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『
伴
大
納
言
絵
巻
』
の
絵
と
詞
書

|
|
「
東
七
条
」
の
二
人
の
妻
の
姿
か
ら

山
部

和
喜

は
じ
め
に

貞
観
八
年
(
八
六
六
)
閏
三
月
一
O
日
夜
の
応
天
門
消
失
は
、
『
伴
大
納
言
絵
巻
」
の
叙
述
に
よ
れ
ば
、
当
初
、
大
納
言
伴
善
男
に
よ
り
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左
大
臣
源
信
の
仕
業
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
が
、
結
局
は
、
右
兵
衛
舎
人
な
る
目
撃
者
の
証
言
か
ら
伴
善
男
一
味
の
放
火
に
よ
る
も
の
と
し

て
決
着
す
る
。
こ
の
絵
巻
の
制
作
は
一
二
世
紀
後
半
、
そ
の
絵
は
常
磐
光
長
の
手
に
よ
り
、
後
白
河
院
の
制
作
依
頼
に
応
じ
た
も
の
と
、
言

わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
一
一
四
話
に
同
文
的
な
同
話
が
あ
り
、
上
巻
の
詞
書
の
欠
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。

の
研
究
史
は
、
黒
田
日
出
男
に
よ
り
詳
細
に
振
り
返
ら
れ
考
究
さ
れ
る
こ
と
に
よ
円
、
そ
れ
ま
で
の
、
い
わ
ゆ

こ
の
『
伴
大
納
言
絵
巻
』

る
〈
謎
の
人
物
〉
の
解
明
に
重
心
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
か
ら
解
き
放
た
れ
て
、
新
し
い
段
階
に
入
っ
た
と
言
っ
て
い
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
方

面
へ
の
研
究
の
可
能
性
を
拓
い
て
み
せ
た
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
そ
の
成
果
に
依
り
つ
つ
、
詞
書
と
の
関
わ
り
の
中
で
ど
の
よ
う
に
絵
を
解
読
で
き
る
の
か
、
を
試
み
る
つ
も
り
で
あ
る
。
当

(456) 

た
り
前
に
す
ぎ
る
と
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
調
書
に
照
ら
し
て
絵
巻
の
絵
を
読
ん
で
い
く
、
さ
ら
に
詞
書
を
、
関
連
す
る
説
話
(
こ
こ



で
は
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
」
第
一
一
四
話
)
と
比
較
し
な
が
ら
読
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
充
分
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難

い
面
が
あ
る
。
絵
巻
は
、
作
品
と
し
て
実
は
ま
だ
ま
だ
読
み
こ
ま
れ
て
い
な
い
の
だ
。
絵
と
詞
書
、
さ
ら
に
は
関
連
説
話
、
こ
れ
ら
の
三
つ

(455) 

を
立
体
的
に
捉
え
て
み
た
い
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
、
調
書
と
絵
(
二

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
京
の
東
七
条
に
住
む
右
兵
衛
舎
人
の
子
と
、
伴
大
納
言
家
の
出
納
の
子
と
の
喧
嘩
の
場
面
で
あ
る

(
図1
)。

応
天
門
炎
上
が
、
実
は
善
男
一
味
の
放
火
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
、
事
の
真
相
が
明
ら
か
に
な
る
き
っ
か
け
と
な
る
部
分
で
あ
る
。

絵
巻
の
詞
書
に
そ
っ
て
、
そ
の
内
容
を
確
認
し
て
き
た
い
。
舎
人
と
出
納
の
家
に
つ
い
て
、
「
伴
大
納
言
の
出
納
の
隣
に
在
る
が
子
と
、

こ
の
舎
人
の
童
と
誇
ひ
を
し
て
」
と
、
隣
同
士
で
あ
る
こ
と
は
明
記
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
、
「
宇
治
拾
遺
物
語
』
で
は
「
伴
大
納
言
の
出
納
の
、
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家
の
幼
き
子
と
舎
人
が
小
童
と
一
静
ひ
を
し
て
」
と
し
て
、
隣
と
は
記
さ
な
い
。
果
た
し
て
、
絵
巻
の
絵
で
は
こ
の
二
人
の
家
は
隣
り
あ
う
も

の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

黒
田
日
出
男
は
、
こ
の
舎
人
の
家
と
出
納
の
家
が
、
し
が
な
い
下
級
役
人
の
網
代
壁
と
、
権
勢
家
伴
大
納
言
家
の
家
来
で
あ
る
出
納
の
、

羽
振
り
の
良
さ
そ
う
な
家
の
板
壁
を
、
描
き
分
け
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
列
。
実
は
、
そ
の
よ
う
な
二
つ
の
家
の
描
き
分
け
、
対

