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雪
舟
筆
慧
可
断
臂
図
（
齊
年
寺
蔵
）
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雪
舟
（
一
四
二
〇
～
一
五
〇
七
）
は
室
町
時
代
の
第
一
級
の
絵
師

と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
雪
舟
の
作
品
と
し
て
は
山
水
画
の
評
価

が
高
い
が
、
人
物
画
に
も
重
要
な
作
品
が
あ
る
。
中
で
も
慧
可
断
臂

図
は
極
め
て
重
要
と
し
て
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
愛
知
の
齊
年

寺
の
所
蔵
で
あ
る
が
、
展
示
さ
れ
る
機
会
も
比
較
的
多
い
の
で
ご
覧

　
　
　
雪
舟
筆
慧
可
断
臂
図
を
見
る            

影　

山　

純　

夫
　

に
な
っ
た
方
も
お
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
岩
窟

の
中
の
禅
宗
の
初
祖
と
さ
れ
る
達
磨
と
二
祖
と
さ
れ
る
慧
可
で
あ

る
。
そ
の
慧
可
が
自
分
の
左
腕
を
切
り
達
磨
に
示
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
慧
可
断
臂
図
と
名
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
図
に
つ
い
て

は
し
ば
し
ば
解
説
が
な
さ
れ
、
そ
の
描
か
れ
た
も
の
や
そ
の
描
法
の

特
色
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
き
た
。
重
要
な
点
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん

ど
解
説
し
つ
く
さ
れ
て
い
る
が
、
文
献
を
読
み
直
し
図
を
よ
く
見
る

こ
と
で
、雪
舟
は
何
を
描
こ
う
と
し
た
の
か
を
考
え
直
し
て
み
た
い
。

　

さ
て
、
こ
の
出
来
事
に
つ
い
て
記
し
た
文
献
の
早
い
も
の
と
し
て

は
、『
景
徳
伝
燈
録
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。『
景
徳
伝
燈
録
』

は
中
国
禅
僧
を
中
心
と
し
た
僧
侶
の
伝
記
集
と
も
い
う
こ
と
の
で
き

る
も
の
で
、
中
国
北
宋
時
代
の
景
徳
元
（
一
〇
〇
四
）
年
に
で
き
あ

が
っ
て
い
る
。
日
本
禅
僧
の
入
宋
も
あ
り
、
一
四
世
紀
に
な
っ
た
東

福
寺
普
門
院
の
『
普
門
院
経
論
章
疏
語
録
儒
書
等
目
録
』
に
こ
の
書

が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
南
北
朝
時
代
ま
で
に
日
本
に
入
っ
て
い
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
で
は
、
達
磨
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
部
分
を
長
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い
が
引
用
し
て
み
よ
う
。

　

寓
止
于
嵩
山
少
林
寺
面
壁
而
坐
終
日
黙
然
人
莫
之
測
謂
之
壁
觀

婆
羅
門
時
有
僧
神
光
者
曠
達
之
士
也
久
居
伊
洛
愽
覧
群
書
善
談
玄

理
毎
歎
曰
孔
老
之
教
禮
術
風
規
荘
易
之
書
未
盡
妙
理
近
聞
達
磨
大

士
住
止
少
林
至
人
不
遥
當
造
玄
境
乃
往
彼
晨
夕
參
承
師
常
端
坐
面

墻
莫
聞
誨
勵
光
自
惟
曰
昔
人
求
道
敲
骨
取
髄
刺
血
濟
飢
布
髪
淹
泥

投
崕
飼
虎
古
尚
若
此
我
又
何
人
其
年
十
二
月
九
日
夜
天
大
雨
雪
光

堅
立
不
動
遅
明
積
雪
過
膝
師
憫
而
問
曰
汝
久
立
雪
中
當
求
何
事
光

悲
涙
曰
惟
願
和
尚
慈
悲
開
甘
露
門
廣
度
羣
品
師
曰
諸
佛
無
上
妙
道

曠
劫
精
勤
難
行
能
行
非
忍
而
忍
豈
以
小
德
小
智
輕
心
慢
心
欲
冀
真

乗
徒
勞
勤
苦
光
聞
師
誨
勵
潜
取
利
刀
自
斷
左
臂
置
于
師
前
師
知
是

法
器
乃
曰
諸
佛
最
初
求
道
爲
法
忘
形
汝
今
斷
臂
吾
前
求
亦
可
在
師

遂
因
與
易
名
曰
慧
可
光
曰
諸
佛
法
印
可
得
聞
乎
師
曰
諸
佛
法
印
匪

從
人
得
光
曰
我
心
未
寧
乞
師
與
安
師
曰
将
心
來
與
汝
安
曰
覓
心
了

不
可
得
師
曰
我
與
汝
安
心

　

意
味
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
。
嵩
山
少
林
寺
に
と
ど
ま
っ

た
達
磨
は
終
日
話
す
こ
と
も
無
く
壁
に
向
か
っ
て
座
し
て
い
た
。
人

々
は
達
磨
の
こ
と
が
理
解
で
き
ず
壁
を
眺
め
る
婆
羅
門
と
呼
ぶ
ば
か

り
だ
っ
た
。
神
光
と
い
う
心
の
広
い
僧
が
い
た
。
長
ら
く
伊
洛
に
住

ん
で
多
く
の
書
を
読
み
学
び
、
よ
く
深
い
道
理
に
つ
い
て
話
し
て
い

た
。
孔
子
・
老
子
は
礼
術
や
風
規
を
教
え
る
だ
け
、
荘
子
・
易
の
書

は
い
ま
だ
玄
妙
な
理
を
明
ら
か
に
は
し
て
い
な
い
と
い
つ
も
い
っ
て

い
た
。
近
頃
達
磨
大
師
が
少
林
寺
に
止
ま
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
聞

い
た
。
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
所
に
玄
境
が
あ
る
と
知
り
す
ぐ
に
向
か

