
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

ヴィヤール・ド・オンヌクールの画帳 : 西洋中世の
画論から

前川, 誠郎

https://doi.org/10.15017/2543249

出版情報：哲學年報. 23, pp.553-569, 1961-09-20. 九州大学文学部
バージョン：
権利関係：



ヴ
ィ
ヤ

i
ル
・
ド
・
オ
ン
ヌ
ク
ー
ル
の
画
帳

｜

｜

西

洋

中

世

の

画

論

か

ら

｜

｜

目日

JI! 

誠

良5

《
こ
の
書
物
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

私
は
多
く
の
国
へ
行
っ
た
が
、
何
処
で
あ
れ
ラ
l
ン
の
塔
ほ
ど
の
塔
を
み
た
こ
と
が
な
い
。
》

（
凶
〈
回
同
）
（
第
て
二
図
）

今
こ
こ
に
紹
介
し
よ
う
と
す
る
あ
る
不
思
議
な
書
物
の
中
で
、
か
よ
う
な
言
葉
を
も
っ
て
私
た
ち
に
話
し
か
け
て
く
る
比
の
人
は
、

体
誰
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
人
の
名
は
オ
ン
ヌ
ク
ー
ル
の
ヴ
ィ
ヤ

l
ル
。
オ
ン
ヌ
ク

l
ル
と
は
白
耳
義
寄
り
の
北
仏
ピ
カ
ル
デ
ィ

l
地

方
の
一
都
市
カ
ン
ブ
レ

l
の
南
方
に
あ
る
小
村
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
僅
か
に
此
の
人
の
名
と
の
繋
り
に
お
い
て
の
み
世
に
知
ら
れ
る
に

A

註－
v

過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
叉
実
は
此
の
人
そ
れ
自
身
に
関
し
て
も
、
画
帳
（
曲
－

Z
B）
と
厚
ば
れ
る
こ
の
書
物
一
冊
を
除
い
て
は
、
他
に
殆
ん

ど
何
一
つ
信
用
す
べ
き
資
料
が
伝
わ
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
故
郷
の
近
く
の
町
サ
ン
・
カ
ン
タ
ン
の
僧
会
聖
堂
の
祭
室
（
一
二

五
七
年
献
堂
）
を
造
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
も
今
残
っ
て
い
る
此
の
画
帳
の
内
容
か
ら
は
確
め
る
術
が
な
い
。
ま
た
画
帳
に
は

《
ヴ
ィ
ヤ

l
ル
・
ド
・
オ
ン
ヌ
ク
l
ル
と
ピ
エ
ル
・
ド
・
コ
ル
ビ
ー
に
よ
り
設
計
さ
れ
た
二
重
周
廊
を
も
っ
聖
堂
一
》
と
特
記
し
た
祭
室
の

平
面
図
（
凶
出
凶
）
が
載
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
実
際
に
何
処
か
に
建
て
ら
れ
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
単
な
る
構
想
に
留
る
も
の
な
の

ず
ィ
ヤ

l
ル
・
ド
・
オ
ン
ヌ
ク
ー
ル
の
画
帳

五
五
三



ヴ
ィ
ヤ

l
ル
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l
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帳

五
五
四

か
、
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
画
帳
に
出
て
く
る
地
名
に
は
故
郷
近
在
の
町
カ
ン
ブ

ν
ー
を
は
じ
め
ラ
l
ン、

シ
ャ
ル
ト
ル
、
ラ
ン
ス
、
ヴ

ォ

l
セ
ル
、
モ

l
、
ロ
l
ザ
ン
ヌ
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
殆
ん
ど
す
べ
て
に
そ
の
地
の
建
築
の
見
取
図
や
飾
り
窓
な
ど

が
描
か
れ
て
い
る
処
を
み
る
と
、
彼
が
一
度
は
そ
れ
ら
各
地
を
実
際
に
訪
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
中
、
六
頁
を

費
し
て
最
も
詳
し
い
記
述
を
行
っ
て
い
る
う
ン
ス
（
第
三
、
四
図
）
で
は
、
大
聖
堂
の
身
廊
部
の
或
る
一
つ
の
窓
に
つ
い
て
、
《
私
が
こ
れ

在
描
い
た
と
き
、
私
は
呼
ば
れ
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
へ
行
く
処
で
あ
っ
た
。
そ
の
故
に
こ
そ
、
私
は
何
に
も
ま
し
て
こ
れ
を
愛
し
た
。
》
（
M
M内
V

と
記
し
て
い
る
。
乙
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
行
き
が
、
彼
の
生
症
で
の
極
め
て
重
要
な
出
来
事
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
事

実
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
画
帳
の
中
に
彼
の
自
筆
で
も
う
一
度
、
《
か
つ
て
私
は
、
私
が
そ
こ
に
長
ら
く
い
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
、
こ
の

（
図
の
）
よ
う
に
作
ら
れ
た
聖
堂
の
鋪
床

Q
S
m
B
S
H）
を
み
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
》
（
凶
凶
凶
）
と
記
し
た
筒
処
が
あ
り
、
叉
十
五
世
紀
頃

F

の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
後
人
の
手
蹟
で
、
《
ハ
ン
ガ
リ
ー
へ
行
っ
た
ド
・
オ
ン
ヌ
ク
ー
ル
》
（
口
同
）
と
い
う
書
き
込
み
も
見
出
さ
れ
る
。
彼

〈
健
二
）

が
遠
く
ハ
ン
ガ
リ
ー
ま
で
出
掛
け
た
時
期
や
目
的
に
つ
い
て
は
、
様
々
の
興
味
あ
る
説
が
出
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
そ
れ
は

全
く
推
測
に
属
す
る
問
題
で
あ
っ
て
、
た
だ
彼
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
へ
行
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
が
、
私
た
ち
に
残
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
。
そ

れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
彼
が
そ
こ
へ
《
時
ば
れ
た
》
と
い
う
の
は
、
建
築
家
と
し
て
の
彼
の
名
声
が
当
時
相
当
高
い
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
信
じ
さ
せ
る
。
画
帳
の
中
か
ら
お
そ
ら
く
は
そ
の
旅
次
の
見
聞
に
基
く
と
思
わ
れ
る
も
の
を
拾
う
な
ら
ば
、
前
記
の
教
会
の
鋪
床
の

他
に
、
獅
子
の
調
教
法
を
記
し
た
頁
（

up〈
同
）
（
第
十
図
）
や
、
或
は
ま
た
《
私
が
か
つ
て
見
た
サ
ラ
セ
ン
人
の
墓
は
こ
の
（
図
の
）
ょ
う

で
あ
っ
た
。
》
と
い
う
美
し
い
一
葉
（
凶
同
）
（
第
九
図
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

