
近世初期風俗画の源流としての酒飯論絵巻

近
世
初
期
風
俗
画
の
源
流
と
し
て
の
酒
飯
諭
絵
巻

は
じ
め
に

日
本
の
絵
画
史
に
お
い
て
、
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
が
風
俗
画
の
全

盛
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

お
お
く
の
通
史
に
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ

で
生
み
だ
さ
れ
た
作
品
群
を
指
す
こ
と
ば
と
し
て
「
近
世
初
期
風
俗
画
」
と
い

う
語
も
定
着
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
風
俗
画
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に

定
義
し
た
ら
よ
い
か
、
ま
た
、

そ
も
そ
も
風
俗
画
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
作
品

が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
成
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、

と
い
う
点
に
つ
い
て

は
、
従
来
、

か
な
ら
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
風
俗
画
の

成
立
と
展
開
に
つ
い
て
、

一
般
的
に
は
、
絵
巻
物
な
ど
の
画
中
に
描
か
れ
た
点

景
表
現
が
次
第
に
充
実
し
て
く
る
と
い
う
方
向
と
、
室
町
時
代
の
後
期
に
成
立

し
た
洛
中
洛
外
図
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
画
題
が
派
生
し
て
く
る
と
い
う
方
向
の
ふ

た
つ
の
流
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
お
お
か
っ
た
。
た
し
か
に
、
こ
の
ふ
た
つ
が

「
風
俗
画
」
の
成
立
と
展
開
の
お
お
き
な
流
れ
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

並

木

士

誠

し
か
し
、
こ
の
点
だ
け
で
、
風
俗
画
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
様
相
が
明
確
に
な

る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

本
稿
で
は
、
狩
野
元
信
(
一
四
七
六
|
一
五
五
九
)
が
一
六
世
紀
前
半
に
制

作
し
た
酒
飯
論
絵
巻
が
、
近
世
初
期
の
風
俗
画
の
成
立
に
果
た
し
た
役
割
に
つ
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い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
風
俗
画
の
定
義
と
そ
れ
が
成
立
し
て

き
た
背
景
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
を
お
こ
な
う
。
そ
の
際
に
、
縁
起
絵
巻
と

参
詣
呈
茶
羅
と
い
う
ふ
た
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
着
目
す
る
。
第
二
章
で
は
、
そ
の

縁
起
絵
巻
と
参
詣
量
茶
羅
を
と
も
に
手
が
け
た
画
家
と
し
て
狩
野
元
信
を
捉
え
、

一
六
世
紀
前
半
に
お
け
る
そ
の
絵
画
史
的
位
置
を
略
述
す
る
。
第
三
章
で
は
、

酒
飯
論
絵
巻
の
風
俗
画
的
側
面
の
分
析
を
お
こ
な
い
、
同
時
に
、
酒
飯
論
絵
巻

の
図
様
が
近
世
初
期
の
風
俗
画
を
は
じ
め
と
す
る
作
品
に
継
承
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
第
四
章
で
、
狩
野
派
と
近
世
初
期
風
俗
画
と
の
関

係
を
展
望
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
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風
俗
画
の
定
義
と
成
立
の
背
景

『
新
潮
世
界
美
術
辞
典
」
(
新
潮
社
一
九
八
五
年
)
の
「
風
俗
画
」
の
項
目
に

lま

平
安
・
鎌
倉
時
代
の
年
中
行
事
絵
巻
、
縁
起
絵
、
戯
画
の
類
に
す
ぐ
れ

た
風
俗
表
現
が
み
ら
れ
る
が
、
独
立
し
た
画
題
と
し
て
は
中
世
末
に
成

立
し
、
洛
中
洛
外
図
、
遊
楽
園
、
祭
礼
図
な
ど
近
世
初
期
風
俗
画
の
盛

行
を
み
た
。

と
記
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
、
同
書
の
「
近
世
初
期
風
俗
画
」
の
項
目
に
は
、
そ

の
定
義
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

桃
山
時
代
か
ら
江
戸
初
期
に
描
か
れ
た
風
俗
画
。
室
町
末
期
頃
、
土
佐

派
の
領
域
で
あ
っ
た
や
ま
と
絵
風
俗
画
か
ら
誕
生
、
や
が
て
狩
野
派
が

主
力
と
な
っ
て
桃
山
時
代
に
発
展
、
江
戸
初
期
に
は
町
絵
師
の
手
に

移
っ
て
い
っ
た
。
京
都
を
中
心
と
す
る
当
世
風
俗
の
変
遷
が
、
詳
し
く

画
面
に
読
み
と
れ
、
現
世
に
生
き
る
歓
び
ゃ
楽
し
さ
が
共
通
の
関
心
事

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
「
当
世
風
俗
」
と
は
、
画
家
と
そ
の
注
文
主
に
と
っ
て

同
時
代
の
ひ
と
び
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
営
み
あ
る
い
は
様
相
と
い
い
か
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
辞
書
的
記
述
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
こ
こ
で
は
、
風

俗
画
を
、
画
家
が
み
ず
か
ら
と
同
時
代
の
ひ
と
び
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
営
み
を
描

写
対
象
と
し
た
絵
画
と
定
義
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ

た
風
俗
画
は
、
不
特
定
多
数
の
ひ
と
び
と
を
描
く
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
、
厳
密
に
い
え
ば
、
特
定
の
人
物
の
特
定
の
出
来
事
を
対
象
と
し

た
絵
画
は
、
そ
の
範
暗
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、

特
定
の
出
来
事
を
あ
っ
か
う
と
い
っ
て
も
、

そ
こ
に
は
不
特
定
多
数
の
人
物
が

描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
た
と
え
ば
、
豊
臣
秀
吉
の
吉
野
の
花
見
を
あ
っ

か
っ
た
吉
野
花
見
図
や
豊
田
神
社
の
臨
時
大
祭
礼
を
あ
つ
か
っ
た
豊
田
祭
礼
図

も
風
俗
画
に
含
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
の
章
で
あ
ら
た

め
て
考
察
す
る
。

風
俗
画
の
も
う
ひ
と
つ
の
側
面
と
し
て
、

ス
ト
ー
リ
ー
性
や
文
学
的
要
素
が

認
め
ら
れ
な
い
も
の
、

と
い
う
条
件
も
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

風
俗
表
現
が
充
実
し
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
信
貴
山
縁
起
(
朝
護
孫
子
寺
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蔵
)
・
一
遍
聖
絵
(
歓
喜
光
寺
ほ
か
蔵
)
な
ど
は
、

そ
れ
ぞ
れ
絵
画
化
の
目
的
と

な
っ
て
い
る
主
題
が
あ
り
、

そ
の
点
景
と
し
て
不
特
定
多
数
の
ひ
と
び
と
の
風

俗
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
伴
大
納
言
絵
詞
(
出
光
美
術
館
蔵
)

の
場
合
、

応
天
門
の
変
と
い
う
特
定
の
出
来
事
を
あ
っ
か
つ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
、
説

