集
一
三
）』
作
品
解
説　

講
談
社
刊　

一
九
九
三
年
）。

　

ま
た
救
仁
郷
秀
明
さ
ん
は
中
国
明
代
初
期
の
辺
文
進
の
梅
竹
双
鶴

図
に
つ
い
て
「
注
目
さ
れ
る
の
は
、
類
例
の
稀
な
本
図
右
側
の
変
形

タ
イ
プ
が
、
京
博
本
右
隻
左
側
の
鶴
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
作
品
そ
の
も
の
を
雪
舟
が
見
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
け
れ
ど
も
、

雪
舟
が
こ
の
種
の
明
代
花
鳥
図
を
参
考
に
し
た
可
能
性
は
か
な
り
強

い
と
思
わ
れ
る
」（『
雪
舟
』
作
品
解
説　

東
京
国
立
博
物
館
・
京
都

国
立
博
物
館
刊　

二
〇
〇
二
年
）
と
し
、
同
書
に
お
い
て
山
本
英
男

さ
ん
は
「
爬
虫
類
の
如
き
松
梅
の
不
気
味
な
姿
と
花
や
鳥
た
ち
の
ア

ク
の
強
い
描
写
に
よ
っ
て
、
画
面
に
は
独
特
の
緊
張
感
、
重
苦
し
い

雰
囲
気
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
呂
紀
な
ど
に
代
表
さ

れ
る
明
代
頃
の
花
鳥
画
が
参
考
に
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
書
い
て

い
ま
す
。   

　

以
上
本
作
品
と
特
に
明
時
代
絵
画
の
影
響
に
つ
い
て
ふ
れ
ら
れ
る

事
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
宋
元
時
代
絵
画
と
の
関
係
に
つ
い
て
も

考
え
る
べ
き
と
い
う
こ
と
も
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
関
し
て

綿
田
稔
さ
ん
は
「
右
隻
の
滝
の
構
造
は
、
前
に
か
か
る
松
の
枝
や
鶴

の
背
後
に
描
か
れ
る
岩
壁
、
岩
壁
と
水
流
と
の
境
目
付
近
に
あ
る
穴

や
、
鶺
鴒
の
留
ま
る
岩
を
含
め
て
、
南
宋
・
夏
珪
筆
と
伝
え
ら
れ
る

「
観
瀑
図
」（
所
在
不
明
）
の
滝
の
構
造
と
一
致
し
、
雪
景
梅
鷺
の
図

に
つ
い
て
も
南
宋
・
馬
遠
筆
と
伝
え
ら
れ
る
絵
に
類
例
が
あ
る
。
ま

た
、
中
墨
で
輪
郭
線
と
葉
脈
を
踊
る
よ
う
な
筆
致
で
描
き
、
そ
の
上

か
ら
淡
く
緑
色
を
塗
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
元
・
銭
選
の
様
式
と
理

解
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
」
と
書
い
て
い
ま
す
（
前
掲
解
説
）。

　

ま
た
中
島
純
司
さ
ん
は
「
京
博
本
の
視
點
、
特
に
冬
景
の
特
徴
と

な
っ
て
い
る
、
遠
山
が
畫
面
片
隅
に
あ
り
、
幽
暗
な
天
が
そ
の
奥
に

あ
つ
て
、
景
全
軆
は
山
の
裏
側
、「
崖
の
こ
ち
ら
側
」
に
畫
者
が
た

つ
た
視
覚
構
成
で
あ
り
、
偏
角
的
構
圖
で
あ
る
こ
と
の
根
據
は
、
も

と
に
な
っ
た
南
宋
畫
が
偏
角
的
だ
つ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
、
そ
の
事

自
體
、
京
博
本
の
成
り
立
ち
が
、
一
幅
の
宋
（
元
）
畫
を
一
隻
の
屏

風
に
擴
大
す
る
形
で
あ
つ
た
事
を
示
し
て
い
る
」
と
し
「
京
博
本
・

前
田
本
の
鶴
の
様
態
は
「
元
畫
」
風
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
宋
元
畫

に
基
づ
く
山
水
樹
石
と
く
み
あ
わ
さ
れ
て
も
矛
盾
せ
ず
、
巨
大
な
松

・
竹
・
梅
の
設
け
た
聖
性
の
舞
臺
に
は
ま
り
込
み
、
生
命
觀
の
あ
る

空
間
を
造
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
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宋
元
畫
に
よ
る
強
い
影
響
を
指
摘
し
て
い
ま
す
（
前
掲
論
文
）。

　

雪
舟
の
周
り
に
は
、
ほ
ぼ
同
じ
時
代
の
明
絵
画
だ
け
で
な
く
宋
元

絵
画
の
情
報
も
か
な
り
あ
っ
た
わ
け
で
、
双
方
か
ら
学
ぶ
と
い
う
こ

と
は
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
山
水
画
に
お
い
て
宋
画
の
大
き
な
影
響
下

に
あ
っ
た
雪
舟
が
、
花
鳥
画
に
お
い
て
は
宋
元
画
の
影
響
か
ら
逃
れ

て
い
る
と
考
え
る
の
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。
雪
舟
と
親
し
か
っ
た
禅

僧
の
呆
夫
良
心
の
残
し
た
『
天
開
図
画
楼
記
』
の
中
に
「
花
鳥
着
色
、

則
類
于
霅
渓
之
銭
舜
挙
龍
虎
猿
鶴
、
蘆
雁
白
鷺
、
祖
学
法
常
」
と
あ

っ
て
、
雪
舟
の
花
鳥
画
に
お
け
る
元
代
の
銭
舜
挙
や
宋
代
の
牧
谿
の

影
響
を
述
べ
て
い
る
の
も
無
視
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

繰
り
返
し
書
く
ま
で
も
無
く
日
本
中
世
の
絵
画
が
中
国
絵
画
か
ら

多
く
を
学
び
そ
の
大
き
な
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
、
雪
舟

が
描
い
た
流
書
手
鑑
（
今
は
そ
の
一
部
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
）
を