比
が
、
絵
と
し
て
成
立
す
る
の
は
、
こ
の
二
つ
の
家
が
直
接
に
隣
接
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
描
き
分
け
が
可
能
で
あ
っ

た
の
は
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
は
な
い
、
詞
書
独
自
の
「
隣
」
と
い
う
語
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
『
伴
大
納
言
絵
巻
」

の
調
書
と
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

の
本
文
の
前
後
や
優
劣
を
い
う
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、

詞
書
と
絵
が
、
そ
の
細
部
に
独
自
の
関
係
性
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
た
く
は
な
い
の
で
あ
る
。



次
に
、
こ
の
事
件
の
経
緯
に
つ
い
て
、

や
や
煩
瑛
に
な
る
が
、
詞

書
の
叙
述
の
順
に
沿
っ
て
、
見
て
お
く
こ
と
と
す
る

。

①
子
ど
も
の
争
う
声
を
聞
い
て
、
舎
人
は
、
{
永
か
ら
出
て
止
め
よ
う
と
す
る
と
、
そ
こ
に
出
納
も
出
て
き
て
、
彼
が
止
め
る
て
く
れ
る
の

か
と
見
て
い
る
と
、
寄

っ

て
二
人
を
引
き
離
し
、
自
分
の
子
を
家
に
入
れ
て
舎
人
の
子
を
激
し
く
け
り
つ
け
る

。

②
そ
れ
を
見
た
舎
人
が
、
子
供
の
け
ん
か
に
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と

抗
議
す
る
。

③
そ
れ
に
対
し
、
出
納
が
、
お
ま
え
の
よ
う
な
下
っ
端
役
人
な
ん
か
は
、
私
の
主
人
が
い

ら
っ
し
ゃ
っ
た
ら
ひ
と
た
ま
り
も
な
い
ぞ
、
と
逆
に
反
論
す
る
。
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④
舎
人
は
、
非
常
に
腹
を

立
て
、
「
お
ま
え
の
主
人
は
私
が
口
を
閉
ざ
し
て
い
る
か
ら
、

今
の
よ
う
に
し
て
い
ら
れ
る
の
だ
ぞ
、
」
と
、
伴
大
納
言
の
身
に
重
大
な
何
か
を
知
つ

て
い
る
と
ほ
の
め
か
す

。

⑤
出
納
は
腹
を
立
て
た
ま
ま
家
に
入
る
。

伴大納言絵巻中巻

」
こ
で
は
、
詞
書
と
絵
の
対
応
を
見
る
前
に
、
詞

書
と

『
宇治
拾
遺
物
語
』
の
記
述
と
の

関
わ
り
を
見
て
お
き
た
い

。

⑤
の
部
分
、
詞
書
で
は
「
出
納
は
、
腹
立
ち
て
家
へ
入
り
に
け
り
。

」
と
あ
っ

て
、
出
納
は
、

(454) 

図 1

自
分
の
主
人
で
あ
る
伴
大
納
言
に
む
け
た
舎
人
の
言
葉
(
④
)
に
腹
を
立
て
て
、
家
に
入
る
。



そ
れ
ま
で
の
怒
り
(
①

・

③
)
を
持
続
さ
せ
な
が
ら
、
家
に
入
っ
た
と
み
て
い
い
。

一
方
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
で
は
、
「出
納
は
腹
立
ち
さ
し
て
、
家
に
這
ひ
入
り
に
け
り
。

」

(453) 

と
あ
っ
て
、
傍
点
部
分
に
留
意
す
れ
ば
、
こ
の
舎
人
の
言
葉
を
聞
く
や
、
腹
を
立
て
る

の
を
途
中
で
止
め
て
、
こ
っ
そ
り
家
に
戻
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

つ
ま
り
、
『
宇

治
拾
遺
物
語
』
で
は
、
出
納
は
単
に
腹
を
立
て
て
家
に
入
る
の
で
は
な
く
、
舎
人
の
言

葉
に
そ
れ
ま
で
の
居
丈
高
の
態
度
を
急
変
さ
せ
て
、
這
々
の
体
で
家
に
入
る
の
で
あ
る
。

伴大納言絵巻下巻

あ
た
か
も
、
出
納
が
応
天
門
炎
上
の
本
当
の
理
由
を
知
っ
て
い
て
、
舎
人
の
言
葉
の
重

大
性
に
驚
博
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
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図
2

は
、
少
し
先
の
場
面
で
、
噂
が
噂
を
呼
ん
で
、
舎
人
が
検
非
違
使
に
召
還
さ
れ

て
い
く
際
の
出
納
夫
婦
の
様
子
で
あ
る
。

二
人
は
、
不
安
そ
う
に
連
れ
て
行
か
れ
る
舎

図 2

人
を
見
や
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
も
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
出
納
が
、
舎
人
の
知
つ

