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作
家
と
筆
耕

─
浅
井
了
意
を
中
心
に
─

石
川
　
透

一
、
は
じ
め
に

　

こ
れ
ま
で
︑
拙
著
﹃
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
生
成
﹄︵
三
弥
井
書
店
︑
二
〇
〇
三
年
八
月
︶︑﹃
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
展
開
﹄︵
三
弥
井
書
店
︑

二
〇
〇
九
年
五
月
︶
等
に
お
い
て
︑
仮
名
草
子
最
大
の
作
家
浅
井
了
意
が
︑
多
く
の
仮
名
草
子
作
品
を
制
作
す
る
と
同
時
に
︑
多
く
の
奈
良
絵
本
・

絵
巻
の
詞
書
部
分
の
筆
耕
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
き
た
︒
二
〇
〇
〇
年
頃
に
初
め
て
こ
の
こ
と
に
気
付
い
て
以
来
︑
浅
井
了
意
が
詞
書

を
記
し
た
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
実
数
は
着
実
に
増
え
て
き
て
い
る
︒

　

浅
井
了
意
が
制
作
し
た
作
品
︑
と
記
す
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
こ
と
も
あ
る
の
で
︑
少
し
整
理
し
て
記
す
と
︑
浅
井
了
意
は
︑
基
本
的
に
は
多
く
の

仮
名
草
子
の
内
容
を
創
作
し
た
人
物
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
と
は
別
に
︑
誰
が
内
容
を
創
作
し
た
と
い
う
こ
と
と
は
関
係
な
く
︑
浅
井
了
意
は
︑

奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
詞
書
部
分
の
執
筆
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
本
の
清
書
を
す
る
者
の
こ
と
を
筆
耕
︵
筆
工
︶
と
呼
ぶ
が
︑
浅

井
了
意
は
こ
の
筆
耕
と
し
て
の
活
動
も
相
当
数
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
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と
う
ぜ
ん
︑
筆
耕
は
字
を
書
く
の
が
上
手
な
者
が
す
る
仕
事
で
あ
っ
て
︑
内
容
を
創
作
す
る
作
家
と
は
︑
区
別
す
る
べ
き
職
人
の
仕
事
で
あ
る

と
言
え
よ
う
︒
た
だ
し
︑
浅
井
了
意
が
活
動
し
た
十
七
世
紀
後
半
に
︑
内
容
を
作
る
作
家
と
い
う
仕
事
と
︑
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
る
作
品
の

清
書
だ
け
を
行
う
筆
耕
と
い
う
仕
事
が
︑
き
ち
ん
と
区
別
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
︒
今
日
で
は
︑
全
く
違
う
仕
事
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
う
簡
単
な
問
題
で
は
な
い
︒

　

よ
く
︑
作
家
と
い
う
活
動
の
み
で
生
活
で
き
た
の
は
曲
亭
馬
琴
か
ら
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
︑
こ
れ
が
本
当
だ
と
す
れ
ば
︑
作
家
は
︑
江
戸
時

代
後
期
に
な
っ
て
や
っ
と
生
活
上
自
立
で
き
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
よ
り
百
五
十
年
も
前
の
江
戸
時
代
前
期
の
こ
と
は
︑
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い

な
い
し
︑
作
家
の
仕
事
だ
け
で
生
活
し
て
い
た
者
は
存
在
し
な
か
っ
た
︑
と
考
え
ら
れ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
江
戸
時
代
後
期
︑
す
な
わ
ち
︑
十
八
世

紀
よ
り
前
の
作
家
た
ち
は
︑
ど
の
よ
う
に
生
活
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

二
、
物
語
と
作
者

　

作
家
は
い
つ
か
ら
作
品
の
み
の
報
酬
で
生
活
で
き
た
の
か
︑
と
い
う
こ
と
は
大
き
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
︒
具
体
的
に
︑
こ
の
時
代
に
こ
れ
く

ら
い
書
く
と
い
く
ら
の
報
酬
が
も
ら
え
る
か
︑
断
片
的
な
資
料
は
存
在
し
よ
う
が
︑
そ
の
歴
史
を
た
ど
れ
る
ほ
ど
の
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
と
は

考
え
に
く
い
︒
前
述
の
曲
亭
馬
琴
の
話
は
そ
う
間
違
い
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
れ
以
前
の
作
家
が
作
家
と
し
て
の
報
酬
を
ど
の
く
ら
い
得
て

