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絵
仏
師
の
時
代

平

田

寛

わ
が
国
で
絵
仏
師
の
名
称
が
公
け
に
も
認
知
さ
れ
世
に
流
布
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
治
暦
四
年

（一

O
六
八
）
三
月
、
法
成
寺
御
仏
図
絵
の
賞
と
し
て
、
絵
仏
師
教
禅
が
法
橋
に
補
任
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
教
禅
自
身
に
つ
い

て
も
、
こ
の
年
以
前
の
記
録
に
は
仏
師
、
仏
師
丹
波
講
師
と
称
せ
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
こ
の
後
、
鎌
倉
時
代
の
終
る
十
四
世
紀
前
半
期
ま
で
、
絵
仏
師
は
名
実
と
も
に
わ
が
国
絵
画
の
も
っ
と
も
重
要
な
荷
担
者
と
し

て
活
動
す
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
、
今
日
の
絵
画
史
的
常
識
に
し
た
が
う
と
、
源
氏
物
語
絵
の
隆
能
や
、
似
絵
の
隆
信
・
信
実
父
子
な

ど
文
学
史
と
も
関
係
ふ
か
い
領
域
で
働
い
た
画
人
の
名
が
あ
ま
り
に
も
高
く
、
ま
た
十
四
世
紀
は
じ
め
春
日
験
記
二
十
巻
の
絵
巻
物
を
え

が
い
た
絵
所
預
高
階
隆
兼
の
名
手
振
り
が
印
象
深
く
、
絵
仏
師
は
傍
流
に
お
か
れ
る
よ
う
な
感
じ
は
否
み
難
い
。
こ
の
感
じ
は
正
当
の
こ

と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
当
否
に
つ
い
て
は
、
十
一
世
紀
後
半
期
以
後
の
日
本
絵
画
史
の
新
し
い
志
向
と
関
連
づ
け
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
こ

と
で
は
あ
る
が
、
絵
仏
師
の
存
在
と
技
法
が
そ
の
新
し
い
志
向
の
実
現
に
あ
た
っ
て
不
可
欠
な
機
能
を
は
た
し
て
い
た
こ
と
は
言
土
、
認

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
絵
仏
師
は
、
十
一
世
紀
後
半
か
ら
十
四
世
紀
前
半
ま
で
の
日
本
絵
画
史
三
百
年
の
、
主
た

る
荷
担
者
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
荷
担
者
に
託
し
て
日
本
絵
画
が
志
向
し
た
も
の
は
、
具
体
的
に
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
い
く
つ
か
の
様
相
が
指
摘
で
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F、

き
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
浄
土
教
絵
画
の
成
立
と
流
布
。
密
教
図
像
学
の
完
成
。
彩
色
技
術
の
成
熟
。
線
描
の
成
熟
。
釈
尊
へ
の
回
帰
。

ポ
リ
フ
占
有
国
一
イ

縁
起
絵
の
流
行
。
垂
迩
画
の
成
立
。
絵
所
座
の
分
立
等
々
。
そ
れ
ら
の
様
相
は
、
絵
仏
師
三
百
年
の
志
向
が
つ
く
っ
た
歴
史
的
多
声
祭
の

諸
声
部
を
構
成
す
る
も
の
に
ち
が
い
な
い
。

そ
れ
ら
諸
声
部
の
各
々
は
、
他
の
声
部
の
各
々
と
有
機
的
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
一
つ
を
と
る
こ
と
で
歴
史
的
多
芦
築

の
全
体
に
到
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
志
向
と
は
個
々
の
ひ
と
に
発
し
、
そ
れ
が
絵
画
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
考
察
を
絵
仏
師
自
体
に
関
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
の
は
、
非
分
の
こ
と
と
は
い
え
な
い
。
発
端
の
治
暦
四
年
三
月
の
、
絵

仏
師
の
、
僧
綱
補
任
の
初
例
と
な
っ
た
こ
と
の
意
義
の
大
略
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
で
ふ
れ
て
い
る
の
で
吾
三
、
時
代
の
絵
画
的
志

向
と
の
関
連
に
主
な
関
心
を
定
め
、
発
端
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。
絵
仏
師
三
百
年
の
志
向
の
何
が
、
初
め
に
在
っ
た
の
か
。

治
暦
四
年
三
月

l
l
絵
仏
師
法
橋
教
禅

治
暦
四
年
（
一

O
六
八
）
三
月
二
十
八
日
、
絵
仏
師
教
禅
が
絵
仏
師
と
し
て
は
初
め
て
、
法
橋
と
い
う
僧
綱
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
は
、

『
初
例
抄
』
、
『
僧
綱
補
任
』
、
『
本
朝
世
紀
』
、
『
扶
桑
略
－

E
に
み
え
る
量
3
｝
。
そ
れ
ら
の
記
事
に
は
、
若
干
の
差
異
が
あ
る
。
そ
の
第
一

は
補
任
の
月
日
の
こ
と
で
、
『
僧
網
補
任
』
に
の
み
三
月
二
十
五
日
と
あ
る
。
『
本
朝
世
紀
』
に
し
た
が
っ
て
推
察
す
る
と
、
は
じ
め
二
十

五
日
に
予
定
さ
れ
た
仏
事
が
二
十
八
日
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
で
、
『
僧
網
補
任
』
は
錯
誤
を
お
か
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

差
異
の
第
二
は
、
図
絵
さ
れ
た
絵
像
の
数
が
四
書
四
様
で
、
百
二
十
一
、
百
、
百
二
十
、
百
二
十
五
と
異
な
っ
て
い
る
。
『
僧
網
補
任
』

一
応
の
概
数
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
想
定
さ
れ
る
。
と
い
っ
て
も
百
二
十
余
り
の
絵
像
の
数
に
つ
い
て
考
え
る

に
い
う
百
は
、

ベ
き
史
料
が
、
い
ま
提
示
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
御
薬
御
祈
誓
あ
る
い
は
御
薬
御
祈
と
称
さ
れ
た
こ
の
と
き
の
仏
事
は
、
前
年
よ

り
御
不
予
に
お
ち
い
ら
れ
遂
に
四
月
十
九
日
に
崩
御
さ
れ
た
御
冷
泉
天
皇
（
一

O
二
五
l
六
八
）
の
平
愈
を
祈
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、

『
扶
桑
略
記
』
に
よ
っ
て
、
こ
の
仏
事
の
儀
は
天
下
三
会
の
一
つ
で
あ
る
御
斎
会
に
准
じ
る
も
の
で
、
大
赦
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
な
ど



が
、
い
ま
提
示
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
記
事
に
差
異
が
あ
り
、
不
明
な
こ
と
も
あ
る
が
、
天
皇
の
病
気
平
愈
を
祈
り
、
百
二

十
余
の
絵
像
御
仏
が
図
絵
さ
れ
て
供
養
さ
れ
た
三
月
二
十
八
日
、
図
絵
の
賞
と
し
て
、
絵
仏
師
教
禅
が
法
橋
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。

こ
の
確
か
な
こ
と
に
く
わ
え
て
、
こ
の
絵
仏
は
丈
六
の
法
量
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
仏
事
は
法
成
寺
で
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
、
百
二
十

余
の
絵
仏
は
偲
屋
を
構
え
て
懸
け
ら
れ
た
こ
と
、
公
家
の
こ
の
祈
誓
の
た
め
の
図
絵
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
太
政
大
臣
頼
通
（
九
九
二

ー一

O
七
四
）
、
左
大
臣
教
通
（
九
九
六
｜
一

O
七
五
）
が
合
力
し
た
こ
と
も
確
か
で
あ
っ
て
、
特
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
僧
綱

絵
仏
師
の
成
立
と
い
う
わ
が
国
の
絵
画
史
上
で
特
筆
さ
れ
る
べ
き
確
か
な
事
実
は
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
特
記
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
と
も
な
う

一
つ
の
結
果
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
絵
画
史
の
志
向
に
と
も
な
う
潮
流
は
、
こ
れ
ら
特
記
さ
れ
る
べ
き
こ
と
の
検
討
に
し
た
が
っ
て
察

知
さ
れ
る
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
こ
の
祈
曹
の
た
め
の
絵
仏
の
図
絵
に
合
力
し
た
藤
原
頼
通
と
教
通
は
、
と
も
に
関
白
に
あ
げ
ら
れ
た
ひ
と
で
あ
り
、
と
も
に
嬢
政

道
長
（
九
六
六
｜
一

O
二
七
）
を
父
と
し
て
い
る
。
掻
関
体
制
の
柱
石
と
な
っ
た
ひ
と
で
あ
る
。
頼
通
と
教
通
は
と
も
に
娘
を
入
内
さ
せ

た
が
皇
子
の
誕
生
を
え
ず
、
外
戚
の
地
位
を
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
掻
関
家
と
し
て
の
勢
威
を
低
く
す
る
こ
と
に
お
わ
っ
た
が
、
治

暦
四
年
三
月
の
と
き
に
は
、
父
道
長
以
来
の
勢
威
を
な
お
継
承
し
て
い
た
と
み
ら
れ
、
絵
仏
の
祈
誓
は
天
下
の
威
儀
で
あ
っ
た
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
こ
の
祈
誓
は
法
成
寺
庭
前
で
お
こ
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
俵
屋
を
構
え
て
こ
れ
を
懸
け
奉
る
、
と
『
本
朝
世
紀
』
に
み