て
い
る
こ
と
の
重
大
性
に
気
づ
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
検
非
違
使
に
連
れ
て
行
か
れ

る
舎
人
を
見
る
二
人
の
態
度
は
、
「
不
安
そ
う
」
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
恐
曜
の
表
情
を
見
せ
て
い
る
は
ず
だ

。

し
か
し
、
こ
の

二
人
そ
ろ
っ
て
戸
口
か
ら
覗
く
、
そ
の
表
情
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
緊
迫
感
は
み
ら
れ
ず
、
単
に
不
安
そ
う
な
様
子
と
見
受
け
ら
れ
る

。

つ
ま
り
、
舎
人
が
召
還
さ
れ
て
い
く
場
面
の
、
出
納
夫
婦
二
人
の
表
情
か
ら
は
、
と
て
も
事
の
真
相
を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

え
る
で
あ
ろ
う

。

い
る
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
比
較
す
れ
ば
、

⑤
の
詞
書
と
図
2

の
絵
と
は
呼
応
し
て
い
る
と
言



こ
の
よ
う
に
、
こ
の
絵
巻
の
詞
書
と
絵
は
、
細
部
に
独
自
の
連
動
性
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
で
き
る
限
り
、
絵
は
調
書

の
語
句
を
利
用
し
さ
ら
に
そ
の
叙
述
に
沿
っ
て
い
る
こ
と
は
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
、
だ
ろ
う
。

二
、
調
書
と
絵
(
二
)

さ
て
、
こ
の
部
分
の
詞
書
の
叙
述
の
順
序
と
絵
と
の
関
わ
り
に
立
ち
戻
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
詞
書
き
と
絵
と
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
絵

と
詞
書
き
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

い
さ
さ
か
語
離
し
た
か
に
み
え
る
表
現
が
あ
る
。

①
の
部
分
、
「
子
ど
も
の
争
う
声
を
聞
い
て
、
舎
人
は
、
{
永
か
ら
出
て
止
め
よ
う
と
す
る
と
、
そ
こ
に
出
納
も
出
て
き
て
、
彼
が
止
め
る

て
く
れ
る
の
か
と
見
て
い
る
と
、
寄
っ
て
、
二
人
を
引
き
離
し
、
自
分
の
子
を
家
に
入
れ
て
、
舎
人
の
子
を
激
し
く
け
り
つ
け
る
」
と
い
う

①
の
出
納
の
行
動
は
、
喧
嘩
の
場
に
駆
け
つ
け
る

(
i
)子
ど
も
を
引
き
離
す
、
我
が
子
を
家
に
入
れ
る

(
H
U
)
、
舎
人
の
子
を
蹴
り
倒
す
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場
面
で
は
、
絵
で
は
子
供
の
喧
嘩
の
場
面
で
は
舎
人
の
姿
は
描
か
れ
ず
、
舎
人
か
ら
の
視
点
で
描
か
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
か
。
詞
書
で
は
、

(
…
山
)
、
と
い
う
順
序
で
示
さ
れ
る(
i↓
H

↓
…
山
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
、
異
時
間
図
法
と
し
て
名
高
い
こ
の
場
面
で
の
絵
の
中
の
出
納
の
動

き
は
、
そ
の
場
に
駆
け
つ
け

(
i
)子
ど
も
を
引
き
離
し
、
子
ど
も
を
左
手
に
従
え
た
ま
ま
、
舎
人
の
子
ど
も
を
蹴
り
た
お
す
(
…
山
)
、
出

納
の
子
ど
も
は
舎
人
の
妻
と
思
し
き
人
物
に
家
に
引
き
戻
さ
れ
る

(

H

U

)

 

の
順

(
i↓
…
m
↓
五
)
に
、
円
還
状
に
描
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
出

納
(
絵
に
お
い
て
は
出
納
と
妻
)
の
、
子
供
の
喧
嘩
へ
の
対
応
は
、
微
妙
に
そ
の
行
動
の
順
序
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
出
納
の
妻
は

詞
書
に
は
出
て
こ
な
い
。

さ
ら
に
、
舎
人
と
出
納
の
口
論
(
②
j

④
)
と
、
出
納
が
家
に
入
る
姿
(
⑤
)
は
、
絵
で
は
描
か
れ
な
い
。
た
だ
、
舎
人
と
そ
の
妻
と
思

(452) 

し
き
二
人
が
、
通
り
の
人
々
に
何
か
を
大
声
で
言
っ
て
い
る
、
そ
れ
を
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が
聞
い
て
い
る
、
と
い
う
場
面
を
描
く
。