っ
た
。何
日
も
通
い
朝
か
ら
晩
ま
で
大
師
の
近
く
に
控
え
て
い
た
が
、

大
師
は
常
に
面
壁
端
座
し
て
教
え
や
励
ま
し
を
与
え
る
こ
と
は
無
か

っ
た
。
そ
こ
で
神
光
は
、
昔
の
人
は
骨
を
砕
い
て
髄
を
取
り
、
血
を

採
っ
て
飢
え
を
し
の
ぎ
、
髪
の
毛
を
敷
い
て
泥
を
よ
け
、
崖
か
ら
身

を
投
げ
て
虎
の
飢
え
を
救
っ
た
。
昔
の
人
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
だ

が
今
の
私
に
は
何
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
と
自
ら
に
問
う
た
。
そ
の
年

の
一
二
月
九
日
夜
大
雪
と
な
っ
た
が
神
光
は
立
っ
た
ま
ま
で
動
か
な

か
っ
た
。
夜
明
け
に
は
雪
は
神
光
の
膝
上
ま
で
積
も
っ
た
。
そ
こ
で

大
師
は
神
光
を
憐
れ
ん
で
問
い
か
け
た
。
お
ま
え
さ
ん
は
長
い
間
雪

中
に
立
っ
て
い
る
が
、
何
を
求
め
て
い
る
の
か
。
す
る
と
神
光
は
涙

を
流
し
て
、
願
わ
く
は
大
師
が
慈
悲
を
も
っ
て
仏
の
教
え
に
導
き
、

そ
し
て
そ
の
教
え
に
つ
い
て
の
考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
と
い
っ

た
。
そ
こ
で
大
師
は
、
諸
仏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
優
れ
た
道
は
、
い

つ
ま
で
も
精
励
し
、
行
う
に
難
し
い
こ
と
を
よ
く
行
い
、
忍
び
が
た

く
て
も
よ
く
忍
ん
で
こ
そ
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
小
德
、
小
智
、
軽

心
、
慢
心
を
も
っ
て
い
て
そ
の
道
を
得
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
到
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底
役
に
た
つ
も
の
で
は
な
い
と
教
え
た
。
神
光
は
大
師
の
教
え
励
ま

し
を
聞
い
て
、
鋭
い
刀
を
取
り
出
し
自
ら
左
の
腕
を
切
り
、
大
師
の

前
に
置
い
た
。
大
師
は
神
光
が
仏
法
を
受
け
継
い
で
い
く
に
ふ
さ
わ

し
い
僧
と
認
め
、
諸
仏
も
最
初
は
仏
の
道
を
求
め
法
の
為
に
は
形
を

忘
れ
た
。
お
ま
え
さ
ん
は
今
私
の
前
で
腕
を
切
っ
た
が
、
ま
だ
求
め

る
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
聞
い
た
。
そ
し
て
新
た
に
慧
可
と
い
う

名
を
与
え
た
。
す
る
と
慧
可
は
、
諸
々
の
仏
法
の
証
を
聞
く
こ
と
が

出
来
る
の
で
す
か
と
問
う
た
。
大
師
は
仏
法
の
証
は
人
か
ら
得
よ
う

と
し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
た
。
慧
可
は
私
の
心
は
い

ま
だ
安
ま
り
ま
せ
ん
。ど
う
か
安
心
を
与
え
て
く
だ
さ
い
と
願
っ
た
。

す
る
と
大
師
は
、心
を
持
っ
て
き
た
ら
安
心
を
与
え
よ
う
と
い
っ
た
。

慧
可
は
心
を
求
め
て
も
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
と
答
え
た
。
そ
れ
を

聞
い
て
大
師
は
、
私
は
お
ま
え
さ
ん
に
安
心
を
与
え
た
ぞ
と
い
っ
た

の
で
あ
る
。

　

こ
の
中
で
、
慧
可
が
左
腕
を
切
っ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
が
、
達

磨
が
そ
の
こ
と
で
慧
可
を
法
器
と
し
て
認
め
た
の
は
、
腕
を
切
る
と

い
う
大
変
痛
く
て
危
険
な
自
損
行
為
を
し
た
か
ら
と
い
う
の
で
は
無

く
、
法
の
為
に
形
を
忘
れ
た
こ
と
を
示
す
象
徴
行
為
と
し
て
腕
を
切

っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
慧
可
が
最
も
望

ん
だ
こ
と
は
、
自
ら
の
心
を
安
ん
じ
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
達
磨
は
慧
可
の
心
を
安
ん
じ
て
や
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、『
無
門
関
』
に
こ
れ
を
達
磨
安
心

と
し
て
取
り
上
げ

達
磨
面
壁
、
二
祖
立
雪
断
臂
云
、
弟
子
心
未
安
、
乞
師
安
心
、

磨
云
、
将
心
来
、
為
汝
安
、
祖
云
、 

覓
心
了
不
可
得
、
磨
云
、

為
汝
安
心
竟
、

と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

　

鈴
木
大
拙
氏
も
『
一
禅
者
の
思
索　

そ
の
二
』
の
中
で
、「
達
磨

さ
ん
の
弟
子
に
慧
可
と
云
っ
て
、
あ
の
臂
を
斷
つ
た
と
云
ふ
有
名
な

人
が
あ
る
。
こ
れ
を
禅
宗
の
第
二
祖
と
す
る
。
こ
の
人
が
達
磨
さ
ん

を
尋
ね
た
事
柄
は
何
で
あ
っ
た
か
と
云
ふ
と
、
安
心
を
し
た
い
と
云

ふ
の
だ
。
別
に
神
や
佛
の
御
利
益
を
受
け
た
い
と
か
、
生
活
上
に
安

樂
を
貪
り
た
い
と
か
云
ふ
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
心
の
安
ら
か
な
ら

ん
こ
と
を
願
う
た
」
と
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、
達
磨
安
心
を
絵
と