。



此
の
画
帳
は
、
現
在
巴
里
の
国
立
図
書
館
に
蔵
せ
ら
れ
る
も
の
で
、

5

0

×
M
4
0
（B
B）
の
大
き
さ
の
二
折
版
羊
皮
紙
三
十
三
葉
か
ら
な

り
、
気
付
薬
及
び
花
か
ら
採
っ
た
顔
料
を
保
存
す
る
薬
剤
の
処
方
に
費
し
た
最
終
葉
を
除
く
と
、
残
る
三
十
二
葉
六
十
四
頁
に
は
大
小
何

ら
か
の
素
描
が
あ
る
。
素
描
は
銀
筆
（
叉
は
鉛
筆
）
で
描
い
た
上
を
、
イ
ン
ク
で
明
瞭
に
隈
取
り
す
る
遺
り
方
で
あ
る
が
、
祭
壇
の
前
に

花
瓶
を
持
っ
て
立
つ
裸
体
の
男
子
を
描
い
た
一
頁
（
凶
阿
国
）
だ
け
は
、
更
に
ビ
ス
タ
ー
で
陰
影
を
つ
け
唯
一
の
例
外
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
素
描
の
多
く
に
は
、
ヴ
ィ
ヤ
l
ル
の
自
筆
で
説
明
が
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
こ
の
画
帳
の
魅
力
と
価
値
と
を
倍
加
す
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
が
、
例
え
ば
カ
ン
ブ
レ

l
の
ノ

l
ト
ル
・
ダ
l
ム
聖
堂
祭
室
の
平
面
図
を
示
し
た
頁
（
凶
同
出
口
）
で
は
、
《
・
・
更
に
本
書
の
中

で
諸
君
は
、
内
部
お
よ
び
外
部
の
見
取
図
、
な
ら
び
に
礼
拝
堂
、
壁
面
お
よ
び
扶
壁
扶
の
臨
置
図
を
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

V
と
述
べ
な

が
ら
、
そ
れ
に
当
る
素
描
が
見
付
か
ら
な
か
っ
た
り
、
叉
強
力
な
脅
砲
の
設
計
図
（
伊
良
一
）
に
は
、
別
の
頁
に
惇
を
引
い
た
場
合
の
図
解
が

あ
る
こ
と
を
記
し
て
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
が
欠
け
て
い
る
な
ど
の
こ
と
か
ら
推
し
て
、
相
当
数
の
紙
葉
が
散
逸
し
た
も
の
と
考
え
ら

円
健
三
｝

れ
て
い
る
。

一
般
に
こ
の
手
記
が
、
画
帳
冒
も
し
く
は
写
生
帳
な
ど
と
呼
ば
れ
る
の
は
、

こ
れ
ら
の
紙
葉
が
随
時
随
処
に
お
い
て
描
か
れ
記
さ
れ
た
も

の
の
集
積
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
由
来
し
て
い
る
が
、
し
か
し
ま
た
、
或
る
一
定
の
目
的
を
も
っ
た
書
物
に
編
も
う
と
す
る

意
図
な
り
努
力
な
り
も
、
そ
の
成
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
こ
れ
ま
で
に
引
用

『
註
四
｝

し
た
中
の
二
つ
の
箇
処
（
凶
〈
口
同
）
（
｝
只
何
回
目
）
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
《
本
書
の
中
に

8
2
z
－2
5
》
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
て

い
る
こ
と
、
ま
た
序
文
と
見
倣
し
う
る
次
の
文
章
が
胃
頭
角
ど
に
つ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
日
く
、
《
ヴ
ィ
ヤ
l
ル
・
ド
・
オ
ン
ヌ
ク

ー
ル
は
諸
君
に
挨
拶
し
、
恥
事
m
山
恥
心
見
出
さ
れ
る
考
案
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
総
て
の
人
々
に
、
彼
の
魂
の
た
め
に
祈
り
、
ま
た
彼
を

ヴ
ィ
ヤ

l
ル
・
ド
・
オ
ン
ヌ
ク
i
ル
の
画
帳

五
五
五



ヴ
ィ
ヤ
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ド
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オ
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ヌ
ク
ー
ル
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繭
帳

忘
れ
な
い
よ
う
に
と
願
う
。
何
故
な
ら
本
書
の
中
に
は
、
石
工
の
偉
大
な
力
や
木
工
の
用
途
に
関
す
る
多
く
の
助
言
が
見
出
さ
れ
る
で
あ

五
五
六

ろ
う
か
ら
。
ま
た
諸
君
は
、
幾
何
学
の
教
え
に
従
っ
た
素
描
に
つ
い
て
有
力
な
助
け
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
》
か
よ
う
な
一
見
相
矛
盾
す

る
ニ
つ
の
性
格
、
即
ち
一
方
に
は
偶
然
の
堆
積
と
い
う
感
の
深
い
雑
多
な
対
象
と
、
他
方
に
は
こ
れ
ら
を
統
合
し
て
一
書
に
編
も
う
と
す
一

る
明
確
な
意
図
と
、
の
存
在
は
、
当
然
さ
ま
ざ
ま
の
推
測
を
許
す
の
で
あ
る
が
、
十
三
世
紀
前
半
と
い
う
古
い
当
時
は
勿
論
の
こ
と
、
更

に
時
代
を
下
げ
て
も
他
に
殆
ん
ど
類
書
を
欠
く
と
い
う
特
殊
な
事
情
が
、
こ
の
間
題
の
適
確
な
解
決
を
著
し
く
困
難
と
し
て
い
る
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。

。

こ
の
画
帳
は
、
西
洋
美
術
史
上
大
そ
う
名
高
い
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
全
貌
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な

ぃ
。
前
世
紀
の
中
葉
以
降
、
英
仏
撲
の
三
国
で
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
さ
れ
た
複
製
本
の
中
、
最
も
新
し
い
ハ

l
ン
ロ

I
ザ

l
教
援
の
校
訂
本

円
位
五
】

（
一
九
三
五
年
、
ウ
ィ
ー
ン
刊
）
が
、
そ
の
綿
密
な
研
究
と
相
倹
っ
て
今
日
定
本
と
称
す
べ
き
存
在
と
な
っ
て
い
る
が
、
現
在
で
は
す
で

に
稀
観
に
属
し
、
我
が
固
に
於
て
は
何
処
で
乙
の
書
物
を
見
得
る
の
か
、
私
は
知
ら
な
い
。
尤
も
こ
の
事
情
は
米
国
に
お
い
て
も
似
寄
っ

た
も
の
で
あ
る
ら
し
く
、
最
近
（
一
九
五
九
年
）
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
か
ら
普
及
版
と
宣
言
う
べ
き
ボ
ウ
イ

