
絵
画
の
教
材
化
l
古
典
学
習
の
拡
充
に
向
け
て

は
じ
め
に

中
学
校
の
古
典
学
習
に
お
い
て
絵
画
テ
キ
ス
ト
は
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
使
用
は
絵
画
テ
キ
ス
ト
を
十
分
に
活
か
し
た

も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
国
文
学
者
の
三
田
村
雅
子
氏
は
、
「
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
復
元
を

契
機
に
開
か
れ
た
座
談
会
で
「
い
ま
改
め
て
、
な
ぜ
源
氏
物
語
と
絵
画
な
の

か
」
と
問
わ
れ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

古
典
の
古
語
を
学
ぶ
っ
て
い
う
こ
と
も
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
さ
ま
ざ
ま

な
周
辺
知
識
っ
て
い
う
も
の
（
井
上
注
、
建
物
・
工
芸
品
・
景
観
・
季
節

感
な
ど
）
と
と
も
に
学
び
た
い
と
思
い
ま
す
し
、
絵
を
読
み
解
く
方
法
を

文
章
を
読
み
解
く
方
法
と
同
じ
く
ら
い
洗
練
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
補
助
教
材
と
し
て
の
絵
画
で
は
な
く
、
絵

画
で
な
く
て
は
語
れ
な
い
も
の
と
文
字
に
よ
っ
て
語
る
も
の
を
行
き
来
し

て
、
楽
し
み
を
増
幅
し
て
い
き
た
い
な
と
思
い
ま
す
。

井

泰

上

傍
線
部
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
三
田
村
氏
は
古
典
学
習
に
お
い
て
絵
画
を

「
補
助
教
材
と
し
て
」
扱
う
の
で
は
な
く
、
絵
画
そ
れ
自
体
を
読
み
解
く
こ
と

で
「
絵
画
で
な
く
て
は
語
れ
な
い
も
の
」
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
と
「
文
字
に

よ
っ
て
語
る
も
の
」
と
を
行
き
来
す
る
こ
と
で
、
「
楽
し
み
を
増
幅
」
し
た
い

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
絵
画
で
な
く
て
は
語
れ
な
い
も
の
」
と
は
、

お
そ
ら
く
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
作
品
（
井
上
注
、
『
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
』
）
は
お
そ
ら
く
最
初
の

源
氏
物
語
絵
巻
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
す
で
に
い
く
つ
か
源
氏
絵
巻
は

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
『
絵
巻
』
は
、
伝
統
的
な

図
柄
を
拒
否
し
て
新
し
い
独
創
的
な
場
面
を
選
択
し
た
よ
う
で
、
一
つ
一

つ
の
場
面
構
成
が
独
特
で
す
。
こ
れ
以
後
に
も
た
く
さ
ん
製
作
さ
れ
た
源

氏
物
語
絵
の
場
面
と
、
こ
の
『
絵
巻
』
は
ほ
と
ん
ど
重
な
り
ま
せ
ん
。
た

ま
に
重
な
り
を
見
せ
る
蓬
生
巻
の
末
摘
花
再
発
見
の
場
面
で
も
、
意
表
を

突
く
場
面
構
成
で
、
荒
れ
た
庭
に
足
を
踏
み
入
れ
る
光
源
氏
と
そ
れ
を
待

つ
末
摘
花
を
描
く
他
の
絵
巻
・
絵
図
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
表
現
を
し

て
い
ま
す
。
類
型
性
に
し
ば
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
新
し
い
作
品
解
釈
を
展



閲
し
て
お
り
、
そ
の
読
み
は
並
々
で
な
い
細
部
に
及
ん
で
、
現
在
の
私
た

ち
を
も
う
な
ら
せ
て
い
ま
す
。
美
し
い
だ
け
で
な
く
、
作
品
世
界
の
深
み

へ
引
き
込
ん
で
く
る
魅
力
を
も
っ
た
巻
身
な
の
で
す
。

傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
「
絵
画
で
な
く
て
は
語
れ
な
い
も
の
」
と
は
お
そ

ら
く
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
制
作
主
体
の
『
源
氏
物
語
』
へ
の
「
読
み
」
と
そ

の
「
読
み
」
に
基
づ
い
た
「
表
現
」
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
源
氏
物
語
絵
巻
』

制
作
主
体
の
［
解
釈
｜
表
現
］
過
程
（
〈
絵
語
り
〉
）
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
学

習
者
は
「
源
氏
物
語
』
の
「
作
品
世
界
の
深
み
」
へ
と
引
き
込
ま
れ
て
い
く
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
絵
画
テ
キ
ス
ト
を
文
字
テ
キ
ス
ト
の
「
補
助
教
材
」
と
し
て

で
な
く
、
文
字
テ
キ
ス
ト
と
は
別
の
、
独
自
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
読
み
解
く
こ

と
で
、
古
典
学
習
を
拡
充
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
中
学
校
の
古

典
学
習
に
お
い
て
絵
画
テ
キ
ス
ト
は
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
絵
画
を
独
自
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
扱
い
使
用
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

2 

教
科
書
に
お
け
る
絵
画
テ
キ
ス
ト
の
使
用
目
的
と
そ

の
検
討

絵
画
テ
キ
ス
ト
は
ど
の
よ
う
な
使
用
を
目
的
と
し
て
、
教
科
書
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
現
行
の
、
全
社
の
教
科
書
と
そ
の
指
導
書
か
ら
使
用
目

的
を
分
析
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（1
）
作
者
の
肖
像
を
示
し
、
作
者
像
を
捉
え
る
。

（2
）
古
典
テ
キ
ス
ト
を
読
む
た
め
の
知
識
を
与
え
た
り
、
古
典
世
界
そ
の
も

の
を
知
る
。

（3
）
物
語
や
詩
の
情
景
を
思
い
浮
か
べ
る
。

（4
）
物
語
の
あ
ら
す
じ
を
理
解
さ
せ
る
。

次
に
そ
れ
ぞ
れ
を
詳
し
く
見
て
い
く
。

（1
）
作
者
の
肖
像
を
示
し
、
作
者
像
を
捉
え
る
。

「
中
学
生
の
国
語
二
年
』
（
三
省
堂
）
に
は
『
枕
草
子
」
「
第
百
四
十
五

段
」
、
「
第
二
百
七
段
」
の
学
習
に
あ
わ
せ
て
、
上
村
松
園
筆
『
清
少
納
言
』

（
北
野
美
術
館
所
蔵
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
『
指
導
室
田
上
』
（
三
二
頁
）
「
（
三
）