し
て
表
現
し
よ
う
と
し
て
も
そ
れ
は
難
し
く
、
や
は
り
慧
可
が
断
臂

し
て
達
磨
に
呈
す
る
姿
の
中
に
そ
の
意
味
を
込
め
る
し
か
、
し
か
た

が
無
い
で
あ
ろ
う
。

　
『
景
徳
伝
燈
録
』
に
よ
っ
て
慧
可
断
臂
図
の
内
容
が
わ
か
っ
て
い

た
だ
け
た
で
あ
ろ
う
。
で
は
次
に
こ
の
図
を
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
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に
し
よ
う
。
描
か
れ
て
い
る
も
の
は
、
達
磨
大
師
と
慧
可
の
半
身
、

そ
れ
に
岩
窟
の
内
部
壁
面
と
地
面
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
八
四
セ

ン
チ
×
一
一
三
セ
ン
チ
と
い
う
大
き
な
紙
に
描
か
れ
て
い
る
。
他
の

絵
師
の
描
い
た
い
く
つ
か
の
慧
可
断
臂
図
が
現
存
す
る
が
、
こ
れ
ほ

ど
描
か
れ
た
物
の
数
の
少
な
い
図
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
か

達
磨
も
慧
可
も
、
等
身
大
に
近
く
か
な
り
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
画
面
の
上
で
一
番
広
い
部
分
を
占
め
る
の
は
、
岩
窟
の
壁
面

で
あ
る
。

　

岩
窟
壁
面
を
描
く
筆
数
は
極
め
て
多
い
。
雪
舟
は
壁
面
を
描
く
た

め
に
最
も
多
く
の
時
間
を
使
っ
た
よ
う
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
濃
墨

の
輪
郭
線
を
最
も
多
く
使
っ
た
部
分
で
も
あ
る
。
そ
の
輪
郭
線
の
間

を
埋
め
る
よ
う
に
、
墨
色
を
変
え
た
極
め
て
多
く
の
皴
を
加
え
た
。

壁
面
は
ち
ょ
う
ど
達
磨
を
囲
み
お
お
う
よ
う
に
配
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
は
龕
の
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
こ
う
い

っ
た
構
成
が
先
行
す
る
羅
漢
図
と
共
通
す
る
所
が
あ
る
こ
と
は
内
山

か
を
る
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（「
雪
舟
筆
「
慧
可
断
臂
図
」

を
め
ぐ
っ
て
」『
日
本
美
術
史
の
水
脈
』、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
三

年
）。
し
か
し
丸
く
あ
い
た
穴
は
不
気
味
で
あ
り
、
こ
れ
は
先
行
す

る
羅
漢
図
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
特
別
な
も
の
で
あ
る
。
何
か

怪
物
の
目
の
よ
う
に
も
見
え
、
壁
面
は
全
体
が
極
め
て
緊
張
感
を
強

い
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
丸
い
穴
の
あ
い
た
岩
は
、
雪
舟
の

作
品
と
し
て
は
す
で
に
東
京
国
立
博
物
館
蔵
四
季
山
水
図
の
内
の
春

図
に
描
か
れ
て
お
り
、毛
利
博
物
館
蔵
四
季
山
水
図
巻
（
山
水
長
巻
）

の
春
、
夏
、
秋
、
冬
の
部
分
に
も
、
仿
夏
珪
山
水
図
（
春
）
に
も
、

描
か
れ
て
い
る
。
興
味
が
ひ
か
れ
る
の
は
京
都
国
立
博
物
館
蔵
花
鳥

図
屏
風
に
も
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
、
雪
舟
の
好
ん
だ
も
の
だ
っ
た

と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
岩
を
重
ね
る
部
分
に
見
ら
れ
る
こ

と
か
ら
考
え
る
と
、
平
板
に
な
り
が
ち
な
岩
の
表
現
に
変
化
を
持
た

せ
る
こ
と
を
狙
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
穴
の
向
こ
う
に
あ
る

物
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
奥
行
き
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
を
も
ね
ら

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
表
現
に
つ
い
て
は
中
国
太
湖
石
モ
チ
ー
フ

の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
宗
教
的
な
意
味
を
持
つ
と
い
う
説

（A
gnese H

aijim
a

「
雪
舟
絵
画
に
み
ら
れ
る
太
湖
石
の
モ
チ
ー
フ

と
そ
の
意
味
」『
言
葉
と
文
化
』
九
、二
〇
〇
八
年
三
月
）
が
あ
る
。

太
湖
石
は
元
代
に
は
か
な
り
描
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
し
、
元
代
の
画

家
王
蒙
の
台
北
故
宮
博
物
院
蔵
具
区
林
屋
図
軸
の
よ
う
に
、
山
水
図

の
中
に
こ
の
丸
い
穴
の
あ
る
岩
が
描
か
れ
た
作
品
も
あ
る
の
で
、
雪

舟
も
日
本
に
入
っ
て
い
た
中
国
絵
画
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
あ
っ
た
可
能

性
も
あ
る
。
ま
た
中
国
で
学
ん
だ
可
能
性
も
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
岩
壁
の
構
成
に
つ
い
て
熊
谷
宣
夫
氏
は
慧
可
断
臂
図
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の
作
品
解
説
（『
国
華
』
七
〇
〇
号
、一
九
五
〇
年
）
に
お
い
て
「
こ

の
上
方
よ
り
向
右
辺
へ
の
線
と
こ
れ
を
支
ふ
る
向
左
下
辺
よ
り
向
右

辺
へ
の
線
と
の
構
成
は
、
雪
舟
夏
冬
山
水
特
に
そ
の
冬
景
に
於
い
て

こ
れ
と
一
致
す
る
も
の
を
見
得
や
う
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
説
明

は
少
し
わ
か
り
に
く
い
が
、
確
か
に
東
京
国
立
博
物
館
蔵
秋
冬
山
水

図
（
以
前
は
夏
冬
山
水
図
と
呼
ば
れ
て
い
た
）
の
内
の
冬
景
山
水
図

の
遠
山
壁
面
岩
塊
に
よ
る
構
成
と
共
通
す
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ

る
。

　

