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海

北

友

松

ー
伝
記
と
研
究
i

河

ム、
口

正

朝

桃
山
時
代
の
特
異
な
水
墨
画
家
と
し
て
知
ら
れ
る
海
北
友
松
に
就
い
て
は
、
古
く
か
ら
論
及
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
高
名
な
画
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家
が
、
芸
術
的
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
当
代
作
家
の
う
ち
で
は
珍
ら
し
く
そ
の
作
品
に
正
し
く
落
款
印
章
を
残
し
、
ま
た
は
比
較
的
詳
し

い
伝
記
も
伝
わ
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
研
究
が
容
易
に
行
わ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
こ
と
が
今
日
で
は
、
桃
山
画
壇
に
於
け
る
彼
の
位
置
を
安

易
に
決
定
さ
せ
、
常
識
的
理
解
の
範
囲
に
於
て
友
松
論
を
定
説
化
さ
せ
る
と
い
う
結
果
に
陥
ち
い
ら
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
友
松
に
関
す
る
本

格
的
な
研
究
は
、
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
い
。
こ
の
様
な
現
状
に
於
て
積
極
的
に
友
松
研
究
を
行
お
う
と
す
る
場
合
、
ま
ず
は
問
題
を
文
献
的
に
整
理
す
る
こ
と

が
急
務
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

従
っ
て
本
稿
で
は
、
今
日
知
ら
れ
る
主
な
る
文
献
、
史
料
の
紹
介
に
主
眼
を
置
き
、
ま
ず
は
既
に
発
表
さ
れ
た
諸
先
学
の
研
究
の
あ
と
を
辿
っ
て
、
そ
れ
ら

の
諸
論
考
を
紹
介
し
、
友
松
研
究
の
発
展
の
あ
と
を
整
理
す
る
。
次
い
で
、
友
松
の
伝
記
的
研
究
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
れ
に
関
す
る
出
来
る
限
り
の
史
料
を
渉

猟
し
、
い
く
ら
か
の
批
判
を
加
え
な
が
ら
よ
り
確
実
な
友
松
伝
に
近
づ
こ
う
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
史
料
の
蒐
集
を
主
に
し
た
考
察
は
、
応
々
に
し

て
羅
列
的
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
、
必
ず
し
も
現
在
の
友
松
研
究
の
持
つ
問
題
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
が
、
文
献
の
整
理
や
過
去
の
諸
論
考
の
整
理
が
新
し
い
探

究
へ
の
踏
石
と
な
れ
ば
良
い
と
思
い
こ
こ
に
結
論
の
な
い
報
告
を
敢
て
提
出
す
る
こ
と
に
し
た
。



明
治
時
代
以
降
の
友
松
研
究
は
、
先
づ
前
田
呑
雪
、
川
村
文
芽
の
両
氏
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
両
氏
の
友
松
論
は
、
大
正
四

年
に
友
松
残
後
三
百
年
を
迎
え
た
事
に
起
因
す
る
も
の
で
、
共
に
海
北
家
所
伝
の
資
料
を
そ
の
論
拠
と
し
て
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
共
通
し
て
い
る
。

前
田
香
雪
氏
は
、
大
正
四
年
国
華
倶
楽
部
並
び
に
日
本
鑑
定
会
の
席
上
で
、
明
治
廿
八
年
真
如
堂
の
友
松
墓
所
の
ほ
か
、
京
都
在
住
の
海
北
家
を
訪
ず
れ
、

同
家
に
海
北
友
松
夫
妻
像
及
び
後
陽
成
天
皇
御
下
賜
の
女
房
奉
書
な
ど
の
友
松
関
係
資
料
の
存
す
る
こ
と
を
報
告
し
、
こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
っ
て
本
朝
画
史
以

来
信
じ
ら
れ
て
い
た
友
松
伝
に
幾
つ
か
の
誤
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。

(2
>

川
村
文
芽
氏
も
前
田
氏
に
次
い
で
海
北
家
の
資
料
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
「
海
北
友
松
残
後
三
百
年
に
当
り
友
松
を
伝
す
」
と
い
う
一
文
の
中
で
主
に
友
松

夫
妻
像
の
図
上
賛
文
を
資
料
と
し
て
友
松
伝
を
展
開
し
て
い
る
。
同
氏
は
ま
た
、
新
た
に
朝
鮮
国
王
へ
友
松
の
墨
竜
図
扉
風
を
贈
っ
た
こ
と
に
因
縁
あ
る
朴
大
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根
書
状
や
友
松
筆
の
妙
心
寺
塔
頭
大
通
院
の
書
院
及
び
客
室
の
襖
絵
の
画
稿
が
海
北
家
に
伝
わ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
特
に
現
存
し
な
い
大
通
院
の
襖
絵

草
稿
を
図
版
と
し
て
紹
介
し
た
こ
と
は
注
目
に
価
す
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
前
回
、
川
村
両
氏
の
功
績
は
、
江
戸
時
代
以
来
の
画
伝
類
の
記
述
の
み
に
よ
っ
て
い
た
友
松
伝
を
第
二
義
的
な
史
料
を
も
含
め
た
根
本
史
料

に
よ
っ
て
再
検
討
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
従
っ
て
こ
れ
以
後
の
友
松
伝
は
、
海
北
家
所
伝
の
資
料
、
就
中
友
松
夫
妻
像
上
部
の
賛
に
よ
る
こ
と

が
殆
ん
ど
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
多
く
の
疑
問
を
含
み
な
が
ら
現
在
ま
で
固
守
さ
れ
て
い
る
。

相
見
香
雨
氏
は
、
前
田
、
川
村
両
氏
の
後
を
う
け
て
、
大
正
六
年
九
月
の
「
美
術
新
報
」
か
ら
四
回
に
亘
っ
て
「
海
北
友
松
」
を
連
載
し
八
前
記
両
氏
の
紹

介
せ
ら
れ
た
も
の
に
往
々
誤
伝
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
考
察
の
異
る
点
が
あ
る
を
指
摘
し
、
ま
た
其
他
未
だ
世
に
公
に
せ
ら
れ
な
い
文
書
を
、
少
し
く
重
復
を
免

れ
な
い
点
も
あ
る
が
総
合
し
て
起
草
し
た
〉
の
で
あ
る
。
相
見
氏
の
提
出
し
た
史
料
と
は
、
付
海
北
友
松
夫
妻
画
像
。
海
北
家
系
図
伺
海
北
家
由
緒
記
回
同
別

本
国
女
房
奉
書
付
中
院
通
勝
卿
添
状
帥
朝
鮮
人
朴
大
根
手
簡
仙
門
事
本
類
多
数
な
ど
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
海
北
家
資
料
の
全
貌
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
以
上
の

海
北
家
資
料
の
他
に
新
ら
た
に
石
田
三
成
と
友
松
の
交
友
関
係
を
示
す
史
料
と
し
て
「
九
州
下
拘
記
」
（
府
保
文
書
）
の
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
お
り
、
又
、
友



松
と
朝
鮮
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
玄
蘇
景
徹
の
「
仙
巣
稿
」
を
引
い
て
述
べ
て
い
る
。
相
見
氏
の
友
松
伝
は
、
多
く
の
史
料
を
用
い
て
流
石
に
論
証
も
細
か

<3
)

く
、
前
回
、
川
村
両
氏
よ
り
一
歩
進
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
氏
は
、
そ
の
後
「
海
北
友
松
並
に
其
系
統
の
人
々
」
と
い
う
一
文
を
再
び
草
し
、
こ
こ
で
も
殆
ん
ど

前
述
の
諸
史
料
に
よ
っ
て
そ
の
所
説
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
唯
、
友
松
夫
妻
像
の
賛
文
の
全
文
を
提
示
し
た
こ
と
、
友
松
父
兄
の
事
歴
に
触
れ
て
い
る
こ
と

ろ
に
前
稿
に
な
い
新
ら
し
さ
が
あ
る
。
ま
た
氏
は
、
〈
友
松
は
武
人
と
し
て
も
一
か
ど
の
器
量
の
あ
っ
た
人
物
で
、
志
を
得
た
な
ら
ば
一
城
の
主
た
る
を
得
た

の
で
あ
ろ
う
〉
と
し
、
像
賛
を
引
い
て
〈
誤
落
芸
家
・
願
乗
時
運
市
起
武
門
続
父
祖
志
・
以
伝
子
孫
身
・
と
あ
る
の
を
見
て
も
、
武
門
の
再
興
が
願
望
で
あ
っ

て
、
そ
の
為
に
還
俗
も
し
た
の
で
あ
ろ
う
〉
そ
し
て
〈
還
俗
し
た
の
は
、
父
兄
が
小
谷
城
で
戦
死
し
た
後
、
間
も
な
い
頃
、
即
ち
友
松
が
凡
そ
四
十
才
余
の
頃

で
あ
ろ
う
〉
と
、
友
松
に
つ
い
て
の
一
つ
の
適
確
な
性
格
づ
け
を
し
、
武
人
画
家
と
し
て
の
面
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
だ
そ
の
伝
歴
を
作

品
と
の
関
係
に
於
て
は
論
じ
よ
う
と
し
て
は
い
な
い
。

(4
) 

高
柳
光
寿
氏
の
「
海
北
友
松
に
就
い
て
」
は
、
主
に
史
料
の
方
面
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
、
海
北
家
資
料
の
他
に
友
松
に
つ
い
て
は
、
丹
青
若
木
集
、
画
工

便
覧
、
本
朝
画
史
、
画
事
備
考
、
本
朝
画
纂
、
画
乗
要
略
、
扶
桑
名
画
伝
、
弁
玉
集
、
茶
道
釜
蹄
、
北
窓
蹟
談
、
道
意
随
筆
な
ど
に
記
事
が
見
ら
れ
る
こ
と
、

ま
た
友
松
と
禅
僧
の
聞
に
は
交
友
関
係
が
あ
っ
て
、
仙
巣
稿
、
古
澗
慈
稽
和
尚
口
水
集
、
集
雲
守
藤
和
尚
遺
稿
集
等
の
中
に
友
松
の
画
に
対
す
る
賛
の
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
妙
心
寺
文
書
の
中
か
ら
友
松
の
扉
風
画
の
揮
華
料
に
関
す
る
一
通
を
発
見
し
、
現
存
の
妙
心
寺
蔵
牡
丹
梅
花
園
扉
風
、
琴
棋

書
画
図
扉
風
、
寒
山
拾
得
三
酸
図
扉
風
、
商
山
四
階
太
公
望
図
扉
風
の
四
双
の
い
ず
れ
か
、
或
は
全
て
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
お
り
、
い
わ
ば
史

料
の
紹
介
と
い
う
形
で
終
っ
て
い
る
。
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(5
) 

「
桃
山
時
代
障
壁
画
図
集
」
の
解
説
に
於
て
、
昭
和
四
年
東
京
帝
室
博
物
館
表
慶
館
に
出
陳
さ
れ
た
京
都
御
所
旧
蔵
の
扉
風
を
含
む
十
二