話
と
い
う
か
た
ち
で
一
日
一
客
体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
当
世
風
俗
の
描

出
と
は
性
格
が
こ
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
日
本
の
絵
画
史
を
概
観
す

る
と
、
物
語
や
宗
教
的
説
話
と
い
う
文
学
的
素
材
、
あ
る
い
は
伝
記
類
と
い
っ

た
主
題
に
よ
ら
ず
、
画
家
が
同
時
代
の
ひ
と
び
と
の
様
子
を
描
い
た
作
品
は
、

落
書
き
な
ど
の
例
外
を
の
ぞ
け
ば
、
中
世
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
ず
、

一
二
世
紀
後
半
の
扇
面
法
華
経
(
四
天
王
寺
ほ
か
蔵
)

の
下
絵
が
、

そ
の
希
有
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な
例
と
し
て
指
摘
で
き
る
程
度
で
あ
る
。
扇
面
法
華
経
の
場
合
は
、
扇
面
形
式

に
法
華
経
の
経
文
を
書
く
が
、
そ
の
下
絵
に
は
、
経
典
内
容
と
直
接
関
わ
ら
な

い
市
井
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
も
、
絵

画
が
前
面
に
で
て
、
主
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
性
格
で
は
な
か
っ
た
。

同
時
代
の
ひ
と
び
と
の
様
子
を
画
家
が
積
極
的
に
描
く
よ
う
に
な
る
た
め
に

は
、
当
然
、
画
家
個
人
に
と
っ
て
、
と
い
う
以
上
に
、
絵
画
を
発
注
す
る
人
、

受
容
す
る
人
に
と
っ
て
、
同
時
代
の
ひ
と
び
と
の
様
子
を
描
く
こ
と
に
何
ら
か

の
意
味
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
画
家
の
自
立
的
な
意
志
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ま
で
描
か
れ
な
か
っ
た
同
時
代
の
ひ
と
び
と
の
様
子
が
絵
画
の
主
題
と
な

る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
近
世
以
前
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
風
俗
画
が
成
立
し
て
ゆ
く
段
階
で
は
、
文
学
的
主
題
で

あ
れ
、
宗
教
的
主
題
で
あ
れ
、

そ
も
そ
も
風
俗
表
現
と
い
う
も
の
を
必
要
と
し

た
母
体
の
存
在
が
欠
か
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
作
品
の
本
来
の
意
図
(
主

題
)
と
そ
こ
か
ら
次
第
に
遊
離
し
て
ゆ
く
風
俗
表
現
と
い
う
観
点
か
ら
作
品
を

み
て
ゆ
き
た
い
。

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
さ
き
の
『
新
潮
世
界
美
術
辞
典
』
の
項
目
か
ら
風
俗

画
成
立
に
関
わ
る
部
分
を
み
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
「
風
俗
画
」
の
前
段
階
と

し
て
、
「
月
次
絵
」
と
「
名
所
絵
」
の
ふ
た
つ
が
記
さ
れ
て
い
る
。
伝
統
的
な
や

ま
と
絵
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
「
月
次
絵
」
「
名
所
絵
」
に
は
、

い
う
ま
で
も
な
く

ひ
と
び
と
の
生
活
の
様
子
が
活
写
さ
れ
る
が
、
辞
典
の
記
述
に
も
あ
る
よ
う
に
、

「
月
次
絵
」
「
名
所
絵
」
と
「
風
俗
画
」
と
を
区
別
す
る
点
は
、
「
風
俗
画
」
の
描

写
対
象
が
、
あ
く
ま
で
も
「
当
世
人
物
」
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

つ
ま
り
、

「
月
次
絵
」
は
年
々
歳
々
繰
り
返
さ
れ
る
行
事
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

ま
た
、
「
名
所
絵
」
は
、
普
遍
的
で
あ
る
べ
き
「
名
所
(
な
ど
こ
ろ
こ
を
あ
っ

か
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
当
世
風
俗
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
当

世
人
物
」
の
描
写
と
い
う
点
を
考
え
て
、
こ
こ
で
は
、
「
月
次
絵
」
「
名
所
絵
」

と
は
別
の
作
品
群
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。

現
存
遺
品
を
み
る
限
り
、
同
時
代
の
ひ
と
び
と
の
様
子
を
積
極
的
に
画
面
に

取
り
込
む
よ
う
に
な
っ
た
作
品
群
と
し
て
、

つ
ぎ
の
ふ
た
つ
の
、
ジ
ャ
ン
ル
が
考

え
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
社
寺
の
縁
起
絵
巻
で
あ
り
、
他
は
、
や
は
り
社
寺
の

参
詣
量
茶
羅
で
あ
る
。

奈
良
時
代
の
縁
起
資
材
帳
に
源
を
も
っ
縁
起
絵
巻
は
、
社
寺
の
建
立
の
由
来
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や
本
尊
の
霊
験
を
説
き
、

一
五
世
紀
後
半
か
ら
一
六
世
紀
前
半
に
か
け
て
数
多

く
制
作
さ
れ
て
い
る
。
縁
起
絵
巻
は
、
本
来
は
、
そ
の
絵
巻
が
あ
っ
か
う
社
寺

に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
社
寺
の
「
あ
り
が
た
さ
」
の
宣
伝
と
し
て
、
絵
解

さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
な
ど
の
文
献
に
よ
る
と
、

一
六
世
紀
に
は
、
宮
中
に
お
い
て
も
縁
起
絵
巻
の
絵
解
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、

社
寺
に
お
け
る
絵
解
と
は
別
に
、
縁
起
絵
巻
の
「
出
開
帳
」
と
も
い
え
る
こ
と

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

縁
起
絵
巻
の
構
造
は
、
基
本
的
に
は
「
創
建
語
」
と
「
霊
験
語
」
に
わ
吋
ら

れ
、
後
者
は
本
尊
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
羅
列
と
し
て
、
縁

起
絵
巻
制
作
に
近
い
時
期
ま
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
む
し
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ろ
、
「
現
在
」
ま
で
の
繁
栄
の
姿
の
表
現
は
、
宣
伝
用
の
縁
起
絵
巻
と
し
て
は
必

要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
創
建
語
」
の
部

分
も
、
社
寺
の
創
建
か
ら
縁
起
制
作
と
同
時
代
ま
で
の
変
遺
そ
の
も
の
が
創
建

の
由
来
と
と
も
に
主
題
と
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
点
で
、
縁
起
絵
巻

は
、
絵
巻
制
作
に
近
い
時
期
の
社
寺
の
様
子
を
描
く
契
機
を
有
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

い
い
か
え
れ
ば
、
画
家
に
と
っ
て
、
ご
く
身
近
な
時
期

の
社
寺
の
様
子
を
描
写
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
か
も
、

そ
の
祭
神
や
本
尊
の
威
力
を
示
す
た
め
に
は
、
社
寺
が
繁
栄
し
て
い

る
様
子
、

つ
ま
り
、

お
お
く
の
ひ
と
び
と
で
賑
わ
っ
て
い
る
様
子
と
し
て
描
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
縁
起
絵
巻
が
、

