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は
じ
め
に

明
治
中
期
の
文
芸
書
は
︑
多
く
の
場
合
︑
巻
頭
に
多
色
木
版
摺
の
口
絵
が

付
さ
れ
て
い
る
︒
極
彩
色
の
口
絵
は
︑
読
者
の
視
覚
に
訴
え
︑
書
肆
に
と
っ

て
書
籍
販
売
の
た
め
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
︒
と
く
に
︑
春
陽
堂
の
文
芸

書
は
︑
そ
の
装
幀
が
美
し
い
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
商
品
価
値
を
持

つ
多
色
摺
口
絵
は
︑
当
時
の
書
籍
広
告
に
お
い
て
︑
頻
繁
に
宣
伝
の
材
料
と

さ
れ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
口
絵
は
︑
作
者
と
画
家
の
協
働
に
よ
る
制
作
の
産
物
で
あ
り
︑

必
ず
し
も
︑
商
品
的
な
価
値
の
み
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
口
絵
を

は
じ
め
と
す
る
挿
画
制
作
の
具
体
的
な
様
相
は
︑
未
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

な
い
部
分
が
多
い
が
︑
出
口
智
之
が

明
治
二
十
年
代
に
は
︑
小
説
の
作
者
が
下
絵
な
ど
に
よ
っ
て
画
家
に
指

示
を
与
え
る
江
戸
以
来
の
方
法
と
︑
完
成
原
稿
を
読
ん
だ
画
家
が
主
体

的
に
創
作
す
る
現
代
に
通
じ
る
方
法
と
が
︑
併
行
し
て
行
わ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︵
�
︶
︒

と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
明
治
中
期
に
お
い
て
︑
作
者
に
よ
る
下
絵
を
元

に
し
た
江
戸
以
来
の
方
法
が
︑
な
お
存
続
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

挿
画
の
作
成
に
あ
た
っ
て
︑
作
者
と
画
家
の
間
で
ど
の
程
度
緊
密
に
連
携

が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
︑
ま
た
︑
画
家
が
ど
の
程
度
創
意
を
発
揮
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
︑
資
料
が
完
全
な
か
た
ち
で
残
さ

れ
て
い
な
い
場
合
も
多
く
︑
制
作
状
況
を
子
細
に
知
る
こ
と
は
難
し
い
︒
し

か
し
︑
下
絵
が
残
存
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
︑
口
絵
と
の
比
較
か
ら
作
家
︑

画
家
双
方
の
作
意
を
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒

坪
内
逍
遙
に
よ
る
史
劇
脚
本
﹃
牧
の
方
﹄
に
付
さ
れ
た
口
絵
に
は
︑
逍
遙

自
筆
の
下
絵
が
残
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
制
作
過
程
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
︒
本
稿
は
︑
こ
れ
ら
周
辺
の
資
料
を
用
い
︑
作
意
が
ど
の
よ
う
に
反
映

さ
れ
︑
口
絵
の
絵
画
表
現
に
結
実
し
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
も
の
で

あ
る
︒
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一

逍
遙
の
﹃
牧
の
方
﹄
制
作
の
意
図

﹃
牧
の
方
﹄
の
口
絵
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
前
に
︑
本
作
の
内
容
︑
お

よ
び
そ
れ
に
対
す
る
作
者
の
見
解
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
︒

﹃
牧
の
方
﹄
は
︑
明
治
二
九
年
一
月
か
ら
同
三
〇
年
三
月
に
か
け
て
︑﹃
早

稲
田
文
学
﹄
に
不
定
期
に
連
載
︵
�
︶
さ
れ
た
︒
こ
の
と
き
の
題
も
︑﹁
牧
の
方
﹂

で
あ
る
︒
連
載
が
終
了
し
て
か
ら
二
か
月
後
︑
明
治
三
〇
年
五
月
に
︑
改
稿

を
施
し
て
単
行
本
﹃
牧
の
方
﹄
が
刊
行
さ
れ
た
︒

逍
遙
は
︑
連
載
に
あ
た
り
︑﹁
牧
の
方
の
罪
悪
﹂
と
題
し
た
文
章
を
﹃
早

稲
田
文
学
﹄
第
一
号
︵
�
︶
に
発
表
し
︑
自
身
の
作
意
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
逍

遙
は
︑
高
井
蘭
山
や
曲
亭
馬
琴
と
い
っ
た
︑
江
戸
後
期
の
作
者
に
よ
る
読
本

に
登
場
す
る
牧
の
方
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
卑
し
む
べ
き
一
奸
婦
﹂︑﹁
人
面
の
一

怪
獣
﹂
と
批
評
し
︑﹁
人
情
を
遺
失
﹂
し
た
人
物
と
論
じ
た
う
え
で
︑
次
の

よ
う
に
述
べ
る
︒

如
何
に
社
会
は
腐
爛
す
る
も
︑
如
何
に
道
義
は
地
に
堕
つ
る
も
︑
尚
人

間
に
は
良
能
あ
り
て
善
悪
邪
正
の
弁
別
の
悉
皆
忘
じ
去
ら
る
ゝ
が
如
き

こ
と
は
︑
殆
ど
あ
る
ま
じ
き
事
な
り
と
信
ず
︒
す
な
は
ち
堕
落
に
は
堕

落
の
因
縁
あ
り
︑
一
見
理
解
す
べ
か
ら
ざ
る
が
如
き
罪
悪
に
も
︑
所
詮

理
会
す
べ
き
経
行
あ
る
を
信
ず
︒
予
は
牧
の
方
の
罪
悪
は
︑
此
の
一
見

理
会
す
べ
か
ら
ざ
る
罪
悪
の
一
種
な
る
を
認
め
︑
そ
の
経
行
の
甚
だ
深

遠
に
し
て
複
雑
な
る
を
思
ふ
︒
又
其
の
結
果
の
狂
人
の
所
為
に
類
す
る

に
も
拘
ら
ず
︑
其
の
遠
因
の
極
め
て
自
然
に
し
て
当
然
な
る
べ
き
を
思

ふ
︒
又
其
の
行
為
の
最
も
憎
む
べ
き
に
も
拘
ら
ず
︑
其
の
心
事
の
頗
る

憫
む
べ
き
も
の
あ
る
を
思
ふ
︒
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
︑
凡
そ
此
等
隠
微
の

事
は
︑
大
か
た
は
是
れ
不
可
言
不
可
説
の
消
息
︑
譬
へ
ば
色
の
如
く
又

声
の
如
し
︒
咄
嗟
︑
得
て
聞
く
べ
く
︑
転
瞬
︑
得
て
観
る
べ
し
︒
剖
き

て
は
伝
へ
が
た
く
︑
解
き
て
は
語
り
が
た
し
︒
乞
ふ
予
を
し
て
描
か
し

め
よ
︑
剖
析
し
て
説
明
す
る
能
は
ざ
れ
ば
な
り
︒

す
な
わ
ち
︑
作
者
は
︑
歴
史
上
の
人
物
が
悪
事
に
至
る
に
は
︑
歴
史
と
し

て
記
述
さ
れ
て
い
な
い
背
景
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
と
考
え
︑
そ
れ
を
描

く
こ
と
に
︑
作
家
が
創
意
を
発
揮
す
る
余
地
が
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
︒

