
一
葉
「
う
も
れ
木
」
に
お
け
る
〈
芸
〉
の
歴
史
的
位
相

ー
露
伴
「
風
流
仏
」
・
鴎
外
訳
「
埋
木
」
と
の
比
較
を
通
し
て
|

は
じ
め
に

明
治
時
代
に
な
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
「
美
術
」
と
い
う
概
念
は
、
現
在
で
い
う

「
芸
術
」
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
美
術
」
(
日
「
芸
術
」
)
は
、
近
世
的

の
在
り
方
を
覆
し
な
が
ら
、
や
が
て
、
西
洋
列
強
に
列
ぼ
う
と
す
る

な
「
技
芸
」

一葉「うもれ木」におけるく芸〉の歴史的位相

日
本
の
「
国
家
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
支
え
る
も
の
と
し
て
振
興
さ

れ
、
制
度
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
突
如
政
府
に
よ
っ
て

確
立
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
作
り
手
の
創
作
と
、
受
け
手
の
受
容
、
そ
し
て
批
評

な
ど
が
呼
応
し
つ
つ
準
備
し
、
あ
る
い
は
補
完
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

日
本
近
代
美
術
へ
の
関
心
か
ら
、
「
美
術
」
と
い
う
概
念
の
起
源
を
問
い
、
そ

の
制
度
化
の
過
程
を
辿
っ
た
北
揮
憲
昭
氏
の
『
眼
の
神
殿
』
や
、
「
美
」
が
人
間

の
証
明
と
し
て
、
「
高
尚
」
な
目
標
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
く
文
明

の
「
文
明
」

開
化
期
の
言
説
の
編
成
を
捉
え
た
、
佐
伯
順
子
氏
の
「
『
文
明
開
化
』
の
風
景
⑥

『
美
』
へ
の
憧
れ
」
な
ど
、
近
年
、
「
美
術
」

(
H
「
芸
術
」
)
と
い
う
概
念
は
、

歴
史
的
な
も
の
と
し
て
相
対
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
佐
伯
氏
も
「
小
説
神
髄
」
を
あ

げ
て
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
小
説
」
も
ま
た
、
こ
の
「
美
術
」

(
H

の
制
度
化
の
動
き
と
無
縁
で
は
な
い
。

明
治
二
十
年
代
に
入
る
と
、
後
に
述
べ
る
露
伴
や
鴎
外
の
作
品
の
他
に
も
、
尾

術
」
)

塚

本

章

子

崎
紅
葉
の
「
裸
美
人
」
(
明
治
二
二
年
一
一
月
「
読
売
新
聞
」
)
や
、
江
見
水
蔭
の

「
旅
画
師
」
(
明
治
二
二
年
六
月

5
七
月
「
文
庫
」
)
な
ど
と
い
っ
た
、
「
芸
」
に

携
わ
る
者
を
描
い
た
小
説
が
現
れ
て
く
る
。
「
芸
」
に
携
わ
る
者
た
ち
を
作
家
た

ち
が
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
か
、
そ
の
描
か
れ
方
の
差
異
に
は
、
「
美
術
」

(
H

「
芸
術
」
)
と
い
う
概
念
に
対
す
る
、
作
家
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
の
位
相
が
現
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
各
々
の
作
家
た
ち
の
「
文
学
」
の
在
り
ょ
う

を
映
し
出
す
一
つ
の
鏡
で
も
あ
ろ
う
。

-13一

「士一向

そ
の
詳
細
な
見
取
り
図
を
描
く
こ
と
は
別
稿
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

し
て
、
本
稿
で
中
心
に
据
え
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
ま
だ
ほ
と

ん
ど
無
名
で
あ
っ
た
女
性
作
家
、
樋
口
一
葉
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
陶
画
師
を
主
人

公
と
す
る
「
う
も
れ
木
」
(
明
治
二
五
年
一
一
月
1
一
一
一
月
「
都
の
花
乙
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
珠
運
と
い
う
仏
師
を
描
い
た
露
伴
の
「
風
流
仏
」
(
明
治
二
二
年
九
月

『
新
著
百
種
』
)
と
、
ゲ
ザ
と
い
う
音
楽
家
を
主
人
公
と
し
た
鴎
外
訳
「
埋
木
」

(
明
治
二
三
年
四
月

1
明
治
二
五
年
四
月
「
し
か
ら
み
草
紙
」
)
と
を
模
倣
し
て
書

か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
作
家
の
書
く
と
い
う
行
為
の
中
で
、
当
然
差
異
も
生

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
模
倣
と
差
異
と
の
葛
藤
の
中
に
こ
そ
、
一
葉
「
う

も
れ
木
」
の
独
自
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
稿
で
は
、
二
つ
の
テ
ク
ス

の
歴
史
的
位
相
を
探
り
つ
つ
、
こ

ト
と
の
対
比
を
通
し
て
、

一
葉
「
う
も
れ
木
」



一葉「うもれ木jにおける〈芸〉の歴史的位相

の
テ
ク
ス
ト
の
持
つ
葛
藤
を
と
ら
え
て
み
た
い
。

一
葉
の
「
う
も
れ
木
」
が
、
露
伴
の
「
風
流
仏
」
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
笹
淵
友
一
氏
の
指
摘
が
あ
り
、
さ
ら
に
山
根
賢
吉
氏
や
坂
本
政

親
氏
に
よ
っ
て
も
類
似
点
が
詳
細
に
検
証
さ
れ
て
お
り
、
ほ
ぽ
定
説
と
な
っ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
、
繰
り
返
し
論
証
す
る
こ
と
は
省
略
す
る
。

一
方
、
鴎
外
訳
「
埋
木
」
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
佐
藤
春
夫
が
、
次
の
よ

う
に
直
感
的
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
う
も
れ
木
」
に
対
し
て
自
分
は
一
つ
の
臆
測
を
抱
い
た
。
こ
れ
は
鴎
外

訳
の
「
埋
木
」
の
模
倣
と
い
っ
て
悪
け
れ
ば
、
少
く
も
そ
の
ヒ
ン
ト
に
よ
っ

て
出
来
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
「
埋
木
」
が
こ
の
頃

訳
文
の
進
歩
と
と
も
に
文
壇
の
セ
ン
セ
イ
シ
ヨ
ン
を
捲
き
起
し
て
ゐ
た
事
実

と
、
ま
た
「
う
も
れ
木
」

の
内
容
や
文
体
な
ど
を
点
検
し
て
自
分
は
こ
の
独

断
を
敢
で
し
た
い
。
ま
た
こ
の
作
に
は
露
伴
の
影
響
と
も
思
は
れ
る
も
の
の

影
が
さ
し
て
ゐ
る
。

し
か
し
管
見
の
限
り
で
は
、
具
体
的
な
類
似
点
の
検
証
を
し
た
論
は
な
く
、
こ

こ
で
論
証
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
鴎
外
訳
「
埋
木
」
の
原
作
者
は
、

シ
ュ
ピ

本
名
E
o
U
Z
5
2口
Z
O円

年
)
と
い
う
女
性
作
家
で
あ
り
、

ン

(
O印
印
仲
間
】
凶
口

F
Z
F
H
ロ

一
八
五
四
年
1
一
九
三
四

「
し
か
ら
み
草
紙
」
第
七
号
(
明
治
二
三
年
四

月
)
以
下
、
第
三
一
号
(
明
治
二
五
年
四
月
)
ま
で
断
続
十
回
に
わ
た
っ
て
連
載

一
葉
も
、
こ
の
段
階
で
読
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
埋
木
」
は
、

さ
れ
た
。

の
ち
に
『
水
抹
集
』
(
明
治
二
十
五
年
七
月

春
陽
堂
)
に
収
録
さ
れ
、
さ
ら
に

「
太
陽
」
第
三
巻
第
二
一
号
(
明
治
三

O
年
六
月
)
に
も
再
録
さ
れ
て
い
る
。
佐

藤
春
夫
が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
鴎
外
訳
「
埋
木
」
は
大
き
な
反
響
を
呼
ん
で
い
た

ょ
う
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
『
水
抹
集
』
が
発
売
さ
れ
た
数
ヶ
月
後
に
、

そ
れ
と

同
じ
題
名
を
つ
け
て
発
表
す
る
と
い
う
一
葉
の
行
為
自
体
が
、
自
分
の
作
品
が
そ

れ
と
重
ね
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
覚
悟
、
あ
る
い
は
要
請
す
る
行
為
だ
っ
た
と
い
え

ょ
う
。
佐
藤
春
夫
氏
は
「
内
容
や
文
体
」
と
い
う
言
葉
で
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の

二
つ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
確
か
に
よ
く
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
類
似
す
る
点
を
あ
げ

て
い
っ
て
み
よ
う
。

一
つ
目
は
、
プ
ロ
ッ
ト
と
人
物
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
相
異
点
も
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あ
り
、
女
性
の
描
か
れ
方
の
違
い
な
ど
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
述
べ
る
が
、
大

き
な
構
図
と
し
て
は
よ
く
似
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
両
作
と
も
に
、
貧