点
の
桃
山
扉
風
を
紹
介
し
解
説
す
る
が
、
そ
の
う
ち
墨
画
山
水
図
扉
風
、
網
干
図
扉
風
、
浜
松
図
を
友
松
真
蹟
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
氏
は
、
こ
れ
ら
の
三

秋
山
光
夫
氏
は
、

点
の
友
松
画
の
解
説
に
先
だ
っ
て
友
松
伝
に
も
触
れ
る
が
、
こ
こ
で
氏
は
前
出
の
既
に
発
見
さ
れ
て
い
る
友
松
資
料
を
極
め
て
巧
み
に
要
領
よ
く
整
理
し
、

貫
し
た
友
松
伝
を
形
成
す
る
。
こ
と
に
墨
画
山
水
図
に
関
係
し
て
は
「
智
仁
親
王
御
日
記
」
を
引
い
て
友
松
の
画
事
に
関
す
る
根
本
史
料
を
与
え
ら
れ
た
こ
と

は
特
記
す
べ
き
で
、
氏
の
功
績
は
、
山
水
図
を
始
め
と
し
て
提
出
さ
れ
た
三
図
が
い
づ
れ
も
八
条
宮
家
伝
来
の
品
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
主
に
八
条
宮
家
と



友
松
の
関
係
か
ら
考
察
し、

史
料
の
面
か
ら
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。

真
蹟
と
さ
れ
た
三
図
に
つ
い
て
は
、
次
の
様
な
画
風
の
諸
特
色
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
は
ち
、

山
水
図
は
、
〈
巧に
減
筆
法
を
行
い
、
独
特
の
様
式
化
を
発揮
し
た
〉
〈樹
木
、
樹
葉
等
濃
墨
を
以
て

描
き
、
別
扶
し
た
様
な
壮
烈
な
筆
鋒
を
見
せ
る
の
に
対
し
、
山
岳、

倫
明
石は
穏
雅
清
潤
な
墨
の
濃
淡
を

東京国立博物館蔵

見
せ
、
柔
い
丸
味
を
帯
び
た
描
写
を
な
し
、

織
は
至
っ
て
少
し
く

、

永
徳
や
山
楽
の
絵
に
見
る
様
な
強

い
斧
勢
織
は
殆
ん
ど
用
い
て
い
な
い
。
し
か
も
そ
の
穏
柔
の
中
に
勤
健
の
気
を
失
は
ず
観
者
を
し
て
沈

静
荘
重
の
感
を
催
さ
し
め
る
〉

〈
筆致
墨
情
が
朝
鮮
画
に
酷
似
し
て
い
る〉
〈
慶長
七
年
十
一
月
の
年

記
が
あ
る
〉
（
第
一
図
〉
。
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浜
松
図
は
、
〈
友
松
筆
と
し
て
は
、
疑
問
を
懐
く
も
の
も
あ
る
が〉八橋
を
初
め
岩
石
土
坂
に
は
墨
画

山水図

の
趣
致
を
見
せ
〉
〈
水
墨
を
基
調
と
す
る
友
松
の
趣
味
の
表
現
と
云
ふ
べ
き〉
と
友
松
真
蹟
と
判
定
し

て
い
る
。

そ
し
て

〈本
図
の
制
作
動
機
は
、
博
多
旅
行
の
印
象
に
負
う
と
こ
ろ
が
あ
る〉
〈製
作
年
代

第 1 図

は
慶
長
三
年
を
余
り
隔
ら
な
い
頃
の
作
で
あ
ろ
う
〉
と
し
て
い
る
。

網
干
図
扉
風
は
、

〈
声
の
穂
や
網
の
干
扉
等
の
手
法
に
は
、
明
ら
か
に
友
松
の
特
色
が
出
て
を
り
〉

〈
三
尺
に
余
る
芦と
緑
青
の
つ
け
た
て
が
自
由
に
描
い
て
ゐ
る
暢
達
し
た
手
腕
に
驚
嘆
さ
れ
る
V。

な

ど
の
特
色
が
そ
れ
で
、
こ
れ
ら
の
点
に
よ
っ
て
三
図
を
友
松
真
蹟
と
認
め
る
。
秋
山
氏
の
こ
の
論
文

は
、
今
ま
で
の
友
松
論
が
彼
の
伝
歴
の
面
を
考
察
す
る
こ
と
に
終
始
し
て
い
た
の
に
対
し
、
実
際
に
作

品
を
取
上
げ

、

友
松
の
画
風
の
面
に
も
触
れ
て
い
る
こ
と
は
、
友
松
研
究
に
一
局
面
を
拓
く
も
の
と

命
い

え
よ
う
。



堀
井
三
友
氏
の
「
隠
れ
た
る
襖
絵
｜
海
北
友
松
島
町
は
、
建
仁
寺
塔
頭
の
大
中
堅
議
院
の
友
松
葉
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先

だ
っ
て
〈
A
、
妙
心
寺
、
琴
棋
書
画
扉
風
以
下
六
面
三
双
、B
桂
離
宮
山
水
図
扉
風
六
曲
半
双
、
建
仁
寺
塔
頭
大
中
院
襖
絵
、
C

桂
離
宮
干
網
扉
風
六
曲
一

双
、
同
浜
松
扉
風
、
六
曲
一
双
、
D

建
仁
寺
本
坊
方
丈
襖
貼
付
絵
、
禅
居
庵
襖
貼
付
絵
、
勧
修
寺
雲
竜
図
六
曲
扉
風
一
双
、
E

霊
洞
院
襖
貼
付
絵
、
同
琴
棋
書

画
図
六
曲
扉
風
一
双
、
同
袋
人
物
扉
風
六
曲
半
双
〉
を
友
松
の
代
表
作
と
し
て
あ
げ
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
標
示
を
も
っ
て
画
風
的
に
共
通
す
る
五
グ
ル
ー
プ
を

想
定
し
て
い
る
。
こ
の
上
に
立
っ
て
大
中
院
、
霊
洞
院
の
襖
を
比
較
対
照
し
そ
の
画
風
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
が
、
全
体
と
し
て
必
ず
し
も
確

実
な
友
松
様
式
を
規
定
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
妙
心
寺
蔵
本
中
の
高
山
四
倍
太
公
望
六
曲
一
双
、
巌
子
陵
虎
渓
三
笑
図
二
曲
一
双

に
つ
い
て
従
来
の
友
松
説
を
否
定
し
、
〈
山
楽
一
派
の
筆
致
を
襲
套
し
た
者
の
作
〉
と
し
た
と
こ
ろ
に
堀
井
氏
の
功
績
を
認
め
た
い
と
思
う
。

な
お
同
氏
は
、

こ
の
論
文
に
於
て
、
従
来
紹
介
さ
れ
た
史
料
、
特
に
、
丹
青
若
木
集
、
本
朝
画
史
、
友
松
夫
妻
像
図
上
賛
、
海
北
家
由
緒
書
、
女
房
奉
書
、
朴
大
根
書
状
、
妙

心
寺
文
書
等
の
史
料
の
全
文
を
再
録
し
て
お
り
研
究
の
便
に
資
し
て
い
る
。

田
中
豊
蔵
氏
の
「
安
土
桃
山
時
代
の
絵
画
」
は
、
永
徳
、
友
松
、
等
伯
、
山
楽
等
の
画
家
を
取
り
あ
げ
安
土
桃
山
時
代
の
絵
画
の
全
貌
を
概
説
風
に
記
述
す

る
も
の
で
、
簡
便
な
中
に
も
近
世
画
研
究
に
多
く
の
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
氏
は
、
友
松
の
傾
向
、
画
風
、
技
巧
の
全
貌
を
窺
ふ
に
足
る
代
表
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作
と
し
て
、
妙
心
寺
蔵
牡
丹
及
梅
花
図
一
双
（
第
二
図
〉
、
三
酸
及
寒
山
拾
得
図
一
双
、
琴
棋
書
画
図
一
双
、
霊
洞
院
蔵
の
琴
棋
書
画
図
一
双
、
建
仁
寺
本
坊

方
丈
の
襖
絵
竹
林
七
賢
、
花
鳥
、
琴
棋
書
画
、
雲
竜
、
山
水
の
各
図
、
北
野
天
神
社
蔵
の
雲
竜
図
一
双
、
禅
居
庵
蔵
松
竹
梅
図
襖
絵
、
東
京
国
立
博
物
館
蔵
山

水
図
、
御
物
干
網
図
、
浜
松
図
各
一
双
な
ど
を
あ
げ
、
友
松
の
特
質
を
主
に
作
品
の
面
か
ら
考
察
し
て
い
る
。

〈
梅
花
牡
丹
の
一
双
は
濃
彩
花
丹
に
於
け
る
当
代
の
一
傑
作
で
、
縦
横
に
友
松
の
巨
腕
を
窺
う
べ
き
も
の
で
あ
る
〉
〈
梅
の
幹
を
画
く
に
一
種
の
濃
墨
破
筆
を

用
ひ
て
痩
硬
の
状
態
を
示
し
、
殊
に
梢
枝
を
画
く
に
当
っ
て
は
、
か
の
元
信
か
ら
永
徳
へ
伝
へ
た
技
巧
を
一
層
発
展
さ
せ
て
、
力
強
く
援
ね
て
行
く
姿
に
愈
々

武
人
ら
し
い
腕
の
冴
え
を
見
せ
る
〉
〈
稜
々
た
る
墨
の
骨
格
が
常
に
同
画
面
を
統
卒
し
て
、
色
彩
と
い
ふ
も
要
す
る
に
こ
の
墨
骨
に
沿
う
て
按
排
せ
ら
れ
て
い

る
〉
〈
こ
こ
に
友
松
画
の
も
つ
不
思
議
な
力
が
あ
り
、
こ
れ
を
作
者
が
武
漉
を
参
禅
に
よ
っ
て
鍛
練
し
た
気
陪
の
現
わ
れ
と
み
る
〉
〈
豪
華
の
中
に
寓
せ
ら
れ
た

一
種
親
し
む
べ
き
自
然
の
生
趣
こ
れ
叉
友
松
の
作
品
を
通
じ
る
も
の
〉
〈
友
松
水
墨
画
の
絶
境
を
語
る
も
の
は
建
仁
寺
の
襖
で
あ
ろ
う
〉
〈
室
中
を
飾
る
竹
林
七



賢
図
は
、
そ
ゆ
晩
年
工
夫
し
た
「
袋
人
物
」
と
称
す
る
も
の
で
、
永
徳
以
来
梁
措
の

滅
筆
画
風
を

引
く
と
い
わ
れ
る
が
、
宋
人
梁
楢
と
は
異
り
、一
種
寛
々
た
る
風
格
を
示
し
て
い
る
〉
と
述
べ
て

い
る
他
、
各
図
に
つ
い
て
も
一
定
の
評
価
を
下
し
て
い
る
が
、
殊
に
東
博
蔵
の
山
水
図
の
画
風
に

徳
川
氏
蔵
の
蛇
足
印
あ
る
山
水
図
と
の
関
係
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
友
松
画
に
対
す
る
一

