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海
北
友
松
に
お
け
る
人
物
画
体

武

田

f宣

夫

画
体
は
、
水
墨
を
基
調
と
す
る
障
扉
画
に
お
い
て
、

い
わ
ゆ
る
真
（
楢
）
、
行
、
草
の
各
様
態
を
そ
れ
自
体
に
具
有
さ
せ
た
骨
法
上
の
基

本
方
式
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
筆
法
を
調
整
す
る
た
め
の
い
わ
ば
処
方
筆
と
し
て
成
立
し
た
が
、
近
世
初
期
の
画
壇
に
お
よ
ぼ
し
た
成
果

は
格
別
な
も
の
が
あ
る
。
多
数
の
絵
師
を
組
織
的
に
動
員
し
た
狩
野
派
が
、
元
信
の
こ
ろ
よ
り
流
派
運
営
と
絵
師
の
集
団
活
動
に
成
功
し

え
た
の
も
、
画
体
創
始
の
偉
業
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
か
つ
て
障
壁
画
制
作
に
お
け
る
中
世
と
近
世
と
を
画
す
る

（

l）
 

重
要
な
指
標
と
し
て
、
画
体
の
特
質
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
狩
野
派
以
外
の
漢
画
系
諸
派
に
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
長
谷
川
派
、
海
北
派
、

雲
谷
派
、
曽
我
派
な
ど
、
画
体
方
式
を
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
自
の
流
派
様
式
を
達
成
し
た
の
で
あ
る
。

本
稿
に
・
お
い
て
、
と
く
に
海
北
派
の
始
祖
で
あ
る
友
松
（
一
五
三
三
｜
二
ハ
一
五
）
の
人
物
画
体
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
同
時
代
画
家

と
比
較
し
て
、
友
松
に
あ
っ
て
は
漢
画
系
人
物
図
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
主
要
作
品
が
い
わ
ゆ
る
袋
人
物
と
称
せ
ら
れ
る
ユ
ニ

l

ク
な
友
松
様
を
も
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
袋
人
物
に
つ
い
て
は
、
火
口
文
見
の
「
本
朝
画
纂
』
に
お
い
て
「
世
に
袋
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絵
と
称
す
る
も
の
の
、
始
祖
こ
れ
也
」
と
さ
れ
、
挿
図
に
よ
る
玉
石

谷
愛
蘭
図
が
そ
え
ら
れ
た
。
画
体
で
い
え
ば
草
体
に
あ
た
る

0

・
つ
ま
り
、

こ
れ
が
友
松
様
水
墨
人
物
で
の
い
わ
ゆ
る
袋
人
物
の
定
型
と
さ
れ

て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
建
仁
寺
本
坊
方
丈
画
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
袋
人
物
を
あ
ら
わ
し
た
竹
林
七
賢
園
の
み
な
ら
ず
琴
棋
書

画
図
の
ご
と
き
袋
人
物
と
区
別
さ
れ
る
人
物
描
写
も
同
時
に
併
用
さ

図I 王石谷愛蘭図

（『本朝画纂』所収）

れ
て
い
る
。

一
般
的
に
み
て
、
袋
人
物
は
草
体
人
物
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
友
松
様
と
み
な
さ
れ
る
限

り
に
h

叩
い
て
、
独
自
の
画
体
方
式
を
展
開
さ
せ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
価
し
よ
う
。

一
方
で
は
梁
楢
に
私
撤
し
た
と
す
る
見
解
が
通
説
化
し
て
い

と
こ
ろ
で
、
友
松
の
画
歴
に
つ
い
て
は
、
そ
の
は
じ
め
狩
野
派
に
学
び
、

る
。
友
松
末
商
の
海
北
家
に
襲
蔵
さ
れ
て
き
た
諸
資
料
の
う
ち
、
友
松
の
孫
に
あ
た
る
友
竹
の
記
述
し
た

『
海
北
家
由
緒
記
』
に

は
、
「
初
め
、
狩
野
永
仙
（
元
信
）
に
学
び
、
後
に
宋
の
梁
楢
の
筆
を
慕
い
て
、
一
流
を
立
つ
る
」
と
さ
れ
、
ま
た
別
に
海
北
友
松
夫
妻
像