1
氏
の
編
纂
一
加
が
出
た
の

は
、
従
来
の
こ
の
難
点
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
処
に
主
旨
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
で
ゐ
る
。
し
か
し
ボ
ウ
イ
l
民
は
、
こ
れ
を
単
な
る
廉

価
版
と
す
る
だ
け
で
は
満
足
せ
ず
、
思
い
切
っ
て
主
題
別
分
類
法
を
採
用
し
、
頁
の
配
列
を
太
き
く
変
更
し
て
い
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
手
記
の
錯
雑
し
た
現
在
の
姿
か
ら
、

こ
れ
を
一
定
の
性
格
巻
も
っ
た
書
物
に
し
よ
う
と
す
る
原
著
者
ヴ
ィ
ヤ
ー
ル
の
意
志
を
、

浮
か
び
上
ら
せ
る
一
つ
の
試
み
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
ゐ
る
。
し
か
し
私
の
よ
う
に
ボ
ウ
イ
l
民
版
だ
け
を
頼
り
に
し
て
、
手
記
の
全
貌
を



成
る
べ
く
詳
し
く
知
ろ
う
と
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
巻
末
に
附
さ
れ
た
対
照
表
を
使
っ
て
、

一
度
原
手
記
の
順
序
通
り
に
頁
を
配
列
し
直

し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
行
っ
た
の
が
次
に
示
す
表
で
あ
る
。

（第一表）

葉｜ 頁 主 題 ｜弘｜分 類

I lペリカン，司教，泉，鵠，怪獣
1 

II ｜十宙二返使り徒の女，外套の男，頭巾の女， I 2 I 出 俗

III I 20 I動，俗
(2) 

IV I 9 I宗

V ｜未完成素描件架他） I 63 I宗，（建？）
3 

I 13 I VI 聡

VII ｜熊，白鳥，天上の都 I 33 I動，建
4 

｜教会の勝末は性立像） I 5 I VIII 時数

IX I 62 I 考
5 l葉形頭首，帯状文，業 I 26 I X 文

XI ｜サラセン人の墓 ｜幻｜ 建
6 

｜時計塔， ドラゴンS字 I 51 I建，文XII 

XIII ｜回｜ 建
7 

｜匙た，猫，蝿，とんぼ，えぴ， I34 I動，考XIV 

xv ｜十字架の基督叫ぴ未完成ー） I 10 I ，刀三プて

8 

I 19 I XVI 俗

9 

XVII ｜｜猪ス，の盃兎，，将火棋鉢するこん タンタル｜｜ 28 I 動，俗，考

XVIII Iラーンの塔と天蓋，毅のある男 I 39 I建，俗

XIX ｜ラーンの塔（見取図） I 40 I 建
10 

｜聖母子，ランスの窓 I 42 I宗，建xx 

ヴ
ィ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
オ
ン
ヌ
ク
ー
ル
の
画
帳

五
五
七



む
｜
川
｜
寸
引
｜
寸
ト
l

「~〕分類
I 3 I宗，動，文

い什俗
い川宗
己J俗，宗

I 15 I 俗

I s I 宗

14 IロVIII騰時つ君侯ぽ人 I 16 I 俗

I VIII Iヴオ一セJレのシト｛鯉堂，蹟き給う主 い7 I匙宗

店 IXXIX I；害宮F講室（平面図），モ｛の聖ステフ｜必｜ 建

｜ロxxI鋪床，柱（平面図…トJレ聖…同 建

16 I奴 XI Iロ一ザンヌ盟ばら忠予言者 ｜土也L乞
I XXXII I王座の基督 I 4 I 宗
｜ ｜慨する二人，シトー派聖堂（平面図），ヵ I41 ｜俗，建

帥｜ lンブレー聖堂（平面図） に斗
' --
I V I屋根組三，燭台 I 60 ｜建，考

18 I XXXV I毅の男，幾哩竺竺素描六 也j俗，幾

I XXXVI I幾何図形t山素描十二 I 36 I 幾

19 I XXX叫幾何図形による素描十三 I 37 I 幾

lxxx吋幾何図形KJ:1.>素描六 I 38 I 幾
20 I XXX叫幾何学叉は測量術十八 I 55 I 幾

V I XL ｜幾何学叉は測量術十二 I 56 I 幾

頁｜
XXI ｜玉座の基督， ドラゴシと渦文

ロII ｜祭壇の前同船持って立つ男子裸像

XXIII ｜ソロモン王の裁判を受ける婦人の一人

XXIV ｜君侯，司教，東方の博士の一人

XXV l王，侍従，兵士

XXVI ｜十字架降し，翼のある獅子と牡牛

主 題

ヴ
ィ
ヤ
ー
ル

ド
・
オ
ン
ヌ
ク
ー
ル
の
画
帳

五
五
八



ヴィヤール

葉｜ 頁 主 題 ｜可ie／分 類

XLI l幾何学叉は測量術八 I 57 I 幾
自由

XLII l幸運の輪（幾何図形による素描） ｜見返し｜ 幾

22 
XLIII ｜男子裸像二，奨形頭首二 I 25 I俗，文

XLIV ｜機械の考案五 I 58 I 考

XLV 考
23 

XLVI ｜うづくまる使徒側主），馬に乗ろう引 18
る兵士 宗，俗

XLVII I獅子の調教 動，俗
24 

XLVIII l獅子，針ねずみ 動

俗
25 

L 宗，俗

LI ｜いん乙二羽獅裸像，いんこを持つ女，犬／ 22 動，俗
26 

LIi 俗，動

LIii ｜獅の子殉教と闘う技者，聖コスマスと霊夕、アノ｜ 30 俗，動，宗
27 

｜椅子二使徒立像LIV 建，宗

VL ｜使徒，予言者（ともに雄） ，刀三2て' 