し
い
芸
術
家
を
主
人
公
と
し
、
信
じ
て
い
た
友
の
裏
切
り
に
あ
い
、

そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
大
切
に
思
っ
て
い
た
女
性
は
自
殺
し
、
主
人
公
も
破
滅
し
て
い
く
。
少
々

煩
雑
に
な
る
が
、
確
認
し
て
お
く
。

}
鴎
外
訳
「
埋
木
」
の
主
人
公
ゲ
ザ
は
、
バ
イ
オ
リ
ン
の
名
手
で
あ
る
。
グ
ザ
の

才
能
を
愛
し
、
引
き
立
て
る
の
は
、
ア
ル
フ
オ
ン
ス
・
ド
・
ス
テ
ル
ニ
イ
と
い
う

富
貴
栄
誉
を
手
に
し
た
ピ
ア
ニ
ス
ト
で
あ
る
。
グ
ザ
を
育
て
た
養
父
に
は
、
別
れ

て
暮
ら
し
て
い
た
ア
ン
ネ
ッ
ト
と
い
う
娘
が
お
り
、
二
人
は
成
人
し
て
か
ら
出
会

い
、
兄
と
妹
と
し
て
暮
ら
す
。
そ
の
後
二
人
は
婚
約
す
る
が
、
ゲ
ザ
が
ス
テ
ル
ニ

イ
を
家
に
招
い
た
こ
と
か
ら
、
ア
ン
ネ
ッ
ト
は
、
ゲ
ザ
の
演
奏
旅
行
中
に
ス
テ
ル

ニ
イ
と
深
い
仲
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ゲ
ザ
が
戻
っ
た
翌
日
、

ス
テ
ル
ニ
イ
に
捨
て



ら
れ
、
自
分
の
罪
を
恥
じ
て
い
た
ア
ン
ネ
ッ
ト
は
自
殺
す
る
。
か
つ
て
ゲ
ザ
が
作

っ
た
「
悪
魔
」
と
い
う
傑
作
は
、

ア
ン
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
ス
テ
ル
ニ
イ
の
手
に
渡

っ
て
お
り
、
彼
の
作
曲
と
し
て
発
表
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
ゲ
ザ
は
、
零
務
の

一
途
を
辿
っ
て
い
く
。

で
は
、
才
能
は
あ
る
が
貧
し
い
陶
画
師
鮪
三
と
そ
の
妹

お
蝶
の
前
に
、
辰
雄
と
い
う
箱
三
の
か
つ
て
の
相
弟
子
が
現
れ
る
。
慈
善
事
業
家

と
な
り
巨
万
の
富
を
得
て
い
た
辰
雄
は
、
箱
三
を
援
助
す
る
。
お
蝶
は
辰
雄
に
恋

し
、
未
来
の
夫
と
夢
見
る
。
し
か
し
民
雄
の
二
人
へ
の
接
近
は
、
詐
欺
計
画
に
利

用
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
お
蝶
は
辰
雄
に
関
さ
れ
た
ま
ま
、
自
殺
を
決
意
し
て
家

一
葉
の
「
う
も
れ
木
」

を
出
る
。
辰
雄
の
裏
切
り
と
お
蝶
の
死
を
知
っ
た
箱
三
は
、
完
成
し
た
花
瓶
を
破

援
し
、
自
ら
も
滅
び
よ
う
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
二
作
品
の
プ
ロ
ッ
ト
は
相
似
し
て
お
り
、
ま
た
中
心
と
な
る
人

物
関
係
も
対
応
さ
せ
る
事
が
出
来
る
。
頼
三
に
は
グ
ザ
を
、

ト
を
、

お
蝶
に
は
ア
ン
ネ
ツ

そ
し
て
辰
雄
に
は
ス
テ
ル
ニ
イ
を
当
て
は
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

一葉「うもれ木」におけるく芸〉の歴史的位相

二
つ
目
は
、
鮪
三
の
人
物
造
形
に
影
響
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
紺
薩
の

古
手
に
白
兵
見
の
姿
、
懐
中
に
建
白
書
相
応
な
れ
ど
、
」
と
、
箱
三
に
は
不
自
然

な
、
壮
士
の
面
影
が
あ
る
。
グ
ザ
の
養
父
デ
リ
レ
オ
は
、
「
そ
の
頃
社
会
改
良
論

の
盛
に
起
り
し
を
見
て
、
彼
は
又
い
た
く
こ
れ
を
信
じ
、
サ
ン
、
シ
モ
ン
が
徒
に

従
ひ
て
、
後
に
て
結
ぶ
中
軍
を
着
け
、
我
名
書
き
し
鉢
巻
を
し
め
な
ど
し
た
り

以
下
同
様
。
)
と
い
う
経
歴
を
持
つ
人
物
で
あ
る

6

こ
の

き
。
」
(
傍
線
は
原
文
、

デ
リ
レ
オ
も
ま
た
世
に
埋
も
れ
た
人
物
で
あ
る
。
箱
三
に
は
、
こ
の
デ
リ
レ
オ
の

姿
が
入
り
込
ん
で
い
る
。

ヲ
オ
ド
リ
ヨ
イ
ユ
と
い
う
彫
刻
家
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
ゲ
ザ
に
伝
え
ら
れ

る
。
「
世
に
芸
術
の
妙
を
知
ら
せ
む
」
と
、
「
産
を
傾
け
、
力
を
費
し
て
、
『
エ
ク

ま
た
、

』
」
を
刻
ん
で
い
た
こ
の
人
物
も
、
「
大
理
石
は
価
高
き
も
の
」

テ
ル
ラ
一
・

2
ツ
タ

で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
穆
症
に
な
り
て
酒
に
耽
り
、
」
、
つ
い
に
は
「
素
焼
の
厭

な
る
人
形
」
な
ど
の
み
を
作
る
や
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
名
匠
で
あ
り

な
が
ら
貧
し
さ
故
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
こ
の
人
物
も
、
箱
三
の
造
形
の
ヒ
ン
ト

チ
ェ
、

ホ
オ
モ

と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ニ
つ
目
は
、
鴎
外
訳
「
埋
木
」
に
描
か
れ
る

「
シ
メ
エ
ル
」
と
い
う
、
「
不
朽

を
謀
ら
む
と
す
る
妄
想
」
、
「
人
を
功
名
の
道
に
誘
」

ぃ
、
死
ぬ
ま
で
離
れ
ぬ

女

怪
」
と
同
質
の
も
の
に
、
箱
三
も
濃
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
我
れ
入
江
箱

三
変
物
の
名
を
、
陶
器
歴
史
に
残
さ
ん
ず
も
の
、
」
と
あ
る
よ
う
に
、
功
名
心
に

か
き
立
て
ら
れ
‘
「
名
誉
を
願
ふ
心
払
ひ
が
た
く
、
三
寸
の
胸
中
欲
火
つ
ね
に
燃

え
て
」
い
る
鮪
三
は
、
や
は
り
「
シ
メ
エ
ル
」
に
愚
か
れ
た
者
と
い
え
よ
う
。

一
葉
の
「
う
も
れ
木
」
が
、
鴎
外
訳
「
埋
木
」
を
模
倣
し
て
い
る
こ
と

を
論
じ
て
き
た
。
だ
が
本
稿
の
目
的
は
、
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
模
倣
と

い
う
面
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
「
風
流
仏
」
と
の
、
ま
た
鴎
外
訳
「
埋
木
」

の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
あ

p
b
 

唱
B
A

以
上
、

と
の
差
異
か
ら
、

一
葉
「
う
も
れ
木
」

る

二
-

ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、

に
「
風
流
仏
」

一
葉
の
「
う
も
れ
木
」
が
、
官
頭
部
分
と
結
末
部
分

の
表
現
を
多
く
取
り
入
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

「
う
も
れ

木
」
の
結
末
が
「
風
流
仏
」

の
そ
れ
と
は
全
く
違
う
印
象
を
与
え
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

「
う
も
れ
木
」

の
変
調
が
持
つ
意
味
を
明
ら
か
に
す
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る
た
め
に
も
、
ま
ず
「
風
流
仏
」