（

2）
 

の
画
賛
で
は
右
の
内
容
と
若
干
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す
る
記
述
が
み
い
だ
さ
れ
る
。
梁
槽
に
私
淑
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
友

松
に
あ
っ
て
は
、
例
え
ば
同
期
の
長
谷
川
等
伯
の
ご
と
く
、
か
な
り
早
く
よ
り
狩
野
派
様
を
拒
否
し
、
や
が
て
派
閥
の
上
か
ら
も
、
狩
野

派
と
対
抗
す
る
姿
勢
を
と
っ
た
が
ご
と
き
形
跡
は
全
く
み
ら
れ
な
い
。
友
松
の
初
期
に
お
け
る
師
承
関
係
に
つ
い
て
は
、
海
北
家
関
係
資

料
が
主
と
し
て
元
信
を
さ
し
、
江
戸
時
代
の
諸
画
伝
書
が
永
徳
を
さ
す
と
い
っ
た
興
味
あ
る
相
異
の
問
題
も
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
と
も
あ

れ
、
友
松
は
狩
野
派
に
学
ぶ
一
方
で
、
梁
措
様
を
規
範
と
し
て
一
家
を
な
す
に
至
っ
た
と
す
る
見
解
は
、
否
定
し
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
江
戸
末
期
、
白
井
華
陽
の
『
画
乗
要
略
』
に
、
お
い
て
も
、
「
初
め
永
徳
を
学
び
、
後
自
ら
機
軸
を
出
し
て
、
一
派
を
な
す
」
と
さ
れ
、



さ
ら
に
「
そ
の
人
物
の
知
き
は
、
梁
楢
減
筆
の
法
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
つ
く
り
、
世
俗
こ
れ
を
貴
ぶ
」
と
し
て
い
る
。

右
の
ご
と
き
所
伝
を
以
っ
て
す
れ
ば
、
新
機
軸
に
な
る
友
松
様
の
成
立
は
、
梁
棺
様
減
筆
体
に
負
う
と
こ
ろ
が
は
な
は
だ
大
き
い
と
さ

れ
、
こ
こ
で
は
、
最
早
狩
野
派
の
画
様
は
直
接
関
与
し
て
い
な
い
か
に
う
け
と
れ
る
。
し
か
し
、
果
し
て
友
松
様
の
袋
入
物
が
、
右
の
如

き
筋
書
通
り
に
運
ん
だ
か
否
か
は
諸
画
体
成
立
の
事
情
か
ら
し
で
も
、
改
め
て
検
討
さ
れ
直
す
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
存
す

る
遺
品
に
徴
し
て
み
て
も
、
友
松
様
袋
人
物
が
梁
棺
様
に
の
み
律
し
き
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
『
本
朝
画
纂
」
に
紹
介
さ
れ
た
黄

石
谷
愛
蘭
図
の
み
な
ら
ず
、
遺
品
に
み
る
い
く
つ
か
の
袋
入
物
図
に
お
け
る
筆
様
は
、
例
え
ば
梁
楢
の
減
筆
体
の
典
型
と
み
な
さ
れ
る
李

海北友松における人物画体

白
吟
行
図
な
ど
に
は
直
結
し
て
い
な
い
。

つ
ま
り
梁
楢
様
に
直
接
則
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
友
松
様
袋
人
物
が
、
所

伝
の
ご
と
く
減
筆
体
に
局
限
さ
れ
て
よ
い
も
の
か
否
か
が
改
め
て
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
袋
人
物
が
友
松
様
人
物
の
典
型
と
な
る
た
め
に
は
、
真
、
行
、
草
の
全
て
に
わ
た
る
画
体
化
を
前
提
と
す
る
必
要
が
あ
っ

た
。
そ
の
場
合
、
か
つ
て
の
筆
様
方
式
に
あ
っ
て
、
各
名
家
の
筆
様
、
例
え
ば
馬
遠
様
、
和
尚
（
牧
渓
）
様
、
玉
澗
様
な
ど
と
い
っ
た
も

の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
規
範
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
よ
う
に
、
各
画
体
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
契
機
を
も
っ
て
成
立
し
た
と
み
な
す
の