一
五
世
紀
末
か
ら

六
世
紀
に
か
げ
て
数
多
く
制
作
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、

ま
ず
記
憶
に
と
ど
め

て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

一
方
、
参
詣
墨
茶
羅
の
方
は
、

一
三
世
紀
か
ら
一
回
世
紀
に
流
行
し
た
宮
量

茶
羅
か
ら
の
展
開
と
し
て
、

一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
数
多
く
制
作

さ
れ
た
。
宮
量
茶
羅
と
は
、
神
仏
習
合
思
想
を
ひ
と
つ
の
背
景
と
し
て
成
立
し

た
神
道
美
術
の
一
種
で
、
神
社
の
境
内
を
中
心
と
し
た
神
域
が
描
写
の
対
象
で

あ
っ
た
。

一
方
、
参
詣
塁
茶
羅
は
、
神
社
だ
け
で
な
く
寺
院
に
お
い
て
も
描
か

れ
、
し
か
も
、
そ
の
名
が
示
す
よ
う
に
、
境
内
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
で
の
ひ

と
び
と
の
参
詣
の
様
子
ま
で
描
き
出
す
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
宮
量
茶
羅
に
も

参
詣
客
が
描
か
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
点
景
と
し
て
の
表

現
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
参
詣
呈
茶
羅
で
は
、
参
詣
客
が
充
実
し
、
場
合

に
よ
っ
て
は
、
案
内
人
的
な
役
割
を
果
た
す
同
じ
人
物
が
数
回
描
か
れ
て
、
観

者
の
目
を
誘
導
し
て
ゆ
く
こ
と
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
参
詣
呈
茶
羅
は
、
社
寺
の

案
内
図
的
な
役
割
を
果
た
し
、
同
時
に
絵
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

ひ
と
び
と

を
社
寺
へ
誘
う
こ
と
を
も
目
的
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
画
面
に
は
、
当

然
、
参
詣
客
で
賑
わ
う
社
寺
の
境
内
を
示
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

縁
起
絵
巻
が
、
調
書
と
い
う
か
た
ち
で
、

一
日
一
は
客
観
化
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
参
詣
呈
茶
羅
の
方
は
、
絵
解
が
お
も
な
使
用
法
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
よ
り
直
接
的
に
鑑
賞
者
に
訴
え
る
も
の
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
参
詣
量
茶
羅
の
お
お
く
は
、
社
寺
に
お
い
て
制
作
さ
れ
た
た

め
か
、
宮
廷
絵
所
の
絵
師
と
い
っ
た
正
系
の
画
家
に
よ
る
表
現
で
は
な
く
、
プ

リ
ミ
テ
4
プ
な
表
現
を
と
り
、
顔
料
も
比
較
的
泥
っ
ぽ
い
劣
悪
な
も
の
が
使
用

4 

さ
れ
て
い
る
例
が
お
お
い
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
参
詣
星
茶
羅
が
、
た
と

え
ば
宮
廷
の
絵
所
に
お
け
る
よ
う
に
、
伝
統
的
な
図
様
の
継
承
に
よ
り
幅
広
い

作
画
が
裏
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
絵
画
制
作
の
あ
り
方
と
は
別
種
の
制
作
形
態
が

と
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
伝
統
的
図
像
を
継
承
し
て
ゆ
く
場
合
、
絵

画
は
現
実
か
ら
誰
離
し
て
ゆ
く
傾
向
を
示
す
が
、

そ
れ
に
対
し
て
参
詣
塁
茶
羅

は
、
対
象
の
「
い
ま
」
を
直
接
的
に
描
き
出
す
現
実
的
な
描
写
が
求
め
ら
れ
る

場
で
制
作
さ
れ
た
、
き
わ
め
て
現
実
感
の
強
い
画
面
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
と
も
に
宗
教
の
庶
民
へ
の
ひ
ろ
が
り
を
背
景
と
し
て
成
立
し
て
、

一
六
世
紀
に
そ
の
制
作
の
ピ

l
ク
を
迎
え
る
縁
起
絵
巻
と
参
詣
畏
茶
羅
は
、

vl 

ず
れ
も
画
家
に
同
時
代
の
ひ
と
び
と
の
様
子
、

つ
ま
り
「
風
俗
」
を
描
く
契
機
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を
与
え
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、

い
ず
れ
も
、

一
種
の
演
出
効

果
と
し
て
、
社
寺
の
繁
栄
の
様
子
を
、

ひ
と
び
と
の
賑
わ
い
と
い
う
か
た
ち
で

あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
者
が
、

と
も
に
一
六
世
紀
に
お
お
く
制
作

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
は
、
画
家
が
同
時
代
の
ひ
と
び
と
の
様
子
を

描
く
こ
と
の
下
地
は
で
き
あ
が
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

一
六
世
紀
前
半
の
様
相
|
狩
野
元
信
と
風
俗
表
現

こ
こ
で
は
、
前
章
で
触
れ
た
縁
起
絵
巻
と
参
詣
霊
茶
羅
を
結
び
つ
け
る
一
六

世
紀
前
半
の
画
家
と
し
て
狩
野
元
信
を
と
り
あ
げ
て
、
風
俗
画
成
立
期
の
具
体

的
な
様
相
を
検
討
し
て
み
た
い
。

狩
野
元
信
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
狩
野
正
信
(
一
四
三
四
|
一
五
三

O
)
を

つ
い
だ
狩
野
派
の
二
代
目
と
し
て
、
流
派
と
し
て
の
狩
野
派
の
基
礎
を
築
い
た

画
家
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
元
信
の
ふ
た
つ
の
作
品
を
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
は

じ
め
た
い
。
釈
迦
堂
縁
起
(
清
涼
寺
蔵
)
と
富
士
参
詣
塁
茶
羅
(
富
士
山
本
宮

浅
間
神
社
蔵
)

で
あ
る
。

釈
迦
堂
縁
起
は
、
「
三
国
伝
来
」
「
生
身
の
釈
迦
」
と
し
て
知
ら
れ
る
嵯
峨
・

清
涼
寺
の
釈
迦
如
来
像
の
制
作
の
由
来
と
わ
が
国
へ
の
伝
来
を
あ
つ
か
っ
た
縁

起
絵
巻
で
あ
る
。
制
作
年
代
は
、
奥
書
の
記
述
か
ら
一
五
一
五
年
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。
良
質
の
顔
料
を
も
ち
い
て
お
り
、
狩
野
元
信
の
絵
巻
物
の
基
準
作

