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書
画
を
飾
る

「
時
と
場
所
」

は
じ
め
に

今
日
、
美
術
館
・
博
物
館
な
ど
に
つ
い
て
の
議
論
が
盛
ん
で
あ
る
。
誰
が
、

い
か
な
る
手
段
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
作
品
を
収
集
し
た
か
。
ま
た
、
そ
れ

ら
を
ど
の
よ
う
な
場
所
に
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
展
示
し
た
か
。
そ
し
て
、
そ

れ
ら
を
展
示
す
る
施
設
は
、
い
か
な
る
機
能
を
担
う
の
か
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ

う
な
展
示
は
、
何
を
目
的
と
し
て
い
る
の
か
。
美
術
館
・
博
物
館
が
、
作
品
と

鑑
賞
者
と
を
結
び
つ
け
る
仲
介
者
で
あ
る
以
上
、
こ
う
し
た
議
論
は
、
作
品
を

理
解
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
の
議
論
が
、
い
わ

ゆ
る
「
制
度
」
と
し
て
の
「
美
術
」
の
問
題
に
過
度
に
傾
斜
し
て
い
る
感
は
否

め
な
い
。

作
品
は
、
確
か
に
、
あ
る
時
、
あ
る
場
所
に
、
あ
る
目
的
を
も
っ
て
展
示
さ

るれ
とる
し、こ
うと
行に
為よ
と っ

Ez 
刀"' 1": 
すめ
予て
する 、

めコ

皇震
宗主
乙得
れす
まる
で ー
、し

必か
ずし
近、
代展
的示
な す

太

孝

彦

田

機
能
|
|
国
民
国
家
の
象
徴
と
し
て
美
術
を
見
せ
る
こ
と
ー
ー
を
担
っ
て
き
た

わ
け
で
は
な
い
。

室
町
時
代
に
お
い
て
、
作
品
を
展
示
す
る
こ
と
が
い
か
な
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
、

実
行
さ
れ
て
い
た
の
か
を
問
う
こ
と
。
そ
れ
が
課
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

将
軍
家
の
座
敷
飾
の
あ
り
さ
ま
を
記
し
た
『
室
町
殿
行
幸
御
償
記
』
(
十
五
世
紀
)

ゃ
、
当
時
の
日
記
、
禅
僧
の
文
集
に
記
さ
れ
た
鑑
賞
記
録
な
ど
を
分
析
す
る
こ

と
を
試
み
る
。
そ
の
結
果
、
展
示
す
る
と
い
う
行
為
が
、
室
内
を
荘
厳
す
る
と

と
か
ら
文
雅
の
趣
味
を
共
有
す
る
空
聞
を
設
営
す
る
こ
と
へ
と
目
的
を
展
開
し

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

「
書
画
で
飾
る
こ
と
」
あ
る
い
は
「
書
画
を
飾
る
こ
と
』

飾
ら
れ
て
い
る
絵
画
、
つ
ま
り
展
示
さ
れ
て
い
る
絵
画
の
身
近
な
も
の
と
し

て
壁
画
や
襖
絵
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
書
画
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そ
の
も
の
を
鑑
賞
す
る
た
め
に
、
飾
ら
れ
、
展
示
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
ら
は
蛍
丙
や
室
内
を
飾
り
、
そ
の
内
部
空
聞
を
性
格
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

仏
殿
の
荘
厳
は
花
で
飾
る
の
と
同
様
に
壁
画
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
た
。
武
家
の

屋
敷
は
、
部
屋
ご
と
に
襖
絵
の
画
題
や
画
体
、
彩
色
や
水
墨
を
描
き
分
け
る
こ

でと
飾 に
る よ
とつ

主主
と蔀
呼屋
さを
ι 企

と読

す 6
1 て
「き
書た
画
でこ
飾 ろ
るし
<- T.-

主語
と (J)
q使
あ用
るを
ノ¥ー「

が書
、画

あ
る
「
場
所
」
に
、
あ
る
性
格
を
与
え
る
た
め
に
書
画
を
使
用
す
る
こ
と
と
定

義
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

し
か
し
、
時
に
は
、
絵
画
で
飾
ら
れ
て
い
る
部
屋
に
、
す
な
わ
ち
、
す
で
に

あ
る
性
格
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
所
に
、
ま
た
別
の
絵
画
を
飾
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
「
場
所
」
は
、
す
で
に
あ
る
一
つ
の
性
格
が
あ
る
絵
画
に
よ
っ
て
与
え
ら

れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
性
格
付
け
と
は
違
っ
た
目
的
を
も
っ
て
、
「
書
画
を
飾

る
こ
と
」
が
行
わ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
の
時
、
こ
れ
ら
「
書
画

を
飾
る
こ
と
」
は
常
に
一
時
的
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
書
画
を
飾
る
こ
と
」
は
、

「
あ
る
時
」
と
関
係
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
書
画
で
飾
る
こ
と
」
が
な
さ
れ

た
上
に
、
さ
ら
に
「
書
画
を
飾
る
こ
と
」
が
行
わ
れ
る
の
は
、
「
あ
る
時
」
に
、

そ
こ
で
「
行
わ
れ
る
こ
と
」
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
あ

る
時
に
、
作
品
を
展
示
す
る
こ
と
の
意
味
は
、
そ
こ
で
「
行
わ
れ
る
行
事
」
に

深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
「
行
事
」
の
た
め
に
、
書
画
は
、
あ
る
機
能
を
果

た
す
こ
と
に
な
る
。

あ
る
時
、
あ
る
場
所
に
、
あ
る
目
的
を
も
っ
て
、
あ
る
作
品
が
展
示
さ
れ
る

こ
と
の
意
味
を
問
う
時
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
事
例
が
考
え
ら
れ
る
。
「
場
所
」

に
比
重
を
お
く
場
合
、

旬つ

ま
り
ど
の
よ
っ
な
空
聞
を
設
営
し
ょ
っ
と
す
る
の
か

のと
たい
めう
に事
絵例

聖と
Adョ-，

崩雪
主に
品比
毛重
し を
てお

るた
の場

2買
いつ
量ち
伊lど
で の
あよ
るう
。な
こ行
の事

二
つ
に
分
類
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
便
宜
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
は

相
関
す
る
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
し
、
そ
の
聞
を
揺
れ
動
く
の
が
展
示
の
持
っ
て

い
る
性
格
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
展
示
の
あ
り
方
の
検
討
は
、
太
田
富
子
・
大
西
広

氏
の
「
絵
の
居
場
肌
」
で
の
考
察
、
「
絵
が
場
所
在
離
れ
て
い
く
歴
史
」
に
啓

発
さ
れ
、
発
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
語
ら
れ

て
い
る
。
環
境
に
働
き
か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
絵
画
は
、
そ
の
場
所
性
か
ら
離

2 

脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
形
式
と
意
味
を
獲
得
し
て
い
っ
た
歴
史
を
も
っ

して
、し、

掛る
幅と
ない
どう
を。

生洞
み窟
だや
す壇
<- ~ 

との
に絵
な同
る
のや
廷が
が喜
そ院

定量
異思
-， f汗

絵風
をと
絵変
と化

し
て
だ
け
作
り
、
絵
を
絵
と
し
て
だ
け
観
る
」
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
と
指

摘
す
る
の
で
あ
る
。

人
は
、

い
つ
頃
か
ら
、
こ
う
し
た
場
所
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
絵
画
を
制
作
し
、

そ
れ
を
鑑
賞
す
る
こ
と
を
は
じ
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
、
何
を
獲
得
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
は
、
こ
う
し
た
「
時
」
と
「
場
所
」
の
観
点
か
ら
、
書