ね
ば
な
ら
な
い
。

の
「
芸
」

の
あ
り
ょ
う
を
明
ら
か
に
し
て
お
か

主
人
公
珠
運
は
、
修
行
の
旅
の
途
中
立
ち
寄
っ
た
木
曽
の
須
原
で
、
お
辰
と
い

う
女
性
へ
の
失
恋
を
契
機
に
、
「
実
相
美
妙
の
風
流
仏
」
を
完
成
さ
せ
る
。
お
辰

へ
の
未
練
を
断
つ
た
め
、
そ
の
像
を
切
り
捨
て
よ
う
と
し
て
出
来
ぬ
珠
運
の
前
に
、

ど
こ
か
ら
と
も
な
く
お
辰
が
現
れ
る
。
そ
し
て
珠
運
は
「
帰
依
仏
の
来
迎
」
に

「
握
ひ
と
ら
れ
て
」
、
「
お
辰
と
共
に
手
を
携
へ
一
肩
一
を
耕
べ
悠
々
と
雲
の
上
に
」
昇

っ
て
い
く
。
そ
の
後
は
、
次
の
よ
う
に
続
け
ら
れ
る
。

白
蓄
積
香
薫
じ
て
吉
兵
衛
を
初
め
一
村
の
老
幼
芽
出
度
と
さ
y
め
く
戸
は
天

鼓
を
撃
つ
如
く
、
七
蔵
が
ゆ
が
み
た
る
耳
を
貫
け
ば
、
是
も
我
慢
の
角
を
落

し
て
黒
山
の
鬼
窟
を
出
、
発
心
勇
ま
し
く
田
原
と
共
に
左
右
の
御
前
立
と
な

り
ぬ
。其

後
光
輪
美
し
く
白
雲
に
駕
っ
て
所
々
に
見
ゆ
る
者
あ
り
。
或
紳
士
の
拝

ま
れ
た
る
は
、
天
鷲
械
の
洋
服
裳
長
く
着
玉
ひ
て
舵
鳥
の
羽
宝
冠
に
鮮
な
り

し
に
、
某
貴
族
の
見
ら
れ
し
は
、
白
襟
を
召
し
て
錦
の
御
帯
金
色
赫
実
た
り

し
と
か
や
。
夫
に
引
変
へ
、
破
祖
抱
着
て
藁
草
履
は
き
腰
に
利
鎌
さ
し
た
る

を
農
夫
は
拝
み
、
(
略
)
是
皆
一
切
経
に
も
な
き
一
体
の
風
流
仏
、
珠
運
が

刻
み
た
る
と
同
じ
者
の
千
差
万
別
の
化
身
に
し
て
少
し
も
相
違
な
け
れ
ば
、

拝
み
し
者
誰
も
彼
も
一
代
の
守
本
尊
と
な
し
、
信
仰
駕
き
時
は
子
孫
繁
昌
家

内
和
陸
、
御
利
益
疑
な
く
、

こ
の
理
想
郷
的
な
雰
囲
気
の
漂
う
場
面
に
は
、
珠
運
を
解
脱
者
と
す
る
「
宗

教
」
ら
し
き
も
の
の
誕
生
を
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
珠
運
は
彫
刻
を
通
じ
て
失

恋
の
苦
悩
を
解
脱
し
、
天
上
で
の
「
恋
」
を
得
た
。
そ
し
て
珠
運
の
解
脱
は
一
つ

の
教
義
を
生
み
、
各
人
そ
れ
ぞ
れ
の
「
風
流
仏
」

へ
の
信
仰
が
幸
福
へ
の
道
と
さ

れ
る
。
お
辰
は
彫
刻
に
よ
っ
て
昇
華
さ
れ
、
「
実
相
美
妙
の
風
流
仏
」
と
い
う
理

想
と
化
し
た
の
で
あ
り
、
全
て
の
女
性
は
「
風
流
仏
」
す
な
わ
ち
「
美
」
の
「
千

差
万
別
の
化
身
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
教
義
は
、
一
見
恋
愛
賛
美
の
よ
う

に
見
え
る
。
し
か
し
、
珠
運
の
彫
刻
と
い
う
行
為
か
ら
生
じ
て
い
る
こ
と
、
ま
た

美

の
「
化
身
」
と
し
て
の
女
性
崇
拝
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
根
底

へ
の
賛
美
と
、
「
美
」
へ
の
崇
拝
が
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
る

ま
い
。
そ
し
て
、
宗
教
的
な
世
界
が
突
知
と
し
て
広
が
る
こ
の
結
末
の
不
自
然
さ

は
、
「
風
流
仏
」
の
問
題
点
と
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
何
を
読

み
取
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

に
は
「
芸
」

官
頭
に
見
ら
れ
る
「
安
日
本
美
術
固
に
生
れ
な
が
ら
今
の
世
に
飛
騨
の
工
匠
な

し
と
言
は
せ
ん
事
残
念
な
り
、
」
、
「
石
膏
細
工
の
鼻
高
き
唐
人
め
に
下
目
で
見
ら

れ
し
欝
慣
の
幾
分
を
晴
ら
す
べ
し
」
と
い
う
珠
運
の
言
葉
に
、
明
治
十
年
代
前
半

po 
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か
ら
台
頭
し
始
め
た
国
粋
主
義
的
な
「
美
術
」
の
あ
り
ょ
う
を
重
ね
て
み
る
こ
と

は
た
や
す
い
。
明
治
一
五
年
五
月
に
聞
か
れ
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
講
演
は
、
そ
の
年

の
一
一
月
に
「
美
術
真
説
」
と
題
さ
れ
て
刊
行
さ
れ
、
各
方
面
に
多
大
な
影
響
を

与
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
録
に
記
さ
れ
た
、
「
今
余
ハ
漸
ク
進
ン
デ
日
本
ニ

於
テ
其
固
有
ノ
美
術
ヲ
振
起
ス
ル
ノ
緊
急
ナ
ル
ト
、
其
之
ヲ
振
起
ス
ル
ノ
方
案
ト

ヲ
論
述
セ
ン
ト
ス
。
」
と
い
う
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
言
葉
の
延
長
線
上
に
、
先
程
の
珠

運
の
言
葉
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
お
辰
と
い
う
一
人
の
女
性
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
女
性
た
ち
の
理
想
と
し
て

の
「
風
流
仏
」
を
作
り
上
げ
、
解
脱
を
遂
げ
た
珠
運
の
あ
り
よ
う
に
は
、
米
山
敬

子
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
美
術
真
説
」
の
、
「
美
術
家
」
を
「
万
象
教
会
ニ
於



ケ
ル
高
徳
ノ
僧
」
と
呼
び
、
「
其
真
誠
ニ
美
術
ノ
妙
想
ヲ
鑑
別
ス
ル
ノ
明
ア
リ
テ
、

む

き

天
然
ノ
実
物
ニ
比
ス
レ
パ
更
ニ
完
全
無
腐
ノ
物
件
ヲ
掲
ゲ
来
リ
テ
吾
人
ニ
示
ス
モ

ノ
ハ
、
独
リ
我
ガ
美
術
家
ア
ル
ノ
ミ
。
」
と
述
べ
て
、
「
美
術
ハ
幾
ン
ド
宗
教
ノ
如

シ
。
」
と
す
る
一
節
を
重
ね
て
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
「
風
流
仏
」
は
、
フ
エ

ノ
ロ
サ
を
始
祖
と
し
て
成
立
し
展
開
し
て
い
く
「
日
本
美
術
」

て
い
る
テ
ク
ス
ト
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

の
動
き
に
連
動
し

フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
、
密
接
な
関
係
を
結
ん
だ
画
家
狩
野
芳
崖
は
、

伝
統
的
な
画
題
を
用
い
な
が
ら
、
フ
エ
ノ
ロ
サ
の
助
言
の
も
と
に
西
洋
画
か
ら
新

し
い
技
法
や
色
彩
を
取
り
入
れ
、
「
日
本
画
」
と
い
う
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
を
開
拓

国

2

し
て
い
っ
た
一
人
で
あ
る
。
芳
崖
の
、
代
表
作
と
さ
れ
る
「
仁
王
捉
鬼
図
」

E

Z

 

治
一
九
年
)
や
、
明
治
を
代
表
す
る
絵
画
と
も
言
わ
れ
る
「
悲
母
観
音
」

(
明
治

一
一
一
年
)

は
、
題
名
が
す
で
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
仏
教
か
ら
材
を
取
っ
た
も
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
芳
崖
の
絵
画
と
「
風
流
仏
」

の
結
末
の
場
面
に
は
、
な
に

が
し
か
の
接
点
が
感
じ
ら
れ
る
。
「
我
慢
の
角
を
落
し
て
黒
山
の
鬼
窟
を
出
、
発
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心
勇
ま
し
く
田
原
と
共
に
左
右
の
御
前
立
」
と
な
っ
た
七
蔵
の
姿
は
、
「
仁
王
捉

鬼
図
」

の
姿
に
重
な
っ
て
い
く
。
珠
運
と
お
民
が
、
「
帰
依
仏
の
来
迎
に
辱
な
く

も
握
ひ
と
ら
れ
て
、
」
、
「
雲
の
上
」

へ
と
昇
っ
て
い
く
光
景
も
、

「
悲
母
観
音
」

と
の
類
似
を
感
じ
さ
せ
る
。

フ
エ
ノ
ロ
サ
に
よ
っ
て
明
治
一
七
年
に
創
立
さ
れ
、
岡
倉
党
三
(
天
心
)
、
狩

野
芳
崖
、
橋
本
雅
邦
ら
を
加
え
た
鑑
画
会
と
い
う
団
体
の
、
岡
倉
天
心
の
言
葉
を

借
り
れ
ば
「
国
民
芸
術
を
新
し
い
基
礎
の
上
に
再
建
し
よ
う
」
と
す
る
行
き
方
は
、

や
が
て
政
府
の
方
針
と
さ
れ
、
そ
の
後
の
美
術
界
の
主
導
権
を
握
っ
て
い
く
こ
と

と
な
る
。
「
風
流
仏
」
が
発
表
さ
れ
た
明
治
二
二
年
と
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
が

