
Title 近世大阪の繪畵

Author(s) 稲束, 猛

Citation 懐徳. 1925, 3, p. 20-32

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/88712

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



近

惟

大

阪

の

先
年
懐
徳
堂
に
於
い
て
大
阪
の
町
人
學
者
マ
ぶ
ふ
題
の
下
に
諸
先
生
の
御
講
演
が
あ
っ
た
が
、
私
は
-

i

れ
か
ら
大
阪
に
居
た

民
間
の
粛
家
、
即
ち
邸
術
方
面
の
事
に
就
い
て
少
し
く
御
話
し
を
申
上
げ
様
<
J

思
ふ
。

大
阪
の
甑
術
を
論
す
る
に
は
自
然
に
都
市
<
J

し
て
の
大
阪
り
破
逹
、
如
脳
聯
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
0

古
い
時
代
の
事
は
別

マJ
し
て
、
近
世
に
あ
っ
て
は
秀
吉
が
大
阪
に
銘
城
し
た
―
)
ご
が
大
阪
の
登
逹
に
煎
大
な
る
闊
係
の
あ
っ
た
こ
’
t
J

は
勿
論
で
あ

る
0

爾
釆
商
工
業
の
都
市
、
f
J

し
て
漸
次
に
登
逹
し
来
つ
て
遂
に
今
H
o
J
盛
大
を
成
す
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
都
市
こ
し
て

の
登
逹
が
一
面
に
は
総
術
的
方
画
に
も
紗
か
ら
ぬ
交
渉
セ
有
す
る
こ
<
J

は
布
過
し
て
は
な
ら
ぬ
。

偵
ふ
る
所
に
操
る
こ
大
阪
城
内
の
襖
籍
に
は
狩
野
探
幽
筆
の
水
墨
の
山
水
、
四
季
耕
作
、
杉
戸
の
鶯
籠
｀
i

田
中
の
鷺
、
水
呑

の
虎
な
ぐ
」
の
諸
闘
が
あ
っA

こ
セ
云
ふ
一
こ
で
あ
る
が
~
惜
い
か
な
此
等
の
薮
術
上
の
諸
名
品
も
今H
に
は
博
つ
て
居
り
ま
せ

ん
0

唯
こ
の
事
賞
に
よ
っ
て
私
は
常
時
の
大
阪
に
於
て
は
技
個
な
り
地
位
、
閲
歴
OJ
上
か
ら
言
っ
て
探
幽
に
匹
敵
し
得
る
程
り

薔
家
の
居
な
か
っ
た
事
を
想
像
す
る
の
で
入
り
,
6

す
0

探
幽
歿
後

Jゞ

雖
も
久
し
い
間
、
大
阪
の
地
は
箱
粛
の
方
面
に
就
い
て
聞

ゆ
る
所
が
な
か
っ
た
。

所
が
徳
川
時
代
の
後
期
‘
]
享
保
の
頃
に
な
っ
ャ
橘
守
國
そ
の
子
、
保
國
、
小
柴
守
直
（
探
春
齋
）
な

•
9」
の
人
々
が
先
づ
現
は

れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
此
等
の
人
々
は
探
幽
の
系
統
で
は
な
く
て
、
京
狩
野
＜
J

並
稲
さ
れ
た
京
部
の
鶴
澤
探
山
の
門
人
で
あ
っ
た
。

就
中
橘
守
國
ぱ
板
崎
の
名
家
で
あ
っ
た
0

こ
れ
等
の
人
は
享
保
元
文
寛
延
賓
暦
の
頃
に
亘
つ
て
肘
土
訓
蒙
闘
彙
、
崩
士
名
所
棚

會
其
の
他
多
く
の
粛
本
を
出
し
て
ゐ
る
0

併
し
そ
の
肉
筆
の
方
で
は
彼
等
の
傑
作
Y
J

云
ふ
程
の
作
品
に
未
だ
接
し
な
い
。

こ
の
守
國

Jゞ

時
代
を
同
く
し
て
大
岡
寿
卜
が
居
つ
た
0

別
に
師
匠
に
就
か
な
か
っ
た
が
矢
張
り
狩
野
派
の
藷
配
を
善
く
＇
）
た
。

絹

識

1
0
 

稲

束

猛



そ
の
遺
作
は
大
阪
並
に
其
附
近
の
僭
家
等
に
は
往
々
所
蔵
さ
れ
て
ゐ
る
0

作
家
ざ
し
て
煎
要
な
る
地
位
を
占
め
て
居
る
澤
で
は

な
い
が
、
守
國

Jゞ

同
じ
く
盈
鑑
類
の
若
述
で
有
名
で
あ
る
0

中
に
も
書
巧
諧
覧
六
巻
は
注
意
す
べ
き
著
述
で
あ
っ
て
、
そ
の
怨

ニ
に
論
じ
た
＋
骰
囁
法
、
即
ち
物
人
を
描
い
て
其
衣
紋
の
描
法
に
錐
書
勘
、
間
斜
貼
、
遅
迷
貼
、
魚
波
貼
‘
紬
雲
貼
，
正
鋒
貼
、

賠
過
黙
、
禿
筆
貼
、
皿
霰
貼
、
南
路
貼
の
十
貼
を
掲
げ
て
ゐ
る
が
、
所
謂
る
人
物
の
十
入
描
法
な
ざ
こ
は
全
く
異
っ
た
分
類
法

で
あ
っ
て
、
後
に
櫻
井
雪
舘
が
そ
の
著
粛
則
に
於
て
彼
の
十
冊
謙
法
を
批
評
し
て
自
己
一
流
の
名
稽
を
下
し
て
ゐ
る
ご
攻
撃
し

た
如
く
し
其
獨
断
的
／
態
度
は
丁
度
そ
の
薗
が
別
に
師
事
す
る
こ
く
と
な
く
し
て
狩
野
派
の
粛
セ
蒋
（
し
た
の
ご
同
じ
行
き
方
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

春
卜
に
和
遅
れ
て
狩
野
風
の
崎
を
よ
く
し
た
者
に
月
岡
雪
鼎
が
が
あ
る
0

こ
の
人
は
高
田
敬
輔
の
門
人
で
あ
る
0

敬
輔
は
京

狩
野
の
永
納
の
子
永
敬
に
學
ん
だ
人
で
、
兼
ね
て
雪
舟
等
の
粛
風
を
も
加
へ
、
筆
力
の
道
勁
な
男
性
的
氣
線
の
現
は
れ
た
檜
崎

ゎ
箸
く
し
た
が
、
之
れ
に
反
し
て
其
門
か
ら
出
た
雪
鼎
は
反
て
美
人
高
に
巧
み
で
、
好
ん
で
題
材
＇
ゼ
伊
勢
物
語
中
に
採
つ
た

C

そ
こ
で
近
世
檜
翡
史
等
に
は
全
く
卑
俗
な
る
浮
世
紐
で
あ
る
か
の
如
(
‘
害
か
れ
て
あ
る
が
、
併
し
こ
れ
を
常
時
の
宮
川
長
春
、

鈴
木
春
信
、
西
川
裕
信
等
の
作
品
AE
比
較
し
て
仔
細
に
観
察
す
る
ご
、
同
じ
く
美
人
粛
で
は
あ
る
が
雪
鼎
り
作
品
に
は
彼
等
の

様
に
粋
な
所
が
な
い
。
容
貌
姿
態
に
も
酋
生
硬
な
所
が
あ
る
が
、
碑
併
し
其
虞
に
叉
却
て
品
位
の
勝
れ
る
も
の
が
あ
る
様
で
あ
る
。

