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樹

は

じ

め

に

慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
四
月
、
出
雲
の
お
国
は
京
都
へ
上
が
り
「
か
ぶ
き
踊

り
」
を
演
じ
て
評
判
を
得
た
。『
当
代
記
』
は
そ
の
姿
を
「
異
風
な
る
男
の
ま
ね

を
し
て
、
刀
脇
差
衣
装
以
下
殊
異
相
」
と
記
す
⑴
。
出
光
美
術
館
所
蔵
の
『
阿
国

歌
舞
伎
図
屏
風
』
を
み
れ
ば
、
お
国
は
覆
面
を
し
て
、
小
袖
に
黒
い
袖
無
し
羽
織

を
重
ね
て
帯
を
巻
き
、
大
小
の
刀
を
腰
に
差
し
て
茶
屋
の
か
か
に
戯
れ
か
か
る
。

当
時
の
人
び
と
に
と
っ
て
「
異
風
な
る
男
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
風
体
を
い
っ
た

の
で
あ
ろ
う
（
図
１
）。

し
か
し
、
い
っ
ぽ
う
で
京
都
大
学
付
属
図
書
館
が
所
蔵
す
る
『
国
女
歌
舞
伎
絵

詞
』
に
は
、
違
う
姿
の
お
国
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
２
）。
こ
の
絵
詞
の
一
部
は
、

高
校
の
日
本
史
の
教
科
書
に
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。
教
科
書
で
は
お
国
が
京
都

で
か
ぶ
き
踊
り
を
始
め
た
と
い
う
記
述
と
と
も
に
、
笠
を
か
ぶ
り
、
鉦
鼓
を
打
つ

図 2 『国女歌舞伎絵詞』
（京都大学附属図書館所蔵）

図 1 『阿国歌舞伎図屏風』
（出光美術館所蔵）

一



「
念
仏
踊
り
」
の
図
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
念
仏
踊
り
に
誘
わ
れ
て
名
古
屋
山
三
郎
の
亡
霊
が
現
れ
、
次
の
場
面
で
は
山
三
と

と
も
に
、
お
国
、
茶
屋
の
か
か
、
猿
若
が
登
場
す
る
。
こ
の
舞
台
で
お
国
は
、
小
袖
姿
に
覆
面
を
し
て
刀
を
持
つ
。
覆
面
や
大
き
な
刀
は

か
ぶ
き
者
を
あ
ら
わ
す
演
出
で
あ
ろ
う
が
、
か
ぶ
き
者
に
し
て
は
小
袖
姿
の
扮
装
が
お
と
な
し
く
み
え
る
。
こ
の
当
時
、
小
袖
の
着
流
し

は
ご
く
一
般
的
な
服
装
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
小
袖
に
は
片
輪
車
の
文
様
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
お
国
が
片
輪
車
文
の
小
袖
を
着
て

い
る
の
は
、
単
に
絵
空
事
な
の
か
。
そ
こ
に
何
か
の
意
味
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
片
輪
車
文
様
の
系
譜
を
た
ど
り
な
が

ら
、
そ
の
意
味
の
変
遷
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

一

片
輪
車
の
登
場

（
１
）
葦
手
絵
・
歌
絵
の
「
わ
」

浅
瀬
の
水
に
牛
車
の
車
輪
が
半
分
だ
け
浸
か
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
片
輪
車
は
、
平
安
時
代
の
葦
手
絵
や
歌
絵
の
な
か
に
登
場
す
る
。
葦
手

と
は
、
ひ
ら
が
な
や
カ
タ
カ
ナ
と
と
も
に
平
安
時
代
に
始
め
ら
れ
た
わ
が
国
独
自
の
書
体
の
一
つ
で
、
文
字
に
絵
画
的
要
素
を
加
味
し
た

遊
戯
的
な
書
き
方
を
特
色
と
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
〇
世
紀
か
ら
一
一
世
紀
の
歌
合
に
関
す
る
記
録
か
ら
は
、
和
歌
を
書
写
す
る

と
き
に
葦
手
が
用
い
ら
れ
た
様
子
が
う
か
が
え
、
一
二
世
紀
に
は
剣
の
鞘
や
平
緒
な
ど
蒔
絵
や
刺
繡
な
ど
に
よ
る
工
芸
意
匠
、
あ
る
い
は

経
巻
や
歌
集
な
ど
の
料
紙
装
飾
に
お
い
て
、
水
辺
の
葦
、
水
流
、
鳥
、
石
な
ど
の
景
物
の
な
か
に
絵
画
化
し
た
文
字
を
忍
せ
た
。
ま
た
歌

絵
は
和
歌
に
詠
ま
れ
た
情
景
を
絵
画
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
葦
手
絵
や
歌
絵
に
は
、
絵
で
音
を
あ
ら
わ
す
字
音
絵
を
加
え
る
場
合

が
あ
っ
た
。

へ
い

字
音
絵
と
は
、
聞
き
慣
れ
な
い
語
で
あ
る
が
⑵
、
言
葉
の
音
を
絵
に
よ
っ
て
示
す
葦
手
絵
の
手
法
で
あ
る
。
例
え
ば
、
瓶
の
絵
は

「
へ
」
と
い
う
音
を
示
し
、
同
様
に
車
輪
は
「
わ
」
と
な
る
。
こ
の
用
例
と
し
て
は
、
鳥
羽
法
皇
の
皇
后
待
賢
門
院
（
藤
原
璋
子
）
を
中

片
輪
車
を
め
ぐ
る
文
様
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心
に
法
皇
や
女
御
、
女
房
ら
が
永
治
元
年
（
一
一
四
一
）
ご
ろ
に
結
縁
奉
納
し
た
『
久
能

寺
経
』
の
見
返
し
絵
に
片
輪
車
が
み
ら
れ
る
。『
久
能
寺
経
』
薬
草
喩
品
の
見
返
し
絵

（
図
３
）
は
、
近
景
に
傘
を
さ
す
二
人
の
公
家
男
性
、
そ
の
横
に
草
木
、
下
に
片
輪
車
が

描
か
れ
、
中
景
に
天
秤
棒
を
通
し
た
荷
箱
を
置
き
、
遠
景
の
空
に
三
羽
の
鳥
が
飛
ぶ
。
こ

の
絵
は
、
藤
原
俊
成
（
一
一
一
四
│
一
二
〇
四
）
の
歌
集
『
長
秋
詠
藻
』
所
収
の
「
春
雨

は
こ
の
も
か
の
も
の
草
も
木
も

分
か
ず
み
ど
り
に
染
む
る
な
り
け
り
」
の
歌
を
あ
ら
わ

す
歌
絵
で
あ
り
、
薬
草
喩
品
に
説
か
れ
る
「
三
草
二
木
」
の
喩
え
を
あ
ら
わ
す
⑶
。
傘
に

面

面

よ
っ
て
「
春
雨
」、
二
人
の
公
家
男
性
の
顔
が
「
こ
の
も
か
の
も
」、
草
木
を
描
い
て
「
草

も
木
も
」
を
あ
ら
わ
し
、
続
く
「
分
か
ず
」
は
片
輪
車
の
絵
を
「
わ
（
分
）」
と
読
み
、
片
輪
車
の
横
の
石
が
葦
手
文
字
の
「
か

（
加
）」、
同
じ
く
片
輪
車
の
う
え
に
佇
む
鳥
が
葦
手
文
字
の
「
す
（
須
）」
で
あ
る
。
さ
ら
に
遠
景
の
三
羽
の
鳥
が
「
み
ど
り
」、
中
景
の

天
秤
棒
を
通
し
た
荷
箱
は
「
に
」
と
読
み
、「
染
む
る
な
り
け
り
」
に
当
た
る
い
く
つ
か
の
音
は
、
見
返
し
絵
の
剥
落
し
た
部
分
に
隠
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
⑷
。
こ
の
見
返
し
絵
で
は
、
片
輪
車
が
「
わ
」、
天
秤
棒
の
荷
箱
が
「
に
」
と
読
ま
れ
、
字
音
絵
と
し
て

機
能
し
て
い
る
が
、
片
輪
車
に
つ
い
て
は
こ
の
歌
絵
が
法
華
経
の
見
返
し
絵
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
後
述
す
る
よ
う
に
法
輪
を
隠
喩
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
２
）
隠
喩
と
し
て
の
片
輪
車

葦
手
絵
や
歌
絵
の
な
か
の
片
輪
車
は
、
他
に
も
天
永
三
年
（
一
一
一
二
）
に
白
河
法
皇
よ
り
鳥
羽
天
皇
へ
贈
ら
れ
た
と
さ
れ
る
『
三
十

六
人
家
集
』（
西
本
願
寺
所
蔵
）
を
は
じ
め
、
永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）
書
写
の
『
芦
手
和
漢
朗
詠
抄
』（
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
）
や
、

平
家
一
門
が
長
寛
二
年
（
一
一
六
四
）
に
奉
納
し
た
『
平
家
納
経
』（
厳
島
神
社
所
蔵
）、
一
二
世
紀
中
葉
と
さ
れ
る
『
扇
面
法
華
経
』
巻

図 3 『久能寺経』薬草喩品見
返し絵

片
輪
車
を
め
ぐ
る
文
様
史

三



六
（
四
天
王
寺
所
蔵
）
や
『
彩
絵
檜
扇
』（
厳
島
神
社
所
蔵
）、
承
安
五
年
（
一
一
七

五
）
書
写
の
『
元
輔
集
』（
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
所
蔵
）
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
最
も
早
い
『
三
十
六
人
家
集
』
能
宣
集
上
で
は
、
粘
葉
装
の
料
紙
第

一
丁
裏
か
ら
第
二
丁
表
に
か
け
て
見
開
き
で
金
銀
の
砂
子
を
散
ら
し
て
群
れ
飛
ぶ
小

鳥
と
薄
を
銀
泥
で
あ
ら
わ
し
、
第
二
丁
表
の
左
側
に
梅
樹
と
車
輪
を
彩
色
し
、
そ
の

上
か
ら
「
そ
れ
卅
一
字
の
」
で
は
じ
ま
る
詞
書
を
記
す
（
図
４
）。
見
開
き
の
下
絵

は
、
白
河
院
の
還
暦
を
祝
う
意
匠
と
さ
れ
、
干
支
が
一
巡
す
る
還
暦
を
車
輪
で
象
徴

し
、
梅
の
花
は
新
た
な
出
発
と
な
る
春
を
意
味
し
、
次
に
つ
づ
く
第
二
丁
裏
に
は
、
瓶
の
絵
と
そ
の
口
に
立
つ
葦
手
文
字
の
「
う
」
の
形

の
鳥
を
あ
わ
せ
て
「
う
へ
（
上
）」
と
読
ま
せ
、
そ
の
横
に
猫
を
抱
く
童
子
を
描
く
。
こ
の
童
子
が
歌
集
の
つ
く
ら
れ
た
天
永
三
年
（
一

