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狩

野

探

幽

近
世
画
壇

l
人
と
作
品
ー
昭
和
58
年
春
季

懐
徳
堂
諧
座
講
演
要
旨

〈
懐
徳
堂
講
座
講
演
要
旨
〉

「
東
照
宮
緑
起
絵
巻
」
や
「
新
三
十
六
歌
仙
絵
」
な
ど
、
濃
彩
に
よ
る

細
密
画
を
、
狩
野
探
幽
（
一
六

0
ニ
ー
七
四
）
は
い
く
つ
か
手
が
け
て
い

る
。
そ
れ
ら
の
画
面
に
も
し
落
款
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
狩
野
派
の
絵
と

は
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
和
画
の
様
式
で
終
始
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
本
朝
画
史
』
を
は
じ
め
、
近
世
の
諸
画
人
伝
は
、
何
れ
も
例
外
な

く
、
探
幽
に
よ
っ
て
狩
野
派
の
画
風
が
一
変
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

そ
れ
は
、
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
近
世
画
壇
の
さ
ま

ざ
ま
な
展
開
を
考
え
る
上
で
も
、
重
要
な
意
味
合
い
を
示
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

徳
川
幕
府
の
奥
絵
師
と
し
て
、
公
儀
の
御
用
を
精
力
的
に
果
し
た
ば
か

り
で
な
く
、
新
し
い
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
確
立
を
め
ざ
し
た
探
幽
の
功
績
は

無
視
で
き
な
い
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
大
量
に
の
こ
さ
れ
た
縮
図
や
写

生
帖
を
通
じ
て
、
日
中
の
古
典
や
周
辺
の
自
然
に
対
し
、
い
か
に
深
い
関

心
を
よ
せ
て
い
た
か
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
神
を
脱
ぎ
す
て
た

制
作
態
度
が
、
近
世
画
壇
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

戦
前
で
は
、
雪
舟
と
な
ら
ぶ
破
格
の
人
気
が
、
戦
後
は
ひ
ど
く
低
下
し

武

田

恒

夫

尾
形
光
琳
の
名
は
「
燕
子
花
図
屏
風
」
（
根
津
美
術
館
蔵
）
、
「
紅
白
梅

図
屏
風
」
（
M
O
A
美
術
館
蔵
）
の
二
大
傑
作
と
と
も
に
、
親
し
く
記
憶

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
屏
風
は
、
光
琳
を
代
表
す
る
の
み
な
ら

ず
、
日
本
美
術
の
象
徴
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日

本
美
術
の
も
っ
と
も
大
き
な
特
質
で
あ
る
装
飾
性
が
、
き
わ
め
て
印
象
的

に
、
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
な
き
完
成
度
を
も
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

す。
あ
の
華
や
か
に
し
て
実
に
人
間
的
な
元
禄
文
化
は
、
松
尾
芭
蕉
、
井
原

西
鶴
、
近
松
門
左
衛
門
、
菱
川
師
宜
、
そ
し
て
こ
の
尾
形
光
琳
と
い
っ
た

天
才
的
芸
術
家
に
よ
っ
て
築
か
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
わ
た
し
た
ち
は
元
禄

文
化
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
光
琳
の
二
大
傑
作
に
よ
っ
て
初
め
て
思
い
浮

か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。

光
琳
は
京
都
の
裕
福
な
呉
服
商
の
次
男
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
乾
山
焼
で

有
名
な
陶
工
尾
形
乾
山
は
彼
の
弟
で
す
。
経
済
的
に
も
文
化
的
に
も
恵
ま

尾

形

光

琳

河

野

元

昭

て
し
ま
っ
た
。
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
近
年
に
な
っ

て
、
探
幽
を
近
世
画
壇
の
和
様
化
路
線
の
先
駆
者
と
し
て
、
再
評
価
し
よ

う
と
す
る
気
運
が
高
ま
っ
て
き
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
漠
画
臭
を
お
び
た

水
墨
画
よ
り
も
、
む
し
ろ
洒
脱
な
趣
き
を
ね
ら
っ
た
墨
絵
に
、
探
幽
の
本

領
が
発
揮
さ
れ
た
こ
と
と
も
、
そ
れ
は
無
緑
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
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蕪
村
は
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
摂
津
国
東
成
郡
毛
馬
村
（
現
・
大
阪