こ
こ
で
は
、
④
の
内
容
で
あ
る
、
伴
大
納
言
の
身
に
重
大
な
何
か
を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
、
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。

(451) 

こ
の
妻
も
詞
書
に
は
出
て
こ
な
い
存
在
で
あ
る
。
④
の
舎
人
の
反
論
を
、
既
に
周
囲
の
人
々
が
聞
い
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
話
を
間

い
て
い
る
人
々
の
姿
が
、
調
書
の
少
し
先
に
あ
る
、
「
里
隣
の
人
々
、
市
を
な
し
て
聞
き
け
る
。
・
:
世
に
広
ご
り
て
」
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
が
、

黒
田
日
出
男
の
い
う
よ
う
に
「
こ
こ
で
は
、
絵
が
詞
書
の
内
容
を
先
に
描
い
て
し
ま
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
「
隣
」
等
と
は
違
い
、
詞
書
と
絵
が
離
反
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
確
か
に
絵
に
よ
っ
て
で
は
、
出
納
の
行
動
を

そ
の
ま
ま
表
現
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
舎
人
と
出
納
の
口
論
の
内
容
、
特
に
舎
人
の
反
論
の
中
身
を
示
す
こ
と
は
で
き

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
、
詞
書
と
絵
が
距
離
を
置
い
て
い
る
か
に
見
え
る
、
こ
の
部
分
の
絵
に
、
二
人
の
妻
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
。
こ
の
二
人
の
女
性
が
確
か
に
そ
れ
ぞ
れ
の
妻
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
ず
は
動
か
な
い
。
し
か
し
、
な
に
よ
り
も
こ
の
二
人
の

人
物
は
、
調
書
に
も
、
ま
た
同
文
的
同
話
で
あ
る

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
も
、
全
く
叙
述
の
な
い
人
物
な
の
で
あ
る
。
出
納
の
、
行
動
の
順

-146-

序
が
調
書
と
は
異
な
る
部
分
に
お
け
る
、
出
納
の
妻
の
出
現
、
そ
し
て
、
舎
人
の
、
出
納
に
対
す
る
反
論
が
描
か
れ
な
い
部
分
で
の
、
舎
人

の
妻
の
出
現
、
こ
こ
に
は
何
ら
か
の
意
味
を
見
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
、
稲
本
万
里
子
の
言
う
よ
う
に
、
我
が
子
を
家
に
入
れ
る
出
納
の
代
わ
り
に
出
納
の
妻
が
描
か
れ
た
の
は
、
夫
に
協
力
す
る
姿
を

現
し
た
か
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
外
部
に
立
ち
向
か
う
の
は
男
で
あ
り
、
女
は
子
ど
も
の
世
話
を
す
る
、
と
い
っ
た
、
夫
と
妻
の
役
割

が
視
覚
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
や
や
視
点
を
変
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
妻
の
出
現
に
は
、
あ
る
絵

巻
の
表
現
上
の
理
由
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
。
先
走
り
し
て
言
え
ば
、
あ
る
詞
書
と
の
対
応
の
た
め
に
は
、
こ
の

妻
の
姿
は
必
要
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
次
に
こ
の
妻
達
の
姿
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
て
み
た
い
。



三
、
二
人
の
妻
の
姿
と

「
東
の
七
条」

ま
ず
、
出
納
の
妻
が
姿
を
見
せ
る
場
面
の
詞
書
を
見
て
お
く

。

先
の
①
の
部
分
で
あ
る
が
、
「
泣
き
罵
れ
ば
、
出
で
て
障
へ
む
と
す
る
に
、

こ
の
出
納
も
、
同
じ
く
出
で
て
障
ふ
と
見
る
に
、
」
と
あ
り
、
舎
人
自
身
も
出
納
も
家
の
中
で
喧
嘩
の
声
を
聞
き
つ
け
て
、
外
に
飛
び
出
し

て
き
た
と
語
ら
れ
る
。

出
納
の
妻
も
、
詞
書
で
は
示
さ
れ
な
い
が
、
夫
と
同
じ
よ
う
に
家
か
ら
出
て
き
た
も
の
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
の

妻
の
姿
を
絵
で
確
認
す
る
と
、
ま
ず
気
づ
く
の
が
、
腰
に
何
か
短
い
ス
カ
ー
ト

状
の
も

の
を
着
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る

(
図3
)。

こ
れ
は
、
摺
(
し
ぴ
ら
)
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
、
古
く
は
女
性
の
礼
服
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
簡
略
短
小
化
し
て
、
地
位

の
低
い
女
房
や
庶
民
の
衣
服
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る

。

『
新
版
絵
巻
物
に
よ
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る
日
本
常
民
生
活
絵
引
』
(
一
九
八
四
年
、
平