一
一
二
）
に
数
え
十
歳
と
な
る
鳥
羽
天
皇
と
解
さ
れ
る
⑸
。
こ
こ
で
は
、
第
二
丁
裏
の
瓶
が
「
へ
」
と
読
む
字
音
絵
と
な
っ
て
い
る
が
、

第
二
丁
表
の
車
輪
は
字
音
絵
で
は
な
く
、
車
輪
が
回
転
す
る
と
い
う
属
性
を
還
暦
の
象
徴
と
し
、
早
春
に
花
開
く
梅
と
と
も
に
見
開
き
の

下
絵
に
は
還
暦
を
祝
う
と
い
う
吉
祥
性
が
み
て
と
れ
る
。
そ
こ
に
秋
草
の
薄
が
あ
る
の
は
不
可
解
に
も
思
え
る
が
、
冬
を
越
し
た
枯
れ
薄

は
春
に
再
び
芽
吹
き
、
や
が
て
穂
を
つ
け
、
秋
風
に
そ
よ
ぐ
。
薄
は
日
本
人
に
と
っ
て
季
節
の
う
つ
ろ
い
を
感
じ
さ
せ
る
秋
の
代
表
的
な

景
物
で
あ
る
と
と
も
に
、
再
生
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
能
宣
集
上
の
初
め
の
見
開
き
下
絵
は
、
白
河
院
の
還
暦
を
寿
ぐ
吉

祥
の
場
面
で
あ
り
、
当
時
は
車
輪
に
も
吉
祥
性
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
車
輪
の
吉
祥
性
は
還
暦
の
象
徴
だ
け
で

は
な
か
っ
た
。

葦
手
絵
は
元
来
和
歌
と
結
び
つ
い
て
葦
手
と
い
う
書
体
と
し
て
成
立
し
た
が
、
少
な
く
と
も
十
二
世
紀
に
は
歌
集
だ
け
で
は
な
く
、
経

巻
の
装
飾
と
し
て
も
展
開
し
、『
久
能
寺
経
』
や
『
平
家
納
経
』
に
は
葦
手
絵
の
表
現
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
の
『
平
家
納
経
』
宝
塔

品
の
紙
背
に
は
野
毛
・
砂
子
・
切
箔
な
ど
金
銀
の
箔
を
散
ら
し
た
う
え
に
、
葦
手
絵
に
よ
る
水
辺
の
景
が
春
か
ら
夏
、
秋
、
冬
と
季
節
を

図 4 『三十六人家集』能宣集
上（西本願寺所蔵）複製
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追
っ
て
展
開
す
る
。
そ
の
情
景
の
な
か
に
は
各
種
の
字
音
絵
風
モ
テ
ィ
ー
フ
が
配
さ
れ

て
い
る
。
第
一
紙
裏
の
春
景
で
は
、
梅
樹
の
根
元
に
片
輪
車
（
図
５
）、
水
辺
に
伏
せ

ら
れ
た
蛇
籠
、
第
二
紙
裏
で
は
「
我
」
の
字
が
載
る
籠
、
柳
の
近
く
に
あ
る
舟
の
艪
、

浅
瀬
に
置
か
れ
た
浮
板
、
第
三
紙
裏
で
は
天
秤
棒
を
通
し
た
二
つ
の
荷
箱
、
第
四
紙
裏

の
藤
と
杜
若
が
咲
く
初
夏
の
情
景
に
は
字
音
絵
風
モ
テ
ィ
ー
フ
が
な
く
、
第
五
紙
裏
は

鵜
が
遊
ぶ
川
の
流
れ
に
天
秤
棒
を
通
し
た
二
束
の
薪
を
配
し
、
第
六
紙
裏
の
龍
胆
の
花

が
咲
く
晩
秋
の
野
に
は
字
音
絵
風
モ
テ
ィ
ー
フ
が
な
く
、
第
七
紙
裏
の
冬
の
景
色
に
は

瓶
と
浮
板
が
描
か
れ
、
遠
景
の
山
に
寒
月
が
か
か
る
と
こ
ろ
で
巻
尾
と
な
る
。
こ
の
う

ち
字
音
絵
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
は
、
第
二
紙
裏
の
「
長
者
」「
我
」
の
字
と
組
み

合
わ
さ
れ
た
籠
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
籠
を
「
こ
」
と
読
み
、「
我
」
と
続
け
て
「
我
が
子
」
と
な
り
、
横
の
「
長
者
」
の
文
字
と
合
わ

せ
て
、
法
華
経
譬
喩
品
に
説
く
三
車
火
宅
の
喩
え
を
暗
示
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
字
音
絵
風
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
は
、
音
を
あ

ら
わ
す
の
で
は
な
く
、
法
華
経
の
経
意
を
示
す
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
冒
頭
に
描
か
れ
た
紅
梅
と
片
輪
車
は
春
の
景
物
で
あ
る

と
と
も
に
、
法
華
経
序
品
の
法
華
経
開
示
の
隠
喩
と
さ
れ
る
⑹
。『
法
華
義
疏
』
序
品
第
一
に
「「
輪
」
の
義
は
、
是
れ
能
く
仏
法
を
転

ず
、
と
。
亦
た
、
能
く
衆
生
を
転
じ
て
仏
を
成
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
世
の
輪
に
同
じ
。
ゆ
え
に
「
法
輪
」
と
い
う
」⑺
と
あ
る
よ
う
に
、

釈
迦
の
説
い
た
教
え
が
輪
に
喩
え
ら
れ
、
法
輪
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
法
華
経
信
仰
が
盛
ん
な
っ
た
平
安
時
代
に
は
こ
れ
が
貴
顕
の
乗
り
物

で
あ
る
牛
車
の
車
輪
と
結
び
つ
い
た
。
牛
車
の
車
輪
は
木
製
の
た
め
に
乾
燥
す
る
と
干
割
れ
し
た
り
、
が
た
つ
い
た
り
す
る
。
そ
れ
を
防

ぐ
た
め
に
牛
車
を
使
用
し
な
い
時
は
車
輪
を
は
ず
し
て
川
の
浅
瀬
に
浸
け
た
。
そ
の
日
常
的
な
情
景
が
片
輪
車
と
い
う
形
で
葦
手
絵
や
歌

絵
の
一
部
と
な
り
、
経
巻
を
彩
っ
て
仏
法
の
象
徴
と
も
な
っ
た
。

図 5 『平家納経』宝塔品紙背葦手
絵（厳島神社所蔵）
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二

片
輪
車
の
文
様
化

（
１
）
経
典
を
荘
厳
す
る
片
輪
車

片
輪
車
が
文
様
化
さ
れ
た
名
品
と
し
て
『
片
輪
車
蒔
絵
螺
鈿
手
箱
』（
図
６
ａ

東
京
国
立
博
物

館
所
蔵
）
が
あ
る
。
こ
の
手
箱
は
、
昭
和
二
七
年
（
一
九
五
二
）
に
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
す

で
に
よ
く
知
ら
れ
た
作
品
と
し
て
先
学
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
論
攷
の
う
ち
、
河
田
貞

の
「
二
つ
の
片
輪
車
蒔
絵
螺
鈿
手
箱
」⑻
で
は
、
片
輪
車
を
あ
ら
わ
し
た
遺
品
と
の
比
較
お
よ
び
手

箱
内
側
の
文
様
様
式
を
検
討
し
て
、
手
箱
の
制
作
時
期
を
一
二
世
紀
中
半
と
し
た
。
そ
の
後
、
玉
蟲

玲
子
が
「
都
の
情
景
を
浄
土
に
見
る
「
片
輪
車
蒔
絵
螺
鈿
手
箱
」
考
」⑼
に
お
い
て
、
仏
教
的
な
側

面
か
ら
法
輪
と
牛
車
の
車
輪
、
あ
る
い
は
蓮
と
車
輪
の
関
連
を
論
じ
、
こ
の
手
箱
の
文
様
は
川
の
流

れ
に
浸
さ
れ
た
片
輪
車
と
い
う
都
の
情
景
に
、
法
輪
や
蓮
と
い
っ
た
仏
教
的
な
モ
テ
ィ
ー
フ
が
重
な

り
あ
い
、
そ
こ
に
浄
土
を
み
る
と
い
う
宗
教
的
な
表
象
と
し
て
の
在
り
方
を
指
摘
し
た
。
時
を
同
じ

く
し
て
須
藤
弘
敏
は
「
荘
厳
と
寓
意

│
流
水
片
輪
車
蒔
絵
螺
鈿
経
箱
を
め
ぐ
っ
て
」⑽
を
発
表
し
、

従
来
「
手
箱
」
と
呼
ば
れ
き
て
た
こ
と
に
対
し
て
、
衛
藤
駿
が
提
唱
し
た
「
経
箱
」
説
⑾
を
支
持

し
、
そ
の
解
釈
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
。
須
藤
は
、
こ
の
箱
が
法
華
経
を
納
め
る
た
め
の
経
箱
と
し

た
う
え
で
、
器
表
の
流
水
車
輪
文
は
浄
土
八
巧
徳
水
と
蓮
華
、
も
し
く
は
法
輪
、
法
雨
の
比
喩
と
解

釈
し
、
こ
の
文
様
の
発
想
の
根
底
に
は
法
華
経
が
説
く
仏
説
法
・
転
法
輪
の
寓
意
が
あ
る
と
す
る
。

さ
ら
に
内
側
の
折
枝
や
鳥
、
蝶
の
文
様
に
も
言
及
し
て
、「
内
部
の
蒔
絵
は
経
巻
に
最
も
近
い
場
所

図 6 b 同右 図 6 a 『片輪車蒔絵螺鈿手箱』
（東京国立博物館所蔵）
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で
そ
れ
に
散
華
し
蝶
鳥
が
舞
い
飛
ん
で
供
養
の
意
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。」⑿
と
い
う
。
そ
し
て
、「
こ
の
「
流
水
片
輪
車
蒔
絵
螺
鈿
経
箱
」

は
、
現
世
の
京
の
風
景
を
美
し
く
意
匠
化
し
、
箱
の
主
体
た
る
「
法
華
経
」、
信
仰
の
目
標
た
る
浄
土
往
生
、
さ
ら
に
は
仏
教
そ
の
も
の

や
法
宝
供
養
を
象
徴
さ
せ
る
な
ど
二
重
三
重
の
宗
教
的
表
象
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
み
ご
と
に
籠
め
て
い
る
。」⒀
と
述
べ
て
い
る
。
須
藤
の
論
証

は
説
得
力
に
富
み
、
こ
の
箱
が
法
華
経
を
納
め
る
た
め
の
経
箱
で
あ
り
、
片
輪
車
の
文
様
に
は
法
華
経
に
関
連
す
る
重
層
し
た
仏
教
的
な