つ
い
て
解
釈
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。

妙心寺蔵

か
く
し
て
田
中
氏
の
こ
の
見
解
は
、
今
ま
で
行
わ
る
べ
く
し
て
行
わ
れ
得
な
か
っ
た
友
松
の
画

風
面
か
ら
の
考
察
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
一
層
適
確
に
友
松
画
の
特
質
を
明
ら

か
に
し
て
得
た
の
で
あ
り
、
氏
の
意
見
は
現
在
の
友
松
観
に
直
接
的
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。

梅花図扉風

こ
こ
に
至
っ
て
よ
う
や
く
友
松
の
本
格
的
な
研
究
が
開
始
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
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次
い
で
土
居
次
義
氏
は
、
京
都
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
友
松
展
を
期
に
「
海
北
友
松
名
画
集
」

を
著
し
友
松
の
代
表
作
と
目
さ
れ
る
十
七
点
と
海
北
家
所
伝
の
資
料
四
点
を
図
版
と
し
て
提
示

(8
) 

し
、
各
々
に
解
説
を
加
え
た
。
ま
た
同
氏
は
「
石
原家
の
海
北
友
松
筆
扉
風
に
就
い
て
」
と
い
う

第 2 図

一
文
を
草
し
て
友
松
の
基
準
作
と
な
る
べ
き
慶
長
七
年
の
年
記
あ
る
「
飲
中
八
仙
図
扉
風
（
第
三

図
ど

を
紹
介
す
る
な
ど
主
に
作
品
の
紹
介
に
努
め
ら
れ
た
。
着
実
に
友
松
研
究
を
行
う
た
め
に

は
、
ま
ず
正
し
い
作
品
を
選
び
だ
す
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
が
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
様
に
順
調
に
進
歩
し
た
か
に
見
え
た
友
松
研
究
も
、
他
方
で
は
、
む
し
ろ
友
松
論
を
安易

に
定
説
化
さ
せ
る
結
果
と
な
り
、
友
松
を絵
画
史
上
の
常
識
的
存
在
と
し
て
し
ま
う
方
向
に
歩
を

進
ま
せ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
友
松
論
の
本
格
的
な
研
究
は
、
遅
々
と
し
て
進
ま
ざ
る
結
果

に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。



(9V 

こ
の
点
を
指
摘
し
た
の
は
、
持
丸
一
夫
氏
で
、
氏
は
、
「
建
仁寺障
壁
画
論
｜
友
松
画
年
代
試
論
｜
」

に
於
て
、
従
来
の
諸
説
が
作
品
の
制
作
年
代
の
問
題
に
関
し
て
は
、
甚
々
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
、
先
ず
友
松
画
の
編
年
的
考
察
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
持
丸
氏
は
、
現
存
作
品
と
史
料
と

を
い
か
に
結
び
つ
け
る
か
に
よ
り
確
実
な
友
松
画
の
制
作
年
代
を
決
定
し
よ
う
と
努
力
さ
れ
た
。
氏
の

研
究
に
よ
れ
ば
友
松
画
は
次
の
よ
う

に
年
代
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

石原家蔵

霊
洞
院
襖
絵

（但
し

花
鳥
図
は
友
松

一
門
）
円
V
妙
心
寺
花
升
図

、

琴
棋
書
画
図
、

三
酸
・

寒
山
拾
得

図
l
v

北
野
神
社
雲
竜
図
、
建
仁
寺
本
坊
襖
絵
↓
藤
井
徳
義
氏
（
現
熱
海
美
術
館
蔵
）
山
水
図
↓
禅
居
庵

襖
絵
n
v
石
原
家
飲
中
八
仙
図
↓
東
博
山
水
図
↓
霊
洞
院
琴
棋
書
画
図
n
v
大
中
院
襖
（
但
し
亜
流
作
品
）
。

飲中八仙図

つ
ま
り
画
風
を
み
れ
ば
、
霊
洞
院
人
物
図
は
、
友
松
画
と
し
て
は
最
前
期
的
な
も
の
で
、
妙
心寺
扉

風
に
比
べ
て
も
先
行
す
る
。
妙
心
寺
扉
風
と
北
野
神
社
の
雲
竜
図
は
落
款
形
式
が
近
似
し
て
い
る
か
ら

制
作
年
代
が
近
く
、
ま
た
北
野
神
社
の
雲
竜
図
扉
風
を
建
仁
寺
本
坊
の
雲
竜
図
と
比
較
す
る
と
、
前
者
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第 3 図

は
様
式
的
に
慶
期
長
の
作
と
思
え
な
い
か
ら
建
仁
寺
に
先
行
す
る
天
正
期
の
遺
品
で
あ
る
。
次
に
、
建

仁
寺
本
坊
諸
図
の
う
ち
竹
林
七
賢
図
は
、
慶
長
七
年
の
年
記
あ
る
飲
中
八
仙
図
に
至
る
過
渡
的
作
例
と

み
る
か
ら
飲
中
八
仙
図
に
先
行
す
る
慶
長
初
年
の
作
と
考
え
る
。
建
仁
寺
方
丈
画
に
近
い
頃
の
作
品
と

し
て
は
、

藤
井
氏
の
山
水
図
が
あ
り

、
禅
居
庵
の
襖
絵
は
、
飲
中
八
仙
図
と
の
関
係
に
於
て
考
え
ら
れ

方
丈
画
に
や
や
後
れ
る
も
の
。霊
洞
院
の
琴
棋
書
画
図
扉
風
は
落
款
形
式
か
ら
慶
長
七
年
の
年
記
を
持

つ
東
博
山
水
図
及
び
飲
中
入
仙
図
の
二
図
と
同
一
グ
ル
ー
プ
に
属
す
と
し
て
い
る
。
し
か
し
大
中
院
襖

絵
に
就
て
は

、

建
築
的
考
察
か
ら
慶
長
十
二
、
三
年
頃
の
制
作
と
し
な
が
ら
、
友
松
亜
流
の
作
品
と
断

定
し
、
氏
の
厳
密
な
友
松
画
に
対
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。



以
上
の
様
に
持
丸
氏
に
よ
っ
て
友
松
研
究
は
、
画
期
的
な
進
展
を
見
た
が
、
同
氏
も
述
べ
て
い
ら
れ
る
様
に
、
友
松
研
究
は
決
し
て
現
段
階
で
彼
の
芸
術
活

動
の
全
貌
を
明
ら
か
に
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
な
お
多
く
の
未
解
決
の
問
題
が
残
さ
れ
て
お
り
、
殊
に
慶
長
十
年
以
降
の
友
松
画
の
展
開
と
彼
の
あ
り
か
た
に

就
て
は
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
。

持
丸
氏
の
あ
と
、
近
年
の
友
松
の
論
攻
は
、
む
し
ろ
作
品
論
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
る
様
で
あ
る
が
さ
し
た
る
発
展
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
主
な
る
も
の
と

（
均
）
（
日
）

し
て
蓮
見
重
成
比
の
「
海
北
友
松
」
、
水
尾
品
品
志
民
の
「
建
仁
寺
と
友
松
」
の
他
「
角
川
書
店
世
界
美
術
全
集

8

」
と
「
筑
摩
書
房
日
本
文
化
史5
」
中
の
辻

惟
雄
民
の
友
松
諭
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
「
日
本
文
化
史
」
に
於
け
る
辻
氏
の
友
松
作
品
の
制
作
年
代
に
関
す
る
見
解
は
、
持
丸
氏
の
解
見
と
異
る
独
自

の
も
の
で
興
味
深
い
。

以
上
紛
介
し
た
諸
論
考
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
今
日
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
友
松
伝
記
の
殆
ん
ど
は
海
北
家
所
伝
の
資
料
、
就
中
友
松
夫
妻
像
図
上
賛

（
第
四
図
）
に
み
ら
れ
る
友
松
伝
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
友
松
伝
を
述
べ
る
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
同
図
の
賛
文
の
全
文
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
ろ

よ
J
J。
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居
士
、
姓
源
、
氏
海
北
、
名
紹
益
、
字
友
松
、
江
州
坂
田
郡
之
産
、
而
其
先
出
大
原
判
官
重
綱
也
。
至
白
井
備
中
守
入
道
持
泰
第
五
男
美
作
守
高
泰
、
始
称

海
北
。
高
泰
嫡
孫
日
善
右
衛
門
尉
綱
親
。
居
士
則
綱
親
第
五
之
男
也
。
浅
井
備
前
守
長
政
奉
江
州
大
屋
形
秀
卿
之
長
子
稚
屋
形
義
卿
、
以
保
子
江
北
小
谷

城
、
諸
士
多
属
長
政
。
就
中
最
励
志
壷
忠
者
六
家
、
海
北
氏
亦
居
其
一
。
天
正
元
年
九
月
廿
九
日
、
及
平
信
長
公
亡
長
政
、
海
北
氏
父
兄
皆
戦
死
場
中
。
然

従
居
士
者
年
時
、
喝
食
於
東
福
禅
寺
、
随
侍
和
尚
、
因
得
免
駕
、
性
善
画
図
、
和
尚
使
狩
野
法
眼
永
仙
為
之
師
而
伝
其
術
、
永
仙
歎
日
、
箇
児
自
が
有
梁
楢

之
妙
子
、
余
何
及
乎
、
後
必
顕
名
乎
。
及
長
果
鳴
其
芸
也
。
然
居
士
不
敢
欲
専
其
芸
、
志
在
武
道
、
務
学
弓
馬
。
就
亀
井
武
蔵
守
弦
矩
求
良
馬
。
弦
矩
致
数

騎
、
無
適
意
者
而
悉
返
之
。
後
自
得
駿
馬
、
常
以
轡
之
率
意
駆
馳
。
其
為
衣
服
甚
侭
華
美
。
叉
善
禅
学
、
紫
野
春
屋
閣
老
援
居
士
之
競
、
兼
輿
五
条
袈
裟
。

居
士
叉
奥
真
如
堂
塔
頭
東
陽
坊
長
盛
、
明
知
日
向
守
光
秀
臣
斎
藤
内
蔵
助
利
三
、
三
人
友
善
実
。
利
三
慮
知
明
耕
、
通
暁
兵
事
、
善
撃
剣
、
光
秀
大
寵
之
。