発
布
さ
れ
た
年
で
あ
り
、
同
時
に
、
帝
国
博
物
館
が
設
置
さ
れ
、
美
術
雑
誌
「
国

華
」
が
創
刊
さ
れ
、

そ
し
て
ま
た
東
京
美
術
学
校
、
が
開
校
さ
れ
た
年
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
東
京
美
術
学
校
設
立
に
際
し
で
も
、
鑑
画
会
の
メ
ン
バ
ー
が
幹
部
職
員
と
な

っ
て
参
加
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
翌
年
に
は
、
帝
室
技
芸
員
制
度
が
制
定

さ
れ
、
岡
倉
天
心
に
よ
る
日
本
美
術
史
の
講
義
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
一
連

の
出
来
事
に
つ
い
て
、
北
津
憲
昭
氏
は
、
「
美
術
じ
た
い
の
制
度
的
在
り
方
と
い

う
観
点
か
ら
担
え
返
せ
ば
、
帝
国
博
物
館
に
お
い
て
端
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

美
術
を
国
家
の
『
機
軸
』
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
美
術
は
、
こ
う

明

し
て
日
本
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
重
ね
あ
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
っ

た
。
」
と
い
う
解
釈
を
加
え
て
い
る
。
北
海
氏
は
、
「
美
術
と
い
う
も
の
が
こ
の

国
に
確
立
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
は
、
近
代
国
家
創
出
に
む
け
て
の
国
民
統
合
の
過
程

と
対
応
し
て
い
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
流
派
の
行
き
方
は
ま
さ
に
そ
の

動
き
の
中
心
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

一17-

さ
ら
に
も
う
少
し
後
の
時
代
に
ま
で
目
を
向
け
て
お
き
た
い
。
明
治
三
一
年
、

岡
倉
天
心
と
東
京
美
術
学
校
系
の
画
家
た
ち
に
よ
っ
て
日
本
美
術
院
が
創
設
さ
れ

必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
「
宗
教
」

る
。
そ
の
代
表
的
画
家
た
ち
の
絵
画
に
は
、

を
画
題
と
し
た
も
の
が
あ
る
。
列
挙
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
例
え
ば
下
村
観
山
の

「
仏
誕
図
」
(
明
治
二
九
年
)
、
菱
回
春
草
の
「
鈷
華
微
笑
」
(
明
治
三

O
年)、

横
山
大
観
の
「
釈
迦
と
魔
女
」
(
明
治
三
六
年
)
な
ど
、
そ
の
題
か
ら
し
て
明
白

で
あ
る
。
芳
崖
以
来
、
こ
の
流
派
が
日
本
古
来
の
歴
史
や
伝
説
な
ど
と
と
も
に
、

「
宗
教
」
を
も
重
要
な
画
題
と
し
て
取
り
上
げ
、
日
本
国
民
の
文
化
的
な
統
合
を

目
指
し
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
一
連
の
流
れ
を
概
観
し
た
と
き
、
や
は
り
法
華
経
の
構
成
に
則
つ

の
完
成
と
解
脱
と
が
結
び
つ
い
て
い
く
結
末
の
場
面

た
「
風
流
仏
」

の
、
「
美
」

に
は
、
あ
る
象
徴
的
な
意
味
合
い
が
見
出
さ
れ
て
く
る
。
珠
運
が
風
流
仏
を
完
成
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お
辰
と
共
に
「
雲
の
上
」

へ
行
っ
た
後
に
は
、
「
吉
兵
衛
を
初
め
一
村
の

さ
せ
、

老
幼
」

の

「
芽
出
度
と
さ
y
め
く
芦
」
が
「
天
鼓
を
撃
つ
如
く
」
と
ど
ろ
き
、
あ

ら
ゆ
る
階
層
に
各
人
そ
れ
ぞ
れ
の
「
風
流
仏
」

へ
の
信
仰
が
広
が
っ
て
い
く
。
こ

こ
に
は
、
あ
る
超
越
的
理
念
を
共
有
す
る
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
強
固
な
共

「
国
民
統
合
の
過
程
」
に
お
い

て
な
さ
れ
た
言
説
空
間
の
編
成
の
一
つ
の
縮
図
を
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

同
体
の
発
生
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

ニーニ

一
葉
「
う
も
れ
木
」

の
冒
頭
部
分
で
は
、
主
人
公
箱
三
も
ま
た
、
「
美
術
奨
励

の
今
日
う
ま
れ
合
は
せ
な
が
ら
、
此
処
東
京
の
地
に
ば
か
り
二
百
に
余
る
画
工
の

日
本
固
有
の
技
芸
の

妙
、
見
せ
つ
け
く
れ
ん
の
腸
も
つ
も
の
な
く
、
」
と
嘆
い
て
い
る
。
ま
た
結
末
部

ゃっムち、

天
晴
道
の
奥
を
極
め
て
、

万
里
海
外
の
青
眼
玉
に
、

分
で
は
、
「
風
流
仏
」

「
吉
兵
衛
を
初
め
一
村
の
老
幼
芽
出
度
と
さ
y
め
く
声

の

は
天
鼓
を
撃
つ
如
く
」
と
い
う
表
現
と
同
じ
様
に
、
「
金
光
我
が
身
に
耀
い
て
、

四
方
に
沸
く
喝
采
の
戸
、
」
と
い
う
言
葉
も
見
ら
れ
る
。
冒
頭
部
分
と
結
末
部
分

に
、
現
在
の
感
覚
か
ら
言
え
ば
盗
作
と
さ
え
言
え
る
ほ
ど
「
風
流
仏
」
の
表
現
を

模
倣
し
た
「
う
も
れ
木
」
に
、
「
風
流
仏
」
が
は
ら
む
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
同
質
の

も
の
が
無
か
っ
た
わ
け
は
な
い
だ
ろ
う
。

「
美
術
奨
励
」
の
時
代
で
あ
っ
た
。
箱
三
は
、

「
ま
だ
一
と
度
の
共
進
会
に
名
を
掲
げ
た
る
こ
と
も
な
く
、
」
と
悔
し
が
り
、
彼

が
作
り
上
げ
た
花
瓶
を
出
品
し
よ
う
と
す
る
の
は
「
コ
ロ
ン
ブ
ス
博
覧
会
」
で
あ

ま
た
、
箱
三
の
生
き
る
世
は

る

一
八
六
七
年
の
パ
リ
万
博
に
幕
府
が
陶
器
を
出
品
し
て
以
来
、
陶
器
は
万
博

に
出
品
す
る
美
術
工
芸
品
の
重
要
品
目
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
。

「
美
術
奨
励
」

と
は
、
世
界
の
強
固
に
追
い
つ
こ
う
と
す
る
日
本
の
名
誉
を
あ
げ
、
ひ
い
て
は
輸

出
の
拡
大
を
ね
ら
う
も
の
で
あ
っ
た
。
政
府
は
、
万
国
博
覧
会
の
国
内
版
と
し
て
、

一
八
七
七
年
か
ら
内
国
勧
業
博
覧
会
を
聞
い
て
い
く
。
そ
し
て
そ
れ
に
歩
調
を
合

わ
せ
る
よ
う
に
、
各
品
目
ご
と
の

「
共
進
会
」
な
る
も
の
を
た
び
た
び
行
い
、
質

の
向
上
を
図
っ
て
い
く
。
箱
三
は
、
こ
の
国
家
の
動
き
の
中
で
、
自
ら
の
名
、
誉
を

あ
げ
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
う
も
れ
木
」

の
結
末
部
分
に
描
き
出
さ
れ
た
光
景
は
、
「
風

流
仏
」
の
結
末
の
そ
れ
と
は
大
き
く
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
妹
お
蝶

は
、
辰
雄
に
臨
さ
れ
た
ま
ま
死
を
選
ぶ
決
意
を
し
、
「
文
一
通
」
を
残
し
て
去
る
。

辰
雄
に
謀
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
お
蝶
の
死
を
悟
っ
た
箱
三
は
、
妹
を
死
へ

と
追
い
や
っ
て
い
っ
た
己
の
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「
悪
」
、
そ
の
全
て
の
元
凶
と
し
て
の
「
芸
」
に
気

付
い
て
ゆ
く
。
箱
三
は
、
「
思
へ
ば
恨
ら
み
は
我
れ
に
あ
り
、
腕
に
あ
り
芸
に
あ

り
此
花
瓶
に
あ
り
、
憎
く
し
口
惜
し
仇
め
敵
め
大
悪
魔
め
、
」
と
叫
ぶ
。
箱
三
の

「
芸
」
は
「
聖
」
な
る
も
の
に
繋
が
る
も
の
で
は
な
く
な
り
、
箱
三
の
名
誉
欲
も

覆
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
彼
れ
も
美
な
り
是
れ
も
美
な
り
、

お
蝶
も
美
な
り

辰
雄
も
美
な
り
、
中
に
就
て
我
が
筆
美
な
り
、
」
と
開
き
直
り
は
し
て
も
、
頼
三

に
は
こ
の
花
瓶
を
残
し
て
お
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
箱
三
は
、
「
お
蝶
ふ
た
L