で
あ
る
。
全
六
巻
の
絵
巻
で
、
巻
一
・
巻
二
は
釈
迦
の
伝
記
、
巻
三
か
ら
巻
五

ま
で
が
、
釈
迦
知
来
像
の
制
作
か
ら
、
そ
れ
が
イ
ン
ド
・
中
国
を
経
て
わ
が
国

に
も
た
ら
さ
れ
る
ま
で
の
由
来
を
あ
つ
か
う
。
巻
六
は
絵
画
が
な
く
詞
書
だ
け

の
仕
方
そ
の
他
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
巻

で
あ
る
が
、
絵
画
制
作
が
企
画
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
現
状
の
詞
書
の
紙
継
ぎ

六
で
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
釈
迦
如
来
像

来
朝
以
後
の
像
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な

霊
験
語
で
あ
り
、

そ
れ
は
、

一
五
世
紀
末

の
応
仁
・
文
明
の
乱
ま
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

巻
五
の
最
終
段
の
清
涼
寺
に
釈
迦
如
来

像
が
安
置
さ
れ
る
場
面
に
は
寺
の
賑
わ
い

が
描
か
れ
る
が
(
図
1
)
、
釈
迦
像
の
安
置

が
平
安
時
代
中
期
の
出
来
事
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
登
場
す
る
人
物
の

服
装
は
、
元
信
と
同
時
代
の
一
六
世
紀
前

半
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
時

代
考
証
の
不
備
と
い
う
よ
り
は
、
現
在
ま

で
も
続
く
寺
の
繁
栄
を
示
す
た
め
で
あ
っ

た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
巻
六
が
描

か
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
同
様
の
表
現
が

と
ら
れ
た
可
能
性
は
高
い
。

巻五部介

5 

釈迦堂縁起図|



重芸術研究第12号 1999

一
方
、
富
士
参
詣
塁
茶
羅
の
方
は
、

従
来
の
元
信
研
究
の
中
心
的
対
象
と

な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
作
品
だ
が
、

「
元
信
」
印
を
と
も
な
う
絹
本
着
色
の

大
画
面
で
あ
る
(
図
2
)
。
詳
細
に
描

か
れ
た
神
社
の
境
内
や
参
詣
の
ひ
と

び
と
は
、
他
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
と
も

い
わ
れ
る
参
詣
塁
茶
羅
の
表
現
と
は

一
線
を
画
し
て
い
る
。
画
面
に
整
然
と
漂
う
棒
状
の
霞
は
、
元
信
絵
巻
の
特
徴

釈
迦
堂
縁
起
に
み
ら
れ
る
。

と
し
て
指
摘
で
き
る
も
の
と
共
通
し
、
山
頂
付
近
の
瑞
雲
表
現
と
の
併
用
も
、

て
い
る
良
質
の
顔
料
と
い
っ
た
点
で
、

こ
の
富
士
参
詣
量
茶
羅
は
、
絹
本
で
あ
る
と
い
う
点
、
表
現
技
法
や
使
用
し

一
連
の
参
詣
墨
茶
羅
と
は
一
一
線
を
画
し

て
い
る
。
現
在
は
参
詣
墨
茶
羅
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
に

は
、
{
呂
蔓
茶
羅
と
い
っ
て
も
よ
い
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
富
士
参
詣
墨
茶
羅

の
特
徴
は
、
詳
細
に
描
き
込
ま
れ
た
参
詣
客
の
様
子
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
浅
間

神
社
の
境
内
か
ら
富
士
山
頂
ま
で
続
い
て
い
る
。

人
物
表
現
、
樹
木
・
岩
な
ど
の
表
現
に
は
、
の
ち
に
も
触
れ
る
洛
中
洛
外
図

歴
博
A
本
(
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
)
に
通
じ
る
要
素
が
強
く
指
摘
で
き
る

か
つ
て
は
『
実
隆
公
記
』
の
記
事
と
の
関
係
で

(図
3
)
。
こ
の
歴
博
A
本
は
、

土
佐
派
の
作
品
と
考
え
ら
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
狩
野
派
の
作
品

富士参詣斐茶羅

部介

図 2

富士参詣蔓茶羅

洛中洛外国歴博A本

図 3-1

図 3-2

と
考
え
る
見
解
が
大
勢
を
占
め
て
お
り
、
筆
者
も
、
狩
野
派
の
作
品
で
あ
る
と

判
断
し
て
い
る
。
洛
中
洛
外
図
に
つ
い
て
は
、

の
ち
に
あ
ら
た
め
て
触
れ
る
が
、

こ
の
歴
博
A
本
の
景
観
年
代
が
一
五
二
五
年
か
ら
三
五
年
頃
で
あ
る
こ
と
が
画

6 

中
の
建
築
物
の
考
証
か
ら
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
制
作
年
代
も
そ
れ
に
近
い
時
期

に
設
定
し
て
問
題
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
狩
野
派
に
お
い

て
、
そ
の
時
期
に
作
品
を
制
作
し
た
可
能
性
を
も
っ
画
家
と
し
て
、
当
然
狩
野

元
信
の
名
が
あ
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
歴
博
A
本
と
の
表
現
の
近

さ
か
ら
考
え
て
も
、
「
元
信
」
印
を
積
極
的
に
評
価
し
て
、
富
士
参
詣
量
茶
羅
を

元
信
に
き
わ
め
て
近
い
作
品
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
当
世
人
物
」
の
描
写
が
求
め
ら
れ
た
一
六
世
紀
の
ふ
た
つ

の
新
し
い
額
向
で
あ
る
縁
起
絵
巻
と
参
詣
霊
茶
羅
の
い
ず
れ
を
も
元
信
が
手
が

げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
現
存
し
な
い
が
、
元
信
は
釈
迦
堂
縁
起
に
先
立
っ

て
鞍
馬
寺
の
諒
起
絵
巻
も
手
が
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、

一
六
世
紀
前
半
の
狩
野
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元
信
の
周
辺
に
は
、
同
時
代
の
ひ
と
び
と
の
様
子
を
描
く
た

か
る
だ
ろ
う
。

め
の
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
・
要
素
が
集
中
し
て
い
た
こ
と
が
わ

j菌飯論絵巻第一段図 4-1

j酉飯論絵巻第二段図 4-2

j酉飯論絵巻第三段図 4-3

酒
飯
論
絵
巻
と
図
様
の
継
承

つ
ぎ
に
狩
野
元
信
と
風
俗
表
現
と
の
関
係
を
酒
飯
論
絵
巻
を
通
し
て
み
て
み

，.、
A

O

丈
し酒

飯
論
絵
巻
と
は
、
酒
好
き
と
ご
飯
好
き
、
そ
し
て
両
者
を
ほ
ど
ほ
ど
に
好

む
人
の
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
持
説
を
主
張
す
る
と
い
う
興
味
深
い
詞
書
を
も
っ
絵