画
あ m
~展

R z 
あ苛
る時
場代
所を
宍例

ー」
あ 分
る析
書 を
画試
をみ
飾 た
るも
この
とで
はあ
、る

一
体
、
書
画
に
何
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を
求
め
た
こ
と
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
次
の
こ
と
が
結
論
で
あ

る。

室
町
時
代
初
期
に
お
い
て
水
墨
画
は
「
場
所
の
絵
」
で
あ
り
、
禅
寺
の

絵
画
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
つ
し
か
水
墨
画
は
「
場
所
」
か
ら
切
り
離
さ

れ
て
、
「
場
所
」
と
は
無
縁
に
展
示
さ
れ
、
鑑
賞
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
時

の
絵
」
と
な
り
、
武
家
の
絵
画
と
な
っ
た
。

ま
た
、
あ
る
行
事
の
目
的
の
た
め
に
飾
ら
れ
て
い
た
絵
画
は
、
や
が
て
、

(
1
)
 

(2) 
行
事
が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
飾
る
目
的
も
ま
た
変
化
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
鑑
賞
者
に
何
を
見
せ
よ
う
と
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
変
化
が
起
こ
り
、

展
示
の
あ
り
方
も
変
っ
た
。
「
荘
厳
の
場
」
か
ら
「
賞
玩
の
場
」
へ
の
変
化

で
あ
る
。そ

れ
は
、
宗
教
的
体
験
を
共
有
し
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
、
趣
味
と
し

て
の
文
雅
の
世
界
を
共
有
し
よ
う
と
す
る
こ
と
へ
の
展
開
と
い
え
る
。
展
示

(
3
)
 

す
る
と
い
う
行
為
は
、
文
物
を
通
じ
て
「
文
雅
の
趣
味
」
を
共
有
し
う
る
空

聞
を
設
営
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
と
な
っ
た
。

次
の
よ
う
な
手
続
き
を
踏
む
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、
室
町
時
代
の
展
示
|

あ
る
時
に
、
あ
る
場
所
に
、
あ
る
書
画
を
飾
る
こ
と
l
が
「
場
所
の
絵
」
と
し

て
、
室
内
の
荘
厳
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
後
、
や

が
て
「
時
の
絵
」
と
し
て
、
詩
会
、
茶
会
、
七
夕
、
行
幸
、
御
成
な
ど
特
別
の

行
事
の
た
め
に
書
画
が
展
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
例
を
指
摘
す
る
。
次
に
、

そ
こ
に
起
こ
っ
た
変
化
が
「
荘
厳
の
場
」
か
ら
「
賞
玩
の
場
」
へ
の
展
開
で
あ

る
こ
と
を
示
す
。

E 

場
所
l
室
内
の
荘
厳

永
仁
三
年
[
一
二
九
五
]
に
南
禅
寺
の
僧
堂
が
完
成
し
た
時
、
壁
に
は
「
靭

参
薬
山
」
な
ど
の
禅
会
図
が
描
か
れ
た
こ
と
が
、
『
文
応
皇
帝
外
記
』
に
見
え
る
。

禅
会
図
と
は
、
禅
僧
と
帝
王
・
士
大
夫
な
ど
の
俗
人
と
の
問
答
の
さ
ま
を
描
い

た
も
の
で
あ
る
。
興
化
と
荘
宗
、
薬
山
と
李
朝
、
大
顛
と
韓
愈
、
馬
祖
と
腐
居

士
な
ど
が
あ
る
。
そ
し
て
、
康
永
二
年
[
=
ニ
四
三
]
十
一
月
に
天
竜
寺
の
方

丈
が
完
成
し
た
時
に
も
、
方
丈
に
は
禅
会
図
が
描
か
れ
た
こ
と
が
『
紀
年
考
略
』

に
見
え
る
。
ま
た
、
西
芳
寺
指
東
庵
に
は
無
等
周
位
の
描
い
た
「
熊
秀
才
亮
座

3 

主
に
見
ゆ
る
画
」
と
い
う
禅
会
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
『
空
華
日
用
工
夫
略
集
』
ハ
康

暦
二
年
[
二
ニ
八

O
]
一
一
一
月
二
五
日
)
が
記
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
鎌
倉
時
代
以
来
、
禅
寺
で
室
内
を
飾
っ
て
い
た
絵
画
は
、
宗

教
に
関
わ
る
人
物
画
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
絵
画
に
よ
っ
て

堂
内
の
宗
教
空
聞
を
荘
厳
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
条
兼
良
(
一
四

O
二
1
八
一
)
の
『
尺
素
往
来
』
に
は
、
「
障

子
は
や
ま
と
絵
の
四
季
絵
、
扉
風
は
水
墨
の
捕
湘
八
景
図
扉
風
老
設
え
る
の
が

よ
い
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
室
町
時
代
に
お
い
て
繍
湘

八
景
は
、
禅
僧
に
と
っ
て
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
愛
好
さ
れ
、
室
内
を
飾
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
講
湘
八
景
図
の
受
容
は
、
臥
遊
空
間
の
設
嘗
と
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い
う
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
に
、
満
湘
八
景
が
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
禅
寺
で

室
内
を
飾
っ
て
い
た
様
相
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
れ
は
、
道
釈
人
物
画
で
室

内
を
飾
り
、
宗
教
空
間
と
し
て
荘
厳
し
て
い
た
の
と
は
異
な
っ
た
書
画
で
飾
る

と
い
う
絵
画
の
機
能
を
語
る
も
の
で
あ
る
。

彦
龍
周
興
の
『
半
陶
文
集
』
(
「
漏
湘
八
景
井
漁
樵
対
問
図
」
)
に
よ
る
と
、

丹
波
の
寺
の
室
中
に
「
漏
湘
八
景
図
」
の
襖
絵
が
描
か
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ

れ
は
、
山
中
の
僧
た
ち
に
江
湖
|
|
中
国
の
水
辺
ー
ー
に
い
る
気
分
を
味
わ
わ

せ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
室
内
を
飾
る
襖
絵
は
、
室
空

聞
を
人
工
的
な
別
世
界
と
し
、
僧
た
ち
に
現
実
と
は
異
な
る
気
分
|
|
多
く
は

中
国
の
詩
文
に
読
ま
れ
て
い
る
世
界
ー
ー
を
味
わ
わ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
精
神
の
臥
遊
す
る
空
間
|
|
横
に
な
っ
た
ま
ま
山
水

を
眺
め
て
、
そ
の
地
に
遊
ん
だ
よ
う
な
気
分
に
な
る
空
間
ー
ー
を
作
り
だ
し
て

い
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
目
的
を
も
っ
て
描
か
れ
た
水
辺
の
景
色
を
味
わ
そ
う
と

す
る
襖
絵
に
一
般
的
な
山
水
図
、
あ
る
い
は
日
本
の
風
景
で
は
な
く
、
中
国
の

風
景
で
、
と
り
わ
け
漏
湘
八
景
が
描
か
れ
た
の
に
は
次
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
。

詳
し
く
は
別
稿
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

漏
湘
八
景
は
、
長
江
の
中
流
に
あ
る
洞
庭
湖
に
漏
水
と
湘
水
と
が
注
ぐ
合
流

地
の
気
象
の
美
し
さ
を
八
つ
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
水
墨
で
描
か
れ
、
詩