見
て
も
明
ら
か
で
す
。
で
す
か
ら
雪
舟
の
作
品
の
中
に
中
国
絵
画
の

影
響
が
い
か
に
あ
っ
た
か
を
考
え
る
こ
と
は
必
要
な
の
で
す
が
、
し

か
し
一
方
で
雪
舟
の
生
き
た
時
代
に
日
本
の
中
で
ど
ん
な
絵
画
が
描

か
れ
て
い
た
か
を
考
え
る
こ
と
も
必
要
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
観
点

か
ら
記
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
が
「
滝
の
構
成
自
体
は
、
相
阿
弥

（
一
五
二
五
没
）
筆
と
さ
れ
る
〈
観
瀑
図
〉（
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・

ア
ジ
ア
美
術
館
蔵
）」
に
も
あ
り
、
時
代
の
風
潮
の
中
で
捉
え
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
島
尾
新
さ
ん
の
指
摘
で
す
（『
雪
舟
と

や
ま
と
絵
屏
風
（
日
本
美
術
全
集
一
三
巻
）』
作
品
解
説　

講
談
社

刊　

一
九
九
三
年
）。
確
か
に
流
れ
落
ち
る
滝
の
様
子
に
は
類
似
す

る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

本
作
品
よ
り
も
早
く
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
日
本
の
花
鳥
画
作

品
と
し
て
は
、
能
阿
弥
筆
の
花
鳥
図
屏
風
と
い
っ
た
も
の
も
あ
り
ま

す
。
こ
の
作
品
に
は
燕
、
叭
々
鳥
、
鶺
鴒
、
鷺
な
ど
本
作
品
に
描
か

れ
た
鳥
が
描
か
れ
、
鷺
の
飛
ぶ
姿
も
類
似
し
ま
す
。
根
元
が
描
か
れ

る
だ
け
で
画
面
か
ら
姿
を
消
す
木
の
描
写
も
共
通
し
ま
す
。
右
隻
の

松
が
上
辺
を
突
き
抜
け
枝
を
下
ろ
す
の
も
、
左
隻
の
木
が
屈
曲
し
な

が
ら
右
へ
伸
び
る
の
も
共
通
し
ま
す
。
右
隻
の
滝
や
岩
壁
の
存
在

も
ま
た
共
通
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
米
澤
嘉
圃

さ
ん
が
指
摘
し
て
お
り
、「
小
坂
本
は
能
阿
彌
本
を
直
接
參
考
と
し

た
作
品
」
と
述
べ
て
い
ま
す
（「
能
阿
彌
畫
を
め
ぐ
つ
て
」『
國
華
』

一
〇
六
〇
号　

一
九
八
三
年
）。
そ
の
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
と
思

い
ま
す
が
、
断
定
す
る
の
に
は
躊
躇
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
影
響
関

係
を
考
え
る
一
方
で
、
能
阿
弥
の
花
鳥
図
屏
風
は
墨
画
に
よ
る
中
屏

風
の
作
品
で
す
が
、
本
作
品
は
彩
色
に
よ
る
花
鳥
図
そ
れ
も
大
画
面

の
花
鳥
図
と
い
う
当
時
と
し
て
は
先
駆
的
作
品
と
考
え
ら
れ
る
の
で

す
か
ら
、
雪
舟
の
力
量
を
確
認
す
る
必
要
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
な
お
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能
阿
彌
の
花
鳥
図
屏
風
が
ほ
と
ん
ど
牧
谿
そ
の
ま
ま
を
祖
述
し
て
い

る
と
の
指
摘
が
島
尾
新
さ
ん
に
よ
っ
て
さ
れ
て
い
る
こ
と
（『
水
墨

画
―
能
阿
弥
か
ら
狩
野
派
へ
』　

至
文
堂
刊　

一
九
九
四
年
）
も
付

け
加
え
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
以
上
の
米
沢
嘉
圃
さ
ん
と
島
尾

新
さ
ん
の
指
摘
を
合
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、本
作
品
に
は
牧
谿（
宋

絵
画
）
の
大
き
な
影
響
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

五
山
僧
の
詩
の
中
に
は
本
作
品
と
共
通
す
る
景
物
を
描
い
た
と
思

わ
れ
る
絵
画
に
つ
い
て
詠
っ
た
と
感
じ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
室
町

時
代
中
期
の
僧
東
沼
周
曮
の
『
流
水
集
』
に
は
「
畫
松
屏
風
」「
梅

屏
春
雪
」
と
題
す
る
詩
が
あ
り
、
松
や
梅
を
主
た
る
景
物
と
し
た
屏

風
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
や
は
り
室
町
時
代
中
期

の
僧
希
世
霊
彦
の
『
村
庵
藁
』
に
は
「
扇
面
梅
雪
宿
雀
」
と
題
す
る

詩
が
あ
り
、
扇
面
と
い
う
小
画
面
で
は
あ
り
ま
す
が
、
雪
の
積
も
っ

た
梅
の
木
に
雀
が
留
ま
っ
て
い
る
と
想
像
で
き
る
絵
が
あ
っ
た
こ
と

も
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
絵
も
中
国
絵
画
の
影
響
下
に
描
か
れ
た

物
で
あ
ろ
う
事
は
十
分
に
想
像
で
き
る
の
で
す
が
、
雪
舟
の
周
り
に

は
本
作
品
と
共
通
す
る
景
物
を
描
い
た
日
本
絵
画
が
す
で
に
あ
っ
た

よ
う
で
、
雪
舟
に
も
影
響
を
あ
た
え
た
可
能
性
を
考
え
る
必
要
も
あ

る
と
思
い
ま
す
。

　

　

本
作
品
の
模
写
的
な
作
品
と
し
て
雲
谷
派
の
雲
谷
等
益
筆
の
花
鳥

図
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ
ま
し
た
。
雲
谷
派
は
雪
舟
を
祖
と
す