信
長
忌
其
才

、

而
不
欲
使
属
光
秀
、
召
甚
急
実
。
光
秀
不
肯
受
命
鷲
。
意
生
怨
隙
。
後
及
豊
臣
秀
吉
公
討
光
秀

、

利
三
殊
擢
重
刑
、
蓋
以
生
乱
階
故
也。
居

士
矯
謂
東
陽
坊
日
、
利
三
風
流
高
友
、
交
情
深
厚、

今
辱
刑
致

、

市
可
坐
視
之
不
介
子
懐
乎

、

公
桑
門
也

、

宜
収
屍
、

而
産
埋
以
救
冥
界
。
東
陽
坊
日、

如
公

言
我
亦
思
之
久
夫
。
然
衛
兵
甚
厳
、
我
力
不
能
奪
之

、

鳴
呼
悲
哉
。
居
土
日

、

我
当
能
撃
破
衛
兵
、
公
因
其
隙
以
取
之
。
乃
相
許
諸
。
天
正
十
年
六
月
二
十

日
夜

、

居
士
著
々
込
襲
上
惟
、

揮
長
刃
槍
以
撃
殺
衛
兵
々
尽
、
敗
走
。
東
陽
坊
則
収
得
屍
、
以
帰
葬
真
如
堂
。
居
士
勇
義
幹
事
如

此
類
也
。
害
日
、

余
是
江

源
嫡
流
、
誤
落
芸
家

、

願
乗
時
運
而
起
武
門

、

続
父
祖
志
以
伝
子
孫
耳
。
叉
因
紹
巴
昌
叱
輩
翫
弄
和
歌
、
句
動
驚
人
。
後
達
子
後
陽
成
帝
叡
聞

、

奉
詔
於
新

調
琵
琶
之
接
面
画
蝦
麟
。
叡
感
特
深
下
賜
女
房
奉
書
及
紫
、
壇
。中
院
通
勝
卿
副
状
有
今
至
。
叉
曾
賜
所
画
朝
鮮
朴
大
根
書
翰

、

其
文
有
今
。
天
下
牧
伯
慕
其

流
風
、
招
請
甚
繁
。
信
長
公
秀
吉
公
等
賞
贈
太
多
。
秀
吉
公
害
観
居
士
音
、
因
賜
唐
玄
宗
所
蔵
墨
一
勿

、

家
伝
至
今
、

其
所
恩
過
如
此
。
東
照
大
権
現
亦
属

海北家蔵
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賜
嘉
幣
。
慶
長
二
十
年
六
月
二
子
享
年
入
十
有
三
市
卒
子
京
師
。
長
子
友
雪
嗣
其
家
亦
有
画
名
。
孫
友
竹
斎
寛
紀
其
事
之
大
者
数
件
、
以
胎
東
陽
坊
、
欲
伝

子
後
世
鷲
。
官

享
保
九
年
甲
辰
秋
七
月
日

オ土
日

承

人
今
無
螺
否
欲
得
如
妙
筆
未
可

撫
翫
宛
若
相
対
以
為
乎
生
不
忘
之
資
尋
常
感
之
至
於
見
者
拭
目
問
者
側
耳
真
所
謂
東
海
龍
出
来
伴
我
敷
所
写
友
松
何
如

図
送
耶
人
皆
謂
天
下
第
一
故
弦
敢
再
求
伏
惟
希
亮
不
宣

佳
恵
水
墨
扉
以
来
囲
之
坐
隅
日
夜

高
暦
戊
申
仰
春
下
構

朝
鮮
国
愈
知
枢
府
事

朴
大
根
拝
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（
ロ
）

以
上
が
海
北
友
松
夫
妻
像
の
図
上
賛
（
以
下
像
賛
と
略
称
す
る
）
の
全
文
で
あ
る
。
賛
文
は
、
日
本
化
さ
れ
た
漢
文
で
必
ず
し
も
お
か
し
な
と
こ
ろ
が
な
い

訳
で
は
な
い
が
、
決
し
て
難
解
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
通
読
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
そ
の
内
容
は
理
解
出
来
る
と
思
う
。
そ
れ
は
、
極
め
て
要
領
よ
く
、
又
一
面
に
於

て
は
友
松
の
性
格
を
適
確
に
伝
え
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。
像
賛
は
享
保
九
年
に
友
松
の
孫
で
あ
る
海
北
友
竹
が
、
友
松
伝
を
「
胎
ニ
東
陽
坊
一
、
欲

v
樽
一
一
千
後

世
一
」
と
い
う
意
図
の
も
と
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
子
孫
が
先
祖
を
顕
彰
し
、
そ
の
家
系
の
正
統
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
多
分
に
含
ま

れ
て
お
り
伝
説
的
な
要
素
も
入
り
ま
じ
っ
て
客
観
性
を
欠
く
き
ら
い
が
あ
り
、
根
本
史
料
と
は
な
り
得
な
い
。
し
か
し
、
子
孫
が
自
ら
語
っ
て
い
る
と
い
う
と

こ
ろ
に
無
言
の
信
湿
性
が
あ
っ
て
、
い
ち
が
い
に
捨
て
去
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
従
っ
て
、
友
松
伝
を
述
べ
る
に
当
っ
て
第
二
義
的
な
史
料
な
が
ら
像
賛
を
論

述
の
過
程
に
於
て
便
宜
上
主
題
的
に
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
際
、
ま
ず
像
賛
の
語
る
意
味
と
内
容
を
考
え
な
が
ら
、
よ
り
確
実
な
友
松
伝
を
構
成
す
る
た

め
、
そ
れ
を
組
み
立
て
る
た
め
の
素
材
を
、
も
っ
ぱ
ら
文
献
面
か
ら
根
本
史
料
を
中
心
と
し
て
第
二
義
的
な
史
料
に
つ
い
て
も
紹
介
し
、
そ
れ
ら
を
時
代
的
背

且
却
を
考
え
な
が
ら
考
察
し
て
い
こ
う
と
思
う
。



（
日
）

海
北
友
松
は
、
像
賛
に
依
れ
ば
、
詩
を
紹
益
と
称
し
、
近
江
の
浅
井
家
の
重
臣
で
あ
っ
た
海
北
善
右
衛
門
尉
綱
親
の
五
男
（
但
し
、
海
北
家
由
緒
書
で
は
三

（
日
〉

男
）
と
し
て
近
江
の
坂
田
郡
に
生
れ
た
と
い
う
。
そ
の
残
年
は
、
真
如
堂
に
あ
る
彼
の
墓
碑
銘
や
十
念
寺
過
去
帳
に
よ
っ
て
も
慶
長
二
十
年
六
月
二
日
、
八
十

三
才
の
時
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
得
る
。
友
松
は
、
従
っ
て
戦
国
未
期
の
天
文
二
年
の
誕
生
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
桃
山
画
壇
に
活
躍
し
た
狩
野
永
徳
や
長

谷
川
等
伯
な
ど
の
画
家
に
比
べ
て
や
や
年
長
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

〈
時
）

友
松
の
父
綱
親
の
伝
記
に
つ
い
て
の
確
実
な
史
料
は
、
今
日
見
出
せ
な
い
け
れ
ど
も
、
既
に
相
見
香
雨
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
江
源
武
鑑
」

井
三
代
記
」
「
浅
井
物
語
」
「
浅
井
日
記
」
な
ど
の
諸
書
に
そ
の
武
勇
謹
を
散
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
固
よ
り
こ
れ
ら
の
諸
書
は
、
い
わ
ば
擬
作
書
的
な
要
素

が
強
く
正
史
と
し
て
直
ち
に
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
全
く
架
空
の
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
か
ら
、
お
お
よ
そ
の
綱
親
の
人
と
な
り
は
知
る

」
と
が
出
来
る
と
思
う
。

（
刊
む

こ
れ
ら
の
諸
書
の
う
ち
「
浅
井
三
代
記
」
は
、
綱
親
の
初
陣
に
つ
い
て
、
永
正
七
年
三
月
六
角
義
定
が
京
極
高
清
を
攻
め
た
際
、
高
清
の
家
臣
上
坂
治
部
大

輔
泰
貞
に
援
軍
し
て
、
浅
井
教
政
、
赤
尾
与
四
郎
、
同
孫
三
郎
ら
と
共
に
父
の
助
左
衛
門
と
、
か
け
つ
け
た
と
伝
え
て
い
る
。
こ
の
時
は
ま
だ
は
っ
き
り
と
し

た
浅
井
家
と
の
関
係
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
後
の
海
北
氏
が
近
江
に
あ
っ
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
京
極
、

浅
井
両
家
の
不
和
か
ら
永
正
十
四
年
五
月
十
一
日
京
極
高
峰
が
八
千
余
騎
を
率
い
て
小
谷
城
を
攻
め
る
と
、
海
北
綱
親
は
、
赤
尾
孫
三
郎
（
の
ち
美
作
守
）

（
四
）

「
浅
井
物
語
」
に
詳
し
い
が
、

ら
と
共
に
、
浅
井
亮
政
に
味
方
し
、
敵
の
大
将
上
坂
八
郎
右
衛
門
の
首
を
取
る
な
ど
出
世
の
働
き
を
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、

（
四
〉

「
浅
井
三
代
記
」
や
「
浅
井
日
記
」
等
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
以
後
綱
親
は
、
浅
井
家
に
属
し
た
様
で
、
そ
の
間
亮
政
、
久
政
、
長
政
の

三
代
に
亘
っ
て
仕
え
、
山
本
山
城
の
合
戦
、
今
浜
城
攻
、
地
頭
山
の
合
戦
、
高
宮
の
合
戦
な
ど
で
大
い
に
軍
功
を
あ
げ
て
お
り
、
永
禄
四
年
の
野
良
田
の
合
戦

で
は
、
赤
尾
美
作
守
と
共
に
武
者
奉
行
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
就
い
て
、
「
浅
井
三
代
記
」
は
、
〈1
1
1

赤
尾
美
作
守
、
海
北
善
右
衛
門
尉
両
人
は
、

亮
政
代
の
剛
の
者
な
れ
ば
と
て
、
浮
武
者
に
な
り
軍
の
下
知
を
な
す
べ
し
と
て
武
者
奉
行
に
相
定
翌
日
十
一
日
に
野
良
田
表
へ
押
出
し
｜
｜
〉
と
、
そ
の
あ

hツ 浅
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〈
砂
）

様
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
以
後
の
綱
親
の
消
息
に
関
し
て
は
、
同
書
の
他
諸
書
に
も
一
向
に
見
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
天
正
元
年
八
月
織
田
信
長
が
小

谷
城
に
浅
井
長
政
を
攻
め
た
時
に
陣
亡
し
た
と
す
る
像
賛
の
記
述
と
は
、
符
合
し
な
い
。
た
だ
「
浅
井
日
記
」
に
こ
の
合
戦
で
友
松
の
兄
弟
と
思
わ
れ
る
海
北

（
幻
）

主
水
正
が
、
大
将
と
し
て
討
死
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
、
ま
た
初
陣
以
来
常
に
行
動
を
共
に
し
て
来
た
親
友
で
あ
る
赤
尾
美
作
守
の
活
躍
す
る
様
子
は
、
野
良

田
合
戦
の
後
も
屡
々
み
え
て
お
り
、
更
に
小
谷
城
滅
亡
の
時
に
は
、
浅
井
石
見
守
ら
と
共
に
信
長
に
捕
え
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
像
賛
の
記
述