図
版
解
説
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
清
少
納
言
」
は
、
松
園
二

O
歳
の
と
き
の
作
品
で
、
王
朝
の
雰
囲
気
を

表
現
し
た
肖
像
画
。
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「
肖
像
画
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
図
は
清
少
納
言
の
肖
像
を
示
す
た
め
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
「
新
し
い
国
語
三
』
（
東
京
書
籍
）
に
は
、
「
お
く
の
ほ
そ
道
』
「
旅

立
ち
」
、
「
平
泉
」
の
学
習
に
あ
わ
せ
て
、
森
川
許
六
「
奥
の
細
道
行
脚
之
図
」

（
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
所
蔵
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
指
導
書
研
究
編

上
』
（
二
九
八
百
円
）
「
四
学
習
材
の
構
成
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

・
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
旅
程
図
（
折
り
込
み
・
表
）

（
略
）
ま
た
、
「
奥
の
細
道
行
脚
之
図
」
は
、
芭
蕉
の
実
際
の
顔
立
ち
を



伝
え
る
一
枚
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

「
芭
蕉
の
実
際
の
顔
立
ち
」
と
い
う
解
説
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
本
図

も
ま
た
作
者
の
肖
像
を
一
示
す
た
め
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
絵
画
テ
キ
ス
ト
は
、
古
典
テ
キ
ス
ト
の
作
者
の
肖
像
を
示
し
、

作
者
像
を
捉
え
る
た
め
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（2
）
古
典
テ
キ
ス
ト
を
読
む
た
め
の
知
識
を
与
え
た
り
、
古
典
世
界
そ
の
も

の
を
知
る
。

『
伝
え
合
う
一
言
葉
中
学
国
語
一
一
』
（
教
育
出
版
）
に
は
、
『
枕
草
子
』
「
第
一

段
」
、
「
第
百
四
十
五
段
」
の
学
習
に
あ
わ
せ
て
、
上
村
松
園
筆
？
と
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
本
図
に
は
、
次
の
よ
う
な
見
出
し
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

右
側
の
子
ど
も
の
髪
が
尼
そ
ぎ
（
「
雪
月
花
」
よ
り
「
花
」
上
村
松
園
）

『
枕
草
子
」
「
第
百
四
十
五
段
」
「
、
つ
つ
く
し
き
も
の
」
に
は
、
「
尼
そ
ぎ
な
る

ち
ご
」
と
あ
る
。
本
図
は
、
現
代
で
は
想
像
し
に
く
い
当
時
の
風
俗
を
知
り
文

字
テ
キ
ス
ト
の
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
『
国
語
l
」
（
光
村
図
書
）
に
は
、
「
七
夕
に
思
う
｜
語
り
継
が
れ
、

読
み
継
が
れ
て
き
た
も
の
」
に
あ
わ
せ
て
、
歌
川
国
貞
『
七
夕
』
（
国
立
国
会

図
書
館
所
蔵
）
と
歌
川
広
重
『
市
中
繁
栄
七
夕
祭
』
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

「
指
導
書
』
（
三
O
頁
）
「
1
教
材
提
出
の
意
図
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

現
代
の
我
々
が
古
典
と
地
続
き
の
文
化
の
中
で
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
を

実
感
し
、
自
分
自
身
の
中
に
あ
る
古
典
を
感
じ
る
心
を
発
見
す
る
こ
と
を

目
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
o

（
中
略
）
江
戸
時
代
に
は
、
二
二
四
頁
の
浮
世

絵
の
よ
う
に
、
笹
に
短
冊
な
ど
を
飾
り
付
け
る
華
や
か
な
行
事
と
し
て
庶

民
に
も
親
し
ま
れ
、
現
在
の
七
夕
飾
り
に
近
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

二
つ
の
浮
世
絵
は
、
江
戸
時
代
の
行
事
の
様
子
を
視
覚
的
に
理
解
さ
せ
、

「
現
代
の
我
々
が
古
典
と
地
続
き
の
文
化
の
中
で
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
を
実
感
」

さ
せ
る
た
め
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
文
字
テ
キ
ス
ト
の
直
接
的
な
補
助
資
料
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
古
典
テ
キ
ス
ト
と
「
現
代
の
我
々
」
と
を
繋
ぐ
た
め

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
文
字
テ
キ
ス
ト
の
補
助
資
料
と

考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
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（3
）
物
語
や
詩
の
情
景
を
思
い
浮
か
べ
る

『
中
学
生
の
国
語
三
年
』
（
三
省
堂
）
に
は
、
李
白
「
黄
鶴
楼
に
て
孟
浩
然

の
広
陵
に
之
く
を
送
る
」
に
あ
わ
せ
て
、
「
唐
詩
選
画
本
」
に
あ
る
「
黄
鶴
楼
」

の
図
と
現
代
の
長
江
を
撮
影
し
た
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
『
指
導
書
上
』

（
三
六
頁
）
「
3
指
導
と
評
価
の
実
際
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

第
一
時
学
習
活
動

3
「
黄
鶴
楼
に
て
・
：
」
の
、
語
句
の
意
味
や
情
景
・
心
情
を
捉
え
る
。

指
導
上
の
留
意
点

－二
O
頁
の
挿
絵
や
二
一
頁
の
写
真
を
見
て
、
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ

る
よ
う
に
す
る
。



傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
挿
絵
や
写
真
は
漢
詩
で
歌
わ
れ
て
い
る
内
容
を
イ

メ
ー
ジ
す
る
た
め
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
『
国
語
二
』
（
光
村
図
書
）
に
は
『
平
家
物
語
」
「
一
扇
の
的
」
の
学
習

に
あ
わ
せ
て
、
『
平
家
物
語
画
帖
』
（
根
津
美
術
館
所
蔵
）
か
ら
那
須
与
一
が
扇

の
的
を
射
る
場
面
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
『
指
導
書
』
（
三
二
頁
）
「
5
参
考

図
版
に
つ
い
て
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
那
須
与
て
扇
の
的
を
射
る
」

コ
の
的
」
の
最
大
の
見
せ
場
と
も
い
え
る
場
面
を
描
い
た
作
品
だ
け
に
、

情
景
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
朗
読
す
る
際
に
、
活
用
し
た
い
。