隠
喩
が
備
わ
っ
て
い
た
と
考
え
た
い
。
以
下
、
本
稿
で
も
須
藤
に
従
い
、
こ
の
箱
を
『
流
水
片
輪
車
蒔
絵
螺
鈿
経
箱
』
と
呼
ぶ
こ
と
に
す

る
。平

安
時
代
に
は
お
そ
ら
く
「
片
輪
車
」
と
い
う
呼
称
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
車
輪
を
象
り
な
が
ら
も
楕
円
に
デ
フ
ォ
ル
メ
し
、

水
の
流
れ
や
土
坡
か
ら
そ
の
一
部
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
独
自
の
形
式
が
生
ま
れ
た
。
片
輪
車
の
現
存
例
の
う
ち
、
最
も
早
い
『
三
十
六
人

家
集
』
能
宣
集
上
の
片
輪
車
は
梅
樹
の
根
も
と
に
横
た
わ
る
状
態
で
あ
ら
わ
さ
れ
、『
平
家
納
経
』

宝
塔
品
紙
背
の
片
輪
車
も
梅
樹
の
根
も
と
に
描
か
れ
る
。
あ
る
い
は
『
久
能
寺
経
』
薬
草
喩
品
の
見

返
し
絵
で
は
春
雨
の
降
る
な
か
土
坡
に
隠
れ
る
よ
う
に
し
て
車
輪
の
一
部
を
あ
ら
わ
し
た
。
こ
れ
ら

の
片
輪
車
は
水
に
浸
け
ら
れ
た
状
態
で
は
な
い
が
、
春
景
⒁
の
情
趣
を
湛
え
な
が
ら
も
法
輪
を
暗
示

す
る
と
い
っ
た
象
徴
性
が
み
て
と
れ
る
。
ま
た
『
扇
面
法
華
経
』
巻
六
に
は
建
物
の
な
か
に
い
る
女

房
が
片
輪
車
の
置
か
れ
た
稲
田
を
眺
め
、
鳴
子
の
紐
を
引
く
場
面
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
法

華
経
に
関
す
る
何
ら
か
の
暗
喩
の
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
が
⒂
、
同
じ
く
巻
六
に
は
う
っ
す
ら

と
雪
化
粧
し
た
水
辺
に
井
堰
の
水
門
が
あ
り
、
そ
の
傍
ら
に
片
輪
車
が
沈
め
ら
れ
、
近
く
で
二
羽
の

鷺
が
羽
を
休
め
る
情
景
が
描
か
れ
る
（
図
７
）。
こ
の
情
景
は
あ
た
か
も
都
の
ど
こ
か
で
み
か
け
る

よ
う
な
あ
る
種
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
り
、
牛
車
の
車
輪
を
浅
瀬
に
浸
け
た
と
い
う
現
実
の
風
景
を
彷

彿
さ
せ
る
。『
流
水
片
輪
車
蒔
絵
螺
鈿
経
箱
』
の
意
匠
は
、
水
の
流
れ
の
な
か
に
絶
妙
に
配
置
さ
れ

図 7 『扇面法華経』巻六（四天王寺所蔵）
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た
複
数
の
片
輪
車
で
構
成
さ
れ
、
個
々
の
片
輪
車
が
楕
円
に
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
な
が
ら
多
様
な

表
情
を
み
せ
る
。
そ
の
発
想
の
も
と
は
現
実
の
風
景
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
一
場

面
を
切
り
取
り
、
文
様
と
し
て
昇
華
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
こ
の
流
水
片
輪
車
の
意
匠
の
す
ば
ら
し

さ
が
う
か
が
え
る
。
流
水
に
浸
か
る
片
輪
車
の
い
く
つ
か
に
は
車
輪
の
轂
も
あ
ら
わ
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
轂
の
丸
み
を
お
び
た
形
が
「
瓶
」
と
重
な
っ
て
み
え
る
（
図
６
ｂ
）。
同
時
代
に

「
宝
瓶
」
信
仰
の
あ
っ
た
こ
と
が
荒
川
正
明
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
「「
平
家
納

経
」
の
装
飾
世
界
と
は
、
末
法
の
世
が
過
ぎ
去
り
、
美
麗
な
法
華
経
を
抱
い
た
「
宝
瓶
」
が
再

び
地
上
に
湧
出
し
た
こ
と
を
、
黄
金
に
輝
く
装
飾
意
匠
で
予
祝
す
る
荘
厳
の
世
界
で
は
な
か
っ

た
だ
ろ
う
か
。」⒃
と
述
べ
て
い
る
。
同
様
に
法
華
経
を
納
め
る
た
め
に
作
ら
れ
た
『
流
水
片
輪

車
蒔
絵
螺
鈿
経
箱
』
の
車
輪
の
轂
を
「
宝
瓶
」
に
見
立
て
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
字
音
絵
と
し
て

解
釈
す
れ
ば
、
片
輪
車
は
「
わ
」、
瓶
は
「
へ
い
」
で
「
和
平
」
と
か
「
平
和
」
と
な
る
が
、

そ
れ
は
牽
強
付
会
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
片
輪
車
に
は
単
に
都
の
情
景

を
文
様
化
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
重
層
し
た
仏
教
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。

（
２
）
片
輪
車
の
形
式
化

『
流
水
片
輪
車
蒔
絵
螺
鈿
経
箱
』
の
雅
趣
あ
ふ
れ
る
意
匠
は
、
そ
の
頂
点
に
達
し
た
も
の
と

い
え
よ
う
。
そ
の
後
、
片
輪
車
の
文
様
は
形
式
化
し
て
い
く
。
鎌
倉
時
代
の
制
作
と
さ
れ
る

『
片
輪
車
蒔
絵
螺
鈿
手
箱
』（
図
８
ａ

東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
）
は
、
金
粉
を
蒔
き
詰
め
た
沃

図 8 b 同右 図 8 a 『片輪車蒔絵螺鈿手箱』
（東京国立博物館所蔵）
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懸
地
に
螺
鈿
を
用
い
て
片
輪
車
を
あ
ら
わ
し
、
流
水
と
い
う
よ
り
も
波
と
い
っ
た
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
波
文
を
付
描
き
と
い
う
蒔
絵
技
法

で
あ
ら
わ
す
。『
流
水
片
輪
車
蒔
絵
螺
鈿
経
箱
』
に
似
た
文
様
構
成
で
あ
る
が
、
例
え
ば
蓋
表
で
は
三
つ
あ
る
い
は
五
つ
が
グ
ル
ー
プ
と

な
っ
た
片
輪
車
の
文
様
が
蓋
表
の
中
央
と
四
隅
に
配
置
さ
れ
、
各
片
輪
車
は
放
物
線
を
え
が
く
よ
う
な
半
円
と
な
っ
て
グ
ル
ー
プ
毎
に
車

輪
の
傾
き
や
轂
が
同
じ
方
向
に
統
一
さ
れ
て
い
る
（
図
８
ｂ
）。
同
様
の
片
輪
車
は
、
千
葉
地
遺
跡
や
蔵
屋
敷
東
遺
跡
な
ど
鎌
倉
市
内
の

中
世
期
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
漆
絵
椀
の
文
様
に
も
み
ら
れ
、
鎌
倉
時
代
の
片
輪
車
意
匠
の
典
型
と
さ
れ

る
⒄
。『
片
輪
車
蒔
絵
螺
鈿
手
箱
』
は
箱
の
形
式
が
合
口
造
り
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
『
流
水
片
輪
車

蒔
絵
螺
鈿
経
箱
』
は
被
せ
蓋
造
り
で
あ
る
。
須
藤
は
こ
の
箱
の
形
式
の
違
い
お
よ
び
寸
法
に
注
目
し
て
、

平
安
時
代
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
の
主
な
蒔
絵
経
箱
と
手
箱
を
比
較
し
、
経
箱
は
被
せ
蓋
造
り
、
手

箱
は
合
口
造
り
の
傾
向
を
示
す
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
⒅
。
ま
た
、
手
箱
に
つ
い
て
は
そ
の
成
立
や
中
世

に
お
い
て
神
宝
と
し
て
奉
納
さ
れ
た
こ
と
が
高
橋
隆
博
や
灰
野
昭
郞
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
⒆
。

『
片
輪
車
蒔
絵
螺
鈿
手
箱
』
は
、
雲
州
松
平
家
の
家
宝
と
し
て
伝
え
ら
れ
、
信
州
上
田
の
松
平
子
爵
家
か

ら
小
倉
常
吉
の
所
蔵
を
経
て
国
有
と
な
っ
た
が
、
当
初
の
収
蔵
先
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
合
口
造
り

の
手
箱
と
判
断
す
れ
ば
、
そ
の
内
容
品
は
す
で
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
化
粧
道
具
の
可
能
性
が
生
ま

れ
、
少
な
く
と
も
経
典
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
『
片
輪
車
蒔
絵
螺
鈿
手
箱
』
の
文

様
は
仏
教
的
な
荘
厳
の
た
め
に
装
飾
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
と
も
な
い
仏
教
的
な
寓
意
性
も
失

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

衣
服
に
用
い
ら
れ
た
染
織
品
で
は
、
円
覚
寺
の
開
山
箪
笥
に
収
納
さ
れ
た
伝
法
衣
の
な
か
に
片
輪
車
文

を
織
り
だ
し
た
袈
裟
が
あ
る
。
こ
の
袈
裟
は
、
条
葉
部
に
南
宋
時
代
の
濃
紺
地
牡
丹
芙
蓉
文
の
織
物
を
用

い
、
田
相
部
に
葦
手
絵
風
の
文
様
を
織
り
だ
し
た
綾
を
用
い
る
。
こ
の
よ
う
な
文
様
の
織
物
は
他
に
例
が

図 9 b 同右 図 9 a 九条袈裟の田相部（円覚寺所蔵）
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な
く
、
製
作
年
代
を
限
定
す
る
の
は
難
し
い
が
、
伝
存
状
況
か
ら
少
な
く
と
も
鎌
倉
時

代
を
下
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
葦
手
絵
風
の
文
様
に
は
二
種
類
の
グ
ル
ー
プ
が
あ

り
、
一
つ
は
芦
に
片
輪
車
、
刈
田
、
飛
鳥
、
天
秤
棒
を
通
し
た
二
つ
の
荷
箱
（
図
９

ａ
）、
別
の
グ
ル
ー
プ
は
芦
に
蛇
籠
、
瓶
、
浮
板
、
水
鳥
（
図
９
ｂ
）
が
あ
ら
わ
さ
れ
、

こ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
交
互
に
織
り
だ
さ
れ
る
⒇
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
は
一
連
の

文
様
で
あ
る
が
、
個
々
の
文
様
が
字
音
絵
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
よ
り
も
、『
平
家