る
画
派
で
等
益
は
雪
舟
四
代
を
名
乗
っ
て
お
り
毛
利
藩
の
お
抱
え
と

な
っ
て
い
ま
す
。
本
作
品
は
江
戸
時
代
に
は
毛
利
藩
内
に
あ
っ
た
こ

と
は
わ
か
っ
て
お
り
、
藩
の
お
抱
え
で
あ
っ
た
等
益
は
本
作
品
を
見

る
こ
と
は
比
較
的
簡
単
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
等
益
は
本
作
品
を
雪
舟

作
も
し
く
は
雪
舟
の
弟
子
作
と
判
断
し
伝
え
る
必
要
が
あ
る
と
し
て

写
し
た
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
何
カ
所
か
変
え
て
描
い
て
い
る
こ
と

に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

最
も
大
き
な
改
変
は
蓮
や
芙
蓉
、
菊
そ
れ
に
留
ま
る
鳥
な
ど
を
消

し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
他
に
は
飛
ん
で
い
る
鷺
を
左
に
移
動
さ
せ

た
こ
と
、
鶴
な
ど
の
彩
色
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
上
部
に
画
面
が

継
ぎ
足
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
上
部
の
継
ぎ
足

し
は
問
題
で
、
等
益
時
代
に
本
作
品
に
は
上
部
に
も
う
少
し
画
面
が

あ
っ
た
の
か
と
考
え
さ
せ
る
の
で
す
。
た
だ
し
こ
の
部
分
は
紙
そ
の

も
の
も
継
ぎ
足
さ
れ
て
い
る
の
で
、
等
益
が
描
い
て
い
る
途
中
で
画

面
を
広
げ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
本
作
品

で
は
叭
々
鳥
や
鶺
鴒
が
画
面
上
端
ギ
リ
ギ
リ
で
あ
る
こ
と
や
断
ち
切

ら
れ
た
松
葉
が
い
く
つ
も
あ
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

  

等
益
作
品
で
は
花
木
や
鳥
が
形
式
化
し
装
飾
化
す
る
一
方
で
空
白
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が
広
が
り
よ
く
言
え
ば
ゆ
っ
た
り
と
し
た
画
面
に
変
わ
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
本
作
品
の
緊
密
な
構
成
や
空
間
表

現
、
写
実
へ
の
志
向
が
よ
く
わ
か
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

影
響
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
能
阿
弥
の
花
鳥
図
屏
風
で

は
、
景
物
が
適
当
に
配
置
さ
れ
そ
れ
ぞ
れ
の
景
物
の
有
機
的
な
関
連

を
ど
う
も
感
じ
さ
せ
ま
せ
ん
。
花
鳥
図
と
呼
ば
れ
る
の
で
す
が
、
花

と
い
え
ば
右
隻
右
端
の
椿
（
も
し
く
は
山
茶
花
）
と
右
隻
左
端
・
左

隻
右
端
の
蓮
の
み
で
あ
っ
て
、
重
要
な
景
物
は
さ
ま
ざ
ま
な
鳥
で
あ

る
わ
け
で
す
。
そ
の
鳥
た
ち
は
島
尾
新
さ
ん
に
よ
れ
ば
牧
谿
畫
に
由

来
す
る
の
で
す
（
前
掲
書
）
が
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
鳥
達
を
配
置
し

て
一
画
面
に
ま
と
め
上
げ
る
の
か
が
能
阿
弥
の
関
心
事
で
あ
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
悪
く
い
え
ば

あ
ち
こ
ち
に
鳥
を
描
い
て
い
る 　

一
扇
ず
つ
に
な
に
か
の
鳥
を
描

く 　

 

よ
う
な
画
面
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一

方
本
作
品
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
左
右
隻
共
に
全
扇
に
枝
を
伸
ば

す
松
と
梅
を
描
く
こ
と
で
画
面
の
核
を
作
り
、
そ
れ
に
か
こ
ま
れ
る

よ
う
に
鳥
を
配
し
て
纏
ま
り
の
あ
る
画
面
を
作
り
上
げ
て
い
ま
す
。

本
作
品
の
制
作
年
代
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
東
京
国
立
博
物
館

蔵
四
季
山
水
図
と
の
共
通
性
か
ら
考
え
雪
舟
の
入
明
か
ら
そ
れ
ほ
ど

離
れ
な
い
時
期
の
作
品
と
す
る
と
、
文
明
年
間
頃
（
一
四
七
〇
～

八
〇
年
）
の
製
作
と
な
る
で
し
ょ
う
。
一
方
能
阿
弥
の
花
鳥
図
屏
風

は
款
記
か
ら
応
仁
三
（
一
四
六
九
）
年
の
製
作
と
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

ほ
ぼ
お
な
じ
時
代
に
描
か
れ
た
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
両
作
品
に
は

完
成
度
に
お
い
て
か
な
り
の
差
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
彩
色
に
よ
る
大
画
面
の
花
鳥
図
が
現
れ
た
時
、
人
々

の
目
を
引
く
の
は
当
然
で
あ
り
求
め
る
人
達
も
出
て
く
る
で
し
ょ

う
。
雪
舟
筆
と
伝
え
ら
れ
る
花
鳥
図
屏
風
が
一
〇
点
近
く
現
存
し
、

作
風
の
近
い
弟
子
の
秋
月
や
等
薩
の
筆
と
伝
え
ら
れ
る
物
も
存
在
す

る
こ
と
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
で

も
雪
舟
筆
と
考
え
ら
れ
る
の
は
本
作
品
の
み
で
あ
り
、
繰
り
返
し
に

は
な
り
ま
す
が
、
そ
の
構
成
や
描
写
力
に
お
い
て
最
も
優
れ
て
い
る

と
考
え
ま
す
。

　

本
作
品
の
伝
来
に
つ
い
て
は
、
文
明
一
五
（
一
四
八
三
）
年
の
石

見
国
の
益
田
兼
堯
の
襲
禄
祝
と
し
て
雪
舟
が
献
じ
た
と
の
伝
え
が
あ

り
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
明
確
に
す
る
史
料
は
今
の
と
こ
ろ