市
都
島
区
毛
馬
町
）
に
生
ま
れ
た
。
彼
の
生
地
、
家
系
、
父
母
等
の
こ
と

に
つ
い
て
は
、
口
碑
に
伝
え
る
ほ
か
、
ほ
と
ん
ど
知
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
彼
の
故
園
の
地
が
毛
馬
村
で
あ
っ
た
こ
と
は

疑
え
な
い
。

―
-
0歳
前
後
に
は
江
戸
へ
出
、
夜
半
亭
と
号
し
た
俳
諧
師
早
野
巴
人

（
宋
阿
）
の
弟
子
と
な
っ
て
俳
諧
の
道
に
い
そ
し
む
が
、
蕪
村
二
七
歳
の

年
、
師
宋
阿
が
没
す
る
と
ま
も
な
く
江
戸
を
去
り
、
約
一

0
年
間
、
放
浪

懐
徳
堂
講
座
講
演
要
旨

与

謝

芦
’‘‘ 

村

佐

々

木

丞

平

れ
た
環
境
に
育
っ
た
の
で
す
が
、
放
蕩
の
た
め
父
の
遣
産
も
使
い
果
た
し

て
破
産
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
生
活
ぷ
り
は
『
好
色
―
代
男
』
の
主
人

公
世
之
介
さ
な
が
ら
の
も
の
で
し
た
。
そ
こ
で
四
十
歳
ご
ろ
趣
味
と
し
て

習
っ
て
い
た
絵
画
を
も
っ
て
身
を
立
て
る
こ
と
を
決
意
、
創
作
活
動
を
本

格
的
に
開
始
し
た
の
で
す
。
間
も
な
く
法
橋
に
叙
せ
ら
れ
、
一
応
画
家
と

し
て
社
会
的
評
価
を
得
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
宝
永
年
間
五
十
歳
前
後

の
こ
ろ
一
時
江
戸
へ
下
っ
て
生
活
し
ま
し
た
が
、
の
ち
京
都
へ
戻
っ
て
画

風
の
大
成
を
力
強
く
推
し
進
め
、
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
五
九
歳
の
生

涯
を
閉
じ
ま
し
た
。

本
諧
座
で
は
ス
ラ
イ
ド
に
よ
っ
て
光
琳
の
代
表
的
作
品
を
鑑
賞
し
な
が

ら
、
そ
の
美
的
特
質
の
近
世
絵
画
史
上
に
お
け
る
位
置
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

闘
山
應
學
（
一
七
一
―
―
―
―
―
ー
九
五
）
は
日
本
絵
画
史
上
初
め
て
写
生
派
を

標
榜
す
る
一
派
を
立
て
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
門
人
の
奥
文
嗚

が
「
性
布
置
に
巧
み
で
最
も
写
真
に
長
ず
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
斬
新
な

構
図
と
実
感
に
基
い
た
写
生
は
、
形
式
化
し
た
狩
野
・
土
佐
に
飽
き
た
京

阪
市
民
を
魅
了
し
、
「
京
中
の
絵
が
皆
一
手
に
な
る
ほ
ど
」
の
繁
栄
を
示

し
た
。
だ
が
一
方
で
は
、
曽
我
爾
白
が
應
拳
を
「
図
面
描
き
」
と
侮
り
、

南
画
家
や
中
国
尊
重
の
知
識
人
は
「
古
意
を
得
ず
」
と
評
し
て
彼
を
無
視

圃
山
應
畢
の
人
と
作
品

七
七 橋

本

綾

子

の
旅
が
続
く
。
こ
の
頃
か
ら
画
人
蕪
村
と
し
て
の
足
跡
を
明
確
に
残
す
よ

う
に
な
る
が
、
画
家
と
し
て
の
本
格
的
な
活
動
は
放
浪
の
旅
を
終
え
て
京

に
帰
っ
た
宝
暦
元
年
、
蕪
村
三
六
歳
の
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
。
以
後
、
天
明

三
年
(
-
七
八
三
）
六
八
歳
で
生
涯
を
閉
じ
る
ま
で
の
蕪
村
の
画
業
を
追

っ
て
み
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
蕪
村
の
絵
の
魅
力
は
、
一
っ
に
は
俳