納
経
』
宝
塔
品
の
紙
背
に
配
さ
れ
た
各
種
の
字
音
絵
風
モ
テ
ィ
ー
フ
と
共
通
す
る
も
の

で
あ
り
、
こ
の
綾
が
袈
裟
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
文
様

が
経
意
を
あ
ら
わ
す
可
能
性
が
あ
る
。
但
し
、
こ
の
綾
の
文
様
配
置
を
み
れ
ば
、
袈
裟

の
四
ヶ
所
に
文
様
の
天
地
が
入
れ
替
わ
る
打
ち
返
し
が
あ
り
、
こ
の
綾
が
当
初
か
ら
袈

裟
の
用
布
と
し
て
織
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
袿
や
小
袖
の
よ
う
な
衣
服
で
あ
り
、
打
ち

返
し
は
そ
の
肩
山
や
袖
山
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
片
輪
車
を
含
む
葦
手

絵
風
の
文
様
を
織
り
だ
し
た
衣
服
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
で
片
輪
車
だ
け
を
文
様
に
し
た
衣
服
も
あ
っ
た
。
鎌
倉
時
代
末
期
の
『
法

然
上
人
絵
伝
』（
知
恩
院
所
蔵
）
で
は
、
巻
三
八
の
第
一
三
紙
か
ら
一
五
紙
に
か
け
て

知
恩
院
の
法
然
の
廟
堂
に
参
詣
す
る
人
び
と
を
描
い
た
場
面
で
、
輿
の
傍
ら
に
片
輪
車

文
の
直
垂
を
着
た
侍
が
座
る
（
図

）。
こ
の
場
面
で
は
、
老
若
男
女
さ
ま
ざ
ま
な
階

層
の
群
衆
の
な
か
に
幾
人
か
の
直
垂
姿
の
侍
が
描
か
れ
る
。
そ
れ
ら
直
垂
に
は
、
三
盛

亀
甲
、
巴
、
菊
花
、
千
鳥
な
ど
の
文
様
が
あ
ら
わ
さ
れ
、
そ
の
一
人
が
片
輪
車
文
の
直

図 11 『石山寺縁起』巻五（石山寺所蔵） 図 10 『法然上人絵伝』巻三八
（知恩院所蔵）
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垂
を
着
て
い
る
。
こ
こ
で
の
片
輪
車
文
は
何
ら
か
の
特
別
な
意
味
合
い
を
持
つ
と
は
思
え
な
い
が
、
三
盛
亀
甲
と
同
様
に
本
来
は
吉
祥
的

な
意
味
を
も
つ
文
様
が
衣
服
の
文
様
と
し
て
一
般
化
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同
様
に
、『
石
山
寺
縁
起
』（
石
山
寺
所

蔵
）
の
巻
五
は
室
町
時
代
前
期
の
絵
師
粟
田
口
隆
光
の
筆
に
な
る
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
松
君
の
長
者
の
娘
が
病
を
患
い
、
石
山
寺
へ

参
詣
祈
願
し
た
と
こ
ろ
病
が
平
癒
し
た
と
い
う
場
面
で
、
帰
路
に
つ
く
娘
が
乗
ろ
う
と
す
る
輿
の
傍
ら
に
控
え
る
従
者
の
衣
服
に
も
片
輪

車
文
が
み
ら
れ
る
（
図

）。
輿
の
傍
ら
に
す
わ
る
四
人
の
侍
の
う
ち
、
一
人
は
刀
を
右
手
に
持
ち
、
鱗
文
の
直
垂
を
着
た
侍
で
、
残
る

三
人
は
輿
を
か
く
役
割
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
人
が
片
輪
車
文
の
素
襖
を
着
て
い
る
。
向
か
い
合
っ
て
話
す
相
手
は
三
つ
巴
文
の
素
襖
を
着

て
お
り
、
二
人
が
同
等
の
身
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
素
襖
の
文
様
も
ま
た
特
別
な
意
味
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
中
世
期
の

絵
巻
に
登
場
す
る
片
輪
車
文
は
身
分
の
低
い
侍
の
衣
服
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
仏
教
的
な
寓
意
性
も
み
い
だ
せ
な
い
。

片
輪
車
の
文
様
は
、
牛
車
の
車
輪
を
水
に
浸
け
た
と
い
う
都
の
情
景
を
も
と
に
平
安
時
代
に
成
立
し
、
葦
手
絵
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て

も
用
い
ら
れ
た
た
め
に
文
芸
的
叙
情
性
を
も
ち
つ
つ
も
、
法
華
経
信
仰
と
結
び
つ
い
て
仏
教
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
と
も
な
い
、
そ
こ
に
吉
祥

性
が
付
加
さ
れ
た
。
そ
れ
は
鎌
倉
時
代
へ
と
受
け
継
が
れ
な
が
ら
も
、
文
様
と
し
て
は
形
式
化
し
て
い
っ
た
。

三

片
輪
車
の
近
世
的
展
開

（
１
）
お
国
が
ま
と
っ
た
片
輪
車

本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
京
大
本
『
国
女
歌
舞
伎
絵
詞
』
の
お
国
の
衣
裳
に
つ
い
て
考
え
た
い
。『
国
女
歌
舞
伎
絵
詞
』
は
、
出
雲
大
社

の
神
官
が
自
分
の
娘
で
巫
女
の
お
国
に
か
ぶ
き
踊
り
を
習
わ
せ
て
、
天
下
泰
平
の
都
で
踊
ら
せ
る
と
い
う
名
乗
り
に
は
じ
ま
る
。
出
雲
を

あ
と
に
し
た
お
国
は
、
桜
の
花
咲
く
都
に
上
が
り
、
天
神
様
に
お
参
り
し
て
念
仏
踊
り
を
は
じ
め
た
。
そ
の
念
仏
の
声
に
誘
わ
れ
て
名
古

屋
山
三
郎
の
亡
霊
が
現
れ
て
「
う
た
ひ
て
い
ざ
や
か
ぶ
か
ん
�
�
」
と
、
お
国
と
と
も
に
か
ぶ
き
踊
り
を
披
露
し
て
帰
っ
て
行
く
。
そ
し
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て
、
最
後
に
お
国
は
出
雲
大
社
の
神
が
仮
の
姿
で
こ
の
世
に
現
れ
、
か
ぶ
き
踊
り
を
は
じ
め
て
衆
生
の
悪
を
祓
う
た
め
に
か
ぶ
き
の
一
節

を
示
し
た
と
結
ぶ
。『
国
女
歌
舞
伎
絵
詞
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
鳥
越
文
蔵
が
そ
の
詞
書
の
な
か
に
あ
る
山
三
郎
の
発
す
る
「
我
も
む

か
し
の
御
身
の
も
と
」
や
『
か
ふ
き
の
さ
う
し
』（
松
竹
大
谷
図
書
館
所
蔵
）
の
「
一
む
か
し
の
事
か
と
よ
」
に
注
目
し
て
、
当
時
の

「
一
昔
」
が
二
十
一
年
を
目
安
と
し
、
山
三
郎
の
没
し
た
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
を
基
準
に
し
て
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
以
後
寛
永

元
年
（
一
六
二
四
）
以
前
に
成
立
し
た
と
す
る
が
21
、
近
年
で
は
幅
を
も
た
せ
て
慶
長
末
年
か
ら
元
和
期
ご
ろ
と
さ
れ
る
22
。
お
国
を
描

い
た
絵
に
は
、『
国
女
歌
舞
伎
絵
詞
』
の
よ
う
な
物
語
を
旨
と
し
た
奈
良
絵
本
系
の
冊
子
と
、「
茶
屋
遊
び
」
の
場
面
を
と
ら
え
た
大
画
面

の
屏
風
絵
と
に
大
別
で
き
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
お
国
の
歌
舞
伎
が
評
判
に
な
り
伝
説
化
さ
れ
て
い
く
段
階
で
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
実
況
的
に
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、『
当
代
記
』
が
「
異
風
な
る
男
の
ま
ね
を
し
て
、
刀
脇
差
衣
装
以
下
殊
異
相
」
と

い
う
お
国
の
姿
は
絵
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
最
も
古
様
と
さ
れ
る
出
光
美
術
館
所
蔵
の
『
阿
国
歌
舞
伎
図
屏
風
』
で

は
、
お
国
は
覆
面
を
し
て
小
袖
に
黒
い
袖
無
し
羽
織
を
重
ね
て
帯
を
巻
き
、
大
小
の
刀
を
腰
に
さ
す
。「
茶
屋
遊
び
」
を
演
じ
る
お
国
の

持
ち
物
と
し
て
、
大
き
な
刀
は
い
ず
れ
の
絵
に
も
共
通
し
、
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
の
『
徒
然
草
野
槌
』
に
も
「
近
年
出
雲
巫
京
に
来

て
僧
衣
を
き
て
鉦
を
う
ち
仏
号
を
唱
へ
て
始
は
念
仏
お
ど
り
と
い
ひ
し
に
そ
の
後

男
の
装
束
し
刀
を
横
へ
歌
舞
す
俗
に
か
ぶ
き
と
名
づ
く
」23
と
あ
る
よ
う
に
お
国

の
か
ぶ
き
踊
り
に
刀
は
必
携
の
道
具
で
あ
っ
た
。
覆
面
や
袖
無
し
の
羽
織
も
当
時

の
か
ぶ
き
者
を
示
す
ア
イ
テ
ム
で
あ
っ
た
が
、『
国
女
歌
舞
伎
絵
詞
』
や
『
阿
国

歌
舞
伎
草
紙
』（
大
和
文
華
館
所
蔵
）
で
は
、
覆
面
だ
け
を
付
け
、
羽
織
は
着
用

し
て
い
な
い
。
お
国
の
か
ぶ
き
踊
り
が
評
判
と
な
り
、
遊
女
た
ち
が
追
従
し
て
五

条
橋
詰
や
四
条
河
原
で
女
歌
舞
伎
が
興
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
売
色
を
と
も

な
う
遊
女
に
と
っ
て
覆
面
は
無
用
の
も
の
と
な
っ
て
い
く
が
、
お
国
が
「
異
風
な

図 12 『阿国歌舞伎草紙』（大和
文華館所蔵）
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る
男
の
ま
ね
」
を
す
る
と
き
、
つ
ま
り
男
装
し
て
「
か
ぶ
く
」
に
は
覆
面
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。『
国
女
歌
舞
伎
絵
詞
』
と
『
阿
国
歌
舞

伎
草
紙
』
は
ほ
ぼ
同
時
期
の
作
品
を
考
え
ら
れ
る
が
、
前
者
が
着
実
な
画
技
に
よ
り
な
が
ら
も
淡
彩
の
素
朴
さ
を
感
じ
さ
せ
る
作
風
に
対

し
て
、
後
者
は
色
彩
も
濃
く
、
服
装
な
ど
の
文
様
を
執
拗
に
描
き
込
む
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
画
風
を
示
す
。
ま
っ
た
く
異
な
る
作
風
な
が

ら
、『
国
女
歌
舞
伎
絵
詞
』
の
お
国
は
片
輪
車
文
の
小
袖
を
着
用
し
、『
阿
国
歌
舞
伎
草
紙
』
の
お
国
の
小
袖
の
裾
に
も
大
柄
の
車
輪
が
あ