所
が
一
度
男
性
の
人
物
粛
を
描
く
段
に
な
る
<
J
‘

容
貌
衣
紋
等
全
然
本
末
の
狩
野
派
の
筆
致
に
従
っ
て
わ
て
、
流
石
に
其
系
統

の
作
家
た
る
こ
さ
争
は
れ
な
い
。

雰
鼎
の
門
人
中
注
意
す
ぺ
き
は
墨
江
武
輝
Y
J

蔀
闊
月
の
二
人
で
あ
る
°
武
祠
は
山
水
欝
家
で
あ
る
が
そ
の
経
歴
は
餘
程
風
襲
り

な
人
で
あ
っ
た
。
側
に
依
れ
ば
此
人
は
最
初
船
乗
り
で
あ
っ
た
が
志
を
登
し
て
雪
鼎
に
學
び
、
後
に
は
雪
舟
風
の
古
播
を
募
ひ

そ
の
描
く
所
も
雪
舟
張
り
の
強
い
焦
墨
の
線
で
岩
石
な
り
樹
木
な
り
を
宴
し
て
ゐ
る
の
は
そ
の
特
色
で
あ
る
が
、
唯
そ
の
構
闘

の
蕪
雑
Jゞ

い
ふ
こ
マ
J

は
そ
の
映
貼
マ
J

い
ふ
べ
き
で
あ
る
0

然
し
乍
ら
北
粛
風
の
山
水
喬
セ
描
い
て
は
武
繹
が
大
阪
に
於
け
る
第

一
人
者
で
あ
っ
た
こ
ご
は
争
は
れ
な
い
0

武
祁
は
會
心
の
作
が
成
る
ご
洒
を
飲
み
時
を
吟
じ
て
自
ら
築
ん
だ
さ
う
で
、
遂
に
終



其
要
ら
な
か
っ
た

Jゞ

い
ふ
崎
人
で
あ
っ
た
。

武
祠
が
と
の
師
ご
方
向
と
異
に
し
て
ゐ
た
に
反
し
て
蔀
闊
月
は
そ
の
粛
風
ゞ
こ
い
ぴ
怪
格
'yJ

い
ひ
雪
鼎
の
後
齢
者
た
る
に
相
應

は
し
い
人
で
あ
を
0

刷
月
は
山
水
、
人
物
、
花
烏
の
各
方
面
圧
旦
つ
て
作
品
を
遺
し
て
居
る
が
必
す
し
も
狩
野
派
の
み
を
墨
守

し
て
ゐ
な
か
つ
た
様
で
、
或
は
常
時
京
都
の
閥
由
應
呆
な
．
9

」
の
窮
生
風
の
影
響
を
蒙
っ
た
か
若
し
く
は
時
代
の
一
般
風
潮
で
も

あ
っ
た
の
か
草
花
等
を
窃
賞
的
に
描
い
て
ゐ
る
も
の
が
存
し
て
ゐ
る
°
叉
．
こ
の
閾
月
の
特
色
こ
も
思
は
れ
る
の
は
山
水
、
入
物

等
に
寒
色
を
多
く
用
ゐ
た
岱
か
一
種
悽
愴
の
氣
分
の
誤
ふ
て
ゐ
る
こ
マ
J

で
あ
る
。
官
際
闊
月
は
天
明
寛
政
の
大
阪
の
粛
壇
に
あ

つ
て
狩
野
派
の
薗
セ
能
く
し
た
代
表
的
人
物
で
あ
る
0

叉
闊
月
は
中
井
竹
山
先
生
の
知
遇
を
受
け
て
ゐ
た
開
係
も
あ
っ
て
懐
磁

堂
書
院
の
襖
に
連
賢
の
讚
を
描
い
て
ゐ
る
。
そ
の
他
欄
月
3
盈
に
竹
山
先
生
の
賛
せ
ら
れ
た
も
の
が
砂
く
は
な
い
等
、
こ
の
雨

者
の
闊
係
は
餘
程
密
接
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

b

セ
し
て
こ
の
闘
月
は
守
國
春
ト
'yJ

同
じ
く
翡
鑑
類
に
筆
セ
染
め
て
亦
多
く
の
名
所

圏
會
を
残
し
て
居
る
。

闊
月
の
門
下
に
中
井
藍
江
が
出
た
0

多
く
人
物
花
烏
を
描
い
た
が
↓
C
の
粛
風
に
は
最
早
狩
野
派
>
f
J

い
ふ
所
が
餘
程
少
く
な
っ

て
末
て
、
そ
の
代
り
に
應
皐
以
後
の
京
都
の
葛
生
溝
の
筆
致
ご
申
し
セ
い
が
、
賓
は
巌
格
に
い
ふ
ご
、
そ
れ
ご
も
少
し
逹
ひ
ま

す
が
兎
に
角
富
生
的
の
分
子
が
多
分
に
現
は
れ
た
溝
を
描
い
て
居
る
0

こ
の
人
は
竹
山
先
生
に
師
事
し
た

Jゞ

博
へ
ら
れ
て
ゐ
る

が
そ
れ
等
の
闊
係
の
あ
っ
て
か
、
懐
穏
堂
並
に
水
哉
館
の
諸
先
生
マ
J

親
交
が
あ
っ
た
°
藍
江
の
贔
に
中
井
柚
園
先
生
の
賛
し
た

も
の
等
が
あ
る
。

林
文
波
は
藍
江
に
學
ん
で
更
に
そ
の
窪
具
味
が
加
は
つ
て
ゐ
る
0

こ
の
人
に
院
て
注
立
す
べ
き
こ

Jゞ

は
彼
の
先
輩
が
懐
掘
堂

や
水
哉
館
の
諸
先
生
に
於
け
ろ
如
く
陽
明
學
派
の
大
魔
中
齋
先
生
の
愛
顧
を
受
け
て
ゐ
た
こ
っ
こ
で
あ
る
、
さ
れ
ば
文
波
の
作
に

中
齋
先
生
の
賛
あ
る
も
の
は
腿
々
見
受
け
ら
れ
る
0

殊
に
中
齋
門
下
生
で
あ
っ
た
河
内
國
深
尾
氏
の
僭
歳
に
係
る
文
波
の
作
の

王
陽
明
先
生
蓋
像
が
あ
る
、
（
現
今
森
下
博
氏
所
啜
）
上
に
王
陽
明
先
生
'fj
祭
る
文
を
長
々
＜
’
-
中
逍
が
書
い
て
ゐ
る
0

こ
の
一

幅
の
如
き
は
以
て
彼
マ
J

中
齊
先
生
こ
の
闊
係
の
深
か
つ
た
こ

Jゞ

を
窺
ふ
に
足
り
る
も
．
の
で
あ
る
。
肉
中
啜
先
生
に
は
陽
明
先
生

1

1

1

1

 



i

i

 

書
像
を
田
餌
村
竹
Ul
に
依
頼
し
て
描
か
し
め
た
も
の
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
今
は
何
虞
は
あ
る
か
刊
然
し
な
い
。

以
上
は
大
阪
に
於
け
る
狩
野
派
の
消
長
の
大
概
で
あ
る
が
、
次
L
注
意
す
べ
き
は
南
粛
系
の
人
々
で
あ
る
。

大
阪
の
南
書
は
或
は
厳
格
に
言
へ
ば
南
薗
文
人
翡
ご
稲
す
ぺ
き
で
あ
ら
う
が
、
場
方
面
で
先
づ
起
っ
た
も
の
は
何
れ
も
池
野

＊
雅
の
流
を
汲
ん
で
ゐ
る
0

禰
原
五
岳
、
木
村
兼
股
堂
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
五
岳
は
純
然
た
る
南
両
家
で
あ
っ
た
が
兼
鹿
堂
は

文
人
粛
家
で
あ
る
0

兼
股
堂
に
就
て
は
西
村
先
生
の
御
研
究
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
人
は
餘
暇
に
納
崎
を
や
っ
た
人
で
あ
る
。
近