凡
社
)
で
は
、
摺
を
着
け
て
い
る
全
て

の
女
性
が
、
家
事
等
の
何
ら
か
の
労
働
に
従
事
し
て
い
る
。

と
す
れ
ば
、
出
納
の
妻
は
、

陪
一嘩
の
声
を
聞
い
て
飛
び
出
し
て
く
る
ま
で
は
、
家
の
中
で
何
ら
か
の
作
業
に
つ
い
て

伴大納言絵巻中巻

い
た
と
表
現
さ
れ
て
い
る
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
舎
人
の
妻
も
、
腰
に
摺
を
つ
け
て
お
り
、
よ
く
見
る
と
袖
棒
(
そ
で
だ
す

き
)
を
し
て
、
袖
が
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
る

(
図4
)。
出
納

の
妻
と
同
じ
よ
う
に
、
家
内
の
作
業
の
途
中
で
{
永
か
ら
飛
び
出
し
て
き
た
も
の
と
し
て

(450) 

図 3

描
か
れ
て
い
る
と
み
て
誤
り
な
い
。

『
新
版
絵
巻
物
に
よ
る
日
本
常
民
生
活
絵
引
』
で
も
、



裸
足
で
い
る
こ
と
に
つ
い
て
「
こ
の
人
た
ち
は
(
永
か
ら
と
び
出
し
て
来
た
も
の
で
、

(449) 

お
そ
ら
く
座
敷
へ
も
地
面
を
歩
い
た
ま
ま
の
足
で
上
が
る
の
だ
ろ
う
」
と
、
解
説
を

付
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
妻
達
は
、
何
ら
か
の
作
業
に
従
事
し
て
い
る
、
夫
と
と
も
に

{
永
か
ら
裸
足
で
す
ぐ
に
飛
び
出
し
て
く
る
、
庶
民
の
階
層
の
女
性
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
妻
の
姿
が
、
詞
書
に
は
な
く
絵
の
独
自
の
も
の
で
あ

伴大納言絵巻中巻

る
と
い
う
こ
と
は
、
絵
の
表
現
と
し
て
の
意
味
を
考
え
、
さ
ら
に
詞
書
の
中
に
何
ら

か
の
こ
れ
と
関
係
す
る
内
容
を
想
定
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

。

148 

こ
こ
で
、
こ
の
右
兵
衛
舎
人
、
伴
大
納
言
家
の
出
納
の
夫
婦
の
、
棲
ん
で
い
る
地

域
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
詞
書
に
「
右
兵
衛
の
舎
人
な
る
者
、
東
の
七
条
に
住

図 4

み
け
る
が
、
」
(
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
も
同
じ
)
と
あ
り
左
京
七
条
に
住
む
と
さ
れ
、

「
東
七
条
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

う
な
場
所
で
あ
っ
た
か
か
ら
見
て
お
き
た
い

。

こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
こ
の
事
件
当
時
の
「
東
七
条
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
二
世
紀
の

図
1

等
の
道
は
、
七
条
大
路
と
見
る
こ
と
が
で
き
る

。

ま
ず
、
こ
れ
が
当
時
ど
の
よ

大
村
拓
生
は
、
「
玉
葉
』
の
治
承
元
年
(
一
一
七
七
)
九
月
二
十
日
条
を
引
き
つ
つ
、
里
内
裏
お
よ
び
行
列
の
道
筋
に
考
察
を
加
え
、
「
七

条
朱
雀
は
、
正
規
の
羅
生
門
と
は
別
の
意
味
で
は
あ
る
が
、
平
安
京
と
城
外
を
区
別
」
し
て
お
り
、
「
七
条
は
都
市
貴
族
の
観
念
レ
ベ
ル
で

も
都
市
発
展
の
実
際
面
に
お
い
て
も
、
そ
れ
以
南
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
境
界
線
で
あ
っ
た
」
と
す
る

。

七
条
と
い
う
の
は
、
貴
族



の
観
念
の
レ
ベ
ル
で
は
、
あ
る
意
味
、
京
の
南
端
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
東
七
条
に
は
ど
の
よ
う
な
人
々
が
住
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
鵬
谷
寿
は
、
こ
の
地
に
あ
っ
た
東
市
は
平
安
末
期
に
は
完
全

に
さ
び
れ
、
か
わ
っ
て
七
条
町
が
栄
え
た
が
、
そ
こ
は
商
工
業
の
集
住
地
区
で
あ
り
、
鍛
冶
、
鋳
物
師
、
金
銀
細
工
師
、
薄
打
、
仏
師
と
い
っ