さ
ら
に
、
「
指
導
童
日
』
三
一
一
九
頁
）
「
3
指
導
の
展
開
例
」
に
は
、

第
二
時

学
習
活
動
④
一
三
八
頁
か
ら
の
原
文
を
読
ん
で
、
扇
の
的
を
射
る
た
め

に
、
海
に
馬
を
乗
り
入
れ
た
与
一
の
思
い
を
考
え
る
。

指
導
上
の
留
意
点

・
原
文
を
読
み
な
が
ら
、
「
那
須
与
一
、
扇
の
的
を
射
る
（
平
家
物
語
画

帖
）
」
を
参
照
さ
せ
、
文
章
と
と
も
に
情
景
を
想
像
さ
せ
る
手
助
け
に

す
る
。

と
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
傍
線
部
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
図
は
物
語
の
情
景
を

「
思
い
浮
か
べ
」
た
り
「
想
像
」
す
る
た
め
の
「
手
助
け
」
と
し
て
掲
載
さ
れ

て
い
る
。

（4
）
物
語
の
あ
ら
す
じ
を
理
解
さ
せ
る

「
国
語
1
』
（
光
村
図
書
）
に
は
、
『
竹
取
物
語
』
の
学
習
に
あ
わ
せ
て
国
立

国
会
図
書
館
蔵
『
竹
取
物
語
絵
巻
』
が
複
数
場
面
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
『
指
導

主
目
』
（
五
九
頁
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

3
指
導
の
展
開
例
第
l
時

学
習
活
動
③
教
科
書
の
図
版
を
参
考
に
、
全
体
の
あ
ら
す
じ
を
お
お

ま
か
に
つ
か
む
。

指
導
上
の
留
意
点

－
次
の
よ
う
な
構
成
を
追
う
。

ー
か
ぐ
や
姫
の
誕
生
と
成
長

2
貴
公
子
た
ち
の
求
婚
と
失
敗

3
か
ぐ
や
姫
は
月
の
世
界
に
帰
る
。

4
帝
が
富
士
山
で
手
紙
と
薬
を
焼
く
。

評
価

－
興
味
を
も
っ
て
図
版
を
参
照
し
、
場
面
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
見
て
い

る。
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傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
絵
巻
は
物
語
「
全
体
の
あ
ら
す
じ
」
を
つ
か
む
た

め
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
絵
画
テ
キ
ス
ト
を
見
せ
る
こ
と
で
物
語
全
体
の
内
容

を
理
解
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
な
使
用
目
的
は
、

『
新
し
い
国
語
一
』
（
東
京
書
籍
）
に
も
確
認
さ
れ
る
。
「
指
導
書
上
』
（
一
一
九
二

頁
）
「
5
表
現
の
特
色
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。



V

「
竹
取
物
一
証
巴
の
中
で
も
、
生
徒
が
興
味
を
一
不
し
や
す
い
と
思
わ
れ
る

五
人
の
貴
公
子
の
求
婚
語
を
、
「
竹
取
物
語
絵
巻
」
と
と
も
に
紹
介
し

て
い
る
。
作
品
の
理
解
に
役
立
て
る
と
よ
い
。

ま
た
、
「
新
し
い
国
語
2
』
（
東
京
書
籍
）
に
は
、
林
原
美
術
館
蔵
『
平
家
物

語
絵
巻
』
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
指
導
書
研
究
編
上
』
（
三

O
O
頁
）
「
4
学

習
材
の
構
成
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

－
源
平
合
戦
の
経
緯
（
折
り
込
み
・
裏
）

「
平
家
物
語
」
に
お
け
る
源
氏
と
平
家
の
合
戦
の
経
緯
を
、
頼
朝
の

挙
兵
か
ら
平
家
の
滅
亡
ま
で
時
系
列
に
沿
っ
て
大
ま
か
に
説
明
し
、
学

習
制
↓
劃
姐
引
司
州
国
同
州
制
M
に
お
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
倶
利
伽
羅
峠
・
宇
治
川
・
一
ノ
谷
の
戦
い

の
様
子
を
「
平
家
物
語
」
よ
り
紹
介
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
絵
画
テ
キ
ス
ト
を
見
せ
る
こ
と
で
「
作
品
」
全
体
の
理
解
に

役
立
て
た
り
、
教
材
本
文
の
物
語
全
体
に
お
け
る
位
相
を
理
解
さ
せ
る
た
め
に

絵
画
テ
キ
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
、
絵
画
テ
キ
ス
ト
の
使
用
目
的
を
教
科
書
及
び
指
導
書
か
ら
分
析
し
て

き
た
。
や
は
り
絵
画
テ
キ
ス
ト
は
文
字
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
だ
り
理
解
す
る
た
め

の
「
補
助
資
料
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
使
用
は
〈
絵
語
り
〉
を
分
析
し
考
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
『
新
し
い
国
語
2
」
（
東
京
書
籍
）
に
は
『
平
家
物
語
』
「
一
扇
の
的
」

の
学
習
に
あ
わ
せ
て
、
『
平
家
物
語
絵
巻
』
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
『
研
究
編

上
』
（
三
O
二
一
頁
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

6
語
句
・
表
現

5
比
白
紅
の
扇

一
扇
一
の
全
面
を
紅
色
一
色
に
塗
り
、
中
央
に
日
の
丸
を
金
箔
で
描
い
た

一
周
。
創
制
1
劇
科
書
掲
劃
叫
↓
明
病
材
調
樹
智
同
削
到
既
出
可
討
対
出
黙

な
る
色
で
描
か
れ
て
い
る
。

傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
本
図
は
物
語
に
登
場
す
る
扇
を
想
像
す
る
た
め
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
波
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
図
様
は
物
語
本
文
と

は
違
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
物
語
本
文
と
異
な
る
〈
絵
語
り
〉
を
ど
の
よ
う
に

用
い
る
の
か
は
一
不
さ
れ
て
い
な
い
。

実
際
の
使
用
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
点
も
多
い
が
、
教
科
書
に
お
い
て

は
、
絵
画
テ
キ
ス
ト
は
そ
の
〈
絵
語
り
〉
を
分
析
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
文
字
テ

キ
ス
ト
を
読
ん
だ
り
理
解
す
る
た
め
の
「
補
助
資
料
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
で
は
、
〈
絵
語
り
〉
を
読
み
解
く
こ
と
で
絵
画
テ
キ
ス
ト
は
ど
の
よ
う

に
活
用
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
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3 

絵
画
テ
キ
ス
ト
の
活
用
の
具
体

本
稿
で
は
江
戸
時
代
に
制
作
さ
れ
た
『
竹
取
物
語
』
の
挿
絵
を
用
い
た
実
践

を
報
告
し
た
い
。

本
学
習
は
、
二

O
一
一
年
度
本
校
中
学
校
一
年
生
（
一
二
二
名
）
に
対
し

て
、
『
竹
取
物
語
』
の
全
体
を
読
み
進
め
た
後
で
発
展
学
習
と
し
て
行
っ
た
も



の
で
あ
る
。
用
い
た
絵
画
テ
キ
ス
ト
は
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
竹
取
物
語
』