い
た
の
か
は
︑
た
い
へ
ん
興
味
深
い
︒
お
そ
ら
く
︑
今
後
は
作
家
の
報
酬
に
つ
い
て
の
資
料
も
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
︑
さ
す
が
に
︑
江
戸
時
代

前
期
の
作
家
と
な
る
と
︑
良
い
資
料
は
期
待
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
︒

　

そ
も
そ
も
︑
作
家
と
い
う
存
在
が
確
立
し
た
の
は
い
つ
で
あ
ろ
う
か
︒
江
戸
時
代
よ
り
前
︑
和
歌
を
作
る
歌
人
な
ら
ば
と
も
か
く
︑
物
語
︑
今

日
言
う
と
こ
ろ
の
小
説
を
記
す
に
あ
た
っ
て
︑
そ
こ
に
署
名
す
る
者
は
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
紫
式
部
だ
け
は
︑
物
語
作
家
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
が
︑
紫
式
部
す
ら
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
署
名
は
し
て
い
な
い
︒
さ
ま
ざ
ま
な
記
述
か
ら
︑
紫
式
部
が
作
者
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る

だ
け
で
︑
決
し
て
署
名
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
顕
示
欲
が
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
紫
式
部
が
署
名
し
て
い
な
い
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
︑
そ
れ

以
外
の
物
語
作
者
が
︑
署
名
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
物
語
に
は
署
名
し
な
い
︑
と
い
う
暗
黙
の
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
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そ
の
ル
ー
ル
は
︑
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
︑
さ
ら
に
は
室
町
時
代
ま
で
続
き
︑
当
時
の
物
語
作
品
で
あ
る
︑
鎌
倉
時
代
物
語
︵
中
世
王
朝
物

語
︶
や
室
町
時
代
物
語
︵
御
伽
草
子
︶
に
は
︑
五
百
編
近
い
作
品
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
︑
基
本
的
に
は
︑
作
者
が
署
名
し
た
作
品
は
な

い
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
た
だ
の
書
写
者
の
名
前
が
残
さ
れ
て
い
る
写
本
は
あ
る
し
︑
さ
ま
ざ
ま
な
作
者
名
の
推
測
が
な
さ
れ
て
い
る
作
品
は

あ
る
が
︑
確
定
で
き
る
も
の
は
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
︒

　

と
こ
ろ
が
︑
江
戸
時
代
に
な
っ
て
制
作
さ
れ
た
物
語
・
小
説
を
含
む
仮
名
草
子
に
は
︑
作
者
名
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
作
品
が
登
場
す
る
︒

も
ち
ろ
ん
︑
作
者
の
署
名
の
あ
る
作
品
と
な
る
と
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
が
︑
出
版
の
時
代
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
作
者
を
確
定
で
き
る
作
品

が
増
え
る
の
で
あ
る
︒
浅
井
了
意
は
仮
名
草
子
の
時
代
で
も
そ
の
後
半
に
活
躍
し
た
こ
と
も
あ
り
︑
多
く
の
作
品
が
浅
井
了
意
の
創
作
で
あ
る
と

推
定
さ
れ
て
い
る
︒

　

こ
の
仮
名
草
子
に
い
た
る
時
代
ま
で
の
物
語
・
小
説
に
︑
な
ぜ
作
者
が
署
名
し
な
か
っ
た
の
か
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
推
測
が
で
き
る
が
︑
基
本
的

に
は
︑
物
語
・
小
説
が
︑
和
歌
の
よ
う
な
文
学
と
は
異
な
る
も
の
と
い
う
意
識
が
あ
り
︑
さ
ら
に
は
︑
物
語
・
小
説
の
作
家
で
あ
る
と
判
明
す
る

と
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
よ
う
な
環
境
の
中
で
︑
物
語
・
小
説
に
は
署
名
し
な
い
︑
と
い
う
伝
統
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え

ら
れ
る
︒

　

そ
の
よ
う
な
︑
作
家
と
い
う
名
前
が
表
に
出
な
い
時
代
に
は
︑
ど
の
よ
う
な
現
象
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
も
と
も
と
作
者
が
明
ら
か
で

な
い
物
語
作
品
を
書
写
す
る
時
に
は
︑
写
す
方
も
い
い
か
げ
ん
に
な
る
も
の
で
あ
る
︒
現
在
残
さ
れ
て
い
る
︑
鎌
倉
時
代
や
室
町
時
代
の
物
語
作

