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一
　
釈
迦
涅
槃
図

陶
磁
器
や
骨
董
品
な
ど
の
話
題
を
掲
載
し
て
い
る「
陶
楽
」と
い
う
雑
誌
の
編
集
者
岡
崎
か
ら
原
稿
の
依
頼
が
あ
っ

た
の
は
十
月
も
末
の
こ
と
だ
っ
た
。

岡
崎
は
十
二
月
号
の
特
集
と
し
て
幻
の
名
品
を
採
り
挙
げ
る
こ
と
に
し
た
と
言
い
、
富
山
の
何
処
か
に
眠
っ
て
い

る
と
い
わ
れ
る
「
鳳
凰
草
虫
花
紋
瓢
壺
」
を
ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
が
探
し
に
行
く
、
そ
ん
な
感
じ
で
骨
董
店
を
取
材
し
て

原
稿
を
纏
め
て
く
れ
な
い
か
と
言
っ
た
。

「
鳳
凰
草
虫
花
紋
瓢
壺
」か
、な
る
ほ
ど
な
、と
感
じ
た
と
き
、締
め
切
り
は
何
時
な
ん
だ
ろ
う
と
尋
ね
て
い
た
。
だ
が
、

そ
う
答
え
る
だ
ろ
う
と
は
岡
崎
も
分
か
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
締
め
切
り
日
や
原
稿
の
枚
数
な
ど
細
か
な
こ
と
を

教
え
て
く
れ
る
時
の
口
調
か
ら
す
れ
ば
、面
白
い
も
の
を
書
い
て
く
れ
よ
、と
で
も
言
い
た
げ
な
こ
と
は
十
分
伝
わ
っ

て
来
た
か
ら
だ
。

岡
崎
の
言
う
「
鳳
凰
草
虫
花
紋
瓢
壺
」
と
い
う
の
は
、
元げ

ん

の
時
代
に
制
作
さ
れ
た
瓢
箪
の
形
を
し
た
染
付
の
大
壺

な
の
だ
が
、
確
か
に
珍
し
い
も
の
で
完
器
は
世
界
に
四
点
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
、
し
か
も
、
そ
の
う
ち
の
三
つ
は

イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
の
ト
プ
カ
ピ
宮
殿
サ
ラ
イ
博
物
館
の
所
蔵
品
な
の
だ
か
ら
実
際
に
目
に
す
る
こ
と
は
か
な
り
難
し

い
だ
ろ
う
。

た
だ
、
残
さ
れ
た
四
点
の
う
ち
の
ひ
と
つ
は
日
本
に
在
る
、
山
形
県
の
「
掬
粋
巧
芸
館
」
が
所
蔵
し
て
い
る
の
だ
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が
、
こ
れ
は
常
設
展
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
山
形
ま
で
足
を
運
べ
ば
誰
で
も
目
に
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
の
こ
と
か

ら
す
れ
ば
珍
し
い
壺
で
あ
る
の
は
事
実
だ
が
必
ず
し
も
幻
の
名
品
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
な
ら
な
ぜ
岡
崎
は
幻
の
名
品
の
ひ
と
つ
に
採
り
挙
げ
た
の
か
、
し
か
も
、
取
材
先
が
山
形
で
は
無
く
て
富
山

な
の
か
、
そ
の
こ
と
に
は
少
し
ば
か
り
注
釈
が
必
要
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
大
壺
は
戦
前
に
富
山
の
或
る
豪
商
が
中

国
か
ら
持
ち
込
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
、
し
か
も
、
そ
の
時
に
は
一
対
の
も
の
だ
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

つ
ま
り
、
掬
粋
巧
芸
館
の
他
に
も
う
ひ
と
つ
の
壺
が
富
山
の
何
処
か
に
秘
蔵
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
と
は
以
前

か
ら
噂
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
だ
。
岡
崎
は
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
幻
の
名
品
特
集
の
ひ
と
つ
と
し
て
採
り

上
げ
、
富
山
の
骨
董
店
を
取
材
す
る
よ
う
告
げ
た
の
だ
。

も
う
ひ
と
つ
の
壺
が
富
山
の
何
処
か
に
秘
蔵
さ
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
、
と
聞
い
た
の
は
骨
董
品
に
興
味
を

持
ち
始
め
た
頃
の
こ
と
だ
か
ら
け
し
て
新
し
い
話
で
は
な
い
。
現
に
「
鳳
凰
草
虫
花
紋
瓢
壺
」
探
し
は
過
去
に
も
何

度
か
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
。

で
は
、
見
つ
か
っ
た
の
か
と
言
え
ば
そ
う
で
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
て
再
び
採
り