画
、
今
―
つ
は
山
水
図
に
あ
る
。

こ
こ
で
は
特
に
山
水
図
に
焦
点
を
あ
て
、
次
の
よ
う
な
順
序
で
整
理
を

し
つ
つ
、
そ
の
展
開
の
跡
を
追
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

切
丹
後
時
代

＠
屏
風
諧
時
代

⑱
限
岐
時
代

④
夜
半
亭
継
承
期

⑲
謝
寅
時
代



司
馬
江
漠
（
一
七
四
七
ー
一
八
一
八
）
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
生
ん
だ

洋
画
の
先
覚
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
西
洋
自
然
科

学
の
紹
介
者
、
随
筆
家
、
進
歩
的
思
想
家
、
人
生
の
哲
学
者
と
し
て
も
す

ぐ
れ
た
業
績
を
遣
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
も
江
漠
の
業
蹟
に
つ
い

て
の
研
究
は
多
く
あ
っ
た
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
彼
の
本
聯
と
す
る
絵
画
に

司

馬

江

漠

懐
徳
堂
講
座
講
演
要
旨

成

瀬

不

二

雄

し
た
こ
と
も
諸
書
は
伝
え
て
い
る
。
應
攀
は
知
識
人
よ
り
も
市
民
に
愛
さ

れ
、
新
興
商
人
層
に
大
き
な
支
持
を
得
る
画
家
で
あ
っ
た
。

し
か
し
絵
画
史
上
そ
の
画
風
を
考
え
る
と
き
、
平
明
な
写
生
が
画
壇
に

新
風
を
吹
き
こ
ん
だ
ば
か
り
で
は
な
く
、
従
来
の
粉
本
主
義
を
捨
て
て
実

物
に
向
か
い
、
物
の
遠
近
や
立
体
性
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
画
期

的
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
身
近
か
な
自
然
の
あ
り
の
ま
ま
な
る
描
写
や
情

味
溢
れ
る
表
現
は
、
人
々
に
豊
か
な
感
性
と
芸
に
遊
ぶ
喜
び
を
与
え
た
で

あ
ろ
う
。
彼
の
画
風
に
は
、
輸
入
玩
具
の
眼
鏡
絵
の
も
つ
遠
近
法
が
与
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
を
本
画
に
と
り
い
れ
る
と
き
、
常
に
日
本
の
伝
統
に
収

倣
し
、
「
付
立
て
」
「
刷
毛
描
き
」
「
片
景
し
」
な
ど
の
新
技
法
を
編
み

出
す
こ
と
に
よ
っ
て
推
進
し
た
。
そ
の
誠
実
と
創
意
と
努
力
に
は
驚
ろ
く

べ
き
も
の
が
あ
る
。
日
本
絵
画
の
近
代
化
ー
少
く
と
も
写
実
的
側
面
ー

は
、
應
拳
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
、
本
流
に
の
せ
ら
れ
た
と
言
っ
て
も

過
百
で
は
な
い
。
そ
の
應
學
の
画
風
の
展
開
に
つ
い
て
、
彼
の
人
柄
を
も

含
め
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。

富

岡

鉄

斎

金

沢

弘

関
す
る
も
の
が
少
な
か
っ
た
。
彼
の
作
品
研
究
が
お
く
れ
た
理
由
の
一
っ

と
し
て
偽
作
の
横
行
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
最
近
で
は
江
漠
の
真
作
が
数

多
く
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
真
作
と
偽
作
と
を
分
け
る
作
業
も
、
か

な
り
の
確
実
度
を
も
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ

の
結
果
洋
画
の
先
駆
者
と
し
て
の
み
有
名
で
あ
っ
た
江
漠
の
画
業
が
意
外

に
複
雑
で
あ
り
、
江
戸
時
代
後
期
の
画
壇
に
お
け
る
画
風
の
多
様
化
も
反

映
し
て
、
な
か
な
か
一
概
に
と
ら
え
が
た
い
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
た
。

一
方
、
江
漠
自
身
が
自
分
の
経
歴
に
つ
い
て
、
し
ば
し
ぽ
嘘
や
誇
張
を

言
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
正
確
な
江
漠
伝
を
書
く
こ
と
は
今
日
で
も
な
か
な

か
難
し
い
。
今
回
の
講
演
に
お
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
最
新
と
考
え
ら
れ