ら
わ
さ
れ
る
（
図

）。「
か
ぶ
く
」
扮
装
に
片
輪
車
は
一
役
買
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
２
）
水
車
は
ま
わ
る

こ
こ
で
「
車
」
と
い
う
こ
と
で
共
通
す
る
水
車
の
文
様
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
小
袖
の
水
車
文
様
に
つ
い
て
は
、
河
原
由
紀
子

の
「
近
世
小
袖
文
様

水
車
に
つ
い
て
」24
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
河
原
の
論
攷
を
も
と
に
水
車
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、

ま
ず
中
世
の
連
歌
や
小
歌
な
ど
文
芸
の
領
域
で
は
、
水
車
の
回
転
す
る
特
性
が
仏
教
の
輪
廻
観
と
重
な
っ
て
「
憂
き
世
」
に
生
き
る
我

（
輪
↓
「
わ
れ
」）
と
つ
な
が
っ
た
。
そ
れ
は
『
閑
吟
集
』
に
収
録
さ
れ
る
「
宇
治
の
川
セ
の
水
車

な
に
と
う
き
世
を
め
ぐ
る
ら
ふ
」
の

よ
う
に
宇
治
の
水
車
と
い
う
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
な
り
、
柳
橋
水
車
図
屏
風
を
生
ん
だ
。
近
世
に
な
る
と
、
水
車
は
宇
治
で
は
な
く
淀

の
水
車
が
想
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
世
相
を
と
ら
え
て
「
浮
き
世
」
の
象
徴
と
し
て
遊
女
や
か
ぶ
き
者
が
水
車
の
文
様
を
取
り
込

み
、
さ
ら
に
く
る
く
る
と
尽
き
る
こ
と
な
く
回
る
車
は
歳
月
の
め
ぐ
り
が
尽
き
る
こ
と
の
な
い
と
い
う
意
味
合
い
を
含
ん
だ
吉
祥
的
な
文

様
へ
と
変
質
し
て
い
っ
た
と
い
う
。
水
車
文
様
の
代
表
的
な
作
例
と
し
て
『
本
多
平
八
郎
姿
絵
屏
風
』（
徳
川
美
術
館
所
蔵
）
が
あ
る
。

二
曲
一
隻
屏
風
の
右
扇
に
四
人
の
女
性
、
左
扇
に
文
を
差
し
出
す
禿
に
振
り
む
く
若
衆
を
描
く
。
従
来
、
こ
の
若
衆
を
本
多
平
八
郎
、
左

扇
中
央
の
葵
紋
散
ら
し
の
小
袖
を
着
る
女
性
を
平
八
郎
の
正
室
と
な
っ
た
徳
川
秀
忠
の
長
女
千
姫
と
す
る
伝
承
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て

吉
川
美
穂
は
描
写
内
容
を
検
討
し
て
「
本
多
屏
風
は
、
上
流
武
家
の
男
女
を
粋
な
か
ぶ
き
者
や
遊
女
に
見
立
て
て
描
い
た
図
」
と
し
、
千

姫
の
可
能
性
が
高
い
と
指
摘
し
た
25
。
千
姫
の
右
横
に
立
つ
小
袖
姿
の
女
性
は
、
立
兵
庫
の
髪
形
や
傍
ら
の
長
煙
管
か
ら
い
か
に
も
遊
女
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の
風
体
で
あ
り
、
そ
の
女
性
が
着
る
小
袖
に
水
車
が
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
国
文
学
の
分
野
で
は
井
出
幸
男
が
水
車
の
歌
謡
に
関
し
て
宇
治
川
と
淀
川
の
水
車
を
め
ぐ
る
時
代
的
変
遷
を
論
じ
26
、
河
村
与

三
右
衛
門
が
天
正
一
四
年
（
一
五
八
六
）
に
淀
の
水
車
を
造
り
、
豊
臣
秀
吉
の
宇
治
川
治
水
政
策
に
よ
り
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
に
宇

治
橋
が
撤
去
さ
れ
た
と
い
う
史
実
に
基
づ
き
、
水
車
を
め
ぐ
る
歌
謡
は
「
天
正
十
四
年
（
河
村
与
三
右
衛
門
の
淀
水
車
創
始
）
以
前
は
宇

治
の
水
車
の
独
壇
場
、
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
か
ら
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
ま
で
の
約
十
年
間
は
宇
治
・
淀
両
者
の
交
替
混
交

期
、
あ
る
い
は
淀
の
水
車
歌
謡
の
準
備
期
間
、
文
禄
三
年
以
降
は
淀
の
水
車
歌
謡
の
時
代
と
な
る
。」
と
い
う
。
宇
治
の
水
車
は
『
愚
管

記
』
応
安
二
年
（
一
三
六
九
）
二
月
二
五
日
条
27
、『
明
徳
二
年
室
町
殿
春
日
詣
記
』
明
徳
二
年
（
一
三
九
一
）
九
月
一
五
日
28
、『
石
山

寺
縁
起
』
巻
五
な
ど
天
正
一
四
年
以
前
か
ら
宇
治
橋
や
柳
と
と
も
に
描
か
れ
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
古
く
か
ら
定
着
し
て
お
り
、
い
っ
ぽ
う

淀
の
水
車
の
早
い
例
と
し
て
は
京
大
本
『
国
女
歌
舞
伎
絵
詞
』
の
詞
書
に
名
古
屋
山
三
郎
が
「
あ
り
し
む
か
し
の
一
ふ
し
」
と
し
て
歌
う

詞
の
な
か
に
「
〽
よ
と
の
川
せ
の
水
く
る
ま
、
た
れ
を
ま
つ
や
ら
く
る
�
�
と
」
と
あ
り
、
名
古
屋
山
三
郎
の
生
前
の
は
や
り
歌
と
し
て

登
場
す
る
の
が
最
も
古
い
例
と
指
摘
す
る
。
こ
の
歌
詞
は
「
〽
よ
と
の
川
せ
の
水
く
る
ま
、
た
れ
を
ま
つ
や
ら
く
る
�
�
と
」
に
続
い
て

「
〽
ち
や
屋
の
お
か
ゝ
に
ま
つ
だ
ひ
そ
は
ゞ
〈
略
〉
茶
や
の
お
か
ゝ
に
七
つ
の
れ
ん
ぼ
よ
の
ふ
」
と
あ
り
、
淀
の
川
瀬
の
水
車
は
誰
を
待

つ
や
ら
「
来
る
来
る
」
と
掛
け
て
、
茶
屋
の
女
と
の
恋
慕
を
歌
う
。
そ
こ
に
は
も
は
や
宇
治
の
水
車
に
み
る
中
世
的
な
憂
き
世
観
は
な

く
、『
国
女
歌
舞
伎
絵
詞
』
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
『
恨
の
介
』
に
「
北
野
へ
い
ざ
行
て
、
国
が
歌
舞
伎
を
見
ん
」
こ
と
が
「
心
の
慰
み
は
浮

世
ば
か
り
」29
と
い
う
が
ご
と
く
、
浮
世
謳
歌
の
態
度
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

（
３
）
か
ぶ
き
者
の
片
輪
車

浮
世
を
謳
歌
し
よ
う
と
す
る
世
相
の
な
か
で
、
お
国
の
か
ぶ
き
踊
り
が
誕
生
し
た
。「
か
ぶ
き
」
と
は
、『
当
代
記
』
に
「
当
世
、
異
相

を
此
く
云
」
と
あ
る
よ
う
に
尋
常
な
ら
ざ
る
風
体
を
い
い
、
お
国
は
男
装
し
て
そ
れ
を
演
じ
た
。
そ
の
「
か
ぶ
き
」
た
る
風
体
と
し
て
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『
国
女
歌
舞
伎
絵
詞
』『
阿
国
歌
舞
伎
草
紙
』
の
両
者
に
は
片
輪
車
や
車
輪
の
一
部
が
あ
ら
わ
さ
れ
た
。

巷
間
に
も
片
輪
車
の
衣
裳
を
ま
と
っ
た
か
ぶ
き
者
が
い
た
。
慶
長
末
か
ら
元
和
初
期
の
制
作
と
さ
れ
る
『
豊
国
祭
礼
図
屏
風
』（
徳
川

美
術
館
所
蔵
）
は
、
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
八
月
に
開
催
さ
れ
た
豊
臣
秀
吉
七
回
忌
の
臨
時
祭
礼
を
描
く
が
、
そ
の
な
か
に
か
ぶ
き
者

同
士
が
喧
嘩
す
る
場
面
が
あ
る
。
こ
の
喧
嘩
の
場
面
は
大
坂
夏
の
陣
を
見
立
て
た
と
す
る
黒
田
日
出
男
の
見
解
が
あ
り
30
、
画
中
に
蜂
須

賀
家
の
卍
紋
、
前
田
家
の
梅
鉢
紋
、
浅
野
家
の
鷹
羽
紋
な
ど
大
坂
夏
の
陣
に
参
戦
し
た
武
将
た
ち
を
暗
示
す
る
服
を
着
た
人
物
も
描
か
れ

る
。
そ
の
群
衆
の
な
か
に
殴
り
か
か
ろ
う
と
す
る
か
ぶ
き
者
を
必
死
に
な
っ
て
止
め
よ
う
と
す
る
仲
間
が
い
る
（
図

）。
人
影
に
隠
れ

て
上
半
身
し
か
み
え
な
い
が
、
片
輪
車
を
散
ら
し
た
服
を
着
て
い
る
。
そ
の
服
の
背
中
に
は
丸
い
輪
の
な
か
に
鎌
の
絵
と
「
ぬ
」
の
文
字

を
入
れ
た
「
か
ま
わ
ぬ
」
の
文
様
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
。「
か
ま
わ
ぬ
」
文
様
は
文
化
期
（
一
八
〇
四
│
一
八
一
八
）
ご
ろ
に
七
代
目
市
川

団
十
郎
が
男
だ
て
の
心
意
気
を
示
す
た
め
に
俠
客
団
七
役
の
浴
衣
に
も
ち
い
て
流
行
し
た
が
、『
豊
国
祭
礼
図
屏
風
』
の
「
か
ま
わ
ぬ
」

文
様
は
そ
の
初
期
の
例
で
あ
り
、
か
ぶ
き
者
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
片
輪
車
も
ま
た
、
当
時
は

か
ぶ
き
者
な
ど
に
ふ
さ
わ
し
い
文
様
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
片
輪
車
」
に
は
図
案
化
し
た
文
様
を
指
す
以
外
に
、
一
輪

車
を
意
味
す
る
場
合
や
対
の
車
輪
の
片
方
が
な
い
車
を
い
う
こ
と
も
あ
る
。
片
方
が
な
い
車
の
意
は
、
転
じ
て
ど
う
し
よ
う
も
な
い
事
態