た
輩
で
の
住
む
地
で
あ
っ
た
と
す
る
。

た
と
え
ば
、
藤
原
明
衡
の
「
新
猿
楽
記
』
に
は
、
四
女
の
夫
の
「
金
集
百
成
(
か
ね
つ
み
の
も
も
な
り
)
」
が
出
て
く
る
が
、
彼
は
右
馬

寮
の
史
生
か
つ
七
条
以
南
の
保
長
(
ほ
う
の
お
さ
)

で
、
「
鍛
治
、
鋳
物
師
、
銀
金
の
細
工
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初

期
の
成
立
と
さ
れ
る
、
『
病
草
紙
』
の
う
ち
、
「
肥
満
の
女
」
は
、
「
ち
か
ご
ろ
七
条
わ
た
り
に
か
し
あ
げ
す
る
女
」
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
棚
橋
光
男
に
よ
れ
ば
、
保
延
六
年
(
一
一
四

O
)
十
月
二
十
二
日
に
藤
原
行
成
筆
の
「
白
氏
詩
巻
」
を
藤
原
定
信
に
売
り
に
来
た

「
物
売
女
」
は
、
夫
が
「
在
俗
の
経
師
」
で
、
「
塩
小
路
よ
り
北
」
「
町
尻
小
路
よ
り
西
」
で
、
「
町
尻
面
の
辻
の
内
」
に
家
が
あ
っ
た
と
い
う
。-149-

塩
小
路
よ
り
北
で
、
町
尻
小
路
よ
り
西
で
あ
れ
ば
、
七
条
大
路
の
近
く
で
あ
り
、
当
時
の
七
条
町
に
住
ん
で
い
た
と
い
え
る
。

こ
の
話
も
収
載
す
る
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
で
は
、
「
七
条
町
」
に
「
江
冠
者
」
・
「
鋳
物
師
が
妻
」
(
一

t
a
i
l五
)
)
が
お
り
、
ま
た
、
「
七
条
」
に
「
薄

打
」
(
二
!
四
)
)
が
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
「
東
七
条
」
に
は
、
貴
族
と
は
明
ら
か
に
階
層
の
違
う
都
市
部
の
庶
民
が
住
み
、
商
工
業
者
等
も
往
来
す
る
道
で
あ
っ
た
。

先
の
場
面
を
見
れ
ば
、
大
瓶
を
背
負
っ
た
人
物
、
唐
植
を
も
っ
た
人
物
な
ど
、
様
々
な
種
類
の
人
物
が
描
か
れ
る
(
図5
)。
五
味
文
彦
が
、
「
路

上
に
は
高
足
駄
の
女
や
赤
ん
坊
を
抱
っ
こ
す
る
女
も
描
か
れ
て
い
て
)
貴
族
の
女
房
と
の
違
い
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
」
とω
、
佐
藤
康

宏
が
、
「
一
二
世
紀
後
期
の
七
条
通
り
を
思
わ
せ
る
往
来
の
賑
わ
い
な
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
あ
た
り
の
周
囲
の
人
々
、
「
里
隣

の
人
々
」
は
雑
多
な
人
々
で
あ
っ
た
。

(448) 



こ
の
七
条
の
人
物
達
は
、
む
し
ろ
庶
民
に
属
す
る
人
物
達
を
多
く
含
ん
で
お
り
、

(447) 

そ
の
姿
と
夫
と
妻
の
姿
に
は
、
同
質
性
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

。

む
し
ろ
、
同
質
た
る
べ
く
こ
の
妻
達
は
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

庶
民
の
住
み
、

往
来
す
る
地
域
、
道
と
し
て
、
都
の
南
の
端
の
七
条
を
描
い
て
み
せ
る
、
そ
の
表

現
の
中
に
、
こ
の
妻
の
造
型
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

。

摺
を
身
に
つ
け
、

裸
足
で
か
つ
袖
裡
を
し
て
い
る
と
い
う
、
妻
の
姿
は
、
都
の
南
の
端
に
住
む
、
降
一

伴大納言絵巻中巻

民
の
女
性
と
し
て
描
か
れ
た
の
で
あ
る

。

四
、
ま
と
め

150 

実
は
、
こ
の
絵
巻
に
は
他
に
も
主
要
な
人
物
の
妻
が
描
か
れ
る
。
左
大
臣
源
信

図 5

の
妻
(
図
6
)
と
大
納
言
伴
善
男
の
妻
(
図
7
)
で
あ
る
。
信
の
妻
は
赦
免
の
知

た
絶
望
に
、
布
団
か
ら
髪
を
の
ぞ
か
せ
る
ば
か
り
の
姿
で
あ
る

。

こ
の

二
人
は
共
通
し
て
、
調
書
に
直
接
描
か
れ
ず
絵
に
の
み
登
場
す
る
。

ら
せ
を
聞
い
て
喜
び
泣
き
に
変
わ
る
瞬
間
の
姿
、
善
男
の
妻
は
善
男
が
連
行
さ
れ

そ
し
て
、
家
の
内
に
あ

っ

て
他
の
女
房
達
と
は
別
の
部
屋
に
居
り
、
貴
族
の
妻
と
い
う
特
権
的
な
立
場
に
あ
る
こ
と
を
見
せ
る

。

稲
本
万
里
子
は
、
こ
の
絵
巻
で
は
、
身
分
や
階
層
に
よ
っ
て
、
家
族
の
形
態
が
差
異
化
さ
れ
、
そ
の
中
で
、
妻
や
子
と
と
も
に
描
か
れ
る