え
る
の
で
、
庭
前
の
こ
と
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
法
成
寺
の
こ
と
は
『
僧
綱
補
任
』
以
外
の
三
書
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
法
成
寺
は
は
か
な
く
て
、
寛
仁
三
年
（
一

O
一
九
）
に
は
じ
ま
っ
た
道
長
発
願
の
原
法
成
寺
は
す
で
に
康
平
元
年
（
一

O
五
八
）

絵仏師の時代

二
月
に
焼
失
、
祈
誓
の
と
き
の
現
法
成
寺
は
頼
通
再
建
の
も
の
で
あ
る
。
中
心
を
な
し
た
無
量
寿
院
や
五
大
堂
は
、
焼
失
の
翌
年
の
康
平

二
年
に
は
再
建
さ
れ
て
い
る
。
以
後
、
東
北
院
を
は
じ
め
金
堂
、
薬
師
堂
、
観
音
堂
、
東
西
の
塔
、
西
北
院
、
南
大
門
な
ど
、
原
状
を
復

興
し
た
と
い
う
。
治
暦
四
年
（
一

O
六
八
）
三
月
は
焼
失
後
十
年
、
ほ
ぼ
原
状
の
規
模
を
恢
復
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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A 
阻

さ
ら
に
ま
た
、
絵
仏
百
二
十
余
体
の
法
量
は
一
丈
六
尺
、

つ
ま
り
丈
六
絵
仏
で
あ
っ
た
と
い
う
。

一
丈
六
尺
と
い
う
寸
法
は
、
『
二
中

歴
』
に
も
み
る
よ
う
に
、
仏
の
尊
像
と
し
て
の
特
相
と
し
て
、
仏
出
世
の
と
き
の
人
長
八
尺
を
二
倍
し
た
も
の
、
と
平
安
時
代
に
お
い
て

理
解
さ
れ
て
い
た
。
坐
像
に
な
れ
ば
入
尺
、
こ
れ
も
丈
六
と
称
し
た
。
仏
画
・
仏
像
の
制
作
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
周

尺
で
、
理
論
上
は
丈
六
は
三
六

O
セ
γ
チ
、
坐
像
で
も
一
八

0
セ
ン
チ
と
な
る
。
実
際
上
は
そ
れ
よ
り
小
さ
か
っ
た
と
し
て
も
、
丈
六
の

絵
像
は
巨
大
で
あ
る
。

こ
う
し
た
驚
く
べ
き
巨
大
絵
像
の
制
作
は
、
上
代
以
来
の
一
つ
の
伝
統
を
う
け
つ
い
で
い
る
。
わ
が
国
の
絵
画
史
の
冒
頭
を
飾
る
推
古

三
十
年
（
六
二
三
）
の
天
寿
国
繍
帳
は
、
も
と
丈
六
像
二
張
で
あ
っ
た
と
い
う
。
狩
谷
被
斎
の
『
京
滋
筆
記
』
や
、
覚
賢
の
『
斑
鳩
古
事

便
覧
』
に
み
え
る
。
天
寿
国
繍
帳
の
場
合
は
措
く
と
し
て
も
、
上
代
七
・
八
世
紀
に
丈
六
の
繍
仏
の
記
録
は
し
ば
し
ば
み
え
る
。
『
日
本

書
紀
』
の
推
古
天
皇
十
三
年
（
六

O
五
）
の
銅
繍
丈
六
仏
各
一
艦
、
白
雑
元
年
（
六
五

O
）
の
丈
六
繍
像
、
『
大
安
寺
資
財
帳
』
の
庚
戊

年
（
六
五

O
）
の
高
二
丈
二
尺
七
寸
、
広
二
丈
二
尺
四
寸
の
繍
仏
像
、
天
平
十
四
年
（
七
四
二
）
の
高
二
丈
、
広
一
丈
八
尺
の
二
つ
の
繍

仏
像
、
『
薬
師
寺
縁
起
』
の
持
統
天
皇
六
年
（
六
九
三
）

の
高
三
丈
、
広
二
丈
一
尺
八
寸
の
繍
仏
像
が
あ
げ
ら
れ
、
天
平
勝
宝
九
年
（
七

五
七
）
の
東
大
寺
大
仏
殿
の
東
西
憂
茶
羅
に
い
た
っ
て
は
像
高
三
十
五
尺
、
潤
二
十
五
尺
で
あ
っ
た
と
『
東
大
寺
要
録
』
に
み
え
る
。
こ

の
東
西
憂
茶
羅
は
、
の
ち
に
永
延
元
年
（
九
八
七
）

に
補
修
、
元
興
寺
玄
朝
法
師
が
地
神
を
画
く
こ
と
に
な
る
。
絵
は
も
と
色
糸
の
会
す

る
も
の
、
し
た
が
っ
て
繍
は
絵
画
に
展
開
す
る
こ
と
は
理
で
あ
る
。

平
安
時
代
の
現
存
す
る
作
例
の
な
か
に
も
、
高
雄
蔓
茶
羅
は
胎
蔵
界
は
縦
四
四
六
、
横
四

O
六
セ
ン
チ
余
、
や
や
小
振
り
の
金
剛
界
で

も
縦
四
一
一
、
横
三
六
六
セ

γ
チ
余
の
大
幅
で
あ
る
。
高
雄
量
茶
羅
よ
り
制
作
時
期
が
降
る
十
世
紀
末
の
子
島
蔓
茶
羅
も
縦
三
五

O
セ
γ

チ
前
後
、
横
三

O
Oセ
シ
チ
前
後
の
大
幅
で
あ
る
。
十
一
世
紀
の
作
品
と
推
定
さ
れ
る
高
野
山
の
五
大
力
肌
菩
薩
像
の
現
存
す
る
三
幅
は
、

い
づ
れ
も
縦
三

O
Oセ
シ
チ
を
こ
え
る
。

こ
の
よ
う
な
記
録
と
作
例
か
ら
み
て
、
巨
大
な
画
面
は
わ
が
国
の
仏
教
絵
画
の
重
要
な
、
お
そ
ら
く
は
不
可
欠
な
一
面
を
荷
っ
て
い
た



こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
俳
教
絵
画
は
仏
教
公
伝
以
来
、
公
事
と
し
て
広
く
僧
俗
の
多
く
の
自
に
鯛
れ
ら
れ
る
べ
き
一
面
を
も
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
公
事
た
る
が
故
に
、
仏
教
絵
画
の
制
作
は
、
上
代
の
画
工
司
や
平
安
時
代
の
画
所
に
委
ね
ら
れ
て
不
思
議
で
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
た
だ
し
九
世
紀
平
安
時
代
に
な
っ
て
、
空
海
ら
入
唐
人
家
の
尽
力
に
よ
る
密
教
図
像
の
普
及
と
深
化
が
、
品
開
教
絵
画
の
図
像
性
を
は

な
は
だ
し
く
特
殊
に
専
門
化
せ
し
め
、
と
き
に
秘
義
化
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
仏
教
絵
画
の
一
面
と
し
て
わ
が
国
で
重
視
し
て
き
た
と
こ

ろ
の
、
そ
の
公
事
と
し
て
の
大
画
面
性
を
、
近
代
に
お
け
る
仏
教
絵
画
研
究
の
立
場
で
や
や
閑
却
視
し
て
き
た
嫌
い
は
な
か
っ
た
の
か
。

さ
ら
に
ま
た
、
前
述
の
天
寿
国
繍
帳
の
制
作
の
動
機
と
な
っ
た
多
至
波
奈
大
女
郎
の
悲
哀
や
、
『
日
本
霊
異
記
』
に
み
え
る
死
に
し
夫
の

た
め
に
落
穂
を
ひ
ろ
い
阿
弥
陀
画
像
の
料
を
つ
く
っ
た
貧
婦
の
情
や
、
お
な
じ
く
『
日
本
霊
異
記
』
に
み
え
る
吉
祥
天
女
の
像
を
淫
精
で

染
め
た
優
婆
塞
の
愛
欲
な
ど
、
仏
教
絵
画
に
託
さ
れ
る
私
的
な
宗
教
感
情
の
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
を
重
視
し
て
、
個
人
的
心
理
の
陰
影
に
ひ

か
れ
て
近
代
的
精
神
は
、
大
画
面
を
必
要
と
し
た
仏
教
絵
画
に
お
け
る
公
事
を
や
や
軽
視
し
て
き
た
嫌
い
は
な
か
っ
た
か
。

も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
密
教
に
お
け
る
秘
儀
的
傾
向
は
、
世
界
の
絵
画
史
の
な
か
で
冠
た
る
、
絵
仏
師
の
時
代
で
も
あ
る
所
の
院
政
期

の
整
っ
た
図
像
学
に
結
集
し
て
、
流
麗
な
白
描
画
と
な
っ
て
化
現
し
、

一
方
の
私
的
な
宗
教
感
情
に
お
け
る
作
善
の
傾
向
は
、
お
な
じ
く

絵
仏
師
の
時
代
で
も
あ
っ
た
院
政
期
お
よ
び
鎌
倉
時
代
の
愛
す
べ
き
多
数
の
小
版
画
に
印
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
白
描
画
や
木
版

画
は
単
色
画
で
あ
る
が
、
別
の
側
面
と
し
て
、
陰
影
に
み
ち
た
心
理
的
傾
向
は
、
彩
色
の
ゆ
た
か
な
陰
影
を
求
め
て
、
美
麗
な
彩
色
技
法

を
完
成
さ
せ
る
。
そ
れ
も
ま
た
絵
仏
師
の
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
傾
向
に
し
た
が
う
絵
画
は
時
と
事
に
よ
り
異
な
り
、
そ
の
絵
画
性
も
様
相
を
異
に
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
い
づ
れ
の
絵