世
檜
粛
史
に
は
粛
家
y
J

し
て
特
に
い
ふ
べ
き
は
9
L

の
技
個
は
あ
る
こ
マ
J

な
し
マ
J

言
っ
て
ゐ
る
が
寅
際
は
決
し
て
さ
う
で
な
い
。

そ
の
作
品
の
一
見
素
人
ら
し
く
巧
妙
な
ら
ざ
る
貼
が
、
賓
は
反
て
彼
の
異
に
文
人
粛
家
た
る
所
以
で
あ
る
。
そ
の
山
水
翡
に
至

り
て
は
流
石
大
雅
堂
に
學
ん
だ
だ
け
に
、
そ
の
落
欺
を
蔽
へ
げ
殆
ん
ざ
＊
雅
堂
か
と
思
は
れ
る
様
な
作
品
が
あ
る
0

そ
れ
で
は

全
然
大
雅
堂
の
模
倣
か
マ
J

息
ふ
'
y
J

、
今
日
此
慮
に
掲
げ
た
古
木
竹
石
闘
の
如
き
作
品
も
あ
っ
て
強
ち
さ
う
で
は
な
か
つ
た
°
然

し
餘
程
大
雅
堂
に
は
私
淑
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
、
大
雅
堂
の
年
譜
な
ざ
を
も
作
っ
て
ゐ
る
0

要
す
る
に
天
分
の
高
か
っ
た
の

マJ
耽
蔵
の
豊
富
な
の
マ
J

に
因
り
て
為
す
マ
J

し
て
可
な
ら
ざ
る
は
無
か
っ
た
有
様
で
あ
る
。
以
前
東
京
で
登
行
さ
れ
て
居
た
粛
斯

こ
い
ふ
雑
誌
に
、
粛
家
を
三
等
に
分
け
て
そ
の
第
一
流
に
兼
股
堂
の
名
を
録
し
て
ゐ
る
の
は
吾
が
意
を
得
ヤ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
人
は
？
く
の
好
術
ご
費
産
<
J

に
任
せ
て
、
内
外
の
書
粛
典
籍
金
石
等
を
多
く
蒐
集
牧
蔵
し
て
、
之
を
以
て
斯
追
ヤ
e

啓
痰
し
た

ご
こ
も
多
く
、
殊
に
明
の
沈
顕
り
粛
崖
を
覆
刻
し
た
り
、
或
は
友
人
の
桑
山
玉
洲
（
紀
伊
人
、
大
雅
堂
門
人
）
の
歿
後
そ
の
遺

紫
翰
事
邸
盲
を
上
梓
し
た
り
し
て
、
藪
術
上
の
名
著
を
枇
間
に
紹
介
し
た
功
績
は
没
却
す
る
こ
ご
は
出
末
な
い
。

文
人
粛
家
＞
F
し
て
取
扱
っ
て
は
少
し
大
製
裟
に
聞
わ
る
が
廉
股
堂
以
前
に
あ
っ
て
、
讀
書
、
著
述
の
餘
暇
、
檜
事
に
親
し
み

時
に
見
る
可
き
作
品
を
残
し
た
人
が
砂
く
な
い
。
五
井
蘭
洲
先
生
に
は
墨
竹
墨
間
な
さ
の
遺
作
が
あ
る
0

昨
年
懐
徳
堂
紀
念
祭

の
折
、
参
拝
者
に
頒
つ
た
扇
血
の
墨
竹
（
紳
戸
川
越
氏
所
蔵
）
の
如
含
そ
の
一
例
で
あ
る
°
竹
山
先
生
も
稀
に
霊
筆
を
マ
J

ら
れ
た

ご
見
・
ロ
此
慮
に
掲
げ
た
小
品
（
蟷
螂
、
双
六
盤
闘
）
が
あ
ろ
0

併
し
此
方
面
で
は
竹
山
先
生
よ
り
も
履
軒
先
生
の
方
が
箔
か
に
優

れ
て
ゐ
る
°
私
の
見
た
範
附
で
は
四
君
子
、
壽
老
位
の
も
の
で
あ
る
が
、
流
石
に
一
は
の
儒
者
が
餘
暇
興
に
乗
じ
て
筆
を
遣
ら



れ
だ
だ
け
に
、
書
巻
の
氣
炉
書
．
回
に
洒
躍
し
て
居
る
の
を
戚
じ
る
°
何
人
に
琥
て
粛
を
背
は
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の

書
淵
を
見
れ
ば
直
も
に
其
人
に
接
す
る
の
思
ひ
が
あ
1
、0

皿
ち
こ
A
に
掲
げ
ャ
壽
名
人
贈
の
如
ぎ
履
軒
先
生
の
風
采
を
房
甑
た

ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
か

A

る
貼
に
於
て
皆
川
堪
園
、
細
井
平
洲
な
ご
の
作
品
ゞ

tで
の
趣
き
が
似
て
居
る
0

要
す
る
に
何
れ

も
文
人
讚
に
凪
す
る
も
の
で
あ
る
。

兼
股
堂
‘
J

共
に
大
雅
の
門
人
で
あ
っ
た
五
岳
は
備
後
尾
道
oJ
人
で
あ
っ
た
が
大
阪
に
住
ん
だ
、
山
水
人
物
書
家
で
あ
る
。
私

が
見
た
こ
の
人
の
作
品
で
は
山
水
に
し
て
も
人
物
殊
に
彼
の
得
意

Jゞ

籾
せ
ら
れ
て
わ
る
支
那
美
人
嘗
↑
し
て
も
生
硬
こ
評
す
ぺ

苔
作
品
が
多
い
の
で
そ
の
異
に
敬
服
す
ぺ
き
作
品
に
は
未
だ
出
會
つ
て
居
な
い
。

五
忌
山
の
門
下
で
は
岡
熊
嶽
、
林
閥
苑
、
濱
田
杏
堂
な
ざ
の
人
々
聞
え
て
ゐ
る
0

熊
嶽
は
山
水
薔
を
よ
く
し
た
。
そ
の
米
鮎
を
以

て
近
畿
の
山
水
を
描
い
た
も
の
な
ご
に
は
見
る
可
き
も
の
が
あ
る
0

彼
は
平
素
自
分
の
青
緑
山
水
を
本
嘗
に
了
解
し
て
呉
れ
る

者
は
菅
井
梅
閾
よ
り
外
に
な
い
ご
豪
語
し
て
ゐ
た
Y
J

云
ふ
が
、
梅
閾
＜
J

は
仙
憂
3
人
で
常
時
長
崎
に
消
人
江
稼
圃
が
末
て
ゐ
る

ご
聞
い
て
、
裔
を
習
ふ
為
に
態
々
長
綺
へ
留
學
し
た
人
で
あ
る
0

こ
の
人
が
そ
の
往
復
の
途
中
大
阪
を
通
過
し
て
而
も
暫
く
漕

在
し
て
ゐ
た
こ
y
J

は
文
政
六
年
の
浪
華
金
襴
集
に
よ
り
て
知
ら
れ
る
0

梅
脚
は
讃
界
の
新
傾
向
を
佃
り
長
崎
蹄
り
ざ
い
ふ
の
で

常
時
持
て
囃
さ
れ
て
居
た
の
で
あ
る
0

熊
嶽
．
こ
彼
Jゞ

の
交
際
も
無
論
そ
の
間
の
事
で
あ
る
が
熊
嶽
の
自
負
し
た
程
度
も
右
の
言
ダ

に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
宵
際
梅
閥
の
青
緑
山
水
は
常
時
の
南
書
家
の
中
で
は
餘
程
支
那
人
に
近
い
所
が
あ
っ
た
0

盲

ひ
換
へ
れ
ば
元
末
の
粛
家
を
尊
崇
し
た
消
初
の
大
家
の
着
色
法
、
即
ち
青
緑
で
も
一
種
消
淡
な
青
緑
セ
喜
ん
だ
様
な
傾
向
か
ら