（
以
下
、
国
立
国
会
図
書
館
本
）
と
龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
「
竹
取
物
語
』
（
以

下
、
龍
谷
大
学
図
書
館
本
）
。
共
に
か
ぐ
や
姫
が
月
に
帰
る
場
面
で
あ
る
。

中
将
に
、
天
人
と
り
て
伝
ふ
。
中
将
と
り
つ
れ
ば
、
ふ
と
天
の
羽
衣
う
ち

着
せ
た
て
ま
つ
り
つ
れ
ば
、
翁
を
、
い
と
ほ
し
、
か
な
し
と
思
し
つ
る
こ

と
も
失
せ
ぬ
。
こ
の
衣
着
つ
る
人
は
、
物
思
ひ
な
く
な
り
に
け
れ
ば
、
車

に
乗
り
て
、
百
人
ば
か
り
天
人
具
し
て
、
の
ぼ
り
ぬ
。

で
は
、
二
つ
の
絵
画
は
本
場
面
を
ど
の
よ
う
に
語
り
出
し
て
い
る
だ
ろ
う

か
。
両
者
の
か
ぐ
や
姫
の
描
き
方
に
は
共
通
点
が
二
つ
あ
る
。
そ
れ
は
か
ぐ
や

姫
が
「
天
の
羽
衣
」
で
は
な
く
十
二
単
を
着
て
い
る
点
と
地
上
を
振
り
返
っ
て

い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
は
、
物
語
と
は
異
な
る
。
物
語
で
は
、
「
天

の
羽
衣
」
を
着
た
か
ぐ
や
姫
は
「
物
思
ひ
」
が
無
く
な
っ
て
天
に
昇
っ
て
い

く
。
し
た
が
っ
て
、
物
語
を
忠
実
に
描
こ
う
と
す
れ
ば
、
「
天
の
羽
衣
」
を
着

た
か
ぐ
や
姫
が
、
地
上
で
は
な
く
天
上
に
向
か
っ
て
昇
っ
て
い
く
姿
を
描
く
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
両
図
は
そ
の
よ
う
に
は
描
い
て
い
な
い
。
「
天

の
羽
衣
」
を
着
ず
地
上
を
振
り
返
っ
て
い
る
描
写
か
ら
は
、
か
ぐ
や
姫
の
地
上

へ
の
未
練
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
図
は
物
語
内
容
を
改
変
し
て
、
か

ぐ
や
姫
の
翁
や
瓶
、
帝
へ
の
思
い
を
語
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
両
図
は
構
図
に
お
い
て
相
違
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
地
上
の
人
物
の
配

置
で
あ
る
。
国
立
国
会
図
書
館
本
が
頭
中
将
を
か
ぐ
や
姫
に
最
も
近
い
位
置
に

配
置
し
、
翁
や
樋
は
そ
の
背
後
に
配
置
す
る
一
方
で
、
龍
谷
大
学
図
書
館
本
は

翁
と
殖
を
か
ぐ
や
姫
に
最
も
近
く
配
置
し
、
頭
中
将
は
翁
と
植
の
右
脇
に
配
置

し
て
い
る
。
か
ぐ
や
姫
は
天
昇
に
際
し
て
、
翁
と
極
、
帝
に
そ
れ
ぞ
れ
手
紙
を

書
き
置
く
が
、
国
立
国
会
図
書
館
本
は
か
ぐ
や
姫
と
翁
、
掘
と
の
別
れ
を
焦
点

化
し
て
語
り
、
龍
谷
大
学
図
書
館
本
は
か
ぐ
や
姫
と
帝
と
の
別
れ
を
焦
点
化
し

て
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
両
国
の
〈
絵
語
り
〉
は
異
な
る
点
も
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
物
語
を
語
る
絵
画
テ
キ
ス
ト
は
、
ど
の
よ
う
に
活
用
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
考
え
た
の
が
〈
絵
語
り
〉
と
物
語
の
語
り
の
違
い
を

問
題
と
す
る
活
動
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
両
図
は
、
物
語
の
「
物
思
ひ

な
く
な
り
に
け
れ
ば
」
を
語
り
出
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
か
ぐ
や
姫
の
「
物

思
ひ
」
が
無
く
な
り
地
上
の
者
と
の
別
れ
が
永
遠
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
は
物
語
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
か
ぐ
や
姫
と
の
別
れ
が
永
遠
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
翁
や
瓶
、
帝
の
悲
し
み
は
深
く
嘆
き
も
激
し
い
も
の
と
な
る
。

そ
し
て
、
か
ぐ
や
姫
の
残
し
た
不
死
の
薬
を
翁
は
「
な
に
せ
む
に
か
命
も
惜
し

か
ら
む
。
誰
た
め
に
か
。
何
事
も
用
も
な
し
」
と
言
っ
て
飲
ま
ず
、
帝
は
「
あ

ふ
こ
と
も
な
み
だ
に
う
か
ぶ
わ
が
身
に
は
死
な
ぬ
薬
も
何
に
か
は
せ
む
」
と
い

う
文
と
と
も
に
「
ふ
じ
の
山
」
で
燃
や
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
物

語
の
結
末
か
ら
は
、
『
竹
取
物
語
」
が
人
間
の
〈
生
〉
を
有
限
の
も
の
と
ま
な

ざ
し
、
そ
の
有
限
性
を
生
き
る
人
間
は
ど
う
在
る
の
が
望
ま
し
い
の
か
と
い
う

こ
と
を
問
う
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
「
竹
取
物
語
』
の
語
り
を

〈
絵
語
り
〉
と
比
較
す
る
こ
と
で
よ
り
鮮
明
に
し
、
物
語
を
読
み
直
し
た
り
、

読
み
深
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
本
学
習
に
お
い
て

は
、
か
ぐ
や
姫
の
顔
の
向
き
に
注
目
さ
せ
る
こ
と
を
主
な
活
動
と
し
、
自
分
が

絵
師
だ
っ
た
ら
ど
う
描
く
か
と
い
う
問
い
の
答
え
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
、
両

図
の
〈
絵
語
り
〉
を
批
評
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
。
ま
た
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
両

者
の
構
図
を
比
較
す
る
こ
と
で
絵
画
制
作
主
体
の
読
み
に
よ
っ
て
表
現
が
大
き
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く
異
な
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
き
せ
よ
う
と
し
た
。
活
動
内
容
は
次
の
通
り
。