見
当
た
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
寛
永
二
一
（
一
六
四
四
）
年
に
書
か
れ

た
益
田
元
堯
の
『
家
宝
譲
状
』
が
あ
っ
て
雪
舟
の
花
鳥
図
屏
風
が
子

の
益
田
就
宣
に
譲
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
屏
風
が
本
作

品
で
あ
る
と
す
る
に
は
図
様
が
わ
か
ら
な
い
限
り
問
題
は
残
る
の
で

す
が
、
本
作
品
が
江
戸
時
代
に
は
毛
利
藩
内
（
益
田
家
は
毛
利
藩
の
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永
代
家
老
）
に
あ
り
明
治
に
は
益
田
家
の
所
有
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
の
で
、
こ
の
花
鳥
図
屏
風
が
本
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間

違
い
が
無
い
で
し
ょ
う
。

六
、
個
人
蔵
山
水
図
（
以
參
周
省
・
了
庵
桂
悟
の
賛
が
あ
る
）

　

雪
舟
の
真
筆
と
さ
れ
て
い
る
山
水
図
は
何
点
か
あ
り
ま
す
が
、
こ

こ
で
は
雪
舟
と
同
時
代
の
禅
僧
で
あ
る
以
參
周
省
と
了
庵
敬
悟
の
賛

を
持
つ
個
人
蔵
の
山
水
図
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
作
品
は
永
正
四
（
一
五
〇
七
）
年
に
書
か
れ
た
了
庵
の
賛
か
ら
、

雪
舟
没
後
も
そ
の
画
室
雲
谷
庵
（
雲
谷
軒
）
に
あ
っ
た
事
が
わ
か
っ

て
お
り
、
雪
舟
晩
年
の
作
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
国
宝
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
作
品
が
雪
舟
作
と
さ
れ
る
の
は
雪
舟
の
署

名
と
印
が
あ
り
作
風
も
雪
舟
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
。

雪
舟
の
作
品
の
内
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
の
は
五
点
で
、
そ
の
内

の
四
点
が
山
水
図
で
あ
る
こ
と
は
、
現
存
す
る
雪
舟
作
品
の
中
心
と

な
る
の
は
山
水
図
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
人
哲

学
者
で
あ
る
フ
ェ
ノ
ロ
サ
も
雪
舟
が
描
い
た
最
高
の
も
の
は
山
水
画

と
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
作
品
が
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
の
は
、
そ
の

掉
尾
を
飾
る
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
で
は
画
面
下
か
ら
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
右
方
に
は
墨
や
藍

色
に
よ
り
い
く
つ
も
点
を
描
い
て
い
ま
す
。
小
灌
木
に
よ
る
樹
叢
を

描
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
す
ぐ
上
に
は
や
や
大
き
な
灌
木
の

塊
を
描
い
て
い
ま
す
。
天
橋
立
図
な
ど
を
見
れ
ば
、
こ
の
灌
木
の
表

現
は
遠
景
の
樹
木
を
描
く
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
こ
の
近
景

に
描
い
て
い
る
の
が
不
思
議
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
幾
人
も
の
研

究
者
が
ふ
れ
て
い
ま
す
。

　

島
尾
新
さ
ん
は
「
最
前
景
右
下
に
濃
墨
で
描
か
れ
た
「
遠
景
の
樹

木
」
も
同
様
の
意
識
の
も
と
に
、
濃
度
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
た
め
に

置
か
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
木
に
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
は
雪
舟

ら
し
い
が
」（『
雪
舟
等
楊
』
作
品
解
説　

山
口
県
立
美
術
館
刊　

二
〇
〇
六
年
）
と
書
い
て
い
ま
す
。「
遠
景
の
樹
木
」
と
は
こ
の
灌

木
の
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
描
き
方
は
遠
景
の
樹
木
を
表
現
す
る
と

き
に
用
い
る
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
ま
た
同
様
の
意
識
と
は
近
景
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は
濃
く
遠
景
は
薄
く
表
現
し
よ
う
と
す
る
意
識
と
思
わ
れ
ま
す
。

後
に
も
触
れ
ま
す
が
、
こ
の
斜
面
に
何
か
を
描
き
加
え
た
い
と
い
う

気
持
ち
が
雪
舟
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
な
ぜ
こ
ん
な
灌
木
を

描
き
加
え
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

灌
木
の
横
に
は
い
く
つ
も
の
岩
を
描
い
て
い
ま
す
。
そ
の
横
は
塗

り
残
し
、
墨
線
を
加
え
る
事
で
道
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
そ

の
横
に
は
大
き
な
岩
を
描
い
て
い
ま
す
。
そ
の
上
部
に
は
か
な
り
濃

い
墨
を
塗
っ
て
お
り
島
尾
さ
ん
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
最
も
手
前

に
あ
る
岩
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
岩
の
頂
部
に
は
墨
点
を

お
き
藍
色
を
加
え
て
い
ま
す
。
や
は
り
草
叢
か
小
灌
木
に
よ
る
樹
叢

を
表
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
左
上
に
向
か
っ
た
道
は
、
右
上
に
向

か
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
二
人
の
人
物
を
描
い
て
い
ま
す
。
杖
を
持
つ

高
士
と
小
児
の
従
者
で
す
。
小
さ
い
像
な
が
ら
顔
に
は
肌
色
ら
し
き

色
も
加
え
て
お
り
、
描
線
も
的
確
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
同
じ
よ
う

な
杖
持
つ
人
物
は
毛
利
博
物
館
蔵
四
季
山
水
図
巻
（
山
水
長
巻
）
に

も
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
本
作
品
の
人
物
表
現
は
見
劣
り
が
し
ま
せ

ん
。
い
や
よ
り
的
確
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

人
物
の
左
横
に
は
や
や
傾
斜
の
あ
る
台
地
状
の
岩
を
描
い
て
い
ま

す
。
同
じ
よ
う
な
岩
は
山
水
長
巻
に
何
度
も
出
て
き
ま
す
し
京
都
国

立
博
物
館
蔵
四
季
山
水
図
巻
に
も
出
て
き
ま
す
。
高
低
を
感
じ
さ
せ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
し
変
化
を
も
た
ら
し
ま
す
。