る
知
識
に
基
づ
き
、
司
馬
江
漠
の
経
歴
と
画
業
に
つ
い
て
略
述
す
る
。
ま

た
、
限
ら
れ
た
時
間
内
で
は
あ
る
が
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
ス
ラ
イ
ド
を

使
っ
て
、
複
雑
な
江
漠
の
画
業
の
真
姿
に
触
れ
て
い
た
だ
く
つ
も
り
で
あ

る
。
そ
し
て
、
多
彩
な
江
漠
の
画
業
の
う
ち
最
も
重
要
な
の
は
、
西
洋
画

法
に
よ
る
日
本
風
景
図
を
開
発
し
て
、
北
斎
や
広
重
の
風
景
版
画
に
大
き

な
影
響
を
及
ぽ
し
た
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

東
洋
に
は
「
画
は
勧
戒
の
た
め
に
資
す
」
と
い
う
思
想
が
あ
り
、
す
で

に
中
国
最
古
の
画
論
で
あ
る
、
唐
時
代
の
『
歴
代
名
画
記
』
の
冒
頭
に
張

彦
遠
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
画
は
教
化
を
成
し
、
人
倫
を
助
け
、

神
変
を
窮
め
、
幽
微
を
測
る
。
六
籍
と
功
を
同
じ
く
し
、
四
時
と
並
び
め

七
八



ぐ
り
天
然
に
発
し
、
述
作
に
よ
る
に
非
ず
」

絵
画
は
単
な
る
芸
術
的
な
目
的
の
た
め
だ
け
に
描
か
れ
る
も
の
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
。
人
の
道
を
教
え
、
範
を
た
れ
、
諸
々
の
儒
書
に
も
匹
敵

す
る
働
き
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
作
為
的
に
作
ら
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
四
季
の
変
化
の
よ
う
に
、
お
の
ず
か
ら
発
す
る
も
の
こ

そ
が
優
れ
た
絵
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
こ
の
汎
東
洋
的

で
儒
教
的
な
考
え
は
我
国
に
お
い
て
も
近
代
に
至
る
ま
で
万
能
的
で
あ
っ

た
が
、
な
お
か
つ
最
も
端
的
に
こ
れ
を
実
践
し
た
の
が
鉄
斎
で
あ
る
。

「
私
の
画
を
見
て
く
だ
さ
る
な
ら
、
第
一
に
画
賛
か
ら
読
ん
で
貰
い
た

い
。
私
は
意
味
の
な
い
も
の
は
描
い
て
い
な
い
つ
も
り
じ
ゃ
。
展
覧
す
る

の
に
花
鳥
画
が
な
い
と
寂
し
い
と
い
う
の
で
二
、
三
点
描
い
た
。
然
し
あ

れ
は
婦
女
子
に
見
せ
る
も
の
じ
ゃ
。
私
は
画
家
で
は
な
い
。
儒
者
だ
」
。

こ
れ
は
晩
年
の
鉄
斎
の
言
で
あ
る
。

幕
末
か
ら
明
治
、
大
正
に
至
る
九
十
年
の
生
涯
、
七
十
年
の
画
作
の
歴

史
を
通
じ
て
、
富
岡
鉄
斎
の
血
早
か
な
色
彩
と
力
強
く
、
た
く
ま
し
い
墨

線
、
画
面
一
杯
に
広
が
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
楠
図
を
も
ち
、
多
彩
な
画
態

と
画
様
を
も
つ
優
れ
た
絵
画
を
み
な
が
ら
、
現
代
に
も
生
き
つ
づ
け
る
鉄

斎
の
大
き
さ
、
底
の
深
さ
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

恢
徳
堂
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演
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細
雪
は
一
組
の
家
族
親
類
の
、
昭
和
十
年
代
足
か
け
六
年
間
の
物
語
。