品
群
を
見
て
い
く
と
︑
伝
本
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
作
品
に
は
︑
相
当
に
本
文
の
異
な
る
異
本
が
多
く
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
以
前
︑
こ
の

よ
う
な
現
象
を
取
り
上
げ
て
︑﹁
物
語
の
成
長
﹂
と
い
う
論
を
講
演
し
︑﹃
魅
力
の
御
伽
草
子
﹄︵
三
弥
井
書
店
︑二
〇
〇
〇
年
三
月
︶
に
収
め
た
が
︑

そ
の
考
え
は
今
も
変
わ
っ
て
い
な
い
︒

　

江
戸
時
代
よ
り
前
は
写
本
の
時
代
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
︑
元
に
な
っ
た
作
品
を
書
写
す
る
時
に
︑
へ
い
き
で
内
容
を
変
え
て
し
ま
う
の
で
あ

る
︒
江
戸
時
代
に
な
っ
て
出
版
が
多
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
︑
同
じ
も
の
が
大
量
生
産
さ
れ
る
の
で
︑
内
容
を
変
え
て
し
ま
う
こ
と
は
行
わ

れ
な
く
な
っ
た
が
︑
そ
れ
ま
で
は
︑
物
語
の
作
者
も
存
在
し
な
い
︑
あ
る
程
度
は
そ
の
内
容
を
変
え
ら
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
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三
、
浅
井
了
意
と
自
筆
版
下

　

こ
の
伝
統
は
︑
江
戸
時
代
に
な
っ
て
も
最
初
の
う
ち
は
色
濃
く
残
っ
て
い
た
は
ず
で
︑
仮
名
草
子
作
家
も
ほ
と
ん
ど
署
名
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
︒
そ
し
て
︑
物
語
と
類
似
の
作
品
群
も
大
量
に
作
ら
れ
る
時
代
と
な
り
︑
仮
名
草
子
の
作
品
群
に
は
︑
物
語
・
小
説
と
は
言
え
な
い
よ
う
な
作

品
群
も
多
く
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
る
︒

　

浅
井
了
意
は
︑
そ
の
よ
う
な
仮
名
草
子
作
家
の
中
で
︑
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
を
多
く
残
し
た
作
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒
浅
井
了
意
作
品
の
研

究
書
は
枚
挙
に
い
と
ま
の
な
い
ほ
ど
出
版
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
そ
れ
ら
を
見
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
︑
こ
こ
で
は
︑
浅
井
了
意
の
筆
耕
と
し
て

の
問
題
に
絞
っ
て
述
べ
て
み
た
い
︒

　

浅
井
了
意
の
創
作
と
さ
れ
る
作
品
に
は
︑
署
名
を
伴
う
作
品
は
少
な
く
︑
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の
序
文
に
作
品
の
成
立
事
情
が
記
さ
れ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
︒
で
あ
る
か
ら
︑
多
く
の
作
品
は
推
定
と
な
る
が
︑
北
条
秀
雄
氏
﹃
改
訂
増
補　

浅
井
了
意
﹄︵
笠
間
書
院
︑
一
九
七
二
年
三
月
︶

に
よ
る
推
定
は
︑
そ
う
大
き
く
は
齟
齬
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
後
も
︑
特
に
浅
井
了
意
の
自
筆
版
下
を
伴
う
作
品
が
︑
浅
井
了
意
の
創
作

で
あ
ろ
う
と
の
︑
多
く
の
研
究
者
の
指
摘
も
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒

　

自
筆
版
下
と
は
︑
作
家
が
創
作
し
た
自
ら
の
作
品
の
版
下
を
書
写
し
た
も
の
の
こ
と
で
あ
る
︒
近
世
文
学
研
究
に
お
い
て
は
常
識
的
な
こ
と
で

あ
る
が
︑
内
容
を
作
っ
た
作
家
が
︑
自
ら
出
版
時
の
版
下
を
記
す
こ
と
は
多
く
は
な
い
︒
こ
れ
は
単
純
な
話
で
︑
内
容
を
創
作
し
た
作
家
が
︑
字

が
う
ま
い
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
現
代
に
お
い
て
も
︑
作
家
の
字
は
上
手
で
は
な
い
こ
と
の
方
が
多
く
︑
校
正
で
苦
労
す
る
︑
と
い
う
報

告
は
さ
ま
ざ
ま
に
な
さ
れ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
も
と
も
と
上
手
な
字
を
書
く
人
で
も
︑
売
れ
っ
子
の
作
家
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
︑
早
く
大
量
に