画
性
が
主
導
す
る
の
か
は
、
仏
教
絵
画
に
お
け
る
時
代
の
絵
画
上
の
志
向
が
決
定
し
て
い
る
。
絵
画
史
に
お
け
る
時
代
と
は
、
絵
画
が
包

絵仏師の時代

撮
す
る
そ
れ
ら
の
多
様
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
特
殊
的
な
絵
画
性
の
習
合
に
よ
っ
て
な
り
た
つ
。
い
づ
れ
の
絵
画
性
が
主
導
す
る
の
か
は
歴

ア
プ
リ
オ
リ

史
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
先
験
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
多
様
で
特
殊
な
絵
画
性
は
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
は
、
絢
え
る
縄
の
ご

と
き
多
声
楽
的
な
構
造
を
も
っ
て
、
歴
史
の
時
間
の
軸
に
そ
っ
て
動
き
、
主
導
す
る
或
る
絵
画
性
が
表
に
現
わ
れ
、
時
代
の
絵
画
の
志
向

／＼ 
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性
に
応
え
、
時
の
経
過
の
な
か
で
志
向
の
変
化
に
し
た
が
っ
て
隠
れ
る
。
公
事
と
し
て
の
仏
教
絵
画
の
大
画
面
は
、
そ
れ
ら
絵
画
性
の
一

つ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
外
枠
と
し
て
、
絵
画
性
に
ふ
か
い
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
る
。
七
・
八
世
紀
上
代
の
仏
教
絵
画

に
お
け
る
つ
よ
い
明
快
な
画
風
、
九
・
十
世
紀
平
安
時
代
前
期
に
お
け
る
つ
よ
い
充
実
性
を
も
っ
た
画
風
は
、
画
面
の
物
理
的
な
巨
大
性

が
、
画
面
に
絵
画
的
な
大
き
さ
を
要
求
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
一
つ
の
絵
画
性
、
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
受

容
し
た
中
国
絵
画
の
画
風
の
影
響
の
つ
よ
さ
は
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
、
影
響
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
よ
う
に
い
う
の
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。

こ
の
画
面
の
大
き
さ
は
、
仏
教
絵
画
の
公
事
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
先
に
の
べ
た
が
、
そ
の
公
事
自
体

も
ま
た
歴
史
的
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
公
事
に
し
め
る
仏
教
絵
画
の
比
重
も
ま
た
、
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
絢

え
る
縄
の
ご
と
き
絵
画
の
外
枠
た
る
画
面
の
大
小
は
、
社
会
文
化
の
別
次
元
の
大
き
な
絢
え
る
縄
の
時
代
性
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
は
当

然
で
あ
ろ
う
。
絵
仏
師
の
時
代
の
ふ
か
ま
り
の
な
か
で
、
発
端
に
は
継
承
さ
れ
て
い
た
公
事
た
る
こ
と
に
よ
る
こ
の
画
面
の
大
き
さ
は
、

よ
う
や
く
縮
小
の
方
向
に
む
か
つ
た
よ
う
に
み
え
る
。
縮
小
化
に
と
も
な
い
顕
在
化
し
た
絵
画
性
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
こ
と
に
な
る

一
言
に
し
て
い
え
ば
美
麗
な
仏
教
絵
画
の
成
熟
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
明
快
、
充
実
と
い
う
様
相
に
変
る
、
新
し
い
時
代
の
絵
画
的

カミ志
向
が
、
そ
の
美
麗
を
欲
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
に
よ
っ
て
治
暦
四
年
の
画
事
に
つ
い
て
、
歴
史
的
事
実
の
い
く
つ
か
を
確
認
し
て
、
絵
画
史
的
意
味
を
も
と
め
て
、
丈
六

と
い
う
大
画
面
が
時
代
の
絵
画
性
の
外
枠
と
し
て
、
明
快
と
充
実
の
残
像
を
と
ど
め
な
が
ら
、
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
絵
仏

師
法
橋
の
誕
生
は
、
そ
の
外
枠
と
と
も
に
成
立
し
た
が
、
そ
の
大
画
面
と
し
て
の
外
枠
は
以
後
は
持
績
し
な
い
。
外
枠
が
絵
仏
師
を
成
立

さ
せ
た
と
き
、
絵
仏
師
の
時
代
と
い
う
新
し
い
時
代
の
絵
画
性
は
美
麗
を
も
と
め
て
大
画
面
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。

治
暦
四
年
三
月
は
、
絵
画
性
の
見
地
か
ら
す
る
と
、
充
実
の
終
り
で
あ
り
美
麗
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
終
り
と
始
ま

り
を
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
二
つ
の
事
例
に
よ
っ
て
検
討
し
た
い
。
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治
安
元
年
三
月
｜
｜
百
体
丈
六
絵
仏

丈
六
の
絵
仏
百
二
十
体
を
え
が
い
て
教
禅
が
絵
仏
師
法
橋
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
先
脱
が
あ
っ
た
。
教
禅
自
身
の
画
暦
の
積
み
重

ね
（
註
土
と
は
別
に
、
そ
の
先
脱
が
絵
画
史
的
に
は
大
き
な
意
味
を
も
っ
。
制
度
的
側
面
か
ら
み
て
も
、
絵
仏
師
僧
網
の
先
例
と
な
っ
た
仏

師
僧
綱
も
そ
の
先
醗
と
ふ
か
く
関
係
し
て
い
る
。
そ
の
先
艇
の
事
実
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

治
安
元
年
（
一

O
二
二
三
月
二
十
九
日
、
法
成
寺
無
量
寿
院
に
お
い
て
、
後
一
条
天
皇
（
一

O
O八
l
三
六
）
の
御
悩
平
癒
を
祈
つ

て
、
百
余
体
の
絵
仏
を
え
が
い
て
供
養
し
た
こ
と
は
、
『
小
右
記
』
、
『
日
本
紀
略
』
、
『
左
経
記
』
お
よ
び
『
今
昔
物
語
集
』
に
み
え
る
（
註
5

）

O

そ
れ
ら
の
記
事
に
は
、
若
子
の
差
異
が
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
は
、
供
養
の
場
所
が
『
今
昔
物
語
集
』
に
の
み
、
金
堂
ノ
前
ノ
南
面
、

と
み
え
る
こ
と
で
、
他
の
三
書
に
は
共
通
し
て
、
無
量
寿
院
と
み
え
る
。
法
成
寺
金
堂
の
供
養
は
、
翌
二
年
七
月
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

『
今
昔
物
語
集
』
の
記
事
は
解
し
難
い
。
ま
た
無
量
寿
院
こ
そ
、
後
に
ふ
れ
る
が
、
法
成
寺
の
眼
目
と
な
っ
た
建
物
で
あ
っ
た
か
ら
、
天

皇
の
御
祈
の
た
め
の
規
模
の
大
き
い
供
養
に
は
相
応
し
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
堂
内
で
は
な
く
て
庭
前
に
絵
仏
が
懸
け
な
ら
べ
ら
れ
た
こ

と
は
、
絵
仏
の
数
量
か
ら
み
て
当
然
に
想
像
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
差
異
の
第
二
は
、
図
絵
さ
れ
た
絵
像
の
そ
の
数
量
に
つ
い
て
四
書
三

一
応
の
概
数
を
し
め
す
も
の
に
す
ぎ
な
い

様
で
、
各
百
十
六
、
百
六
十
、
百
と
み
え
る
。
『
左
経
記
』
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
い
う
百
は
、

の
で
あ
ろ
う
。
『
日
本
紀
略
』
に
い
う
百
六
十
は
、
『
小
右
記
』
に
譲
み
と
れ
る
百
十
六
尊
の
誤
記
か
も
知
れ
な
い
。
『
小
右
記
』
に
は
、

大
日
如
来
一
、
釈
迦
如
来
三
十
、
薬
師
如
来
十
、
観
音
二
十
、
不
動
尊
五
十
、
降
三
世
明
王
一
、
軍
茶
利
明
王
一
、
大
威
徳
明
王
一
、
金

剛
夜
叉
明
王
一
、
金
剛
童
子
一
の
計
百
十
六
尊
が
明
記
し
て
あ
る
。
大
日
如
来
像
は
ニ
丈
三
尺
、
他
は
す
べ
て
丈
六
の
寸
法
を
も
っ
巨
大

絵仏師の時代

な
絵
像
で
あ
っ
た
。
『
古
今
物
語
集
』
は
、
大
日
如
来
像
に
つ
い
て
、
高
サ
三
丈
と
記
録
す
る
。

こ
の
治
安
元
年
三
月
の
絵
像
供
養
に
つ
い
て
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
記
事
の
こ
と
さ
ら
な
違
い
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

違
い
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
無
量
寿
院
と
金
堂
の
混
同
に
も
と
づ
く
も
の
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
日
如
来
絵
像
の
高
サ
一
一
一
丈
と
い

／＼ 
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う
の
も
、
金
堂
本
尊
の
大
日
如
来
像
三
丈
二
尺
と
い
う
巨
大
さ
が
前
提
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
無
量
寿
院
は
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
堂
で
、

丈
六
の
九
体
阿
弥
陀
仏
を
中
尊
と
し
、
東
面
に
建
て
ら
れ
南
北
に
長
く
、
東
正
面
十
一
聞
の
堂
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
二
丈