で
は
達
磨
は
ど
う
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
白
い
衣
を
着

た
達
磨
が
面
壁
し
て
座
す
る
姿
を
描
く
が
、
丁
寧
に
描
か
れ
た
顔
貌

と
簡
潔
に
描
か
れ
た
衣
の
対
比
が
目
立
つ
。
何
よ
り
も
簡
潔
に
描
か

れ
た
衣
の
描
線
が
目
を
引
く
。
こ
の
衣
の
描
線
は
や
は
り
多
く
の
人

達
の
目
を
引
き
、
い
ろ
い
ろ
と
述
べ
ら
れ
て
き
た
。

　

先
の
作
品
解
説
に
お
い
て
熊
谷
宣
夫
氏
は
、「
達
磨
、
慧
可
の
衣

文
を
岩
皴
の
焦
墨
調
に
比
し
て
淡
い
墨
を
以
て
筆
太
の
比
較
的
肥
痩

の
な
い
線
で
処
理
し
、
形
式
的
に
整
美
せ
ら
れ
た
手
法
も
こ
の
図
の

特
色
を
な
す
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
意
見
に
お
お

よ
そ
同
意
す
る
が
、
線
に
つ
い
て
は
多
く
の
部
分
に
お
い
て
比
較
的

で
は
な
く
ほ
と
ん
ど
肥
痩
が
な
い
と
し
た
い
。

　

蓮
実
重
康
氏
は
、『
雪
舟
等
楊
新
論
』（
朝
日
出
版
社
、一
九
七
七
年
）

で
「
衣
は
頭
か
ら
す
つ
ぽ
り
と
全
身
を
被
つ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
太

い
、
同
じ
幅
の
単
純
化
さ
れ
た
線
で
ゆ
る
や
か
に
力
強
く
、
し
か
し
、

は
や
る
心
を
押
え
つ
つ
、
丹
念
に
輪
郭
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

説
明
的
な
描
写
に
よ
ら
な
い
で
極
度
に
単
純
化
し
、
抽
象
化
さ
れ
て

い
る
。
抽
象
化
に
よ
つ
て
含
蓄
の
深
さ
を
示
す
よ
う
で
あ
る
。
よ
く

観
れ
ば
、
こ
の
輪
郭
線
の
下
に
も
、
下
描
き
の
薄
い
線
が
見
ら
れ
る
」

と
記
し
て
い
る
。
説
明
的
な
描
写
と
は
写
実
的
と
い
う
意
味
に
と
っ

て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
下
描
き
の
薄
い
線
の
存
在
に
つ
い
て

は
一
部
だ
け
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

　

島
尾
新
氏
は
『
日
本
美
術
全
集
一
三
』（
講
談
社
、
一
九
九
三
年
）

の
作
品
解
説
に
お
い
て
、「
達
磨
の
衣
の
輪
郭
は
、
ほ
と
ん
ど
同
じ

幅
の
太
い
線
で
あ
る
。
普
通
の
水
墨
の
達
磨
図
に
見
ら
れ
る
速
度
の

あ
る
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ワ
ー
ク
と
肥
痩
の
あ
る
線
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
。
し

か
し
、
こ
の
線
は
外
側
に
沿
っ
て
施
さ
れ
た
暈
し
と
と
も
に
、
達
磨

に
不
思
議
な
迫
力
を
与
え
て
い
る
」
と
し
、
他
の
書
の
作
品
解
説
に

お
い
て
、「
達
磨
の
衣
の
線
は
、
た
し
か
に
「
衣
」
を
表
す
わ
も
の

で
あ
り
な
が
ら
、同
時
に
線
自
体
に
よ
る
デ
ザ
イ
ン
で
も
あ
る
。「
線
」

は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
ひ
と
り
歩
き
し
な
が
ら
、
し
か
し
、
視
覚
的

に
は
あ
る
テ
ー
マ
を
獲
得
し
て
ゆ
く
」
と
し
、
室
町
時
代
の
絵
画
が

水
墨
画
史
の
中
で
獲
得
し
た
数
少
な
い
独
自
の
表
現
可
能
性
の
ひ
と
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つ
と
し
て
高
く
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
島
尾
新
氏
に
と
っ
て
こ
の
図

の
う
ち
で
最
も
注
目
す
べ
き
は
こ
の
衣
の
描
線
で
あ
っ
た
よ
う
に
見

え
る
。
こ
の
「
視
覚
的
に
は
あ
る
テ
ー
マ
を
獲
得
し
て
ゆ
く
」
と
、

蓮
実
重
康
氏
の
「
抽
象
化
に
よ
っ
て
含
蓄
の
深
さ
を
示
す
」
と
は
共

通
す
る
見
方
で
あ
る
と
い
え
そ
う
に
思
え
る
。

　

以
上
は
美
術
史
家
の
意
見
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
人
達
の
意

見
も
見
て
お
き
た
い
。
作
家
の
赤
瀬
川
原
平
氏
は
『
名
画
読
本　

日

本
画
編
』（
光
文
社
、一
九
九
三
年
）
で
こ
の
線
に
つ
い
て
、「
朴
訥
に
、

水
墨
画
と
し
て
は
む
し
ろ
無
愛
想
な
よ
う
な
筆
使
い
で
、
そ
の
白
衣

の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
ぬ
う
っ
、
ぬ
う
っ
、
ぬ
う
、
と
ん
、
ば
あ
、
ば

さ
と
い
う
感
じ
で
引
い
て
い
る
。・
・
・
・
う
ま
い
線
と
か
、
す
か

し
た
線
で
は
な
い
の
だ
。脇
の
下
に
伸
び
る
白
衣
の
皺
の
線
な
ん
て
、

少
し
引
っ
掛
か
り
な
が
ら
よ
ど
ん
で
い
る
し
、
背
中
の
ア
ウ
ト
ラ
イ

ン
も
一
筆
で
引
き
切
れ
ず
に
、
途
中
で
繋
い
で
い
る
。
で
も
そ
れ
が

む
し
ろ
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
、
視
線
が
抵
抗
も
な
く
す
る
す
る
と
吸

い
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
じ
つ
は
し
な
や
か
な
の
だ
」と
書
い
て
い
る
。