巻
物
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
す
で
に
公
に
し
た
い
く
つ
か

の
論
文
に
ゆ
ず
る
が
、
結
論
だ
け
の
べ
れ
ば
、
従
来
は
お
お
く
の
模
本
・
異
本

が
紹
介
さ
れ
る
だ
け
で
明
確
に
さ
れ
な
か
っ
た
酒
蔵
論
絵
巻
の
原
本
は
、
個
人

蔵
の
一
本
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

一
五
二

0
年
代
の
前
半
に
狩
野
元
信
が
制
作
し

酒飯論絵巻第四段

た
作
品
で
あ
る
。

7 

こ
の
酒
飯
論
絵
巻
は
、
詞
書
に
関
し
て
は
、
第
一
段
が
三
人
の
登
場
人
物
の

紹
介
、
第
二
段
が
酒
好
き
の
持
説
の
開
陳
、
第
三
段
が
ご
飯
好
き
の
意
見
、
第

四
段
が
両
者
ほ
ど
ほ
ど
の
登
場
と
い
う
一
巻
四
段
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
詞
書

図 4-4

で
は
、
登
場
人
物
は
、
古
今
東
西
の
故
事
・
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
引
用
し
な
が
ら
酒

の
徳
や
ご
飯
の
良
さ
を
説
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
画
面
の
方
は
、
そ
の
詞
書
を

忠
実
に
絵
画
化
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
飲
食
と
調
理
の
光
景
の
描
写
に
徹
し
て
い

る
(
図
4
)
。
こ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
と
絵
画
の
需
離
が
、
こ
の
絵
巻
の
特
徴
の

第
一
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
こ
の
絵
巻
の
詞
書
の
背
景
に
は
、

一
六
世
紀
前
半

の
宗
教
事
情
、

つ
ま
り
、
法
華
宗
の
台
頭
と
念
仏
宗
の
宗
派
拡
大
、
そ
れ
に
対

抗
す
る
天
台
宗
の
優
越
性
の
主
張
と
い
う
図
式
が
指
摘
で
き
る
が
、

そ
の
宗
教
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的
要
素
は
、
あ
く
ま
で
も
背
景
の
位
置
に
と
ど
ま
り
、
画
面
に
は
で
て
こ
な
い
。

つ
ま
り
、
絵
巻
制
作
の
背
景
に
は
当
時
の
宗
教
的
対
立
が
あ
る
が
、
絵
巻
そ
の

も
の
と
し
て
は
、
詞
書
は
、
古
今
東
西
の
飲
食
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
な
っ

て
お
り
、
場
面
の
主
役
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
飲
食
に
興
ず
る
ひ
と
び

と
で
あ
り
、
そ
こ
で
調
理
す
る
ひ
と
び
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
画
中

人
物
た
ち
は
、

い
ず
れ
も
元
信
と
同
時
代
の
装
束
を
身
に
ま
と
っ
た
、

い
わ
ゆ

る
「
当
世
人
物
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
絵
巻
の

第
二
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
、
こ
の
酒
飯
論
絵
巻
を
「
風
俗
画
」

と
の
か
か
わ
り
で
考
察
す
る
視
点
が
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
も

う
少
し
詳
し
く
み
て
ゆ
こ
う
。

こ
の
絵
巻
の
表
現
上
の
特
質
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
食
事
や
宴
会
の
情
景
だ
け

で
は
な
く
、
そ
の
舞
台
裏
と
な
る
べ
き
厨
房
の
様
子
ま
で
克
明
に
描
い
て
い
る

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
表
向
き
の
場
面
で
あ
る
飲
食
の
情
景
だ

げ
で
な
く
、

そ
れ
を
背
景
で
支
え
て
い
る
「
裏
」
と
も
い
え
る
情
景
を
も
描
き
、

し
か
も
両
者
が
画
面
上
で
ほ
ぽ
同
等
の
重
み
を
も
っ
と
い
う
表
現
は
、

ひ
と
び

と
の
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
に
着
目
し
て
、
そ
れ
を
絵
固
化
す
る
と
い
う
画
家
の
姿

勢
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
画
家
の
「
風
俗
」
に
対
す
る
関
心
を
も
の
が
た

る

さ
ら
に
、
酒
飯
論
絵
巻
の
風
俗
に
対
す
る
関
心
を
示
す
要
素
と
し
て
は
、
登

場
人
物
の
身
分
・
属
性
の
相
違
を
着
衣
や
面
貌
表
現
な
ど
に
よ
り
丁
寧
に
描
き

わ
け
る
点
、

一
六
世
紀
前
半
に
流
行
し
た
服
飾
表
現
を
積
極
的
に
取
り
込
ん
で

い
る
占
…
、

邸内遊楽図部介

太平記絵巻部分

図 5-2

図 6-1

邸内遊楽図部介

図 6-1 太平記絵巻部分
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因子1

そ
の
服
飾
の
文
様
表
現
が
丁
寧
で
あ
る
点
、
茶
に
お
け
る
長
板
総
飾

り
の
描
写
の
よ
う
に
当
時
流
行
し
は
じ
め
た
新
し
い
要
素
を
積
極
的
に
取
り
入

れ
て
、
そ
れ
を
克
明
に
表
現
し
て
い
る
点
、
と
い
っ
た
諸
点
を
指
摘
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
酒
飯
論
絵
巻
は
、
制
作
の
背
景
、
調
書
の
編
述
、
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絵
画
化
の
指
示
と
い
う
一
連
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
的
仕
事
を
担
当
し
た
人
物
の
特

定
は
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
の
表
現
は
、
画
家
で
あ
る
元
信
の
同
時
代
風
情
に

れ
は
風
俗
描
写
に
お
け
る
中
心
的
主
題
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
酒
飯
論

対
す
る
関
心
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

絵
巻
の
描
写
対
象
は
、
近
世
初
期
風
俗
画
の
主
題
に
直
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

る
図
様
が
、

し
か
も
、
こ
の
酒
飯
論
絵
巻
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い

酒
飯
論
絵
巻
が
後
続
の
絵
画
制
作
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
酒
飯
論
絵
巻

一
七
世
紀
前
半
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
邸
内
遊
楽
図
(
図
5
、
悶

の
模
本
の
お
お
さ
か
ら
も
指
摘
で
き
る
。
さ
き
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
酒
飯

論
絵
巻
が
従
来
研
究
対
象
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
の
一
端
は
、

人
蔵
)
や
、

お
な
じ
く
一
七
世
紀
前
半
の
制
作
で
あ
る
太
平
記
絵
巻
(
図
6
、

埼
玉
県
立
博
物
館
蔵
)
に
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、

酒
飯
論
絵
巻
の
一
場
面
を
少
人
数
の
図
様
の
単
位
に
解
体
し
、

模
本
・
異
本
の
数
が
お
お
く
、
し
か
も
そ
の
な
か
で
原
本
を
確
定
す
る
こ
と
が

わ
せ
て
再
構
成
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
酒
飯
論
絵
巻
の
各
場
面
の
国
様
が
、

そ
れ
を
組
み
合

で
き
な
か
っ
た
点
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
酒
飯
論
絵
巻
に
は
、

江
戸
時
代
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
模
本
が
お
お
く
存
在
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
模
本
の
お
お
さ
自
体
を
問
題
に
し
た
い
と
思
う
。
模
本
を
作
り
、