﹁
牧
の
方
﹂
と
同
じ
く
逍
遙
の
史
劇
脚
本
で
あ
り
︑
淀
君
に
焦
点
を
当
て
て

豊
臣
家
の
滅
亡
を
描
い
た
作
品
﹁
沓
手
鳥
孤
城
落
月

ほ
と
と
ぎ
す
こ
じ
ょ
う
の
ら
く
げ
つ︵
�
︶
﹂
に
つ
い
て
の
逍
遙
の

述
懐
に
は
︑
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
︒

活
歴
主
義
の
主
張
は
︑
常
に
風
致
に
裨
益
す
べ
き
や
う
に
物
せ
よ
︑
即

ち
忠
臣
︑
孝
子
︑
義
僕
︑
英
傑
︑
節
婦
︑
貞
女
等
を
主
人
物
と
せ
よ
と

い
ふ
が
其
一
つ
︑
成
る
べ
く
史
事
実
に
忠
な
れ
︑
詞
も
服
装
も
道
具
立

も
成
る
べ
く
其
時
代
に
忠
な
れ
︑
と
い
ふ
が
其
二
つ
︑
事
件
も
人
物
︑

脚
色
も
余
り
に
荒
唐
無
稽
な
ら
し
む
る
勿
れ
︑
扮
装
︑
科
介
も
成
る
べ

く
自
然
に
遠
か
ら
ざ
れ
と
い
ふ
が
其
三
つ
で
あ
つ
た
︒︵
略
︶
即
ち
活

歴
家
と
は
全
く
別
に
︑
成
る
べ
く
歴
史
の
裏
を
裏
を
と
覘
つ
て
︑
舞
台

面
も
成
る
べ
く
不
行
儀
な
︑
我
れ
を
忘
れ
た
︑
気
違
ひ
め
い
た
︑
ご
つ

た
返
し
た
︑
て
ん
や
わ
ん
や
な
の
を
主
と
し
︑
詞
づ
か
ひ
も
成
る
べ
く

情
を
痛
切
に
表
す
る
に
足
る
や
う
な
の
を
選
び
︑
情
の
激
し
た
瞬
間
に

は
貴
賤
も
な
く
賢
愚
も
な
い
と
い
ふ
点
に
重
き
を
置
い
て
綴
つ
た
の
が

此
作
と
﹃
桐
一
葉
﹄︑﹃
牧
の
方
﹄
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
此
の
作
は
︑
最
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後
の
筆
だ
け
に
︑
大
ぶ
反
動
当
時
の
熱
が
下
り
︑
多
少
自
分
の
思
は
く

も
変
は
り
か
け
て
ゐ
た
ゆ
ゑ
︑
幾
ら
か
甚
し
い
と
こ
ろ
が
減
じ
て
ゐ
る

が
︑﹃
牧
の
方
﹄
時
代
に
は
︑
ま
だ
自
信
が
強
か
つ
た
の
だ
け
に
︑
一

段
薬
が
き
ゝ
す
ぎ
て
ゐ
た
︵
�
︶
︒

こ
の
記
述
か
ら
は
︑
逍
遙
が
﹃
牧
の
方
﹄
と
同
時
期
に
執
筆
し
た
︑﹃
桐き
り

一ひ
と

葉は

﹄
お
よ
び
﹁
沓
手
鳥
孤
城
落
月
﹂
の
三
史
劇
に
共
通
し
て
︑﹁
情
﹂
の

描
写
へ
の
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
意
識
は
︑

﹁
活
歴
﹂
へ
の
反
動
を
背
景
と
し
て
い
る
︒
当
時
の
歴
史
劇
は
︑
市
川
團
十

郎
や
福
地
櫻
癡
ら
が
主
導
し
た
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
活
歴
﹂
が
支
配
的
な
も
の
で

あ
っ
た
︒
逍
遙
は
︑
こ
の
﹁
活
歴
﹂
の
特
徴
を
三
点
に
要
約
し
て
い
る
︒
そ

れ
は
︑
先
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
︑﹁
忠
臣
︑
孝
子
︑
義
僕
︑
英
傑
︑
節
婦
︑

貞
女
等
﹂
の
道
徳
的
な
規
範
を
守
る
潔
白
な
人
物
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
︑
衣

装
や
せ
り
ふ
︑
道
具
立
を
︑
極
力
当
時
に
忠
実
な
も
の
と
す
る
こ
と
︑
事
件
︑

人
物
︑
脚
色
を
︑
現
実
離
れ
し
て
い
な
い
﹁
自
然
﹂
な
も
の
と
す
る
こ
と
︑

の
三
点
で
あ
る
︒
逍
遙
は
︑
こ
う
し
た
﹁
活
歴
﹂
の
特
徴
と
は
異
な
る
作
品

の
創
作
を
志
向
し
て
お
り
︑﹃
牧
の
方
﹄
は
︑
と
く
に
そ
の
性
質
が
強
く
出

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
︒

﹃
牧
の
方
﹄
に
対
す
る
論
評
に
関
し
て
は
︑
作
品
発
表
当
時
︑
そ
の
女
性

表
現
に
注
目
し
た
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
具
体
的
に
は
︑﹁
牧
の
方
の
性

格
は
略
透
徹
し
て
︑
妬
気
深
く
我
慢
強
く
感
情
鋭
く
其
言
行
の
夫
時
政
を
掀

翻
す
べ
き
力
あ
る
一
婦
人
﹂︵
浩
々
歌
閣
︿
角
田
浩
々
歌
客
﹀﹁﹃
牧
の
方
﹄﹂︑

﹃
国
民
之
友
﹄
第
三
五
二
号
︑
一
八
九
七
年
六
月
一
二
日
︶︑﹁
牧
の
方
を
以

て
深
智
大
胆
の
異
常
人
と
な
さ
ず
︑
邪
推
︑
ぐ
ち
︑
嫉
妬
︑
ひ
が
み
︑
小
心
︑

偏
愛
等
の
件
々
の
結
合
体
た
る
尋
常
一
様
の
女
子
に
し
て
而
も
ヒ
イ
ス
テ
リ

イ
的
の
も
の
と
な
し
た
る
は
︑
従
来
我
邦
の
戯
曲
家
が
馴
慣
描
せ
る
所
の
陰

謀
的
主
人
公
と
全
く
其
撰
を
異
に
し
て
︑
お
も
し
ろ
し
﹂︵
思
軒
居
士
﹁
坪

内
逍
遙
の
﹁
牧
の
方
﹂︵
二
︶﹂︑﹃
万
朝
報
﹄
第
一
三
六
一
号
︑
一
八
九
七
年

六
月
六
日
︶︑﹁
多
弁
な
る
驕
婦
﹂︵
無
署
名
﹁
牧
の
方

坪
内
逍
遙
作

春

陽
堂
版
﹂︑﹃
女
学
雑
誌
﹄
第
四
四
三
号
︑
一
八
九
七
年
六
月
一
〇
日
︶
な
ど

の
評
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
ら
に
は
牧
の
方
の
性
格
の
起
伏
や
饒