国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
竹
取
物
語
』
と
本
文
と
の
違
い
を
見
つ
け
る
。

ー
で
出
た
気
づ
き
の
中
か
ら
か
ぐ
や
姫
の
顔
の
向
き
が
違
う
こ
と
に
焦
点

を
あ
て
る
。

3

絵
画
が
語
り
出
し
て
い
る
物
語
を
考
え
、
「
竹
取
物
証
巴
の
内
容
と
は
異

な
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
。

4

自
分
が
絵
師
だ
っ
た
ら
ど
う
描
く
か
考
え
る
。

5

龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
「
竹
取
物
語
』
と
国
立
国
会
図
書
館
蔵
「
竹
取
物

一
語
』
の
違
い
を
見
つ
け
る
。

6

5
で
出
た
気
づ
き
の
中
か
ら
翁
と
極
、
頭
中
将
の
配
置
の
違
い
に
焦
点
を

あ
て
る
。

7

そ
れ
ぞ
れ
の
絵
画
が
語
り
出
し
て
い
る
内
容
を
考
え
、
〈
絵
語
り
〉
の
違

い
に
気
づ
か
せ
る

0

8

自
分
が
絵
師
だ
っ
た
ら
ど
う
描
く
か
考
え
る
。

1 2 
で
は
、
本
活
動
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
学
び
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
に

見
て
い
き
た
い
。

（

1
）
物
語
を
読
み
深
め
る

「
江
戸
時
代
の
絵
師
は
『
物
思
ひ
な
く
な
り
に
け
れ
ば
』
を
変
更
し
て
い
ま

す
が
、
あ
な
た
な
ら
ど
う
し
ま
す
か
o
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
二
通
り
の

答
え
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
絵
画
制
作
主
体
の
改
変
を
肯
定
的
に
受
け
取
る
も

の
。
学
習
者
の
望
む
か
ぐ
や
姫
と
地
上
の
者
と
の
別
れ
と
〈
絵
語
り
〉
と
が
一

致
し
た
よ
う
だ
。

①
か
ぐ
や
姫
が
翁
の
方
を
向
い
て
い
る
の
は
、
文
章
と
は
ち
が
、
つ
け
れ
ど
、

ラ
ス
ト

感
動
す
る
最
後
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
と
思
っ
た
。

②
江
戸
時
代
の
絵
師
と
同
じ
よ
う
に
、
本
文
と
は
少
し
違
っ
た
絵
に
仕
上
げ

る
と
思
う
。

な
ぜ
な
ら
、
天
の
羽
衣
を
来
て
も
な
お
か
ぐ
や
姫
は
、
翁
と
掘
と
の
粋

の
深
さ
を
表
す
方
が
、
物
語
に
と
っ
て
良
い
方
向
に
な
る
か
ら
。

も
う
一
つ
は
、
物
語
を
も
う
一
度
読
み
直
し
答
え
を
考
え
た
も
の
。

①
僕
は
本
文
の
通
り
に
し
た
方
が
良
い
と
思
い
ま
す
。
か
ぐ
や
姫
は
衣
を
着

る
前
、
手
紙
を
書
く
出
出
樹
刷
劃
割
引

U
劃

U
剖
ベ
引
判
凶
可
制
問
州
制

な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
今
の
う
ち
に
、
と
い
う
考
え
で
行
動
し
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
言
い
方
は
お
か
し
く
な
り
ま
す
が
、
か
ぐ
や

姫
の
意
志
、
決
心
を
汚
さ
な
い
為
に
も
、
本
文
に
そ
う
よ
う
に
し
た
方
が

良
い
と
思
い
ま
す
。

②
僕
だ
っ
た
ら
、
感
情
を
無
く
し
て
翁
た
ち
の
方
を
見
て
い
な
い
よ
う
な
絵

が
適
し
て
い
る
と
思
う
。
理
由
は
、
か
ぐ
や
姫
が
感
情
を
な
く
し
て
月
に

帰
り
翁
た
ち
の
事
を
忘
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
事
が
、
こ
の
場
面
で
重
要
な
理
由
と
な
る
と
思
う
か

ら
、
絵
本
の
挿
絵
と
し
て
忠
実
に
か
く
。
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こ
の
よ
う
に
絵
画
制
作
主
体
の
改
変
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
物
語
を
も
う
一



度
読
み
直
し
、
理
解
し
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
本
学
習
の
「
ま
と
め
」

に
は
次
の
よ
う
に
あ
っ
た
。

か
ぐ
や
姫
と
の
別
れ
に
つ
い
て
軽
く
考
え
て
い
た
部
分
が
あ
っ
た
け
ど

今
回
の
授
業
を
通
し
て
別
れ
に
つ
い
て
色
ん
な
方
向
か
ら
考
え
る
こ
と
が

で
き
た
。

か
ぐ
や
姫
と
の
別
れ
は
一
生
の
別
れ
に
な
る
と
て
も
重
大
な
も
の
な
ん

だ
な
と
思
っ
た
。
か
ぐ
や
姫
に
感
情
が
な
く
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
か
ぐ
や

姫
を
思
う
こ
と
も
難
し
い
だ
ろ
う
。
当
然
で
あ
る
。
か
ぐ
や
姫
が
何
を
考

え
て
い
る
の
か
想
像
も
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
何
も
考
え
て
い
な
い
の
だ

か
ら
：
翁
は
別
れ
で
か
ぐ
や
姫
を
思
う
こ
と
も
で
き
ず
、
当
然
な
が
ら
思

わ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
絵
画
制
作
主
体
の
改
変
を
問
題
と
し
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
物
語

を
も
う
一
度
読
み
直
し
、
他
者
と
意
見
交
流
を
す
る
中
で
、
自
身
の
読
み
を
振

り
返
り
、
さ
ら
に
物
語
を
読
み
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（2
）
物
語
の
作
者
に
つ
い
て
考
え
る

先
に
み
た
よ
う
に
、
〈
絵
語
り
〉
を
批
評
す
る
こ
と
で
物
語
を
読
み
深
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
絵
画
テ
キ
ス
ト
を
読
ま
せ
る
学
習
の
効
果
は
、

「
物
語
」
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
〈
絵
語
り
〉
と
物
語
の
語