と
く
に
飲
食
・
宴
会
・
調
理
関
係
の
図
像
と
し
て
、
後
続
作
品
に
継
承
さ
れ
て

そ
れ
を

流
布
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
教
義
を
広
く
浸
透
さ
せ
る
必
要
の
あ
る
宗
教
的
絵
巻

い
た
こ
と
を
も
の
が
た
る
。
江
戸
時
代
初
期
の
い
わ
ゆ
る
風
俗
画
の
な
か
に
飲

食
の
情
景
が
さ
か
ん
に
絵
固
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ

酒飯論絵巻稿本図 7

を
別
に
す
れ
ば
、
酒
飯
論
絵
巻
の
模
本
の
お
お
さ
は
、

お
な
じ
く
狩
野
元
信
筆

9 

の
酒
呑
章
子
絵
巻
(
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
)
と
な
ら
ん
で
特
筆
す
べ
き
数
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
酒
飯
論
絵
巻
の
人
気
を
も
の
が
た
る
が
、

中巻部分真如堂縁起図 8-1

主

一一一切〆←一

第一段部分

同
時
に
、
忠
実
な
稿
本
が
存
在
し
て
い
る
た
め
(
図
7
)
、
こ
の

絵
巻
が
、
あ
る
種
の
規
範
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き

る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
は
、
こ
の
絵
巻
が
早
く
か
ら
元
信
筆

;透飯霊会絵巻

と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
た
た
め
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
酒

担
論
絵
巻
の
図
様
は
、
そ
れ
が
制
作
さ
れ
て
問
も
な
い
時
期
に
、

早
く
も
真
如
堂
縁
記
(
真
正
極
楽
寺
蔵
)
に
用
い
ら
れ
て
い
る

図 8-2

{図
8
)
。
こ
の
よ
う
に
規
範
性
を
も
っ
て
継
承
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
酒
飯
論
絵
巻
に
お
け
る
風
俗
を
み
る
ま
な
，
さ
し
も
継



警術研究第12号 1999

承
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
酒
飯
論
絵
巻
は
、
調
書
の
絵
画
化
と
い
う
制
約
か
ら
解
き

放
た
れ
て
、
画
家
が
同
時
代
の
風
俗
を
活
写
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
作
例
で
あ

り
、
し
か
も
、
元
信
絵
巻
と
し
て
、
後
続
の
画
家
や
作
品
に
お
お
き
な
影
響
を

与
え
た
作
品
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

縁
起
絵
巻
や
参
詣
量
茶
羅
の
時
代
と
い
っ
て
も
よ
い
一
六
世
紀
前
半
の
、
し

か
も
現
存
最
古
の
洛
中
洛
外
図
の
制
作
と
ほ
ぽ
同
時
期
で
あ
る
一
五
二

0
年
代

に
制
作
さ
れ
た
酒
飯
論
絵
巻
が
上
記
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
と
い
う
こ
と
は
、

江
戸
時
代
初
期
に
開
花
す
る
風
俗
画
成
立
の
基
盤
が
こ
の
時
期
に
整
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

、.a

、A

、Ae

・'ν-v戸F
t
h

司、

し
し
カ
え
-
Z
N
H

一
六
世
紀
前
半
と
い
う
、
縁
起
絵
巻
と
参

詣
霊
茶
羅
の
時
代
に
あ
っ
て
、
両
者
を
手
が
け
、
な
お
か
つ
酒
飯
論
絵
巻
も
制

作
、
ま
た
、

さ
き
に
触
れ
た
よ
う
に
、
洛
中
洛
外
図
歴
博
A
本
の
画
家
で
あ
る

可
能
性
が
あ
る
元
信
周
辺
の
絵
画
制
作
の
場
に
、
「
風
俗
画
」
が
成
立
す
る
条
件

は
揃
っ
て
い
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

四

狩
野
派
と
近
世
初
期
風
俗
画

元
信
周
辺
に
「
風
俗
画
」
成
立
の
基
盤
を
み
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の

後
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
酒
飯
論
絵
巻
が
直
接
一
七
世

紀
の
「
風
俗
画
」
に
結
び
つ
く
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
を
考
え
る

た
め
に
、
こ
こ
で
は
一
六
世
紀
後
半
の
様
相
を
筒
、
単
に
み
て
ゆ
こ
う
。

「
風
俗
画
」
の
初
期
的
作
品
と
し
て
語
ら
れ
る
一
六
世
紀
後
半
の
作
例
と
し
て

lま

一
般
的
に
は
、
高
雄
観
楓
図
(
東
京
国
立
博
物
館
蔵
)
・
吉
野
花
見
図
(
細

見
美
術
館
蔵
)
・
花
下
遊
楽
図
(
東
京
国
立
博
物
館
蔵
)
・
醍
醐
花
見
図
(
国
立

歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
)
・
緊
楽
第
図
(
三
井
文
庫
蔵
)
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
を
み
て
気
付
く
の
は
、
こ
の
時
期
の
「
風
俗
画
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
に

は
、
い
ず
れ
も
豊
臣
秀
吉
の
お
こ
な
っ
た
イ
ベ
ン
ト
を
描
い
た
吉
野
花
見
図
や

醍
醐
花
見
図
の
よ
う
に
特
定
の
「
出
来
事
」
を
主
題
と
し
て
い
る
も
の
が
多
い

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
高
雄
観
楓
図
・
花
下
遊
楽
図
に
つ
い
て
も
、
画

中
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、

一
般
的
な
風
俗
で
は
な
く
、
特
定
の
人
物
に
よ
る

特
定
の
「
出
来
事
」
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
で
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ

れ
ら
の
作
品
は
、
「
出
来
事
絵
」
と
く
く
っ
て
も
い
い
ほ
ど
に
、
特
定
の
、
し
か

10 

も
お
そ
ら
く
は
、
そ
の
お
お
く
が
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
出
来
事
を
、
そ
の
出
来

事
の
同
時
代
に
描
い
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

「
出
来
事
絵
」
が
描
か
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
必
要
と
す
る
注
文
主
を
想
定
す

る
必
要
が
あ
る
。
お
お
く
の
場
合
、
そ
れ
は
、
そ
の
出
来
事
の
当
事
者
側
の
人

間
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
豊
田
神
社
蔵
豊
田
祭
礼
図
が
豊
臣
家
の
絵

師
・
狩
野
内
膳
(
一
五
七

O
i
一
六
二
ハ
)
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
よ
う
に
、

そ
の
際
に
絵
画
の
注
文
を
受
け
る
の
は
、
そ
の
当
事
者
側
の
人
聞
が
使
っ
て
い

る
絵
師
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
、
狩

野
派
の
画
家
の
手
に
な
る
か
、
す
く
な
く
と
も
様
式
的
に
み
て
狩
野
派
の
主
流

の
様
式
を
示
す
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
の
注
文
主
は
、
吉
野
の
花
見
を
お
こ
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な
っ
た
豊
臣
秀
吉
の
よ
う
に
、
当
時
狩
野
派
の
画
家
を
積
極
的
に
登
用
し
て
い