び

辰
雄
に
邪
心
の
無
く
も
有
ら
ば
、
此
品
保
存
も
成
る
べ
き
を
」
と

帰
り
も
せ
ば
、

い
う
よ
う
に
、
こ
の
地
上
で
は
「
善
」
な
る
「
美
」
し
か
存
在
で
き
ぬ
と
い
う
意

識
に
、
強
く
拘
束
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
箱
三
は
花
瓶
を
破
壊
し
、
自
ら
も

こ
の
地
上
か
ら
消
え
去
る
し
か
な
い
。

天
下
万
人
み
な
明
き
め
く
ら
、

見
す
べ
き
人
な
し
見
せ
て
甲
斐
な
し
、
我
が



友
は
汝
よ
、
汝
が
友
は
我
れ
よ
、
い
ざ
共
に
行
か
ん
と
抱
き
あ
げ
て
、
投
げ

出
だ
す
一
対
庭
石
の
上
、
蔓
然
の
ひ
げ
〉
き
大
笑
の
ひ
げ
ふ
き
、
夜
半
の
鐘
声
と

ほ
く
引
き
て
、
残
る
も
の
は
片
々
の
金
光
一
輪
の
月
。

こ
こ
に
は
も
は
や
、
世
に
認
め
ら
れ
た
い
と
い
う
願
望
は
な
い
。
「
見
ょ
や
海

外
の
青
眼
玉
、
来
た
れ
万
国
の
陶
器
画
工
、
日
本
帝
国
の
一
臣
民
、
」
と
い
う
籍

三
の
自
尊
心
も
、
「
四
方
に
沸
く
喝
采
の
戸
」
も
何
時
し
か
消
え
去
っ
て
い
る
。

た
だ
、
鋭
く
冷
た
い
孤
独
が
残
る
ば
か
り
で
あ
る
。
「
芸
」
の
持
つ
「
悪
」
な
る

側
面
、

そ
し
て
「
芸
」
を
捨
て
ら
れ
ぬ
者
が
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
孤
独
感
は
、

の
結
末
に
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

「
風
流
仏
」

一葉「うもれ木」における〈芸〉の歴史的位相

「
風
流
仏
」
が
「
美
」
の
理
想
を
描
き
出
す
た
め
に
は
、
排
除
し
隠
蔽
し
た
問

題
が
あ
っ
た
。
珠
運
は
家
族
を
持
た
ぬ
旅
人
で
あ
り
、
完
全
に
自
由
で
あ
り
え
て

い
る
。
そ
し
て
小
説
の
舞
台
に
は
「
物
躍
き
西
洋
の
塵
も
」
飛
ん
で
は
来
ぬ
、

「
清
浄
潔
白
実
に
頼
母
敷
岐
蘇
路
」
と
い
う
地
が
選
ば
れ
て
い
る
。
生
活
の
根
を

持
た
ぬ
旅
人
と
し
て
、
浮
世
の
塵
に
ま
み
れ
る
こ
と
の
な
い
場
所
で
、
珠
運
は

「
美
」
を
完
成
さ
せ
る
。
ま
た
、
「
親
譲
り
の
家
財
を
売
つ
て
の
け
」
る
こ
と
で
、

「
身
を
立
る
基
」
と
し
て
「
猶
三
百
両
余
」
と
い
う
大
金
を
手
に
し
て
い
る
珠
運

は
、
生
活
を
維
持
し
、
「
芸
」
に
打
ち
込
む
だ
け
の
金
銭
を
ど
う
確
保
す
る
か
と

い
う
問
題
か
ら
も
解
放
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
「
風
流
仏
」
に
描
き
出

さ
れ
た
「
美
」
と
は
、
あ
た
か
も
無
菌
室
で
純
粋
培
養
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思

わ
れ
て
く
る
。
「
う
も
れ
木
」
と
の
違
い
は
そ
こ
に
根
ざ
し
て
い
る
。

「
う
も
れ
木
」
に
お
い
て
対
象
と
な
る
陶
器
は
、
「
優
で
ご
坐
る
の
妙
で
候
の

と
言
ふ
処
が
、
結
局
は
仕
切
り
値
段
の
上
に
有
る
こ
と
、
問
屋
う
け
の
宜
き
物
一

致
あ
り
難
し
と
は
、
そ
も
何
方
よ
り
出
る
詞
ぞ
、
」
と
箱
三
が
嘆
く
よ
う
に
、
「
商

品
」
と
し
て
の
流
通
に
絡
め
取
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
口
惜
し
や
赤
貧
の
身
の
、

空
し
く
志
し
を
抱
ひ
て
幾
年
問
、
」
と
い
う
、
貧
し
さ
故
に
思
う
と
お
り
の
物
を

作
れ
な
い
箱
三
の
嘆
き
は
、
本
文
中
に
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、

箱
三
の
作
る
薩
摩
錦
手
と
は
絢
嫡
豪
華
な
も
の
で
あ
り
、
最
高
級
品
に
な
る
と
金

が
多
量
に
使
用
さ
れ
る
、
費
用
の
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
れ
以
上
に
こ

こ
で
留
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
こ
の
箱
三
の
嘆
き
に
は
、
廃
落
置
県
以
降
藩
の
庇

護
を
失
い
、
資
金
援
助
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
、
多
く
の
「
芸
」
に
携
わ
る
者

た
ち
の
生
々
し
い
現
実
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
狩
野
芳
崖
が
、

フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
見
出
さ
れ
る
ま
で
、
素
焼
の
絵
付
け
な
ど
の
賃
仕
事
を
し
な
が
ら

非
常
な
貧
し
さ
に
耐
え
て
い
た
と
い
う
の
は
、
有
名
な
話
で
あ
る
。

箱
三
は
陶
器
を
作
る
資
金
を
得
る
た
め
に
、
「
人
に
受
く
る
恵
み
快
か
ら
ね

ど
、
」
と
は
思
い
つ
つ
・
も
辰
雄
の
援
助
を
受
け
、
彼
の
慈
善
事
業
を
装
っ
た
計
略

に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
。
ま
た
箱
三
が
、
妹
に
対
し
て
は
自
責
の
念
を
抱
き
、

「
天
晴
れ
の
人
物
え
ら
び
て
添
は
せ
た
き
も
の
」
と
願
う
優
し
い
兄
で
あ
っ
た
こ

と
も
、
辰
雄
の
計
略
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
要
因
で
あ
っ
た
。
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「
風
流
仏
」
が
描
い
た
「
聖
」
へ
と
つ
な
が
る
「
美
」
と
い
う
思
想
は
、

「
芸
」
を
も
絡
め
取
っ
て
い
る
「
金
銭
」
の
力
の
問
題
、
ま
た
そ
の
「
金
銭
」
や

「
血
縁
」
に
よ
っ
て
、
嫌
で
も
繋
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
人
と
の
関
係
と
い
っ
た

問
題
を
隠
蔽
し
た
と
こ
ろ
に
し
か
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
日
常
性
」
と
い
う

次
元
か
ら
完
全
に
君
離
し
た
と
こ
ろ
で
観
念
的
に
純
化
し
た
思
想
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
西
洋
に
並
び
、
認
め
ら
れ
て
い
こ
う
と
す
る
日
本
と
い
う
「
国
家
」

の
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
構
築
の
動
き
に
添
い
な
が
ら
、
統
一
さ
れ
た
精
神
を
形

成
し
、
人
々
を
幸
福
に
導
く
教
義
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
「
う
も
れ
木
」
に

は
、
そ
の
よ
う
な
思
想
か
ら
の
逸
脱
が
見
ら
れ
る
。
「
金
銭
」
や
、
関
係
の
問
題



一葉「うもれ木Jにおける〈芸〉の歴史的位相

を
無
視
で
き
ぬ
次
元
で

「
芸
」
を
と
ら
え
て
し
ま
っ
た
と
き
、
「
芸
」
は
「
大
悪

魔
」
と
し
て
、

そ
し
て
そ
れ
に
濃
か
れ
た
者
の
存
在
も
ま
た
「
悪
」
と
し
て
あ
る

よ
り
他
に
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
「
芸
」
を
捨
て
ら
れ
ぬ
者
は
、
自
己
と
作
品
と

を
共
に
破
壊
し
、
万
人
に
喝
采
さ
れ
る
「
雲
の
上
」
で
も
な
く
、
人
と
人
と
が
関

係
し
合
っ
て
生
き
る
「
地
上
」
で
も
な
い
、
孤
独
と
い
う
「
虚
空
」
に
向
か
う
し

か
な
い
。
「
風
流
仏
」
の
「
統
合
」
と
い
う
結
末
か
ら
、
そ
れ
は
大
き
く
隔
た
つ

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

一
葉
「
う
も
れ
木
」

の
特
異
な
点
と
し
て
、
さ
ら
に
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

お
蝶
と
い
う
女
性
の
存
在
が
、
箱
三
の
「
芸
」
や
名
、
誉
を
相
対
化
し
て

い
く
視
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
鴎
外
訳
「
埋
木
」
や
「
風
流