戚
化
を
受
け
て
居
る
0

熊
嶽
が
心
掛
け
た
着
色
法
も
矢
張
り
と
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

林
閥
苑
は
世
に
あ
ま
り
喧
偵
さ
れ
す
叉
翰
粛
史
上
に
も
深
く
注
意
を
彿
は
れ
て
ゐ
な
い
が
、
私
は
相
紫
に
注
意
す
ぺ
き
斡
家

で
あ
る
こ
思
ふ
0

齋
乗
要
略
に
操
れ
ば
閥
苑
は
泉
州
裸
oJ
名
家
に
あ
っ
た
明
高
等
の
摸
富
セ
し
て
大
に
技
価
セ
上
げ
た
こ
あ
る

が、
J

今
み
｀
の
逍
作
に
就
い
て
考
へ
て
る
”
こ
い
か
に
も

Jゞ

首
肯
さ
れ
る
勁
が
あ
る
0

昨
年
大
阪
文
化
展
覧
曾
．
の
際
春
秋
山
水
雙
幅

（
水
野
禰
兵
衛
氏
所
蔵
）
が
出
棟
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
彼
の
幅
ば
閥
苑
の
代
表
作
<
J

い
つ
て
も
よ
い
0

就
中
そ
の
春
の
幅
の
貼
法

二
匹



五

響
は
検
が
大
雅
堂
の
山
水
の
筆
致
セ
如
何
に
會
得
し
て
ゐ
た
か
ご
い
ふ
こ
ご
を
偲
ぱ
せ
る
に
足
り
る
。
そ
の
他
閥
苑
に
は
元
の

黄
＊
擬
等
に
私
淑
し
て
ゐ
だ
ご
思
は
れ
る
披
廠
披
の
山
水
粛
等
も
あ
る
0

兎
に
角
私
の
考
ふ
る
所
で
は
、
大
阪
に
於
て
は
年
江

豆
削
唯
一
の
山
水
書
家
・
こ
思
ふ
0

管
に
山
水
粛
に
止
ま
ら
す
人
物
粛
に
な
っ
て
も
非
常
に
立
派
な
特
色
の
あ
る
作
品
が
遺
つ
て

わ
る
。
大
阪
或
は
泉
州
の
蕉
家
に
は
往
々
彼
の
傑
作
の
所
蔵
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
登
見
す
る
が
、
此
等
の
作
品
を
仔
細
に
吟
味
し

て
行
っ
た
な
ら
ば
、
軍
に
大
阪
の
南
費
界
だ
け
に
止
ら
す
‘
或
は
日
本
の
南
粛
史
の
上
か
ら
も
相
常
注
意
す
べ
き
地
位
を
占
む

る
書
家
で
あ
る
か
'
Y
J

思
は
れ
る
。
五
岳
の
門
に
鼎
春
嶽
で
い
ふ
人
が
あ
っ
た
°
こ
の
人
は
古
賓
の
臨
寓
に
力
め
た
ご
い
ふ
こ
ビ

で
あ
る
。-m田

杏
堂
は
警
を
業
<J
し
た
が
傍
ら
こ
の
道
に
い
そ
し
ん
だ
人
で
、
そ
の
描
け
る
四
君
子
、
古
木
竹
石
等
の
類
に
は
讀
書
人

ら
し
き
一
種
超
越
的
氣
分
を
有
し
て
ゐ
る
。

酋
叙
上
の
人
々
王
即
後
し
て
十
時
梅
臣
、
岡
出
米
山
人
が
出
て
ゐ
る
0

梅
臣
も
矢
張
讀
書
人
で
檜
賓
を
よ
く
し
た
が
、
一
方
又

書
を
趙
陶
齊
に
學
ん
だ
人
で
、
宵
の
方
が
む
し
ろ
粛
よ
り
も
優
れ
て
ゐ
た
。
そ
の
書
は
一
時
典
セ
遣
っ
た
こ
い
ふ
類
の
粗
采
な

も
の
が
多
い
が
、
山
水
粛
に
於
い
て
は
尤
人
の
薫
疎
な
所
を
喜
ん
だ
の
は
兼
腹
堂
な
ざ

Jゞ

似
て
居
る
。

2

米
山
人
に
就
て
は
彼
の
知
遇
を
受
け
た
田
能
村
竹
田
の
師
友
粛
録
の
記
事
が
比
較
的
詳
か
で
あ
る
0

之
れ
に
操
る
ご
最
初
米

届
渡
世
で
あ
っ
て
射
ら
米
踏
み
も
や
っ
て
そ
の
傍
ら
讀
書
し
た
マ
J

い
ふ
様
に
偵
へ
ら
れ
て
居
る
0

米
山
人
の
琥
も
之
に
因
っ
た

も
の
で
彼
の
素
養
も
亦
こ
の
時
代
に
成
っ
た
の
で
あ
る
0

長
じ
て
伊
勢
の
藤
堂
家
に
仕
て
書
記
0e
な
っ
た
が
、
晩
年
致
任
し
て

専
ら
嘗
家

Jゞ

し
て
の
生
活
に
入
り
優
遊
餘
生
セ
栗
ん
だ
様
で
あ
る
0

こ
の
入
は
中
井
履
軒
先
生

Jゞ

親
し
か
っ
た
こ
い
ふ
0

履
軒

先
生
は
狽
介
不
屈
容
易
に
人
に
許
さ
な
か
っ
た
質
で
あ
る
が
不
息
議
に
米
山
人
こ
は
意
氣
投
合
す
る
鮎
の
あ
っ
た

Jゞ

見
え
、
嘗

て
履
軒
先
生
が
華
肯
國
王
（
履
軒
自
稲
）
親
製
の
墨
に
其
墨
色
を
誇
っ
た
竹
葉
書
き
の
五
絶
セ
贈
つ
た
に
到
し
て
、
米
山
人
も

亦
得
意
の
消
淡
高
逸
の
五
絶
を
以
て
之
に
和
韻
し
た
ざ
い
ふ
こ

Jゞ

で
あ
る
0

叉
彼
は
紀
玉
堂
（
浦
上
春
琴
の
父
）
＜
J

も
親
＜
と
の

年
齢
、
そ
の
作
書
の
瓢
逸
な
る
勘
も
再
者
は
よ
く
似
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
此
等
の
事
は
絞
が
営
肪
の
識
者
に
如
何
に
認
め
ら
れ



て
ゐ
た
か
を
短
り
得
る
も
の
で
あ
る
●

竹
田
の
牡
年
．
生
玉
の
持
明
院
に
寓
し
て
ゐ
た
頃
は
屈
々
米
山
人
の
放
を
請
け
た
様
で
彼
自
ら
も
知
遇
没
か
ら
す
云
々
ご
云

つ
て
ゐ
る
。
そ
の
竹
田
の
他
ふ
る
所
に
操
る

Jゞ

米
山
人
は
性
質
和
易
、
少
し
も
物
し
杵
は
な
か
っ
た
人
の
様
で
あ
っ
て
、
i

立
に

裕
逹
洒
落
頗
る
築
天
的
の
人
ら
し
か
つ
セ
゜

嘗
て

生
計
不
胴
水
旱
愁
0

耕
芸
託
在
一
古
宴
頭
。

千
畝
紙
田
無
賦
税
0

滴
山
豊
雨
自
家
秋
゜

ご
問
つ
て
ゐ
る
が
よ
く
書
家
の
生
活
を
表
は
し
て
ゐ
る
。

こ
の
人
の
董
は
そ
の
師
承
が
明
か
で
な
い
0

そ
の
経
歴
か
ら
考
ふ
れ
ば
相
嘗
後
の
事
ら
し
く
も
あ
る
0

竹
田
は
元
の
黄
大
擬

を
學
ん
だ
マ
J

言
っ
て
ゐ
る
が
、
大
擬
VJ
其
蹟
は
中
々
得
ら
れ
な
い
0

粛
側
粛
譜
に
よ
る
の
外
は
な
か
っ
た
0

然
る
に
米
山
人
の

作
の
あ
る
も
の
は
黄
大
擬
を
狙
っ
た
洞
初
の
王
時
敏
の
書
<
J

酷
似
し
た
貼
が
あ
る
0

是
れ
は
不
思
議
な
様
で
あ
る
が
常
時
已
に

交
通
の
要
路
に
あ
っ
た
大
阪
に
は
長
船
の
事
情
が
早
く
知
り
得
ら
れ
て
支
那
文
物
の
吸
牧
に
便
で
あ
っ
た
こ
ご
、
十
時
梅
臣
、