　

人
物
の
右
横
に
は
広
い
斜
面
を
描
い
て
い
ま
す
。
こ
の
斜
面
は
先

の
灌
木
の
樹
叢
か
ら
続
い
て
お
り
、
か
な
り
広
い
も
の
で
す
。
刷
毛

で
左
下
へ
、
ま
た
右
下
へ
墨
を
塗
っ
て
い
ま
す
が
、
塗
り
重
ね
た
部

分
や
塗
り
残
し
た
部
分
も
あ
り
、
あ
ま
り
丁
寧
な
仕
事
と
は
い
え
そ

う
に
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
は
気
に
は
な
る
の
で
す
が
、
左
下
の
岩

の
濃
墨
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
右
側
の
広
い
斜
面
と
そ
の
下
の
岩
、
そ
れ
に
対
す
る
左
下
の

岩
、
そ
の
間
の

道
の
組
み
合
わ

せ
は
他
の
作
品

に
も
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

最
も
よ
く
似
て

い
る
の
は
東
京

国
立
博
物
館
蔵

秋
冬
山
水
図
の
秋
景
図
で
す
。
秋
景
図
で
最
も
大
き
く
描
い
て
い
る

の
は
画
面
右
側
の
斜
面
で
、
そ
の
下
に
は
岩
を
描
い
て
い
ま
す
。
斜

面
下
を
巡
る
よ
う
に
道
を
描
き
、
そ
の
左
側
に
大
き
く
岩
を
描
い
て

い
て
い
ま
す
。
秋
景
図
は
水
辺
の
風
景
で
あ
る
点
で
作
品
か
ら
受
け
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る
感
じ
は
本
作
品
と
は
違
う
の
で
す
が
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら

岩
な
ど
の
構
成
は
本
作
品
に
極
め
て
近
い
と
い
え
ま
す
。
異
な
る
点

は
斜
面
の
上
方
に
木
を
描
い
た
り
出
っ
張
り
を
描
い
て
い
る
点
く
ら

い
で
し
ょ
う
。

　

加
え
て
両
作
品
の
近
似
す
る
点
は
、斜
面
上
の
岩
峰
の
存
在
で
す
。

ほ
ぼ
垂
直
に
そ
そ
り
立
つ
岩
峰
は
形
も
か
な
り
似
て
い
ま
す
。
ま
た

冬
景
図
に
も
少
し
ば
か
り
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
え
る
で
し

ょ
う
。
な
お
本
作
品
と
秋
景
図
と
の
近
さ
に
つ
い
て
は
吉
沢
忠
さ
ん

が
「
構
図
は
、
中
央
よ
り
向
っ
て
右
手
に
前
景
を
片
よ
ら
せ
、
そ
こ

に
屈
折
す
る
山
道
を
つ
け
、
遠
景
を
中
央
に
お
く
と
こ
ろ
な
ど
、
秋

冬
山
水
図
中
の
秋
図
に
か
な
り
近
い
も
の
で
あ
る
」（「
雪
舟
山
水
図

を
中
心
に
」『
三
彩
』
七
五
号　

三
彩
社
刊　

一
九
五
六
年
）
と
指

摘
し
て
い
ま
す
。

　

京
都
国
立
博
物
館
蔵
四
季
山
水
図
巻
に
も
こ
の
斜
面
に
近
い
表
現

が
見
い
だ
せ
ま
す
。
そ
れ
は
牛
に
よ
る
代
掻
き
に
続
く
場
面
で
の
垂

直
に
見
え
る
岩
壁
で
す
。
こ
こ
に
は
道
も
描
い
て
い
ま
せ
ん
し
大
き

な
岩
の
位
置
も
違
う
の
で
す
が
、
後
方
の
岩
壁
や
遠
山
の
存
在
は
共

通
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
雪
舟
の
構
成
上
の
好
み
が
わ

か
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

さ
て
道
が
途
切
れ
る
左
に
は
凹
凸
の
多
く
あ
る
大
き
な
岩
を
描
い

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
岩
は
山
水
長
巻
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
の
で

す
が
、
秋
冬
山
水
図
う
ち
の
秋
景
図
の
下
方
の
岩
に
も
少
し
似
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
岩
の
上
に
は
大
き
な
松
と
種
類
の
わ
か
ら
な

い
一
本
の
樹
木
を
描
い
て
い
ま
す
。
何
人
も
の
研
究
者
が
二
本
の
松

と
書
い
て
い
ま
す
が
、
樹
葉
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
高
い
方
だ
け

が
松
な
の
で
す
。
こ
の
二
本
の
樹
木
は
画
面
中
央
に
高
く
描
か
れ
て

い
る
た
め
に
、
か
な
り
の
存
在
感
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
赤
沢
英
二
さ
ん
は
「
突
き
出
て
高
く
聳
え
る
松
の
象
徴
性

は
い
ま
ま
で
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
」（
赤
沢
英
二
『
日
本
美
術
全

集
十
六
（
室
町
水
墨
画
）』
作
品
解
説　

学
習
研
究
社
一
九
八
〇
年
）

と
書
い
て
い
ま
す
し
、（『
国
宝
三　

絵
画
Ⅲ
』　

毎
日
新
聞
社
刊　

一
九
八
四
年
）
の
作
品
解
説
者
も
「
本
図
に
お
い
て
も
画
面
中
央
の

岩
頭
に
二
本
の
松
が
高
々
と
聳
え
、
画
面
に
強
烈
な
存
在
感
を
与
え

る
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
大
き
な
岩
の
向
こ
う
に
は
数
棟
の
建
物
と
一
棟
の
高
い
楼
閣

を
描
い
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
構
成
は
秋
冬
山
水
図
の
秋
景
図
に