や
境
遇
な
ど
の
譬
え
と
な
っ
た
。
御
伽
草
子
『
朝
㒵
の
つ
ゆ
』
に
は
「
お
つ
る
な
み
た
に
め
も
く
れ
、
か
た
は
く
る
ま
の
、
や
る
か
た
も

な
く
」31
、
ま
た
幸
若
舞
『
信
太
』
に
「
羽
抜
け
の
鴨
の
水
波
に
浮
か
れ
て
立
た

ぬ
風
情
し
、
片
輪
車
の
な
か
ん
か
に
、
や
る
か
た
も
な
き
ご
と
く
に
て
」32
な
ど

室
町
時
代
末
期
に
は
「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」
と
い
う
意
味
の
用
例
が
あ
る
。
図

案
化
さ
れ
た
片
輪
車
に
も
そ
う
し
た
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
か
ぶ
き
者
が
横
行
し
た
慶
長
期
は
、
浮
世
謳
歌
の
時
代
と
い
え
ど
も
そ
の
裏

に
は
閉
塞
感
の
漂
う
世
相
が
あ
っ
た
。
慶
長
一
七
年
（
一
六
一
二
）
に
江
戸
で
処

図 13 『豊国祭礼図屏風』
（徳川美術館所蔵）
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刑
さ
れ
た
か
ぶ
き
者
の
大
鳥
一
兵
衛
は
刀
の
鞘
に
「
廿
五
ま
で
生
き
過
ぎ
た
り
や
一
兵
衛
」
と
刻
ん
だ
と
い
う
。
そ
こ
に
は
何
が
面
白
く

て
今
の
世
を
生
き
な
が
ら
え
よ
う
か
と
い
う
鬱
屈
し
た
若
者
の
心
情
が
う
か
が
え
る
。
片
輪
車
は
、
平
安
時
代
の
抒
情
を
湛
え
た
風
情
で

は
な
く
、
か
ぶ
き
者
の
や
る
か
た
の
な
い
気
持
ち
の
あ
ら
わ
れ
と
な
っ
た
。

（
４
）
片
輪
車
を
ま
と
う
遊
女

お
国
の
衣
裳
に
片
輪
車
が
描
か
れ
る
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
お
国
に
追
随
し
た
女
歌
舞
伎
の
衣
裳
に
も
片
輪
車
が
取
り
入

れ
ら
れ
た
。
慶
長
末
年
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
『
歌
舞
伎
図
巻
』（
徳
川
美
術
館
所
蔵
）
は
、
序
文
に
四
条
河
原
で
演
じ
る
采
女
と
い
う

女
歌
舞
伎
が
評
判
と
な
っ
た
と
伝
え
、
続
い
て
「
ふ
じ
の
お
ど
り
」「
し
の
び
お
ど
り
」「
い
な
ば
お
ど
り
」「
か
ね
き
ゝ
」「
し
て
」
ま
で

の
五
つ
の
舞
台
が
描
か
れ
、
最
後
に
お
国
の
「
か
ぶ
き
踊
り
」
で
も
人
気
で
あ
っ
た
「
茶
屋
遊
び
」
の
場
面
と
な
る
。「
茶
屋
遊
び
」
の

采
女
は
、
小
袖
の
う
え
に
袖
無
し
羽
織
を
重
ね
、
丸
打
ち
の
名
護
屋
帯
を
ぐ
る
ぐ
る
巻
き
に
し
て
、
金
霰
鮫
の
脇
差
を
差
し
、
蛭
巻
き
の

長
柄
大
刀
に
肘
を
掛
け
て
立
つ
。
お
国
以
来
、
定
番
と
な
っ
た
か
ぶ
き
者
の
扮
装
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
ふ
じ
の
お
ど
り
」
か
ら

「
し
て
」
ま
で
は
、
い
ず
れ
も
華
麗
な
小
袖
を
ま
と
う
女
装
で
あ
る
。
そ
の
な
か
の
「
か
ね
き
ゝ
」
の
踊
子
は
、
上
に
重
ね
た
小
袖
を
肩

図 14 『歌舞伎図巻』（徳川
美術館所蔵）

図 15 懐月堂度繁『遊女図』
（オーバリン大学アレン・メ
モリアル美術館所蔵）
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脱
ぎ
し
て
腰
巻
の
ス
タ
イ
ル
で
舞
う
。
そ
の
腰
に
巻
い
た
小
袖
に
は
、
大
き
な
橋
が
渡
さ
れ
、
橋
の
下
に
は
川
の
流
れ
に
片
輪
車
が
敷
き

詰
め
ら
れ
た
よ
う
に
描
か
れ
る
（
図

）。
四
条
河
原
の
女
歌
舞
伎
に
遊
女
が
関
わ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
片
輪

車
の
よ
う
な
特
色
の
あ
る
文
様
は
遊
女
を
連
想
さ
せ
る
文
様
と
も
な
っ
た
。
時
代
は
下
る
が
、
正
徳
期
（
一
七
一
一
│
一
六
）
ご
ろ
の
制

作
と
み
ら
れ
る
懐
月
堂
度
繁
の
『
遊
女
図
』（
オ
ー
バ
リ
ン
大
学
ア
レ
ン
・
メ
モ
リ
ア
ル
美
術
館
所
蔵
）
で
は
、
大
胆
な
デ
ザ
イ
ン
の
片

輪
車
が
遊
女
を
飾
る
（
図

）。

し
か
し
、
片
輪
車
は
遊
女
と
だ
け
結
び
つ
い
た
の
で
は
な
い
。
守
屋
毅
は
「
か
ぶ
き
」
の
風
潮
と
大
名
茶
人
の
古
田
織
部
（
一
五
四
三

│
一
六
一
五
）
の
茶
風
に
つ
い
て
述
べ
、『
宗
湛
日
記
』
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
二
月
二
八
日
条
に
古
田
織
部
が
開
い
た
茶
会
に
お
い

て
「
ウ
ス
茶
ノ
時
ハ

セ
ト
茶
碗

ヒ
ツ
ミ
候
也

ヘ
ウ
ケ
モ
ノ
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
田
織
部
が
「
ヘ
ウ
ゲ
（
剽
軽
）
モ
ノ
」
と

呼
ば
れ
る
歪
ん
だ
形
の
茶
碗
を
好
ん
だ
こ
と
に
「
か
ぶ
き
」
の
精
神
を
み
て
「
か
ぶ
き
の
宗
匠
」
と

呼
ん
だ
33
。
そ
の
織
部
好
み
を
反
映
し
た
美
濃
の
織
部
焼
は
、
慶
長
か
ら
元
和
期
に
か
け
て
斬
新
な

形
や
文
様
の
茶
器
や
食
器
を
生
産
し
た
。
昭
和
六
二
年
（
一
九
八
七
）
に
京
都
の
三
条
中
之
町
（
三

条
通
柳
馬
場
東
入
る
）
か
ら
一
五
〇
〇
点
近
く
の
陶
器
が
発
掘
さ
れ
、
そ
の
八
割
が
美
濃
の
製
品

で
、
な
か
で
も
織
部
焼
が
も
っ
と
も
多
い
と
報
告
さ
れ
て
お
り
34
、
一
七
世
紀
初
頭
に
織
部
焼
が
京

都
で
流
通
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
織
部
焼
に
も
片
輪
車
の
文
様
が
み
ら
れ
る
（
図

）。

美
濃
の
陶
器
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
様
が
あ
る
の
で
、
車
輪
の
文
様
だ
け
が
特
別
視
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
が
、
は
や
り
片
輪
車
は
慶
長
か
ら
元
和
期
に
か
け
て
好
ま
れ
た
文
様
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
５
）
寛
文
期
の
片
輪
車

寛
文
期
（
一
六
六
一
│
一
六
七
三
）
の
小
袖
に
も
片
輪
車
は
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
に
京
都
で
出
版
さ
れ
た

図 16 織部沓茶碗 銘山路
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『
御
ひ
い
な
か
た
』
は
、
当
時
人
気
の
あ
っ
た
小
袖
文
様
を
集
め
た
図
案
集
で
、
上
下
二
冊
に
収
録
さ
れ
た
図
案
は
二
〇
〇
図
に
及
ぶ
。

そ
の
な
か
に
片
輪
車
や
そ
れ
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
図
案
が
一
〇
図
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
、『
御
ひ
い
な
か
た
』
は
翌
年
に
一
部
の
図
案
を
改

板
し
て
再
版
さ
れ
た
が
、
そ
の
寛
文
七
年
版
に
は
新
た
に
二
図
の
車
文
様
が
加
え
ら
れ
、
人
気
の
ほ
ど
が
う
か
が
え
る
。
以
下
に
図
中
に

記
さ
れ
た
片
輪
車
に
関
す
る
文
様
を
拾
っ
て
み
る
と
、

「
松
は
に
か
た
ハ
く
る
ま
」（
松
葉
に
片
輪
車

図

）

「
な
み
に
く
る
ま
の
も
や
う
」（
波
に
車
の
模
様
）

「
す
さ
き
に
く
ハ
ん
車
の
も
や
う
」（
州
崎
に
環
車
の
模
様
）

「
く
る
ま
な
が
し
の
も
や
う
」（
車
流
し
の
模
様
）

「
く
る
ま
」（
車

図

）
寛
文
七
年
版

「
く
る
ま
に
は
き
の
花
」（
車
に
萩
の
花
）

「
く
る
ま
ゑ
び
の
も
や
う
」（
車
海
老
の
模
様
）

「
な
ミ
に
く
る
ま
」（
波
に
車
）
寛
文
七
年
版

「
天
く
る
ま
の
も
や
う
」（
天
車
の
模
様
）

「
な
ミ
に
く
る
ま
の
も
や
う
」（
波
に
車
の
模
様
）

「
く
る
ま
く
づ
し
に
あ
さ
の
お
り
も
ん
」（
車
崩
し
に
麻
の
織
文
）

「
ミ
づ
に
く
る
ま
の
も
や
う
」（
水
に
車
の
模
様
）

一
図
の
み
「
か
た
わ
ぐ
る
ま
」
と
呼
び
、
他
は
片
輪
車
で
あ
っ
て
も
単
に
「
く
る
ま
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
別
に
、
水
車
の
文
様
も

三
図
が
確
認
で
き
、
そ
の
う
ち
一
図
は
寛
文
七
年
の
追
加
で
あ
る
。
車
の
文
様
は
い
ず
れ
も
が
寛
文
期
前
後
に
流
行
し
た
大
き
な
柄
を
片

寄
せ
な
が
ら
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
配
置
す
る
意
匠
を
示
し
、
波
や
水
を
伴
う
図
が
五
例
あ
り
、
や
は
り
片
輪
車
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

図 18 「くるま」『御ひ
いなかた』寛文七年版

図 17 「松はにかたハく
るま」『御ひいなかた』
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『
御
ひ
い
な
か
た
』
は
江
戸
時
代
の
小
袖
雛
形
本
の
な
か
で
も
最
も
初
期
に
出
版
さ
れ
た
木
版
印
刷
に
よ
る
雛
形
本
で
あ
り
、
京
都
を
中