「
ぬ
う
っ
、
ぬ
う
っ
、
ぬ
う
、
と
ん
、
ば
あ
、
ば
さ
」
と
は
こ
の
描

線
の
描
い
た
様
子
を
う
ま
く
表
し
て
面
白
い
し
、
こ
の
描
線
に
多
く

の
人
の
興
味
を
引
き
つ
け
る
理
由
を
う
ま
く
表
現
し
て
い
る
。

　

画
家
の
山
口
晃
氏
は
『
へ
ん
な
日
本
美
術
史
』（
祥
伝
社
、

二
〇
一
二
年
）
に
お
い
て
、「
ぽ
っ
て
り
と
し
た
薄
墨
の
線
」
は
「
そ

こ
は
か
な
い
温
か
み
」
を
感
じ
さ
せ
る
と
し
、「
途
中
で
一
息
つ
き

な
が
ら
「
よ
い
し
ょ
」
と
い
う
感
じ
で
描
い
て
い
る
の
が
、
そ
の
ま

ま
絵
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
も
前
の
め
り
に
こ
け
つ
ま

ろ
び
つ
し
て
い
る
精
神
を
感
じ
ま
す
」
と
書
い
て
い
る
。
途
中
で
一

息
と
い
う
の
は
、
達
磨
の
背
中
の
と
こ
ろ
で
衣
の
描
線
が
一
部
や
や

濃
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
け
つ
ま
ろ
び
つ

し
て
い
る
精
神
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
、
躊
躇
す
る
状
況
を
い

う
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
失
敗
し
つ
つ
進
め
る
状
況
を
い
う
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
濃
く
な
っ
た
と
こ
ろ
は
筆
継
ぎ
と
考
え
る
べ
き

所
で
あ
っ
て
、
雪
舟
に
迷
い
は
な
い
よ
う
に
筆
者
に
は
感
じ
ら
れ
る

が
。　
　

　

衣
の
線
は
頭
か
ら
背
さ
ら
に
尻
か
ら
右
股
へ
の
線
、
頭
か
ら
顔
を

囲
む
線
、
肩
か
ら
手
へ
下
る
線
、
右
股
上
の
線
、
地
面
上
の
線
、
腋

下
の
線
、
左
股
上
の
線
な
ど
か
ら
な
る
。
こ
れ
ら
の
線
は
一
応
説
明

の
で
き
る
線
で
は
あ
る
が
、
左
股
上
に
打
た
れ
た
墨
（
赤
瀬
川
原
平

氏
が
「
と
ん
」
と
表
現
し
た
部
分
が
当
て
は
ま
る
の
か
も
し
れ
な
い
）

は
不
思
議
な
存
在
で
、
ど
ん
な
説
明
も
思
い
つ
か
な
い
。

　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
衣
の
描
線
が
極
め
て
特
異
な
線
で
あ
り

雪
舟
の
独
自
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
島
尾
新
氏
も
述
べ
る
と
こ
ろ



　
　
明
兆
筆
達
磨
蝦
蟇
鉄
拐
図
（
東
福
寺
蔵
）
の
内
達
磨
図
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で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
描
線
の
独
自
性
は
先
行
す
る
作
品
の
影
響
下

に
出
来
上
が
っ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

内
山
か
を
る
氏
は
先
に
挙
げ
た
論
文
の
中
で
明
兆
の
影
響
を
述
べ
、

「「
慧
可
断
臂
図
」
は
明
兆
筆
「
達
磨
蝦
蟇
鉄
拐
図
」
の
存
在
な
く
し

て
は
成
立
し
得
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
」
と
ま
で
記
し
て
い
る
。

そ
の
共
通
点
は
、
人
物
表
現
に
お
け
る
線
描
の
固
執
や
色
面
を
括
る

輪
郭
線
を
強
調
す
る
点
、
そ
し
て
濃
墨
・
淡
墨
の
使
用
の
逆
転
を
挙

げ
る
。
確
か
に
明
兆
筆
の
達
磨
図
で
は
線
描
の
固
執
や
色
面
を
括
る

輪
郭
線
の
強
調
は
見
ら
れ
る
に
し
て
も
、
濃
墨
・
淡
墨
の
使
用
の
逆

転
は
そ
れ
ほ
ど
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
由
な
衣
文
線
の
使
用

と
い
う
点
で
は
南
北
朝
時
代
の
黙
庵
の
布
袋
図
な
ど
も
気
に
な
る
存

在
で
あ
る
。
可
翁
筆
の
捨
得
図
の
よ
う
な
作
品
も
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
作
品
の
存
在
を
考
慮
す
れ
ば
、
雪
舟
は
明
兆
の
作
品
だ
け
で
な
く

先
行
す
る
様
々
な
作
品
か
ら
学
び
、
独
自
の
描
線
に
た
ど
り
着
い
た

と
考
え
る
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
雪
舟
は
な
ぜ
淡
墨
で
ほ
と
ん
ど
肥
痩
の
な
い
描
線
を
使
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
畑
靖
紀
氏
が
「
印
象
的
な
細
部
を
引
き

立
た
せ
る
た
め
に
雪
舟
は
、
た
と
え
ば
衣
の
輪
郭
な
ど
に
あ
え
て
均

質
で
シ
ン
プ
ル
な
淡
い
線
描
を
選
ん
だ
」（『
日
本
美
術
全
集
九
』
作

品
解
説　

小
学
館
、
二
〇
一
四
年
）
と
記
す
よ
う
に
、
ま
さ
に
濃
墨

で
描
か
れ
た
達
磨
の
顔
に
注
意
を
向
け
さ
せ
る
た
め
に
選
ん
だ
描
き

方
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
淡
墨
を
使
っ
た
た
め

に
筆
を
起
こ
し
た
り
終
え
た
り
す
る
部
分
に
、
や
や
濃
い
部
分
が
残

っ
た
と
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
か
え
っ
て
そ
の
部
分

こ
そ
、
極
め
て
肥
痩
の
無
い
均
質
と
い
わ
れ
る
線
の
上
に
変
化
を
感

じ
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
雪
舟
の

意
図
に
反
す
る
よ
う
に
、
こ
の
描
線
に
人
の
興
味
が
引
き
つ
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
達
磨
の
顔
で
あ
る
。
そ
れ
は
目
が
大
き
く
て
鼻
が
大
き
く