に
反
し
て
、
綱
親
は
、
あ
る
い
は
、
小
谷
城
落
城
の
時
以
前
に
す
で
に
死
亡
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
や
は
り
彼
に
関
す
る
記
述
の
な
く
な
る

野
良
田
合
戦
の
後
間
も
な
く
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

と
も
あ
れ
海
北
綱
親
は
、
亮
政
以
来
浅
井
家
中
第
一
の
剛
の
者
と
う
た
わ
れ
、
の
ち
武
者
奉
行
ま
で
務
め
た
武
勇
の
ほ
ま
れ
高
か
っ
た
武
将
で
あ
っ
た
こ
と

は
お
お
よ
そ
想
像
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
今
日
一
般
に
武
人
画
家
と
し
て
認
識
さ
れ
る
友
松
の
一
面
の
性
格
は
、
こ
の
豪
勇
無
双
の
父
の
血
を
う
け
つ
い
だ
も
の

と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。
像
賛
に
於
け
る
友
松
の
い
く
つ
か
の
武
勇
謹
は
、
た
だ
単
に
海
北
家
が
近
江
源
氏
の
流
れ
を
組
む
正
し
い
武
門
の
家
柄
で
あ
る
こ
と

を
主
張
す
る
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
、
あ
る
意
味
に
於
て
友
松
の
性
格
を
象
徴
し
た
逸
話
と
も
解
さ
れ
、
も
し
本
気
に
な
っ
て
武
門
に
精
進
し
た
な
ら
ば
、

か
ど
の
武
将
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
友
松
画
の
本
質
を
考
え
よ
う
と
す
る
場
合
重
要
な
要
素
と
な
り
得
る
。
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し
か
し
、
友
松
は
武
将
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
理
由
に
就
て
、
像
賛
は
、
年
少
の
時
か
ら
東
福
寺
に
入
り
喝
食
と
な
っ
て
い
た
た
め
と
伝
え
て
お
り
、

そ
こ
で
禅
の
修
業
を
す
る
か
た
わ
ら
狩
野
元
信
に
絵
を
学
び
「
箇
児
自
ら
梁
惜
の
妙
あ
り
、
余
何
ぞ
及
ば
ん
や
」
と
賞
め
ら
れ
た
と
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
、

彼
の
東
福
寺
入
寺
に
関
し
て
は
確
か
な
史
料
は
な
い
。
た
だ
、
武
家
の
子
弟
、
特
に
二
、
コ
一
男
が
禅
寺
に
入
寺
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
社
会
に
あ
っ
て
は
、
屡

々
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
何
ら
か
の
教
養
を
身
に
つ
け
よ
う
と
す
る
た
め
に
は
ま
ず
禅
寺
に
入
っ
て
良
い
師
匠
に
つ
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
に
考

え
れ
ば
友
松
が
少
年
期
、
或
は
少
く
と
も
青
年
期
ま
で
に
禅
門
に
い
た
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
。
事
実
画
家
と
な
っ
て
か
ら
の
友
松
と
禅
僧
達
の
交
友
や
彼

の
教
養
な
ど
を
考
え
る
と
同
時
代
の
画
家
で
あ
る
永
徳
や
等
伯
な
ど
の
そ
れ
と
比
較
し
て
は
る
か
に
密
接
な
禅
林
と
の
関
係
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。
喝
食
と
は
、
元
来
禅
寺
で
諦
経
の
の
ち
食
事
の
こ
と
を
大
声
で
知
ら
せ
る
役
僧
を
い
う
が
、
こ
の
頃
で
は
、
有
髪
の
待
童
を
も
こ
の
名
で
呼
ぶ
様
に
な
っ

て
い
た
か
ら
、
か
な
り
広
い
意
味
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
像
賛
の
い
う
喝
食
は
い
わ
ば
禅
寺
に
於
け
る
一
番
身
分
の
低
い
者
と
い
う
く



ら
い
の
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
東
福
寺
関
係
の
古
記
録
や
禅
僧
達
の
語
録
か
ら
は
青
年
期
の
友
松
の
消
息
を
知
る
手
が
か

り
は
得
ら
れ
な
い
。
こ
の
辺
に
い
く
分
暖
昧
さ
が
あ
る
が
、
前
述
の
こ
と
か
ら
東
福
寺
入
寺
に
象
徴
さ
れ
る
友
松
と
禅
林
の
関
係
を
む
げ
に
否
定
す
る
こ
と
は

出
来
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
辺
の
事
情
を
加
味
し
て
友
松
の
東
福
寺
入
寺
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
一
応
次
の
様
に
な
る
。
つ
ま
り
、
友
松
が
東
福
寺
に
入
寺
し

た
と
す
れ
ば
、
像
賛
に
見
え
る
幼
年
期
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
が
あ
る
程
度
の
年
齢
に
達
し
て
の
上
で
何
ら
か
相
当
の
理
由
を
も
っ
て
意
を
決
し
進
ん
で
入
つ

〈
盟
〉

た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
友
松
と
交
友
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
東
福
寺
の
禅
僧
に
は
、
集
雲
守
藤
、
惟
杏
永
哲
、
惟
舟
永
済
、
月
渓
聖
澄
な
ど
が
あ

る
が
、
彼
ら
は
皆
年
齢
的
に
友
松
よ
り
若
く
そ
の
交
友
も
友
松
が
幼
年
の
時
か
ら
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
彼
の
幼
年
時
代
に
は
禅
林
と
の
関
係
が
な
か

（
却
）

っ
た
可
能
性
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
し
て
東
福
寺
以
外
の
禅
僧
と
も
交
友
し
て
お
り
、
古
澗
慈
稽
、
玄
蘇
景
徹
、
梅
仙
東
通
、
西
笑
承

見
、
南
化
玄
興
、
鉄
山
宗
鈍
、
江
月
宗
玩
、
沢
庵
宗
彰
な
ど
が
友
松
の
作
品
に
賛
を
し
て
お
り
中
年
以
降
禅
林
と
関
係
が
深
く
な
っ
た
こ
と
を
裏
書
し
て
い

る
。
し
か
し
友
松
は
、
そ
の
ま
ま
終
生
禅
林
に
止
る
こ
と
は
な
く
、
い
ず
れ
の
時
期
か
に
還
俗
し
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
像
賛
は
大
徳
寺
の
春
屋
宗
園
に
居

〈
担
）

士
号
を
授
け
ら
れ
た
と
い
い
、
ま
た
真
如
堂
の
彼
の
墓
碑
銘
に
は
「
友
松
紹
益
居
士
」
と
あ
る
か
ら
、
彼
は
僧
侶
で
は
な
く
俗
人
と
し
て
葬
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
還
俗
の
時
期
に
就
い
て
は
、
定
説
に
な
り
つ
つ
あ
る
天
正
初
年
あ
た
り
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
や
は
り
一
時
は
武
道
に
は
げ
み
、
海
北
家
の
再
興
を
悲
願
し
て

（
お
）
〈
部
）

い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
像
賛
の
伝
え
る
亀
井
慈
矩
や
斎
藤
利
三
と
の
逸
話
は
、
そ
の
辺
の
友
松
の
一
面
を
良
く
表
わ
し
て
い
る
も
の
で
、
逸
話
を
た
だ
伝
説

（
幻
）

と
し
て
簡
単
に
か
た
づ
け
ら
れ
な
い
友
松
の
武
人
的
な
気
質
を
物
語
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
武
人
と
の
交
友
に
於
て
も
、
豊
臣
秀
吉
や
石
田
一
一
一
成
と
の
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関
係
に
な
る
と
武
人
同
志
で
は
な
く
、
む
し
ろ
画
人
と
し
て
の
交
友
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
像
賛
は
、
後
陽
成
天
皇
の
勅
命
の
こ
と
や
朝
鮮
か

ら
墨
竜
図
を
需
め
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
て
、
次
第
に
彼
の
画
名
の
高
ま
る
さ
ま
を
述
べ
て
お
り
、
ま
た
、
友
松
は
、
里
村
紹
巴
や
昌
叱
に
連
歌
を
翫
い
、
千
利

（
却
〉

休
や
古
田
織
部
に
茶
を
翫
う
教
養
の
高
い
画
家
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
友
松
は
、
武
将
の
子
と
し
て
生
れ
、
禅
寺
に
於
て
様
々

な
教
養
を
身
に
つ
け
、
文
化
人
と
し
て
の
広
い
範
囲
の
人
々
と
交
友
を
持
ち
、
始
め
は
武
人
的
な
も
の
か
ら
次
第
に
画
人
と
し
て
の
道
へ
と
歩
ん
で
い
っ
た
こ

一
層
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
次
に
友
松
の
画
事
に
つ
い
て
文
献
面
か
ら
少
し
く
触
れ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
点
を
、



四

天
正
初
年
に
友
松
が
還
俗
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
が
、
こ
の
頃
は
、
ま
だ
友
松
の
武
人
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
ま
た
彼
の
若
描
き
と
い
う

べ
き
青
年
期
の
作
品
も
見
当
ら
な
い
か
ら
画
家
と
し
て
の
初
期
活
躍
は
、
全
く
不
明
で
あ
る
。
作
品
と
し
て
彼
が
画
家
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
確
か
め
得
る
の

は
、
慶
長
四
年
頃
に
制
作
さ
れ
た
建
仁
寺
本
坊
方
丈
の
襖
絵
で
、
そ
れ
以
前
は
一
向
に
わ
か
ら
な
い
。
文
献
上
に
友
松
が
建
場
す
る
最
初
と
思
わ
れ
る
の
は
、

（
却
）

青
蓮
院
歴
代
門
主
の
記
録
を
記
し
た
「
華
頂
要
略
」
で
、
そ
の
文
禄
三
年
十
一
月
晦
日
の
条
に
「
友
松
来
、
五
明
二
本
進
上
、
九
慶
同
道
、
盃
給
之
」
と
あ
る

の
が
そ
れ
で
、
青
蓮
院
門
跡
の
尊
朝
法
親
王
の
と
こ
ろ
に
友
松
が
九
慶
と
い
う
人
を
つ
れ
て
伺
い
扇
を
二
本
進
上
し
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
二
本
の
扇
を
進

上
し
た
こ
と
か
ら
絵
扇
即
ち
画
人
と
連
想
す
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
早
計
と
思
う
が
、
積
極
的
に
否
定
す
る
理
由
も
な
い
の
で
、
こ
の
友
松
を
画
人
の
友
松
と

解
し
、
彼
が
画
人
と
し
て
現
わ
れ
る
最
初
の
例
と
考
え
た
い
。
次
に
、
由
緒
書
は
、
施
薬
院
全
宗
の
茶
会
で
友
松
と
豊
臣
秀
吉
が
出
合
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い

（
却
）

る
が
、
こ
れ
が
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
秀
吉
が
全
宗
の
茶
亭
に
赴
い
た
の
は
、
時
慶
卿
記
に
よ
っ
て
文
禄
二
年
十
月
の
こ
と
で
あ
る
事
が
ほ
ぼ
確
か
め
ら
れ