三
尺
の
大
日
如
来
像
を
、
中
尊
ト
シ
テ
懸
タ
ル
に
加
え
、
不
動
明
王
像
五
十
、
四
大
明
王
像
四
、
金
剛
童
子
像
一
と
い
う
、
あ
き
ら
か
に

密
教
的
構
成
を
中
心
と
す
る
供
養
を
、
九
体
阿
弥
陀
堂
の
無
量
寿
院
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
困
難
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

さ
ら
に
臆
測
を
く
わ
え
る
と
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
記
す
こ
の
絵
像
供
養
は
、
翌
二
年
七
月
の
金
堂
供
養
の
盛
義
の
華
や
か
さ
と
、
二

重
の
映
像
と
な
っ
て
重
な
り
あ
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
金
堂
供
養
の
こ
と
は
、
『
栄
華
物
語
』
巻
十
七
お
む
が
く
に
く

わ
し
い
。
お
ほ
か
た
い
み
じ
き
日
本
の
大
事
な
り
、
田
舎
の
人
々
も
、
い
み
じ
き
公
の
責
を
も
棄
て
〉
、
よ
ろ
ず
を
欠
き
て
、
皆
上
り
こ

み
て
、
こ
の
度
の
事
は
見
は
や
さ
ん
と
思
へ
り
、
と
待
望
の
供
養
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
二
三
日
か
け
て
試
祭
と
い
う
事
も
あ
り
、
よ
も

や
ま
の
仏
神
も
い
み
じ
き
こ
と
ど
も
も
あ
り
、
諸
堂
は
朝
日
に
照
り
耀
き
、
庭
の
砂
は
水
精
の
や
う
に
き
ら
め
き
、
池
の
水
清
く
澄
み
、

見
仏
閣
法
の
人
々
は
、
皆
苦
し
み
失
せ
、
浄
土
に
生
る
の
心
持
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
。

と
く
に
美
術
史
上
わ
す
れ
難
い
こ
と
は
、
こ
の
と
き
に
仏
師
定
朝
に
法
橋
と
い
う
僧
綱
位
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
諸
書

に
み
え
て
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
『
栄
華
物
語
』
に
よ
る
と
、
御
仏
仕
う
ま
つ
れ
る
仏
師
（
定
朝
）
は
、
法
橋
に
な
し
給
ひ
っ
。
こ
れ

は
強
健
美
麗
な
槍
の
寄
木
造
の
、
仏
師
の
時
代
の
始
ま
り
で
も
あ
っ
た
。
『
朝
野
群
載
』
巻
十
二
に
よ
る
と
、
そ
の
と
き
下
さ
れ
た
勅
は
、

神
妙
出
情
、
仏
像
騎
手
。
公
伐
之
遺
跡
、
弥
須
之
後
身
。
宜
授
階
級
。
殊
式
励
工
巧
之
道
。

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
公
伐
は
檀
波
羅
の
、
弥
須
は
見
首
渇
摩
の
意
味
な
ら
ば
、
僧
綱
仏
師
は
造
仏
の
始
祖
の
末
奇
と
称
え
ら
れ
た
こ

と
に
な
る
。
工
巧
は
も
ち
ろ
ん
、
五
明
の
一
、
工
巧
明
の
こ
と
で
あ
る
。

き
て
、
以
上
の
よ
う
に
治
安
元
年
三
月
二
十
九
日
の
こ
と
を
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
こ
と
よ
せ
て
、
翌
二
年
七
月
十
四
日
の
こ
と
と
重

ね
て
述
べ
た
。
所
は
法
成
寺
、
絵
仏
は
丈
六
百
余
体
、
併
師
僧
網
の
始
な
ど
ち
治
暦
四
年
三
月
の
こ
と
の
先
醗
と
し
て
の
内
容
を
充
分
に

備
え
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。
治
暦
四
年
の
と
き
の
大
政
大
巨
額
通
は
、
治
安
元
年
は
左
大
臣
。
父
道
長
の
法
成
寺
造
営
と
こ
の



治
安
元
年
三
月
の
絵
像
供
養
は
、
は
っ
き
り
と
記
憶
に
残
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
父
道
長
が
堂
内
の
仏
像
に
著
目
し
仏
師
僧
網

を
つ
く
っ
た
の
に
対
し
、
庭
前
の
絵
仏
に
著
目
し
絵
仏
師
僧
網
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
。

治
安
元
年
三
月
の
絵
師
に
ふ
れ
た
も
の
は
、
前
述
四
書
の
な
か
で
『
今
昔
物
語
集
』
で
あ
り
、
飯
室
の
阿
闇
梨
と
い
う
。
飯
室
の
阿
闇

梨
は
、
『
栄
華
物
語
』
巻
二
十
二
と
り
の
舞
に
よ
る
と
、
法
成
寺
薬
師
堂
の
母
屋
柱
に
、
薬
師
の
十
二
大
願
の
心
と
、
六
観
音
の
御
前
の

方
の
柱
に
観
音
品
の
傷
の
心
と
を
、
手
を
尽
し
て
え
が
い
た
絵
阿
闇
梨
延
円
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
小
右
記
』
に
、
画
工
風
流
之
人
と
評

さ
れ
、
『
富
家
憲
巴
に
は
、
賀
陽
院
の
石
を
立
て
た
と
あ
る
。
『
大
鏡
』
に
は
藤
原
伊
予
の
子
と
す
る
が
、
『
尊
卑
分
脈
』
に
は
、
花
山
院

に
随
っ
た
飯
室
入
道
藤
原
義
懐
の
子
と
す
る
、
義
懐
を
伊
予
の
子
と
し
て
い
る
。

こ
の
飯
室
の
絵
阿
闇
梨
延
円
の
前
後
、
阿
闇
梨
の
絵
を
よ
く
す
る
も
の
の
名
が
少
な
く
な
い
。
長
保
四
年
（
一

O
O
二
）
の
、
書
写
山

性
空
聖
人
の
影
像
を
写
し
た
延
源
阿
闇
梨
。
寛
仁
元
年
（
一

O
一
七
）
の
漉
信
僧
都
の
寿
影
を
画
し
た
承
円
阿
闇
梨
。
長
磨
二
年
（
一

O

二
八
）
前
後
の
、
鳴
乎
絵
の
義
清
阿
闇
梨
。
そ
の
頃
に
ち
か
い
時
期
の
絵
阿
闇
梨
良
基
な
ど
も
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
絵
阿
闇
梨
は
、
智

泉
、
豊
智
の
末
育
、
飛
鳥
寺
玄
朝
法
師
の
後
身
、
の
ち
の
威
儀
師
賢
禅
の
前
身
と
目
さ
れ
る
絵
師
法
師
で
、
絵
師
や
の
ち
の
絵
仏
師
と
職

制
を
異
に
す
る
、
仏
教
寺
院
の
な
か
で
僧
と
い
う
身
分
を
も
っ
て
画
業
に
あ
た
っ
た
、
広
義
の
意
味
で
の
画
僧
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
宮

廷
画
所
の
画
師
を
補
完
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
画
僧
は
、
仏
寺
の
側
に
身
を
お
い
て
、
絵
仏
師
の
途
を
直
く
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
法
成
寺
の
画
業
は
数
量
と
も
に
巨
大
で
あ
る
か
ら
絵
阿
闇
梨
延
円
一
人
の
創
作
は
不
可
能
で
、
当
時
の
工
房
制
作
に
し
た

が
う
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
実
際
は
未
だ
仏
師
と
称
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
絵
仏
師
た
ち
が
、
制
作
を
担
当
し
て
い
た
に

ち
が
い
な
い
。
な
か
で
も
『
二
中
歴
』
の
仏
師
の
条
に
み
る
、
喜
欣
、
入
円
、
如
照
と
そ
の
工
房
の
絵
仏
師
た
ち
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な

絵仏師の時代

ぃ
。
そ
の
う
ち
入
円
は
、
万
寿
二
年
（
一

O
二
五
）
九
月
、
治
部
正
庁
の
大
元
帥
像
、
見
沙
門
天
像
な
ど
の
図
絵
を
、
関
白
頼
通
の
指
示

に
し
た
が
っ
て
、
担
当
し
た
仏
師
で
あ
る
。
『
小
右
記
』
に
よ
れ
ば
こ
の
と
き
、
被
任
講
師
若
寺
司
等
、
難
不
給
料
物
、
可
画
進
者
と
云
っ

て
、
関
白
頼
通
を
し
て
、
太
佳
事
也
と
云
わ
し
め
て
い
て
、
絵
仏
師
僧
綱
補
任
の
事
実
上
の
端
著
を
ひ
ら
い
た
仏
師
で
あ
る
。
絵
仏
師
僧

A 
九
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綱
補
任
に
い
た
る
ま
で
に
講
師
と
な
っ
た
も
の
に
、
長
暦
四
年
（
一

O
四
O
）
の
丹
後
講
師
政
（
救
）
円
、
永
承
三
年
（
一

O
四
八
）
の

丹
波
講
師
教
禅
の
記
録
が
あ
る
。
教
禅
は
、
こ
の
入
円
の
弟
子
に
あ
た
る
。
し
た
が
っ
て
治
暦
四
年
の
絵
仏
師
法
橋
教
禅
は
、
入
円
の
途

を
踏
ん
で
、
頼
通
の
庇
護
を
受
け
て
、
法
橋
と
し
て
誕
生
し
た
こ
と
に
な
る
。
治
安
元
年
（
一

O
一
一
一
）
の
丈
六
絵
仏
百
十
六
体
と
治
暦

四
年
（
一

O
六
八
）
の
丈
六
絵
仏
百
二
十
余
と
が
呼
応
す
る
関
係
の
な
か
で
、
絵
仏
師
の
問
題
は
、
仏
師
入
円
を
聞
に
お
い
て
、
道
長
に