世
相
風
俗
の
事
細
か
な
描
写
、
そ
こ
か
ら
言
語
生
活
と
い
う
面
を
採
上
げ

る
と
、
緻
密
な
具
体
的
な
事
例
が
豊
富
に
得
ら
れ
る
。
そ
の
大
抵
の
こ
と

は
今
も
通
用
し
そ
う
で
あ
る
。

例
え
ば
、
子
ど
も
と
言
葉
。
大
阪
か
ら
東
京
へ
転
住
し
て
一
年
が
た

ち
、
「
み
ん
な
大
き
う
な
っ
た
わ
な
あ
。
大
阪
弁
使
う
て
く
れ
な
ん
だ
ら
、

何
処
の
子
達
や
ら
分
ら
へ
ん
」
「
秀
雄
と
、
芳
雄
と
、
正
雄
で
す
よ
。
彼

奴
等
み
ん
な
東
京
弁
が
巧
い
ん
だ
け
れ
ど
、
叔
母
さ
ん
に
歓
迎
の
意
を
表

し
て
、
大
阪
弁
を
使
っ
て
る
ん
で
す
よ
」
と
、
中
学
生
の
兄
が
説
明
す

る
。
／
芦
屋
に
住
む
ド
イ
ツ
人
一
家
に
幼
い
兄
妹
が
居
て
、
電
車
ご
っ
こ

に
阪
神
璽
早
の
車
掌
そ
っ
く
り
の
口
調
で
遊
ぶ
。
そ
の
く
せ
青
桐
の
木
を

ア
オ
ギ
リ
ギ
リ
と
言
い
ち
が
え
、
ア
サ
ッ
テ
で
な
く
ミ
ョ
ー
ゴ
ニ
チ
と
言

う
の
で
日
本
人
小
学
生
の
方
が
面
く
ら
う
。
／
け
し
の
花
の
も
つ
無
気
味

さ
を
「
吸
ひ
込
ま
れ
さ
う
な
」
と
巧
み
に
形
容
し
て
、
大
人
を
感
心
さ
せ

る
悦
子
。
…
…

ま
し
て
や
、
幸
子
雪
子
妙
子
貞
之
助
お
春
ら
主
要
人
物
の
言
語
生
活
の

百
態
を
、
作
者
は
余
す
所
な
く
写
す
。
人
々
は
自
他
の
話
し
ぶ
り
言
葉
づ

か
い
に
、
発
音
に
調
子
に
、
絶
え
ず
意
識
あ
り
内
省
あ
り
批
判
が
あ
る
。

細
雪
の
言
語
生
活

上
方
こ
と
ば
の
世
界
ー
ー
昭
和
5
8
年
秋
季

七
九 和
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御
所
こ
と
ば
に
つ
い
て

懐
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御
所
こ
と
ば
は
、
内
裏
や
仙
洞
御
所
に
お
い
て
、
宮
中
女
官
が
用
い
は

じ
め
た
奥
向
き
の
仲
間
こ
と
ば
で
あ
る
。
最
古
の
文
献
で
御
所
方
の
も
の

と
し
て
は
、
恵
命
院
権
僧
正
宣
守
の
『
蜃
藻
屑
（
あ
ま
の
も
く
ず
）
』
が

あ
る
。
こ
の
書
に
は
、
「
内
裏
仙
洞
二
八
一
切
食
物
異
名
ヲ
付
テ
被
召
事

ア
リ
」
と
し
て
、
応
永
二
十
七
年
(
-
四
二

0
)
ご
ろ
の
お
局
生
活
で
使

用
さ
れ
た
御
所
こ
と
ば
（
女
房
こ
と
ば
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。
飯
を
ク

ゴ
、
酒
を
ク
コ
ソ
、
餅
を
カ
チ
ン
、
味
噌
を
ム
シ
と
い
い
、
当
時
の
庶
民

と
は
異
な
る
語
を
使
用
し
た
。
武
家
方
の
御
所
こ
と
ば
と
し
て
は
、
足
利

義
政
時
代
の
『
大
上
臆
御
名
之
事
』
に
、
は
じ
め
て
女
房
こ
と
ば
と
い
う

術
語
が
用
い
ら
れ
、
魚
を
オ
マ
ナ
、
鯉
を
オ
ヒ
ラ
、
鯛
を
コ
モ
ジ
、
か
ま

ぽ
こ
を
オ
イ
ク
、
蛤
を
オ
ハ
マ
、
小
豆
を
ア
カ
の
よ
う
な
語
が
記
さ
れ
て

い
る
。御

所
こ
と
ば
が
豊
富
に
用
い
ら
れ
て
い
る
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』