る
。
こ
の
時
友
松
は
、
先
祖
の
名
を
明
さ
な
か
っ
た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
、
武
門
で
あ
る
海
北
家
が
、
誤
っ
て
芸
家
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
恥
じ
る
友
松- 85 ー

の
気
持
と
も
解
せ
る
が
、
む
し
ろ
こ
こ
で
は
武
人
た
る
こ
と
を
す
で
に
や
め
て
、
ひ
た
す
ら
画
人
と
し
て
こ
れ
か
ら
生
き
よ
う
と
す
る
友
松
の
姿
と
解
し
た

い
。
従
っ
て
彼
は
、
こ
の
時
す
で
に
絵
師
と
し
て
の
道
を
歩
ん
で
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
時
期
的
に
も
先
の
「
華
頂
要
略
」
の
記
事
と
一
致
し
て

い
る
。
従
っ
て
友
松
の
画
家
と
し
て
の
活
動
は
、
こ
の
時
期
を
中
心
と
す
る
彼
の
四
十
代
後
半
か
ら
五
十
代
に
か
け
て
の
頃
と
推
定
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ

う
そ
こ
で
、
友
松
の
画
業
に
於
け
る
師
匠
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
現
在
一
般
に
は
、
像
賛
や
由
緒
書
に
伝
え
ら
れ
る
狩
野
元
信
と
す
る
説
が
行
わ

れ
て
い
る
が
、

一
方
丹
青
若
木
集
や
本
朝
画
史
な
ど
の
狩
野
系
の
画
伝
類
で
は
永
徳
に
学
ん
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
両
説
は
、
江
戸
時
代
に
あ
っ
て
は
、
永
徳

説
が
強
く
、
明
治
時
代
に
入
っ
て
前
田
香
雪
氏
、
川
村
文
芽
氏
な
ど
の
先
学
が
、
海
北
家
の
史
料
を
発
見
さ
れ
て
か
ら
は
、「
永
徳
は
友
松
よ
り
十
才
年
少
で

あ
る
」
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
元
信
説
へ
と
移
っ
た
の
で
あ
る
。
元
来
江
戸
時
代
の
画
伝
類
と
い
う
も
の
は
、
画
壇
の
長
で
あ
っ
た
狩
野
派
の
勢
力
を
考
え



て
意
識
的
、
無
意
識
的
に
何
ら
か
の
形
で
狩
野
と
の
関
係
を
主
張
し
よ
う
と
す
傾
向
が
あ
っ

た
か
ら
、
桃
山
時
代
の
画
家
達
の
多
く
が
元
信
で
な
け
れ
ば
永
徳
に
師
事
し
て
い
る
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
友
松
の
場
合
は
、
そ
の
作
品
か
ら
見
て
明
ら
か
に
狩
野
派
と

の
師
弟
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
と
す
る
と
文
献
的
に
は
二
説
あ
る
う
ち
の
ど

建仁寺蔵

ち
ら
に
近
い
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
元
信
説
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
前
述
の
様

な
解
釈
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
永
徳
説
と
し
て
は

、

「
友
松
が
一
生
涯
専
門
画
家
た
る
こ

と
を
恥
じ
自
ら
デ
レ
ッ
タ
ン
ト
た
る
武
人
画
家
を
以
て
任
じ
て
い
た
こ
と
や
還
俗
が
四
十
才

以
後
の
事
に
属
し
、
そ
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
が
全
て
友
松
と
し
て
の
落
款
印
章
を
伴
ひ

竹林七賢図（部分〉

天
正
か
ら
慶
長
に
か
け
て
の
作
と

認
め
ら
れ
る
事
な
ど
よ
り
し
て

、

画
人
と
し
て
の
彼
の
活

躍
は
か
な
り
晩
年
に
な
っ
て
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
仮
令
年
少
で
あ
っ
て
も
伝
統
あ
る
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狩
野
派
に
生
ま
れ
早
く
か
ら
画
道
に
精
神
し
た
永
徳
に
彼
が
師
事
し
な
か
っ
た
と
は
必
ず
し

（
出
）

も
考
え
ら
れ
な
い
」
と
述
べ
た
持
丸
一
夫
氏
の
説
は
、
あ
る

意
味
に
於
て
友
松
の
一
面
を
適

確
に
と
ら

え
て
い
る
も
の
で
傾
聴
に
価
す
る
。
事
実
永
徳
は、

永
禄
か
ら
天
正
に
か
け
て
既

（
担
）

に
画
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
し
、

画
壇
の
頭
梁
と
し
て
の
永
徳
の
位
置
は

第 5 図

確
か
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
た
だ
単
に
年
少
で
あ
っ
た
か
ら
と

い
う
理
由
か
ら
だ
け
で
友

松
が
師
事
し
な
い
と
す
る
説
は
、

一
方
的
な
断
定
の
様
に
思
わ
れ
る
。
じ
じ
っ
友
松
の
作
品

か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
明
ら
か
に
元
信
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
近
世
的
な

感
情
を
持
っ
た
永
徳
画
に
接
し
て
始
め
て
真
に
彼
が
絵
画
的
な
自
覚
を
得
た
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。

し

か
し
、
こ

れ
か
ら
直
ち
に
永
徳
を
友
松
の
師
匠
に
す
るこ
と
は
出
来
な
い
。
た



だ
様
式
的
に
み
て
友
松
画
の
持
つ
雄
大
さ
や
感
覚
の
新
鮮
さ
は
、
元
信
と
比
べ
た
場
合
、
や
は
り
よ
り
永
徳
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
友
松

画
の
真
の
価
値
は
、
彼
が
単
に
永
徳
様
式
に
止
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
乗
り
こ
え
て
、
漢
画
の
源
流
で
あ
る
宋
元
の
名
画
や
室
町
の
水
墨
画
に
ま
で
遡
っ
て
、
こ
れ

を
摂
取
し
よ
う
と
努
め
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
こ
に
お
の
ず
か
ら
永
徳
と
は
違
っ
た
新
し
い
画
風
を
打
出
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
の
辺
の
事
情
を
本
期
画
史
は

「
晩年
為
世
重
所
遂
脱
旧
習
其
墨
戯
甚
清
潤
市
不
踏
古
人
軌
轍
」
と
述
べ
て
お
り
、
同
じ
く
画
乗
要
略
も
「
初
学
永
徳
後
自

出
機
軸
為
一
派
l

（
略
〉
｜
其
人
物
梁
楢
減
筆
法
作
之
」
と
そ
の
画
風
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

つ
ま
り
友
松
が
彼
の
絵
画
様
式
を
確
立
し
た
の
は
比
較
的

晩
年
の
こ
と
に
属
し
、
所
謂
袋
人
物
と
称
さ
れ
る
袋
の
よ
う
に
丸
い
フ
オ
ル
ム
を
持
つ
人
物
画
に
よ

っ
て
代
表
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
宋
の
梁
惜
の
減
筆
体
に
学
ん
だ
も
のであ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
友
松
に
あ
っ
て
は
、
梁
楢
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
や
い
ば
の
よ
う
に
す
る
ど
い

建仁寺蔵

筆
蹟
で
は
な
く
、
丸
味
の
あ
る
平
面
的
で
ふ
く
よ
か
な
線
に
変
質し
て
い
る
。

こ
れ
は
宋
画
に
於
い
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て
深
い
精
神
性
が
要
求
さ
れ
る
水
墨
画
の
線
が
、
い
わ
ば
そ
の
精
神
面
を
放
棄
し
て
著
し
く
装
飾
的

に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
こ
こ
に
友
松
の
近
世
人
的
な
特
色
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

松に孔雀図

こ
の
様
な
画
風
を
持
つ
彼
の
代
表
作
は
、
慶
長
四
年
頃
に
再
建
さ
れ
た
と
推
定
出
来
る
建
仁
寺
本

（
お
）

坊
方
丈
の
襖
絵
で
、
袋
人
物
の
顕
著
な
例
で
あ
る
竹
林
七
賢
図
（
第
五
図
）
の
他
、
破
墨
山
水
図

、

琴
棋
書
画
図
、
雲
竜
図
等
友
松
の
得
意
と
し
た
画
題
が
、
全
て
画
か
れ
て
お
り

、

特
に
床
貼
付
と
し

て
画
か
れ
た
松
に
孔
雀
図
（
第
六
図
）
は
友
松
の

一
大
傑
作
と
し
て
は
じ
な
い
も
の

で
あ
る
。

第 6 図

建
仁
寺
方
丈
の
襖
絵
の
制
作
以
後
友
松
は

、

真
に
近
世
画
人
と
し
て
の
自
覚
を
持
っ
て
活
躍
し
だ

し
た
様
で
、
こ
れ
を
前
後
し
て
建
仁
寺
本
坊
の
他
、霊
洞
院
、
禅
居
庵
、
大
中
院
な
ど
の
建
仁
寺
の

諸
塔
頭
に
も
襖
絵
を
画
き
、
永
徳
残
後
の
桃
山
画
壇
に
新
風
を
吹
き
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
禅
僧
を
始
め
と
し
て
武
人
や
公
家
達
と
も
交
わ
る
よ
う
に
な
り
友
松
は
大
作
を



次
々
と
画
き
あ
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

前
述
の
様
に
慶
長
四
年
頃
か
ら
に
わ
か
に
友
松
の
画
人
と
し
て
の
行
動
が
明
ら
か
に
な
っ
て
来
る
。
慶
長
三
年
六
月
友
松
は
、
石
田
三
成
に
供
し
て
九
州
に

（
鈍
〉

旅
行
し
て
い
る
こ
と
が
阿
保
家
文
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
「
九
州
下
向
記
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
こ
の
紀
行
文
は
、
是
斉
重
鑑
の
草
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
「
絵
か
く
こ
と
妙
な
」
友
松
と
「
文
に
巧
み
な
」
是
斉
を
伴
っ
た
三
成
の
風
流
高
雅
な
旅
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
時
友
松
は
、
既
に
画
人

と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
や
が
て
、
慶
長
七
年
を
前
後
と
し
た
頃
に
は
、
八
条
宮
智
仁
親
王
邸
へ
も
屡
々
出
入
す
る
様
に
な
っ
た
よ
う
で
、

（
お
）

そ
の
模
様
は
「
智
仁
親
王
御
日
記
」
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
友
松
は
、
八
条
宮
家
の
調
度
品
と
し
て
の
扉
風
や
押
絵
な
ど
の
注
文
を
受
け
て

い
た
こ
と
が
解
か
る
。
そ
し
て
現
に
入
条
宮
家
伝
来
と
い
わ
れ
る
山
水
図
扉
風
〈
現
東
京
国
立
博
物
館
蔵
で
慶
長
七
年
十
一
月
の
年
記
が
あ
る
〉
や
浜
松
図
扉

風
や
網
干
図
扉
風
（
共
に
現
在
は
御
物
〉
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
智
仁
親
王
と
友
松
の
関
係
が
殊
に
深
か
っ
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
友
松
は
こ
の
頃
か
ら
或
は