心
に
不
特
定
多
数
の
市
井
の
購
読
者
が
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
に
片
輪
車
の
小
袖
を
享
受
し
た
の
は
遊
女
ば
か
り
で
は
な
く
、
市
井

に
も
人
気
の
あ
る
文
様
と
し
て
広
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
片
輪
車
は
女
院
御
所
に
ま
で
浸
透
し
て
い
っ
た
。
当
時
、
女
院
御
所
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
後
水
尾
天
皇
に
入
内
し
た
東
福
門

院
で
あ
る
。
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
と
正
室
お
江
の
間
に
生
ま
れ
た
徳
川
和
子
は
、
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
に
一
四
歳
で
女
御
と
し
て
入

内
し
、
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
に
中
宮
に
冊
立
、
同
六
年
（
一
六
二
九
）
に
後
水
尾
天
皇
が
譲
位
す
る
と
和
子
は
女
院
御
所
に
移
り
、

東
福
門
院
と
称
さ
れ
た
。
莫
大
な
化
粧
料
を
も
つ
東
福
門
院
は
、
そ
の
財
力
を

も
と
に
京
都
の
呉
服
商
雁
金
屋
に
大
量
の
小
袖
を
注
文
し
た
。
雁
金
屋
を
営
ん

だ
尾
形
家
は
近
江
小
谷
城
主
の
浅
井
長
政
の
家
来
筋
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
長

政
と
お
市
の
方
の
間
に
生
ま
れ
た
娘
の
淀
殿
や
お
江
ら
に
贔
屓
に
さ
れ
、
さ
ら

に
お
江
の
娘
で
あ
る
東
福
門
院
の
呉
服
御
用
も
務
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
東
福

門
院
が
五
〇
代
半
ば
と
な
っ
た
万
治
四
年
（
一
六
六
一
）
か
ら
寛
文
四
年
（
一

六
六
四
）
の
雁
金
屋
の
衣
裳
図
案
帳
に
は
、
東
福
門
院
が
毎
年
の
よ
う
に
大
量

の
小
袖
や
帷
子
を
注
文
し
た
様
子
が
う
か
が
え
、
こ
の
な
か
に
も
少
な
か
ら
ず

片
輪
車
の
文
様
が
あ
る
。
万
治
四
年
の
衣
裳
図
案
帳
に
は
一
六
三
図
中
七
図
、

寛
文
三
年
本
は
一
七
五
図
中
一
〇
図
、
年
紀
は
な
い
が
ほ
ぼ
同
年
代
と
考
え
ら

れ
る
図
案
帳
は
一
三
三
図
中
一
一
図
（
一
図
は
水
車
）
に
片
輪
車
や
車
輪
の
文

様
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
の
衣
裳
図
案
帳
で
は
一
年
分

と
し
て
小
袖
九
九
図
中
一
〇
図
、
帷
子
七
四
図
中
一
一
図
、
帯
一
五
図
中
一
図

図 20 『雁金屋衣裳図案
帳』無年紀（大阪市立美
術館所蔵）

図 19 『雁金屋衣裳図案帳』
万治四年（大阪市立美術館
所蔵）
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に
片
輪
車
が
確
認
で
き
、
冬
の
小
袖
、
夏
の
帷
子
に
か
か
わ
ら
ず
好
ま

れ
、
帯
に
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
車
の
形
状
は
、
半
円
の
片
輪
車
も

あ
れ
ば
、
円
形
の
い
わ
ゆ
る
源
氏
車
も
あ
り
、
多
く
は
流
水
や
波
と
と

も
に
図
案
化
さ
れ
る
が
、
な
か
に
は
車
の
輪
の
部
分
を
藤
の
花
に
し
た

り
、
車
の
輻
の
部
分
を
花
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
図
案
も
み
ら
れ
る
。
ま
た

図

で
は
左
袖
か
ら
裾
に
か
け
て
四
つ
の
片
輪
車
を
弧
状
に
連
ね
て

「
河
水
」
の
文
字
を
添
え
、
さ
ら
に
背
か
ら
右
袖
に
か
け
て
二
つ
の
菊

花
を
並
べ
て
同
様
に
「
河
水
」
の
文
字
を
添
え
る
。
こ
の
場
合
、
菊
花
と
水
の
組
み
合
わ
せ
は
延
命
長
寿
の
「
菊
水
」
に
由
来
す
る
め
で

た
い
文
様
で
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
描
か
れ
る
片
輪
車
も
吉
祥
的
な
文
様
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同
様
に
図

は
片
輪
車
を
「
千

世
」
の
文
字
と
組
み
合
わ
せ
た
吉
祥
文
様
で
あ
る
。
寛
文
期
の
小
袖
文
様
は
、
女
院
御
所
と
い
え
ど
も
大
胆
な
デ
ザ
イ
ン
を
好
む
傾
向
に

あ
っ
た
が
、
図
２１
は
生
地
を
「
ね
も
じ
（
練
貫
）」
と
し
、
腰
を
白
く
明
け
、
肩
と
裾
に
文
様
を
置
い
た
伝
統
的
な
肩
裾
小
袖
で
あ
り
、

肩
裾
は
「
く
ろ
べ
に
巻
水
き
い
と
ひ
は
い
と
の
御
ぬ
い

車
金
し
や
あ
か
い
と
の
べ
た
ぬ
い
」
と
あ
り
、
巻
水
に
車
の
文
様
が
刺
繍
で
あ

ら
わ
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
肩
裾
の
文
様
構
成
は
、
万
治
本
に
「
二
條
姫
君
様

御
こ
し
ま
き
か
た
す
そ
く
ろ
べ
に
御
こ
し
白
」
の
例
が

あ
り
、
肩
裾
を
黒
紅
、
腰
を
白
と
す
る
腰
巻
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
図

も
同
様
の
腰
巻
と
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
片
輪
車
は
、
夏
の
正
装
で

あ
る
腰
巻
に
も
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

か
つ
て
か
ぶ
き
者
や
遊
女
が
好
ん
だ
片
輪
車
の
文
様
は
、
市
井
に
広
ま
り
、
女
院
御
所
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
で
意
味
に
も
変
化
が
生

じ
た
。
そ
の
流
れ
は
、
河
原
由
紀
子
が
指
摘
し
た
水
車
の
も
つ
意
味
合
い
の
変
化
と
軌
を
一
に
す
る
。

図 21 『雁金屋衣裳図案帳』
寛文三年（大阪市立美術館所
蔵）
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お

わ

り

に

昨
年
の
秋
に
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
に
お
い
て
「
歌
舞
伎
衣
装

綺
羅
を
ま
と
う
」
と
題
す
る
秋
季
特
別
展
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
記
念

講
演
を
依
頼
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、
歌
舞
伎
衣
裳
が
専
門
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
筆
者
が
何
に
つ
い
て
話
そ
う
か
と
思
案
し
、「
絵
で
み

る
歌
舞
伎
の
装
い

阿
国
か
ら
助
六
ま
で
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
講
演
を
お
こ
な
っ
た
。
現
存
す
る
歌
舞
伎
衣
裳
は
、
幕
末
以
後
の
も
の

が
ほ
と
ん
ど
で
、
そ
れ
以
前
の
衣
裳
に
つ
い
て
は
絵
で
知
る
し
か
な
い
。
歌
舞
伎
の
創
始
者
お
国
か
ら
始
め
て
江
戸
っ
子
の
人
気
者
助
六

ま
で
の
歌
舞
伎
衣
裳
に
つ
い
て
絵
画
を
参
考
に
辿
っ
て
み
よ
う
と
調
べ
は
じ
め
た
。
筆
者
に
と
っ
て
お
国
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
京
都
国
立
博

物
館
所
蔵
の
『
阿
国
歌
舞
伎
図
屏
風
』
に
描
か
れ
た
「
茶
屋
遊
び
」
の
か
ぶ
き
者
を
演
じ
る
お
国
で
あ
る
。
お
国
は
小
袖
に
黒
い
袖
無
し

羽
織
を
重
ね
て
帯
を
巻
き
、
刀
を
肩
に
掛
け
て
茶
屋
の
か
か
に
戯
れ
か
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
お
国
の
舞
台
を
描
く
京
大
本
『
国

女
歌
舞
伎
絵
詞
』
は
ず
い
ぶ
ん
と
印
象
が
違
っ
て
み
え
、
と
り
わ
け
小
袖
に
描
か
れ
た
片
輪
車
が
気
に
な
っ
た
。

片
輪
車
と
い
え
ば
、
す
ぐ
に
平
安
時
代
の
名
品
『
片
輪
車
蒔
絵
螺
鈿
手
箱
』
が
思
い
浮
か
ぶ
。
そ
の
片
輪
車
が
仏
教
的
な
表
象
で
あ
る

と
い
う
説
も
あ
り
、
お
国
の
片
輪
車
も
何
か
関
係
す
る
の
か
と
考
え
た
。
片
輪
車
の
歴
史
を
探
り
、
お
国
の
時
代
の
絵
画
を
調
べ
る
う
ち

に
『
豊
国
祭
礼
図
屏
風
』
に
描
か
れ
た
「
か
ま
わ
ぬ
」
文
様
の
服
を
着
た
か
ぶ
き
者
に
出
会
い
、
同
じ
く
そ
こ
に
描
か
れ
た
片
輪
車
の
意

味
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
か
ぶ
き
者
と
は
ず
い
ぶ
ん
以
前
か
ら
の
知
り
合
い
な
の
だ
が
、「
か
ま
わ

ぬ
」
ば
か
り
が
記
憶
に
あ
っ
て
片
輪
車
の
こ
と
な
ど
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
。
た
ま
た
ま
、
先
に
述
べ
た
講
演
の
資
料
を
見
返
し
て
気
付

い
た
次
第
で
あ
る
。
同
じ
片
輪
車
で
も
平
安
時
代
と
江
戸
時
代
初
期
で
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
意
味
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
後
さ
ら
に
吉

祥
的
な
意
味
へ
転
じ
て
い
く
。
お
国
が
活
躍
し
た
慶
長
と
い
う
時
代
の
閉
塞
感
を
詳
述
す
れ
ば
、
さ
ら
に
か
ぶ
き
者
が
片
輪
車
を
身
に
ま

と
い
、
お
国
の
衣
裳
に
片
輪
車
が
あ
ら
わ
さ
れ
た
理
由
が
明
確
に
な
っ
た
か
と
思
う
が
、
そ
の
世
相
に
つ
い
て
は
す
で
に
守
屋
毅
の

片
輪
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を
め
ぐ
る
文
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史
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『「
か
ぶ
き
」
の
時
代
』
や
小
笠
原
恭
子
の
『
出
雲
の
お
く
に

そ
の
時
代
と
芸
能
』
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
お
国
を
起
点
に
片
輪