舌
さ
を
あ
げ
つ
ら
っ
た
も
の
が
多
く
︑
そ
こ
に
︑
こ
の
女
性
の
造
型
に
対
す

る
評
価
が
窺
え
る
︒
実
際
に
︑
逍
遙
の
描
く
牧
の
方
は
︑
時
に
感
情
的
な
行

動
に
出
︑
自
殺
を
仄
め
か
し
︑
ま
た
︑
継
母
あ
る
い
は
後
妻
と
し
て
の
自
身

の
立
場
へ
の
負
い
目
を
述
べ
立
て
て
い
る
︒

逍
遙
は
︑
意
識
し
て
伝
統
的
な
﹁
陰
謀
的
主
人
公
﹂
と
は
異
な
る
女
性
像

の
造
型
を
志
向
し
て
お
り
︑
ま
た
︑
読
者
も
そ
れ
を
目
新
し
い
描
写
と
し
て

受
け
取
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

二

坪
内
逍
遙
に
よ
る
下
絵
︱
そ
の
構
図
と
指
示
内
容
︱

さ
て
︑
そ
れ
で
は
︑
こ
の
﹃
牧
の
方
﹄
の
口
絵
に
つ
い
て
︑
逍
遙
は
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

逍
遙
自
筆
の
本
作
品
の
下
絵
︻
図
�
︼
は
︑
墨
描
き
で
︑
左
側
に
実
朝
を
︑

右
側
に
牧
の
方
を
配
し
︑
背
景
に
満
月
︑
泉
水
︑
築
山
︑
石
橋
等
の
舞
台
装

置
が
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
の
余
白
に
は
︑
人
物
の
所
作
や
服
装
の
描
写
に
つ

い
て
︑
朱
墨
で
詳
細
な
指
示
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
︒
そ
の
内
容
を
翻
刻
し

て
以
下
に
箇
条
書
き
で
示
す
︵
�
︶
︒
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・
牧
の
方
実
朝
を
ひ
そ
か
に
害
せ
ん
と
す
る
図

・
人
物
の
位
置
格
好
等
は
わ
か
ら
で
も
よ
し
︒
只
油
断
の
体
を
見
て
刺

し
殺
さ
ん
と
し
な
が
ら
も
︑
た
ゆ
た
ふ
体
肝
腎
な
れ
ば
其
の
様
に
て

画
か
れ
た
し
︒

・
実
朝
い
か
に
も
罪
の
無
き
無
心
の
体
に
て
水
に
う
つ
る
月
影
を
指
さ

し
を
る
体
︑
牧
の
方
の
悪
心
に
す
こ
し
も
心
づ
か
ぬ
也
︒

・
満
月
八
月
十
五
夜
︒

・
は
る
か
に
水
に
臨
め
る
釣
殿
な
ど
見
ゆ
る
︒

・
懐
刀
を
つ
と
う
し
ろ
に
か
く
し
た
る
体
也
︒

・
北
條
の
後
室
牧
の
方
︒
年
四
十
五
六
︒
美
人
︑
但
し
奸
婦
︒
石
橋
の

上
に
た
ち
て
ゐ
る
︒

・
源
実
朝
︑
年
十
二
才
︒
石
橋
の
上
に
し
や
が
み
ゐ
る
︒

・
泉
水
の
橋
︒
石
橋
也
︒

・
泉
水
︒

・
築
山
︒

・
狩
衣
︒

・
袴
︒

烏
帽
子
を
被
り
身
を
屈
め
る
実
朝
の
狩
衣
の
袖
に
描
き
込
ま
れ
た
柄
は
︑

家
紋
の
笹
竜
胆
で
あ
ろ
う
︒
牧
の
方
は
︑
こ
の
書
き
入
れ
の
指
示
に
も
あ
る

と
お
り
︑
懐
刀
を
持
ち
︑
背
後
に
隠
し
て
実
朝
を
覗
き
込
む
よ
う
な
姿
勢
を

と
っ
て
い
る
︒

逍
遙
は
︑
人
物
の
衣
装
や
年
格
好
の
設
定
を
詳
細
に
指
示
し
て
い
る
が
︑

と
く
に
牧
の
方
が
﹁
た
ゆ
た
ふ
﹂︑
す
な
わ
ち
躊
躇
す
る
動
作
を
描
出
す
る

こ
と
に
つ
い
て
﹁
人
物
の
位
置
格
好
等
は
わ
か
ら
で
も
よ
し
﹂
と
︑
図
柄
や

構
図
を
犠
牲
に
し
て
も
よ
い
と
指
示
し
て
い
る
点
に
は
注
意
を
要
す
る
︒
人

物
が
躊
躇
す
る
様
は
︑
人
物
の
内
面
的
な
動
揺
を
表
す
も
の
で
あ
り
︑
登
場

人
物
の
衣
服
や
年
齢
︑
舞
台
の
背
景
等
の
要
素
に
比
し
て
︑
作
者
が
︑
心
情

の
描
写
を
と
く
に
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
︒

二

渡
邉
省
亭
に
よ
る
初
版
口
絵

本
作
品
の
口
絵
を
担
当
し
た
の
は
︑
明
治
二
〇
年
代
当
時
︑﹃
都
の
花
﹄

︵
金
港
堂
︶
等
の
雑
誌
や
︑
文
芸
書
を
主
と
す
る
書
籍
の
挿
画
で
人
気
を
博

し
た
渡
邉
省
亭
︵
一
八
五
一
︱
一
九
一
八
︶
で
あ
る
︒
口
絵
︻
図
�
︼
は
︑

遊
び
紙
の
直
後
の
︑
著
者
に
よ
る
﹁
牧
の
方
は
し
が
き
﹂
の
中
間
に
︑
見
開

き
で
挿
入
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
構
図
は
︑
左
側
に
牧
の
方
を
︑
右
側
に
実
朝

を
配
し
た
も
の
で
あ
る
︒
牧
の
方
の
衣
装
は
薄
い
桃
色
︑
黄
色
︑
水
色
で
彩

色
さ
れ
て
い
る
︒
実
朝
の
衣
装
は
︑
下
絵
で
示
さ
れ
て
い
た
家
紋
の
描
写
は

廃
さ
れ
て
い
る
が
︑
源
氏
の
旗
の
色
を
思
わ
せ
る
鮮
や
か
な
赤
で
描
か
れ
て

い
る
︒
こ
の
赤
の
配
色
は
︑
省
亭
の
多
色
木
版
摺
に
特
徴
的
な
色
遣
い
で
も

あ
る
︒
鮮
や
か
な
人
物
の
衣
装
と
対
比
的
に
︑
薄
墨
色
で
摺
ら
れ
た
背
景
に

は
︑
下
絵
に
描
か
れ
て
い
る
泉
水
や
築
山
︑
満
月
と
い
っ
た
要
素
が
配
さ
れ
︑

人
物
と
背
景
は
同
一
の
画
面
に
は
描
か
れ
ず
︑
紙
面
を
分
割
し
て
描
か
れ
て

い
る
︒
下
絵
で
は
空
に
描
か
れ
て
い
る
満
月
は
︑
口
絵
で
は
泉
水
の
水
面
に

は
っ
き
り
と
描
か
れ
︑
こ
の
場
面
の
静
け
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
︒

ま
た
︑
口
絵
は
︑
下
絵
に
示
さ
れ
た
設
定
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
︑
そ
れ
を
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反
転
さ
せ
た
構
図
を
と
る
︒
下
絵
の
牧
の
方
は
︑
吊
り
上
が
っ
た
目
尻
や
山