た
権
力
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
「
出
来
事
絵
」
が
描
か
れ
る
に
あ
た
っ
て

は
、
描
か
せ
る
人
(
注
文
主
)
に
、

一
種
の
絵
画
の
効
用
と
し
て
そ
の
よ
う
な

絵
画
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
画

面
形
式
で
あ
る
扉
風
に
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
出
来
事
を
描
き
、
し
か
も
そ
れ
を

他
者
に
見
せ
る
と
い
う
行
為
は
、

お
そ
ら
く
、
洛
中
洛
外
図
を
上
杉
謙
信
に
贈

り
、
安
土
城
図
を
描
か
せ
、
安
土
城
内
の
障
壁
画
を
自
慢
げ
に
見
せ
び
ら
か
し

た
織
田
信
長
あ
た
り
に
源
を
求
め
う
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

直
接
的
な
資
料
が
存
在
し
な
い
た
め
、
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な

ぃ
。
し
か
し
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
絵
画
制
作
は
、

モ
ニ
ュ
メ
ン

タ
ル
な
行
事
を
お
こ
な
い
う
る
人
物
の
周
辺
に
あ
っ
た
狩
野
派
の
画
家
が
担
当

す
る
べ
き
仕
事
で
あ
っ
た
。

洛
中
洛
外
国
が
、
参
詣
呈
茶
羅
と
同
様
の
構
図
意
識
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
京

都
の
街
を
一
種
の
「
霊
地
」
と
し
て
表
現
す
る
意
図
を
込
め
て
制
作
さ
れ
た
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
の
と
こ
ろ
で
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に

街
の
繁
栄
の
姿
の
表
現
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
絵
画
も
、

縁
起
絵
巻
や
参
詣
呈
茶
羅
と
同
様
に
、
繁
栄
や
賑
わ
い
の
姿
で
描
か
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
こ
そ
、
縁
起
絵
巻
や
参
詣
塁
茶
羅
、

さ
ら
に
洛
中
洛

外
図
と
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
「
出
来
事
絵
」
と
を
結
び
つ
け
る
視
点
が
想
定
で

き
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
風
俗
画
」
に
も
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
狩
野
派
に
お
い
て
、

そ
の
よ
う
な
視
点
は
、
す
で
に
元

信
の
時
期
に
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
諸
点
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
酒
飯
論
絵
巻
は
、
画
中
の
人
物
群
が
図

様
と
し
て
江
戸
時
代
の
風
俗
画
に
継
承
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
だ
け
で
は

な
く
、
画
家
が
、

み
ず
か
ら
と
同
時
代
の
人
物
の
様
子
を
克
明
に
描
き
出
す
と

い
う
描
写
態
度
に
お
い
て
、
近
世
初
期
風
俗
画
の
ひ
と
つ
の
源
流
と
見
な
し
う

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
世
初
期
風
俗
画
が
成
立
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

そ

の
よ
う
な
描
写
態
度
が
「
出
来
事
絵
」
を
可
能
に
し
、
さ
ら
に
そ
の
「
出
来
事

絵
」
が
普
遍
的
な
遊
楽
の
様
の
表
現
と
い
う
不
特
定
の
画
題
に
拡
大
発
展
し
て

ゆ
く
必
要
が
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
、
前
面
に
押
し
出
さ
れ
た
の
が
、
元
信
以
来

の
「
当
世
人
物
」
の
描
写
と
い
う
視
点
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
特
定
の
行
事
か

11 

ら
解
放
さ
れ
て
「
風
俗
」
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
よ
り
、
本
格

的
な
「
風
俗
画
」
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
七
世
紀
前
半
以
降
に
大
量
に
制
作
さ
れ
る
「
風
俗
画
」
は
、
伝
来
的
に
も

作
者
不
詳
で
あ
り
、

ま
た
、
狩
野
派
の
中
心
画
家
の
ス
タ
イ
ル
と
は
お
お
き
く

異
な
る
様
式
を
示
す
作
品
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
し
か
も
、
画
題
は
特
定
性
を

失
い
、
祇
園
祭
や
東
山
遊
楽
な
ど
普
遍
性
を
も
っ
作
品
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な

る
。
そ
し
て
、

や
が
て
季
節
も
場
所
も
不
特
定
に
な
り
、
ま
た
、
同
工
異
曲
の

作
品
が
多
く
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
ら
普
遍
的
な
画
題
も
、
祇
園
祭
礼
図
(
出
光

美
術
館
蔵
)
・
花
下
群
舞
図
(
神
戸
市
立
博
物
館
蔵
)
の
よ
う
に
、
初
期
に
は
狩

野
派
の
中
心
画
家
の
手
に
な
っ
た
が
、
次
第
に
狩
野
派
の
な
か
で
も
「
町
狩
野
」
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と
呼
ば
れ
る
一
群
の
市
井
の
画
家
た
ち
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
従
来
「
風
俗
画
」
と
し

て
一
括
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
の
お
お
か
っ
た
一
六
世
紀
と
一
七
世
紀
の
作
品

群
と
を
別
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か

し

い
ず
れ
に
し
て
も
一
六
世
紀
前
半
に
狩
野
元
信
周
辺
で
確
立
し
た
「
現
実

を
活
写
す
る
ま
な
ざ
し
」
は
、

一
七
世
紀
の
風
俗
画
全
盛
を
準
備
し
た
の
で
あ

る。
さ
い
ご
に
、
狩
野
元
信
が
風
俗
表
現
を
描
い
た
時
期
の
土
佐
派
に
つ
い
て
み

て
み
た
い
。
土
佐
光
信
(
?
ー
一
五
二
二
?
)
が
星
光
寺
縁
起
・
清
水
寺
縁
起

を
、
そ
の
子
の
光
茂
(
生
没
年
)
が
当
麻
寺
縁
起
・
桑
実
寺
縁
起
を
制
作
し
て

お
り
、
ま
た
、
『
実
隆
公
記
』
の
一
五
O
六
年
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
光
信
が
「
京

中
図
」
と
呼
ば
れ
た
、
お
そ
ら
く
は
洛
中
洛
外
図
的
な
作
品
を
描
い
て
い
る
こ

(
日
)

と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、
光
茂
の
後
継
者
で
あ
る
光
元
(
一
五
三
O
?
|

は
、
酒
飯
論
絵
巻
の
別
ヴ
ァ

l
ジ
ョ
ン
を
制
作
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

六
九
)

に
、
参
詣
塁
茶
羅
制
作
の
記
録
こ
そ
な
い
が
、
こ
の
時
期
の
土
佐
派
も
、
や
は

り
縁
起
絵
巻
や
洛
中
洛
外
図
的
作
品
の
制
作
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
す
れ
ば
、
土
佐
派
の
画
家
も
風
俗
画
成
立
に
関
与
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
、