に
詠
ま
れ
た
。
山
市
晴
嵐
、
漁
村
タ
照
、
漏
湘
夜
雨
、
遠
浦
帰
帆
、
洞
庭
秋
月
、

平
沙
落
雁
、
煙
寺
晩
鐘
、
江
天
暮
雪
で
あ
る
。
こ
の
漏
湘
八
景
を
最
初
に
描
い

た
の
は
北
宋
の
宋
迫
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
宋
迫
の
「
無

声
の
詩
」
で
あ
る
濡
湘
八
景
図
に
「
有
芦
の
画
」
で
あ
る
濡
湘
八
景
詩
を
贈
っ

た
の
が
宋
代
を
代
表
す
る
文
芸
僧
の
覚
範
慧
洪
で
あ
る
。
室
町
時
代
の
禅
僧
た

ち
の
語
録
詩
文
集
を
縞
い
て
い
け
ば
、
濡
湘
八
景
は
覚
範
慧
洪
と
組
み
合
わ
さ

れ
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
日
本
の
禅
僧
た
ち
に
と
っ
て

だ覚
か範
ら慧

洪
漏は
湘詩
八文
景を
はも
覚良
範く
慧す
洪る
と理
結想
び的
つな
け禅
て僧
愛と
好 し
さて
れ考
たえ
のら
でれ
あて
る い
。た
自

分
た
ち
が
理
想
と
す
る
覚
範
慧
洪
が
愛
好
し
た
掃
湘
八
景
で
あ
る
。
彼
ら
も
ま
た
、

そ
の
漏
湘
八
景
に
覚
範
慧
洪
の
精
神
を
感
じ
取
ろ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
横
川
景
三
は
『
補
庵
京
華
続
集
』
(
「
捕
湘
八
景
図
」
)
で
、
描
か
れ
た

作
品
で
あ
る
「
漏
湘
八
景
図
」
老
通
し
て
で
も
漏
湘
八
景
を
感
じ
た
こ
と
が
な

4 

い
人
は
僧
で
は
な
い
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
漏
湘
八
景
の
書
画
を
室
内
に
描
く
こ
と
は
こ
こ
ろ
を
漏
湘
八

景
の
世
界
に
運
ば
せ
、
覚
範
慧
洪
の
精
神
在
感
じ
取
る
こ
と
で
あ
り
、
居
な
が

ら
に
と
こ
ろ
を
漏
湘
八
景
に
遊
ば
せ
る
た
め
の
臥
遊
空
間
の
設
営
と
い
う
こ
と

が
出
来
る
。

さ
ら
に
そ
の
う
え
に
、
理
想
と
す
る
風
景
を
描
き
壁
に
掛
け
て
、
そ
れ
を
眺

め
心
を
遊
ば
せ
る
こ
と
も
行
わ
れ
た
。
こ
の
寺
で
は
、
こ
の
他
に
漁
樵
対
問
図

が
掛
け
ら
れ
た
。
そ
れ
を
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
風
景
に
遊
び
、
禅
僧

た
ち
は
理
想
と
す
る
漁
樵
た
ち
の
生
活
を
享
受
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
室
内
を
書
画
で
飾
る
こ
と
、
こ
の
場
合
は
襖
絵
な
ど
は
、
室
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内
を
性
格
付
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
宗
教
的
な
世
界
を
享
受
さ
せ
る
た
め
に
機

能
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
漏
湘
八
景
図
が
禅
寺
だ
け
で
愛
好
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

伏
見
の
官
邸
の
会
所
を
飾
っ
て
い
た
漏
湘
八
景
の
詩
を
諸
長
老
が
作
っ
た
こ
と

を
『
看
聞
御
記
』
(
永
享
八
年
[
一
四
一
ニ
六
]
閏
五
月
二
十
七
日
)
に
見
い
だ

せ
る
。
こ
こ
で
は
、
上
述
し
た
禅
僧
た
ち
の
理
想
と
す
る
世
界
を
貴
族
た
ち
が

受
け
入
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
詩
と
画
は
形
式
が
異
な
っ

て
い
な
が
ら
も
同
じ
世
界
を
表
現
し
て
い
る
詩
画
一
致
の
示
す
格
好
の
テ
1

マ

と
し
て
濡
湘
八
景
が
愛
好
さ
れ
て
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
は
、
別
に
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
こ
う
し
た
宗
教
世
界
を
荘
厳
す
る
た
め
に
絵
画
で
飾
ら
れ
て
い
た

室
内
に
、
別
の
機
能
を
も
っ
て
絵
画
を
飾
る
よ
う
な
こ
と
が
な
さ
れ
て
事
例
を

考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

田

時
l
宗
教
儀
礼
か
ら
世
俗
の
儀
礼
へ

『
喫
茶
往
来
』
に
は
、
「
喫
茶
観
月
の
場
所
は
、
張
思
恭
筆
の
彩
色
の
『
釈
迦

説
法
図
』
を
左
に
、
牧
諮
筆
の
水
墨
の
『
白
衣
観
音
図
』
を
右
に
掛
け
、
『
普

賢
菩
薩
図
』
、
『
文
殊
菩
薩
図
』
を
協
幅
に
、
『
寒
山
拾
得
図
』
を
面
飾
り
と
し
た
。

そ
の
前
の
金
欄
を
か
け
た
卓
に
は
胡
銅
の
花
瓶
を
置
き
、
錦
繍
で
飾
っ
た
机
に

は
真
鎗
の
香
匙
、
火
箸
が
立
て
ら
れ
て
い
た
。
・
:
所
々
の
障
子
に
は
唐
絵
が
掛

け
ら
れ
、
香
台
に
は
堆
朱
や
堆
紅
の
香
合
が
並
ん
で
い
た
。
・
:
西
側
の
座
敷
の

前
に
は
、
一
対
の
飾
り
棚
を
置
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
珍
菓
を
積
み
重
ね
た
。
北
側

の
壁
の
下
に
は
一
双
の
扉
風
を
立
て
、
色
々
の
も
の
を
掛
け
た
」
と
、
喫
茶
観

月
が
行
わ
れ
た
場
所
の
状
況
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
三
幅
対
の
道
釈

人
物
画
を
正
面
に
懸
け
、
花
瓶
を
卓
に
置
き
、
香
合
な
ど
を
並
べ
た
机
が
配
さ

れ
て
い
た
。
複
雑
な
空
聞
を
作
り
だ
し
、
多
数
の
画
幅
を
懸
け
並
べ
る
な
ど
華

や
か
な
世
界
を
生
み
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
『
太
平
記
』
に
は
、
康
安
元
年
[
二
二
六
二
楠
木
正
儀
ら
の
攻
撃

を
受
け
て
都
落
を
し
た
時
、
佐
々
木
道
誉
が
会
所
を
飾
っ
て
退
散
し
た
記
事
が

見
ら
れ
る
。
会
所
に
は
、
「
大
紋
の
畳
を
敷
き
並
べ
、
本
尊
、
脇
絵
、
花
瓶
、

香
炉
、
薬
缶
、
盆
ま
で
を
そ
ろ
え
」
、
書
院
に
は
「
王
義
之
の
草
書
の
倍
、
韓

愈
の
文
集
」
を
置
い
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
『
尺
素
往
来
』
に
よ
れ
ば
、

5 

こ
う
し
た
会
所
を
飾
っ
た
三
尊
は
、
「
本
尊
は
張
思
恭
筆
『
出
山
釈
迦
図
』
、
牧

諮
筆
『
渡
江
達
磨
図
』
、
晴
子
筆
『
観
音
図
』
、
卒
翁
筆
『
布
袋
図
』
で
あ
り
、

脇
幅
と
し
て
は
月
湖
筆
『
山
水
図
』
、
所
翁
(
陳
容
)
筆
『
龍
虎
図
』
で
あ
る
」

と
い
っ
て
い
る
。
本
尊
は
道
釈
人
物
画
で
あ
り
、
脇
幅
に
山
水
図
や
草
木
鳥
獣

図
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
山
水
図
よ
り
道
釈
人
物
画
へ
の
関
心