が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
友
松
様
の
画
体
も
、

い
わ
ば
そ
の
基
準
体
で
あ
る
真
体
方
式
を
次
第
に
崩
し
な
が
ら
、

行
、
草
体
の
順
に
成
立
展
開
し
て
い
っ
た
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
各
画
体
、
と
く
に
対
照
的
な
真
体
と
草
体
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
契
機
に

よ
っ
て
、
規
範
と
す
べ
き
画
様
を
媒
体
に
固
体
化
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
袋
人
物
は
、
た
と
え
伝
え
ら
れ
る
よ
う
な
梁
楢
様
の
減
筆
体
に

触
発
さ
れ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
草
体
袋
人
物
に
関
す
る
限
り
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
応
す
る
真
体
袋
入
物
の
成
立
に

は
、
全
く
別
個
の
成
立
契
機
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
狩
野
派
の
真
体
人
物
に
由
来
す
る
可
能
性
を
無
視
し
え
な
い
。
晩

3 

年
作
で
ほ
ぼ
占
め
ら
れ
て
い
る
友
松
画
遺
品
の
な
か
で
も
、
比
較
的
前
期
の
作
品
、
例
え
ば
建
仁
寺
本
坊
方
丈
画
の
琴
棋
書
画
函
な
ど
は
、
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飲中八仙図・部分（京都国立博物館）

図2

企 図3

琴棋書画図・部分（霊洞院）企

大
徳
寺
緊
光
院
の
狩
野
永
徳
筆
琴

棋
書
画
図
と
は
な
は
だ
近
似
し
た

作
風
を
示
し
て
い
る
事
実
か
ら
し

て
も
容
易
に
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
友
松
様
袋
人
物
図
と

み
な
さ
れ
る
諸
作
品
を
整
理
し
て
、

時
期
的
に
近
い
位
置
づ
け
を
も
っ

三
界
風
を
、
そ
れ
ぞ
れ
真
、
行
、

草
に
該
当
す
る
作
例
と
し
て
挙
げ

て
み
よ
う
と
思
う
。

真
体

琴
棋
書
画
図
（
霊
洞
院

蔵
）
六
曲
扉
風
一
双
。

行
体

飲
中
八
仙
図
（
京
都
圏

立
博
物
館
蔵
）
六
曲
扉

風
一
隻
。

草
体

南
禅
斬
猫
図
（
妙
光
寺

蔵
）
二
曲
扉
風
一
隻

hv
図
4

南
泉
斬
猫
図
（
妙
光
寺
）



真
行
草
の
作
例
を
、
あ
え
て
扉
風
絵
形
式
に
求
め
た
理
由
は
、
い
づ
れ
に
も
共
通
し
た
印
章
が
と
も
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
近
い
時
期

に
そ
れ
ら
が
制
作
さ
れ
た
と
判
断
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
右
の
三
扉
風
に
み
る
印
章
は
、

い
ず
れ
も
朱
文
方
形
「
友
松
」
印
の
み
で
、
最

晩
年
に
用
い
た
白
文
重
廓
長
方
形
「
海
北
」

印
を
と
も
な
わ
な
い
。
こ
れ
ら
友
松
印
は
印
影
を
同
む
く
し
、
慶
長
前
半
期
を
中
心
と
す
る

時
期
の
A
タ
イ
プ
印
に
属
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
な
か
で
も
行
体
の
飲
中
八
仙
図
扉
風
は
、
慶
長
七
年
（
一
六

O
二
）
十
月
の
年
記
を

も
ち
、
年
記
あ
る
友
松
固
と
し
て
数
少
い
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
友
松
の
最
晩
年
に
い
た
ら
な
い
慶
長
前
半
期
に
、
袋
入
物
の
真
、

行
、
草
の
三
方
式
を
指
摘
し
う
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
友
松
様
の
袋
人
物
が
既
に
固
体
方
式
を
完
成
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
一
示
唆

海北友松における人物画体

し
て
い
る
。
こ
の
点
、
従
来
一
般
に
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
草
体
袋
人
物
に
関
す
る
最
晩
年
成
立
説
は
修
正
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
画
体
成
立
の
実
情
は
、
真
、
行
、
草
の
各
体
に
お
い
て
、

か
な
ら
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
。
右
に
挙
げ
た
三
点
を
例
に
と