実
際
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、

お
そ
ら
く
光
信
と
光

茂
と
の
交
替
期
に
狩
野
元
信
の
勢
力
が
増
大
し
て
権
力
者
と
結
び
つ
い
た
こ
と

と
、
光
元
の
若
年
で
の
戦
死
に
よ
り
土
佐
派
の
流
れ
が
一
時
断
絶
し
た
こ
と
が

原
因
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
単
純
な
い
い
か
た
を
す
れ
ば
、
「
当
世
人
物
」
の
描

写
の
場
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

「
風
俗
画
」
は
近
世
初
期
に
成
立
し
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
、

と
い
う
設
定
そ
の

も
の
は
、

お
そ
ら
く
間
違
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
起
源
を
平
安
時
代
以

降
の
伝
統
的
な
や
ま
と
絵
の
世
界
に
の
み
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
に
は
、

しコ

さ

さ
か
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
伝
統
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
誰
が
、
何

を
、
誰
に
、
ど
の
よ
う
に
描
か
せ
た
の
か
、

と
い
う
現
実
的
な
考
察
を
進
め
る

べ
き
で
あ
る
。
本
論
は
、
「
風
俗
画
」
の
成
立
を
具
体
的
な
制
作
の
場
に
求
め
る

試
み
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
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本
稿
は
、
広
島
喜
術
学
会
第
二
一
回
大
会
に
お
げ
る
口
頭
発
表
を
も
と

に
し
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
は
、
平
成
一

0
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費

基
盤
研
究
(
C
)

「
風
俗
表
現
か
ら
見
た
近
世
絵
画
の
特
質
に
つ
い
て
の

研
究
」
(
研
究
代
表
者

並
木
誠
士
)

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

、主(
1
)

下
坂
守
『
参
詣
憂
茶
羅
』
(
至
文
堂
『
日
本
の
美
術
』
一
二
三
一
)

(
2
)

釈
迦
堂
縁
起
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
文
で
あ
つ
か
っ
た
。
並
木
「
釈
迦
堂
縁

起
の
画
面
構
成
に
つ
い
て
|
狩
野
元
信
研
究
|
」
『
美
学
』
二
ハ
九
号
(
美
学
会
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一
九
九
二
年
)
、
並
木
「
狩
野
派
の
絵
巻
物
制
作
|
「
釈
迦
堂
縁
起
」
の
規
範
性

と
絵
巻
物
に
お
け
る
元
信
様
式
l
」
「
日
本
美
術
全
集
一
二
水
墨
画
と
中
世
絵

巻
」
(
講
談
社
一
九
九
二
年
)
、
並
木
「
釈
迦
堂
縁
起
の
構
造
」
文
部
省
科
学
研
究

費
総
合
研
究
成
果
報
告
書
『
鑑
賞
・
消
費
の
観
点
か
ら
見
た
警
術
』
(
研
究
代
表

者
新
田
博
衛
京
都
大
学
教
養
学
部
教
授
一
九
九
三
年
)
、
並
木
『
縁
起
絵
巻
の
宗

教
的
機
能
|
室
町
時
代
後
期
を
中
心
に
|
」
文
部
省
科
学
研
究
費
基
盤
研
究

(
C
)

成
果
報
告
書
(
研
究
代
表
者
並
木
誠
士
一
九
九
七
年
)

(
3
)

森
理
恵
「
「
真
如
堂
縁
起
」
に
み
る
十
六
世
紀
初
期
服
飾
の
諸
問
題
」
『
併
教
警

術
」
二
二
二
号
一
九
九
五
年

(
4
)

『
実
隆
公
記
』
永
正
三
年
(
一
五

O
六
)
一
一
一
月
一
一
一
一
日
条
「
甘
露
寺
中
納
言

来
、
越
前
朝
倉
界
風
新
調
、
一
双
函
京
中
、
土
佐
刑
部
大
輔
新
図
、
尤
珍
重
之
物

也
、
一
見
有
興
」

(
5
)

原
本
は
存
在
し
な
い
も
の
の
、
鞍
馬
蓋
寺
縁
起
奥
書
写
本
に
よ
る
と
、
狩
野
元

信
は
永
正
一

O
年
こ
五
二
ニ
)
に
鞍
馬
蓋
寺
縁
起
を
制
作
し
て
い
る
。
近
年
、

鞍
馬
蓋
寺
縁
起
模
本
が
山
口
文
書
館
の
所
蔵
と
な
っ
た
。
鞍
馬
査
寺
縁
起
の
模
本

に
つ
い
て
は
、
京
都
国
立
博
物
館
山
本
英
男
氏
、
山
口
県
立
美
術
館
福
島
恒
徳
氏

に
ご
教
示
を
受
け
た
。

(
6
)

酒
飯
論
絵
巻
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
文
で
あ
つ
か
っ
た
。
並
木
「
酒
飯
論
絵

巻
考
|
原
本
の
確
定
と
そ
の
位
置
付
け
|
」
『
美
学
』
一
七
七
号
(
美
学
会
一
九

九
四
年
)
、
並
木
「
酒
飯
論
絵
巻
と
狩
野
元
信
」
『
美
術
史
』
一
三
七
号
(
美
術
史

学
会
一
九
九
五
年
)
、
並
木
「
食
風
俗
描
写
史
・
試
論
|
絵
巻
物
に
見
る
食
風
俗

l
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
七
一
(
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
一
九

九
七
年
)

(
7
)

貴
族
・
武
士
・
僧
侶
と
い
う
身
分
・
属
性
に
つ
い
て
の
差
異
化
も
見
ら
れ
る
。

宗
教
的
背
景
の
問
題
と
と
も
に
、
別
に
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

(8)

神
津
朝
夫
「
長
板
の
台
子
起
源
説
に
つ
い
て
」
『
茶
の
湯
文
化
学
』
二
号
(
茶

の
湯
文
化
学
会
一
九
九
五
年
)

(9)

邸
内
遊
楽
図
に
つ
い
て
は
、
狩
野
博
幸
『
近
世
風
俗
画
1
遊
び
」
(
淡
交
社
)

で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
叩
)
榊
原
悟
「
「
真
知
堂
縁
起
」
概
説
」
『
清
水
寺
縁
起
・
真
如
堂
縁
起
』
(
続
々
日

本
絵
巻
大
成
一
九
九
四
年
)

(U)

並
木
「
霊
地
と
し
て
の
京
都
|
洛
中
洛
外
国
成
立
試
論
|
」
『
瓜
生
』

(
京
都
芸
術
短
期
大
学
一
九
九
三
年
)

(
ロ
)
並
木
「
近
世
初
期
風
俗
画
」
『
古
美
術
」

(
日
)
注
4
参
照

一
O
O号
(
三
彩
社
一
九
九
一
年
)

(
な
み
き
・
せ
い
し

一
五
号

京
都
工
芸
繊
維
大
学
)
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