車
の
文
様
史
を
た
ど
る
こ
と
で
、
そ
の
近
世
的
な
意
味
合
い
が
み
え
て
き
た
。

註⑴
『
当
代
記
』
巻
三
『
史
籍
雑
纂
』
一
九
九
五
年

八
一
頁

⑵
『
日
本
国
語
大
辞
典
』Japan

K
n
ow
ledge

版
の
「
あ
し
で
【
葦
手
】
の
項
目
の
語
誌
⑶
に
「
本
来
は
和
歌
を
書
写
す
る
場
合
の
遊
戯
的
装
飾
的

な
一
書
体
で
あ
っ
た
が
、
一
一
、
二
世
紀
ご
ろ
か
ら
、
敷
物
の
刺
繍
、
蒔
絵
、
服
飾
の
意
匠
、
料
紙
の
下
絵
の
呼
称
と
も
な
っ
て
い
っ
た
ら
し

い
。
絵
で
音
を
表
わ
す
字
音
絵
も
こ
の
一
種
と
み
て
よ
い
。」
と
あ
り
、
本
稿
に
お
い
て
も
「
字
音
絵
」
の
語
を
用
い
る
。

⑶

白
畑
よ
し
「
法
華
経
歌
絵
に
就
い
て
」
東
京
美
術
研
究
所
『
美
術
史
学
』
八
八
号

一
九
四
四
年

一
一
六
│
一
一
八
頁

⑷

江
上
綏
『
葦
手
絵
と
そ
の
周
辺
』（『
日
本
の
美
術
』
第
四
七
八
号
）
二
〇
〇
六
年

三
三
頁

⑸

江
上
綏
「
西
本
願
寺
本
三
十
六
人
家
集
に
お
け
る
能
宣
集
」『
秋
山
光
和
博
士
古
希
記
念
美
術
史
論
文
集
』
一
九
九
一
年

一
五
五
│
一
六
四
頁

⑹

橋
村
愛
子
「「
平
家
納
経
」
の
思
想
と
装
飾
プ
ロ
グ
ラ
ム
│
宝
塔
品
紙
背
に
み
る
四
季
絵
と
法
華
経
二
十
八
品
大
意
絵
と
の
関
わ
り
か
ら
│
」『
美

術
史
』
第
一
六
六
冊

二
〇
〇
九
年

四
一
一
│
四
三
一
頁

⑺

岩
波
文
庫
版
『
法
華
義
疏
』
一
九
七
五
年
初
版

一
八
頁

⑻

河
田
貞
「
二
つ
の
片
輪
車
蒔
絵
螺
鈿
手
箱
」『
國
華
』
一
〇
九
八
号

一
九
八
六
年

三
〇
│
三
八
頁

⑼

玉
蟲
玲
子
「
都
の
情
景
を
浄
土
に
見
る
「
片
輪
車
蒔
絵
螺
鈿
手
箱
」
考
」『
院
政
期
文
化
論
集

第
四
巻

宗
教
と
表
象
』
二
〇
〇
四
年

二
一

五
│
二
三
八
頁

⑽

須
藤
弘
敏
「
荘
厳
と
寓
意
│
流
水
片
輪
車
蒔
絵
螺
鈿
経
箱
を
め
ぐ
っ
て
」『
講
座
日
本
美
術
史

第
三
巻

図
像
の
意
味
』
二
〇
〇
五
年

一
四

一
│
一
六
七
頁

⑾

衛
藤
駿
「
平
安
工
芸
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム

流
水
片
輪
車
螺
鈿
蒔
絵
手
筥
」『
絵
画
の
発
見
〈
か
た
ち
〉
を
読
み
解
く
一
九
章
』
一
九
八
六
年

二

〇
一
│
二
〇
八
頁

⑿

註
⑽
前
掲
論
文

一
五
八
頁

⒀

註
⑽
前
掲
論
文

一
六
二
頁

片
輪
車
を
め
ぐ
る
文
様
史

二
二



⒁

承
安
五
年
（
一
一
七
五
）
書
写
の
『
元
輔
集
』（
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
所
蔵
）
の
表
紙
に
も
片
輪
車
が
葦
手
絵
の
字
音
絵
と
し
て
描
か
れ
る
が
、

こ
の
葦
手
絵
は
『
古
今
和
歌
集
』
秋
歌
上
所
収
の
「
鳴
き
わ
た
る
雁
の
な
み
だ
や
落
ち
つ
ら
む

も
の
思
ふ
宿
の
萩
の
う
へ
の
露
」
を
あ
ら
わ
し

た
も
の
で
あ
り
、
片
輪
車
は
必
ず
し
も
春
と
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。

⒂

註
⑽
前
掲
論
文

一
四
七
頁

⒃

荒
川
正
明
「
渥
美
窯

秋
草
文
壺
の
表
象
世
界
│
「
宝
瓶
」
信
仰
の
視
点
か
ら
再
考
す
る
│
」
田
原
市
制
施
行
一
〇
周
年
記
念
特
別
展
『
渥
美
窯

国
宝
を
生
ん
だ
そ
の
美
と
技
』
図
録

二
〇
一
三
年

一
二
四
頁

⒄

註
⑻
前
掲
論
文

三
八
頁

⒅

註
⑽
前
掲
論
文

一
四
四
頁

⒆

高
橋
隆
博
「
筥
・
櫛
筥
・
手
筥
│
手
筥
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
│
」『
手
箱
│
論
文
編
』
一
九
九
九
年

九
七
│
一
〇
五
頁

灰
野
昭
郞
「
手
箱
と
は
」（
同
右
）
八
│
一
七
頁

⒇

小
山
弓
弦
葉
「
九
条
袈
裟

無
学
祖
元
所
用
」
作
品
解
説
『
禅
│
心
を
か
た
ち
に
│
』
展
図
録

二
〇
一
六
年

三
五
六
頁

21

鳥
越
文
蔵
『
元
禄
歌
舞
伎
攷
』
一
九
九
一
年

一
六
六
│
一
六
九
頁

22

大
森
拓
土
「
国
女
歌
舞
伎
絵
詞
」
作
品
解
説
『
出
雲
阿
国
展
』
図
録

二
〇
一
三
年

一
四
四
頁

23

林
羅
山
「
徒
然
草
野
槌
」『
日
本
文
学
古
註
釈
大
成

徒
然
草
古
註
釈
大
成
』
一
九
七
八
年

二
一
八
頁

24

河
原
由
紀
子
「
近
世
小
袖
文
様

水
車
に
つ
い
て
」『
金
城
学
院
大
学
論
集

家
政
学
編
』
第
二
〇
巻

一
九
八
〇
年

一
〇
二
頁
│
九
五
頁

25

吉
川
美
穂
「
遊
楽
図
二
題
│
「
遊
楽
図
屏
風
（
相
応
寺
屏
風
）
と
「
本
多
平
八
郎
姿
絵
屏
風
」
│
」『
遊
び
の
流
儀

遊
楽
図
の
系
譜
』
展
図
録

二
〇
一
九
年

一
九
四
│
二
〇
〇
頁

26

井
出
幸
男
「『
宗
安
小
歌
集
』
の
成
立
時
期
私
見
│
�
水
車
の
歌
謡
�
と
�
助
詞
「
な
ふ
」
と
「
の
」�
の
変
遷
│
」『
国
文
学
研
究
』
七
七
巻

一

九
八
二
年

27
『
愚
管
記
』
応
安
二
年
（
一
三
六
九
）
二
月
二
五
日
条

雑
色
長
武
音
の
衣
裳
〈

〉
内
は
割
書

「
続
装
束
、
上
青
下
白
皆
練
貫
也
。
裏
二
倍
施
画
図
。
右
袖
宇
治
橋
〈
橋
上
有
袖
〉、
左
袖
水
車
等
也
〈
皆
以
薄
画
之
〉」（『
続
史
料
大
成
』
２

一
九
六
七
年

二
九
〇
頁
）

28
『
明
徳
二
年
室
町
殿
春
日
詣
記
』
明
徳
二
年
（
一
三
九
一
）
九
月
一
五
日

「
教
興
朝
臣
〈
中
略
〉
中
間
二
人
。
直
垂
。
一
人
ノ
絵
様
。
水
車
ヲ
銀
薄
ニ
テ
押
。
片
袖
ニ
ハ
柳
ノ
立
木
ア
リ
。〈
中
略
〉
定
清

朽
葉
狩
衣
。
文

片
輪
車
を
め
ぐ
る
文
様
史

二
三



河
水
ニ
水
車
。〈
中
略
〉
直
垂
中
間
二
人
。
一
人
ノ
絵
様
橋
。
片
袖
ニ
ハ
水
ニ
井
関
。
金
銀
薄
ニ
テ
押
。
一
人
ハ
水
ニ
水
車

左
右
同
。
是
モ
金

銀
薄
ニ
テ
押
。」（『
続
群
書
類
従
』
第
二
輯
下

神
祇
部

一
九
五
八
年

五
二
三
、
五
二
四
頁
）

29

菊
池
真
一
編
『
恨
の
介
・
薄
雪
物
語
』
一
九
九
四
年

三
頁
「
こ
ゝ
や
か
し
こ
に
集
ま
り
て
思
ひ
�
�
の
物
語
。「
こ
れ
よ
り
す
ぐ
に
豊
国
へ
」

「
い
ざ
や
我
等
は
祇
園
殿
」
さ
て
は
「
北
野
へ
い
ざ
行
て
、
国
が
歌
舞
伎
を
見
ん
」
と
言
ふ
人
も
あ
り
。「
東
福
寺
の
橋
に
て
踊
ら
ば
や
」「
五
条

に
て
慰
ま
ん
」
と
我
に
等
し
き
友
人
を
引
き
連
れ
�
�
、「
い
づ
れ
か
良
か
ら
ま
し
か
ば
」
と
、「
心
の
慰
み
は
浮
世
ば
か
り
」
と
う
ち
し
げ
る
。」

30

黒
田
日
出
男
『
豊
国
祭
礼
図
を
読
む
』
二
〇
一
三
年

二
六
二
│
二
六
七
頁

31
『
朝
㒵
の
つ
ゆ
』（
赤
木
文
庫
蔵
絵
入
古
写
本
）『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
第
一

一
九
七
三
年

四
一
五
頁

32
『
信
太
』
東
洋
文
庫
三
五
五
『
幸
若
舞
』
一

一
九
七
九
年

一
八
一
頁

33

守
屋
毅
『「
か
ぶ
き
」
の
時
代
』
一
九
七
六
年

九
五
頁

34

京
都
市
考
古
資
料
館
編
『
特
別
展
示

洛
中
桃
山
陶
器
の
世
界
│
三
条
界
隈
出
土
│
』
展
示
目
録

一
九
九
八
年

│
│
文
学
部
教
授
│
│

片
輪
車
を
め
ぐ
る
文
様
史

二
四