な
り
に
結
ば
れ
た
口
元
が
特
徴
的
で
︑
浮
世
絵
系
絵
師
に
よ
る
︑
芝
居
絵
等

の
人
物
の
表
情
の
表
現
と
の
通
底
を
窺
わ
せ
る
が
︑
そ
の
一
方
で
︑
省
亭
の

描
い
た
口
絵
の
牧
の
方
は
︑
実
朝
を
見
下
ろ
す
目
元
に
︑
繊
細
さ
や
優
美
さ

が
看
取
で
き
る
︒
口
元
は
わ
ず
か
に
開
き
︑
人
物
の
一
瞬
の
振
る
舞
い
を
よ

く
表
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
省
亭
の
挿
画
に
特
徴
的
な
表
現
と
い
え
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
本
作
品
の
下
絵
と
口
絵
を
比
較
す
る
と
︑
構
図
や
人
物
表

現
等
︑
多
く
の
部
分
で
相
違
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

三

下
絵
と
初
版
口
絵
の
相
違
に
つ
い
て

以
上
の
よ
う
に
︑
下
絵
と
口
絵
を
比
較
す
る
と
︑
下
絵
を
元
に
口
絵
を
制

作
す
る
段
階
で
さ
ま
ざ
ま
な
変
更
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
︒

こ
の
相
違
を
考
察
す
る
う
え
で
︑
特
に
重
要
と
考
え
ら
れ
︑
作
者
の
人
物
造

型
に
対
す
る
意
識
と
関
わ
る
の
が
︑
逍
遙
が
︿
躊
躇
﹀
す
る
様
を
重
視
す
べ

き
で
あ
る
と
下
絵
の
段
階
で
指
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
以
下
︑
こ
の
点

に
注
意
し
て
分
析
し
て
ゆ
く
︒

逍
遙
の
手
に
な
る
下
絵
の
牧
の
方
は
︑
上
半
身
を
捩
り
︑
屈
ん
で
い
る
姿

勢
や
︑
吊
り
上
が
っ
た
目
尻
の
描
写
が
︑
逍
遙
が
視
覚
的
に
強
い
印
象
を
受

け
た
と
い
う
︑
高
井
蘭
山
﹃
星ほ

し

月づ
き

夜よ

顕け
ん

晦か
い

録ろ
く

﹄︻
図
�
︼
の
口
絵
に
描
か
れ

た
牧
の
方
の
身
体
の
形
と
似
通
っ
て
い
る
︒

そ
れ
に
対
し
て
省
亭
の
描
い
た
口
絵
の
牧
の
方
は
︑
腰
部
が
前
方
へ
出
て

お
り
︑
上
半
身
を
や
や
後
方
へ
引
い
た
姿
勢
で
描
か
れ
て
い
る
︒
下
絵
の
造

型
は
殺
人
へ
の
積
極
性
を
残
し
て
い
る
の
に
対
し
︑
口
絵
の
造
型
は
︑
む
し

ろ
殺
意
の
消
極
性
を
表
す
ポ
ー
ズ
が
採
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

先
述
の
と
お
り
︑
逍
遙
は
︑
曲
亭
馬
琴
﹃
朝
夷
巡
島
記

あ
さ
い
な
し
ま
め
ぐ
り
の
き

﹄︻
図
�
︼
お
よ

び
﹃
星
月
夜
顕
晦
録
﹄
に
批
判
的
な
評
価
を
与
え
つ
つ
も
︑
そ
れ
ら
の
書
物

の
挿
画
に
描
か
れ
た
牧
の
方
の
︑
視
覚
的
な
印
象
の
強
さ
に
言
及
し
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
先
行
作
品
に
お
い
て
︑
牧
の
方
は
い
わ
ゆ
る
﹁
悪
玉
﹂
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
蘭
山
や
馬
琴
の
先
行
作
品
に
登
場
す
る
牧
の
方

は
︑
毒
殺
の
計
画
な
ど
の
悪
事
に
際
し
て
全
く
た
め
ら
う
素
振
り
を
見
せ
な

い
人
物
で
あ
る
︒
逍
遙
の
下
絵
に
お
け
る
牧
の
方
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
こ
れ
ら

の
図
像
と
近
似
す
る
要
素
が
あ
る
が
︑﹃
牧
の
方
﹄
の
口
絵
は
大
き
く
異

な
っ
て
い
る
︒
な
お
︑︿
刃
物
﹀
を
持
つ
牧
の
方
像
は
︑
近
世
後
期
の
武
者

絵
︻
図
�
︼
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

口
絵
に
選
定
さ
れ
た
場
面
で
あ
る
︑
第
七
段
﹁
釣
殿
の
一
刹
那
﹂
の
該
当

箇
所
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

ト
牧
の
方
再
び
小
簾
か
げ
よ
り
半
身
を
あ
ら
は
す
︑
実
朝
之
れ
を

知
ら
ず
︑
何
事
か
小
平
太
に
さ
ゝ
や
く
︑
小
平
太
う
な
づ
き
︑
橋

殿
を
走
り
も
ど
り
︑
前
の
釣
殿
の
背
面

う

ら

て

へ
は
い
る
︒︵
隠
れ
遊
び

の
こ
ゝ
ろ
な
り
︶︒
牧
の
方
ま
た
身
を
か
く
す
︒
実
朝
︑
小
平
太

の
合
図
を
待
つ
思
入
に
て
︑
水
亭
の
前
の
か
た
へ
︑
釣
殿
へ
思
入

あ
ッ
て
徐
か
に
歩
み
ゆ
く
︒
や
り
す
ご
し
て
牧
の
方
ひ
そ
か
に
う

し
ろ
よ
り
忍
び
よ
る
︒

平
家
﹁
御
ン
ぐ
し
黒
う
ゆ﹅

ら﹅

〳﹅

〵﹅

と﹅

御
背
中
す﹅

ぎ﹅

さ﹅

せ﹅

お﹅

は﹅

し﹅

ま﹅

す﹅

ト
牧
の
方
懐
刀
を
ぬ
き
︑
逆
手
に
取
り
︑
只
一
突
と
う
か
ゞ
ひ
寄

り
な
が
ら
︑
横よ
こ

貌が
ほ

が
我
が
子
に
似
た
り
と
い
ふ
思
入
あ
ッ
て
︑
突
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か
ん
〳
〵
と
し
て
突
き
か
ぬ
る
こ
な
し
︒

こ
の
場
面
に
お
い
て
牧
の
方
は
︑
実
朝
を
殺
害
し
よ
う
と
し
て
懐
刀
を
取

り
出
す
も
の
の
︑
殺
害
を
目
前
に
し
て
彼
の
容
貌
に
亡
き
実
子
の
面
影
を
見

出
し
︑
殺
意
を
鈍
麻
さ
せ
ら
れ
る
︒
母
性
に
よ
っ
て
周
到
な
殺
害
計
画
が
破

綻
す
る
場
面
で
あ
る
︒
先
に
述
べ
た
と
お
り
︑︿
躊
躇
﹀
と
い
う
動
作
は
︑

下
絵
の
指
示
書
き
に
お
い
て
作
者
が
最
も
拘
っ
た
点
で
あ
る
︒
逍
遙
は
︑
環

境
に
悪
事
を
強
い
ら
れ
る
人
物
と
し
て
牧
の
方
を
造
型
す
る
こ
と
へ
の
志
向

が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
︑
こ
う
し
た
彼
の
作
品
に
お
け
る
人
物
の
造
型