は
、
主
と
し
て
禁
中
お
湯
殿
の
上
の
間
に
奉
仕
す
る
女
房
が
交
替
で
記
し

た
も
の
で
あ
る
。
天
皇
の
御
動
静
を
中
心
に
、
儀
式
、
献
上
物
、
事
件
な

堀

井

令

以

知

こ
う
し
て
作
中
五
度
の
見
合
の
話
は
五
度
と
も
、
言
葉
へ
の
方
言
へ
の
関

心
に
ま
と
わ
れ
つ
つ
展
開
す
る
。

細
雪
は
そ
う
い
う
一
特
徴
を
も
つ
長
編
小
説
で
あ
る
。
単
に
作
中
大
阪

弁
の
正
否
を
云
々
す
る
に
終
っ
た
り
、
細
雪
を
そ
っ
ち
の
け
に
古
き
懐
し

き
大
阪
弁
が
崩
れ
ゆ
く
の
を
歎
い
て
終
っ
た
り
す
る
の
は
惜
し
い
。

寿

岳

章

子

関
西
こ
と
ば
の
基
層
ー
こ
と
ば
と
文
化
ー

ど
を
記
述
し
、
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
か
ら
正
本
あ
る
い
は
写
本
で
伝

わ
り
、
刊
本
も
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
ま
で
出
て
い
る
。
こ
の
日
記
に

は
「
御
わ
た
く
し
」
の
よ
う
な
用
例
が
見
出
さ
れ
る
な
ど
、
御
所
こ
と
ば

研
究
の
た
め
有
益
で
あ
る
。

明
治
維
新
ま
で
京
都
御
所
で
用
い
ら
れ
た
御
所
こ
と
ば
は
、
宮
中
の
ほ

か
、
京
都
・
奈
良
の
尼
門
跡
に
存
続
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
尼
門
跡
の

御
所
こ
と
ば
を
調
査
し
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

関
西
出
身
で
関
西
に
在
住
の
研
究
者
に
は
、
濃
厚
に
関
西
の
こ
と
ば
で

話
す
人
が
多
い
。
こ
う
い
う
現
象
は
他
地
方
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
出
身

地
で
そ
の
ま
ま
活
躍
出
来
る
と
い
う
条
件
は
そ
う
あ
る
も
の
で
な
い
か

ら
、
お
そ
ら
く
は
か
な
り
特
異
な
現
象
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
こ
と
の
意
味

は
重
い
。

言
語
は
文
化
に
密
着
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
言
語
に
よ
っ
て
文
化
は

つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
て
い
る
。
関
西
の
こ
と
ば
は
、
そ
の
点
、
関
西
文
化
の

支
え
手
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

で
は
、
そ
れ
は
ど
ん
な
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
語
に
は
大
き
く

言
っ
て
、
通
達
的
な
も
の
と
感
化
的
な
も
の
と
が
あ
る
が
、
関
西
こ
と
ば

は
も
ち
ろ
ん
共
通
語
の
通
達
性
の
み
で
は
存
在
し
得
な
い
人
間
の
内
な
る

も
う
―
つ
の
存
在
を
す
く
い
あ
げ
る
。
そ
れ
は
実
に
多
方
面
に
わ
た
っ
て

い
る
。
も
う
一
つ
の
も
の
の
言
い
方
、
も
う
一
つ
の
表
現
法
。
関
西
こ
と

八
〇



国
立
国
語
研
究
所
は
、
昭
和
三
十
二
年
か
ら
四
十
年
に
か
け
て
、
北
海

道
か
ら
沖
縄
ま
で
、
全
国
二
四

0
0地
点
で
単
語
の
地
域
差
に
関
す
る
方

言
調
査
を
行
っ
た
。
調
査
員
が
現
地
に
お
も
む
い
て
、
明
治
生
ま
れ
の
故

老
か
ら
、
直
接
そ
の
土
地
の
こ
と
ば
を
教
え
て
も
ら
っ
た
。
均
質
な
資
料

を
得
る
た
め
、
全
国
各
地
で
の
調
査
を
統
一
し
て
行
う
よ
う
、
い
ろ
い
ろ

の
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
結
果
は
『
日
本
言
語
地
図
』
六
巻
‘
-
―

1
0
0面
の
方
言
分
布
地
図

と
し
て
公
刊
さ
れ
て
い
る
（
現
在
、
縮
刷
版
刊
行
中
）
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
方
言
分
布
地
図
の
な
か
か
ら
、
①
全
国
的
な
方
言
分