も
冬
景
図
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
上
に
は
向
こ
う
に
あ

る
よ
う
に
薄
い
墨
で
真
っ
直
ぐ
に
伸
び
る
木
を
い
く
つ
も
描
い
て
樹

叢
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ
の
樹
叢
は
先
の
二
本
の
樹
木
と
重
な
る

よ
う
に
描
い
て
い
る
の
で
す
が
、
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
塊
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と
見
え
る
の
で
す
。
こ
の
樹
叢
が
無
け
れ
ば
ど
う
い
う
印
象
を
受
け

る
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
ま
り
に
二
本
の
木
の
存
在
感
が

強
く
な
り
す
ぎ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
反
対
に
弱
く
な
る
の
で
し
ょ
う

か
。

　

凹
凸
の
あ
る
大
き
な
岩
の
左
に
は
道
を
描
い
て
い
ま
す
。
二
人
の

人
物
が
歩
い
て
い
た
道
は
こ
の
大
き
な
岩
の
向
こ
う
で
楼
閣
へ
向
か

う
道
と
こ
の
道
に
分
か
れ
、
こ
の
道
は
岩
の
向
こ
う
を
通
っ
て
再
び

姿
を
現
し
た
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。道
は
東
屋
で
終
わ
る
よ
う
で
す
。

道
の
左
右
に
は
尖
り
の
あ
る
岩
を
描
い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
括
る

描
線
は
か
な
り
荒
っ
ぽ
い
も
の
で
す
。
こ
う
い
っ
た
描
線
も
雪
舟
ら

し
い
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
て
そ
の
上
に
は
薄
墨
で
屹
立
す
る
遠
山
を
描
い
て
い
ま
す
。
墨

に
は
少
し
濃
淡
を
つ
け
単
調
さ
か
ら
は
逃
れ
る
工
夫
を
し
て
い
ま

す
。
こ
の
遠
山
に
対
応
す
る
よ
う
に
画
面
右
方
に
も
極
め
て
高
く
遠

山
を
描
い
て
い
ま
す
。
ま
た
そ
の
前
に
突
き
出
す
よ
う
に
頂
き
に
樹

叢
の
あ
る
巨
大
な
岩
塊
を
描
い
て
い
ま
す
。
樹
叢
の
表
現
か
ら
考
え

る
と
、
こ
の
岩
塊
は
楼
閣
な
ど
の
位
置
よ
り
遠
く
、
遠
山
よ
り
近
く

に
存
在
す
る
よ
う
に
描
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
突
き
出
す
岩
塊
を

雪
舟
は
い
く
つ
も
描
い
て
い
る
の
で
す
が
、
少
し
ば
か
り
特
異
な
形

を
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
な
お
雪
舟
と
同
時
代
の
絵
師
と
さ

れ
る
岳
翁
蔵
丘
作
と
伝
え
ら
れ
る
佐
野
美
術
館
蔵
山
水
図
に
は
、
こ

の
岩
塊
と
か
な
り
似
た
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
記
し
て
お
き

ま
す
。

　

遠
山
の
上
に
は
描
き
残
す
こ
と
で
湖
水
も
し
く
は
大
河
を
表
現
し

二
隻
の
帆
船
を
描
き
、
さ
ら
に
そ
の
上
方
に
は
ま
た
遠
山
を
描
い
て

い
ま
す
。
岸
辺
は
ほ
ぼ
ま
っ
す
ぐ
に
横
に
続
く
よ
う
に
描
い
て
い
ま

す
。
こ
れ
に
近
い
表
現
は
京
都
国
立
博
物
館
蔵
四
季
山
水
図
巻
な
ど

に
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
表
現
は
雪
舟
の
山
水
図
で
は
多
く

は
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
水
平
線
と
捉
え
る

見
方
が
あ
り
、
赤
沢
英
二
さ
ん
は
「
こ
の
図
は
遠
景
の
水
平
線
が
印

象
的
で
、
岩
上
の
長
い
老
松
の
示
す
垂
直
線
が
そ
れ
と
直
交
し
て
い

る
こ
と
も
雪
舟
画
と
し
て
は
珍
し
い
特
徴
で
あ
る
」（
前
掲
解
説
）

と
書
い
て
い
ま
す
し
、中
村
渓
男
さ
ん
は「
雪
舟
の
作
品
中
、平
遠（
展

望
の
き
く
）
山
水
図
は
誠
に
珍
し
い
。
そ
れ
に
、
遠
景
に
水
平
線
的

な
水
汀
を
は
っ
き
り
示
し
た
作
も
、は
な
は
だ
少
な
い
」（『
雪
舟
（
日

本
美
術
絵
画
全
集
四
）』
作
品
解
説　

集
英
社
刊　

一
九
七
六
年
）

と
、
ま
た
島
尾
新
さ
ん
も
吉
川
史
料
館
蔵
湖
亭
春
望
図
と
水
平
線
を

描
く
こ
と
で
共
通
す
る
と
書
い
て
い
ま
す
（『
日
本
美
術
全
集
一
三

（
雪
舟
と
大
和
絵
屏
風
）』
作
品
解
説　

講
談
社
刊　

一
九
九
三
年
）。

な
お
熊
谷
宣
夫
さ
ん
は
「
珍
ら
し
く
水
平
線
を
描
い
て
見
る
も
の
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の
情
感
を
彼
方
へ
と
誘
」（『
雪
舟
等
楊
』　

東
京
大
学
出
版
会
刊　

一
九
五
八
年
）
う
と
し
、
水
平
線
に
か
な
り
の
意
味
を
持
た
せ
て
い

ま
す
。
ま
た
『
国
宝
三
（
絵
画
Ⅲ
）』
作
品
解
説
者
も
「
本
図
の
特

色
は
松
林
を
と
お
し
て
大
江
を
広
く
見
渡
し
、
彼
方
に
は
遠
山
が
水

平
に
横
た
わ
る
の
を
見
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
こ
の
線
に
注
目
し
て