り
と
の
聞
を
行
き
来
す
る
中
で
、
学
習
者
に
は
物
語
の
作
者
が
意
識
さ
れ
た
よ

う
で
あ
る
。

O
作
者
の
考
え
や
思
い
を
問
題
と
す
る
意
見

①
挿
絵
も
、
様
々
な
視
点
か
ら
見
て
み
る
こ
と
で
、
竹
取
物
語
の
作
者
や

絵
師
の
思
い
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

②
ど
ち
ら
の
絵
も
ふ
り
返
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
そ
の
時
代
の
人
々
の

考
え
方
と
作
者
の
考
え
方
が
違
う
の
が
分
か
る
。

③
作
者
は
本
当
に
あ
の
絵
を
描
い
て
ほ
し
か
っ
た
の
か
。

O
作
者
の
意
図
を
考
え
る
意
見

①
ど
う
し
て
作
者
は
か
ぐ
や
姫
の
感
情
を
な
く
そ
う
と
し
た
の
か
疑
問
に

田？っ。

②
何
を
伝
え
た
い
物
語
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
挿
絵
の
意

味
や
登
場
人
物
一
人
ひ
と
り
の
行
動
の
意
味
も
、
よ
く
分
か
っ
て
く
る

と
思
っ
た
。

③
「
竹
取
物
語
」
は
作
者
不
明
な
の
で
本
当
は
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
を

予
想
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
が
残
念
で
す
。
（
作
者
が
わ
か
っ
て
い

れ
ば
、
そ
の
人
に
つ
い
て
調
べ
れ
ば
な
に
か
わ
か
る
か
も
し
れ
な
い
の

④
か
ぐ
や
姫
は
な
ぜ
記
憶
を
け
し
た
か
、
つ
ま
り
、
作
者
は
な
ぜ
か
ぐ
や

姫
の
記
憶
を
け
し
て
し
ま
う
ス
ト
ー
リ
ー
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

⑤
な
ぜ
竹
取
物
語
の
作
者
は
か
ぐ
や
姫
の
感
情
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
の

だ
ろ
う
。
何
か
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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〈
古
典
に
親
し
む
〉
た
め
に
は
、
古
典
テ
キ
ス
ト
の
向
こ
う
側
に
い
る
古
人

の
「
問
い
か
け
」
と
対
話
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
〈
絵
語
り
〉
と



物
語
の
語
り
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
古
典
テ
キ
ス
ト
の
向
こ
う
側
に
い
る
古
人

を
想
像
し
、
そ
の
「
問
い
か
け
」
を
考
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
〈
古
典
に
親

し
む
〉
こ
と
に
直
結
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（

3
）
表
象
に
つ
い
て
考
え
る

物
語
の
語
り
と
〈
絵
語
り
〉
を
比
較
し
、
さ
ら
に
語
り
の
異
な
る
絵
画
テ
キ

ス
ト
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
表
象
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
だ
。

「
ま
と
め
」
に
は
次
の
よ
う
な
意
見
が
あ
っ
た
。

O
絵
画
に
は
絵
画
独
自
の
意
味
が
あ
る
こ
と

①
こ
の
授
業
を
通
し
て
、
絵
の
一
つ
一
つ
に
意
味
が
あ
り
、
考
え
る
点
が

あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
他
の
絵
に
も
意
味
が
あ
り
そ
う
な
の
で

調
べ
た
い
。

②
私
は
挿
絵
の
深
さ
に
つ
い
て
と
て
も
学
べ
た
と
思
い
ま
す
。
挿
絵
は
文

章
を
よ
り
分
か
り
ゃ
す
く
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
ど
こ

ろ
か
よ
く
見
て
み
れ
ば
本
文
と
違
う
箇
所
も
で
て
き
た
の
で
お
も
し
ろ

い
な
と
思
い
ま
し
た
。

O
絵
画
の
向
こ
う
側
に
物
語
を
解
釈
し
表
現
す
る
主
体
が
い
る
こ
と

①
同
組
剖
川
引
刷
出
桐
対
側
同
割
引
制
州
劃
劃
劃
併
問
州
制
劃
川

Ul

－
－
樹
附

の
感
情
な
ど
、
深
い
も
の
を
た
く
さ
ん
つ
め
こ
ん
だ
も
の
だ
と
思
い
ま

し
た
。

②
二
つ
の
絵
を
比
べ
る
こ
と
で
様
々
な
疑
問
が
浮
か
ん
だ
が
、
絵
師
の
考

え
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
な
あ
と
思
っ
た
。

③
江
戸
時
代
の
絵
師
が
物
語
の
内
容
を
変
更
し
て
い
る
と
い
う
事
に
も
、

少
し
納
得
で
き
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

絵
師
の
客
と
い
う
の
は
絵
を
見
て
く
れ
る
人
で
あ
り
、
絵
が
面
白
く

な
い
と
絵
師
と
し
て
の
仕
事
の
意
味
が
無
い
。
客
の
存
在
を
気
に
し
て

絵
を
描
く
と
な
る
と
、
と
て
も
悲
し
い
感
情
の
無
い
別
れ
の
絵
よ
り
、

感
動
の
あ
る
別
れ
の
方
が
い
い
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。

時
代
の
変
化
に
よ
っ
て
も
昔
の
物
を
少
し
変
え
て
み
る
と
い
う
こ
と

も
必
要
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
伝
統
工
芸
品
を
現
代
風
の
も
の
に
ア
レ

ン
ジ
し
て
い
る
の
と
似
た
よ
う
な
も
の
を
感
じ
た
。

こ
の
よ
う
に
絵
画
に
は
物
語
と
は
別
の
、
独
自
の
意
味
が
あ
る
こ
と
や
絵
画

の
向
こ
う
側
に
物
語
を
解
釈
し
表
現
す
る
主
体
が
い
る
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が

で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
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（

4
）
古
人
の
古
典
享
受
に
つ
い
て
知
る

江
戸
時
代
の
人
の
『
竹
取
物
語
』
へ
の
「
解
釈
」
と
「
表
現
」
を
問
題
と
す

る
こ
と
で
、
古
人
の
古
典
享
受
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
だ
。

①
今
日
の
補
習
で
歴
史
の
中
で
内
容
が
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
が

よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
変
え
方
は
そ
の
絵
師
の
都
合
が
い
い
よ
う
に

な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

②
時
代
と
か
そ
う
い
う
の
で
、
人
の
感
覚
と
い
う
の
は
変
わ
る
の
だ
と
改

め
て
思
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
人
は
、
か
ぐ
や
姫
を
い
い
人
に
み
せ