の
強
さ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
禅
寺
の
室
内
を
道
釈
人
物
画
で
飾
っ
て
い
た

事
情
と
同
じ
よ
う
な
姿
勢
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
南
北
朝
時

代
に
お
い
て
、
中
国
の
文
物
を
飾
る
こ
と
は
三
幅
対
を
中
心
に
数
多
く
の
も
の

を
展
示
し
、
「
場
」
を
荘
厳
す
る
と
い
う
意
味
を
担
っ
て
い
た
と
と
が
読
み
取
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れ
る
。
室
町
時
代
前
期
の
醍
醐
寺
座
主
満
済
(
一
三
七
八

i
一
四
三
五
)
が
、

『
満
済
准
后
日
記
』
(
永
享
三
年
[
一
四
三
ニ
二
月
七
日
)
で
「
凡
そ
会
所
以

下
の
荘
厳
置
物
宝
物
等
目
を
驚
か
す
。
山
水
殊
勝
、
言
語
の
及
ぶ
と
こ
ろ
に
あ

ら
ず
。
極
楽
世
界
の
荘
厳
も
此
の
知
き
か
。
養
眼
の
外
他
な
し
」
と
い
う
世
界

を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
文
物
を
あ
る
特
定
の
行
事
の
た
め
に
展
示
し
た
例
と
し
て
、
七
夕

の
室
礼
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
崇
光
院
・
伏
見
宮
貞
成
親
王
(
一

三
七
二

1
一
四
五
六
)
の
日
記
で
あ
る
『
看
聞
御
記
』
に
は
、
そ
う
し
た
七
夕

に
本
尊
と
し
て
柿
本
人
麻
呂
像
を
飾
り
、
そ
の
ほ
か
に
多
数
の
絵
画
の
陳
列
し

た
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
永
享
四
年
[
一
四
三
二
]
七
月
六
日

の
記
事
は
貞
成
親
王
が
、
七
夕
飾
り
に
使
用
す
る
た
め
「
金
堂
付
松
四
季
図
扉

風
」
や
「
海
船
松
図
扉
風
」
を
借
用
し
た
こ
と
を
い
う
。
ま
た
、
永
享
五
年

[
一
巴
三
ニ
]
七
月
六
日
に
は
七
夕
飾
に
「
扉
風
二
双
、
絵
二
十
五
幅
、
花
瓶

六
十
五
」
を
集
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
永
享
八
年
[
一
四
三
六
]
六
月

二
十
六
日
に
は
貞
成
親
王
が
、
七
夕
飾
の
た
め
に
宮
中
よ
り
牧
諮
筆
の
「
観
音

芦
雁
図
」
を
借
用
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
七
夕
に
は
多
く

の
書
面
老
室
内
に
飾
り
立
て
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
状
況

は
、
喫
茶
の
室
内
が
書
画
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
て
い
る
の
と
変
わ
ら
ぬ
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
乙
の
時
、
本
尊
に
「
柿
本
人
麻
呂
像
」
を
も
っ
三
幅
対
が

飾
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
状
況
も
ま
た
、
上
述
し
た
『
喫
茶
往
来
』

が
記
録
し
て
い
る
喫
茶
の
室
礼
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
《
慕
帰
絵
》
に
そ

の
あ
り
さ
ま
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
看
聞
御
記
』
(
応
永
二
三
年
[
一

四
二
ハ
]
十
一
月
一
日
)
に
貞
成
親
王
が
、
絵
書
僧
に
頼
寿
筆
「
道
風
影
」
及

び
脇
「
山
水
一
対
」
を
写
さ
せ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
お

そ
ら
く
こ
う
し
た
会
の
本
尊
と
し
て
飾
ら
れ
た
作
品
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
元
応
元
年
[
二
三
九
]
七
月
二
十
九
日
、
二
条
道
平
邸
に
御

幸
が
あ
っ
た
時
、
泉
屋
に
「
唐
絵
三
幅
」
を
掛
け
花
瓶
、
香
炉
を
備
え
て
い
た

こ
と
が
、
『
花
園
院
震
記
』
に
見
え
る
。
ま
た
、
『
看
聞
御
記
』
(
応
永
二
十
三

年
[
一
四
二
ハ
]
三
月
一
日
)
に
は
、
会
所
飾
り
と
し
て
「
観
音
猿
狼
三
幅
対
」

老
掲
げ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
公
式
な
訪
問
の
お
り
に
は
、

室
内
を
飾
る
こ
と
が
特
別
に
行
わ
れ
て
い
た
。
行
事
と
し
て
、
宗
教
的
な
儀
礼

で
は
な
く
、
世
俗
の
儀
式
の
た
め
に
室
内
が
飾
ら
れ
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
あ
る
時
の
特
別
な
儀
式
の
た
め
に
飾
ら
れ
て

い
た
文
物
も
、
次
第
に
飾
り
方
に
変
化
を
見
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ぎ
に
、
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そ
の
こ
と
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

N 

『
室
町
殿
行
幸
御
館
記
』
に
み
る
文
物
展
示
の
様
相

永
享
九
年
(
一
四
三
七
)
十
月
十
一
日
、
室
町
幕
府
第
六
代
将
軍
足
利
義
教

(
一
三
九
四

i
一
四
四
一
)
は
、
室
町
殿
に
後
花
園
天
皇
(
一
四
一
九
i
七
O
)

の
行
幸
を
仰
い
だ
。
室
町
殿
は
、
足
利
義
教
が
永
享
三
年
(
一
四
三
一
)
七
月

か
ら
、
か
つ
て
足
利
義
満
が
営
ん
で
い
た
「
花
の
御
所
」
の
地
で
造
営
を
開
始
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十し
月た
ー一ー ・ー・3

十上
一御
日所
付」

幸で
記あ
「 る
9 

室こ
町の
樫時
f:rの
言g
E宇
が ζ
号も
%の
甲に
ι. 、
れ『
ら永
が享
多九
く 年

寝
殿
中
で
の
行
事
を
記
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
御
成
の
時
の
会
所
の
室
内
荘

厳
の
あ
り
さ
ま
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
が
徳
川
美
術
館
に
伝
わ
る
享
禄
三
年

(
一
五
三

O
)
の
写
本
『
後
花
園
院

永
享
九
年
十
月
廿
六
日
左
大
臣
家

幸
御
筒
記
能
阿
記
』
(
以
下
『
室
町
殿
行
幸
御
筒
記
』
と
略
記
す
る
)
で
あ

る
。
『
室
町
殿
行
幸
御
箭
記
』
は
、
そ
の
折
り
の
各
会
所
の
室
礼
の
次
第
を
各

部
屋
ご
と
に
記
録
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
『
室
町
殿
行
幸
御
筒

記
』
に
よ
っ
て
、
後
花
園
天
皇
の
行
幸
を
迎
え
る
た
め
に
、
足
利
義
教
は
こ
れ

ら
の
会
所
在
い
か
な
る
絵
画
で
飾
っ
た
か
を
見
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