よ
る
仏
師
法
橋
定
朝
と
頼
通
に
よ
る
絵
仏
師
法
橋
教
禅
と
が
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
仏
師
と
絵
仏
師
の
関
係
か
ら
み
て
、
治
安
元
年
（
一

O
二
二
に
絵
仏
師
の
時
代
は
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
よ
う
に
み
え
、

揖
関
期
の
道
長
と
頼
通
の
父
子
の
時
代
に
制
度
も
確
立
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
絵
画
的
志
向
は
絵
仏
師
の
そ
の
制
度
の
確
立
と
ど

の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
道
長
・
額
通
父
子
の
発
願
と
合
力
を
背
景
と
し
、
丈
六
百
余
体
の
絵
仏
を
え
が
き
、
戸
外
に

懸
け
並
べ
た
こ
と
な
ど
、
志
向
の
外
縁
に
あ
る
も
の
は
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
十
一
世
紀
の
代
表
的
作
例
の
な
か
か

ら
、
年
代
を
お
っ
て
、
そ
の
画
風
を
見
て
み
る
と
、
様
相
に
変
化
の
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。

天
喜
元
年
（
一

O
五
三
）
の
平
等
院
鳳
嵐
堂
壁
画
の
扉
絵
を
聞
に
お
い
て
、
十
一
世
紀
初
期
の
制
作
と
推
定
さ
れ
て
い
る
高
野
山
五
大

力
肌
菩
藍
像
と
応
徳
三
年
（
一

O
八
六
）
の
高
野
山
仏
浬
鍵
図
と
を
対
置
す
る
と
き
、
い
わ
ゆ
る
和
様
化
の
傾
向
は
否
定
で
き
な
い
。
平

安
時
代
前
期
の
高
雄
量
茶
羅
、
西
大
寺
十
二
天
像
、
醍
醐
寺
五
重
塔
壁
画
に
み
と
め
ら
れ
る
充
実
し
た
も
の
を
継
承
し
た
仏
画
が
、
微
細

な
色
彩
感
に
と
む
美
麗
な
仏
画
に
傾
い
て
い
く
。
そ
れ
は
『
花
鳥
余
情
』
に
ひ
か
れ
て
い
て
有
名
な
、
金
岡
は
畠
山
十
五
重
、
広
高
五
重

也
と
い
う
、
十
一
世
紀
初
頭
を
境
と
す
る
旧
新
の
対
比
に
も
類
比
さ
れ
、
『
栄
花
物
語
』
に
み
え
る
、
古
体
と
今
め
か
し
き
も
の
対
比
に

も
類
比
さ
れ
、
『
古
今
著
聞
集
』
に
み
え
る
、
生
き
た
る
物
と
今
の
体
と
の
対
比
に
も
類
比
さ
れ
る
。
対
比
の
時
期
は
巨
勢
派
を
中
心
と

す
る
大
和
絵
の
時
期
と
比
較
す
る
と
、
仏
教
絵
画
の
場
合
は
約
半
世
紀
お
く
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
。
も
っ
と
も
、
そ
の
今
め
か
し
き
、
そ

の
頃
は
面
白
き
、
お
か
し
き
な
ど
と
評
さ
れ
て
い
た
画
風
は
、
歌
絵
、
冊
子
、
双
子
な
ど
、
歌
物
語
を
題
材
と
し
た
小
画
面
に
お
い
て
成

熟
し
、
や
が
て
扉
風
絵
に
お
い
て
も
展
開
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
十
一
世
紀
の
半
ば
に
か
か
り
法
成
寺
や
平
等
院
を
舞
台
に
、
大
画
面



の
仏
画
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
天
喜
元
年
の
鳳
恩
堂
扉
絵
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

仏
教
絵
画
は
お
だ
や
か
な
大
和
絵
風
景
と
融
合
し
て
い
る
。
さ
ら
に
応
徳
三
年
の
仏
浬
繋
図
に
お
け
る
、
と
く
に
絹
裏
に
描
れ
た
世
界
と

対
照
的
な
、
画
面
に
お
け
る
細
綾
な
彩
色
技
術
を
見
る
と
、
美
麗
な
仏
画
へ
の
志
向
は
明
瞭
で
あ
る
。

治
安
元
年
の
百
体
丈
六
絵
仏
の
情
景
に
ふ
れ
て
、
『
今
昔
物
語
集
』
は
、

百
体
ノ
丈
六
ノ
仏
ノ
被
懸
並
レ
給
テ
、
風
ニ
被
吹
テ
動
キ
給
フ
ガ
生
身
ノ
仏
の
如
ク
シ
テ
貴
キ
事
走
限
シ
。
（
中
略
）
実
ニ
此
等
、

仏
ノ
浄
土
卜
思
エ
テ
貴
シ
。

と
い
う
。
治
暦
四
年
の
情
景
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
情
景
に
相
応
し
い
の
は
、
高
野
山
五
大
力
肌
像
で
は
な
か
っ

た
の
か
。
大
き
く
て
力
動
的
で
、
彩
色
よ
り
描
線
が
主
導
し
て
い
る
。
し
か
し
延
円
、
入
円
、
教
禅
ら
絵
仏
師
が
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
絵
画
は
、
本
来
そ
う
し
た
巨
大
画
の
明
快
な
絵
画
性
が
美
麗
な
絵
画
性
に
傾
い
て
い
く
時
期
に
あ
た
る
。
現
存
す
る
作
例
は
前

述
し
た
よ
う
に
、
天
喜
元
年
の
扉
絵
か
ら
応
徳
三
年
の
仏
浬
繋
図
へ
の
方
向
を
示
し
て
い
る
。
明
快
で
力
動
す
る
も
の
か
ら
美
麗
な
も
の

へ
。
絵
仏
師
は
重
な
り
合
う
、
そ
れ
ら
二
つ
の
絵
画
性
を
荷
っ
て
登
場
し
て
い
る
。

絵
仏
師
僧
綱
を
定
め
た
額
通
は
、
『
古
今
著
聞
集
』
に
よ
る
と
、
前
述
の
今
の
体
の
完
成
者
と
い
う
べ
き
巨
勢
広
高
を
評
し
、
絵
様
を

か
き
て
一
夜
な
を
よ
く
案
じ
て
か
き
た
り
し
、
と
そ
の
細
心
さ
を
称
え
た
と
い
う
。
美
麗
な
絵
画
に
は
そ
の
細
心
さ
は
不
可
欠
で
あ
る
。

そ
の
頼
通
が
美
麗
な
大
和
絵
に
飾
ら
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
別
業
宇
治
殿
を
、
永
承
七
年
（
一

O
五
二
）
平
等
院
と
い
う
仏
寺
と
な
し
、

扉
絵
を
え
が
か
し
め
る
と
き
、
明
快
で
力
動
的
な
も
の
は
、
す
く
な
く
と
も
明
る
く
流
麗
な
も
の
に
変
わ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ろ
う
。

宮
廷
で
成
熟
し
た
小
画
面
の
美
麗
が
、
陽
光
の
も
と
風
に
は
た
め
い
た
大
画
面
の
絵
画
性
を
変
化
さ
せ
な
い
で
は
お
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ

絵仏師の時代

う

九
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大
治
四
年
七
月
｜
｜
絵
像
五
千
四
百
七
十
余
体

そ
の
月
の
七
日
、
白
河
法
皇
（
一

O
五
三
｜
一
一
一
一
九
）
は
、
俄
か
に
崩
御
さ
れ
た
。
白
河
院
の
側
近
で
あ
っ
た
藤
原
宗
忠
は
、
そ
の

『
中
右
記
』
の
七
月
の
条
に

或
人
談
云
、
本
院
（
白
河
院
）
年
来
御
善
根
、

絵
像
五
千
四
百
七
十
余
体

生
丈
仏
五
体
、
丈
六
百
廿
七
体

半
丈
六
六
体

等
身
三
千
百
五
十
体

三
尺
以
下
二
千
九
百
知
余
体

（
堂
）
七
字
、
塔
二
十
一
基
、
小
塔
四
十
四
万
六
千
六
百
品
川
余
基

金
泥
一
切
経
書
写

此
外
秘
法
修
善
千
万
壇
、
不
知
其
数
。

と
記
し
て
い
る
。
絵
像
五
千
四
百
七
十
余
体
の
た
め
に
、
絵
仏
師
は
教
禅
法
橋
以
来
の
伝
統
を
受
け
つ
い
で
、
大
い
に
つ
と
め
た
。
菅
家

本
『
諸
寺
縁
起
集
』
は
、
絵
仏
師
の
条
に

幸
円

坂
（
教
）
禅
法
橋
、
明
俊
法
橋
、
範
春
法
橋

延
源
法
橋
明
源
法
橋

経
師
尋
意
法
橋

と
名
を
挙
げ
て
い
る
。
明
俊
（
順
、
舜
）
、
範
春
（
順
、
俊
、
舜
）
、
延
源
、
明
源
の
い
づ
れ
も
、
承
保
二
年
（
一

O
七
五
）
二
一
月
に
法
橋

教
禅
の
死
去
し
て
の
ち
、
僧
綱
に
補
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
『
僧
綱
補
任
』
と
他
の
記
録
で
確
認
で
き
る
吾
6