い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
画
面
下
方
か
ら
上
方
ま
で
見
て
き
ま
し
た
が
、
画
面
全

体
の
構
成
を
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
島
尾
新
さ
ん

が
「
遠
近
の
表
現
に
は
不
思
議
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
近
景
の
い
ち

ば
ん
奥
に
描
か
れ
た
山
並
み
は
、
ほ
と
ん
ど
水
面
の
向
こ
う
側
の
遠

山
と
同
じ
だ
し
、
松
の
向
こ
う
側
の
木
立
も
、
普
通
は
遠
景
に
え
が

か
れ
る
も
の
だ
。
理
屈
の
上
で
は
、
こ
の
「
近
景
の
遠
山
」
と
「
近

景
の
遠
樹
」
に
よ
っ
て
、
画
面
の
中
の
近
←　

→
遠
は
矛
盾
し
た
も

の
に
な
っ
て
い
る
」
と
書
い
て
い
ま
す
（
前
掲
書
）
し
、
荏
開
津
通

彦
さ
ん
が
「
本
来
遠
景
に
描
か
れ
る
べ
き
没
骨
に
よ
る
山
影
が
中
景

に
描
か
れ
る
、
あ
る
い
は
高
い
山
巓
に
描
か
れ
る
べ
き
樹
木
の
姿
が

山
下
に
描
か
れ
る
な
ど
、
遠
近
法
を
無
視
す
る
実
験
的
な
描
法
が
見

ら
れ
る
」（「
雪
舟
画
年
代
再
考
」『
雪
舟
等
楊
』　

山
口
県
立
美
術
館

刊　

二
〇
〇
六
年
）
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
近
景
と
遠
景
の
関
係

が
お
か
し
い
と
い
え
ば
お
か
し
い
の
で
す
。
楼
閣
や
東
屋
の
向
こ
う

に
か
す
ん
だ
遠
山
を
描
き
そ
の
向
こ
う
に
川
面
や
湖
面
を
表
現
し
、

見
え
そ
う
も
な
い
大
き
さ
で
は
っ
き
り
と
船
を
描
き
、
さ
ら
に
そ
の

向
こ
う
に
ま
た
も
や
遠
山
を
描
い
て
い
ま
す
。
お
か
し
な
距
離
関
係

に
あ
る
よ
う
に
描
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
す
。
こ
れ
は
島
尾

新
さ
ん
が
書
く
よ
う
に
遠
近
は
矛
盾
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い

っ
て
も
よ
い
の
で
し
ょ
う
し
、
荏
開
津
通
彦
さ
ん
が
書
く
よ
う
に
遠

近
法
を
無
視
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
楼

閣
や
東
屋
ま
で
を
描
い
た
風
景
と
川
面
も
し
く
は
湖
面
と
遠
山
の
風

景
、
こ
の
二
風
景
の
合
成
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
な
お
島
尾
新
さ
ん
に
は
「
従
来
遠
山
の
向
こ
う
に
は
ま
た

遠
山
が
あ
る
、と
い
う
通
例
で
は
な
い
描
法
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、

実
は
両
者
は
描
き
分
け
ら
れ
て
お
り
、
濃
度
と
し
て
は
矛
盾
し
な
い

よ
う
に
な
っ
て
い
る
」（『
雪
舟
等
楊
』
作
品
解
説　

山
口
県
立
美
術

館
刊　

二
〇
〇
六
年
）
と
い
う
指
摘
も
あ
り
ま
す
。

　

で
は
こ
の
よ
う
な
表
現
を
雪
舟
は
他
の
作
品
で
行
な
っ
て
は
こ
な

か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
い
え
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
典
型

的
な
例
は
天
橋
立
図
で
、
近
景
の
連
山
の
上
に
遠
山
を
描
き
そ
の
上

に
天
橋
立
な
ど
の
風
景
を
描
き
さ
ら
に
そ
の
上
に
ま
た
遠
山
を
描
い

て
い
る
の
で
す
。
冠
島
と
沓
島
の
風
景
を
無
視
す
れ
ば
二
風
景
の
合

成
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
太
田
孝
彦
さ
ん
が
、
天
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橋
立
図
に
も
み
え
る
遠
山
の
二
重
構
造
と
指
摘
し
て
い
ま
す
（『
禅

林
画
賛
』　

毎
日
新
聞
社
刊　

一
九
八
七
年
）。
雪
舟
は
同
じ
よ
う
な

表
現
を
山
水
長
巻
で
も
行
っ
て
い
ま
す
。
張
り
出
し
た
岩
の
上
に
東

屋
を
描
い
た
場
面
で
、
東
屋
は
近
景
で
そ
の
向
こ
う
の
山
は
遠
景
、

そ
の
上
の
岩
壁
は
中
景
と
い
っ
て
よ
い
も
の
、
そ
の
向
こ
う
に
は
遠

山
を
描
い
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
東
屋
と
遠
山
の
風
景
と
岩
壁
と

遠
山
の
風
景
の
合
成
で
す
。
画
面
展
開
の
必
要
か
ら
成
さ
れ
た
合
成

で
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
下
方
の
遠
山
の
間
に
描
か
れ
た
樹

叢
の
存
在
も
含
め
て
不
思
議
な
感
が
あ
り
ま
す
。

　

付
け
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、
楼
閣
や
東
屋
の
場
面
ま
で
は
見
下

ろ
し
た
り
見
上
げ
た
り
し
な
い
で
眺
め
た
水
平
視
に
よ
る
風
景
で
あ

る
の
に
対
し
、
湖
面
な
い
し
川
面
か
ら
遠
山
の
風
景
は
少
し
ば
か
り

見
下
ろ
す
俯
瞰
視
に
よ
る
風
景
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
き
に

二
風
景
の
合
成
と
い
う
よ
う
に
書
き
ま
し
た
が
、
こ
の
点
か
ら
も
二

風
景
の
合
成
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
こ

と
は
天
橋
立
図
に
も
山
水
長
巻
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。
天

橋
立
図
に
お
い
て
は
、
下
辺
の
山
並
み
は
水
平
視
に
よ
る
風
景
で
あ

り
、
天
橋
立
な
ど
は
俯
瞰
視
に
よ
る
風
景
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か