書
く
必
要
が
出
て
き
て
︑
へ
た
な
字
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
︒

　

江
戸
時
代
の
版
本
の
制
作
方
法
か
ら
す
る
と
︑
作
家
に
字
を
書
い
て
も
ら
う
よ
り
は
︑
清
書
の
で
き
る
字
の
プ
ロ
に
書
い
て
も
ら
っ
た
方
が
よ

か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
事
情
の
中
で
︑
創
作
し
た
本
人
が
清
書
し
た
作
品
︑
す
な
わ
ち
︑
作
家
と
筆
耕
が
同
一
人
で
あ
る
作
品
が
存
在
し

て
い
た
の
で
あ
り
︑
そ
の
代
表
が
浅
井
了
意
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
不
思
議
な
こ
と
に
︑
浅
井
了
意
創
作
と
さ
れ
て
い
る
作
品
に
は
︑
自
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筆
版
下
だ
け
で
は
な
く
︑
他
の
筆
耕
に
清
書
さ
せ
た
作
品
も
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

そ
れ
は
と
も
か
く
︑
こ
こ
で
問
題
な
の
は
︑
浅
井
了
意
創
作
と
さ
れ
る
作
品
の
内
︑
自
筆
版
下
と
さ
れ
る
作
品
群
で
あ
る
の
で
︑
こ
れ
ま
で
の

研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
浅
井
了
意
自
筆
版
下
作
品
を
列
挙
を
す
る
と
︑
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒

　

版
本
︵
自
筆
版
下
︶

　
　
﹃
難
波
物
語
﹄ 

一
巻　

明
暦
元
年
刊

　
　
﹃
三
綱
行
実
図
︵
平
仮
名
本
︶﹄ 

九
冊

　
　
﹃
因
果
物
語
︵
平
仮
名
本
︶﹄ 

六
巻

　
　
﹃
や
う
き
ひ
物
語
﹄ 
三
巻

　
　
﹃
可
笑
記
評
判
﹄ 
十
巻　

万
治
三
年
刊

　
　
﹃
浮
世
物
語
﹄ 

五
巻

　
　
﹃
か
な
め
石
﹄ 

三
巻

　
　
﹃
東
海
道
名
所
記
﹄ 

六
巻
︵
巻
四
～
六
︶

　
　
﹃
江
戸
名
所
記
﹄ 

七
巻　

寛
文
二
年
刊

　
　
﹃
京
雀
﹄ 

七
巻　

寛
文
五
年
刊

　
　
﹃
新
撰
御
ひ
い
な
が
た
﹄ 

一
巻　

寛
文
六
年
刊
︵
序
文
の
み
︶

　
　
﹃
密
厳
上
人
行
状
記
﹄ 

三
巻　

寛
文
一
二
年
刊
︵
序
文
の
み
︶

　
　
﹃
鬼
理
至
端
破
却
論
伝
﹄ 

三
巻

　
　
﹃
勧
進
念
仏
集
﹄ 

一
巻　

貞
享
五
年
跋

　
　
﹃
父
母
恩
重
経
和
談
抄
﹄ 

六
冊　

元
禄
二
年
刊
︵
序
文
の
み
︶
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﹃
狗
張
子
﹄ 

七
巻　

元
禄
五
年
刊
︵
巻
一
～
六
︶

　

こ
れ
ら
の
う
ち
︑﹃
難
波
物
語
﹄
と
﹃
密
厳
上
人
行
状
記
﹄
に
つ
い
て
は
︑
私
に
同
筆
の
も
の
と
し
て
補
っ
た
作
品
で
あ
り
︑
そ
の
内
容
か
ら

も
浅
井
了
意
創
作
で
あ
る
可
能
性
の
高
い
作
品
で
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
ど
こ
の
部
分
が
自
筆
版
下
な
の
か
は
︑
研
究
者
に
よ
り
見

解
の
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
︑
現
在
の
私
の
判
断
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
︵　

︶
括
弧
内
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
︒

　

こ
れ
を
見
た
だ
け
で
も
︑
浅
井
了
意
の
自
筆
版
下
と
さ
れ
る
作
品
で
も
︑
部
分
的
に
他
の
筆
耕
に
任
せ
た
部
分
の
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

こ
の
事
情
を
解
明
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
が
︑
単
純
に
忙
し
く
て
部
分
的
に
清
書
で
き
な
か
っ
た
︑
と
い
う
程
度
の
問
題
で
あ
る
の