）

O

そ
の
活
動
の
年
次
は

『
諸
寺
縁
起
集
』
の
記
載
の
順
序
と
は
異
な
る
の
で
、
以
下
は
年
次
に
し
た
が
っ
て
述
べ
る
。



ま
ず
法
橋
延
源
の
こ
と
は
、
永
保
三
年
（
一

O
八
三
）
十
二
月
、
寛
治
六
年
（
一

O
九
二
）
、
嘉
保
元
年
（
一

O
九
四
）
、
同
二
年
、
同

三
年
の
記
録
に
み
え
る
。
そ
の
頃
の
僧
綱
仏
師
の
人
数
は
四
人
、
そ
の
う
ち
の
一
人
が
絵
仏
師
延
源
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
明
俊
の
こ
と
は
、

嘉
保
二
年
（
一

O
九
五
）
六
月
、
康
和
三
年
（
一
一

O
ご
三
月
、
長
治
元
年
（
一
一

O
四
）
、
同
二
年
、
永
久
二
年
（
一
一
一
四
）
十

一
月
、
元
永
元
年
（
一
一
一
八
）
の
記
録
に
み
え
る
。
明
俊
は
明
舜
、
明
順
と
記
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
同
一
人
の
可
能
性
が
あ
る
。

『
僧
綱
補
任
』
は
明
俊
と
記
し
て
一
貫
し
て
い
る
。
南
都
で
は
明
俊
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
は
、
前
述
の
菅
家
本
『
諸
寺
縁
起
集
』
の
記

名
に
よ
っ
て
も
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
南
都
に
お
け
る
認
識
に
は
問
題
が
あ
る
。
そ
の
一
は
、
『
僧
綱
補
任
』
の
記
事
は
完
全

に
は
正
確
で
は
な
い
と
想
像
で
き
る
点
を
も
っ
て
い
る
。
康
和
三
年
（
一
一

O
二
の
条
文
に
法
眼
に
叙
せ
ら
れ
た
、
と
い
う
記
事
は
後

述
す
る
よ
う
に
、
錯
誤
が
あ
る
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
こ
の
節
の
冒
頭
で
あ
げ
た
『
中
右
記
』
元
永
元
年
九
月
十

四
日
の
条
に

或
人
云
、
法
橋
明
順
一
日
病
胸
、
俄
入
滅
、
年
八
十
余
、
是
絵
仏
師
、
巧
画
図
。

と
い
う
記
事
が
み
え
る
の
で
あ
る
。
伝
聞
と
い
っ
て
も
、
白
河
院
側
近
に
よ
る
記
事
は
重
い
。
ま
た
仏
師
、
絵
仏
師
の
系
字
を
重
視
す
る

立
場
に
た
て
ば
、
明
順
の
の
ち
、
明
源
、
智
順
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
明
俊
は
明
順
と
理
解
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

つ
ぎ
に
あ
げ
る
範
俊
の
場
合
も
、
範
春
、
範
舜
、
範
順
の
四
通
り
の
記
名
が
あ
る
。
か
れ
の
こ
と
は
、
康
和
五
年
（
一
一

O
三
）
、
長

治
元
年
（
一
一

O
四
）
、
同
二
年
の
記
録
が
あ
る
。
『
僧
網
補
任
』
は
範
春
と
も
範
俊
と
も
記
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
『
僧
綱
補
任
』

に
し
た
が
う
と
、
そ
の
頃
の
仏
師
僧
網
は
六
人
、
そ
の
う
ち
の
二
人
が
、
明
俊
と
範
俊
で
あ
る
。

菅
家
本
『
諸
寺
縁
起
集
』
の
名
あ
る
絵
仏
師
の
最
後
は
明
源
で
あ
る
。
そ
の
系
字
が
延
源
に
よ
る
の
か
明
順
に
よ
る
の
か
不
明
で
あ
る

絵仏師の時代

が
、
後
述
す
る
経
師
尋
意
と
と
も
に
、
そ
の
活
動
は
鳥
羽
院
治
世
の
初
期
に
あ
ら
わ
れ
る
。
大
治
五
年
（
一
一
三

O
）
十
月
、
天
承
元
年

（
一
一
三
二
、
長
承
二
年
（
一
二
三
ニ
）
、
同
三
年
、
保
延
元
年
（
一
二
一
一
五
）
、
同
二
年
、
同
三
年
、
同
五
年
、
同
六
年
、
同
七
年
の

記
録
が
あ
る
。

九
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こ
の
よ
う
に
、
菅
家
本
『
諸
寺
縁
起
集
』
の
あ
げ
た
絵
仏
師
は
、
絵
仏
師
法
橋
教
禅
の
あ
と
を
継
ぐ
、
僧
綱
に
あ
げ
ら
れ
た
絵
仏
師
た

ち
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
は
補
任
の
契
機
の
明
ら
か
な
も
の
も
あ
る
。
明
順
の
場
合
は
、
康
和
三
年
（
一
一

O
一
）
三
月
二
十
九
日
、
鳥

羽
新
御
堂
（
謹
金
剛
院
）
供
養
に
と
も
な
う
造
仏
賞
で
、
柱
絵
賞
と
し
て
僧
網
に
絞
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
『
僧
網
補
任
』
が
法
眼
に
絞

せ
ら
れ
た
と
記
す
る
の
は
錯
誤
か
も
知
れ
ぬ
こ
と
は
前
述
し
た
。
そ
の
錯
誤
は
書
写
の
誤
り
か
も
知
れ
な
い
が
、
嘉
保
二
年
（
一

O
九
五
）

の
『
安
鎮
法
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
と
き
す
で
に
明
順
が
丹
後
講
師
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
錯
誤
か
も
知
れ
な
い
。
か
つ
て
丹
後
講
師

た
り
し
絵
仏
師
に
は
、
長
暦
四
年
（
一

O
四
O
）
十
月
、
員
言
院
五
大
尊
十
二
天
像
を
図
絵
し
た
政
（
救
）
円
が
い
た
。
系
字
か
ら
推
す

と
、
政
円
も
ま
た
入
円
の
工
房
に
属
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
し
、
絵
阿
闇
梨
延
円
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
絵

仏
師
法
橋
教
禅
も
ま
た
、
僧
網
に
補
任
さ
れ
る
以
前
、
永
承
三
年
（
一

O
四
八
）
に
丹
波
講
師
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
に
ふ
れ
た
通
り
で
あ

る
。
さ
き
に
仏
師
入
円
は
万
寿
二
年
（
一

O
二
五
）
、
講
師
若
し
く
は
寺
司
に
任
ぜ
ら
れ
ん
こ
と
を
関
白
頼
通
に
請
う
た
が
、
そ
の
こ
と

は
す
で
に
歴
史
の
現
実
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
講
師
は
法
橋
以
前
の
地
位
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
講
師
か
ら

一
挙
に
法
眼
に
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。

絵
仏
師
範
俊
の
場
合
は
、
康
和
五
年
（
一
一

O
こ
七
月
二
十
五
日
、
興
福
寺
供
養
賞
に
と
も
な
う
も
の
で
、
柱
絵
賞
で
あ
っ
た
。

『
七
大
寺
日
記
』
に
よ
る
と
、
金
堂
の
柱
絵
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
の
評
語
は
、
走
指
事
と
手
厳
し
い
。

明
源
の
場
合
は
、
大
治
五
年
（
一
一
三

O
）
十
月
二
十
五
日
、
仁
和
寺
女
院
御
願
寺
（
法
金
剛
院
）
供
養
に
と
も
な
う
、
絵
仏
師
賞
で

あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
絵
仏
師
僧
網
補
任
の
経
緯
は
、
絵
仏
師
法
橋
教
禅
の
場
合
と
く
ら
べ
て
差
異
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
道
長
・
頼
通
の

掻
関
期
と
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
意
識
が
は
げ
し
か
っ
た
白
河
院
政
期
の
社
会
文
化
と
の
違
い
が
、
そ
の
根
抵
に
は
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
丈

六
の
巨
大
な
絵
像
が
風
に
は
た
め
く
、
仏
ノ
浄
土
ト
思
エ
テ
貴
シ
と
い
う
、
撮
関
期
の
印
象
深
い
情
景
は
遠
の
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
。
指
し
た
る
事
な
し
、
と
い
う
評
言
が
、
そ
の
か
わ
り
に
範
俊
ら
に
は
ま
と
わ
り
つ
く
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。



と
も
あ
れ
こ
う
し
て
、
僧
綱
に
絵
仏
師
が
補
任
さ
れ
る
と
い
う
制
度
は
安
定
し
、
百
体
丈
六
絵
仏
の
図
絵
と
い
う
よ
う
な
例
外
的
画
業

で
は
な
い
と
し
て
も
、
公
事
と
し
て
の
仏
画
を
担
当
す
れ
ば
、
僧
綱
へ
の
途
が
用
意
さ
れ
る
時
代
と
な
っ
た
。
そ
の
安
定
の
な
か
で
、
時

世
の
趣
味
は
変
化
し
、
そ
れ
と
と
も
に
絵
画
の
志
向
す
る
所
も
変
化
し
て
い
た
。

そ
の
端
著
は
絵
仏
師
法
橋
教
禅
が
補
任
さ
れ
た
治
暦
四
年
（
一

O
六
人
）
三
月
の
直
後
、
御
薬
御
祈
の
甲
斐
も
な
く
四
月
十
九
日
、
後

冷
泉
天
皇
が
崩
御
さ
れ
て
即
位
し
た
後
三
条
天
皇
（
一

O
三
四
｜
七
八
）
の
治
世
に
現
れ
る
。
『
左
大
史
小
槻
季
継
記
』
は
後
三
条
院
の

治
世
を
評
し
、
誠
美
麗
ヲ
ハ
被
好
テ
、
不
被
知
世
費
事
也
、
と
記
し
て
い
る
。
白
河
院
の
治
世
に
お
い
て
は
『
中
右
記
』
に
、
し
ば
し
ば