に
明
瞭
な
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
と
い
う
点
で
︑
口
絵
は
重
要
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

四

口
絵
と
毒
婦
の
イ
メ
ー
ジ

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
が
︑
明
治
初
期
に
流
行
し
た
︿
毒
婦
﹀
の
造
型
で

あ
る
︒
毒
婦
の
は
た
ら
く
︿
悪
事
﹀
の
代
表
的
な
も
の
の
ひ
と
つ
と
し
て
殺

人
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
刃
物
を
持
つ
図
像
は
︑
そ
の
よ
う
な
毒
婦
の
悪
行
を
象

徴
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
︒
こ
の
よ
う
な
︑
明
治
期
に
出
版
さ
れ
た
︑
い
わ

ゆ
る
﹁
毒
婦
物
﹂
の
挿
画
と
比
較
し
た
場
合
︑﹃
牧
の
方
﹄
の
口
絵
の
特
徴

は
よ
り
画
然
と
な
る
︒
毒
婦
の
代
表
的
な
図
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

﹃
高
橋
阿
傳
夜
叉
譚

た
か
は
し
お
で
ん
や
し
ゃ
も
の
が
た
り

﹄
の
表
紙
絵
︻
図
�
︼
の
お
伝
は
︑
短
刀
を
振
り
か
ざ

し
︑
明
白
な
殺
意
を
感
じ
さ
せ
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
︒
逍
遙
の
下
絵
は
︑

こ
う
し
た
毒
婦
の
構
図
に
近
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
省

亭
の
手
に
な
る
口
絵
は
︑
こ
う
し
た
悪
女
表
象
の
形
式
か
ら
外
れ
た
側
面
を

持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

刃
物
を
持
つ
毒
婦
の
形
象
に
関
し
て
︑
ダ
ラ
ム
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は

特
に
︑︵
筆
者
注
・
毒
婦
物
の
︶
挿
絵
は
︑
毒
婦
の
﹁
男
性
﹂
的
な
性

格
を
表
す
た
め
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
︒
先
ず
︑
男
を
亡
ぼ
す

存
在
に
似
つ
か
わ
し
く
︑
刃
物
を
振
り
回
し
た
り
︑
男
性
を
脅
し
た
り

す
る
絵
が
目
立
つ
︒﹃
阿
伝
﹄
の
有
名
な
表
紙
絵
は
そ
の
典
型
で
あ
る
︵
2
︶
︒

と
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
毒
婦
物
の
挿
画
に
お
け
る
女
性
が
︑
刀

を
持
つ
動
作
に
よ
っ
て
﹁﹁
男
性
﹂
的
な
性
格
﹂
を
表
す
の
に
対
し
︑
本
作

品
の
牧
の
方
は
︑
短
刀
で
殺
害
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
場
面
に
お
い
て
︑
躊

躇
す
る
の
で
あ
る
︒

﹁
男
性
﹂
的
か
﹁
女
性
﹂
的
か
と
い
う
問
題
は
︑﹃
牧
の
方
﹄
を
考
え
る
上

で
一
つ
の
有
効
な
視
座
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
︑
第
七
段
に
お

い
て
牧
の
方
が
殺
害
に
踏
み
切
れ
ず
に
た
め
ら
う
様
は
︑
人
物
の
母
性
に
基

づ
く
振
る
舞
い
で
あ
る
︒
結
末
に
お
い
て
︑
実
朝
を
刺
殺
し
よ
う
と
し
て
い

た
こ
と
が
露
見
し
た
牧
の
方
は
︑
自
刃
し
て
介
錯
を
乞
う
が
︑
そ
れ
を
目
の

当
た
り
に
し
た
義
時
は
︑
彼
女
の
性
格
を
﹁
男
ま
さ
り
﹂
と
述
べ
る
︒
逍
遙

に
よ
る
﹃
牧
の
方
﹄
の
先
行
作
品
で
あ
る
﹃
桐
一
葉
﹄
に
は
︑
武
人
で
あ
る

男
性
に
対
し
︑﹁
剃
髪
﹂
を
女
性
的
な
ふ
る
ま
い
で
あ
る
と
述
べ
︑
自
刃
を

促
す
せ
り
ふ
︵
3
︶
が
あ
る
︒
同
じ
く
武
家
を
題
材
に
し
た
歴
史
劇
で
あ
る
本
作
品

に
お
い
て
も
︑
結
末
に
お
け
る
牧
の
方
の
︿
自
刃
﹀
は
︑
い
わ
ば
︿
女
性

的
﹀
な
行
動
と
は
対
照
的
な
︑︿
男
性
的
﹀
な
所
作
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
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五

省
亭
作
品
の
肢
体
表
現
に
つ
い
て

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
︑
省
亭
に
関
連
す
る
資
料
を
参
照
し
つ

つ
︑
画
家
が
︑
下
絵
に
示
さ
れ
て
い
る
構
図
お
よ
び
描
写
を
自
発
的
に
変
更

し
た
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
お
き
た
い
︒

先
に
述
べ
た
と
お
り
︑
本
作
品
の
下
絵
に
お
け
る
牧
の
方
の
ポ
ー
ズ
と
︑

口
絵
に
お
け
る
そ
れ
は
︑
い
ず
れ
も
牧
の
方
が
躊
躇
す
る
動
作
を
表
現
し
た

も
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
全
く
異
な
る
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
下
絵
は
︑
い

わ
ば
浮
世
絵
系
統
の
絵
画
に
お
け
る
悪
女
の
描
写
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ

る
の
に
対
し
︑
口
絵
で
は
︑
そ
の
特
徴
が
踏
襲
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
︑
両
者
は
女
性
の
人
体
の
表
現
に
お
い
て
︑
原
型
と
す
る
イ
メ
ー

ジ
を
異
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

省
亭
の
作
品
は
︑
花
鳥
画
が
と
く
に
名
高
く
︑
点
数
も
多
い
が
︑
歴
史
画

で
名
を
成
し
た
幕
末
の
画
家
︑
菊
池
容
斎
に
師
事
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
︑

歴
史
人
物
を
題
材
と
し
た
作
品
も
相
当
数
描
い
て
い
る
︒
容
斎
の
手
掛
け
た

絵
手
本
﹃
前
賢
故
実
﹄
は
︑
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
︑
多
く
の
画
家
の
粉