か
︑
今
後
も
検
討
を
続
け
た
い
と
思
う
︒

四
、
作
家
と
筆
耕

　

浅
井
了
意
作
品
に
は
︑
自
筆
版
下
が
存
在
し
た
︑
と
い
う
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
少
な
く
と
も
︑
字
が
上
手
な
人
間
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
が
︑
先
に
記
し
た
︑
作
家
と
筆
耕
の
違
い
の
意
識
が
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
の
か
︑
少
し
疑
問
に
な
っ
て
く
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑

作
家
と
し
て
の
仕
事
で
あ
る
な
ら
ば
︑
江
戸
時
代
前
期
で
も
下
書
を
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
一
方
で
︑
清
書
の
仕
事
で
あ
る
な
ら
ば
︑
読
者
に

読
み
や
す
い
よ
う
に
︑
等
間
隔
に
丁
寧
に
書
く
で
あ
ろ
う
か
ら
︑
実
際
に
書
か
れ
た
も
の
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒

　

で
は
︑
内
容
に
つ
い
て
は
︑
作
者
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
︒
十
七
世
紀
後
半
に
な
っ
た
と
は
い
え
︑
ま
だ
ま
だ
意
識
し
て
い
な
い

よ
う
な
印
象
が
あ
る
︒
だ
い
た
い
︑
浅
井
了
意
の
作
品
に
は
︑
同
類
の
短
編
の
話
を
集
め
た
説
話
集
的
な
も
の
が
多
く
︑
そ
れ
ら
と
は
別
に
漢
籍

の
翻
訳
作
品
も
存
在
す
る
︒
浅
井
了
意
に
よ
る
仮
名
草
子
作
品
は
︑
か
つ
て
は
二
人
の
浅
井
了
意
が
い
た
と
す
る
論
が
あ
っ
た
ほ
ど
に
︑
創
作
し

た
と
さ
れ
る
作
品
は
数
多
い
︒
し
か
し
︑
よ
く
見
る
と
︑
も
と
も
と
ど
こ
か
に
あ
っ
た
話
を
利
用
し
た
も
の
が
多
く
︑
悪
く
い
え
ば
現
代
の
大
学

生
の
コ
ピ
ペ
の
よ
う
な
作
品
が
多
く
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
自
分
と
し
て
の
作
品
を
創
作
す
る
と
い
っ
た
感
じ
で
は
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑

大
量
に
作
品
を
創
作
し
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
︒
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こ
れ
は
︑
浅
井
了
意
の
作
品
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
当
時
の
流
行
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
作
品
を
作
ら

せ
た
の
は
︑
了
意
が
筆
耕
と
い
う
仕
事
を
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
の
で
あ
る
︒
今
日
で
は
全
く
別
の
存
在
で
あ
る
︑

作
家
と
筆
耕
と
い
う
立
場
が
︑
了
意
に
お
い
て
は
︑
混
然
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
以
下
に
記
す
よ
う
に
︑
浅
井
了
意
が
︑
奈
良
絵
本
・

絵
巻
の
筆
耕
も
勤
め
て
い
た
︑
と
判
明
し
た
と
き
に
は
︑
最
初
筆
耕
の
仕
事
を
し
︑
そ
の
後
に
レ
ベ
ル
の
高
い
作
家
に
な
っ
た
︑
と
考
え
て
い
た

の
で
あ
る
が
︑
両
方
を
同
時
に
行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
も
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
︒

五
、
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
筆
耕

　

浅
井
了
意
の
自
筆
版
下
に
つ
い
て
は
︑
江
戸
時
代
の
膨
大
な
版
本
の
世
界
に
お
い
て
︑
も
ち
ろ
ん
︑
全
て
の
版
本
を
見
た
わ
け
で
は
な
い
が
︑

こ
れ
ま
で
︑
浅
井
了
意
が
創
作
し
た
と
思
わ
れ
る
作
品
以
外
の
も
の
に
︑
そ
の
筆
跡
が
現
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
お
そ
ら
く
︑
版
本
に
つ
い
て
は
︑

他
人
の
創
作
物
の
筆
耕
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
類
に
つ
い
て
は
︑
最
初
に
報
告
し
た
頃
か
ら
︑

毎
年
の
よ
う
に
新
し
い
浅
井
了
意
筆
と
考
え
ら
れ
る
作
品
が
出
現
し
て
い
る
︒

　