布
の
中
で
の
上
方
こ
と
ば
の
位
置
ー
上
方
こ
と
ば
の
勢
力
範
囲
は
ど
こ

懐
徳
堂
講
座
講
演
要
旨

徳

JII 

宗

賢

『
日
本
言
語
地
図
』
か
ら
み
た
上
方
こ
と
ば

ぽ
の
強
み
は
、
そ
の
特
有
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
で
も
言
い
た
い
世
界
の
広
さ

と
深
さ
に
あ
る
。

「
さ
せ
て
頂
き
ま
す
」
と
い
う
表
現
が
と
み
に
東
京
方
面
に
進
出
し
つ

つ
あ
る
と
言
う
。
あ
る
人
々
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
眉
を
ひ
そ
め
さ
せ
る
い

や
ら
し
い
表
現
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
関
西
の
人
間
に
は
決
し
て
そ
う
で
は

な
く
、
む
し
ろ
こ
こ
ろ
よ
い
語
り
口
で
あ
る
。
あ
る
い
は
と
り
わ
け
京
都

の
こ
と
ば
の
特
徴
と
も
言
え
る
「
は
る
」
の
万
能
の
力
、
さ
ら
に
は
無
生

物
に
敬
語
を
使
う
と
い
う
現
象
。
そ
れ
ら
に
は
た
し
か
な
も
の
の
見
方
、

一
種
の
世
界
の
構
成
の
力
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
「
文
化
」
に
は
、
そ
う

い
う
も
の
で
あ
る
一
面
が
強
固
に
存
在
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

上

方

の

地

名

/¥ 
鏡

味

明

克

ま
で
か
、
上
方
こ
と
ば
の
西
日
本
的
性
格
な
ど
、
③
近
畿
地
方
内
部
に
み
ら

れ
る
こ
と
ば
の
地
域
差
ー
ー
京
都
弁
と
大
阪
弁
の
違
い
、
浪
華
こ
と
ば
の

影
響
を
受
け
や
す
い
地
域
な
ど
、
⑱
標
準
語
と
上
方
こ
と
ば
の
関
係
ー
ー

標
準
語
に
な
っ
た
上
方
こ
と
ば
、
関
東
弁
の
上
方
へ
の
影
響
な
ど
、
を
中

心
に
と
り
あ
げ
て
、
『
日
本
言
語
地
図
』
か
ら
み
た
上
方
こ
と
ば
の
性
格

を
考
え
て
み
た
い
。

地
名
の
歴
史
的
価
値
は
そ
の
永
続
性
に
あ
る
。
平
安
時
代
の
建
物
の
残

っ
て
い
な
い
洛
中
で
、
目
に
見
え
る
形
で
残
っ
て
い
る
平
安
京
は
そ
の
地

名
で
あ
る
。
四
条
高
倉
と
書
か
れ
た
バ
ス
停
に
立
て
ば
、
平
安
京
の
四
条

と
高
倉
の
交
差
点
に
い
る
こ
と
が
実
感
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
通
り
名

の
、
座
標
式
の
表
示
は
、
長
い
よ
う
で
合
理
的
、
上
ル
下
ル
東
入
ル
西
入

ル
を
加
え
て
町
名
番
地
い
ら
ず
の
わ
か
り
や
す
い
生
活
地
名
に
な
っ
て
い

る
こ
と
は
京
都
の
地
名
の
大
特
色
だ
。

京
と
大
阪
の
、
ド
ス
と
ダ
ス
、
オ
ス
と
オ
マ
ス
の
よ
う
な
こ
と
ぽ
の
相

こ
う
じ

違
は
地
名
型
に
も
多
少
あ
る
。
京
都
の
小
路
は
大
阪
で
シ
ョ
ウ
ジ
、
京
都

の
夷
（
蛭
子
も
）
は
大
阪
で
戎
の
字
が
使
わ
れ
る
。

大
和
や
京
都
の
古
代
地
名
や
大
阪
の
商
都
的
な
地
名
、
神
戸
の
洋
風
地

名
な
ど
、
各
地
域
の
個
性
的
な
地
名
を
見
て
ゆ
く
が
、
と
か
く
全
国
的
に

東
京
志
向
の
安
易
な
模
倣
地
名
が
ふ
え
て
い
る
中
で
、
古
い
歴
史
と
現
代

の
多
様
な
発
展
を
持
つ
上
方
の
地
名
の
個
性
特
色
が
ま
す
ま
す
発
揮
さ
れ
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表
現
法
の
地
域
差