智
仁
親
王
を
介
し
て
公
家
達
と
も
往
来
す
る
様
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
像
賛
を
始
め
と
し
て
海
北
家
に
残
る
諸
史
料
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
後
陽
成
天

（
お
〉

皇
の
勅
命
に
よ
っ
て
琵
琶
の
援
面
に
麟
麟
の
絵
を
画
い
た
と
い
う
事
柄
は
こ
う
し
た
事
情
か
ら
生
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
ま
た
友
松
の
画
が
宮
中
に
於
て
需
要

（
幻
）

「
山
科
言
緒
卿
記
」
に
宮
中
に
友
松
の
「
押
絵
七
拾
枚
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
十
分
察
す
こ
と
が
出
来

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
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る
。
そ
し
て
我
国
に
於
て
こ
の
よ
う
に
画
名
を
あ
げ
た
友
松
の
画
が
朝
鮮
に
於
て
も
需
め
ら
れ
た
こ
と
は
朴
大
根
の
書
翰
の
他
、
玄
蘇
景
轍
の
仙
巣
稿
中
の

（
お
〉

「
李
白
観
爆
図
序
」
か
ら
も
想
像
が
つ
く
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
大
画
面
の
障
壁
画
か
ら
出
発
し
た
友
松
は
、
晩
年
に
は
公
家
禅
僧
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
当
時
の
文
化
人
と
の
交
流
が
盛
ん
に
な
り
普
通
の
扉
風
の

他
に
小
画
面
形
式
の
所
調
押
絵
貼
扉
風
の
制
作
に
も
手
を
染
め
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
公
家
の
好
み
に
合
う
浜
松
図
の
よ
う
な
大
和
絵
的
な
題
材
を
も
画
く
と

い
う
様
に
様
々
な
画
技
を
楽
し
む
と
い
う
境
地
に
達
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
面
に
於
て
友
松
が
次
第
に
専
門
画
家
と
な
っ
て
い
く
過
程
を

暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

五



と
も
あ
れ
友
松
は
、
彼
の
生
れ
た
還
境
と
そ
の
後
の
修
業
や
交
友
に
よ
っ
て
深
く
禅
や
茶
や
連
歌
な
ど
の
古
典
的
教
養
を
身
に
つ
け
、

一
方
彼
本
来
の
武
人

的
な
気
骨
か
ら
一
度
は
武
門
を
た
て
る
こ
と
を
念
願
し
、
武
に
生
き
る
か
芸
に
生
き
る
か
で
激
し
い
内
面
的
な
葛
藤
を
く
り
か
え
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の

様
な
彼
の
心
情
は
、
当
代
の
他
の
画
家
に
は
な
い
深
い
精
神
性
を
そ
の
画
に
表
現
し
得
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
激
し
い
気
瞬
と
豊
か
な
詩
情
が
徴
妙
に
交
錯
す

る
友
松
独
自
の
特
色
あ
る
画
風
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
友
松
伝
記
を
像
賛
を
中
心
と
し
つ
つ
、
そ
れ
を
む
し
ろ
批
判
的
に
あ
っ
か
う
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
史
料
的
に
確
実
な
友
松
伝
を
述
べ
よ
う
と
試
み
た

が
、
結
果
的
に
は
、
考
察
力
の
不
徹
底
に
よ
り
、
推
論
に
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
出
た
り
、
ま
た
論
ず
べ
く
し
て
意
を
尽
せ
な
か
っ
た
個
所
な
ど
も
多
い
。
し
か

し
い
ず
れ
に
せ
よ
少
い
史
料
か
ら
出
来
る
だ
け
多
く
の
内
容
を
引
き
だ
さ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
ど
う
し
て
も
仮
説
や
推
論
の
域
を
出
な
い
も
の
ま

で
論
及
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
確
実
な
と
こ
ろ
と
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
の
区
別
は
出
来
る
だ
け
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
力
し
た
。
勿
論
こ
れ
は

あ
く
ま
で
も
友
松
の
美
術
史
的
研
究
を
な
す
た
め
の
一
つ
の
基
礎
的
な
研
究
で
あ
る
。
従
っ
て
画
風
展
開
を
論
ず
る
な
ど
な
ほ
友
松
研
究
上
是
非
と
も
な
さ
な
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く
て
は
な
ら
な
い
問
題
を
残
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
に
就
て
は
、
い
ず
れ
再
考
の
機
会
を
得
た
い
と
思
う
が
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず
友
松
論
を
文

献
上
整
理
す
る
こ
と
の
み
に
と
ど
め
て
お
い
た
。

3 

「
国
華
倶
楽
部
講
話
集
第
一
輯
」
（
大
正
二
年
二
一
月
刊
）
及
び
「
後
素
談
叢
」
（
芸
苑
叢
書
所
収
）
参
照
。

「
海
北
友
松
残
後
三
百
年
に
当
り
友
松
を
伝
す
」
（
京
都
美
術
三
五
号
）
参
照
。

「
海
北
友
松
並
に
其
系
統
の
人
々
」
（
日
本
美
術
協
会
報
告
一
一
千

l

一
九
号
）
参
照
。

「
流
北
友
松
に
就
て
」
（
国
華
三
八
三
号
）
参
照
。

「
桃
山
時
代
障
扉
画
図
集
」
（
衆
楽
社
、
昭
和
四
年
刊
）
の
ち
改
稿
し
、
「
桃
山
時
代
障
扉
画
論
」
と
い
う
題
で
仏
教
美
術
二

O
号
と
秋
山
氏
の
論
文
集
「
日
本
美
術
史
論

敬
」
（
第
一
書
房
昭
和
一
八
年
刊
）
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

「
隠
れ
た
る
襖
絵
」
（
東
洋
美
術
ニO
号
）
参
照
。

岩
波
講
座
日
本
歴
史
「
安
土
桃
山
の
絵
画
」
（
昭
和
一
O
年
刊
）
は
、
の
ち
同
氏
の
「
日
本
美
術
の
研
究
」
（
二
玄
社
、
昭
和
三
五
年
刊
）
に
も
収
め
ら
れ
た
。

「
石
原
家
の
海
北
友
松
扉
風
に
就
い
て
」
（
宝
雲
三
O
号
）
参
照
。

註
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持
丸
一
夫
「
建
仁
寺
障
扉
画
」
（
美
術
研
究
一
五
七
号
）

「
桃
山
文
化
」
（
岩
波
講
座
日
本
歴
史9
、
昭
和
三
八
年
刊
）

「
古
都
の
障
壁
画
」
（
淡
交
新
社
、
昭
和
三
八
年
刊
）

海
北
友
松
夫
妻
像
は
、
縦
一
一
四
岨
横
四
四
咽
の
紙
本
彩
色
の
一
幅
で
あ
る
。
友
松
夫
妻
が
対
座
し
て
相
共
に
友
松
の
画
い
た
李
白
観
海
図
を
見
る
姿
を
描
い
た
も
の
③

画
中
右
下
隅
に
「
海
北
」
「
道
陣
」
の
二
印
が
あ
っ
て
一
般
に
友
雪
の
筆
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
画
風
を
仔
細
に
検
討
し
て
行
く
と
必
ず
し
も
本

図
を
友
雪
の
画
と
す
る
こ
と
に
問
題
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
就
て
土
居
次
義
氏
は
、
「
海
北
友
松
夫
妻
画
像
に
就
い
て
」
（
国
華
六
七
一
一
五
勺
）
の
中
で
、
或
は

友
雪
画
を
友
竹
が
写
し
た
も
の
で
、
賛
と
同
時
に
製
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
説
は
、
傾
聴
に
価
す
る
見
解
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ず

れ
改
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
が
、
こ
こ
で
は
本
図
を
直
ち
に
友
雪
筆
と
す
る
こ
と
に
疑
点
の
あ
る
こ
と
だ
け
を
記
し
て
お
く
。
（
善
引
用
文
中
の
句
読
点
は
本
稿
筆

者
に
よ
る
）

海
北
家
由
緒
書
は
、
友
竹
が
像
賛
を
書
い
た
際
に
そ
の
余
録
と
し
て
書
い
た
も
の
。
内
容
は
、
斎
藤
利
三
、
豊
太
閥
、
春
日
局
な
ど
と
の
関
係
を
記
し
て
お
り
、
特
に
春

日
局
と
の
関
係
に
つ
い
て
詳
し
い
の
は
、
時
代
に
迎
合
す
る
た
め
徳
川
氏
と
海
北
派
の
関
係
を
強
調
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
友
松
伝
を
述
べ
る
際
、
像
賛
と
平
行
し
て

用
う
べ
き
史
料
と
な
る
も
の
。
本
文
で
は
以
下
便
宜
上
単
に
由
緒
書
と
略
称
す
る
。

友
松
の
出
身
地
に
つ
い
て
は
、
坂
田
郡
と
す
る
像
賛
、
由
緒
書
等
の
海
北
家
説
と
本
朝
画
史
系
の
画
伝
類
の
伝
え
る
蒲
生
郡
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
由
緒
書
に
「
江
州
坂

田
郡
之
産
蒲
生
郡
の
領
ス
井
海
北
之
圧
ヲ
領
ス
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
混
同
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
来
、
海
北
の
名
は
、
琵
琶
湖
の
北
、
つ
ま
り
江
北
と
い
う
と
こ

ろ
か
ら
由
来
し
て
お
り
、
江
北
と
は
、
近
州
の
う
ち
愛
知
川
以
北
を
指
す
か
ら
ほ
ぼ
坂
田
郡
の
あ
た
り
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
「
坂
田
郡
の
産
」
と
す
る
像
賛
説
が
有
力

で
あ
る
。

真
如
堂
は
、
京
都
市
東
山
区
に
あ
る
真
正
極
楽
寺
の
こ
と
、
真
如
堂
に
友
松
の
墓
所
が
あ
る
こ
と
は
像
賛
中
に
見
え
る
斎
藤
利
三
、
東
陽
坊
長
盛
ら
と
の
関
係
を
裏
付
け

る
も
の
と
な
り
得
る
。
十
念
寺
は
、
京
都
市
中
京
区
に
あ
り
、
友
雪
以
降
の
海
北
家
の
菩
提
所
に
な
っ
て
い
る
。

相
見
番
雨
「
海
北
友
松
並
に
其
系
統
の
人
々
」
（
日
本
美
術
協
会
報
告
一
四
号
）
参
照
。

改
定
史
籍
集
覧
本
に
よ
る
。

国
史
叢
書
本
に
よ
る
。

国
史
叢
書
本
に
よ
る
。

但
し
、
「
浅
井
日
記
」
の
永
禄
六
年
十
月
十
日
、
「
今
度
（
佐
々
木
）
右
衛
督
義
祐
逆
意
に
付
て
、
浅
井
下
野
守
久
政
、
同
備
前
守
長
政
沙
汰
と
し
て
、
近
江
田
中
の
諸
土