【
新
造
会
所
在
飾
っ
た
絵
画
】

新
造
会
所
(
図
1
)
の
最
も
公
的
な
座
敷
簡
が
さ
れ
て
い
る
「
御
五
間
」
に

は
三
具
足
を
置
き
、
さ
ら
に
、
中
央
に
卓
を
据
え
、
南
宋
の
禅
僧
画
家
で
あ
る

牧
籍
(
十
三
世
紀
半
、
成
淳
年
間
ご
ろ
生
存
)
筆
「
出
山
釈
迦
図
」
な
ど
の
五

幅
対
を
懸
け
、
そ
の
他
に
張
芳
汝
(
十
三
世
紀
頃
、
金
に
仕
え
た
画
家
)
筆
「
漁

図
」
四
幅
対
を
南
北
の
長
押
に
懸
け
た
。

床
を
備
え
た
北
向
き
の
私
的
な
空
間
と
考
え
ら
れ
る
北
東
に
あ
る
「
橋
立
の

間
」
で
も
、
三
具
足
が
置
か
れ
た
の
は
牧
錨
の
描
い
た
「
半
身
布
袋
・
船
主
・

漁
父
図
」
の
三
幅
対
の
前
で
あ
る
。
そ
し
て
、
床
に
懸
け
た
の
は
南
宋
画
院
の

画
家
李
迫
の
「
狗
図
」
二
幅
対
で
あ
り
、
そ
の
書
院
に
並
べ
た
の
は
同
じ
く
南

宋
画
院
の
画
家
夏
珪
筆
の
「
軸
物
」
で
あ
る
。

牧
諮
の
絵
画
と
画
院
の
画
家
で
あ
る
李
迫
や
夏
珪
た
ち
の
絵
画
と
で
は
、
作

，-
fT 

品
に
対
す
る
意
識
が
違
っ
て
い
た
。
南
向
き
の
「
ハ
レ
の
場
」
と
し
て
の
公
式

の
接
客
空
聞
を
飾
る
の
は
牧
諮
の
作
品
が
あ
り
、
「
ケ
の
場
」
と
し
て
北
向
き

の
私
的
な
部
屋
を
飾
る
絵
画
が
南
宋
画
院
の
画
家
た
ち
の
作
品
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
三
幅
対
、
五
幅
対
と
い
う
奇
数
幅
と
二
幅
対
と
い
う
偶
数
幅
と
の
差
が
、

室町殴新造会所推定復元平面図

中村利則作図(r町屋の茶室』より転車1)
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図 1
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お
そ
ら
く
画
面
の
大
小
の
差
を
も
あ
わ
せ
て
ハ
レ
(
晴
H
公
的
)
と
ケ
(
襲
H

私
的
)
の
世
界
を
飾
り
分
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
御
三
間
」
は
、
平
面
図
か
ら
推
測
す
る
と
、
そ
の
南
の
「
御
二
間
」
と
を

つ
な
ぐ
部
屋
で
あ
る
。
ま
た
、
乙
の
部
屋
は
西
側
に
あ
る
公
的
な
室
礼
が
さ
れ

て
い
る
「
御
五
間
」
に
と
っ
て
も
、
次
の
間
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
こ
う
し

た
部
屋
老
飾
っ
た
の
が
南
宋
の
画
僧
玉
澗
の
作
品
と
考
え
ら
れ
る
「
浪
岸
図
」

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
部
屋
に
は
七
宝
や
堆
朱
で
で
き
た
中
国
の
文
物
が
飾

ら
れ
る
こ
つ
の
棚
が
あ
っ
た
。
ま
る
で
、
将
軍
の
愛
玩
物
を
展
示
す
る
よ
う
な

空
間
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
部
屋
を
玉
澗
の
作
品
が
飾
る
と
い
う

と
と
は
、
同
じ
よ
う
な
僧
侶
の
画
家
で
あ
り
な
が
ら
、
牧
諮
と
玉
澗
と
に
は
別

の
意
識
が
働
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
「
御
三
間
」
と
「
御
五
間
」
に
北
で
接
す
る
「
御
十
二
間
」
に
は
、
北

に
夏
珪
の
「
諦
湘
八
景
図
」
を
懸
け
、
押
板
に
三
つ
の
花
瓶
を
置
い
た
。
そ
し

て
、
東
西
の
上
方
に
は
牧
諮
の
「
漏
湘
八
景
図
」
を
懸
け
た
。
同
じ
牧
諮
の
作

品
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
画
題
や
様
式
が
ち
が
っ
て
い
る
。

「
橋
立
の
間
」
と
「
十
二
間
」
を
挟
ん
で
対
称
的
に
西
側
に
あ
る
北
向
き
の

「
御
四
間
[
耕
作
梁
措
様
之
御
間
]
」
に
は
、
南
宋
画
院
の
画
家
梁
措
(
一
二

O

一
1
0四
に
画
院
の
待
詔
)
の
〈
耕
織
図
巻
〉
を
手
本
と
し
た
「
耕
作
図
」
が

襖
に
描
か
れ
て
い
た
。
そ
の
部
屋
に
は
囲
炉
裏
が
切
ら
れ
、
置
か
れ
た
棚
に
も

茶
碗
な
ど
が
並
べ
ら
れ
た
。
乙
の
「
御
四
間
」
を
逆
L
字
形
に
囲
む
「
く
つ
か

た
の
御
間
」
に
は
「
茶
湯
棚
」
が
置
か
れ
、
茶
道
具
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
お

そ
ら
く
、
喫
茶
が
行
わ
れ
た
部
屋
と
も
想
像
で
き
る
。
そ
の
部
屋
を
飾
る
の
が
、

梁
楢
の
「
布
袋
図
」
で
あ
る
。
単
幅
で
香
炉
や
盆
が
並
べ
ら
れ
た
棚
の
上
に
懸

け
た
。
三
具
足
を
並
べ
て
飾
る
牧
渓
の
道
釈
人
物
画
と
は
違
っ
た
飾
り
方
を
し

ょ
う
と
す
る
意
識
が
読
み
取
れ
る
。

南
向
き
の
西
端
に
は
、
南
に
書
院
、
押
板
、
違
い
棚
を
持
つ
「
小
鳥
之
御
床
間
」

が
あ
る
。
こ
の
部
屋
に
は
梁
措
筆
の
「
出
山
釈
迦
図
[
片
切
]
」
三
幅
対
を
懸
け
、

三
具
足
を
置
い
た
。
書
院
に
は
徽
宗
筆
の
「
鶴
図
」
の
軸
物
を
他
の
文
房
具
と

共
に
並
べ
た
。

こ
の
新
造
会
所
の
飾
り
方
か
ら
、
牧
諮
と
梁
楢
と
で
は
同
じ
よ
う
な
粗
い
筆

使
い
で
道
釈
人
物
画
を
描
く
画
家
で
あ
り
な
が
ら
別
な
存
在
と
し
て
判
断
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ハ
レ
の
世
界
に
は
牧
籍
を
、
ケ
の
世
界
に
は
梁
楢
を

飾
っ
て
い
る
。
梁
桔
を
飾
る
世
界
は
ま
た
、
南
宋
の
画
院
画
家
た
ち
の
作
品
を

飾
る
「
場
」
で
も
あ
っ
た
。
梁
措
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
多
い
の
は
、
将
軍
義
教

8 

の
意
向
を
思
わ
せ
る
。

【
会
所
御
泉
殿
を
飾
っ
た
絵
画
】

会
所
泉
殿
(
図
2
)
の
中
心
を
な
す
南
に
面
し
た
「
御
四
間
」
に
は
「
御
絵

[
長
井
]
観
音
」
を
単
幅
で
懸
け
た
。
し
か
し
、
連
れ
を
な
す
「
四
睡
龍
虎

二
幅
」
は
懸
け
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
略
式
で
あ
り
な
が
ら
も
、
前
に
三
具

足
を
供
え
る
の
は
、
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
が
い
う
正
式
な
室
礼
と
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
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泉
殿
の
北
向
き
の
「
御
四
間
」
に
は
曲
長
や
中
央
に
卓
、
隅
に
棚
な
ど
を
置