本
と
さ
れ
た
︒
容
斎
は
弟
子
に
︑
必
ず
し
も
粉
本
に
頼
ら
な
い
創
作
を
す
る

よ
う
に
説
い
た
と
さ
れ
る
︵
4
︶
が
︑
省
亭
の
歴
史
画
に
お
け
る
﹃
前
賢
故
実
﹄
の

影
響
は
強
く
︑
省
亭
の
描
い
た
絵
画
に
は
︑
こ
の
挿
絵
以
外
に
︑﹁
美
人
図
﹂

︵
明
治
二
〇
年
代
︶︑﹁
牛
若
丸
と
弁
慶
図
﹂︵
明
治
四
年
︿
一
八
七
一
﹀︶
に
︑

﹃
前
賢
故
実
﹄
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
10

そ
の
う
ち
︑
本
作
品
と
の
関
連
で
着
目
し
た
い
の
が
︑
省
亭
が
描
い
た
︑

山
田
美
妙
の
小
説
﹁
蝴
蝶
﹂
の
挿
絵
︻
図
2
︼︵﹃
国
民
之
友
﹄
第
三
七
号

︵
明
治
二
二
︿
一
八
八
九
﹀
年
一
月
︶︶
で
あ
る
︒
こ
の
挿
絵
は
︑﹃
前
賢
故

実
﹄
第
十
巻
︵
天
保
七
年
︿
一
八
三
六
﹀︶
の
︑﹁
塩
冶
高
貞
妻
﹂︻
図
3
︼

の
図
を
粉
本
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒﹁
蝴
蝶
﹂

の
挿
絵
は
︑
当
時
︑
裸
体
画
論
争
の
端
緒
と
な
っ
た
が
︑
こ
こ
で
は
︑
挿
絵

中
の
裸
婦
の
人
体
描
写
に
注
目
し
た
い
︒
裸
身
で
描
か
れ
た
蝴
蝶
の
ポ
ー
ズ

は
︑
腰
を
や
や
前
に
出
し
︑
上
半
身
を
後
ろ
へ
引
い
た
立
像
で
あ
り
︑
頭
部

や
肩
︑
首
の
角
度
も
牧
の
方
の
肢
体
表
現
と
酷
似
し
て
い
る
︒
本
作
品
の
口

絵
は
着
衣
で
あ
る
点
が
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
︑﹃
牧
の
方
﹄
口
絵
の
︑
牧

の
方
の
ポ
ー
ズ
と
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
容
斎
の
﹁
塩
冶
高

貞
妻
﹂
を
粉
本
と
し
た
省
亭
の
作
品
は
︑﹁
蝴
蝶
﹂
挿
絵
の
他
に
も
︑
先
述

の
﹁
美
人
図
﹂
の
よ
う
に
︑
裸
像
の
も
の
が
指
摘
︵

︶
さ
れ
て
い
る
︒﹃
牧
の
方
﹄

11

口
絵
に
も
そ
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑﹁
蝴

蝶
﹂
の
挿
絵
の
人
体
表
現
に
つ
い
て
は
︑﹁
絵
は
日
本
画
の
常
套
的
描
写
で

あ
る
が
︑
蝴
蝶
は
全
裸
体
に
表
は
さ
れ
︑
プ
ラ
ク
テ
シ
ス
の
裸
像
の
や
う
に

身
体
の
重
心
を
片
足
に
傾
け
︑
腰
を
く
ね
ら
せ
て
所
謂

h
a
n
c
h
é
の
ポ
ー
ズ

を
な
し
て
ゐ
る
︒
こ
の
や
う
な
裸
体
表
現
は
従
来
の
日
本
画
家
の
意
識
に
は

無
か
つ
た
も
の
で
︑
た
し
か
に
西
洋
の
裸
体
美
術
に
鼓
吹
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
﹂
と
の
指
摘
︵

︶
が
あ
る
︒
師
の
容
斎
が
裸
体
を
モ
デ
ル
に
し
て
新
味
の
あ
る

12

肢
体
表
現
を
模
索
し
た
と
い
う
省
亭
の
回
想
︵

︶
や
︑
省
亭
自
身
が
渡
欧
し
て
お

13

り
︑
西
洋
の
絵
画
の
描
法
を
直
接
的
に
摂
取
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
鑑

み
れ
ば
︑
西
洋
的
な
肢
体
表
現
が
流
入
し
て
い
る
可
能
性
は
高
い
︒
牧
の
方

が
躊
躇
す
る
様
態
に
︑
西
洋
的
な
絵
画
表
現
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
し
た
な

ら
ば
︑
歴
史
上
の
人
物
を
題
材
と
し
な
が
ら
も
︑
そ
の
造
型
は
大
い
に
新
し
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い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

六

逍
遙
と
省
亭
と
の
関
係

本
作
品
の
制
作
の
段
階
で
は
︑
逍
遙
と
省
亭
は
︑
挿
画
の
制
作
を
通
じ
て

す
で
に
旧
知
の
間
柄
で
あ
っ
た
︒

省
亭
が
逍
遙
の
作
品
を
最
初
に
担
当
し
た
の
は
︑
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア

﹃
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
ー
ザ
ー
﹄
の
邦
訳
﹃
自
由
太
刀
余
波
鋭
峰

じ

ゆ

う

の

た

ち

な

ご

り

の

き

れ

あ

じ

﹄︵
東
洋
館
書

店
︑
明
治
一
七
年
︿
一
八
八
四
﹀
五
月
︶
で
あ
っ
た
︻
図
4
︼︒
省
亭
は
︑

描
線
を
重
ね
た
陰
影
表
現
や
人
体
の
筋
肉
の
描
写
︑
遠
近
法
的
な
構
図
な
ど
︑

西
洋
的
な
絵
画
表
現
を
用
い
て
挿
絵
を
描
い
て
い
る
︒
逍
遙
は
︑
こ
の
挿
絵

を
省
亭
に
依
頼
し
た
こ
と
に
つ
い
て
︑

挿
絵
も
草
双
紙
や
絵
入
新
聞
の
画
家
で
は
い
け
な
い
と
い
ふ
の
で

︵
略
︶
渡
邉
省
亭
が
主
と
し
て
ギ
ル
バ
ー
ト
の
画
を
モ
デ
ル
に
全
部
の

挿
絵
を
描
い
て
く
れ
た
︒
こ
の
比
︑
省
亭
に
小
説
類
の
挿
絵
を
描
か
す

な
ぞ
と
い
ふ
事
は
前
例
の
な
い
事
で
あ
っ
た
︵

︶
︒
14

と
述
べ
て
お
り
︑
近
世
的
な
挿
絵
の
描
写
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
見

て
取
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
背
景
に
は
︑
単
に
原
書
の
挿
絵
に
似
せ
た
い

と
い
う
思
惑
も
あ
ろ
う
が
︑
逍
遙
は
︑
次
の
よ
う
な
回
想
も
残
し
て
い
る
︒

四
角
関
係
の
系
統
は
︑
傍
訓
附
き
の
新
式
草
双
紙
へ
は
依
然
と
し
て
伝

は
り
︑
延
い
て
明
治
二
十
年
前
後
に
ま
で
及
ん
だ
︒
私
の
旧﹅

悪﹅

全﹅

書﹅

の

第
一
篇
﹃
書
生
気
質
﹄
の
口
絵
に
さ
へ
︑
歌
川
國
峰
の
筆
に
よ
つ
て
︑

明
瞭
に
其
残
影
が
留
め
ら
れ
て
あ
つ
た
こ
と
を
憶
ひ
出
す
と
慚
愧
に
堪

へ
な
い
︒

逍
遙
は
︑
草
双
紙
の
挿
絵
を
多
く
描
い
て
き
た
歌
川
派
の
系
譜
に
連
な
る

浮
世
絵
師
に
依
頼
し
た
こ
と
を
悔
や
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒
西
洋
絵
画
の
描