い
の
は
、

仏
」
に
は
な
い
視
点
で
あ
る
。

鴎
外
訳
「
埋
木
」

で
は
、
ゲ
ザ
の
才
能
を
開
花
さ
せ
る
の
は
女
性
と
の
恋
で
あ

る
。
女
優
イ
ル
マ
と
の
別
離
は
、
ゲ
ザ
を
「
オ
ペ
ラ
」

の
作
曲
に
没
頭
さ
せ
る
。

ま
た
ア
ン
ネ
ッ
ト
と
の
恋
は
、
「
悪
魔
」
の
一
節
「
ダ
ン
テ
が
地
獄
」
と
い
う
傑

作
を
作
曲
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
女
性
は
ゲ
ザ
の
音
楽
家
と
し

て
の
栄
達
を
阻
む
も
の
で
も
あ
る
。
ゲ
ザ
を
翻
弄
し
転
落
さ
せ
て
い
く
の
は
、
ス

テ
ル
ニ
イ
に
心
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
ア
ン
ネ
ッ
ト
の
不
貞
と
、
恐
ら
く
は
ゲ
ザ

の
楽
譜
を
ス
テ
ル
ニ
イ
に
渡
し
て
し
ま
っ
た
彼
女
の
愚
か
さ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

グ
ザ
へ
の
最
後
の
と
ど
め
と
な
っ
た
の
は
、
母
マ
ル
ガ
レ
エ
タ
に
再
会
し
そ
の
優

し
さ
に
包
ま
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
グ
ザ
の
音
楽
へ
の
情
熱
は
つ
い
え
、

彼
は
蹄
抜
け
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

女
性
に
翻
弄
さ
れ
転
落
の
道
を
歩
ん
だ
の
は
、
ゲ
ザ
だ
け
で
は
な
い
。
デ
リ
レ

オ
は
恋
多
き
歌
姫
ガ
ル
チ
エ
リ
に
魅
せ
ら
れ
、
全
て
を
失
っ
た
。
多
く
の
女
性
た

ち
を
弄
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
ス
テ
ル
ニ
イ
さ
え
、
そ
の
女
性
遍
歴
は
、
ガ
ル

チ
エ
リ
へ
の
初
恋
が
「
胸
の
癒
演
」
と
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
女
性
た
ち
は
、
ど

の
イ
メ
ー
ジ
に
繋
が
っ
て
い
る
。
確
か
に
、

こ
か
で
「
女
怪
」

マ
ル
ガ
レ
エ
タ
は

子
を
棄
て
る
こ
と
へ
の
罪
の
意
識
を
抱
え
続
け
、

ア
ン
ネ
ッ
ト
は
自
ら
の
裏
切
り

へ
の
自
責
の
念
を
背
負
っ
て
自
殺
す
る
の
で
あ
り
、
彼
女
た
ち
は
ガ
ル
チ
エ
リ
ほ

ど
毒
々
し
い

「
悪
女
」
に
は
見
え
な
い
。
だ
が
そ
の
役
回
り
に
は
、
や
は
り
同
質

の
も
の
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

鴎
外
訳
「
埋
木
」

で
は
、
女
性
が
「
芸
術
家
」

の
運
命
を
支
配
す
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
男
性
た
ち
の
遍
歴
は
よ
り
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
も
の
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
、
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「
芸
術
」
は
一
層
純
化
さ
れ
、
手
の
屈
か
な
い
高
み
へ
と
押
し
上
げ
ら
れ
て
い
く

の
で
あ
る
。

「
風
流
仏
」
に
お
い
て
も
、
珠
運
の
才
能
が
開
花
し
た
の
は
お
辰
へ
の
失
恋
に

よ
っ
て
で
あ
る
。
だ
が
不
思
議
な
こ
と
に
、
珠
運
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
後
の
お
辰

の
様
子
は
全
く
描
か
れ
な
い
。
「
風
流
仏
」

の
姿
に
重
ね
ら
れ
て
珠
運
の
前
に
現

れ
る
の
は
、
奇
妙
な
血
の
通
わ
ぬ
お
民
で
あ
る
。
彼
女
は
も
は
や
一
つ
の
シ
ン
ボ

ル
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
全
て
の
女
性
が
「
風
流
仏
」
す
な
わ
ち
「
美
」
の
化
身

と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
く
と
き
、
こ
の
女
性
た
ち
も
ま
た
、
「
恋
」

の
対
象
と
さ

れ
つ
つ
、
「
芸
」

へ
の
賛
美
「
美
」

へ
の
崇
拝
に
基
づ
い
た
一
つ
の
教
義
に
「
統

ム
ロ
」
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
芸
術
」

の
超
越
性
が
疑
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、

「
芸
術
家
」
の
「
恋
」
が
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
あ
り
、
そ
こ
で
は
女
性
た
ち



は
、
理
解
を
超
え
た
者
と
し
て
恐
怖
さ
れ
た
り
、
逆
に
理
想
化
さ
れ
て
崇
め
ら
れ

た
り
し
て
い
く
。
一
葉
の
「
う
も
れ
木
」
は
、
こ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
か
ら
外
れ

て
い
る
。
籍
三
は
女
性
に
恋
す
る
こ
と
な
く
、
彼
の
「
芸
」
は
「
恋
」
と
は
無
縁

な
ま
ま
に
完
成
し
て
い
く
。
恋
を
す
る
の
は
妹
お
蝶
で
あ
る
。
お
蝶
は
恋
す
る
辰

雄
の
策
略
に
気
付
か
ぬ
ま
ま
、
結
局
は
そ
れ
に
は
乗
ら
ぬ
か
た
ち
で
死
を
選
ん
で

い
く
。

み
が
く
心
の
満
足
さ
れ
る
や
う
、
」
と

兄
を
思
い
、
「
同
じ
画
工
の
侮
り
顔
す
る
奴
を
、
兄
さ
ま
の
前
に
両
手
っ
か
せ
た

く
、
」
と
憤
慨
す
る
お
蝶
は
、
一
見
、
頼
三
と
同
じ
様
に
「
芸
」
を
崇
め
、
箱
三

の
高
い
志
を
支
え
よ
う
と
し
て
い
る
様
に
見
え
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
兄
を
思
う
心

「
腕
の
光
り
の
世
に
現
は
る
与
や
う
、
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か
ら
の
も
の
で
し
か
な
い
。
お
蝶
は
、
自
ら
の
「
恋
に
死
ぬ
」
こ
と
を
選
ぶ
。
こ

の
死
を
暗
示
し
た
出
奔
は
、
辰
雄
の
悪
計
を
は
ぐ
ら
か
す
と
と
も
に
、
箱
三
に
自

ら
の
「
存
在
」
へ
の
懐
疑
を
抱
か
せ
、
ま
た
そ
れ
ま
で
信
じ
て
い
た
「
芸
」
の
超

越
性
を
も
疑
わ
せ
て
い
っ
た
。

一
葉
「
う
も
れ
木
」
は
、
箱
三
の
「
存
在
レ
や
「
芸
」
そ
の
も
の
が
持
っ
て
し

ま
う
罪
悪
を
暴
き
出
し
、
「
芸
」
の
超
越
性
を
相
対
化
し
て
い
く
視
点
を
併
存
さ

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

一
葉
「
う
も
れ
木
」
が
、
露
伴
「
風
流
仏
」
と
、
鴎
外
訳
「
埋
木
」
と

い
う
こ
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
模
倣
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
の
、
純
化
し
超
越
し
た
あ
り

以
上

方
と
は
異
な
る
「
芸
」

の
あ
り
方
を
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
し

か
し
そ
う
は
い
っ
て
も
、
「
う
も
れ
木
」
が
「
芸
」
を
否
定
し
た
り
、

そ
の
外
部

に
立
ち
得
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
結
末
部
分
の
、
「
彼
れ
も
美
な
り
是

お
蝶
も
美
な
り
辰
雄
も
美
な
り
、
中
に
就
て
我
が
筆
美
な
り
、
」

と
い
う
箱
三
の
開
き
直
っ
た
よ
う
な
言
葉
、
そ
し
て
「
我
が
友
は
汝
よ
、
汝
が
友

は
我
れ
よ
、
い
ざ
共
に
行
か
ん
と
抱
き
あ
げ
て
、
」
庭
石
に
陶
器
を
投
げ
つ
け
、

自
ら
も
滅
び
よ
う
と
す
る
箱
三
の
行
為
は
、
「
芸
」
を
善
悪
の
基
準
か
ら
解
き
放

一
層
強
固
に
肯
定
し
て
い
く
地
点
を
、
死
の
世
界
に
作
り
出
そ
う
と
し
て
も

の
超
越
性
を
相
対
化
し
て
い
く
は
ず
の
お
蝶
も
、
自
殺

し
か
も
い
さ
さ
か
奇
妙
な
形
で
姿
を
消
し
て
お
り
、

れ
も
美
な
り
、

ふり、い
る
。

そ
し
て
、
「
芸
」

が
暗
示
さ
れ
た
ま
ま
途
中
で
、

最
後
ま
で
描
さ
き
ら
れ
て
は
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
差
異
は
、
決
し

て
確
固
と
し
た
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
書
く
と
い
う
行
為
の