き
、
そ
の
棚
に
は
数
多
く
の
工
芸
作
品
を
並
べ
る
。
南
側
に
あ
る
部
屋
と
は
異

質
な
空
間
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
あ
る
。
こ
の
部
屋
は
、
必
ず
し
も
大

き
く
は
な
く
、
公
的
な
使
用
が
あ
っ
た
部
屋
と
は
想
像
で
き
な
い
。
こ
こ
を
飾

っ
た
の
は
元
の
銭
舜
挙
の
白
描
画
の
「
官
女
図
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
宋
の
馬

遠
・
夏
珪
の
弟
子
と
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
に
見
る
曜
卿
の
「
濡
湘
八
景
図
」

の
扉
風
を
立
て
た
。

こ
の
部
屋
の
東
に
は
茶
湯
棚
を
持
つ
「
御
四
間
」
が
あ
り
、
こ
の
「
御
四
間
」

室町殿泉殿会所錐定復元平面図

中村利則作図(f町屋の茶室』より転載)

図2

の
南
側
に
は
「
御
障
子
之
画
」
は
「
猫
舜
挙
」
と
記
さ
れ
た
「
御
六
間
」
が
あ

る
。
乙
の
「
御
六
間
」
の
西
に
続
く
、
「
北
向
之
御
四
間
」
の
南
側
が
南
向
き

の
中
心
と
な
る
前
述
し
た
「
御
四
間
」
で
あ
る
。

こ
の
「
御
四
間
」
の
西
に
、
南
を
向
い
た
書
院
を
も
っ
「
御
三
間
」
が
あ
る
。

押
板
を
置
き
徽
宗
皇
帝
の
「
山
水
図
」
を
懸
け
、
書
院
の
西
の
違
い
棚
の
中
段

に
は
箔
押
し
の
盃
、
盆
と
共
に
「
御
絵
双
紙
[
三
帖
]
」
を
並
べ
た
。

こ
の
「
御
三
間
」
の
北
側
、
つ
ま
り
「
北
向
四
間
」
の
西
側
は
北
に
書
院
を

持
つ
床
を
備
え
た
「
住
吉
御
床
間
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
牧
諮
筆
の
「
杜
子
美

政
黄
牛
図
」
の
四
幅
対
を
懸
け
た
。

「
住
吉
御
床
間
」
の
北
西
に
は
、
逆
L
字
形
の
「
塙
尽
の
間
」
に
よ
っ
て
東

側
と
南
側
を
固
ま
れ
た
「
赤
漆
の
御
床
間
」
が
突
き
出
て
い
る
。
そ
の
部
屋
は

北
に
書
院
と
床
を
持
ち
、
囲
炉
裏
が
切
ら
れ
て
い
る
。
書
院
に
は
「
御
手
本
双

紙
二
重
に
つ
ま
る
巻
物
二
」
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
房
具
と
と
も
に
並
べ
た
。
「
塙

尽
之
御
間
[
く
つ
か
た
]
と
呼
ば
れ
る
部
屋
に
も
、
徽
宗
皇
帝
の
花
鳥
画
の
二

対
幅
「
韓
国
」
と
「
鳩
図
」
を
懸
け
、
紫
檀
の
棚
を
置
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
泉
殿
に
飾
ら
れ
た
絵
画
を
見
れ
ば
、
南
の
「
御
四
間
」
の
よ

9 

う
な
公
的
な
部
屋
で
あ
っ
て
も
、
三
幅
対
の
内
の
「
四
睡
図
」
「
龍
虎
図
」
の

二
幅
を
省
略
し
、
本
尊
の
「
観
音
図
」
だ
け
を
懸
け
る
な
ど
、
本
格
的
な
飾
り

を
略
式
に
飾
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
う
え
、
た
と
え
南
向
き
で
あ
ろ
う

と
も
書
院
を
持
つ
部
屋
に
な
る
と
南
宋
の
絵
画
を
懸
け
、
ま
た
、
北
向
き
の
部

屋
は
た
と
え
床
や
書
院
を
持
た
な
い
部
屋
で
あ
っ
て
も
南
宋
画
院
の
画
家
た
ち
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の
絵
画
を
懸
け
、
牧
賂
の
作
品
で
は
四
幅
対
を
懸
け
る
。
泉
殿
に
は
多
く
の
南

宋
画
院
の
画
家
た
ち
が
会
所
を
飾
っ
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
泉
殿
に
は
特

殊
な
性
格
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

【
南
向
会
所
を
飾
っ
た
絵
画
】

南
向
会
所
(
図
3
)
の
中
心
は
南
側
中
央
に
あ
る
十
八
帖
の
「
御
会
所
[
九

間
]
」
で
あ
る
。
こ
こ
を
泉
涌
寺
の
「
呂
洞
賓
図
」
と
「
龍
虎
図
」
で
飾
り
、

五
具
足
を
置
き
、
本
格
的
な
座
敷
簡
を
し
た
。
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
牧
諮
筆
の

「
万
里
高
山
(
図
)
」
を
東
西
の
壁
に
二
幅
対
づ
つ
に
分
け
て
懸
け
た
。
「
万
里

高
山
」
は
、
『
御
物
御
画
目
録
』
に
は
牧
諮
の
作
品
と
あ
る
。

こ
の
「
会
所
[
九
間
]
」
の
東
に
「
東
之
御
六
間
」
が
あ
る
。
金
に
仕
え
た

芳
汝
の
「
講
湘
八
景
図
」
を
、
東
西
に
懸
け
た
。
ま
た
、
「
会
所
[
九
間
]
」
の

西
側
の
「
西
御
七
間
」
に
は
玉
調
の
「
漏
湘
八
景
図
」
を
飾
っ
た
。
乙
の
部
屋

に
は
、
と
の
他
に
北
の
東
寄
り
に
南
宋
の
画
家
陳
容
の
「
龍
図
」
二
幅
対
を
懸

け
、
前
に
曲
長
在
置
い
て
い
た
。
ま
た
、
書
院
に
は
梁
措
筆
「
衣
食
図
」
の
軸

物
を
文
房
具
と
共
に
並
べ
た
。
陳
容
の
「
龍
図
」
は
、
牧
諮
の
「
龍
図
」
と
は

様
式
が
異
な
り
、
函
院
ス
タ
イ
ル
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
牧
諮
と
は
違
っ
た
「
場
」

で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
南
向
会
所
で
も
、
牧
諮
が
公
的
な
場
を
飾
る
画
家
と
し
て
意
識
さ
れ
て

い
た
の
に
対
し
て
、
梁
措
は
そ
う
し
た
画
家
で
は
な
く
、
私
的
な
空
間
で
愛
玩

さ
れ
る
画
家
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
。
梁
棺
の
作
品
は
「
西
七
間
」
の
書
院

室町殿南向会所推定復元平面図

中村利則作図<r町屋の茶室』より転絞)
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に
文
物
と
と
も
に
「
衣
食
」
の
軸
物
が
飾
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

建
物
の
北
側
は
多
く
の
部
屋
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
部
屋
を
飾
る
絵

画
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
絵
画
は
飾
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
南
向
会
所
に
あ
っ
て
、
義
教
の
書
斎
と
考
え
ら
れ
て
い

る
「
雑
華
室
」
に
は
、
絵
画
は
飾
ら
れ
て
お
ら
ず
、
物
初
の
墨
跡
が
掛
か
り
、

書
院
に
は
『
人
天
眼
目
』
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
足
利
義
教
に
と
っ
て

絵
画
以
上
に
重
か
っ
た
の
が
墨
跡
で
あ
り
、
禅
籍
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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晴
(
ハ
レ
H
公
式
の
接
客
空
間
)
と
喪
(
ケ
H
私
的
な
空
間
)
と
で
は
、
飾