28 
/1基害督者の三制ピラトの許へ連れられる基督， I7 LVI ，刀三＝て， 

LVII 建
29 

LVIII ｜着衣男子立像 俗

LIX ｜機械の考案（カタノ"i；レト） 考
30 lランス大聖堂礼拝堂（見取図）内部 I 43 I LX 建

ド
・
オ
ン
ヌ
ク
ー
ル
の
爾
帳

五
五
九



ヴィヤール・ド・オンヌクールの画帳

葉｜ 真 主 題 ｜叱iel分 類

LXI ｜ランス大聖堂礼拝堂（見取図）外部 I 44 I 建
31 

LXII ｜ランス大聖堂身廊（見取図）外部及ぴ内部 I 45 I 建

は III ｜ランス大聖堂の柱（輔図）その他五 I 46 I 建
32 

凶 V ｜ランス大聖堂側廊扶墜挟（見取図） I 47 I 建

倒

五
六
O

本
表
中
、
分
類
の
欄
に
使
っ
た
略
語
は
、
次
の
意
味
を
も
っ
。

宗
・
・
・
・
宗
教
関
係
図
像
、
特
に
人
物
。

俗
・
・
・
・
風
俗

動
・
・
・
・
動
物

建
・
・
・
・
建
築
（
調
度
類
も
含
む
）

考
・
・
・
・
機
械
等
の
考
案

除
・
・
・
・
寓
聡

幾
・
・
・
・
幾
何
学
及
び
そ
の
応
用
図
形

文
・
・
・
・
文
様

葉
番
号
に
括
弧
を
施
し
た
も
の
は
、
ボ
ウ
イ
l
版
だ
け
で
は
な
お
疑
点
の
杏
す
る
箇
処
で

あ
る
こ
と
を
示
す
。

zu七）

な
お
念
の
た
め
、
次
に
ボ
ウ
イ
l
番
号
と
現
行
頁
と
の
対
照
表
を
掲
げ
て
お
く
。



（第二表）

頁 Bowie I 頁

1 I 33 VII 

2 II 34 XIV 

3 XXI 35 XXXV 

4 XXXII 36 XXXVI 

5 VIII 37 XXXVII 

6 LV 38 XXXVIII 

7 LVI 39 XVIII 

8 XXVI 40 XIX 

9 IV 41 XXXIII 

10 xv 42 xx 
11 XXIII 43 LX 

12 XXIV 44 LXI 

13 VI 45 LXII 

14 XLIX 46 LXIII 

15 XXV 47 LXIV 

16 XXVII 48 XXIX 

17 XXVIII 49 XXX 

18 XLVI 50 XXXI 

19 XVI 51 XII 

20 III 52 XIII 

21 L 53 LVII 

22 LI 54 LIV 

23 XXII 55 XXXIX 

24 LVIII 56 XL 

25 XLIII 57 XLI 

26 X 58 XLIV 

27 XI 59 XLV 

28 XVII 60 XXXIV 

29 LII 61 LIX 

30 LIII 62 IX 

31 XLVII 63 V 

32 XLVIII 見返し XLII 

第
一
表
を
み
て
直
ち
に
気
付
く
こ
と
は
、
紙
葉
番
号
店
円
却
幻
と
拘
引
mA
と
の
こ
組
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
の
内
部
で
主
題
に
も
ほ
ば
一

貫
性
が
あ
り
、
現
在
の
ま
ま
で
或
る
程
度
著
述
の
体
際
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
紙
葉
番
号
6
7
、
9
叩
、
日
M
、
U
A

幻
な
ど
の
各
組
は
、
同
一
か
も
し
く
は
近
似
す
る
主
題
が
、
各
二
枚
の
紙
葉
の
表
裏
何
れ
か
に

E
っ
て
連
続
し
て
い
る
。
乙
れ
ら
も
、
主

題
の
連
続
と
い
う
点
で
、
僅
か
な
が
ら
も
書
物
ら
し
い
性
格
を
帯
び
て
い
る
処
か
も
知
れ
な
い
。
何
分
に
も
羊
皮
紙
と
い
う
高
価
な
材
料

へ
の
顧
慮
の
故
で
あ
ろ
う
が
、
余
白
を
剰
さ
ず
に
利
用
し
て
あ
る
の
で
、
手
記
の
内
容
は
全
く
混
沌
錯
雑
た
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
上
に
、

後
世
長
い
年
月
に
一
旦
っ
て
伝
来
す
る
聞
に
は
、
多
く
の
紙
葉
が
散
逸
し
、
ま
た
残
っ
た
も
の
に
も
各
様
の
改
変
が
加
え
ら
れ
て
い
る
に
違

い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
現
在
の
形
の
中
か
ら
、
本
手
記
の
性
格
と
か
そ
の
成
立
の
過
程
な
ど
を
手
探
り
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
至
難
事
と

言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
で
も
猶
、

一
、
ニ
見
当
が
つ
く
か
と
思
わ
れ
る
点
が
あ
る
。
例
え
ば
、
第
一
表
に
よ
っ
て
同
一
紙
葉

グ
ィ
ヤ

l
ル
・
ド
・
オ
ン
ヌ
ク
l
ル
の
画
帳

主
六



ヴ
ィ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
オ
ン
ヌ
ク
ー
ル
の
繭
帳

五
六

の
表
裏
に
宜
り
ボ
ウ
イ
l
番
号
の
連
続
す
る
も
の
を
探
す
と
、
十
一
葉
が
見
付
か
る
が
、
乙
の
中
前
述
し
た
よ
う
に
四
円
、
却
幻
、
引
担

の
六
藁
で
は
）
内
容
体
際
と
も
に
書
籍
と
し
て
の
性
格
が
濃
い
。
他
方
、
こ
れ
ら
の
十
一
葉
を
除
い
た
残
り
の
二
十
一
葉
は
、
表
裏
の
主

題
に
は
っ
き
り
し
た
相
違
の
あ
る
も
の
が
多
く
、
乙
れ
ら
は
最
初
に
片
面
だ
け
が
描
か
れ
た
後
、
別
の
機
会
に
残
り
の
面
が
使
用
さ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
ま
た
写
生
帳
的
な
偶
然
性
が
強
い
わ
け
で
あ
る
。
紙
葉
の
表
裏
と
い
う
と
と
を
規
準
と
し
て
見

た
場
合
、
以
上
の
よ
う
な
こ
つ
の
性
格
が
区
別
せ
ら
れ
、
し
か
も
後
者
の
写
生
帳
的
性
格
の
方
が
優
勢
で
あ
る
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

現
在
の
紙
葉
番
号
が
何
時
頃
付
け
ら
れ
た
も
の
か
を
、
私
は
詳
か
に
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
紙
葉
の
片
面
に
ア
ラ
ピ
ヤ
数
字

で
記
さ
れ
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
乙
れ
を
各
葉
表
裏
ニ
頁
ず
つ
に
換
算
す
る
と
、
頁
番
号
（
羅
馬
数
字
）
が
出
て
く
る
。
処
で
第
一

表
か
ら
察
す
る
に
、
現
在
の
雑
然
と
し
た
紙
葉
の
配
列
も
、
そ
の
底
に
は
一
応
主
題
別
の
基
準
が
と
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
何
故

な
ら
、
主
題
別
の
ボ
ウ
イ
l
番
号
が
、
十
五
箇
処
も
連
続
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
叉
紙
葉
の
中
に
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
字
体
で
ア
ル
フ