菅
井
梅
胴
等
の
新
智
識
が
大
阪
に
闊
係
あ
っ
た
こ
ご
木
村
兼
股
堂
の
豊
富
な
牧
臓
等
に
よ
っ
て
、
米
山
人
の
作
品
の
あ
る
も
の

が
こ
れ
ら
の
刺
激
に
よ
っ
て
影
響
を
業
っ
た
黙
の
あ
る
こ
≫
こ
は
否
み
得
な
い
マ
J

思
ふ
。

併
し
そ
の
本
来
の
作
品
は
竹
田
が
師
友
書
録
に
似
拙
而
古
°
似
疎
而
岸
°
渾
朴
深
潤
っ
こ
い
ひ
‘J

叉
山
中
人
饒
舌
に
書
嘗
倶
不

甚
巧
0

然
卒
然
天
趣
従
肺
腑
出
マ
J

言
っ
て
ゐ
る
の
は
よ
く
彼
の
特
色
を
言
ひ
表
は
し
て
ゐ
る
0

彼
は
主
こ
し
て
山
水
書
を
、
稀

に
花
鳥
人
物
を
描
い
た
が
概
し
て
主
観
を
重
ん
じ
て
披
法
な
ざ
に
「
種
の
癖
が
あ
る
が
、
一
面
黄
大
痰
セ
學
ん
だ
こ
云
ふ
披
凪

披
り
山
水
等
に
は
共
だ
筏
健
な
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
後
年
そ
の
子
半
江
に
依
つ
て
大
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
0

、

半
江
は
幼
少
よ
り
銃
敏
の
資
で
夙
に
十
一
、
二
歳
の
頃
既
に
粛
を
善
く
し
た
こ
鵞
f
J

は
小
米
ご
落
炊
し
た
素
朴
な
山
水
高
や
≫

楕
0
樹
等
の
遺
作
を
見
た
こ
Y
J

が
あ
る
°
父
に
従
っ
て
伊
勢
に
在
っ
た
頃
に
は
月
仙
に
習
っ
た
。
十
四
歳
の
頃
の
作
品
に
半
江
•
こ

1
H
^
 



I

セ

月
仙
こ
の
闊
係
を
物
語
る
も
の
が
あ
る
0

長
じ
て
叉
藤
堂
家
に
仕
へ
た
が
父
を
喪
つ
て
後
妻
も
亦
歿
し
た
の
で
、
文
政
五
年
四

十
一
歳
の
時
致
仕
し
て
大
阪
へ
末
た
0

こ
の
時
頼
山
陽
が
彼
の
僻
職
を
賀
す
る
の
七
絶
を
賦
し
て
ゐ
る
0

爾
来
大
阪
天
滴
の
寒

山
寺
の
傍
に
住
ん
で
、
寒
山
外
史

A

さ
自
稲
し
て
ゐ
た
。
文
政
六
年
の
浪
華
金
襴
集
に
は
年
江
の
箇
所
に
儒
限
書
嘗
<
J

あ
る
が
、

彼
の
主
な
る
部
分
は
粛
に
あ
っ
た
ら
し
い
0

・

彼
ご
親
交
の
あ
っ
た
の
は
篠
騎
小
竹
、
大
墜
中
齋
、
八
木
巽
所
、
鼎
金
城
、
森
川
竹
窓
等
が
あ
る
0

叉
竹
田
は
そ
の
大
阪
に
米

る
毎
ー
に
仕
末
し
て
ゐ
た
の
で
米
山
人
以
来
の
盆
友
で
あ
っ
た
。
半
江
の
事
蹟
り
詳
い
な
の
は
賞
に
竹
田
の
師
友
書
鎌
、
小
竹
齋

詩
紗
等
に
櫨
る
の
で
あ
る
。
即
ち
之
等
に
操
る
ァ
こ
半
江
の
家
に
は
米
山
人
以
末
蒐
集
じ
た
書
粛
典
籍
oj
類
が
非
常
に
豊
富
で
あ

っ
た
の
み
な
ら
す
、
頼
山
陽
を
初
め
交
友
の
間
に
毎
考
す
べ
き
作
品
の
あ
る

Jゞ

借
覧
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ

Jゞ

を
物
語
る
記
録
が

屡
々
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
生
来
の
天
京
の
オ
に
加
ふ
る
に
斯
く
努
力
研
究
し
た
為
に
遂
に
我
が
南
粛
界
の
屈
指
の
大
家
マ
J

な

っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

一
体
綺
翡
に
限
ら
す
學
間
の
方
で
も
そ
の
源
を
支
那
に
登
し
た
事
柄
で
、
本
営
の
意
味
に
於
て
支
那
人
こ
伍
し
て
些
の
遜
色

も
な
い

R

こ
い
ふ
-
:
」
は
至
難
oJ
常
に
屈
す
る
0

南
両
の
方
に
於
け
る
大
雅
蕪
村
竹
田
及
び
我
が
半
江
の
如
き
は
こ
の
貼
か
ら
言

つ
て
我
南
薗
界
屈
指
の
作
家
ご
謂
ふ
可
き
で
あ
る
。

然
る
に
そ
の
在
世
嘗
時
に
は
そ
の
作
の
高
肉
な
の
が
時
俗
に
歓
は
れ
す
、
非
常
に
苦
し
い
生
活
を
し
て
ゐ
た
ら
し
い
0

殊
に

天
保
七
年
よ
り
九
年
に
か
け
て
は
餓
饉
が
あ
っ
た
b
大
窺
騒
動
が
あ
っ
た
り
し
て
、
大
阪
は
わ
け
て
騒
擾
し
た
の
で
九
年
頃
か

ら
十
二
年
頃
ま
で
振
津
の
住
吉
に
移
つ
て
同
地
の
祉
家
に
闊
係
し
て
且
つ
射
ら
耕
し
て
糊
日
の
計
を
立
て
A
ゐ
た
°
住
吉
書
巻

以
下
多
く
の
傑
作
は
寅
に
此
間
に
成
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
晩
年
咽
喉
を
病
ん
で
漸
次
槃
が
出
な
く
な
っ
た
の
で
無
養
、
田
唖

父
な
ざ
の
印
セ
川
ゐ
て
そ
の
書
屋
を
無
聾
苔
屋
<
J

謂
つ
て
ゐ
た
、
か
く
て
弘
化
三
年
六
十
五
歳
で
歿
し
て
ゐ
る
。

さ
て
彼
の
作
品
と
通
観
し
て
み
る
マ
」
、
小
米
時
代
よ
り
沖
灌
洒
脱
の
晩
年
の
作
品
に
至
る
ま
で
不
斯
の
進
歩
は
認
め
ら
い
る

が
、
そ
の
所
謂
墨
江
客
含
の
時
代
は
彼
の
藝
術
的
最
高
潮
期
ご
考
へ
ら
れ
る
。
そ
の
應
値
は
三
都
九
州
を
通
じ
て
一
流
南
書
家