よ
う
と
し
た
り
、
竹
取
物
語
全
体
を
恋
物
語
に
し
た
り
、
少
し
感
情
に



ま
か
せ
す
ぎ
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

③
「
竹
取
物
語
』
は
何
年
も
前
に
書
か
れ
た
物
語
な
の
に
今
で
も
共
感
で

き
る
点
や
納
得
で
き
る
点
が
い
く
つ
か
あ
る
か
ら
す
ご
い
と
思
っ
た
。

そ
れ
に
読
め
ば
読
む
ほ
ど
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
楽
し
く
な
り
、
物
語

の
真
音
叫
が
わ
か
っ
て
い
く
と
こ
ろ
も
す
ご
い
と
思
う
。
こ
ん
な
点
が
あ

る
か
ら
、
「
竹
取
物
語
」
は
何
年
た
っ
て
も
親
し
ま
れ
、
人
々
の
心
に

瑚
引
引
川
引
州
刑
劇
1
J引
寸
刊
恥
蜘
劃

H
d引
司
剖
刑
罰
劃
劃
酎
刷
引

味
わ
う
一
時
間
だ
っ
た
と
思
う
。

①
と
②
の
意
見
に
あ
る
よ
う
に
、
本
学
習
を
通
し
て
、
古
典
が
長
い
歴
史
の

中
で
、
時
代
に
よ
っ
て
様
々
に
読
み
継
が
れ
て
き
た
こ
と
を
知
り
、
ま
た
③
の

意
見
に
あ
る
よ
う
に
、
『
竹
取
物
語
』
の
魅
力
を
再
確
認
し
な
が
ら
、
同
時
に

「
竹
取
物
語
』
が
読
み
継
が
れ
て
き
た
理
由
を
発
見
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う

し
た
古
人
の
営
み
を
知
る
こ
と
は
、
古
典
世
界
へ
の
理
解
を
深
め
、
ひ
い
て
は

〈
古
典
へ
の
親
し
み
〉
を
醸
成
す
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。

4 

お
わ
り
に

現
在
絵
画
テ
キ
ス
ト
は
そ
の
〈
絵
語
り
〉
が
分
析
さ
れ
な
い
ま
ま
、
文
字
テ

キ
ス
ト
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
の
「
補
助
資
料
」
と
し
て
教
科
書
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
原
因
は
、
絵
画
は
物
語
を
忠
実
に
再
現
し
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
教
科
書
編
集
者
の
〈
絵
画
〉
観
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
み
て
き
た
よ
う
に
〈
絵
語
り
〉
を
分
析
し
活
用
す
る
こ
と
で
、
物
語
を
読

み
深
め
る
だ
け
で
な
く
、
古
典
テ
キ
ス
ト
の
向
こ
う
側
に
い
る
古
人
や
表
象
に

つ
い
て
考
え
た
り
、
古
人
の
古
典
享
受
の
有
り
様
に
つ
い
て
知
り
古
典
世
界
へ

の
理
解
を
深
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

冒
頭
の
引
用
で
三
田
村
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
源
氏
物
語
絵
巻
』
の

よ
う
に
物
語
の
内
部
ま
で
深
く
読
み
こ
ん
で
い
る
絵
画
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
。
そ

の
一
方
で
、
江
戸
時
代
に
制
作
さ
れ
た
『
竹
取
物
証
巴
の
よ
う
に
物
語
へ
の
理

解
が
浅
い
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
物
語
を
媛
小
化
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て

活
用
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
〈
絵
語
り
〉
を
分
析
し
活
用
す
る
こ
と
で
、

古
典
学
習
を
拡
充
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
後
も
古
典
学
習
の
拡
充
に
向
け
て

さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
〈
絵
語
り
〉
を
分
析
し
、
活
用
を
考
え
て
実
践
し
て
い
き

た
し
。ま

た
、
〈
絵
語
り
〉
を
読
ま
せ
る
こ
と
は
、
同
時
に
絵
画
テ
キ
ス
ト
の
読
み

方
を
学
習
者
に
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
見
た
学
習
の
「
ま
と
め
」
に
は
絵

画
独
自
の
表
現
に
着
目
し
た
意
見
も
み
ら
れ
た
。
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O
モ
テ
ィ

1
フ
の
有
無
に
つ
い
て

①
龍
谷
大
学
所
蔵
の
「
竹
取
物
語
L

の
絵
に
護
衛
役
が
描
か
れ
て
い
な
い

の
か
。

②
な
ぜ
不
老
不
死
の
薬
が
な
い
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
。

O
絵
師
の
〈
天
界
〉
観
に
つ
い
て

①
な
ぜ
天
人
の
中
に
男
性
が
い
な
い
の
か
。

②
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
方
で
天
人
の
一
人
が
笛
ら
し
き
も
の
を
持
つ

て
い
る
が
な
ぜ
笛
を
か
い
た
の
だ
ろ
う
か
。



O
構
図
に
つ
い
て

①
か
ぐ
や
姫
と
会
え
る
の
は
も
う
最
後
な
の
に
な
ぜ
翁
と
植
は
も
っ
と
か

ぐ
や
姫
に
近
よ
っ
た
り
せ
ず
に
、
泣
い
て
い
る
だ
け
な
の
か
疑
問
に

思
っ
た
。

②
龍
谷
大
学
と
国
立
国
会
図
書
館
の
絵
で
は
、
か
ぐ
や
姫
と
翁
達
の
キ
ヨ

リ
が
違
う
の
は
考
え
方
が
違
う
の
で
は
な
い
か
。

O
絵
画
独
自
の
語
り
口
に
つ
い
て

①
ど
う
し
て
屋
根
や
か
べ
は
絵
に
描
か
な
い
の
だ
ろ
う
。

②
国
立
国
会
図
書
館
の
絵
は
天
人
た
ち
が
乗
っ
て
い
る
雲
が
ず
っ
と
続

い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
龍
谷
大
学
の
絵
は
雲
が
続
い
て
い
な
い
。

（
井
上
注
、
「
雲
が
続
」
く
と
は
霞
の
こ
と
）

③
二
つ
の
絵
の
使
者
の
中
に
翁
達
に
目
線
を
向
け
て
い
る
使
者
が
い
る
の

で
な
ぜ
だ
ろ
う
と
疑
問
に
思
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
絵
画
を
読
み
解
く
活
動
を
行
え
ば
、
自
然
に
絵
画
テ
キ
ス
ト
の

読
み
方
に
も
興
味
を
も
っ
。
絵
画
テ
キ
ス
ト
を
読
み
解
く
活
動
を
行
う
こ
と
で

絵
画
テ
キ
ス
ト
を
読
む
方
法
を
与
え
て
い
く
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
今
後