つ
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
友
松
様
の
定
型
成
立
は
定
型
乃
至
以
前
の
微
妙
な
様
相
上
の
差
異
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
各
画

体
の
成
立
が
体
系
的
に
発
展
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
に
即
し
て
い
た
ご
と
を
思
わ
せ
る
。
具
体
的
’
に
、
こ
れ
を
指
摘
す
る

な
ら
ば
、
草
体
方
式
の
妙
光
寺
南
泉
斬
猫
図
扉
風
で
は
、
最
早
梁
棺
様
の
減
筆
体
は
そ
の
名
残
り
さ
え
と
ど
め
て
い
な
い
の
に
対
し
、
真

体
方
式
の
霊
洞
院
琴
棋
童
日
画
図
扉
風
に
あ
っ
て
は
、
な
お
諸
人
物
に
み
る
面
貌
や
衣
文
の
く
く
り
方
に
狩
野
派
の
真
体
に
通
ヒ
て
ゆ
く
要

棄
が
多
分
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
注
意
し
た
い
。
こ
の
こ
と
は
、
袋
入
物
に
関
す
る
草
体
の
成
立
が
、
真
体
成
立
よ
り
先
行
し
て
い
た
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。
霊
洞
院
の
真
体
琴
棋
書
画
図
は
、
行
体
袋
人
物
図
の
典
型
で
あ
る
建
仁
寺
本
坊
大
方
丈
の
竹
林
七
賢
図
と
は
固
体

の
上
で
区
別
さ
れ
る
。
と
も
に
袋
一
人
物
を
描
き
な
が
ら
、
髪
暑
の
描
写
に
お
い
て
精
粗
の
差
が
指
摘
さ
れ
た
り
、
衣
文
の
描
線
に
お
い
て

終
始
均
質
で
あ
る
乙
と
を
ね
ら
う
真
体
に
対
し
、
行
体
で
は
線
に
力
点
の
変
化
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
と
い
っ
た
相
異
が
示
さ
れ
る
。
こ
の

5 

よ
う
な
観
点
に
立
つ
と
、
同
ヒ
建
仁
寺
本
坊
大
方
丈
画
に
お
け
る
非
袋
人
物
画
で
彩
色
真
体
人
物
画
で
も
あ
る
琴
棋
書
画
図
に
、
霊
洞
院
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琴
棋
書
画
図
は
む
し
ろ
か
な
り
近
似
し
た
関
係
に
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
真
体
人
物
画
法
に
お
け
る
相
互
の
共
通
性
に
由
来
す
る
こ
と
も
無
視
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
建
仁
寺
本
坊
大
方
丈
画
は
、
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
の
再
造
時

の
障
壁
画
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
定
説
化
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
点
で
、
友
松
様
の

真
、
行
人
物
画
体
が
明
瞭
に
区
別
し
う
る
段
階
に
達
し
て
い
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

友
松
様
の
真
体
人
物
画
の
系
列
を
追
求
す
る
と
き
、
袋
入
物
の
範
蒔
を
こ
え
て
、
霊

調
院
琴
棋
書
画
図
と
建
仁
寺
本
坊
琴
棋
書
画
図
と
の
結
び
つ
き
が
指
摘
で
き
る
こ
と

は
、
さ
ら
に
狩
野
派
の
真
体
人
物
と
の
関
係
に
通
ず
る
問
題
を
は
ら
む
ご
と
に
な
る
。

h
F
 

引

寺
目
配
琴
棋
書
画
図
と
の
近
似
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
人
体
画
法
に
関
す
る
限

建

伎

防

紛
1
・

図

閤

緬

七

町

村

怜

即
ち
、
建
仁
寺
本
坊
琴
棋
書
画
図
と
さ
き
に
ふ
れ
た
狩
野
永
徳
筆
の
大
徳
寺
緊
光
院

り
、
友
松
様
の
真
体
人
物
が
永
徳
様
を
中
核
と
す
る
狩
野
派
真
体
人
物
を
規
範
と
し

て
出
発
し
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
霊
洞
院
琴
棋
書
画
図
扉
風

の
真
体
袋
人
物
の
淵
源
が
狩
野
派
人
物
画
体
の
真
体
方
式
に
求
め
ら
れ
る
事
情
も
了

解
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

第5図

さ
て
、
慶
長
前
半
期
の
友
松
様
袋
人
物
図
に
対
し
、
慶
長
後
半
期
乃
至
最
晩
年
期

で
は
さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
変
遷
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
画