9

の
一
人
で
あ
る
こ

Jゞ

勿
論
で
あ
る
。
彼
の
住
吉
事
窓
（
上
野
精
一
氏
蔵
）
水
墨
米
法
山
水
（
岩
本
榮
之
助
氏
齊
歳
）
等
そ
の
主

な
る
代
表
作
で
あ
る
。

1

書
題
は
山
水
が
主
で
花
鳥
も
描
き
稀
に
は
人
物
粛
を
も
描
い
て
ゐ
ろ
0

そ
し
ィ
山
水
は
そ
の
最
も
得
意
こ
す
た
所
で
睛
嵐
即

ち
乾
煉
＇
と
た
自
然
を
窃
す
に
は
多

r．
披
駈
跛
を
川
ゐ
、
雨
削
雨
後
等
の
混
潤
の
氣
を
帯
び
た
山
水
に
は
好
ん
で
米
法
山
水
に
依

つ
て
ゐ
る
0

跛
法
の
山
水
は
米
山
人
も
腿
々
試
み
た
所
で
あ
る
が
半
江
に
至
っ
て
は
消
初
大
家
の
作
の
影
響
を
受
け
て
橋
闘
川

筆
の
貼
に
於
て
米
山
人
の
蔽
を
脱
し
て
一
層
駆
頓
し
て
ゐ
る
0

唯
そ
の
描
く
所
が
深
遠
闘
高
遠
闘
の
み
で
平
遠
闘
の
な
い
こ
y
J

は
米
、
半
父
子
の
共
通
貼
で
、
亦
雨
者
が
海
屋
剖
山
等
'
t
J

好
判
照
を
な
し
て
ゐ
る
勁
で
あ
る
。

ハ
・
、
更
に
米
法
山
水
に
至
っ
て
は
全
く
彼
の
獨
創
．
こ
も
い
ふ
ぺ
う
方
面
で
あ
る
0

尤
も
そ
の
研
究
は
常
時
米
貼
研
究
家
の
執
っ
た

方
法
の
如
く
蒻
側
粛
譜
よ
り
し
て
米
元
章
、
米
友
仁
等
の
筆
致
に
想
到
し
た
こ
＜
J

は
勿
論
で
あ
る
が
、
彼
は
尚
は
一
歩
を
進
め

て
近
世
消
朝
薗
家
の
米
貼
山
水
に
も
注
意
を
愕
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
中
に
も
腿
賢
や
張
庚
3
こ
の
種
の
作
品
に
負
ふ
虞
の

多
か
っ
た
こ
•
r
Jは
雨
者
を
剖
照
し
て
何
人
も
首
肯
し
得
る
所
で
あ
ら
う
。

・
：
•
[
常
時
京
都
に
は
中
林
竹
洞
が
居
っ
た

0

此
人
は
熟
心
な
米
貼
山
水
の
研
究
家
で
あ
っ
た
か
ら
そ
の
山
水
は
折
帯
披
が
若
く
は

米
勘
山
水
で
あ
っ
た
。
面
も
何
れ
の
作
品
も
同
種
の
栴
励
で
あ
っ
て
箪
調
の
諷
は
免
れ
な
い
0

尤
も
彼
一
流
の
見
識
か
ら
か

A

も
工
夫
を
凝
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
之
を
年
江
の
軽
快
洒
脱
に
雲
滋
マ
J

峯
租
さ
の
襲
化
を
蓋
し
て
混
洞
の
有
様
を
墨
色
の
濃

淡
を
用
ゐ
て
極
め
て
巧
妙
に
窃
し
て
ゐ
る
に
比
較
す
ぺ
く
も
な
い
0

か
A
る
意
味
か
ら
強
い
て
半
江
の
好
敵
手
を
索
む
れ
ば
繕

か

に

闊

東

の

宴

山

棲

谷

文

異

が

あ

る

位

で

あ

る

。

｀

5

又
そ
の
花
鳥
粛
は
、
二
十
歳
時
代
の
牡
丹
や
菩
檄
等
に
は
在
末
の

H
本
で
周
之
冤
も
い
っ
た
風
の
艶
麗
な
彩
色
を
施
し
た
の

を
見
る
こ

Jゞ

が
あ
る
が
晩
年
に
至
っ
て
は
南
書
系
統
の
墨
書
の
澁
味
の
あ
る
も
の
を
好
ん
で
描
い
て
居
る
0

明
の
沈
仕
（
青
門

山
人
Jゞ

競
す
）
の
花
鳥
等
は
彼
の
喜
ん
だ
も
の

A

ー
で
あ
る
°
往
々
に
し
て
句
描
法
を
用
ゐ
た
°
梅
逸
の
巧
妙
逹
者
ば
な
い
が

叉
彼
の
如
て
軽
薄
で
は
な
い
0

竹
洞
の
鈍
重
が
な
く
叉
枯
燥
の
戚
セ
典
へ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
0

要
す
る
に
彼
の
花
烏
書
は
一
見

,lX 



・ニ九

素
人
書
の
様
で
あ
る
が
よ
く
味
ふ
．
と
氣
韻
合
女
の
豊
富
で
あ
っ
て
容
易
に
他
の
企
及
し
難
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

ぃ
此
他
大
阪
に
は
金
子
雪
燥
田
能
村
直
入
等
の
居
っ
た
こ
＜
J

を
欅
げ
る
こ

Jゞ

が
出
来
る
が
何
れ
も
半
江
程
の
粛
家
で
は
な
い
。

南
粛
は
此
位
に
し
て
窮
生
派
に
論
及
し
や
う
0

是
は
圃
山
四
條
派
の
支
流
で
森
派
、
西
山
派
で
あ
る
0

森
派
は
森
狙
仙
か
ら

始
っ
た
も
OJ
で
あ
る
が
、
大
阪
Y
J

密
接
の
闊
係
を
有
す
る
の
は
そ
の
義
子
で
應
皐
の
弟
子
で
あ
っ
セ
徹
山
か
ら
で
あ
る
0

徹
山

は
動
物
嘗
家
Y
J

し
て
有
名
な
人
で
あ
る
が
、
是
は
そ
の
師
匠
や
義
父
の
指
導
成
化
が
然
ら
し
め
た
も
の
で
あ
ら
う
。

抑
々
我
國
に
於
け
る
動
物
粛
に
は
鳥
勿
僧
正
筆
＇
こ
偵
へ
ら
る

A
禽
獣
薗
塔
（
高
山
寺
臓
）
が
古
く
か
ら
名
高
い
。
そ
れ
は
全

欝
が
繊
細
逍
勁
な
線
を
以
て
描
か
れ
た
白
描
書
で
あ
る
。
そ
の
線
は
輪
廓
セ
形
成
す
る
マ
'
-
同
時
に
叉
筋
肉
運
動
の
方
向
を
も
示

すゞ
J

い
ふ
二
の
役
目
を
兼
ね
て
ゐ
る
0

故
に
手
法
は
簡
素
で
あ
る
が
、
彼
の
闘
牛
闘
に
見
る
様
な
複
雑
な
動
物
の
活
躍
振
b
な

善
＜
潟
し
て
ゐ
る
。
以
来
敷
百
年
間
、
こ
の
種
の
描
法
は
そ
れ
が
時
に
彩
色
を
施
:
れ
て
白
描
で
あ
る
こ
マ
J

に
は
幾
化
を
生
じ

て
も
、
そ
の
手
法
は
書
界
oJ
一
方
に
依
然
こ
し
て
勢
力
を
打
し
て
ゐ
た
。

所
が
應
欅
以
後
の
闘
山
派
の
動
物
書
に
な
る
こ
、
最
早
や
鳥
朋
僧
正
風
の
影
響
は
見
わ
な
い
0

支
那
の
院
書
殊
に
そ
の
系
統

の
南
頻
派
か
ら
非
常
な
戚
化
を
受
け
て
ゐ
る
0

要
す
る
に
近
代
同
山
派
の
動
物
書
な
る
も
の
は
骨
描
の
み
し
て
彩
色
を
施
さ
な

い
古
代
の
白
描
粛
に
到
し
て
皮
毛
の
細
を
蓋
し
彩
色
を
施
し
た
没
骨
醤
の
成
立
で
あ
る
0

併
し
全
然
南
頻
派

yヽ
J

な
っ
た
も
の
で

な
く
て
南
歎
派
の
強
烈
な
る
親
國
調
か
ら
離
れ
て
別
に
獨
立
し
た
日
本
風
の
消
新
な
動
物
粛
こ
い
ふ
こ
＜
J