ひ
げ
の
濃
い
、
近
頃
使
わ
れ
る
言
葉
で
言
え
ば
「
こ
い
」
異
国
的
な

相
貌
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
内
山
か
を
る
氏
は
、
達
磨
蝦

蟇
鉄
拐
図
中
の
達
磨
図
の
面
貌
の
造
作
と
酷
似
す
る
と
指
摘
し
て
い

る
。
確
か
に
異
国
的
な
相
貌
は
近
い
し
、
太
く
て
濃
い
眉
や
髭
や
た

れ
る
よ
う
な
上
目
蓋
の
線
も
共
通
す
る
。
異
な
る
の
は
顔
全
面
の
彩

色
の
濃
淡
と
、
白
目
の
彩
色
の
有
無
で
あ
る
。
明
兆
筆
の
東
福
寺
蔵

達
磨
蝦
蟇
鉄
拐
図
が
中
国
元
時
代
の
画
家
顔
輝
筆
の
知
恩
寺
蔵
蝦
蟇

鉄
拐
図
を
学
ん
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
雪
舟
筆
の
達

磨
の
白
目
は
、
顔
輝
筆
の
鉄
拐
の
白
目
と
同
じ
よ
う
に
白
く
印
象

深
い
。　

　

内
山
か
を
る
氏
は
ま
た
、
先
述
の
正
面
像
の
明
兆
筆
の
達
磨
図
の

目
と
側
面
像
で
あ
る
雪
舟
筆
の
達
磨
図
と
目
が
同
じ
よ
う
に
描
か
れ

る
と
指
摘
し
て
い
る
。こ
れ
に
つ
い
て
は
山
口
晃
氏
は
先
述
書
で「
ダ

ル
マ
の
眼
も
正
面
の
眼
」
と
し
、「
人
間
は
も
の
を
見
た
時
に
、
普

段
一
番
多
く
見
て
い
る
も
の
を
記
憶
に
留
め
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

他
人
と
話
す
時
、
通
常
は
そ
の
人
を
正
面
か
ら
見
て
い
る
事
が
多
い

で
す
か
ら
、目
の
形
の
印
象
は
正
面
か
ら
見
た
も
の
の
印
象
が
強
い
。

で
す
か
ら
、
横
を
向
い
た
顔
で
あ
っ
て
も
、
目
だ
け
は
正
面
見
て
居

る
よ
う
に
描
い
た
方
が
、
現
実
と
は
違
っ
て
い
て
も
「
違
和
感
」
は

少
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
意
見
は

当
た
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
描
き
方
は
違
和
感
が
少

な
い
だ
け
で
は
な
く
、目
は
口
ほ
ど
に
物
を
言
う
と
さ
れ
る
よ
う
に
、

目
に
語
ら
せ
よ
う
と
し
た
と
き
に
は
有
効
な
描
き
方
だ
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
非
写
実
的
な
目
の
描
き
方
は
、
少
な
く
と

も
日
本
の
肖
像
画
を
含
む
人
物
画
中
に
多
く
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

る
。

　

で
は
正
面
視
（
鑑
賞
者
に
対
し
て
真
正
面
に
見
る
）
か
ど
う
か
は

何
に
よ
っ
て
判
断
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
瞳
の
位
置
に
よ
っ
て
こ

れ
を
判
断
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
正
面
を
向
い
た
像
で
瞳
が
ほ
ぼ

目
の
真
ん
中
に
あ
れ
ば
正
面
視
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
に
寄
っ
て
い
る
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の
で
あ
れ
ば
正
面
視
で
は
な
く
そ
の
方
向
を
見
て
い
る
と
判
断
で
き

る
。
そ
う
考
え
た
と
き
雪
舟
の
達
磨
図
の
目
は
正
面
視
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
に
は
、
明
ら
か
に
雪
舟
は
側
面
像

を
描
く
事
を
考
え
瞳
を
鼻
側
に
寄
せ
て
、
正
面
視
で
は
な
い
よ
う
に

描
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
写
実
的
に
側
面
像
の
目
を
描
く
な
ら
ば
瞳

を
さ
ら
に
鼻
側
に
寄
せ
目
を
ず
っ
と
狭
く
描
く
し
か
な
い
。
そ
れ
で

は
目
に
語
ら
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。
語
ら
せ
る
こ
と
と
側
面
像
で
あ

る
こ
と
の
結
果
と
し
て
出
来
上
が
っ
た
の
が
こ
の
目
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

　

達
磨
の
目
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ
ふ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
あ
る
。
そ
れ
は
瞳
が
上
目
蓋
に
か
か
る
ほ
ど
に
上
方
を
見
る
よ

う
に
描
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
雪
舟
筆
の
達
磨
図
だ

け
で
は
な
い
。
明
兆
筆
の
達
磨
図
も
有
名
な
蘭
渓
道
隆
賛
の
向
嶽
寺

蔵
達
磨
図
も
そ
う
な
の
で
あ
り
、
固
山
一
鞏
賛
の
玉
蔵
院
蔵
芦
葉
達

磨
図
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。
達
磨
図
以
外
で
も
伝
曽
我
蛇
足
筆
の
真

珠
庵
蔵
臨
済
義
玄
像
も
や
は
り
同
じ
で
あ
る
。
臨
済
像
が
ま
さ
に

「
喝
」
と
発
し
た
時
の
厳
し
い
表
情
を
描
い
た
と
考
え
る
と
、
こ
れ

は
虚
空
を
に
ら
む
よ
う
な
表
現
に
よ
っ
て
、
達
磨
の
厳
し
い
心
の
有

り
様
を
表
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　

慧
可
を
見
て
み
よ
う
。
法
衣
と
袈
裟
を
着
け
た
慧
可
の
上
半
身
の

み
を
描
い
て
い
る
。
慧
可
は
切
り
落
と
し
た
左
腕
を
袈
裟
の
上
に
載

せ
右
手
で
捧
げ
る
。
顔
は
達
磨
と
同
じ
よ
う
に
側
面
像
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
。
法
衣
と
袈
裟
の
描
線
は
、
達
磨
の
衣
の
描
線
と
同
じ
よ