中
で
お
き
て
い
る
こ
の
揺
ら
ぎ
に
こ
そ
、
「
日
常
性
」
を
断
ち
切
っ
て
観
念
世
界

に
飛
河
し
き
れ
ず
、
「
芸
」
や
人
間
の
「
存
在
」
そ
の
も
の
へ
の
問
い
を
は
ら
む

「
う
も
れ
木
」
の
独
自
性
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

当
時
、
「
芸
」
の
超
越
性
を
徹
底
し
て
相
対
化
し
よ
う
と
し
た
テ
ク
ス
ト
が
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
風
流
仏
」
の
約
二
ヶ
月
後
に
発
表
さ
れ
た
尾
崎
紅
葉

の
「
裸
美
人
」
は
、
裸
体
を
「
美
の
神
髄
」
と
信
奉
す
る
新
婚
の
「
美
術
家
」
が
、

妻
に
明
日
の
披
露
目
の
席
で
は
丸
裸
で
臨
席
し
て
く
れ
と
頼
み
、
こ
の
妻
が
夜
中

に
里
に
逃
げ
帰
ろ
う
と
す
る
と
、
息
子
に
手
を
焼
く
姑
も
、
そ
し
て
や
は
り
丸
裸

で
客
席
に
出
よ
と
命
じ
ら
れ
た
下
女
も
一
緒
に
逃
げ
出
す
と
い
う
話
で
あ
る
。

「
裸
美
人
」
は
、
あ
た
か
も
「
風
流
仏
」
へ
の
瑚
笑
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、

裸
体
を
崇
め
る
「
美
術
家
」
を
ど
こ
ま
で
も
滑
稽
化
し
て
い
く
。
だ
が
こ
の
よ
う

な
、
時
代
の
中
で
新
た
に
台
頭
し
権
威
化
し
始
め
た
思
想
を
、
笑
い
の
力
に
よ
っ

て
吹
き
飛
ば
そ
う
と
す
る
創
作
の
あ
り
方
は
、
や
が
て
「
近
代
文
学
」
と
い
う
カ

-21-
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の
で
あ
る
。

テ
ゴ
リ

l
が
形
成
さ
れ
て
い
く
中
で
、
自
ず
と
周
縁
化
さ
れ
忘
れ
ら
れ
て
い
っ
た

〔注〕
(
1
)
 
西
周

美
術
』
岩
波
書
庖

九

(
『
日
本
近
代
思
想
大
系

八
九
年
六
月
四
頁
)
に
は
、
「
西
洋
ニ
テ
現
今
美
術
ノ
中
ニ
数
フ
ル
ハ

{
ペ
イ
ン
チ
ン
グ
V

{

ス
カ
ル
プ
テ

a
t
ル

}

〈

エ

ン

グ

レ

t
ヰ
ン
グ
V

A

ア
ル
キ
テ
ク
ト
V

西

学

、

彫

像

術

、

彫

刻

術

、

工

匠

術

ナ

レ

ド

、

猶

是

〔
ポ
エ
ト
}

A

プ
ロ
ヌ

v

?

ミ
ジ
ウ
ク
)

一
一
詩
歌
、
散
文
、
音
楽
、

「
美
妙
学
説
」

又
漢
土
き
ア
ハ
書
モ
此
類
ニ
テ
、

妙
ノ
元
理
ノ
適
当
ス
ル
者
ト
シ
、
猶
延
イ
テ
ハ
舞
楽
、
演
劇
ノ
類
ニ
モ
及

と
記
さ
れ
、
広
範
な
分
野
が
含
ま
れ
て
い
る
。

皆
美

ブ
ベ
シ
。
」

や
が
て
こ
の

「
美
術
」
と
い
う
語
が
、
現
在
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
視
覚
芸
術
に
限
定

「
芸
術
」
と
い
う
語
が
そ
れ
ま
で
の
「
美
術
」
に
置
き
換
え
ら
れ

て
、
使
い
分
け
が
一
般
に
定
着
し
て
い
く
の
は
、
北
津
憲
昭
『
眼
の
神

殿
』
(
美
術
出
版
社
一
九
八
九
年
九
月
二
九
九
頁
)
や
、
磯
田
光
一

『
鹿
鳴
館
の
系
譜
』
(
講
談
社
文
芸
文
庫
一
九
九
一
年
一
月
三
七

頁
)
に
よ
れ
ば
、
明
治
三
十
年
代
以
降
の
こ
と
と
見
て
良
い
よ
う
で
あ
る
。

さ
れ
、

(
2
)
前
掲
書

(
3
)
「
日
本
の
美
学
」
第
二
一
号

ぺ
り
か
ん
社

一
九
九
四
年
七
月

(
4
)
笹
淵
友
一

『
「
文
学
界
」
と
そ
の
時
代

一
九
六

O
年

下
』
(
明
治
書
院

月

一
一
九
九
頁
)

ま
た
笹
淵
氏
は
、

「
『
う
も
れ
木
』
と
い
ふ
題
名
は
或
は
鴎
外
の
『
う
も

(
5
)
 れ

木
』
に
示
唆
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
」
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

二

葉

と

露

伴

」

人

文

科

学

」

第

一

四

号

(
「
大
阪
学
芸
大
学
紀
要

一
九
六
六
年
二
月
)

(
6
)
「
一
葉
と
露
伴
」
(
「
福
井
大
学
教
育
学
部
紀
要
」
第
一
六
号

一
九
六
六

年
一

O
月
)

(
7
)
『
樋
口
一
葉
全
集

第
一
巻
』
後
記
(
新
世
社
一
九
四
二
年
一
月
)

こ
の
指
摘
は
、
伊
狩
章
『
幸
回
露
伴
と
樋
口
一
葉
』
(
教
育
出
版
セ
ン

タ

一
九
八
三
年
一
月

三
三
三

1
三
三
四
頁
)
、
岡
野
幸
江
「
封
じ

ら
れ
た
言
葉
の
行
方
|
『
う
も
れ
木
』
の
深
層
」
(
新
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

批
評
の
会
篇
『
樋
口
一
葉
を
読
み
な
お
す
』
拳
墨
書
林

一
九
九
四
年
六

月

四
二
頁
)

で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
戸
松
泉
氏
は
「
作
品
事
典

(
う
も
れ
木
)
」
(
『
樋
口
一
薬
事
典
』
お
う
ふ
う

二
五
頁
)
に
お
い
て
、
「
う
も
れ
木
」
研
究
の
「
こ
れ
か
ら
の
課
題
」
の

一
つ
と
し
て
、
「
露
伴
や
鴎
外
訳
『
埋
木
』
等
同
時
代
の
文
学
と
の
動
向

と
の
関
係
」
、
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
九
九
六
年
一
一
月

ワ臼η
4
 

(
8
)
『
鴎
外
全
集

よ
れ
ば
、
鴎
外
訳
「
埋
木
」

第
一
巻
』
(
岩
波
書
庖

一
九
七
一
年
一
一
月
)

の
後
記
に

の
原
題
は
、
「
宮
冊
。
由
自
主

o
z
z
z
z
g

P
E
Z」
と
い
う
。
原
作
者
シ
ユ
ピ
ン
に
つ
い
て
は
、
「
椋
鳥
通
信
」
に

二
ケ
所
、
さ
ら
に
「
水
の
あ
な
た
よ
り
」
に
一
ケ
所
、
ま
た
『
改
訂
水
沫

の集
詳』

細序
なな
情ど
報に
を鴎
見外

3易
る2
ピロιd

E述
はが

E z 
な於
か日
つ出血

た与
『の
ド作
イ者
ツに
語つ
固い
ので

女
性
作
家
』

(
E
・
ト
ク
ナ

l
/
R
・
メ

l
ア
マ
ン
他

版
部
一
九
九
一
年
五
月
)
の
「
は
じ
め
に
」
に
は
、
「
一
九
世
紀
末
に

な
る
と
、
『
も
の
を
書
く
女
』
の
数
は
驚
く
ば
か
り
に
増
え
る
。
」
と
あ
り
、

早
稲
田
大
学
出

「
い
ま
は
も
う
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
た
こ
の
時
代
の
多
く
の
女
性
作
家
の

う
ち
で
、
文
学
的
価
値
の
高
い
作
品
を
残
し
、
そ
の
生
き
か
た
に
お
い
て

注
目
さ
れ
る
象
徴
的
な
存
在
」
と
し
て
、
数
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
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シ
ユ
ピ
ン
と
い
う
名
は
見
あ
た
ら
な
い
。
こ
の
時
代
に
現
れ
消
え
て
い
っ

た
多
く
の
女
性
作
家
の
一
人
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
包
二
(
『
樋
口
一
葉
全
集

一
九
七
八
年
一
一
月
五
八
三
頁
)
に
は
、
明
治
二
三
年
の
記
述

の
中
に
、
「
君
が
為
ち
れ
と
を
し
へ
て
お
の
れ
ま
づ
嵐
に
向
ふ
樫
井
の
里

と
E
成
朝
臣
を
詠
じ
た
る
作
者
会
津
の
藩
士
と
の
み
に
て
名
を
ぱ
え
し
ら

で
過
ぬ
る
を
此
頃
漸
く
知
得
た
り
野
矢
常
方
と
い
ふ
鎚
の
上
手
に
て

(
略
ご
と
い
う
箇
所
が
あ
る
。
脚
注
に
は
、
「
『
し
か
ら
み
草
紙
』
第
一

(
9
)