関
西
方
言
に
お
け
る
文
法
・
表
現
法
上
の
特
徴
と
い
わ
れ
る
も
の
の
地

理
的
分
布
を
見
る
と
、
仮
定
表
現
の
「
ク
ラ
」
（
雨
が
降
ッ
が
引
）
や
依

頼
表
現
の
「
ー
シ
テ
剥
ヅ
↑
£
」
の
よ
う
に
主
と
し
て
近
畿
地
方
に
の
み
見

ら
れ
る
も
の
か
ら
、
動
詞
の
打
消
過
去
形
の
「
ナ
ン
ダ
」
（
行
カ
テ
ン
ダ
）

の
よ
う
に
、
中
国
・
四
国
、
あ
る
い
は
中
部
地
方
を
含
む
比
較
的
広
い
地

域
に
分
布
す
る
も
の
、
さ
ら
に
動
詞
打
消
形
の
「
ソ
」
「
ヌ
」
（
書
が
辺
．

書
カ
オ
）
の
よ
う
に
、
中
部
地
方
か
ら
沖
縄
ま
で
の
西
日
本
全
域
に
広
が

っ
て
い
る
も
の
ま
で
、
広
狭
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
な
か
に
は
、
接
続
助
詞

の
「
サ
カ
イ
」
（
雨
が
降
ル
サ
カ
イ
）
お
よ
び
そ
の
変
化
形
「
サ
ケ
」

「
ス
ケ
」
の
よ
う
に
、
東
北
地
方
の
日
本
海
側
に
及
ん
で
い
る
関
西
弁
的

佐

藤

亮 す

じ

と

れ

り

る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
た
と
え
ば
、
南
北
を
主
体
と
す
る
筋
と
東
西
の
通は

し

り
の
使
い
分
け
、
チ
ョ
ウ
か
マ
チ
か
が
漠
字
で
分
か
る
和
歌
山
市
の
橋

ち
ょ
う
き
た
文
ち

丁
、
北
町
な
ど
の
町
名
の
書
き
分
け
な
ど
の
す
ぐ
れ
た
点
を
評
価
し
た

ふ

み

さ

と

さ

と

い
。
ま
た
住
宅
地
の
名
、
文
の
里
な
ど
の
ー
里
も
、
関
東
的
な
、
む
や
み

だ
い

に
高
台
を
売
物
に
す
る
ー
台
の
名
が
、
関
西
で
も
急
増
し
て
い
る
今
日
、

上
方
的
な
名
称
と
し
て
見
直
さ
れ
て
よ
い
。

一
方
、
十
条
（
京
都
）
、
朱
雀
（
奈
良
北
郊
）
の
よ
う
な
史
実
に
反
す

る
歴
史
名
称
の
現
代
地
名
と
し
て
の
使
用
は
こ
ま
る
。
歴
史
的
地
名
の
正

し
い
継
承
を
計
る
こ
と
は
歴
史
あ
る
地
域
と
し
て
の
上
方
の
責
務
で
あ
ろ

う。

事
象
も
見
ら
れ
る
し
、
謙
譲
表
現
の
「
ー
サ
セ
テ
（
サ
ッ
テ
）
イ
タ
ダ

ク
」
の
よ
う
に
東
京
こ
と
ば
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
関
西
弁
的
特

徴
も
少
な
く
な
い
。

こ
こ
で
は
、
国
立
国
語
研
究
所
が
一
九
七
七
ー
一
九
八
一
年
に
行
な
っ

た
表
現
法
の
全
国
的
調
査
の
結
果
か
ら
、
各
種
表
現
分
野
に
つ
い
て
の
関

西
弁
的
特
徴
の
具
体
例
を
示
し
、
そ
の
分
布
の
状
況
や
特
色
を
全
国
諸
方

言
と
対
比
し
つ
つ
考
察
す
る
。

ま
た
、
関
西
弁
が
中
国
・
四
国
・
九
州
や
中
部
地
方
の
一
部
に
急
速
に

浸
透
し
つ
つ
あ
る
状
況
を
示
し
、
日
本
の
方
言
の
変
化
の
方
向
に
つ
い
て

考
え
る
。

八