う
に
薄
墨
を
用
い
て
い
る
が
、
や
や
細
い
。
し
か
も
や
や
た
ど
た
ど

し
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
肥
痩
が
生
じ
た
り
も
し
て
い
る
。
そ

の
こ
と
は
背
か
ら
肩
そ
し
て
腕
へ
の
描
線
を
み
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。

袈
裟
の
描
線
に
は
無
駄
な
線
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
雪

舟
は
こ
れ
ら
の
描
線
を
そ
れ
ほ
ど
丁
寧
に
描
こ
う
と
は
思
わ
な
か
っ

た
と
し
か
、
筆
者
に
は
見
え
な
い
。
左
腕
の
切
口
は
墨
線
に
朱
線
を

重
ね
る
が
、
こ
れ
も
す
う
ー
と
描
く
の
で
は
無
く
筆
の
進
ま
な
い
感

が
あ
る
。

　

上
目
蓋
の
形
は
達
磨
の
そ
れ
と
近
似
す
る
が
、
下
目
蓋
は
中
央
部

が
高
く
な
る
よ
う
に
描
か
れ
て
お
り
、
目
を
細
め
た
よ
う
に
表
現
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
瞳
は
鼻
の
方
に
寄
せ
ら
れ
て
、
側
面
像
に
対
応
さ

せ
て
い
る
。
達
磨
の
場
合
髭
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
て
い
た
唇
が
慧
可
で

は
描
か
れ
、
朱
が
塗
ら
れ
て
い
る
点
は
目
を
引
く
。
他
に
達
磨
像
に

描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
に
、
額
や
眉
間
の
皺
と
耳
が
あ
る
。
耳

に
つ
い
て
は
、
山
口
晃
氏
も
前
掲
書
に
書
く
よ
う
に
後
ろ
か
ら
描
い

た
耳
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
成
り
立
つ
の
は
雪
舟
の
頭
の
中
で
で

き
た
絵
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。
後
ろ
か
ら
描
い
た
理
由
は
、
達
磨
と
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慧
可
の
位
置
関
係
か
ら
慧
可
は
か
な
り
背
を
向
け
た
よ
う
に
描
く
べ

き
と
こ
ろ
、
顔
の
表
情
を
表
す
た
め
に
は
側
面
像
と
し
て
描
く
し
か

な
く
、
当
然
体
も
側
面
を
描
く
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
本
当
は
背
面
を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
を
示
す
た
め

に
、
耳
の
背
面
だ
け
を
描
い
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
さ
に

雪
舟
の
頭
の
中
で
出
来
上
が
っ
た
姿
な
の
で
あ
る
。

　

よ
く
見
る
と
こ
の
耳
の
輪
郭
線
も
、
頭
か
ら
顔
へ
の
輪
郭
線
も
流

れ
な
い
線
で
あ
る
。
時
に
は
途
切
れ
時
に
太
く
時
に
細
く
時
々
突
っ

か
か
る
よ
う
で
あ
る
。
達
磨
の
顔
の
輪
郭
線
の
方
は
流
れ
、
突
っ
か

か
る
所
が
あ
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
と
す
れ
ば
慧
可
を
描
く
時
に

は
達
磨
を
描
く
時
ほ
ど
の
緊
張
感
を
持
っ
て
描
く
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
、
も
し
く
は
し
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
七
七
歳
と
い
う

老
い
の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の

よ
う
に
慧
可
の
顔
部
の
描
線
は
達
磨
の
顔
部
の
描
線
ほ
ど
の
よ
さ
を

示
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
顔
部
は
袈
裟
や
法
衣
よ
り
も
濃
い
描
線

で
丁
寧
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
顔
に
鑑
賞
者
の
目
を
引
き

つ
け
よ
う
と
い
う
意
図
を
表
す
こ
と
に
は
成
功
し
て
い
る
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。

　
　

　

雪
舟
の
描
き
方
か
ら
見
て
、
雪
舟
が
力
を
入
れ
て
描
い
た
の
は
岩

壁
と
、
達
磨
の
面
貌
、
そ
し
て
慧
可
の
面
貌
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

岩
壁
は
禅
宗
に
と
っ
て
は
極
め
て
重
要
な
出
来
事
の
起
こ
る
厳
粛
な

空
間
を
作
り
出
す
も
の
で
あ
り
、
達
磨
の
面
貌
は
達
磨
の
心
の
状
況

を
、
慧
可
の
面
貌
は
慧
可
の
心
の
状
況
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
画
像
を
見
る
者
に
そ
れ
ら
に
注
目
さ
せ
る
た
め
に
、
雪
舟
は
構
図

や
描
線
に
大
い
な
る
工
夫
を
し
た
の
で
あ
る
。

  

筆
者
は
、
実
は
少
し
前
ま
で
は
達
磨
の
面
貌
は
あ
る
心
の
動
き
を

表
現
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
。
達
磨
の
言
葉
に
応
じ
て
左
腕
を
切

っ
て
呈
し
た
慧
可
の
行
動
の
意
味
を
理
解
し
、
お
や
こ
い
つ
は
わ
か

っ
て
い
る
な
と
い
う
少
し
ば
か
り
の
驚
き
を
表
現
し
て
い
る
と
思
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
上
方
を
に
ら
む
よ
う
な
目
の
表
現
に
よ
っ
て

で
あ
る
。
し
か
し
す
で
に
記
し
た
よ
う
に
こ
れ
は
多
く
の
達
磨
単
独

像
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
達
磨
の
心
の
厳
し
さ
を
示
す
と
解

す
る
の
が
当
た
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
達
磨
も
決
し
て
驚
い
て

い
る
の
で
は
無
い
こ
と
に
な
る
。
達
磨
は
慧
可
が
左
腕
を
切
る
こ
と

く
ら
い
で
驚
く
は
ず
も
無
い
の
で
あ
る
。
一
方
慧
可
の
顔
は
下
目
蓋

を
あ
げ
た
細
い
目
、
下
方
に
弧
を
描
く
眉
毛
、
そ
れ
に
眉
間
の
皺
に

よ
り
、
情
け
な
い
表
情
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
手
の

痛
さ
を
耐
え
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
慧
可
の
願
い
に
対
す
る