「
雑
記
2
」
(
無
題

第
三
巻
下
』
筑
摩

書
房一

号
(
明
治
二
三
年
八
月
二
五
日
刊
)
掲
載
「
野
矢
常
方
ノ
事
」
(
漉
谷

源
蔵
著
、
署
名
「
玉
麟
子
」
)
に
よ
る
覚
書
。
(
略
ご
と
あ
る
。
一
葉
は

こ
の
記
述
に
日
付
を
し
て
い
な
い
が
、
直
後
の
記
述
が
、
中
島
歌
子
の
主

治
医
(
代
診
)
の
往
診
記
録
と
し
て
、
八
月
廿
四
日
、
九
月
二
日
:
・
と
日

付
と
医
師
名
が
記
さ
れ
て
い
く
こ
と
か
ら
、
ま
た
記
事
と
の
内
容
の
一
致

か
ら
、
脚
注
ど
お
り
こ
の
記
述
が
「
し
か
ら
み
草
紙
」
第
一
一
号
の
覚
書

で
あ
る
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。
鴎
外
訳
「
埋
木
」
が
掲
載
さ
れ
た
号
数
を

一

五

、

一

九

、

二

O
、
二
二
、

(
日
)

列
挙
す
れ
ば
七
、

二
七
、
三
一
で
あ
り
、
第
一
一
号
に
は
「
埋
木
」
の
掲
載
は
な
い
。
だ
が

こ
の
時
期
一
葉
が
「
し
か
ら
み
草
紙
」
を
継
続
し
て
読
ん
で
い
た
可
能
性

は
十
分
に
あ
り
、
鴎
外
訳
「
埋
木
」
も
視
野
に
入
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

の
未
定
稿
C

4
に
は
、
「
人
は
花
月
に
く
る
ひ
酒
色

O 

一一、

一六、

一
葉
「
う
も
れ
木
」

に
く
る
ふ
を
我
は
斯
道
に
く
る
へ
る
也
」
と
い
う
一
文
が
残
さ
れ
て
い
る
。

「
く
る
ふ
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
こ
の
表
現
も
、
鴎
外
訳
「
埋

木
」
の
、
「
常
の
女
怪
は
人
を
沼
に
引
入
る
れ
ど
、
『
シ
メ
エ
ル
』
は
人
を

天
に
招
き
の
ぼ
さ
ん
と
す
。
」
と
い
う
、
「
人
の
心
を
掻
裂
」
き
、
死
ぬ
ま

で
放
さ
ぬ
「
シ
メ
エ
ル
」

(
日
)
『
日
本
近
代
思
想
大
系

の
イ
メ
ー
ジ
に
繋
が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

美
術
』
岩
波
書
庖

一
九
八
九
年
六
月

七

頁

(
臼
)
「
『
風
流
仏
』
に
つ
い
て
|
明
治
二
十
二
年
に
お
け
る
露
伴
の
芸
術
感
を
め

文
学
編
」
第
五
六
号

ぐ
っ
て
|
」
(
「
甲
南
大
学
紀
要

一
九
八
五
年

月

(
凶
)
前
掲
寄

四
五
頁

(
凶
)
岡
倉
天
心
「
東
洋
の
理
想
」
(
『
明
治
文
学
全
集

一
九
六
八
年
二
月

岡
倉
天
心
集
』
筑
摩
書

15 

=司 rt
眼旧
の
神
殿
b 回

目IJ
掲
書

五
六
頁
)

二
八
七

5
二
八
人
頁
〉

(
日
)
『
眼
の
神
殿
』
(
前
掲
書

(
口
〉
露
伴
が
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
根
岸
党
は
、
霊
村
・
思
軒
・
得
知
の

三
人
を
発
起
人
と
す
る
遊
び
を
目
的
と
す
る
集
ま
り
で
あ
り
、
そ
の
党
員

・
客
員
に
は
、
岡
倉
天
心
や
、
久
保
田
米
傍
・
富
岡
永
洗
・
川
崎
千
虎
と

い
っ
た
日
本
画
家
、
官
吏
で
新
聞
日
本
の
発
行
を
援
助
し
美
術
雑
誌
「
国

華
」
を
出
版
し
た
高
橋
健
三
な
ど
が
い
た
。
藤
井
淑
禎
「
根
岸
党
に
お
け

二
九
三
頁
)

-23-

る
露
伴
」
(
「
解
釈
と
鑑
賞
」
第
四
三
巻
五
号
一
九
七
八
年
五
月
v

に
よ

れ
ば
、
露
伴
の
根
岸
党
へ
の
接
近
は
、
明
治
二
二
年
一

O
月
頃
か
ら
と
見

て
良
い
よ
う
で
あ
る
。
明
治
三
七
年
一
二
月
に
は
、
露
伴
は
日
本
美
術
院

の
二
十
貝
会
で
「
画
題
と
し
て
の
詩
仙
」
と
題
す
る
講
演
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
横
山
大
観
、
菱
田
春
草
と
も
交
際
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、

露
伴
は
岡
倉
天
心
を
中
心
と
す
る
日
本
画
家
た
ち
の
一
派
に
近
し
い
立
場

を
と
っ
て
い
く
。
ま
た
中
島
国
彦
『
近
代
文
学
に
み
る
感
受
性
』
(
筑
摩

書
房

一
五
三
頁
)
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
風

一
九
九
四
年
一

O
月



一葉「うもれ木Jにおける 〈芸〉の歴史的位相

流
仏
」

の
挿
絵
を
描
い
た
の
は
、
松
本
楓
湖
と
い
う
菊
池
容
斎
の
門
下
で
、

「
の
ち
に
日
本
美
術
院
創
設
時
に
顧
問
と
な
っ
た
、
著
名
な
日
本
画
家
」

で
あ
る
。

(m-) 
「
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
列
品
分
類
」
(
『
日
本
近
代
思
想
大
系

美
術
』

岩
波
書
庖

四
O
四
頁
)

一
九
八
九
年
六
月

五
七
頁
)

で
、
「
若
シ
其

(
四
)

フ
ェ
ノ
ロ
サ
も
ま
た
「
美
術
真
説
」
(
前
掲
書

固
有
ノ
美
術
ヲ
シ
テ
消
滅
セ
シ
メ
ズ
翻
テ
之
ヲ
振
興
ス
ル
ア
ラ
パ
、
日
本

か
ん
べ
ん

人
ハ
爾
後
数
年
ナ
一
フ
ズ
シ
テ
世
界
万
国
ニ
於
テ
美
術
ノ
冠
畏
タ
ル
ヲ
得
ベ

シ
。
」
と
言
い
、
「
抑
此
事
タ
ル
ヤ
、
大
ニ
日
本
ノ
実
益
ニ
影
響
ヲ
及

日
本
と
い
う
国
家
の
名
誉
と
実
益
と
い
う
面
に
深

ボ
サ
ン
ト
ス
。
」
と
、

く
切
り
込
ん
で
い
る
。

(
初
)
関
礼
子
『
樋
口
一
葉
を
よ
む
』
(
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ツ
ト

五
三
頁
)
に
、

一
九
九
二
年
六

月

「多
く
の
芸
道
小
説
が
、
芸
の
完
成
に
よ
っ
て
す
べ

て
が
免
罪
さ
れ
る
の
に
対
し
、
こ
の
作
品
で
は
お
蝶
は
出
奔
(
自
殺
の
可

能
性
が
高
い
)
、
徹
三
は
孤
立
し
自
分

一
衝
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
る
と
い

う
結
末
は
、

一
葉
独
特
の
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
指
摘
が
あ
り
、
首
肯

で
き
る
。

(
幻
)
岡
野
幸
江
(
前
掲
書

五
五
頁
)
に
、

お
蝶
に
つ
い
て

ご
葉
は
、
お
蝶

の
無
垢
な
純
粋
性
を
強
調
し
た
が
、

そ
れ
こ
そ
金
や
力
や
名
、誉
を
望
む
、

い
わ
ば
名
利
に
と
ら
わ
れ
た
男
性
存
在
を
あ
ぶ
り
出
し
、

そ
の
虚
妄
を
浮

き
出
さ
せ
る
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

一
葉
が
芸
術
家

肌
の
自
己
の
分
身
と
い
う
べ
き
彼
と
彼
の
作
っ
た
製
作
品
(
芸
術
作
品
)

関
礼
子
(
前
掲
書

は
、
「
興
味
深
い
の
は
、

五
四
頁
)

を
、
妹
の
視
点
か
ら
鋭
く
批
評
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。」

と
指
摘
す
る
。

図

河
北
倫
明

『
原
色
日
本
の
美
術

第
三

O
巻

近
代
の
日
本
画
』

(
小
学
館

一
九
七
二
年
八
月

一
七
四
頁
)

anτ η
L
 

図
2 

北
海
憲
昭

『
眼
の
神
殿
』
(
前
掲
書

二
五

O
頁
)

(
っ
か
も
と

あ
き
こ
)