ァ
ベ
ッ
ト
番
号
を
つ
け
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
が
、
私
が
写
真
か
ら
判
読
し
う
る
処
で
は
、

a
か
ら
・
ー
ま
で
の
順
は
現
在
の
頁
審
第
ー
か
ら

は
ま
で
に
符
合
し
て
い
る
。
乙
の
字
体
は
ア
ラ
ピ
ヤ
数
字
の
字
体
よ
り
も
大
分
旧
い
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
ア
ラ
ピ
ヤ
数
字
を
用
い
て

現
在
の
葉
番
を
つ
け
た
人
が
、
そ
の
編
輯
に
当
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
番
号
を
顧
慮
し
た
結
果
、

（
序
文
の
あ
る
第
一
葉

は
当
然
と
し
て
）
す
く
な
く
と
も
現
在
の
第
二
葉
か
ら
第
五
葉
ま
で
の
配
列
が
出
来
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
例
え

ぱ
2
8
、
5
n
な
ど
の
各
ニ
葉
は
、
そ
の
内
容
が
そ
れ
ぞ
れ
相
似
し
て
い
る
の
で
、
現
在
よ
り
も
も
っ
と
近
接
し
た
場
所
に
配
置
さ
れ
う

る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
と
の
よ
う
に
し
て
、
序
文
な
ど
に
見
え
る
著
者
ヴ
ィ
ヤ
ー
ル
の
意
向
を
汲
み
、
手
記
の
配
列
を
組
替
え
て
み



た
も
の
が
、
次
に
示
す
一
説
案
で
あ
る
。
（
数
字
は
葉
番
号
。
）
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
幾
ら
か
で
も
書
物
と
し
て
の
体
際
が
は
っ
き
り

し
て
く
る
か
と
思
わ
れ
る
。

8
3
4
u
u
m
話

回

a
m
u
－5
辺

倒

的

部

U
m

（第三表）

－一

6
7
9
m
四

回

目

叩

但

抱

一

m
m
u
m
n
一
2

配
列
の
標
準
と
し
て
は
、
最
初
に
序
文
（
1
）
次
い
で
建
築
（
6
l
m
A
〉
、
幾
何
学
（
悶
｜
幻
）
、
宗
教
又
は
世
俗
関
係
図
像
（

2
1凶）、

文
様
、
風
俗
そ
の
他
（

5
l
m）
と
い
う
順
序
を
と
っ
た
。
乙
の
詰
案
に
多
く
の
難
点
が
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
が
、
特
に
同
系

統
の
主
題
を
扱
い
乍
ら
も
表
裏
で
著
し
く
様
式
を
殊
に
す
る
6
や
日
な
ど
の
葉
は
、
矢
張
り
表
裏
で
主
題
の
違
う
も
の
と
同
じ
く
、
便
宜

の
余
白
を
利
用
し
た
こ
と
か
ら
、
様
式
の
差
異
が
生
じ
て
来
た
と
考
え
ら
れ
る
。

。

第
三
衰
の
上
か
ら
三
番
目
の
区
劃
、
即
ち
宗
教
ま
た
は
世
俗
関
係
図
像
（

2
1凶
）
の
処
で
特
に
目
立
つ
と
と
は
、
着
衣
像
の
衣
襲

（
ひ
だ
）
の
描
写
に
極
め
て
顕
著
な
様
式
的
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
ζ

と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ひ
だ
の
た
る
み
が
細
長
い
匙
形
の
曲
線
を
作

っ
て
重
っ
た
り
、
或
は
袖
口
や
裳
裾
が
深
い
開
口
部
を
な
し
て
広
が
る
様
は
、
時
に
煩
噴
な
感
じ
も
す
る
が
、
弾
力
に
富
ん
だ
優
美
さ
が

あ
っ
て
非
常
に
印
象
的
で
あ
る
（
第
十
ニ
図
参
照
）
。
し
か
も
乙
の
様
式
は
、
単
に
聖
像
と
か
王
侯
貴
顕
の
ま
と
う
寛
衣
だ
け
で
は
な
く
、

兵
士
や
衆
庶
の
日
常
に
着
用
す
る
短
い
緊
衣
に
至
る
ま
で
、
程
度
の
差
乙
そ
あ
れ
、
殆
ど
例
外
な
く
用
い
ら
れ
て
、

ζ

れ
が
ヴ
ィ
ヤ
ー
ル

の
様
式
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
如
き
感
じ
を
さ
え
あ
た
え
る
。

ヴ
ィ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
オ
ン
ヌ
ク
ー
ル
の
画
帳

五
六



ヴ
ィ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
オ
ン
ヌ
ク
ー
ル
の
商
帳

五
六
回

た
だ
し
そ
の
使
用
が
余
り
に
頻
繁
で
あ
る
た
め
に
、
や
や
様
式
佑

ω
E
E
a
g
m
の
臭
味
が
あ
る
乙
と
は
否
定
で
き
な
い
。
私
は
ヴ
ィ
ヤ

ー
ル
の
当
時
の
他
の
例
を
知
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
が
彼
個
人
の
画
癖
な
の
か
、
そ
れ
と
も
当
時
一
般
の
様
式
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、

何
と
と
を
も
言
い
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
彼
よ
り
約
二
百
年
ほ
ど
お
く
れ
て
、
十
五
世
紀
初
頭
約
三
十
年
間
の
南
独
乙
の
初
期
木
版
画

（
第
十
三
図
参
照
）
に
、
乙
れ
と
著
し
く
似
通
っ
た
衣
壁
の
処
理
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
注
意
し
て
置
き
た
い
。
こ
の
種
の
木
版
画
は
一

般
に
「
柔
軟
様
式
毛
色

n
Z同
盟
主
と
称
せ
ら
れ
る
範
障
に
属
す
る
も
の
で
、
同
じ
頃
の
彫
刻

l
特
に
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
小
型
の

礼
拝
像
｜
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
幾
重
に
も
重
り
合
っ
て
波
の
如
く
起
伏
す
る
豊
か
な
衣
壁
に
特
色
が
あ
る
。
し
か
し
柔
軟
様
式
で
は

そ
の
衣
服
の
中
に
つ
つ
ま
れ
る
肉
体
の
輪
郭
も
は
っ
き
り
と
は
握
み
得
な
い
ほ
ど
で
あ
る
に
対
し
て
、
ヴ
ィ
ヤ
l
ル
の
場
合
は
こ
れ
を
明

確
に
察
知
す
る
乙
と
が
出
来
る
。
ま
た
全
体
の
印
象
も
柔
軟
様
式
と
は
大
い
に
異
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
こ
の
両
者
の
相
似
す
る
点
は
、

匙
形
の
曲
線
の
使
用
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
ひ
だ
の
曲
線
が
、
二
世
紀
と
い
う
間
隔
を
お
い
て
北
仏
と
南
独