る
絵
画
を
使
い
分
け
る
こ
と
が
十
五
世
紀
に
行
わ
れ
て
い
た
。
ケ
の
世
界
、
つ

ま
り
武
家
の
私
的
な
世
界
を
飾
る
の
は
あ
き
ら
か
に
繊
細
で
洗
練
さ
れ
た
技
法

を
持
つ
南
宋
画
院
の
画
家
た
ち
が
描
い
た
絵
画
で
あ
り
、
ハ
レ
の
世
界
を
飾
る

そ
れ
以
前
の
人
た
ち
、
つ
ま
り
禅
僧
た
ち
が
愛
好
し
て
い
た
絵
画
と
は
異
な
る

も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
十
五
世
紀
初
頭
に
起
こ
っ
た
中
国
絵
画
へ
の
関
心
の
変
化
は
、

古
く
か
ら
愛
好
し
て
き
た
牧
諮
の
作
品
で
も
新
し
い
様
式
や
画
題
へ
と
そ
の
範

囲
を
広
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
彼
の
作
品
も
ハ
レ
と
ケ
で
は
画
題
や
様
式
老
異

に
し
て
飾
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ハ
レ
の
世
界
が
古
い
時
代
の
好
み
を
語
っ
て

い
る
の
に
対
し
て
、
ケ
の
世
界
は
新
し
い
時
代
の
感
性
を
告
げ
て
い
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
室
町
後
期
に
語
ら
れ
る
中
国
画
家
の
品
等
は
、
こ
の
ケ
の

世
界
を
飾
る
画
家
老
高
く
評
価
す
る
。
十
五
世
紀
の
武
家
に
お
い
て
成
立
し
た

趣
味
は
、
そ
れ
以
前
の
禅
僧
の
趣
味
と
は
異
な
り
、
そ
れ
は
南
宋
画
院
の
絵
画

に
美
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
感
性
で
あ
り
、
室
町
時
代
の
絵
画
観
を
形
成
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
乙
れ
は
、
中
国
絵
画
あ
る
い
は
中
国
の
文
物
に
対
す
る
関
心

が
禅
寺
と
武
家
と
で
は
変
化
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
飾
る
行
為
が
「
場

を
荘
厳
す
る
」
乙
と
か
ら
、
鑑
賞
の
対
象
で
あ
る
作
品
を
展
示
す
る
こ
と
、
「
趣

味
の
賞
翫
品
を
展
示
す
る
」
と
と
へ
と
変
化
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

V 

絵
画
の
展
示
が
変
質
し
た
こ
と
が
意
味
す
る
こ
と

鎌
倉
時
代
後
期
に
な
る
と
、
記
録
に
よ
っ
て
中
国
の
文
物
の
収
集
と
贈
答
の

状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
鎌
倉
円
覚
寺
に
あ
る
北
条
時

宗
の
菩
提
所
仏
日
庵
の
宝
物
の
目
録
で
あ
る
『
仏
日
庵
公
物
目
録
』
の
存
在
で

あ
る
。
奥
書
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
元
応
二
年
[
二
ニ
二

O
]
に
作
成
し
、
貞
治

二
年
[
=
ニ
六
三
]
に
改
訂
し
た
も
の
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
、
物
品
の
移
動

で
あ
る
。
「
方
々
に
進
め
ら
る
仏
日
庵
絵
以
下
の
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
唐
物

が
諸
方
に
贈
答
さ
れ
流
出
し
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ら
多
く
は
、
武
将
に
引
き

出
物
と
し
て
進
め
ら
れ
た
。
観
応
二
年
[
一
三
五
二
]
四
月
十
八
日
に
、
円
覚

寺
は
尊
氏
に
「
四
聖
図
」
と
「
松
猿
絵
」
な
ど
を
贈
っ
て
い
る
。
ま
た
、
貞
治

元
年
[
一
三
六
二
]
に
は
、
足
利
義
詮
お
よ
び
基
氏
に
「
牧
渓
筆
樹
頭
絵
」
な

ど
を
贈
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
唐
物
趣
味
は
、
室
町
時
代
に
な
る
と
ま
す
ま
す
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盛
ん
と
な
る
。
暦
応
元
年
[
二
ニ
三
八
]
十
二
月
に
足
利
尊
氏
が
諸
国
の
古
田

墨
跡
を
集
め
た
こ
と
が
『
豊
臣
家
数
寄
屋
記
録
』
に
見
え
る
。
足
利
将
軍
を
代

表
と
す
る
武
将
た
ち
が
、
従
来
の
禅
僧
以
上
に
、
中
国
の
文
物
を
愛
好
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
彼
ら
の
会
所
の
「
室

礼
(
し
つ
ら
え
)
H
座
敷
飾
り
」
へ
の
異
常
な
関
心
と
な
っ
て
結
実
す
る
こ
と

に
な
る
。
唐
物
、
か
、
「
集
め
る
こ
と
」
と
「
見
せ
る
こ
と
」
の
対
象
と
な
っ
た

と
い
え
よ
う
。

宗
教
儀
礼
か
ら
世
俗
の
儀
礼
へ
の
変
化
は
、
鑑
賞
者
に
何
を
期
待
す
る
か
、
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つ
ま
り
、
鑑
賞
者
に
何
を
見
せ
る
こ
と
な
の
か
の
変
化
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
変
化
は
、
展
示
担
当
者
の
出
現
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。
同
朋
衆
の

活
躍
で
あ
る
。
そ
の
職
務
に
は
、
展
示
や
管
理
の
ほ
か
に
鑑
定
、
購
入
、
代
付

け
な
ど
が
あ
る
。
そ
う
し
た
業
務
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
所
蔵
品
の
目
録
や

展
示
方
式
、
鑑
定
を
説
明
す
る
書
物
の
出
現
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
『
御
物
御

画
目
録
』
、
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
な
ど
が
著
さ
れ
た
。

『
御
物
御
画
目
録
』
は
、
将
軍
の
お
側
に
仕
え
中
国
文
物
を
菅
理
し
て
い
た

同
朋
衆
で
あ
る
能
阿
弥
に
よ
る
将
軍
家
の
所
蔵
品
目
録
で
あ
る
。
そ
の
『
御
物

御
画
目
録
』
は
、
大
き
な
画
面
の
道
釈
人
物
画
を
中
尊
と
す
る
三
幅
対
の
組
み

合
わ
せ
を
最
初
の
部
に
置
い
て
、
室
町
前
期
の
将
軍
家
の
部
屋
を
飾
る
の
に
必

要
な
物
の
順
序
に
従
っ
て
中
国
絵
画
の
将
軍
家
所
蔵
品
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

最
初
の
部
に
は
、
古
く
鎌
倉
時
代
に
禅
寺
が
必
要
と
し
て
い
た
牧
諮
画
が
多
い
。

『
君
台
観
左
右
帳
記
』
は
、
能
阿
弥
、
ま
た
は
、
そ
の
孫
で
同
じ
く
同
朋
衆

と
し
て
将
軍
足
利
義
政
に
仕
え
て
い
た
相
阿
弥
が
ま
と
め
た
将
軍
家
の
会
所
在

飾
る
中
国
文
物
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ
る
。
品
等
の
順
に
並
ん
だ
画
人
伝
、
座

敷
飾
り
の
方
式
、
器
物
の
見
方
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
唐
物
の
鑑
定
管
理
を
担
当
し
、
将
軍
に
近
侍
し
て
唐
物
奉
行
を
勤

め
た
同
朋
衆
た
ち
l
能
阿
弥
、
芸
阿
弥
、
相
阿
弥
た
ち
、
阿
弥
派
と
呼
ば
れ
る

人
た
ち
l
の
活
躍
を
当
時
の
記
録
『
蔭
涼
軒
目
録
』
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
次
の