を
集
め
辺
を
融
り
て
誓
盟
を
竪
む
」
と
あ
る
と
こ
ろ
に
て
「
海
北
善
右
衛
門
実
新
、
同
主
水
正
実
信
、
同
主
膳
正
秀
信
」
と
あ
る
。
こ
の
う
ち
主
水
正
、
主
膳
正
と
い
う

nu 
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の
は
友
松
の
兄
弟
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
善
右
衛
門
実
新
な
る
人
物
は
、
は
た
し
て
友
松
の
父
で
あ
る
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
疑
問
と
し
て
残
し
、

後
改
め
て
考
え
た
い
。

「
浅
井
日
記
」
に
は
、
「
廿
六
日
、
信
長
の
諸
兵
悉
く
引
返
し
、
海
北
主
水
正
、
守
養
寺
大
和
守
、
井
口
主
殿
介
、
新
荘
孫
八
兵
衛
が
、
楯
寵
る
浅
井
郡
虎
御
前
山
の
城
を

囲
ん
で
之
を
攻
む
。
城
兵
防
ぎ
戦
ふ
。
海
北
、
安
養
寺
、
井
口
、
新
荘
四
人
の
大
将
、
一
度
に
切
出
で
、
忠
臣
ニ
君
に
事
へ
ぎ
る
の
を
と
、
義
を
相
守
る
事
、
金
石
の
如

き
四
百
八
十
人
、
信
長
の
備
に
切
っ
て
入
り
、
敵
に
多
く
討
亡
さ
れ
、
皆
枕
を
並
べ
て
討
死
す
」
。
と
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
よ
り
先
姉
川
合
戦
の
項
に
も
、
浅
井
雅
楽

助
、
上
坂
主
殿
助
等
と
共
に
海
北
主
水
正
が
討
死
し
た
記
事
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
い
か
に
解
し
た
ら
良
い
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
天
正
元
年
の
浅
井
家
滅
亡
と
共
に

海
北
家
も
武
門
と
し
て
は
ほ
ろ
び
た
も
の
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

「
集
雲
守
藤
和
尚
遺
稿
」
中
に
「
鶴
賛
瓶
一
向
航
宮
古
文
略
）
」
と
あ
り
友
松
が
集
雲
に
鶴
図
の
賛
を
所
望
し
た
こ
と
が
わ
か
り
両
者
の
直
接
的
な
関
係
が
知
り
得
る
。
惟

杏
、
惟
舟
、
月
渓
な
ど
の
諸
僧
は
、
現
存
す
る
友
松
画
に
賛
を
し
て
い
る
。

古
澗
慈
稽
の
「
口
水
集
」
に
は
、
「
達
磨
献
一
諸
一
紘
一
球
取
引
清
文
略
）
」
、
「
布
袋
均
一
一
建
問
翻
話
持
（
賛
文
略
）
」
と
あ
り

o

玄
蘇
最
轍
の
「
仙
巣
稽
」
に
は
友
松
の
李
白
観
譲
図

の
序
の
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
尚
、
こ
こ
に
記
し
た
諸
僧
の
他
に
も
友
松
の
画
に
賛
を
す
る
禅
僧
が
い
る
。
こ
の
よ
う
に
禅
僧
が
着
賛
す
る
友
松
画
は
、
所
謂
押
絵
貼
原
風

と
い
わ
れ
る
扉
風
の
一
扇
づ
つ
に
貼
り
付
け
ら
れ
た
小
画
面
形
式
の
画
で
あ
る
。
現
在
、
友
松
筆
と
云
わ
れ
る
掛
幅
は
、
た
い
が
い
も
と
は
こ
の
形
式
の
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
友
松
が
盛
ん
に
押
絵
を
画
き
出
し
た
の
は
、
慶
長
七
年
頃
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
「
智
仁
親
王
御
日
記
」
な
ど
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。

春
屋
宗
国
の
語
録
「
一
黙
稿
」
に
は
、
友
松
に
居
士
号
を
与
え
た
記
事
は
な
い
。

友
松
と
慈
矩
の
関
係
は
、
像
賛
に
い
う
良
馬
を
求
め
た
と
い
う
事
の
他
に
も
っ
と
確
実
な
史
料
が
あ
る
。
そ
れ
は
友
松
が
惑
矩
の
た
め
に
二
点
の
扉
風
を
画
い
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
一
つ
は
、
熱
海
美
術
館
の
楼
閣
山
水
図
扉
風
で
あ
り
、
他
は
、
石
原
家
の
飲
中
八
仙
図
扉
風
で
あ
る
。
共
に
落
款
印
章
を
残
す
が
、
殊
に
後
者
は
、
「
江
北

海
北
友
松
」
（
第
七
図
）
と
自
ら
款
記
し
、
近
江
源
氏
の
嫡
流
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
友
松
の
武
人
的
な
性
格
が
う
か
が
え
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

栗
田
口
に
果
せ
ら
れ
た
利
三
の
首
を
夜
陰
に
乗
じ
て
奪
い
帰
っ
た
と
い
う
友
松
の
武
勇
．
諜
は
、
彼
の
性
格
を
知
る
恰
好
の
逸
話
で
あ
る
。
利
三
が
栗
田
口
に
礁
に
さ
れ
た

こ
と
は
、
当
時
と
し
て
は
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
出
来
ご
と
で
多
く
の
公
家
達
の
日
記
に
も
み
ら
れ
る
が
、
友
松
が
首
を
奪
っ
た
と
い
う
こ
と
に
就
て
は
、
全
く
見
あ
た

ら
な
い
。
従
っ
て
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
尚
多
く
の
問
題
が
残
る
。
た
だ
友
松
の
男
友
雪
と
利
三
の
女
春
日
局
と
の
聞
に
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
西
洞
院

時
慶
州
記
」
な
ど
の
確
実
な
史
料
に
よ
り
確
め
得
る
か
ら
（
山
根
有
三
「
絵
屋
に
つ
い
て
」
（
美
術
史
四
八
号
）
参
照
）
、
こ
の
こ
と
か
ら
遡
及
し
て
友
松
と
利
三
の
関
係

を
考
え
る
こ
と
は
出
来
る
。
詳
く
は
後
考
に
侠
つ
。

「
九
州
下
向
記
」
〈
阿
保
家
文
書
、
続
々
群
書
類
従
所
収
）
参
照
。

友
松
が
連
歌
や
茶
の
湯
を
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
教
養
に
か
か
わ
る
問
題
で
伝
記
研
究
上
重
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
証
明
出
来
る
直
接
駒
な
史
料
は
、
未
だ
発
見
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さ
れ
て
い
な
い
。

大
日
本
仏
教
全
書
「
華
頂
要
略
」
参
照
、

「西
洞
院
時
慶
卿
記
」
、
文
禄
二
年
十
月
三
日
及
び
同
八
日
条
。
但し
文
禄
二
年

に
は
伏
見
城
は
出
来
て
お
ら
ず、
こ

の
時
秀
吉
が
友
松
に
伏
見
に
も
来
る
様
に

と
い
っ
た
と
い
う
由
緒
書
の
記
事
は、

誤
り
に
な
る
が
、
こ
れ
は
、
友
竹
が
秀

吉
と
い
う
こ
と
か
ら
直
ち
に
伏
見
城
を
連
想
し
た
た
め
か
と
思
わ
れ
る
。

持
丸
一
夫
「建
仁
寺
障
壁
画
論
」
（
美
術
研
究
一
五
七号
）
参
照
。

永
徳
は

、

永
禄
九
年
に
は
衆
光
院
の
襖
絵
（
現
存
）
を
画
い
て
い
る
。
永
禄
十

年
か
ら
十
一
年
に
か
け
て
近
衛
家
の
襖
絵
を
画
い
て
い
る
（
言
継
卿
記
）
。

河
合
正
治
「安
国
寺
恵
現
」
（
人
物
叢
書
吉
川
弘
文
館
刊
）
参
照
。

慶
長
三
年
、
小
早
川
秀
秋
が
筑
前
か
ら
越
前
へ
転
封
さ
れ
た
た
め
、
秀
吉
は、

秀
秋
の
旧
領
地
を
蔵
入
地
と
し
て
三
成
を
代
官
に
し
た
。
三
成
は
、
こ
の
政
務

の
た
め
の
下
向
に
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
の
他
に
は
と
り
た
て
て
な
す
こ
と
も

な
く
の
ん
び
り
と

し
た
旅
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

お
「
智
仁
親
王
御
日
記
」
（
東
大
史
料
編纂
所
写
本
）
に
あ
る
友
松
関
係
の
記
事
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第 7 図
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は
、
次
の
通
り
。

慶
長
七
年
十
一
月
小

四
日
晴
、

無
何
事
、

友
松
来
也
｜

略
1

0

五
日
晴
、
無
何
事
l

略
｜

友
松
来
、
画
也
。

六
日
晴
、
無
何事
l

略
l

友
松
来
、
画
也
。

八
日
晴
、
｜
略
l

友
松
来
、
画
也
。

十
二
月
大

十
五
日
朝
、
雪
五
六
寸
余
積
、
！
略
l

。
友
松
所
へ
銀
子
五
枚
焼
物
遺
ス
、

道
初
二
焼
物
二
具
遺
ス
便
甚
介
。

十
八
日
晴
、
l

略
1

友
松
所
へ
押
絵
料
紙

遺
ス
。



慶
長
八
年
正
月

三
日
、
l

略
l

、
友
松
扇
二
本
道
印
茶
巾
持
参
ス
。

慶
長
九
年
正
月

五
日
、
晴
時
々
一
曇
、
友
松
扇
二
本
道
印
茶
キ
γ
＝
す
持
参
ス
。
｜
略
｜

七
日
、
晴
時
々
雪
少
チ
ル
也
、l
略
l

壷
沖
長
老
小
鷹
一
束
、
友
松
絵
あ
ふ
き
二
本
御
持
参
也
。

八
条
宮
家
と
友
松
の
関
係
で
は
、
秋
山
光
夫
民
「
桃
山
時
代
障
扉
画
論
」
に
よ
れ
ば
、
天
正
十
八
年
、
永
徳
と
共
に
御
造
営
中
の
御
殿
の
杉
戸
な
ど
を
画
い
た
こ
と
が
報

告
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
説
に
は
、
直
ち
に
信
じ
ら
れ
な
い
問
題
が
あ
る
。
後
改
め
て
考
え
る
。

お
こ
の
こ
と
に
関
す
る
史
料
と
し
て
、
海
北
家
に
は
、
女
房
奉
書
、
中
院
通
勝
副
状
が
現
存
し
て
い
る
。

訂
「
山
科
言
緒
卿
記
」
慶
長
十
八
年
七
月
十
三
日
条
、
「
友
松
押
絵
共
七
拾
枚
パ
カ
リ
各
へ
拝
見
何
為
ト
仰
ア
リ
」
。

犯
玄
蘇
景
轍
の
李
白
観
議
図
序
は
、
増
訂
古
画
備
考
九
三
九
頁
、
巻
中
の
友
松
の
項
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
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