こ
と
の
な
い
清
和
天
皇
や
藤
原
良
房
、
妻
や
子
と
は
別
の
空
間
に
位
置
す
る
源
信
と
伴
善
男
、
妻
や
子
と
と
も
に
存
在
す
る
舎
人
や
出
納
と

い
う
三
種
類
の
家
族
形
態
が
、
分
類
さ
れ
配
置
さ
れ
て
い
る
と
す
る

。

そ
れ
は
、
妻
と
い
う
存
在
に
視
点
を
固
定
し
て
(
妻
の
描
か
れ
な
い



清
和
天
皇
、
藤
原
良
房
は
除
外
し
て
)
考
え
て
み
る
と
、
夫
と
は
別
の
空
間
に
位
置
す
る
源
信
の
妻
や
伴
善
男
の
妻
、
そ
し
て
夫
や
子
と
と

も
に
存
在
す
る
人
の
妻
や
出
納
の
妻
と
い
う
、
形
態
に
分
類
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

。

こ
の
絵
巻
の
絵
の
特
長
と
し
て
、
多
く
の
対
比
、

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
よ
る
表
現
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

。

た

と
え
ば
、
左
大
臣
源
信
邸
の
門
と
大
納
言
邸
の
門
、
あ
る
い
は
、
先
に
述
べ
た
そ
の
内
部
の
女
性
達
の
様
子
等
々
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
信
の

妻
と
善
男
の
妻
が
、
喜
び
と
絶
望
と
い
う
〈
対
〉

の
関
係
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
の
二
人
の
貴
族
の
妻
と
対
比
的
に
、

図 6
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伴大納言絵巻中巻

伴大納言絵巻下巻図 7
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庶
民
の
階
層
で
あ
る
こ
の
舎
人
と
出
納
の
妻
達
は
描
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
屋
内
に
居
て
、
夫
と
は
空
間
を
と
も
に
し
な
い
妻
に
対
し
て
、

(445) 

夫
や
子
と
と
も
に
あ
っ
て
家
事
等
に
従
事
し
時
に
は
裸
足
で
外
に
出
て
く
る
妻
、
そ
の
対
比
が
鮮
や
か
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
こ
の
妻
達
の

存
在
す
る
場
が
明
確
に
な
る
、
そ
う
い
う
表
現
と
し
て
、
こ
の
妻
達
の
姿
は
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

貴
族
と
は
明
確
に
違
う
家
族
関
係
を
持
っ
た
階
層
の
住
む
場
所
、
観
念
的
に
は
都
の
南
の
端
と
も
捉
え
ら
れ
る
、
詞
書
の
「
東
七
条
」
と

い
う
場
所
を
示
す
、
そ
の
た
め
の
表
現
と
し
て
、
往
来
の
人
々
に
加
え
て
、
こ
の
妻
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

詞
書
の
叙
述
に
こ
だ
わ
り
つ
つ
、
絵
巻
の
絵
の
読
み
を
試
み
た
。
先
に
も
述
べ
た
が
、
絵
巻
の
読
み
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
充
分
な
さ

れ
て
は
お
ら
ず
、
そ
の
一
つ
に
、
同
文
的
同
話
の
説
話
の
本
文
か
ら
で
は
な
く
、
絵
巻
の
詞
書
を
丁
寧
に
読
み
、
絵
と
の
関
係
を
み
る
と
い

う
、
絵
巻
の
詞
書
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

日
注

(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

司
，
，
u

黒
田
泰
三
『
思
い
つ
き
り
味
わ
い
つ
く
す
伴
大
納
言
絵
巻
』
(
二
O
O

一
一
年
、
小
学
館
)

黒
田
日
出
男
『
謎
解
き
伴
大
納
言
絵
巻
』
(
二

O
O

二
年
、
小
学
館
)

『
伴
大
納
言
絵
巻
』
の
詞
書
に
つ
い
て
は
、
『
伴
大
納
言
絵
巻
』
(
日
本
の
絵
巻
四
)
に
よ
り
、
私
に
校
訂
し
た
。
な
お
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