り
ま
す
。
近
い
表
現
は
吉
川
史
料
館
の
湖
亭
春
望
図
に
み
ら
れ
る
こ

と
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
で
し
ょ
う
か
福
島
恒
徳
さ
ん
は
「
絶
筆
と
さ

れ
る
牧
松
・
了
庵
賛
「
山
水
図
」
と
構
図
・
彩
色
と
も
に
通
じ
る
も

の
が
あ
る
」（『
雪
舟
等
楊
』
作
品
解
説　

山
口
県
立
美
術
館
刊　

二
〇
〇
六
年
）
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
福
嶋
恒
徳
さ
ん
の
指
摘
は
聳

え
る
松
と
湖
岸
線
そ
れ
に
遠
山
に
よ
る
構
図
に
つ
い
て
で
あ
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

　

以
上
の
よ
う
に
本
作
品
は
か
な
り
特
異
な
作
品
で
あ
る
よ
う
に
み

え
る
の
で
す
が
、
他
の
雪
舟
作
品
と
共
通
す
る
描
法
が
そ
こ
こ
こ
に

見
出
す
こ
と
が
で
き
、
面
白
い
存
在
で
あ
る
と
い
え
る
か
と
思
い
ま

す
。
で
は
本
作
品
は
雪
舟
没
後
も
な
ぜ
雪
舟
の
画
室
で
あ
る
雲
谷
庵

に
残
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
や
は
り
晩
年
に
描
か
れ
た
の
で
残

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
す
で
に
記
し
た
よ
う
に
、
本
作
品
が
晩
年
の

作
と
さ
れ
る
の
は
、
了
庵
が
永
正
四
（
一
五
〇
七
）
年
に
雪
舟
の
画

室
雲
谷
庵
で
記
し
た
賛
に
「
牧
松
遺
韻
雪
舟
逝
」
と
あ
る
か
ら
で
す
。

　

牧
松
の
詩
に
し
て
も
了
庵
の
詩
に
し
て
も
多
く
の
困
難
を
経
験
し

て
至
っ
た
老
年
の
境
地
を
詠
っ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
の
で
、
や
は
り

晩
年
の
作
品
と
し
て
よ
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
は
こ
れ
は
老
年

に
い
た
っ
て
受
け
入
れ
て
く
れ
る
理
想
郷
を
描
い
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
と
も
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
待
っ
て
い
る
険
し
い
人
生
を

描
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
牧
松
が
「
東
漂
西
泊
舟
千
里
北
郭
南



33

涯
夢
一
場
」
と
し
て
、
つ
か
の
ま
の
千
里
の
船
旅
に
も
た
と
え
る
こ

と
の
出
来
る
漂
泊
の
一
生
と
詠
い
、
了
庵
が
「
人
間
何
地
卜
長
生
」

と
し
て
、
人
間
界
の
ど
こ
に
長
生
の
地
を
定
め
た
ら
よ
い
の
か
と
詠

う
の
は
、
や
は
り
険
し
い
現
実
を
本
作
品
か
ら
感
じ
取
っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
。
そ
う
詠
う
の
は
大
岩
の
間
の
道
を
上
る
人
物
の
姿
を
み

る
か
ら
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
牧
松
は
「
歩
似
徉
」、
す
な
わ
ち

歩
み
は
さ
ま
よ
う
よ
う
で
あ
る
と
詠
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う

な
人
間
の
ち
っ
ぽ
け
な
姿
に
対
し
、
松
は
画
面
中
央
に
大
き
く
遠
山

を
圧
す
る
が
如
く
し
っ
か
り
と
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

松
は
屈
曲
し
様
々
な
姿
に
描
く
こ
と
の
で
き
る
景
物
と
し
て
、
山

水
図
に
は
好
ん
で
描
か
れ
て
き
ま
し
た
。
雪
舟
も
や
は
り
好
ん
だ
よ

う
で
、
吉
川
史
料
館
蔵
湖
亭
春
望
図
に
お
い
て
も
、
大
き
く
描
い
て

い
ま
す
し
、
山
水
長
巻
に
も
何
本
も
描
い
て
い
ま
す
。
松
は
『
続
伝

燈
録
』に「
松
樹
千
年
翠
」と
あ
り
、『
五
燈
会
元
』に「
松
無
古
今
色
」

と
あ
る
よ
う
に
、
禅
の
世
界
で
は
常
住
不
変
を
象
徴
す
る
も
の
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
本
作
品
に
お
い
て
、
常
住
不
変
の
松
を

画
面
の
中
心
に
大
き
く
描
き
、
ち
っ
ぽ
け
で
は
か
な
い
命
の
人
間
を

そ
の
下
方
に
描
く
こ
と
で
、
二
者
を
対
比
さ
せ
世
の
実
相
を
表
現
し

て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　

図
版
に
つ
い
て
は
左
記
の
書
か
ら
複
写
し
ま
し
た
。

毛
利
博
物
館
蔵
四
季
山
水
図
巻　
　
　

四
季
山
水
図
複
製　

（
講
談
社
刊　

一
九
六
九
年
）

京
都
国
立
博
物
館
蔵
花
鳥
図
屏
風　
　
『
雪
舟
等
楊
』

（
山
口
県
立
美
術
館
刊　

二
〇
〇
六
年
）

東
京
国
立
博
物
館
蔵
蓮
池
水
禽
図　
　

（
東
京
国
立
博
物
館
研
究
情
報
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
）

個
人
蔵
山
水
図  　

  　
　
　
　
　

 『
雪
舟
等
楊
』

（
山
口
県
立
美
術
館
刊　

二
〇
〇
六
年
）

東
京
国
立
博
物
館
蔵
秋
冬
山
水
図   『
雪
舟
等
楊
』

（
山
口
県
立
美
術
館
刊　

二
〇
〇
六
年
）