が
出
来
9
(
<
O

徹
山
は
賓
に
か

A
る
方
面
に
於
て
大
阪
書
壇
の
唯
一
の
注
意
す
べ
き
作
家
で
あ
る
。
そ
の
作
品
も
狙
仙
が
猿
、
鹿
、
直
賢
が

鼠
等
の
如
き
狭
い
範
固
で
は
な
く
、
鼠
、
猫
、
兎
、
猿
、
鹿
、
羊
、
牛
馬
、
虎
等
よ
り
狐
狸
、
豚
、
騒
舵
、
象
、
熊
等
に
及
び

従
末
日
本
奮
家
の
多
く
描
か
ざ
り
し
も
の
に
及
ん
で
ゐ
る
0

今
で
こ
そ
何

A

こ
も
な
い
が
常
時
で
は
象
や
騎
院
等
は
随
分
珍
し
か

っ
た
か
ら
、
こ
ん
な
も
の
を
題
材
に
し
た
徹
山
或
は
董
雪
等
は
新
な
努
力
研
究
を
要
し
た
も
の
に
相
違
な
か
ら
う
0

徹
山
に
就

て
こ
ん
な
逸
話
が
あ
る
。
彼
が
或
時
騒
院
の
揮
池
を
望
れ
た
時
疇
彼
は
と
の
我
慈
を
謁
た
る
も
の
な
る
こ
マ
J

を
喜
ん
だ
が
、
書

面
が
織
か
に
半
切
位
で
は
腕
を
揮
ふ
の
餘
地
も
な
い

Jゞ

て
嘆
息
し
た

Jゞ

い
ふ
こ
f`
J

で
み
る
。



併
し
な
が
ら
徹
山
等
の
動
物
書
家
ん
こ
し
て
の
其
債
は
必
し
も
判
象
の
新
奇
を
索
め
た
マ
J

云
ふ
様
な
皮
想
的
な
こ
マ
J

で
は
な

ぃ
°
右
り
ふ

iL
た
在
来
の
も
の
セ
題
材
に
し
て
如
何
に
こ
れ
を
新
く
取
扱
っ
た
か
>
f
J

い
ふ
問
題
で
あ
る
。

抑
々
同
山
派
の
動
物
粛
に
は
毛
筆
セ
以
て
部
分
部
分
を
精
密
に
描
く
毛
描
き
の
法
ご
刷
毛
を
以
て
全
慨
を
樹
括
的
に
掃
燭
し

セ
刷
毛
描
き
の
法
こ
の
二
種
あ
る
。
前
者
は
従
来
存
し
て
ゐ
た
が
、
後
者
の
刷
毛
描
き
は
全
く
應
學
以
後
の
手
法
で
且
つ
徹
山

な
ざ
が
殊
に
得
意
<
J

し
た
様
で
あ
る
°
徹
山
が
織
い
に
闊
毛
の
一
獨
二
鱗
に
よ
っ
て
明
賠
凸
凹
鮮
明
な
る
動
物
形
閤
を
描
出
せ

し
塁
或
は
涎
に
進
ん
で
動
物
が
活
躍
せ
る
欣
を
も
巧
に
房
訛
せ
し
め
た
技
個
に
至
っ
て
は
確
か
に
近
世
動
物
界
の
一
異
彩
で
あ

る
c徹

山
の
義
子
に
森
一
鳳
が
あ
り
0

徹
山
よ
り
は
稽
々
逓
れ
、
一
鳳
よ
り
は
稽
前
に
西
山
芳
園
が
あ
る
。
一
鳳
ゞ
＿
芳
園
<
J

は
大

阪
で
は
大
に
珍
煎
さ
れ
て
居
る
粛
家
で
京
部
に
至
り
て
は
左
程
に
な
く
、
東
京
に
至
っ
て
は
殆
ん
4
9

」
知
る
者
さ
へ
も
稀
で
あ

る
0

是
れ
そ
の
遺
作
の
分
布
が
東
京
知
方
に
及
ん
で
ゐ
な
か
っ
た
外
に
こ
の
作
者
の
事
蹟
を
博
ふ
可
苔
資
料
の
紙
乏
も
亦
大
な

る
闘
係
を
有
し
て
ゐ
ろ
が
、
一
方
叉
大
阪
で
ぱ
こ
れ
ら
の
人
を
重
要
視
し
過
ぎ
て
ゐ
る
傾
向
も
な
い
で
は
な
い
。

さ
て
芳
園
一
鳳
の
具
債
は
如
何
か
ご
論
じ
て
見
る
に
そ
の
遺
作
よ
卜
去
考
へ
れ
ば
矢
張
り
山
水
書
家
で
あ
っ
た
様
で
あ
る
。

一
骰
圃
山
派
は
應
駁
歿
後
に
は
完
全
に
山
水
魯
セ
描
き
得
る
者
が
な
く
な
っ
て
了
っ
て
山
水
書
≫
こ
云
は
ゞ
四
條
派
の
獨
郷
壷

に
な
つ
て
ゐ
た
。
こ
ん
な
具
合
で
最
文
門
下
の
芳
園
は
勿
論
、
圃
山
派
の
一
鳳
の
如
き
も
そ
UJ
山
水
粛
は
四
條
派
の
影
響
を
蒙

つ
て
ゐ
る
0

所
が
四
條
派
の
山
水
く
し
云
へ
ば
呉
春
以
後
多
（
郊
外
田
園
の
光
娯
を
嵩
生
す
る
か
、
漁
父
樵
者
農
夫
等
が
自
然
の
背

景
裡
に
悠
々
活
動
せ
る
朕
態
に
興
趣
を
持
っ
て
0

這
裡
に
一
種
の
情
趣
を
生
み
出
さ
う

Jゞ

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
義
―
童
、

豊
彦
、
文
麟
、
最
文
、
芳
園
皆
こ
の
系
統
で
あ
る
0

芳
園
亦
此
の
流
れ
を
汲
ん
で
而
も
多
少
の
襲
化
を
見
せ
た
も
の
で
あ
る
。

偲
に
よ
る
マ
」
芳
園
は
京
都
の
景
文
に
書
を
習
ひ
に
行
く
、
そ
の
途
は
大
阪
か
ら
三
十
石
船
で
通
っ
た
0

彼
は
こ
の
舟
中
見
聞

の
淀
川
沿
岸
等
の
呆
色
及
入
洛
し
て
東
山
西
山
の
風
物
を
緻
密
に
窃
生
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
大
阪
に
は
彼
の
逍
作
が
最
も
多

＜
朴
し
て
ゐ
る
が
、
此
等
に
就
て
芳
園
の
書
風
を
観
察
す
る
マ
J

窃
賓
的
の
山
水
益
を
以
て
四
條
派
中
一
家
を
な
せ
る
こ
さ
を
知

nie 



にそ

b
得
ら
る
A
で
あ
ら
う
。
一
鳳
に
も
都
名
所
り
屏
風
（
細
川
侯
所
蔵
）
等
も
あ
る
が
淀
川
の
宵
景
を
情
趣
あ
る
筆
致
で
書
に
し