そ
の
美
麗
と
い
う
評
一
一
一
回
を
み
る
よ
う
に
な
る
。
寛
治
八
年
（
一

O
九
四
）
八
月
十
九
日
の
条
に
、
賀
陽
院
の
歌
合
に
ふ
れ
て
、

和
歌
書
物
巻
文
各
五
巻
。
（
以
下
原
文
は
割
書
）
春
夏
秋
冬
祝
各
一
巻
、
瑠
璃
軸
色
々
也
、
色
紙
下
絵
左
方
女
絵
右
方
男
絵
、
皆
書
歌

情
欺
、
美
麗
過
差
無
極
。

永
長
二
年
（
一

O
九
七
）
四
月
三
十
日
の
条
に
、

近
代
御
服
美
麗
。

嘉
承
元
年
（
一
一

O
六
）
四
月
二
十
四
日
、
賀
茂
社
祭
に
ふ
れ
て
、

東
宮
使
大
進
仲
章
、
事
々
美
麗
過
差
也
。

同
年
七
月
五
日
、
鳥
羽
御
堂
の
修
説
に
列
っ
た
ひ
と
に
ふ
れ
て
、

殿
上
人
井
堂
童
子
衣
冠
、
候
院
北
面
人
々
也
、
女
房
等
毎
日
打
出
、
過
差
美
麗
天
下
無
双
云
々
。

絵仏師の時代

な
ど
と
み
え
る
。
美
麗
は
、
絵
画
の
領
域
で
あ
る
歌
巻
は
も
と
よ
り
の
こ
と
と
し
て
、
衣
装
パ
人
事
に
お
よ
ん
で
い
る
。
白
河
院
治
世
に

お
け
る
仏
寺
造
営
は
、
い
わ
ゆ
る
六
勝
寺
の
造
営
に
象
徴
さ
れ
る
が
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
尊
勝
寺
の
、
康
和
四
年
（
一
一

O
ニ
）
七
月
十

五
日
の
供
養
に
ふ
れ
て
、
「
康
和
四
年
尊
勝
寺
供
養
記
」
に
は
、
随
当
時
美
麗
の
言
も
あ
る
。

以
後
、
『
殿
暦
』
、
『
長
秋
記
』
、
『
兵
範
記
』
の
日
記
類
を
は
じ
め
と
し
て
諸
書
に
、
『
中
右
記
』
と
同
じ
趣
旨
で
以
て
、
美
麗
の
語
を
み

九
五
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る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
疎
、
疎
荒
の
評
言
が
、
仏
画
、
仏
像
に
つ
い
て
散
見
す
る
よ
う
に
も
な
る
。
た
と
え
ば
醍
醐
寺
蔵

「
八
大
明
王
国
像
」
奥
書
に
、
忠
豪
の
筆
疎
な
る
が
故
に
三
井
寺
覚
猷
法
橋
に
潤
色
せ
し
め
た
、
と
い
う
保
元
元
年
（
一
一
二

O
）
七
月

二
十
六
日
の
旧
記
の
記
載
を
み
る
。
ま
た
『
山
塊
記
』
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
九
月
二
十
九
日
の
条
に
、
法
橋
康
朝
造
立
は
甚
疎
荒
な

る
を
以
て
意
趣
に
叶
わ
な
か
っ
た
、
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
疎
、
疎
荒
が
美
麗
の
対
語
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
『
朝
野
群
載
』

所
収
の
「
延
暦
寺
起
請
」
の
、
雄
云
鶏
衣
之
疎
悪
、
何
祉
狐
葵
之
美
麗
の
用
例
な
ど
に
よ
っ
て
推
察
さ
れ
る
。

大
治
二
年
（
一
一
二
七
）
三
月
に
焼
失
し
た
東
寺
の
五
大
尊
十
二
天
像
の
新
図
絵
に
際
し
、
そ
の
本
様
を
宇
治
御
経
蔵
に
お
さ
め
ら
れ

て
い
た
小
野
経
蔵
大
師
御
様
十
二
天
五
大
尊
に
求
め
た
と
こ
ろ
、

其
疎
荒
之
由
、
鳥
羽
院
聞
食
テ

結
局
、
仁
和
寺
円
堂
後
壁
に
よ
っ
て
改
め
て
図
様
を
描
く
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
が
、
『
東
宝
記
』
に
み
え
る
。
色
彩
華
麗
で
切
金
を
置
い

た
、
現
京
都
国
立
博
物
館
蔵
の
十
二
天
五
大
尊
像
が
そ
れ
に
当
る
こ
と
は
、
経
緯
と
も
ど
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

以
上
み
た
よ
う
に
、
僧
網
絵
仏
師
の
制
度
が
安
定
し
た
白
河
院
の
時
代
の
美
麗
の
趣
味
は
、
鳥
羽
院
（
一
一

O
三
l
五
六
）
の
時
代
に

も
継
承
さ
れ
、
歌
巻
・
図
像
・
仏
画
に
わ
た
る
絵
画
の
領
域
に
お
よ
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
教
禅
以
前
の
仏
教
絵
画
の
祉
大
な
明
快

さ
は
旧
様
と
な
り
、
教
禅
以
後
は
美
麗
な
新
様
に
と
移
っ
て
い
く
。
具
体
的
に
は
、
高
野
山
五
大
力
耽
像
は
旧
様
と
な
り
、
応
徳
三
年

（一

O
八
六
）
仏
浬
繋
図
よ
り
大
治
二
年
（
一
一
二
七
）
十
二
天
五
大
尊
像
の
新
様
に
と
移
っ
て
い
く
。

こ
の
美
麗
を
求
め
た
新
し
い
絵
画
志
向
の
主
な
荷
担
者
が
、
延
源
、
明
順
、
範
順
、
明
源
ら
絵
仏
師
法
橋
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
工
房

の
な
か
に
も
周
辺
に
も
僧
網
を
え
な
か
っ
た
絵
仏
師
、
寺
司
に
つ
い
た
絵
仏
師
・
画
僧
、
画
所
周
辺
の
絵
仏
師
の
い
た
こ
と
は
、
す
で
に

別
稿
韮
7
）
で
ふ
れ
た
が
か
れ
ら
も
ま
た
美
麗
の
志
向
の
な
か
に
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
に
特
記
す
べ
き
は
、
天
承
元
年

（
一
一
三
こ
は
じ
め
て
記
録
に
表
れ
、
長
承
三
年
（
一
二
ニ
四
）
に
は
死
去
し
た
経
師
尋
意
法
橋
や
、
書
経
師
忠
伊
法
橋
の
存
在
で
あ

る
。
忠
伊
法
橋
は
、
保
延
二
年
（
一
二
三
ハ
）
十
月
十
五
日
、
金
泥
一
切
経
を
書
写
し
て
法
金
剛
院
御
塔
供
養
賞
と
し
て
、
僧
網
に
補
任



さ
れ
た
も
の
で
、
保
延
七
年
（
一
一
四
こ
に
は
な
お
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
丈
六
の
絵
仏
と
と
も
に
登
場
し
た
絵
仏
師

法
橋
は
、
美
麗
の
時
代
、
尺
余
の
紙
面
に
志
向
を
定
め
趣
向
を
凝
ら
す
経
師
法
橋
と
並
び
立
つ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
平
家
納
経
へ

の
途
が
ひ
ら
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

教
禅
法
橋
の
治
暦
四
年
（
一

O
六
八
）
の
頃
か
ら
尋
意
法
橋
の
天
承
元
年
（
一
二
三
）
の
頃
ま
で
、
何
故
か
宮
中
の
絵
所
の
絵
師
に

つ
い
て
は
、
そ
の
動
向
を
窺
う
べ
き
記
録
は
き
わ
め
て
乏
し
い
。
か
つ
て
掻
関
期
を
前
後
す
る
時
代
の
、
常
則
、
広
高
、
良
親
ら
の
華
や

か
な
画
歴
と
比
す
べ
く
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
絵
所
で
追
求
さ
れ
た
、
小
画
面
で
ま
づ
実
現
さ
れ
、

つ
づ
い
て
扉
風
絵
に
も
実
現
し
た

で
あ
ろ
う
美
麗
は
、
絵
仏
師
の
時
代
に
仏
教
絵
画
に
浸
透
し
て
美
麗
細
級
な
院
政
期
仏
画
に
化
現
し
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
な

ら
、
こ
の
頃
の
絵
所
絵
師
も
加
担
者
と
し
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
働
き
を
な
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
か
つ
て
主
流
を
な
し
た
も
の
は
、

今
は
伏
流
と
な
っ
て
、
時
代
の
美
麗
な
仏
画
と
い
う
新
し
い
絵
画
志
向
を
、
大
き
く
は
な
い
が
確
か
な
力
で
動
か
し
て
い
た
に
ち
が
い
な