こ
こ
で
︑
あ
ら
た
め
て
浅
井
了
意
が
奈
良
絵
本
・
絵
巻
類
の
詞
書
を
記
し
た
作
品
を
列
挙
す
る
と
︑
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒

　

自
筆
資
料

　
　

石
川
透
蔵
﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
四
九
帖
﹁
明
暦
元
﹂﹁
洛
下
野
父
羊
岐
斎
幸
庵
処
士
﹂

　
　

所
在
不
明
﹃
太
平
記
﹄
四
二
帖

　
　

広
島
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
二
帖

　
　

聖
徳
寺
蔵
﹃
赤
栴
檀
弥
陀
の
尊
形
一
躯
造
立
の
縁
起
﹄
一
軸
﹁
寛
文
九,
洛
下
本
性
寺
照
儀
坊
釈
了
意
﹂

　
　

聖
徳
寺
蔵
﹃
七
宝
縁
起
﹄
一
軸

　
　

聖
徳
寺
蔵
﹃
濃
州
大
浦
邑
聖
徳
寺
系
譜
﹄
一
軸
︵
真
名
文
︶
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聖
徳
寺
蔵
﹃
小
笠
原
家
系
図
﹄
一
軸
︵
部
分
︶︵
真
名
文
︶

　
　

叡
山
文
庫
蔵
﹃
天
台
三
大
部
奉
納
願
書
﹄
二
丁
︵
真
名
文
︶

　
　

四
天
王
寺
蔵
﹃
太
上
感
応
編
﹄
一
冊
︵
真
名
文
︶﹁
延
宝
二
﹂﹁
本
性
寺
昭
儀
坊
沙
門
釈
了
意
﹂

　

大
型
絵
巻
物

　
　

大
阪
大
谷
大
学
図
書
館
蔵
﹃
俵
藤
太
﹄
三
軸

　
　

和
洋
女
子
大
学
図
書
館
蔵
﹃
田
村
﹄
三
軸

　
　

海
の
見
え
る
杜
美
術
館
蔵
﹃
義
経
都
話
﹄
二
軸

　
　

思
文
閣
古
書
資
料
目
録
第
一
六
四
号
﹃
八
ま
ん
の
本
地
﹄
残
欠
一
軸

　
　

思
文
閣
古
書
資
料
目
録
第
一
四
〇
号
﹃
十
番
切
﹄
二
軸

　
　

町
田
市
立
博
物
館
蔵
﹃
た
は
ら
か
さ
ね
耕
作
﹄
二
軸

　
　

古
代
出
雲
歴
史
博
物
館
﹃
大
黒
舞
﹄
二
軸

　
　

國
學
院
大
學
図
書
館
蔵
﹃
武
家
繁
昌
﹄
二
軸

　
　

石
川
透
蔵
﹃
蓬
莱
山
﹄
二
軸

　
　

石
川
透
蔵
﹃
酒
呑
童
子
﹄
残
欠
一
軸

　
　

石
川
透
蔵
﹃
若
み
ど
り
﹄
一
軸
︵
挿
絵
欠
︶

　
　

石
川
透
蔵
﹃
子
易
物
語
﹄
一
軸
︵
下
の
み
︶

　
　

上
野
学
園
日
本
音
楽
資
料
室
﹃
琵
琶
の
由
来
﹄
一
軸

　

特
大
縦
型
奈
良
絵
本

　
　

佐
々
木
信
綱
旧
蔵
﹃
七
夕
﹄
一
冊
︵
上
の
み
︶

　

半
紙
縦
型
奈
良
絵
本
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神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
蔵
﹃
平
家
物
語
﹄
二
四
帖
︵
六
帖
の
み
︶

　

特
大
横
型
奈
良
絵
本

　
　

チ
ェ
ス
タ
ー
ビ
ー
テ
イ
図
書
館
蔵
﹃
義
経
地
獄
破
り
﹄
二
冊

　

こ
れ
ら
の
う
ち
︑
最
初
の
自
筆
資
料
は
︑
浅
井
了
意
の
筆
跡
を
確
定
す
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
資
料
群
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
と
同
筆
の
奈
良
絵

本
・
絵
巻
が
そ
れ
以
下
と
な
る
︒
こ
れ
ら
の
う
ち
︑
こ
の
数
年
で
大
き
く
増
え
て
き
た
の
が
大
型
絵
巻
物
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
室
町
時
代
以
降
に