と
に
、
お
そ
ら
く
は
何
の
相
互
関
係
も
な
く
、
現
れ
て
来
て
い
る
の
は
非
常
に
面
白
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
一
方
で
考
え
ら
れ
る

の
は
、
こ
の
よ
う
な
形
式
の
相
似
が
生
じ
る
た
め
に
は
、
夫
々
の
場
合
に
ほ
ぼ
似
通
っ
た
条
件
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点

で
あ
る
。
ヴ
ィ
ヤ

I
ル
の
画
帳
が
描
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
一
二
三
O
年
頃
、
彼
が
こ
の
画
帳
で
最
も
詳
し
い
記
述
を
行
っ
て
い
る
ラ
ン

ス
の
大
聖
堂
で
は
、
現
今
「
エ
リ
ザ
ベ

l
ト
訪
問
の
作
家
」
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
一
人
の
彫
刻
家
が
働
い
て
い
た
。
彼
が
乙
の
聖
堂
に

残
し
、
そ
こ
か
ら
彼
の
名
が
由
来
し
た
「
聖
母
の
エ
リ
ザ
ベ
！
ト
訪
問
」
の
彫
刻
、
及
び
彼
か
ら
著
し
い
影
響
を
受
け
た
と
見
ら
れ
る
独

乙
の
パ
ン
ベ
ル
ク
大
聖
堂
の
同
じ
題
の
彫
刻
な
ど
を
、
ヴ
ィ
ヤ
l
ル
の
素
描
と
比
較
す
る
と
、
そ
こ
に
は
見
紛
う
べ
く
も
な
い
明
瞭
な
関

係
が
看
取
で
き
る
。
特
に
パ
ン
ベ
ル
ク
の
聖
母
像
で
は
、
匙
形
の
曲
線
が
は
っ
き
り
と
彫
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ヤ
l
ル
と



「
訪
問
の
作
家
」
と
の
聞
に
は
、
何
ら
か
相
互
に
影
響
を
あ
た
え
う
る
よ
う
な
関
係
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
「
訪

問
の
作
家
」
が
、
ラ
ン
ス
は
勿
論
、
広
く
全
ゴ
シ
ッ
ク
彫
刻
の
中
で
も
、
最
も
古
典
的
な
香
気
の
高
い
様
式
を
も
っ
た
作
家
で
あ
っ
た
こ

と
、
或
は
ヴ
ィ
ヤ

l
ル
の
画
帳
の
中
に
例
の
有
名
な
「
サ
ラ
セ
ン
人
の
墓
」

（
第
九
図
）
な
ど
と
い
う
古
代
彫
刻
の
写
呈
も
し
く
は
模
写

が
あ
る
こ
と
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
の
興
味
あ
る
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
南
独
の
「
柔
軟
様
式
」
の
場
合
も
、
そ
こ
に
古
典
芸
術
と
の
直
接
の

関
係
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
美
術
家
の
眼
が
写
実
へ
と
動
き
出
し
た
時
代
（
十
五
世
紀
初
頭
）
で
あ
り
、
そ
れ
が
衣
盤
の
処
理
と
い
う

問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
彫
刻
か
ら
絵
画
（
こ
の
場
合
は
木
版
）

へ
の
何
ら
か
の
影
響
関
係
が
存
在
し
て
、
そ
こ
に
匙
形
の
曲
線
の
一
致
と
い

う
偶
然
の
現
象
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

ヴ
ィ
ヤ

I
ル
が
当
時
一
流
の
建
築
家
或
は
石
工
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
同
時
に
彼
が
一
流
の
素
描
家
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ

る
。
し
か
し
叉
現
在
の
我
々
の
眼
を
も
っ
て
彼
の
素
描
の
美
的
価
値
を
判
断
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
不
当
で
あ
り
危
険
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
彼
の
力
強
く
淀
み
の
な
い
描
線
は
、
実
に
’
つ
つ
く
し
い
。
先
き
に
述
べ
た
着
衣
像
の
衣
紋
も
そ
う
だ
が
、

特
に
彼
が
建
築
の
見
取
図
や
文
様
の
図
案
を
描
く
時
、
そ
の
線
の
美
し
さ
が
、
最
も
処
を
得
て
生
き
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
た
ち

は
例
え
ば
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
イ
ン
チ
と
か
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ

l
ラ
ー
な
ど
に
そ
の
典
型
が
示
さ
れ
る
多
方
面
な
万
能
人
と
し
て

の
芸
術
家
乃
至
は
人
閣
の
在
り
方
が
、
十
五
世
紀
以
降
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
人
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
と
教
わ
っ
て
来
た
。
し
か
し
ヴ
ィ
ヤ

ー
ル
の
画
帳
の
処
々
に
描
か
れ
た
多
く
の
考
案
、
即
ち
携
帯
火
鉢
（
凶
〈
口
）
の
如
き
か
ら
脅
砲
（
巳
凶
）
や
無
限
運
動
の
機
械
（
関
）
に

至
る
ま
で
の
、
を
見
て
い
る
と
、

い
わ
ゆ
る
万
能
人
な
る
西
洋
的
人
間
像
の
理
念
が
、
実
は
深
く
中
世
の
う
ち
に
ま
で
根
差
す
も
の
で
あ

る
こ
と
を
、
ま
ざ
ま
ざ
と
知
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
体
如
何
な
る
興
味
が
無
限
運
動
の
機
械
の
如
き
も
の
を
考
案
会
せ
る
に
至
つ

ヴ
ィ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
オ
ン
ヌ
ク
ー
ル
の
商
帳

五
六
五
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ィ
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た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
中
世
的
理
念
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
上
な
い
神
性
の
胃
潰
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
全
く
不
思
議
な
と

と
で
あ
る
。

。

最
後
に
冒
頭
の
図
版
を
簡
単
に
解
説
し
て
お
く
。

第
一
！
二
図
（
凶
〈
国
｜
凶
同
）
。
ラ
l
ン
の
塔
。
ボ
ウ
イ

l
民
は
乙
れ
を
大
聖
堂
の
北
塔
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
本
文
か
ら
は
北
塔

で
あ
る
乙
と
が
明
か
で
は
な
い
。
私
は
む
し
ろ
南
塔
で
は
な
い
か
と
思
う
。
図
が
ニ
葉
の
表
裏
に
亘
り
、
本
文
が
凶
〈
阿
国
頁
だ
け
で
あ
る

点
に
注
意
せ
ら
れ
た
い
。
見
取
図
の
中
に
見
え
る
ニ
頭
の
牡
牛
と
右
手
の
描
き
方
は
実
に
興
味
深
い
白
牡
牛
は
恥
ゆ
と
の
位
置
に
置
か
れ