体
方
式
の
展
開
が
常
に
固
定
化
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
お
の
づ
か
ら
物
語
る
こ
と
に
も
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企図7 琴棋書画図・部分（衆光院）

禅宗祖師図・部分

7 

な
ろ
う
。
近
年
、
友
松
最
晩
年
の
作
品
と
み
て
よ
い
草
体
袋
入
物
図
の
新
出
を
み
た
。

こ
れ
は
十
二
図
か
ら
な
る
禅
宗
祖
師
函
押
絵
貼
六
曲
扉
風
一
双
で
あ
る
。
各
図
に
、

印
お
よ
び
朱
文
方
形
「
友
松
」

左
右
両
隻
の
各
第
六
扇
目
に
そ
れ
ぞ
れ
「
友
松
図
之
弓
「
友
松
筆
」

白
文
重
廓
長
方
形
「
海
北
」

印
の
連
印
を
と
も
な
い
、

の
落
款
が
ほ
ど

ご
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
各
画
面
の
上
方
に
は
、
妙
心
寺
第
八
十
世
の
鉄
山
宗
鈍

に
よ
る
七
言
絶
句
の
題
賛
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
書
風
は
、

い
か
に
も
鉄
山
の
師
に
あ

た
る
策
彦
周
良
の
感
化
を
う
け
て
い
る
の
が
興
味
ぷ
か
い
。
し
か
も
、
左
隻
第
六
扇

の
賛
記
末
尾
に
は
、
鉄
山
宗
鈍
に
よ
る
馬
主
目
と
年
記
が
認
め
ら
れ
、
資
料
的
に
貴
重

（

4）
 

な
発
見
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
属
書
に
よ
る
と
、
当
時
但
馬
国
七
昧
郡
に
六
千
七
百

石
の
扶
持
を
徳
川
家
よ
り
賜
っ
て
い
た
山
名
豊
国
（
一
五
四
八
一
六
二
六
）
の
た

め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
年
記
は
「
赤
奮
若
大
呂
」

即
ち
丑
年
の
十
二
月
と
な

る
。
鉄
山
八
十
二
才
の
行
年
書
と
考
え
令
せ
て
、
慶
長
十
八
年
発
丑
（
一
六
一
三
）

十
二
月
に
書
か
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
お
そ
ら
く
、
友
松
に
よ
る
画
面
も
ま
た

そ
の
画
体
や
性
格
か
ら
推
し
て
同
じ
年
に
描
か
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
友
松
画

に
と
っ
て
は
慶
長
七
年
制
作
の
二
扉
風
に
次
い
で
、
年
記
の
明
ら
か
な
作
例
が
登
場

し
た
こ
と
に
な
る
。
友
松
は
こ
の
翌
々
年
に
他
界
し
て
い
る
か
ら
、
ま
さ
し
く
そ
の

最
晩
年
に
あ
た
り
、
当
扉
風
の
各
図
に
み
る
印
影
も
従
来
の
B
タ
イ
プ
に
属
す
る
も
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（

5）
 

の
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
最
晩
年
に
あ
た
る
草
体
袋
人
物
図
に
入
る
べ
き
禅
宗
祖
師
図
と
、
同
ピ
草
体
袋
人
物
を
描
い
て
慶
長
前
半
期
の
段
階
に
位
置
づ
け

ら
れ
た
妙
光
寺
南
泉
斬
猫
図
と
を
比
較
検
討
す
る
と
ど
の
よ
う
な
変
化
が
み
ら
れ
る
か
。
禅
宗
祖
師
図
は
、
押
絵
貼
に
よ
る
小
画
面
で
あ

る
こ
と
と
も
関
係
し
て
、
各
人
物
の
図
様
が
近
接
拡
大
さ
れ
た
構
図
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、
描
線
そ
の
も
の
に
粗
さ
が
増
し
て
、
筆
速

や
肥
痩
の
変
化
が
は
る
か
に
目
立
つ
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
妙
光
寺
本
の
方
に
は
比
較
的
緩
漫
な
筆
は
こ
び
が
認
め
ら
れ
、
全
体
に
慎
重