て
ゐ
る
の
は
芳
園
以
前
に
は
得
ら
れ
な
い
0

こ
れ
は
丁
度
藤
井
竹
外
が
硲
槻
に
住
し
て
淀
川
附
近
の
自
然
を
得
意
の
七
絶
を
以

、
て
漢
詩
に
詠
じ
て
ゐ
る
こ
ご
に
翌
照
し
て
誠
に
面
白
い
0

大
阪
の
名
所
を
檜
に
し
た
の
も
、
こ
の
芳
園
の
新
し
い
試
み
が
賠
示

て
な
っ
て
後
輩
を
刺
戟
し
た
こ
こ
多
大
で
あ
る
。
彼
の
子
完
瑛
、
そ
の
他
棠
洲
｛

b

其
水
、
桃
水
な
ざ
皆
っ
さ
の
餘
風
を
受
け
て
ゐ

る。近
世
に
於
て
貨
娯
的
山
水
備
に
一
生
面
を
開
い
た
も
の
に
閻
東
で
は
谷
文
蜆
が
あ
る
0

こ
の
人
は
白
河
築
翁
侯
の
國
防
視
察

に
随
行
し
て
邊
似
を
巡
行
し
た
が
雷
時
の
窃
生
が
公
餘
探
膀
と
の
他
3
薔
巷
Jゞ

な
っ
て
存
し
て
ゐ
る
。
叉
こ
の
以
後
で
は
北

齋
‘
廣
軍
が
あ
っ
た
0

所
が
閥
西
で
は
こ
の
芳
園
が
四
條
派
の
手
法
で
か

A
る
傾
向
を
打
し
て
ゐ
た
こ
ざ
は
一
寸
注
意
に
値
す

る
こ
で
で
あ
る
。

宵
際
芳
園
の
作
は
一
言
に
し
て
申
さ
ば
今
H
の
所
閉
る
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
る
0

然
し
四
條
派
で
よ
く
や
る
刷
毛
で
も
使
っ
て
軽

妙
洒
洛
に
や
る
こ
ご
は
せ
な
い
0

彼
の
紳
経
質
な
性
格
は
終
始
人
念
に
筆
を
執
卜
＇
遠
版
の
樹
木
で
も
之
を
胡
潰
黙
を
以
て
紐
み

上
げ
些
の
省
略
糊
塗
セ
行
は
な
か
っ
た
。
か

A
る
精
密
繊
細
な
る
貼
は
彼
の
長
所
で
あ
る
こ
共
に
叉
短
所
で
あ
っ
て
，
そ
の
作

品
何
れ
も
雄
貼
こ
い
ふ
こ
4
こ
は
望
む
こ

Jゞ

は
出
来
な
い
0

大
作
少
く
て
小
品
が
太
だ
多
い
こ
マ
J

に
な
っ
て
わ
る
0

併
し
こ
の
繍

細
緻
密
の
直
盆
尽
山
水
は
彼
の
以
後
述
綿
後
獄
者
が
相
緞
ぎ
、
今
に
至
っ
て
猶
一
部
の
人
に
喜
ば
れ
て
ゐ
る
。

一
鳳
、
完
瑛
の
山
水
両
は
芳
園
こ
は
多
少
趣
ぎ
を
異
に
し
て
彼
程
に
緻
密
で
な
い
が
同
時
に
そ
れ
程
特
色
は
な
い
。
元
末
西

山
派
<
J

云
へ
ば
徽
細
な
も
の
を
描
く
に
妙
セ
得
て
ゐ
る
人
が
多
い
。

Ullち
芳
園
完
瑛
の
虫
壺
し
0

桃
水
の
魚
叢
し
殊
に
7

て
の
モ

ロ
コ
等
の
群
泳
の
朕
等
は
他
3
追
随
を
許
さ
な
い
貼
を
有
し
て
ゐ
ろ
。

如
上
申
上
げ
た
こ
＜
J

を
約
言
す
る
こ
、
近
世
に
於
け
る
大
阪
の
粛
家
に
は
狩
野
系
の
一
派
，
南
讚
文
人
贅
の
一
派
、
岡
山
四

條
系
の
一
派
の
一
二
派
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
南
粛
文
人
屯
』
の
派

Jゞ

闘
山
四
條
系
の
派
こ
に
は
各
間
え
だ
人
が
多
か
っ
た
0

殊
に
南

粛
文
人
粛
派
に
米
山
人
半
江
の
父
子
が
大
阪
に
居
つ
て
、
営
代
三
都
長
的
の
證
界
に
絵
然
頭
角
を
扱
い
て
ゐ
た
こ
y
J

は
、
大
阪



天
理
A
欲
の
説
は
、
支
那
儒
學
の
赦
説
の
上
に
於
て
、
極
め
て
煎
要
な
る
位
低
な
占
め
、
殊
に
宋
儒
敢
設
の
中
心
を
成
せ
る
も

の
な
り
。
而
し
て
其
の
説
の
出
づ
き
J

こ
ろ
築
記
に
在
b
0
然
れ
ざ
も
、
其
の
思
想
の
淵
源
す
る
マ
J

こ
ろ
は
一
般
に
大
高
諜

3

人
心
惟
危
道
心
惟
徴
に
在
り
こ
せ
ら
れ
、
三
代
以
上
の
思
想
こ
し
て
、
廃
舜
以
来
博
授
相
承
す
る

Jゞ

こ
ろ
の
も
の
な
b
こ
信
也

ら
ろ
°
尚
害
古
文
の
偽
を
疑
ふ
朱
子
に
し
て
肖
且
つ
然
り
0

況
ん
や
其
の
他
の
儒
者
に
於
て
を
や
0

さ
れ
b
J
、
消
朝
に
至
る
に

及
び
、
考
證
の
學
漸
く
盛
ん
に
し
て
、
純
典
に
つ
き
て
も
本
文
批
判
の
風
起
り
、
肉
書
総
古
文
の
舞
明
巌
こ
な
り
、
大
両
膜
c
し

如
き
は
偽
古
文
に
し
て
、
人
心
惟
危
の
四
句
は
荀
子
解
蔽
篇
に
原
き
て
偽
作
せ
る
も
の
な
る
こ
マ
J

明
白
＞
こ
な
り
た
れ
げ
、
今
日

に
於
て
は
、
た
ゞ
大
萬
諜
に
在
り
マ
J

の
故
セ
以
て
、
三
代
以
上
の
思
想
な
り
マ
J

は
信
す
る
こ
マ
J

能
は
ざ
る
に
至
れ
り
0

今
少
し

く
業
記
に
見
え
た
る
天
理
人
欲
の
説
に
就
き
て
考
査
を
試
み
ん
ご
欲
す
。

一
、
薬
記
の
作
者

天
理
人
欲
の
説
は
、
瞬
記
の
築
記
篇

9

ビ
見
ゆ
れ
げ
、
天
理
人
欲
説
の
淵
源
を
考
ふ
る
に
は
、
先
づ
築
記
の
作
者
に
就
き
て
考
へ

ざ
る
べ
か
ら
す
°
然
る
に
発
記
の
作
者
に
つ
き
て
は
、
古
末
異
説
あ
り
。
第
一
は
漢
害
藝
文
志
の
説
に
し
て

武
蛍
西
時0
河
間
猷
王
輿
．
吝
七
生
—
°
共

1
五
令
周
官
及
諸
千
¥
―
弓
築
事
・
→
者
”
°
以
ぷ
竺
築
記
→
。

こ
一
日
ひ
、
西
漠
の
河
間
猷
王
ビ
毛
生
<
J

の
共
に
作
る
こ
こ
ろ
に
し
て
、
其
の
釆
る
ご
こ
ろ
は
｀
，
周
濃
Y
J

諸
子
<
J

に
在
く
」
り
な
す
。

天
理
人
欲
脱
の
淵
源
に
つ
き
て
懐
患
堂
登
揖
松
山
直
蔵

の
綸
貧
史
上
こ
特
筆
す
ぺ
き
こ
｀
こ
で
あ
る
。

（畢）

・コ
二