写
を
取
り
入
れ
た
挿
絵
へ
の
志
向
を
背
景
と
し
た
﹃
当
世
書
生
気
質
﹄
の
挿

絵
画
家
へ
の
長
原
孝
太
郎
の
起
用
︵

︶
や
︑
先
に
挙
げ
た
︑
歌
川
國
峰
に
よ
る
挿

15

絵
に
対
す
る
逍
遙
の
述
懐
に
鑑
み
れ
ば
︑
省
亭
の
起
用
は
︑
挿
画
の
嗜
好
の

変
化
を
反
映
し
た
動
き
と
し
て
の
側
面
も
有
し
て
い
よ
う
︒﹃
自
由
太
刀
余

波
鋭
峰
﹄
と
同
様
に
︑﹃
牧
の
方
﹄
に
関
し
て
も
︑
逍
遙
が
省
亭
に
挿
絵
を

委
託
し
た
背
景
と
し
て
︑
彼
の
筆
致
の
新
味
を
利
用
し
た
か
っ
た
と
い
う
こ

と
は
十
分
に
考
え
う
る
理
由
で
あ
る
︒

先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
逍
遙
は
︑
早
く
か
ら
省
亭
の
画
風
を
評
価
し
て
い

た
︒
作
家
と
挿
画
画
家
と
し
て
︑
二
人
が
旧
知
の
間
柄
で
あ
っ
た
︵

︶
こ
と
を
考

16

慮
す
れ
ば
︑
省
亭
は
逍
遙
の
意
識
を
よ
く
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ

る
︒
加
え
て
︑
本
作
品
の
口
絵
の
構
図
や
描
写
が
︑
下
絵
の
段
階
と
比
較
し

て
相
当
の
変
更
を
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
多
く
の
部
分
に
お

い
て
︑
画
家
に
よ
る
主
体
的
な
制
作
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る

の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

本
稿
で
は
︑
明
治
中
期
の
文
芸
書
に
お
け
る
挿
画
制
作
の
問
題
を
考
察
す

る
た
め
︑
坪
内
逍
遙
に
よ
る
脚
本
﹃
牧
の
方
﹄
の
口
絵
と
そ
の
下
絵
に
焦
点

を
当
て
た
︒
省
亭
が
描
い
た
口
絵
は
︑
逍
遙
が
提
示
し
た
下
絵
の
要
素
が
用

い
ら
れ
な
が
ら
︑
構
図
や
人
物
表
現
の
う
え
で
大
き
な
変
更
が
加
え
ら
れ
て

い
る
︒
本
作
品
は
︑
逍
遙
の
︑
定
型
的
な
人
物
表
現
か
ら
の
脱
却
を
図
る
意
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図
の
も
と
で
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
が
︑
省
亭
に
よ
る
口
絵
に
お
い
て
も
︑

類
型
的
な
人
物
表
現
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
意
識
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き

る
︒
具
体
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
︑
逍
遙
は
︑
登
場
人
物
の
﹁
た
ゆ
た
ふ
﹂
動

作
︑
す
な
わ
ち
躊
躇
す
る
様
を
重
要
視
し
︑
省
亭
は
そ
の
心
理
的
な
描
写
の

指
示
を
︑
作
者
の
手
に
な
る
下
絵
と
は
異
な
っ
た
︑
新
味
の
あ
る
肢
体
表
現

で
描
出
し
た
︒

明
治
中
期
の
文
芸
書
は
︑
商
品
的
な
訴
求
力
を
︑
美
麗
で
豪
華
な
多
色
木

版
口
絵
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
本
稿
で
論
じ
た
事
例

に
お
い
て
は
︑
作
者
が
抱
い
て
い
た
文
学
上
の
問
題
意
識
を
通
し
て
︑
画
家

が
︑
絵
画
の
面
で
新
し
い
人
物
表
現
を
行
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
文
学
と
美

術
の
双
方
に
お
け
る
人
物
造
型
の
更
新
の
交
錯
点
を
見
出
す
事
が
で
き
る
事

例
と
し
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
︑
口
絵
が
必
ず
し
も
商
品
的
な
面
の
み
に

そ
の
価
値
を
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
︑
作
家
と
画
家
の
双
方
に
お
け
る

表
現
の
問
題
を
内
包
し
た
資
料
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

︻
付
記
︼

﹃
牧
の
方
﹄
の
引
用
は
︑﹃
牧
の
方
﹄︵
春
陽
堂
︑
明
治
三
〇
︿
一
八
九
七
﹀
年

五
月
︶
に
拠
っ
た
︒
ま
た
︑﹃
朝
夷
巡
島
記
﹄
お
よ
び
﹃
星
月
夜
顕
晦
録
﹄
は
︑

曲
亭
馬
琴
﹃
朝
夷
巡
島
記
﹄︵
文
金
堂
︿
大
阪
﹀︑
文
化
一
二
年
-
安
政
五
年
︿
一

八
一
五
-
一
八
五
八
﹀︶︑
高
井
蘭
山
﹃
星
月
夜
顕
晦
録
﹄︵
群
玉
堂
︿
大
阪
﹀︑
文

化
六
年
-
文
政
九
年
︿
一
八
〇
九
-一
八
二
六
﹀︶︵
い
ず
れ
も
早
稲
田
大
学
図
書
館

蔵
︶
を
参
照
し
た
︒
な
お
本
稿
で
は
︑
書
籍
の
巻
頭
に
挿
入
さ
れ
た
図
を
口
絵
︑

本
文
の
途
中
に
挿
入
さ
れ
た
図
を
挿
絵
と
し
︑
そ
の
両
方
を
含
む
際
に
挿
画
と
呼

称
す
る
︒

本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
︑
貴
重
な
資
料
の
掲
載
許
可
を
く
だ
さ
っ
た
早
稲

田
大
学
図
書
館
︑
立
命
館
大
学
ア
ー
ト
・
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
︑
国
立
国
会
図
書

館
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒

注
︵
�
︶

出
口
智
之
﹁
明
治
中
期
に
お
け
る
挿
絵
・
口
絵
の
諸
問
題
︱
小
説
作
者
は

絵
画
に
ど
う
関
わ
っ
た
か
︱
﹂︵
﹃
湘
南
文
学
﹄

︑
二
〇
一
四
年
一
一
月
︶︒

49

︵
�
︶

第
二
号
︵
明
治
二
九
年
一
月
二
二
日
︶
︑
第
一
六
号
︵
明
治
二
九
年
八
月

一
五
日
︶︑
第
二
〇
号
︵
明
治
二
九
年
一
〇
月
一
五
日
︶︑
第
三
〇
号
︵
明
治

三
〇
年
三
月
一
五
日
︶
所
載
︒

︵
�
︶

明
治
二
九
年
一
月
五
日
︒

︵
�
︶

初
出
は
﹃
新
小
説
﹄
第
二
年
十
巻
︵
春
陽
堂
︑
明
治
三
〇
年
︿
一
八
九

七
﹀
九
月
︶
付
録
︒
翌
年
一
月
︑
﹃
菊
と
桐
﹄︵
春
陽
堂
︶
に
収
録
さ
れ
た
︒

︵
�
︶

坪
内
逍
遙
﹁
﹃
沓
手
島
孤
城
落
月
﹄
と
史
実
と
の
関
係
﹂︵
明
治
三
九
年
四

月
︶︑
引
用
は
﹃
逍
遙
選
集
﹄
第
一
巻
︵
一
九
七
七
年
五
月
︶
に
よ
っ
た
︒

︵
�
︶

閲
読
の
便
宜
を
図
る
た
め
︑
句
読
点
を
私
に
付
し
た
︒

︵
2
︶

ダ
ラ
ム
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
﹁
明
治
初
期
の
毒
婦
物
に
お
け
る
悪
女
造
型
の
レ