た
彫
刻
で
あ
る
が
、
右
手
の
乙
と
は
何
と
も
明
瞭
で
は
な
い
。

第
三
｜
四
図
（
F
一回
F
F凶
弓
）
。
ラ
ン
ス
大
聖
堂
。
第
三
図
は
真
中
で
縦
に
仕
切
り
、
左
に
外
部
を
、
右
に
内
部
ぞ
描
い
て
あ
る
。
乙

の
身
廊
は
現
在
の
模
様
と
若
干
相
違
す
る
処
が
あ
る
の
で
、
画
帳
成
立
の
年
代
を
求
め
る
一
つ
の
根
処
と
な
っ
て
い
守
｝
右
図
外
観
の
最

上
部
に
描
か
れ
た
二
体
の
石
彫
の
描
法
に
、
次
の
第
五

t
八
図
に
示
さ
れ
た
識
何
図
形
法
が
応
用
さ
れ
て
い
る
の
は
面
白
い
。
な
お
、
乙

の
図
の
本
文
は
、
此
処
に
は
図
示
し
な
か
っ
た
次
の

R
M阿
国
頁
に
一
部
分
跨
り
、
し
か
も
そ
の
頁
の
下
の
文
章
か
ら
先
き
に
読
ん
で
行
く

と
言
う
複
雑
な
関
係
に
あ
る
。
第
四
図
は
側
廊
部
の
ア
プ
ス
を
外
か
ら
支
へ
る
飛
扶
壁
（
ア
ル
ク
・
ブ
l
タ
ン
）
の
構
造
を
図
解
し
た
も

の。
第
五
｜
八
図
（
凶
関
〈
｜
凶
凶
当
自
）
。
乙
の
画
帳
の
中
で
最
も
有
名
な
筒
処
で
あ
る
。
第
六
図
（
凶
ロ
ヨ
）
の
右
下
隅
に
、
《
仕
事

を
容
易
に
す
る
た
め
幾
何
学
に
よ
り
教
え
ら
れ
る
素
描
法
が
、
乙
乙
に
始
ま
る
。
ま
た
石
工
の
方
法
は
他
の
頁
に
。
》
と
記
さ
れ
、
第
八



図
（
凶
凶
凶
〈
口
同
）
に
は
、
《
乙
れ
ら
四
頁
に
は
、
幾
何
学
の
図
形
が
あ
り
、

乙
れ
ら
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
各
々
の
特
殊
な
用
法
を

会
得
す
る
よ
う
心
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
》
と
あ
る
処
を
み
る
と
、

こ
の
措
法
は
一
応
こ
れ
ら
四
頁
で
完
結
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ

る
。
こ
こ
で
幾
何
学
的
描
法
と
い
う
の
は
、
円
、
弧
、
三
角
、
正
方
形
な
ど
の
単
純
な
平
面
幾
何
の
図
形
を
用
い
て
、
人
物
や
動
・
植
物

叉
は
建
築
を
素
描
す
る
方
法
で
あ
る
。
か
よ
う
な
方
法
が
果
し
て
実
用
に
供
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
は
誰
し
も
の
直
ち
に
懐
く
疑
問
で
あ
ろ

ぅ
。
甚
だ
皮
肉
な
こ
と
に
、
画
帳
の
中
の
多
く
の
素
描
は
、
僅
か
一
、
二
の
頭
部
や
子
、
そ
れ
に
第
三
図
で
述
べ
た
処
を
除
い
て
は
、
乙

（註九）

の
方
法
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
は
認
め
難
い
。
但
し
こ
れ
ら
の
図
式
の
分
析
を
行
っ
た
パ
ノ
フ
ス
キ
l
教
授
は
、
こ
れ
が
必
ず
し
も
単

な
る
空
想
の
所
産
で
は
な
い
こ
と
を
説
い
て
、
実
例
に
第
八
図
（
凶
凶
凶
〈
口
同
）
中
の

e
、

即
ち
直
角
に
組
合
さ
れ
た
二
箇
の
正
方
形
を

用
い
た
顔
の
素
描
法
が
、
ラ
ン
ス
大
聖
堂
に
現
寄
す
る
ス
テ
イ
ン
ド
・
グ
ラ
ス
の
中
の
一
人
物
と
う
ま
く
符
号
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い

一
仰
せ
私
は
そ
れ
が
工
芸
的
図
案
的
な
性
格
の
強
い
ス
テ
イ
ン
ド
・
グ
ラ
ス
で
あ
る
点
に
、
こ
れ
ら
の
図
式
の
謎
を
と
く
鍵
が
秘
め
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

（
註
十
こ

第
九
図
（
凶
同
）
。
サ
ラ
セ
ン
人
の
墓
。
サ
ラ
セ
ン

E
R自
宮
と
は
異
教
徒
の
意
味
で
、
こ
こ
で
は
ロ

I
マ
人
で
あ
ろ
う
と
言
う
。

第
十
図
気
回
、
〈
口
）
。
獅
子
調
教
図
。
《
獅
子
を
如
何
し
て
馴
ら
す
か
、
そ
の
方
法
を
記
そ
う
。
調
教
師
は
二
匹
の
犬
を
連
れ
て
い
る
。

獅
子
を
彼
の
命
令
に
従
わ
せ
よ
う
と
す
る
時
、
獅
子
が
稔
れ
ば
、
彼
は
何
時
で
も
犬
を
打
つ
。
こ
れ
は
獅
子
を
大
い
に
惑
わ
せ
る
の
で
、

獅
子
は
犬
が
打
た
れ
る
の
を
見
る
と
、
意
気
が
挫
け
、
命
ぜ
ら
れ
た
行
動
を
す
る
。
も
し
獅
子
が
怒
れ
ば
、
施
す
術
が
な
い
。
何
故
な
ら
、

宥
め
よ
う
と
威
そ
う
と
、
獅
子
は
何
事
も
し
よ
う
と
は
し
な
い
か
ら
。
こ
の
（
図
の
）
獅
子
が
実
物
か
ら
の
写
生
で
あ
る
乙
と
に
注
意
せ

『
駐
十
二
｝

ょ
。
》

ヴ
ィ
ヤ

l
ル
・
ド
・
オ
ン
ヌ
ク
l
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画
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ヴ
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ク
l
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画
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六
八

第
十
一
図
（
同
凶
）
。
無
限
運
動
の
機
械
。
《
し
ば
し
ば
工
匠
た
ち
は
、
自
力
で
廻
る
輸
を
作
ろ
う
と
努
め
て
き
た
。