に
つ
い
て
は
、
『
御
所
本
う
ち
拾
遺
物
語
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
』
(
一
九
七
三
年
、
笠
間
書
院
)
に
よ
り
つ
つ
私
に
校
訂
し
た
。
そ
の
際
に
は
『
宇

治
拾
遺
物
語
・
古
本
説
話
集
』
(
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
一
九
九
O
年
、
岩
波
書
店
)
を
参
照
し
た
。

(
4
)
黒
田
日
出
男
「
網
代
壁
・
板
壁
・
土
壁
町
屋
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
貌
」
(
小
泉
和
子
他
編
『
絵
巻
物
の
建
物
を
読
む
』
、
一
九
九
六
年
、
東
京

大
学
出
版
会
)

(
5
)
小
松
茂
美
編
集
解
説
『
伴
大
納
言
絵
詞
』
(
一
九
八
七
年
、
中
央
公
論
社
)
解
説
で
は
、
「
不
安
げ
」
、
黒
田
泰
三
(
注

1
)で
は
、
「
不
宋
と
後
悔
」
、

黒
田
泰
三
「
国
宝
伴
大
納
言
絵
巻
』
(
二

O
O

四
年
、
出
光
美
術
館
)
で
は
「
垂
衣
に
対
す
る
大
い
な
る
不
安
」
の
表
情
と
す
る
。



(
6
)稲
本
万
里
子
「
家
族
の
情
景
!
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
に
描
か
れ
た
妻
の
役
割
」
(
鈴
木
杜
幾
子
他
編
著
『
交
差
す
る
視
点

ン
ダ
1
2

』
(
二
O
O

五
年
、
ブ
リ
ユ
ツ
ケ
)

(
7
)石
埜
敬
子
・
加
藤
静
子
・
中
嶋
朋
恵
「
平
安
時
代
の
容
儀
・
服
飾
」
(
山
中
裕
・
鈴
木
一
雄
編
『
平
安
時
代
の
信
仰
と
生
活
』
、
二
O
O
四
年
、

至
文
堂
)

(
8
)
大
村
拓
生
「
中
世
前
期
に
お
け
る
路
と
京
」
(
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
一
二
九
号
一
九
九
O
年
二
一
月
、
大
阪
歴
史
学
会
)
、
後
に
「
儀
式
路
の

変
遷
と
都
市
空
間
」
(
『
中
世
京
都
首
都
論
』
、
二OO
六
年
、
吉
川
弘
文
館
)

(
9
)
瀧
谷
寿
「
平
安
京
の
沿
革

2

平
安
後
期
(
九
世
紀
末
j
一
二
世
紀
)
」
(
角
田
文
衛
総
監
修
『
平
安
京
提
要
』
、
二O
O

四
年
、
角
川
書
店
)
、

同
「
平
安
京
|
王
朝
の
風
景
!
」
(
山
中
裕
・
鈴
木
一
雄
編
『
平
安
貴
族
の
環
境
』
、
二
O
O

四
年
、
至
文
堂
)

(
叩
)
棚
橋
光
男
「
都
市
京
都
の
生
活
空
間
」
(
『
王
朝
の
社
会
』
大
系
日
本
の
歴
史
四
、
一
九
八
八
年
、
小
学
館
)

(
日
)
こ
の
断
簡
は
、
『
国
立
博
物
館
図
版
目
録
日
本
書
跡
編
和
様

I

』
(
一
九
八
八
年
、
東
京
国
立
博
物
館
)
に
写
真
が
載
り
、
『
特
別
展
詩
歌

と
書
|
日
本
の
こ
こ
ろ
と
美
』
(
二

O
O

一
年
、
東
京
国
立
博
物
館
)
に
は
、
そ
の
際
に
一
緒
に
売
り
に
来
た
「
扉
風
土
代
」
(
書
陵
部
蔵
)

と
と
も
に
写
真
が
載
る
。

(
ロ
)
五
味
文
彦
『
絵
巻
で
読
む
中
世
』
(
一
九
九
四
年
、
筑
摩
書
房
)

(
日
)
佐
藤
康
宏
「
都
の
事
件
l

「
年
中
行
事
絵
巻
」
・
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
・
「
病
草
紙
」
」
(
『
美
術
を
支
え
る
も
の
』
講
座
日
本
美
術
史
第
六
巻
、

二
O
O

五
年
、
東
京
大
学
出
版
会
)

ー
美
術
と
ジ
エ

※
絵
巻
の
引
用
は
、
小
松
茂
美
編
集
解
説
『
伴
大
納
言
絵
詞
』
(
一
九
八
七
年
、
中
央
公
論
社
)
に
拠
っ
た
。

(444) 