な
態
度
で
袋
入
物
の
描
写
が
行
わ
れ
て
い
る
。
墨
調
に
も
よ
り
う
る
お
い
が
看
取
さ
れ
、
こ
れ
は
面
貌
の
表
情
に
も
円
満
な
相
で
あ
ら
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
の
知
く
、
両
者
に
お
け
る
袋
人
物
に
は
著
干
の
相
異
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
草
体
袋
人
物
固
有
の
固
体
が
継

承
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
従
来
の
推
定
に
よ
る
友
松
最
晩
年
の
草
体
袋
人
物
図
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
い
く
つ
か
散
見
さ

（

6）
 

れ
て
い
る
が
、
友
松
に
と
っ
て
得
意
の
図
様
で
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
な
か
に
あ
っ
て
、
新
出
の
禅
宗
祖
師
図
押
絵
貼
扉

風
は
、

い
っ
そ
う
草
体
方
式
を
徹
底
さ
せ
て
い
る
点
で
、
最
晩
年
の
動
向
を
端
的
に
物
語
る
も
の
と
み
て
き
し
っ
か
え
な
い
。

然
ら
ば
、
最
晩
年
に
お
け
る
真
体
袋
入
物
図
の
場
合
は
、

い
か
に
解
釈
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
右
の
慶
長
十
八
年
の
禅
宗
祖
師
図
と

共
通
す
る
B
タ
イ
プ
の
落
款
印
章
を
と
も
な
う
妙
心
寺
の
金
碧
人
物
図
二
扉
風
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
と
思
う
。
即
ち
、
琴
棋
書
画
図
と

三
酸
・
寒
山
拾
得
図
各
六
曲
扉
風
一
双
が
そ
れ
で
あ
る
。
い
や
つ
れ
も
金
雲
を
配
し
つ
つ
濃
彩
を
要
所
に
ほ
ど
こ
す
が
、
諸
人
物
そ
の
も
の

は
多
分
に
水
墨
を
基
調
と
し
た
一
種
の
袋
人
物
と
み
な
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
金
碧
二
扉
風
に
お
い
て
、
寒
山
拾
得
の
二
人
物
を
除
き
、
三
酸
図
と
琴
棋
書
画
図
の
諸
人
物
を
あ
え
て
真
体
袋
人
物
と
し
て
扱

い
た
く
思
う
。
い
わ
ば
、
水
墨
を
基
調
と
し
た
袋
人
物
を
、
真
体
方
式
が
前
提
と
な
る
金
碧
画
へ
適
用
さ
せ
た
特
殊
な
作
例
と
み
な
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
先
づ
、
二
扉
風
の
画
面
が
全
図
に
わ
た
り
、
真
体
に
よ
る
濃
彩
の
樹
法
や
文
房
具
類
等
の
器
物
描
写
を
謹



直
に
行
っ
て
い
る
こ
と
、
諸
人
物
の
描
写
自
体
は
例
え
ば
衣
文
の
描
線
そ
の
も
の
に
当
り
の

強
い
打
ち
こ
み
も
み
ら
れ
る
が
、
な
お
真
体
特
有
の
均
質
化
を
求
め
る
働
き
が
顕
著
に
く
み

と
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
襟
や
袖
、
裾
な
ど
に
着
彩
を
ほ
ど
こ
し
克
明
な
墨
の
描
線
に
よ
る
輪

廓
の
く
く
り
を
入
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
琴
棋
書
画
図
で
は
金
泥
に
よ
る
文
様
ま
で
が
細
鍛

に
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
草
体
袋
人
物
に
お
い
て

は
、
淡
墨
の
刷
筆
に
よ
る
簡
略
な
没
骨
描
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
真
体
と
み