な
る
と
中
型
や
小
型
の
絵
巻
物
も
存
在
す
る
の
で
︑
大
型
絵
巻
物
と
呼
称
し
た
が
︑
基
本
的
な
縦
三
十
糎
強
の
大
き
さ
の
絵
巻
の
こ
と
で
あ
る
︒

　

こ
れ
ら
の
奈
良
絵
本
・
絵
巻
を
見
る
と
︑﹃
平
家
物
語
﹄
や
﹃
酒
呑
童
子
﹄
の
よ
う
な
有
名
な
古
く
か
ら
の
作
品
も
存
在
す
る
が
︑
ほ
と
ん
ど

知
ら
れ
て
い
な
い
︑場
合
に
よ
っ
て
は
天
下
の
孤
本
と
さ
れ
て
い
る
作
品
も
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
自
筆
資
料
に
出
て
い
る
︑﹃
源
平
盛
衰
記
﹄

﹃
太
平
記
﹄
を
含
め
て
考
え
る
と
︑
も
と
も
と
存
在
し
た
作
品
を
書
写
し
た
︑
筆
耕
と
し
て
の
仕
事
を
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
︑
そ
う

で
は
な
い
︑
無
名
の
作
品
群
の
存
在
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

六
、
作
家
と
筆
耕
の
報
酬

　

こ
れ
ま
で
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
︑
浅
井
了
意
は
比
較
的
に
若
い
頃
は
筆
耕
の
仕
事
を
し
て
い
た
と
は
い
え
︑
今
日

い
う
作
家
に
も
早
い
段
階
で
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
版
本
の
場
合
に
は
︑
内
容
を
創
作
し
︑
や
が
て
は
自
筆
版
下
を
作
っ
た
作
品
が
全
平

仮
名
作
品
の
内
の
半
分
ほ
ど
を
占
め
て
い
る
︒

　

一
方
で
︑
内
容
を
創
作
し
た
後
に
︑
版
本
で
は
な
く
︑
奈
良
絵
本
・
絵
巻
と
し
て
清
書
し
た
作
品
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
も
思
え
る

の
で
あ
る
︒
仕
事
の
量
か
ら
す
る
と
︑
版
下
と
豪
華
な
写
本
で
あ
る
奈
良
絵
本
・
絵
巻
と
で
は
︑
だ
い
ぶ
異
な
る
印
象
も
あ
る
が
︑
少
な
く
と
も
︑

了
意
は
そ
の
両
方
を
特
異
と
し
て
い
る
︒
と
な
る
と
︑
自
分
で
創
作
し
た
作
品
を
︑
奈
良
絵
本
・
絵
巻
に
清
書
し
て
も
何
ら
お
か
し
く
な
い
の
で

あ
る
︒
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聖
徳
寺
蔵
﹃
赤
栴
檀
弥
陀
の
尊
形
一
躯
造
立
の
縁
起
﹄
は
︑
寛
文
九
年
の
署
名
の
あ
る
作
品
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
︑
了
意
自
ら
が
創
作
し
た
と

思
わ
れ
る
作
品
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
他
の
彼
の
作
品
と
同
様
に
︑
ど
こ
か
の
記
述
を
利
用
し
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
が
︑
こ
れ
も
一
種
の
創
作

物
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
巻
物
は
︑
現
在
名
古
屋
市
に
あ
る
聖
徳
寺
の
た
め
だ
け
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
大
名
家
が
購
入
す
る
奈
良
絵
本
・
絵
巻

を
絵
草
紙
屋
の
依
頼
に
よ
っ
て
︑
新
た
な
作
品
を
創
作
し
︑
自
ら
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
詞
書
と
し
て
制
作
し
て
い
て
も
︑
何
ら
お
か
し
く
は
な
い

の
で
あ
る
︒

　

こ
の
作
業
は
︑
出
版
書
肆
の
依
頼
を
受
け
て
作
品
を
創
作
し
︑
自
筆
版
下
を
制
作
し
た
こ
と
と
全
く
同
じ
で
あ
り
︑
仕
事
量
に
お
い
て
は
大
差

は
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
目
で
︑
上
記
の
伝
本
の
少
な
い
奈
良
絵
本
・
絵
巻
を
見
る
と
︑
い
か
に
も
浅
井
了
意
が
好
み
そ
う
な
題
材
が
多

く
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
ま
だ
こ
れ
は
仮
説
で
あ
っ
て
︑
ど
の
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
内
容
が
浅
井
了
意
の
創
作
で
あ
る
と
は
︑
言