達
磨
の
対
応
を
待
つ
必
死
の
面
持
ち
と
と
ら
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
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う
。
小
林
秀
雄
氏
は
慧
可
を
「
た
っ
た
今
切
っ
た
自
分
の
腕
を
、
外

れ
た
人
形
の
腕
で
も
拾
っ
た
様
な
顔
で
持
っ
て
い
る
男
」（「
雪
舟
」

『
芸
術
新
潮
』、
一
九
五
〇
年
三
月
）
と
書
い
た
。
小
林
秀
雄
氏
は
慧

可
の
表
情
を
手
の
痛
さ
に
耐
え
て
い
る
表
情
と
は
感
じ
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
慧
可
も
肉
体
の
痛
み
に
堪
る
こ
と
が
決
意
の
証
明
で
あ

る
と
考
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、暴
力
集
団
の
あ
る
行
為
と
変
わ
ら
ず
、

達
磨
も
慧
可
を
見
放
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
腕
を
切
る
こ
と
は

法
を
求
め
て
身
を
忘
れ
る
象
徴
的
な
行
為
と
認
め
た
か
ら
こ
そ
、
達

磨
は
慧
可
の
次
の
願
い
に
応
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
達
磨
の
対
応

に
よ
っ
て
慧
可
は
大
悟
し
た
。
こ
の
場
面
は
長
谷
川
三
郎
氏
の
い
う

「
二
人
の
真
実
探
求
者
達
の
劇
的
な
出
会
い
の
場
面
」（「
雪
舟
」『
三

彩
』
三
三
号
、
一
九
五
六
年
）
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

我
々
凡
人
に
と
っ
て
は
、
腕
を
切
る
と
は
痛
く
残
酷
な
行
為
で
あ

る
。
そ
の
痛
み
に
耐
え
る
覚
悟
を
示
す
こ
と
が
慧
可
の
狙
い
で
あ
っ

た
と
考
え
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
も
し
そ
う
い
う
慧
可
と
そ
れ
に

応
ず
る
達
磨
と
し
て
、
雪
舟
が
こ
の
図
を
描
い
た
と
し
た
ら
、
禅
僧

と
し
て
の
雪
舟
の
境
地
を
疑
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
落
款
に
中
国
天
童
寺
の
第
一
座
に
ま
で
上
っ
た
と
ま
で
記
す
雪
舟

が
、
そ
の
よ
う
に
描
い
た
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
左
腕
切
断
は

ま
だ
重
要
な
出
来
事
の
過
程
に
す
ぎ
ず
、
最
も
重
要
な
慧
可
の
大
悟

が
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
狩
野
一
渓
の
『
後
素
集
』
に
「
二
祖

安
心
図　

二
祖
雪
中
に
立
て
左
手
指
出
し
右
に
刀
を
持
ち
、
臀
を
切

て
達
磨
に
献
ず
る
、
其
時
始
て
言
を
出
す
と
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、

こ
の
図
は
二
祖
安
心
図
と
呼
ぶ
方
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

最
後
に
落
款
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
落
款
は

画
面
向
か
っ
て
左
や
や
下
寄
り
に
慧
可
に
重
な
ら
な
い
よ
う
に
「
四

明
天
童
第
一
座
雪
舟
七
十
七
歳
圖
之
」
と
記
し
て
い
る
。
印
は
雪
舟

（
朱
文
鼎
印
）
と
等
楊
（
朱
文
方
印
）
で
あ
る
。
両
印
と
も
珍
し
い

印
で
は
あ
る
が
、
朱
文
方
印
は
雪
舟
筆
の
瑠
璃
光
寺
蔵
全
岩
東
純
像

の
印
と
同
じ
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
四
明
天
童
と
は
中
国
寧
波
地

方
に
あ
る
天
童
寺
の
こ
と
で
、
中
国
五
山
の
内
の
第
二
山
に
列
せ
ら

れ
た
大
寺
で
、
道
元
の
修
行
し
た
寺
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
よ
う
な
寺
で
弟
子
と
し
て
第
一
座
の
地
位
を
与
え
ら
れ
た
こ
と

は
、
そ
れ
が
実
態
を
持
た
な
い
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
、
禅
僧
と
し

て
の
雪
舟
に
と
っ
て
は
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち

が
い
が
な
い
。
こ
の
「
天
童
第
一
座
」
が
落
款
の
中
に
書
き
入
れ
ら

れ
て
い
る
作
品
は
、
毛
利
博
物
館
蔵
の
四
季
山
水
図
巻
（
山
水
長
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巻
）、
東
京
国
立
博
物
館
蔵
の
山
水
図
（
破
墨
山
水
図
）、
藤
田
美
術

館
蔵
の
雪
舟
自
画
像
（
模
本
で
は
あ
る
が
、
原
本
は
雪
舟
自
筆
と
考

え
ら
れ
る
）、
そ
れ
に
こ
の
慧
可
断
臂
図
で
あ
る
。
四
季
山
水
図
巻

は
雪
舟
に
と
っ
て
も
極
め
て
重
要
な
作
品
で
あ
っ
た
し
、
山
水
図
と

自
画
像
は
弟
子
に
印
可
の
証
と
し
て
与
え
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
慧
可
断
臂
図
は
禅
宗
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
出
来
事
を
描

い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
重
要
な
作
品
だ
か
ら
こ
そ
落
款
に
「
天
童

第
一
座
」
を
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

図
版
出
典

慧
可
断
臂
図
・
・
・『
雪
舟
』

（
日
本
美
術
絵
画
全
集
四
巻
、
集
英
社　

一
九
七
六
年
）　

達
磨
蝦
蟇
鉄
拐
図
・
・
・『
如
拙
・
明
兆
』

（
日
本
美
術
絵
画
全
集
一
巻
、
集
英
社　

一
九
七
七
年
）
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