海北友松における人物画体

な
さ
れ
る
二
扉
風
で
は
、
面
貌
を
中
心
に
し
て
、
目
に
眼
晴
を
的
確
に
入
れ
る
ば
か
り
で
な

は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
手
法
が
認
め
ら
れ
る
。

く
、
頭
髪
や
髭
需
に
一
本
一
本
丹
念
に
毛
描
き
を
ほ
ど
こ
す
あ
た
り
、
草
体
方
式
の
手
法
と

右
に
み
た
種
々
な
る
特
徴
は
、
妙
心
寺
金
碧
二
扉
風
が
真
体
方
式
に
則
っ
て
い
る
こ
と
を

示
し
た
も
の
と
し
て
注
意
さ
れ
る
が
、
同
時
に
、
先
に
挙
げ
た
慶
長
前
半
期
の
作
品
群
に
属

9 

三酸図・部分

（妙心寺）

琴棋書画図・部分

（妙心寺）

企図10

V 図9
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す
る
霊
洞
院
琴
棋
書
画
図
扉
風
と
比
較
す
る
と
き
、
両
者
は
真
体
画
で
あ
り
な
が
ら
相
互
に
か
な
り
相
異
の
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
を
い
。
第
一
に
、
妙
心
寺
二
昇
風
の
袋
入
物
が
、
禅
宗
祖
師
図
に
み
る
如
き
、
独
得
の
譜
語
的
な
面
貌
を
与
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
友
松
様
の
草
体
方
式
に
成
立
し
た
特
有
の
譜
誰
的
な
面
貌
が
、
真
体
に
転
化
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
の
問
、
精
組
の
差
は
あ
っ
て
も
、
略
画
風
の
パ
タ
ー
ン
を
相
互
に
共
有
し
合
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
霊
洞
院
本
に

み
た
狩
野
派
的
名
残
り
を
お
び
た
面
貌
は
、
全
く
消
去
さ
れ
て
し
ま
う
。

こ
れ
と
と
も
に
、
袋
人
物
に
か
か
わ
る
描
線
自
体
の
性
格
も
、
霊
洞
院
本
に
お
け
る
よ
う
な
均
質
化
へ
の
働
き
は
稀
薄
化
さ
れ
、
肥
痩

や
抑
揚
の
度
が
加
え
ら
れ
て
、
描
線
そ
の
も
の
に
変
化
を
求
め
る
傾
向
も
く
み
と
れ
る
。
即
ち
、
真
体
方
式
と
し
て
は
異
例
の
働
き
で
あ

っ
て
、
真
体
に
準
拠
し
な
が
ら
草
体
と
の
関
連
が
は
か
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
妙
心
寺
二
塀
風
に
み
る
真
体
袋
人
物
は
、
霊

洞
院
琴
棋
書
画
図
に
み
る
真
体
袋
人
物
の
知
く
、
狩
野
派
的
な
人
物
画
体
を
規
範
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
友
松
様
草
体
袋
入
物

か
ら
の
脱
化
乃
至
は
転
化
を
は
か
っ
た
興
味
ぷ
か
い
作
例
と
考
え
ら
れ
る
。
独
得
の
譜
語
的
な
面
貌
の
処
理
は
、
こ
れ
を
端
的
に
物
語
つ

て
い
る
。

右
の
ご
と
く
、
妙
心
寺
二
扉
風
は
、
友
松
様
袋
人
物
の
真
体
方
式
に
お
い
て
、
狩
野
派
的
要
素
を
払
拭
し
た
作
品
と
し
て
特
色
づ
け
ら

れ
る
。

一
方
、
三
酸
・
寒
山
拾
得
図
扉
風
で
の
右
隻
寒
山
拾
得
図
で
は
、
最
早
袋
人
物
を
対
象
と
せ
ず
、
あ
え
て
顔
輝
様
の
面
貌
を
そ
な

え
た
人
物
描
写
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
友
松
の
晩
年
に
お
け
る
確
固
た
る
姿
勢
が
示
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。
即
ち
、

友
松
様
と
し
て
創
始
し
た
独
特
の
譜
語
的
な
風
貌
を
あ
ら
わ
す
三
酸
図
で
の
袋
人
物
と
、
こ
れ
ま
た
別
趣
の
怪
奇
な
風
貌
を
そ
な
え
て
世

に
知
ら
れ
る
顔
輝
様
人
物
と
を
、

一
双
扉
風
の
両
隻
に
対
比
さ
せ
よ
う
と
し
た
意
図
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
友
松
様
を
み
づ
か
ら
世

に
問
お
う
と
し
た
気
概
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
袋
人
物
に
お
け
る
友
松
様
の
完
成
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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友
松
と
い
う
き
わ
め
て
個
性
的
な
画
家
に
あ
っ
て
、
各
種
画
体
の
相