よ
う
仕
事
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
方
々
か
ら
献
上
さ
れ
た
品
々
を
取
り
次
ぐ
こ
と
で
あ
る
(
文
明
十
年

[
一
四
七
八
]
七
月
二
十
五
日
の
条
な
ど
)
。
ま
た
、
将
軍
家
が
中
国
か
ら
文
物

を
買
い
求
め
る
時
に
物
品
を
選
択
す
る
こ
と
も
彼
ら
の
職
務
で
あ
っ
た
(
寛
正

五
年
[
一
四
六
四
]
七
月
十
九
日
、
長
享
二
年
[
一
四
八
八
]
宜
月
八
日
の
条

な
ど
)
。
さ
ら
に
、
官
理
の
一
環
と
し
て
作
品
の
外
題
を
書
く
と
と
も
仕
事
で

あ
っ
た
(
文
明
十
八
年
[
一
四
八
六
]
十
一
月
十
四
日
、
長
享
二
年
[
一
四
八
八
]

四
月
二
十
四
日
の
条
な
ど
)
。
も
っ
と
も
、
華
や
か
な
こ
と
は
、
管
理
し
て
い

た
唐
物
で
あ
る
中
国
文
物
に
よ
っ
て
会
所
在
飾
る
こ
と
で
あ
る
。
『
蔭
涼
軒
目

録
』
で
は
な
い
が
、
『
満
済
准
后
日
記
』
(
永
享
二
年
[
一
四
三

O
]
三
月
十
六

日
)
に
は
足
利
義
教
が
翌
日
の
醍
醐
寺
花
見
に
あ
た
り
、
金
剛
輪
院
へ
会
所
飾

用
の
唐
物
を
送
っ
て
立
阿
弥
に
飾
ら
し
た
こ
と
が
見
え
る
。
足
利
義
教
が
後
花

園
天
皇
を
室
町
殿
に
仰
い
だ
時
、
そ
の
会
所
を
唐
物
荘
厳
し
た
の
は
能
阿
弥
で

あ
る
。
彼
自
身
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
『
室
町
殿
行
幸
御
飾
記
』
に
よ
っ
て
、
そ

の
時
の
室
礼
を
具
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
上
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
晴
れ
の
行
事
以
外
の
時
に
も
、
武
家
・
公
家
・
僧
侶
と
の
対
面
の

場
と
な
っ
て
い
た
会
所
は
、
常
に
飾
ら
れ
て
い
た
。
今
で
言
え
ば
常
設
展
示
の

よ
う
な
も
の
で
、
唐
物
の
見
ら
れ
る
場
は
、
将
軍
邸
の
会
所
に
あ
っ
て
は
、
あ

る
程
度
恒
常
的
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
唐
物
管
理
に
役
立
つ
も

の
と
し
て
、
能
阿
弥
は
御
府
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
絵
画
の
リ
ス
ト
を
作
っ
て
い
る
。

上
述
し
た
『
御
物
御
画
目
録
』
と
題
さ
れ
る
写
本
で
あ
る
。

室
町
時
代
に
お
い
て
、
画
家
は
「
筆
様
」
に
よ
っ
て
絵
画
を
描
く
の
が
通
例

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
国
の
絵
画
を
絵
手
本
に
従
っ
て
、
絵
画
を
制
作
す
る
こ



書画を飾る『時と場所」

と
で
あ
る
。
そ
の
時
、
絵
手
本
と
な
る
中
国
絵
画
の
出
し
入
れ
を
担
当
し
、
図

様
の
評
議
に
加
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
も
同
朋
衆
で
あ
る
阿
弥
派
の
人
た
ち
の
し

ご
と
で
あ
っ
た
(
文
明
十
七
年
[
一
四
八
五
]
十
二
月
六
日
の
条
な
ど
)
。
ま

た
、
絵
の
鑑
定
を
担
当
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
(
長
禄
二
年
[
一
四
五
八
]
七
月

十
七
日
の
条
な
ど
)
。
そ
し
て
、
絵
画
の
修
復
・
表
装
を
手
が
け
た
り
(
永
享

八
年
[
一
四
三
六
]
十
一
月
二
日
、
文
明
十
九
年
[
一
四
八
七
]
四
月
七
日
1

十
一
月
二
十
六
日
の
条
な
ど
)
、
代
付
と
い
う
値
段
を
つ
け
た
り
も
し
た
(
長

禄
四
年
[
一
四
六

O
]
四
月
二
十
五
日
の
条
な
ど
)
。
「
代
付
」
と
い
う
品
物
に

値
段
を
つ
け
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
く
る
の
は
、
室
町
時
代
も
後
期
の
相
阿
弥

に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
頃
か
ら
、
美
術
作
品
が
商
品
と
し
て
盛
ん
に
流

通
し
、
そ
の
価
値
が
価
格
で
意
識
さ
れ
る
と
い
う
今
日
的
な
状
況
を
見
せ
る
こ

と
に
な
る
。

む
す
び
に

絵
は
「
場
所
の
絵
」
で
あ
っ
た
。
室
町
時
代
も
前
期
に
お
い
て
は
室
内
在
荘

厳
す
る
も
の
と
し
て
飾
ら
れ
、
宗
教
的
な
空
聞
を
演
出
し
て
い
た
。
し
か
し
、

あ
る
行
事
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
絵
画
は
、
や
が
て
場
所
か
ら
切
り
離

さ
れ
て
飾
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
時
の
絵
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
や
が

て
場
所
の
性
格
と
は
無
縁
に
飾
ら
れ
、
世
俗
の
儀
礼
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
と

と
が
起
こ
っ
た
。
そ
の
時
、
所
蔵
品
は
展
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
雅
の
世
界

を
演
出
し
た
の
で
あ
る
。
文
物
を
そ
う
し
た
文
雅
の
世
界
を
提
示
す
る
も
の
と

し
て
売
り
買
い
さ
れ
、
収
集
さ
れ
、
鑑
賞
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

室
町
時
代
も
後
期
に
な
る
と
「
絵
を
絵
と
し
て
だ
け
作
り
、
絵
を
絵
と
し
て

だ
け
観
る
」
と
い
う
こ
と
が
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
趣
味
の
展
示

で
あ
り
、
作
品
そ
れ
自
体
を
鑑
賞
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
は
じ
め
た

と
い
え
る
。

j主(
1
)

太
田
昌
子
・
大
西
広
「
絵
の
居
場
所
」
(
『
国
宝
と
歴
史
の
旅
』

一
九
九
九
)

(
2
)

拙
稿
「
室
町
時
代
に
お
け
る
漏
湘
八
景
図
l
受
容
と
制
作
に
み
る
そ
の
形
式

化
に
つ
い
て
|
」
(
帝
塚
山
学
院
大
学
美
学
美
術
史
研
究
室
『
芸
術
論
究
』
三

一
九
七
五
)

(
3
)

拙
稿
「
会
所
を
飾
っ
た
画
家
た
ち
|
「
荘
厳
の
場
」
か
ら
「
賞
翫
の
場
」
へ

l
」

(
美
学
芸
術
学
会
『
美
学
芸
術
学
』
一
五
一
九
九
九
)

(
4
)

島
尾
新
『
水
墨
画
l
能
阿
弥
か
ら
狩
野
派
へ
|
』
(
『
日
本
の
美
術
』
一
二
三
八

至
文
堂
一
九
九
四
)

朝
日
新
聞
社
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(
お
お
た
・
た
か
ひ
こ

同
志
社
大
学
)