こ
れ
は
奇
数
の
木

槌
と
水
銀
と
で
そ
れ
を
作
る
方
法
で
あ
る
。

V
上
に
ラ
テ
ン
語
で
《
私
は
言
う
、
ア

l
メ
ン
。
》
と
あ
る
の
は
、
後
人
の
書
込
み
。

「
顕
く
自
負
」
と
「
謙
譲
」
。

の
最
も
好
む
処
で
あ
る
。
ひ
だ
の
様
式
も
既
述
の
特
色
が
よ
く
出
て
い
る
。
自
負
（

O
H
m
s－
－
）
は
、
ラ
テ
ン
語
の
由
民
宮
岳
山
由
に
当
る
の

第
十
二
図
（
〈
同
）
。

と
も
に
本
手
記
中
数
の
少
い
寓
除
画
の
例
。
特
に
右
の
女
性
座
像
は
美
し
く
、
私

で
あ
ろ
う
。

第
十
三
図
（
参
考
）
。
十
五
世
紀
初
頭
の
独
乙
木
版
画
の
一
例
。
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
、
版
画
館
蔵
。

註

註
一
、
旨
E
s
a
o
〈
告
胆
E
a
o
国
Oロロ
2
0
5
F
E
m－崎町・

5
0
8
色
白
田
富
山
O
P
E
C
O
Z
2
Zロ伊
HOW
阿川阿南町・

註
二
、
一
二
四
二
年
蒙
古
軍
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
侵
入
の
結
果
破
壊
さ
れ
た
多
く
の
聖
堂
を
修
理
す
る
た
め
、

同
地
へ
招
か
れ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。

口同・

の
HHNOSHwao師
国
自
胆
口
同
l
白円骨帥（
H由山由）司・日出品

註
三
、
現
在
の
葉
数
（
三
十
三
）
ほ
ど
が
失
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
従
っ
て
原
本
の
約
半
分
が
今
日
ま
で
伝
っ
た
こ
と
に
な
る
。

口
同
・
切
ロ
ユ
宮
ぬ
仲
O
ロ

認胆一回一
R
E
0
0
8
m）M
M

・
訴
に
・
及
び
出
胆
HH曲
同
恒
三
NOR
関口
H
H
2
a
a
の
O件
持
（
H
8
3
H
V・∞
H

註
四
、
ヴ
ィ
ヤ
ー
ル
の
用
語
は
、
当
時
の
北
部
フ
ラ
ン
ス
語
に
ピ
カ
ル
デ
ィ
i
方
言
が
混
ざ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
拙
文
中
に
引
用
し
た
筒
処
の

訳
は
、
後
出
ボ
ウ
イ
l
氏
本
（
註
六
参
照
）
の
英
訳
に
主
と
し
て
拠
り
、

ζ
れ
を
私
の
読
み
う
る
限
り
手
記
中
の
原
文
と
照
合
さ
せ
る
と
い
う
方
法

に
従
っ
た
。
ヴ
ィ
ヤ
ー
ル
の
手
蹟
は
決
し
て
難
読
な
も
の
で
は
な
い
。

註
五
、
担
任
R
仏
国
各
ロ
ザ
0
8吋
口
出
口
忠
弘
仏
和
国
0
5
2
0
R円

1
1
関
ユ
江
田
口
町
自
の
曲
目
白
g
g
g
m与
白
血
自
由
回
目
Z
E
2
3
E
n
v
g－
4
3
3
5
ω
印・

こ
の

標
題
が
示
す
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ヤ
l
ル
の
手
記
は
単
な
る
商
阪
で
は
な
く
、
大
寺
院
の
建
造
に
当
り
そ
の
工
事
現
場
に
長
期
間
に
亘
り
設
営
さ
れ
る
造

営
所
（
。
望
夕
喝
。
吋
F
S
Z〈円
0・
∞
E

E門
F
各
自
民
保
持
な
ど
と
呼
ば
れ
る
）
で
使
用
さ
れ
た
手
本
或
は
数
本
切
E

E口
g
z
o
v
－－

F

認。



品。一円
0
2
4
5
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
、
ハ

L
ン
ロ
l
ザ

l
の
研
究
の
核
心
を
な
し
て
い
る
。

n
h
の
g
a
g
a
g
図
。

E
H
E
R
Z
及
ぴ
国
号

ロ
国
側
宮
ロ
富
由
同
省
N
S
O

（
何
れ
も
前
掲
）

註
六
、

3
g
a
o
E
回

0410H30mwogvtgwa
〈－

a・同・・同国色町一
E
d巳
g
a
q
E
S・

註
七
、
乙
の
第
二
表
は
結
局
ボ
ウ
イ
1
氏
本
の
巻
末
に
あ
る
対
照
表
と
同
じ
で
あ
る
が
、
誤
植
と
恩
わ
れ
る
一
筒
処
必
の
頁
番
号

MR〈
口
同
を
凶
凶
出
口

に
改
め
て
あ
る
。

註
八
、

a・
4
『

B
S
E
Z
Z弘
吉
昌
弘
耳
切

E
W
E刷
工
－

E
；同日・

5NHm由

註
九
、

upHHH頁
の
獅
子
の
正
面
図
の
顔
面
の
輪
郭
に
、
円
を
用
い
て
あ
る
の
が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
。

註
十
、

HWZE
】Mgo向
島
司

H冨
宮
白
山
同
岡
崎
吉
伸
F
O
乱
闘
白
色

mHF
呂
田
・
呂
田
仲
曲
目
N
P
N
印
二
由
民

HM－
g

註
十
一
、
岡
山

gu岡
田
害
前
掲
書
司
－

mH

註
十
二
、
同

SHNB
前
掲
番
】
V

－
E
参
照
。
乙
乙
で
写
生
と
い
う
の
は
、
飽
ま
で
も
中
世
の
理
念
に
基
い
た
獅
子
の
姿
で
あ
っ
て
、
今
日
の
い
わ
ゆ
る

写
生
で
は
な
い
、
ど
の
時
代
も
固
有
の
現
実
を
持
っ
て
い
る
、
と
ヤ
ン
ツ
ェ
ン
は
説
い
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
（

0
6
v芯ロ
g
a
g
a（
g
）白山阻

ま
B
E
Bロ
仲
自
営

z
a
d即
時
・
と
態
々
断
っ
た
の
は
、
一
体
何
故
で
あ
ろ
う
か
？
と
れ
以
外
の
絵
は
す
べ
て
実
物
に
即
し
て
（
同
国

4
5
は
い

な
い
、
と
で
も
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
T

附
記
。
ヴ
ィ
ヤ
ー
ル
は
ヴ
ィ
ラ
l
ル
と
発
音
す
べ
‘
き
で
あ
ろ
う
か
と
恩
わ
れ
る
が
、
今
は
改
め
な
い
で
お
く
。

ヴ
ィ
ヤ
l
ル
・
ド
・
オ
ン
ヌ
ク
l
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画
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五
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