互
関
係
は
、
あ
く
ま
で
相
対
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
同
一
画

体
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
時
期
的
な
変
遷
と
い
っ
た
も
の
を
た
ど
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
江
戸
時
代
中
期
を
す
ぎ
る
こ
ろ
に
上

梓
さ
れ
た
狩
野
派
系
の
大
岡
春
ト
に
よ
る
『
画
巧
潜
覧
」

に
も
説
か
れ

た
よ
う
な
固
定
的
な
画
体
観
に
、
そ
の
ま
ま
即
応
す
る
も
の
で
は
な
い
。

「
画
巧
潜
皇

に
い
う
真
の
真
に
あ
た
る
「
錐
画
点
」

か
ら
草
の
草
で

図11

あ
る
「
南
路
点
」
に
い
た
る
十
体
画
法
で
の
定
義
や
図
解
の
知
き
も
の

は
、
狩
野
派
自
体
の
粉
本
主
義
に
も
と
づ
く
見
解
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、

寒山拾得図・部分伝顔輝筆

（東京国立博物館）

そ
の
序
文
に
も
あ
る
よ
う
に
、
初
学
者
の
た
め
の
便
と
は
な
っ
て
も
、

画
体
本
来
の
実
情
や
成
立
過
程
の
把
握
に
は
、
左
程
有
効
で
な
い
こ
と

が
痛
感
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
友
松
様
と
し
て
の
水
墨
諸
人
物
画
の
画
体
は
、
真
、
行
、
草

の
各
画
体
を
具
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
を
み
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、

し
か
も
、
各
画
体
は
真
、
行
、
草
の
順
を
追
っ
て
体
系
的
に
達
成
さ
れ

図12

る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
契
機
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る

こ
と
が
、
慶
長
前
半
期
と
後
半
期
の
作
品
群
を
例
に
し
て
明
か
に
さ
れ
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え
た
と
思
う
。

注（1
）
拙
稿
「
障
壁
画
に
お
け
る
画
体
に
つ
い
て
」
（
『
美
学
』
第
七
六
号
所
収
）

（2
）
「
（
略
）
性
善
画
図
、
和
尚
（
東
福
禅
寺
）
使
狩
野
法
眼
永
仙
（
元
信
）
馬
之
師
、
而
伝
其
術
、
永
仙
歎
目
、
箇
児
自
爾
有
梁
一
橋
之
妙
手
、

余
何
及
乎
、
後
必
顕
名
乎
、
及
長
果
鳴
其
芸
也
、
云
々
」

（

3
）
十
二
図
の
内
訳
は
、
右
隻
第
一
扇
よ
り
、
瀬
讃
炭
芋
、
丹
霞
木
仏
、
鳩
山
拾
棒
、
船
子
爽
山
、
南
泉
斬
猫
、
二
祖
断
陣
円
、
左
隻
第
一
扇
よ

り
、
石
撃
弓
矢
、
超
州
狗
子
、
並
固
化
揺
鈴
、
六
祖
携
薪
、
猪
頭
老
師
、
親
子
和
尚
の
順
と
な
っ
て
い
る
。

（4
）
左
隻
第
六
扇
筋
書

赤
奮
若
大
呂
日
潟

山
名
氏
禅
高
翁
黙
軒
鍛
山
愛
傾
斎
暮
齢
八
十
二
歳

渉
飢
於
洛
西
之
大
龍
室
中

切
｜
「
銭

E
｜
也
聞
｜｜ 

暫宗

（

5
）

B
タ
イ
プ
印
の
朱
文
方
形
「
友
松
」
印
は
、
外
廓
が
幾
分
丸
味
を
帯
び
、
こ
と
に
右
側
面
の
縦
画
が
微
妙
に
外
側
へ
湾
曲
し
、
字
体
は
わ

ず
か
に
細
身
と
な
っ
て
い
る
。

（6
）
辻
惟
雄
氏
「
海
北
友
松
筆
禅
宗
祖
師
図
」
（
「
国
禁
』
第
八
九
四
号
）

拙
著
「
等
伯
・
友
詮
（
講
談
社
・
水
墨
美
術
大
系
）

（
文
学
部
教
授
）