は
、
古
典
学
習
の
拡
充
に
向
け
て
絵
画
テ
キ
ス
ト
の
活
用
を
考
え
る
と
と
も

に
、
絵
画
テ
キ
ス
ト
を
読
む
方
法
を
い
か
に
与
え
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
も
考
察
し
て
い
き
た
い
。

｛注｝
佐
野
み
ど
り
、
三
田
村
雅
子
、
河
添
房
江
「
描
か
れ
た
源
氏
物
語

l
復
元

模
写
を
読
み
解
く
」
（
八

i
九
頁
。
源
氏
物
語
を
い
ま
読
み
解
く
①
『
描
か

れ
た
源
氏
物
語
』
、
翰
林
書
房
、
二
O
O
六）

2

三
田
村
雅
子
『
草
木
の
な
び
き
、
心
の
揺
ら
ぎ
源
氏
物
語
絵
巻
を
読
み

直
す
』
（
四
1
五
頁
。
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
、
二

O
O
六）

3

絵
画
の
注
文
主
や
実
際
の
絵
師
な
ど
絵
画
の
制
作
に
関
わ
る
主
体
を
こ
こ

で
は
絵
画
制
作
主
体
と
呼
ぶ
。

4

本
稿
で
は
絵
画
制
作
主
体
の
画
題
へ
の
［
解
釈

l
表
現
］
過
程
を
〈
絵
語

り
〉
と
呼
ぶ
o

〈
絵
語
り
〉
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
稿
に
て
論
じ
て
い
る
。

「
〈
絵
語
り
〉
論
序
説
」
（
「
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
』
第
二

部
第
五
五
号
、
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
、
二

O
O
七
年
三
月
、

四
七
九

1
四
八
六
頁
）
、
「
『
信
貴
山
縁
起
』
尼
公
の
巻
の
〈
絵
語
り
〉
」
（
「
広

島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
』
第
二
部
第
五
六
号
、
広
島
大
学
大
学

院
教
育
学
研
究
科
、
三

O
O
七
年
二
一
月
、
三
七
四
l
三
八
二
頁
）
、
「
兵
庫

県
極
楽
寺
蔵
『
六
道
絵
』
の
〈
絵
語
り
〉
」
（
『
園
文
学
孜
』
二

O
O
号
、
広

島
大
学
国
語
国
文
学
会
、
二

O
O
八
年
二
一
月
、
一

1
一
五
頁
）

0

5

た
だ
し
、
例
外
も
あ
る
。
『
中
学
校
国
語
l
』
（
学
校
図
書
）
に
は
『
宇

治
拾
遺
物
語
』
「
第
一

O
四
段
」
「
猟
師
、
仏
を
射
る
事
」
の
学
習
に
あ
わ
せ

て
『
法
然
上
人
絵
伝
』
巻
七
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
本
図
は
、
修
行
者
の
前

に
普
賢
菩
薩
が
現
れ
た
場
面
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
教
科
書
「
学
び
の

窓
」
（
一
二
六
頁
）
に
は
、

③
二
一

O
頁
の
『
法
然
上
人
絵
伝
』
の
絵
は
当
時
の
人
々
の
ど
の
よ
う
な

考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
か
、
そ
れ
に
対
し
て
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に

表
さ
れ
た
考
え
は
ど
う
違
う
か
、
話
し
合
お
う
。

と
あ
る
。
本
教
科
書
で
は
、
『
法
然
上
人
絵
伝
』
で
の
「
『
法
華
経
」
信
仰
者
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6 
の
語
ら
れ
方
」
と
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
で
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
「
考
え
」
の
位
相
を
明
ら
か
に
し
よ
う
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
〈
絵
語
り
〉
を
用
い
て
学
習
に
拡
が
り
を
も
た
せ
よ
う
と
す
る

も
の
も
あ
る
。

こ
れ
ま
で
以
下
の
拙
稿
に
て
絵
画
テ
キ
ス
ト
の
活
用
の
提
案
と
実
践
の
報

告
を
「
行
っ
て
い
る
。

「
教
材
と
し
て
の
絵
巻
（
I
）
！
古
典
学
習
の
拡
充
に
向
け
て
｜
」
（
『
教

育
学
研
究
紀
要
」
（
向
。
，

m。
豆
版
）
第
五
二
巻
、
中
国
四
国
教
育
学
会
、

二
O
O
六
年
三
月
、
四
五
六

i
四
六
一
頁
）
、
「
教
材
と
し
て
の
絵
巻
（
2
）

｜
古
典
学
習
の
拡
充
に
向
け
て
｜
」
（
「
教
育
学
研
究
紀
要
』
（

nu目
安
）
冨

版
）
第
五
四
巻
、
中
国
四
国
教
育
学
会
、
二

O
O
八
年
三
月
、
四
六
五

1

四
七
O
頁
）
、
「
教
材
と
し
て
の
絵
巻
（
3
）
古
典
学
習
の
拡
充
に
向
け

て
」
（
『
教
育
学
研
究
紀
要
』
（
向
。
目
安
）
玄
版
）
第
五
六
巻
、
中
国
四
国
教

育
学
会
、
二

O
一
O
年
、
四
三

1
四
八
頁
）
、
「
教
材
と
し
て
の
絵
巻
（
4
）

｜
古
典
学
習
の
拡
充
に
向
け
て

l
」
「
教
育
学
研
究
紀
要
』
（
内
0
・
問
。
玄
版
）

第
五
七
巻
、
中
国
四
国
教
育
学
会
、
二

O
一
二
年
＝
一
月
、
六
四
六
1
六
五
一

頁）
0本

場
面
を
描
い
た
『
竹
取
物
語
』
の
挿
絵
の
使
用
に
つ
い
て
中
島
和
歌

子
「
中
学
校
国
語
教
科
書
「
竹
取
物
語
』
の
挿
絵
を
め
ぐ
る
問
題
点
と
可

能
性
・
『
竹
取
物
語
絵
巻
」
昇
天
図
の
解
釈
と
分
類
」
（
『
札
幌
国
語
研
究
』

一
二
、
北
海
道
教
育
大
学
国
語
国
文
学
会
、
二

O
O七
年
）
が
あ
る
。
中
島

氏
も
絵
画
テ
キ
ス
ト
の
語
り
を
問
題
と
す
る
こ
と
で
「
物
語
の
理
解
を
深
め

る
」
と
い
う
活
動
を
提
案
し
て
い
る
。

7 

【
依
拠
本
文
】

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
・
『
竹
取
物
語
』

（
広
島
大
学
附
属
福
山
中
・
高
等
学
校
）
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