え
る
段
階
で
は
な
い
が
︑
そ
の
よ
う
な
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
思
う
︒
と
な
る
と
︑
御
伽
草
子
に
分
類
さ
れ
て
い
る
作
品
群
に
浅
井
了
意
が
創

作
し
た
作
品
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
︑
御
伽
草
子
と
仮
名
草
子
に
と
っ
て
は
︑
大
き
な
問
題
に
発
展
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒

　

そ
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
こ
と
は
別
に
し
て
︑
は
た
し
て
︑
浅
井
了
意
が
筆
耕
と
し
て
働
い
た
と
き
の
報
酬
は
い
か
ほ
ど
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
︒
奈
良
絵
本
・
絵
巻
に
は
︑
了
意
以
外
の
筆
耕
の
作
品
で
同
一
筆
跡
の
作
品
群
も
存
在
す
る
︒
ま
た
︑
版
本
に
も
数
多
く
の
筆
跡
が
あ
り
︑
そ

れ
ら
も
同
一
筆
者
と
い
う
視
点
か
ら
分
類
で
き
︑
そ
の
筆
耕
の
数
は
︑
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
筆
耕
の
数
よ
り
は
る
か
に
多
い
︒
そ
れ
ら
は
み
な
︑

筆
耕
と
し
て
働
い
た
人
物
の
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
量
か
ら
す
る
と
︑
た
ま
た
ま
書
い
た
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
な
い
︒
明
ら
か
に
仕
事
と
し
て
書
い

て
い
る
の
で
あ
る
︒
と
う
ぜ
ん
の
こ
と
な
が
ら
︑
そ
れ
ら
の
筆
耕
は
︑
そ
の
仕
事
に
よ
っ
て
︑
収
入
を
得
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
は
︑

筆
耕
職
人
と
し
て
生
活
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒

　

浅
井
了
意
も
︑
奈
良
絵
本
・
絵
巻
類
に
つ
い
て
は
︑
筆
耕
と
し
て
働
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
い
つ
か
ら
と
判
明
す
る
わ
け
で

は
な
い
が
︑
そ
の
内
容
を
創
作
す
る
作
家
に
も
な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
創
作
し
た
内
容
を
︑
自
筆
版
下
と
し
て
制
作
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

内
容
を
制
作
す
る
に
あ
た
っ
て
も
︑
お
そ
ら
く
は
︑
報
酬
を
得
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
そ
の
報
酬
は
︑
筆
耕
と
し
て
の
収
入
と
ど
れ
く
ら
い
違
う

の
か
︑
と
い
う
こ
と
も
興
味
あ
る
が
︑
具
体
的
な
数
字
は
わ
か
ら
な
い
︒
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し
か
し
な
が
ら
︑
当
時
の
出
版
書
肆
や
絵
草
紙
屋
か
ら
す
れ
ば
︑
新
し
い
内
容
の
作
品
も
創
作
し
て
く
れ
て
︑
そ
の
清
書
も
行
っ
て
く
れ
た
ら
︑

こ
れ
ほ
ど
良
い
こ
と
は
な
い
︒
筆
耕
に
し
ば
し
ば
起
こ
る
誤
写
も
︑
少
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
︒
一
方
︑
作
家
兼
筆
耕
の
側
も
︑
ど
の
程
度
か
は

わ
か
ら
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
︑
そ
の
ど
ち
ら
か
だ
け
の
仕
事
よ
り
は
︑
収
入
は
増
え
る
は
ず
で
あ
る
︒

　

浅
井
了
意
は
︑
十
七
世
紀
の
後
半
に
︑
ま
だ
ま
だ
作
家
だ
け
の
報
酬
で
は
生
活
で
き
な
い
時
代
に
︑
も
と
も
と
行
な
っ
て
い
た
筆
耕
も
続
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
︑
生
活
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︑
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
︑
と
思
っ
て
い
る
︒

七
、
お
わ
り
に

　

い
ず
れ
に
し
て
も
︑
作
家
と
筆
耕
と
い
う
問
題
を
考
え
る
場
合
に
︑
浅
井
了
意
の
資
料
群
は
︑
か
っ
こ
う
の
研
究
材
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒
浅

井
了
意
が
詞
書
を
記
し
た
奈
良
絵
本
・
絵
巻
も
ま
だ
ま
だ
出
て
く
る
と
思
う
︒
既
に
指
摘
し
た
作
品
群
を
含
め
て
︑
そ
れ
ら
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

を
考
え
る
の
は
︑
今
後
の
課
題
で
あ
る
︒