ぃ
。
源
氏
物
語
絵
巻
の
存
在
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

む
す
び

さ
て
以
上
の
よ
う
に
、
治
暦
四
年
（
一

O
六
八
）
の
絵
仏
師
法
橋
の
成
立
の
、
前
後
す
る
事
情
を
み
て
き
た
。
藤
原
道
長
の
法
成
寺
造

営
に
と
も
な
う
絵
画
制
作
が
機
運
を
つ
く
り
、
百
体
丈
六
絵
仏
が
風
に
動
く
な
か
で
、
仏
師
入
円
の
講
師
寺
司
の
請
願
と
な
り
、
藤
原
頼

通
の
時
代
に
制
度
と
し
て
成
立
し
た
。
以
後
、
絵
像
五
千
四
百
七
十
余
体
が
制
作
さ
れ
た
白
河
院
の
治
世
、
絵
仏
師
僧
網
の
制
度
は
安
定

し
、
そ
の
安
定
の
も
と
で
、
美
麗
な
仏
画
の
と
き
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
と
き
に
成
熟
し
ま
た
胎
動
し
た
新
し
い
絵
画
志
向
は
何

絵仏師の時代

で
あ
っ
た
か
。

応
徳
三
年
の
仏
浬
繋
図
や
そ
れ
に
つ
づ
く
旧
長
法
寺
釈
迦
金
棺
出
現
図
の
裏
面
に
、
正
確
か
つ
聞
達
な
素
描
力
を
も
っ
た
墨
の
裏
描
が

あ
る
。
切
金
な
ど
も
も
ち
い
た
表
面
の
締
微
な
彩
色
技
術
と
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
裏
表
の
対
照
は
、
疎
荒
と
美
麗
と
の
対
照
と

九
七



相
通
じ
る
も
の
を
含
む
も
の
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
実
際
の
両
作
品
の
画
面
に
お
い
て
は
、
そ
の
裏
表
の
組
密
は
融
和
し
て
、
美
麗
で

九
A 

あ
り
な
が
ら
な
お
固
定
し
な
い
、
生
動
す
る
画
趣
も
ま
た
留
め
て
い
る
。

そ
の
二
作
品
と
く
ら
べ
る
と
、
大
治
二
年
の
十
二
天
五
大
尊
は
、
彩
色
の
巧
級
は
さ
ら
に
深
ま
り
過
差
美
麗
と
い
う
べ
き
画
境
に
達
す

る
こ
と
に
な
る
。
絵
仏
師
僧
綱
の
制
度
の
安
定
は
、
白
河
院
善
根
の
五
千
余
の
絵
像
の
制
作
の
な
か
で
、
美
麗
な
仏
画
の
成
熟
と
画
技
の

安
定
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
成
熟
の
過
程
に
お
い
て
、
応
徳
三
年
の
仏
浬
繋
図
裏
面
に
隠
れ
て
い
た
描
線
が
ひ
と
り
、
成
熟
の
坪
外
に
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な

ぃ
。
新
し
い
描
線
は
、
絵
仏
師
の
時
代
の
新
し
い
様
相
を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
白
描
図
や
物
語
絵
巻
や
経
絵
な
ど
に
み
ら
れ

る
新
し
い
志
向
は
、
成
熟
し
た
新
し
い
描
線
と
と
も
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
絵
仏
師
の
新
し
い
世
代
で
あ
る
所
の
、
智
順
や
応
源

や
頼
源
、
或
は
宅
間
為
遠
と
為
基
（
勝
賀
）
の
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
藤
末
鎌
初
の
時
期
に
あ
た
る
。
そ
こ
に
い
た
っ
て
、
絵

仏
師
の
時
代
は
、
別
の
多
様
な
新
し
い
志
向
を
し
め
す
こ
と
に
な
る
。

寛
仁
四
年

治
安
元
年

，， 万
寿
二
年

長
暦
四
年

永
承
三
年

天
喜
元
年

一O
二
O

。
年

一O
二
二

一O
二
五

一O
四
O

一O
四
八

一O
五
三 関

係
略
年
譜

月
、
法
成
寺
無
量
寿
院
供
養
。
（
左
経
紀
ほ
か
）

三
月
、
法
成
寺
無
量
寿
院
に
百
十
六
体
丈
六
絵
仏
を
供
養
。
（
小
右
記
ほ
か
）

七
月
、
法
成
寺
金
堂
を
供
養
。
仏
師
定
朝
、
法
橋
。
（
栄
花
物
語
ほ
か
）

九
月
、
仏
師
入
円
、
大
元
帥
像
を
図
絵
。
講
師
・
寺
司
を
請
う
。
（
小
右
記
）

十
月
、
丹
後
講
帥
政
（
救
）
円
、
員
言
院
五
大
尊
十
二
天
像
を
図
絵
。
（
春
記
、
東
宝
記
）

二
月
、
丹
波
講
師
教
禅
、
輿
福
寺
金
堂
法
相
柱
を
図
絵
。
（
造
興
福
寺
記
）

月
、
平
等
院
鳳
且
堂
供
養
。
（
扶
桑
略
記
ほ
か
）



治
暦
四
年

延
久
四
年

承
保
二
年

永
保
三
年

応
徳
三
年

寛
治
二
年

庁
八
年

嘉
保
二
年

M
H

三
年

康
和
三
年

M
M

五
年

長
治
二
年

永
久
二
年

元
永
元
年

大
治
二
年

絵仏師の時代

大
治
四
年

天
承
元
年

保
延
二
年

一O
六
人

一O
七
二

一O
七
五

一O
八
三

一O
八
六

一O
八
八

一O
九
四

一O
九
五

一O
九
六

一一
O

二
O
三

一一
O
五

一
一
一
四八七九

一一
一

一
一
三
六

三
月
、
法
成
寺
に
百
二
十
体
丈
六
絵
仏
を
供
養
。
絵
仏
師
教
禅
、
法
橋
。
（
初
例
抄
ほ
か
）

十
二
月
、
白
河
天
皇
、
即
位
。

一
一
一
月
、
絵
仏
師
教
禅
法
橋
、
死
去
。
（
初
例
抄
）

十
二
月
、
絵
仏
師
延
源
法
橋
、
安
銀
法
呈
茶
羅
を
図
絵
。
（
安
鎮
法
日
記
）

四
月
、
高
野
山
仏
浬
撲
図
。
（
銘
）

十
月
、
来
振
寺
五
大
尊
降
三
世
明
王
像
。
（
銘
）

八
月
、
賀
陽
院
歌
合
の
和
歌
巻
、
過
差
美
麗
。
（
中
右
記
）

六
月
、
絵
仏
師
丹
後
講
師
明
舜
（
俊
）
、
安
鎮
法
憂
茶
羅
等
を
図
絵
。
（
安
鎮
法
日
記
）

六
月
、
絵
仏
師
延
源
法
橋
、
死
去
。
（
僧
綱
補
任
）

三
月
、
絵
仏
師
明
俊
（
舜
）
、
法
眼
。
（
僧
綱
補
任
）

七
月
、
絵
仏
師
範
順
、
法
橋
。
（
僧
綱
補
任
ほ
か
）

十
二
月
、
絵
仏
師
定
助
、
法
橋
。
（
中
右
記
）

十
一
月
、
絵
仏
師
明
順
、
法
橋
。
（
中
右
記
ほ
か
）

九
月
、
絵
仏
師
法
橋
明
順
、
死
去
。
八
十
余
才
。
（
中
右
記
）

三
月
、
東
寺
五
大
尊
十
二
天
像
焼
失
。
宇
治
経
蔵
本
に
よ
る
新
図
様
、
疎
荒
に
よ
り
、
描
き
改
む
。

今
、
京
都
国
立
博
物
館
蔵
。
（
東
宝
記
）

七
月
、
白
河
院
、
崩
御
。
生
前
え
が
か
し
め
た
絵
像
、
五
千
四
百
七
十
余
体
と
伝
う
。
（
中
右
記
）

こ
の
年
、
経
師
尋
意
、
法
橋
。
絵
仏
師
明
源
、
法
橋
。
（
僧
綱
補
任
）

こ
の
年
、
経
師
忠
伊
、
法
橋
。
絵
仏
師
明
源
、
同
前
。
（
僧
綱
補
任
）

九
九
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註

拙
稿
「
明
恵
の
周
辺
｜
恵
日
房
成
忍
と
俊
賀
の
場
合
」
哲
学
年
報
三
四
緯

拙
稿
「
絵
仏
師
応
源
の
こ
と
」
密
教
図
像
五
号
一
九
八
七
年
十
月

前
者
に
お
い
て
、
新
し
い
志
向
の
一
端
を
精
神
的
側
面
に
重
き
を
お
い
て
、
後
者
に
お
い
て
、
技
法
に
重
き
を
お
い
て
検
討
し
た
。

拙
稿
「
絵
師
僧
と
な
る
」
美
学
一

O
六
号
一
九
七
六
年
一
月

拙
稿
「
僧
綱
絵
仏
師
研
究
史
料
（
稿
）
」
哲
学
年
報
四
六
輯
四
一
・
一
一
頁
一
九
八
七
年
二
月

前
掲
註
3

四
O
l
四
四
頁

『
大
日
本
史
料
』
第
二
編
十
六
巻
三
五

O
｜
四
頁
、
払
旧
安
元
年
三
月
二
十
九
日
の
条

前
掲
註
3

四
四
｜
五

O
頁

拙
稿
「
院
政
期
絵
仏
師
の
側
面
」
田
村
園
澄
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
東
ア
ジ
ア
と
臼
本

八
O
頁
一
九
八
七
年
十
二
月
吉
川
弘
文
館

一
九
七
五
年
三
月

2 3 4 5 6 7 

考
古
・
美
術
編
』
所
収

二
七
六
l