ト
リ
ッ
ク
︵
そ
の
二
︶
﹂︵﹃
東
京
経
済
大
学
人
文
自
然
科
学
論
集
﹄

︑
一

88

九
九
一
年
七
月
︶︒

︵
3
︶
﹁
石
﹁
ヤ
ア
剃
髪
と
は
女
子
の
ふ
る
ま
ひ
︑
な
ぜ
潔
く
切
腹
な
さ
ら
ぬ
︑

い
で
伊
豆
ノ
守
が
朋
友
の
よ
し
み
︑
此
の
と
こ
ろ
に
て
介
錯
い
た
さ
ん
﹂

︵﹃
桐
一
葉
﹄︵
春
陽
堂
︑
明
治
二
九
年
︿
一
八
九
六
﹀
二
月
︶
第
三
段
其
一

﹁
城
内
の
溜
り
場
﹂︶
︒

︵
4
︶

塩
谷
純
﹁
容
斎
断
章
﹂
︵﹃
没
後
一
二
〇
年
︱
︱
﹁
菊
池
容
斎
と
明
治
の
美

術
﹂
展
図
録
﹄
︵
練
馬
区
立
美
術
館
︑
一
九
九
九
年
一
〇
月
︶
︶
︒

︵

︶

岡
部
昌
幸
﹃
渡
辺
省
亭
︱
︱
花
鳥
画
の
孤
高
な
る
輝
き
︱
︱
﹄︵
東
京
美

10

術
︑
二
〇
一
七
年
三
月
︶
︒

︵

︶

注
4
に
同
じ
︒

11
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︵

︶

森
口
多た

里り

﹃
明
治
大
正
の
洋
画
﹄︵
東
京
堂
︑
一
九
四
一
年
一
〇
月
︶︒

12
︵

︶
﹁
渡
邉
省
亭
氏
の
談
︵
菊
池
容
斎
の
画
風
︶﹂︵﹃
太
陽
﹄
四
巻
一
四
号
︑
明

13

治
三
一
年
︿
一
八
九
八
﹀
七
月
︶︑
引
用
は
﹃
没
後
一
二
〇
年
︱
︱
﹁
菊
池

容
斎
と
明
治
の
美
術
﹂
展
図
録
﹄︵
練
馬
区
立
美
術
館
︑
一
九
九
九
年
一
〇

月
︶
に
よ
る
︒

︵

︶

坪
内
雄
蔵
﹃
国
語
読
本
尋
常
小
学
校
用
﹄︵
冨
山
房
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

14

ル
︑
二
〇
一
二
年
︶︒
新
井
佐
絵
氏
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
い
た
︒

︵

︶

生
前
︑
逍
遙
と
親
交
が
あ
っ
た
本
間
久
雄
の
回
想
に
よ
れ
ば
︑﹃
当
世
書

15

生
気
質
﹄
の
挿
絵
が
﹁
従
来
の
草
双
紙
の
や
う
に
︑
浮
世
絵
系
統
の
画
家
の

手
に
成
つ
た
旧
式
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
甚
だ
慊
か
つ
た
﹂
長
原
が
︑
自
ら

挿
絵
を
担
当
す
る
こ
と
を
逍
遙
に
申
し
出
た
こ
と
が
発
端
だ
と
い
う
︒︵
本

間
久
雄
﹃
坪
内
逍
遥
﹄︵
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
︑
一
九
九
三
年
一
月
︶︶︒

︵

︶

筆
者
は
現
在
︑
彼
ら
の
具
体
的
な
遣
り
取
り
を
裏
付
け
る
資
料
に
は
寓
目

16

し
得
て
い
な
い
︒
本
稿
で
は
︑
省
亭
に
よ
る
自
発
的
な
創
作
の
可
能
性
を
考

察
し
た
が
︑
下
絵
を
提
示
し
た
後
で
︑
逍
遙
か
ら
新
た
な
指
示
が
出
さ
れ
︑

画
家
が
そ
れ
に
従
っ
て
口
絵
を
修
正
し
た
と
い
う
可
能
性
も
排
除
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
︒
少
な
く
と
も
︑
制
作
行
程
に
は
江
戸
時
代
の
方
法
が
引
き
続

き
採
ら
れ
て
い
る
も
の
の
︑
作
者
の
意
識
に
伝
統
的
な
浮
世
絵
風
の
描
写
へ

の
反
発
や
︑
嗜
好
の
変
化
が
読
み
取
れ
る
と
い
う
点
に
は
︑
近
世
以
前
︱
近

代
以
降
の
新
旧
の
対
立
と
い
う
二
元
的
な
区
分
で
は
評
価
し
き
れ
な
い
︑
明

治
中
期
に
お
け
る
書
物
制
作
の
問
題
の
特
色
を
覗
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

︵
ひ
ら
い
・
は
な
え

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
︶
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︻
図
�
︼﹃
牧
の
方
﹄
坪
内
逍
遙
自
筆
下
絵
︵
早
稲
田
大
学
図
書
館
・
請
求
記
号
：

︶

文
庫
14B
0068

︻
図
�
︼
渡
邉
省
亭
画
・
坪
内
逍
遥
﹃
牧
の
方
﹄
初
版
本
︵
春
陽
堂
︑
明
治
三
〇

年
︶
口
絵
︵
架
蔵
︶
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︻
図
�
︼
蹄
斎
北
馬
画
・
高
井
蘭
山
﹃
星
月
夜
顕
晦
録
﹄
口
絵
︵
早
稲
田
大
学
図

書
館
・
請
求
記
号
：
へ

︶

1
3
_
0
2
2
08

︻
図
�
︼
一
柳
斎
豊
広
画
・
曲
亭
馬
琴
﹃
朝
夷
巡
島
記
﹄
口
絵
︵
早
稲
田
大
学
図

書
館
・
請
求
記
号
：
へ

︶

1
3
_
0
1
2
78

︻
図
�
︼
一
猛
斎
芳
虎
画
・﹁
武
者
鑑
﹂︵
国
立
国
会
図
書
館
・
請
求
記
号
：
寄
別

︶

8-41-4

︻
図
�
︼
守
川
周
重
画
・
仮
名
垣
魯
文
﹃
高
橋
阿
伝
夜
叉
譚
﹄
表
紙
︵
金
松
堂
︑

明
治
一
二
年
︿
一
八
七
九
﹀︶︵
国
立
国
会
図
書
館
・
請
求
記
号
：
特

︶

42
-90
9
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︻
図
4
︼
渡
邉
省
亭
画
・
﹃
自
由
太
刀
余
波
鋭
峰

じ

ゆ

う

の

た

ち

な

ご

り

の

き

れ

あ

じ

﹄
挿
絵
︵
国
立
国
会
図
書
館
・

請
求
記
号
：
特

︶

13-579

︻
図
2
︼
渡
邉
省
亭
画
・
山
田
美
妙
﹃
蝴
蝶
﹄
挿
絵

︻
図
3
︼
菊
池
容
斎
画
・
﹁
塩
冶
高
貞
妻
﹂﹃
前
賢
故
実
﹄︵
立
命
館
大
学
図
書
館
・

請
求
記
号
：

︶

sa
k
B
K
0
1
-
0
0
8
0
-
19