あ
げ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
本
当
に
在
る
の
か
ど
う
か
は
怪
し
い
も
の
だ
、
こ
の
よ
う
な
貴
重
品
の
所
在
を
骨
董

商
が
知
っ
て
い
る
の
な
ら
と
っ
く
に
世
に
出
て
い
る
は
ず
だ
。
今
頃
は
何
処
か
の
美
術
館
に
で
も
納
ま
っ
て
い
る
に

違
い
な
く
、
今
更
骨
董
商
に
尋
ね
て
み
た
と
こ
ろ
で
所
在
が
明
ら
か
に
な
る
と
も
思
え
な
い
。

そ
れ
な
の
に
岡
崎
の
依
頼
を
引
き
受
け
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
原
稿
を
書
け
ば
良
い
の
か
察
し
は
付
い
て
い
た
か

ら
だ
。
岡
崎
は
富
山
の
何
処
か
に
秘
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
貴
重
な
壺
を
発
見
し
ろ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
し
、
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そ
の
存
在
を
確
実
に
裏
付
け
る
だ
け
の
証
拠
を
探
し
出
せ
と
言
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。

岡
崎
は
幻
の
壺
を
題
材
に
し
て
富
山
の
骨
董
品
を
紹
介
す
る
よ
う
な
記
事
を
書
い
て
欲
し
い
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。

だ
か
ら
こ
そ
、
面
白
い
も
の
を
書
い
て
く
れ
よ
、
と
言
葉
に
は
出
さ
な
い
が
、
そ
の
こ
と
は
暗
黙
の
了
解
と
し
て
お

互
い
に
分
か
っ
て
い
る
こ
と
な
の
だ
。

富
山
に
限
ら
な
い
が
骨
董
店
の
記
事
が
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
れ
ば
客
足
が
増
え
る
こ
と
ぐ
ら
い
は
何
所
の
骨
董
店
の

主
人
で
も
心
得
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
読
者
の
興
味
を
惹
き
そ
う
な
面
白
い
話
も
披
露
し
て
く
れ
る
の
だ
。
そ
こ
に

「
鳳
凰
草
虫
花
紋
瓢
壺
」
が
絡
め
ば
読
者
の
興
味
が
増
す
だ
ろ
う
こ
と
ぐ
ら
い
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

「
陶
楽
」
の
読
者
と
い
う
の
は
鵜
の
目
鷹
の
目
で
掘
出
し
物
を
狙
っ
て
い
る
骨
董
好
き
の
趣
味
人
な
の
だ
か
ら
、

十
二
月
号
の
記
事
を
読
ん
で
富
山
ま
で
足
を
運
ぶ
読
者
だ
っ
て
少
な
く
は
無
い
は
ず
だ
。
い
や
、
富
山
ま
で
行
き
た

く
な
る
よ
う
な
記
事
を
書
く
こ
と
が
課
せ
ら
れ
た
仕
事
な
の
だ
。

だ
が
、
取
材
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
無
い
、
原
稿
を
ど
の
よ
う
に
纏
め
る
か
、
そ
の
こ
と
に
は
既
に
見
当

が
付
い
て
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
岡
崎
の
依
頼
を
引
き
受
け
た
の
は
そ
れ
だ
け
が
理
由
で
も
無
か
っ
た
。

取
材
先
が
富
山
だ
と
聞
い
た
と
き
、
富
山
ま
で
行
く
か
ら
に
は
能
登
ま
で
足
を
延
ば
し
て
長
谷
川
等
伯
の
仏
画
を

調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
、
そ
れ
だ
け
の
時
間
的
余
裕
は
在
る
は
ず
だ
と
考
え
て
も
い
た
か
ら
だ
。

等
伯
は
能
登
の
七
尾
に
生
ま
れ
て
い
る
、
京
に
上
る
以
前
に
は
仏
絵
師
と
し
て
近
在
の
寺
々
の
求
め
に
応
じ
て
沢

山
の
仏
画
を
描
い
て
い
た
は
ず
だ
。
そ
の
こ
と
は
等
伯
の
画
業
を
調
べ
て
い
る
か
ら
知
っ
て
は
い
た
。

今
年
の
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
東
京
国
立
博
物
館
で
は
長
谷
川
等
伯
の
没
後
四
百
年
を
記
念
し
た
大
規
模
な
展
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覧
会
が
開
催
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
上
洛
以
前
の
絵
も
展
示
さ
れ
て
は
い
た
が
そ
の
数
は
僅
か
だ
っ
た
。
そ
れ
は
仕
方

が
無
い
だ
ろ
う
、
画
業
の
中
心
に
在
る
の
は
京
で
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
無
い
か
ら
だ
。

た
だ
、
等
伯
の
画
業
を
調
べ
て
い
る
の
は
、
ど
こ
か
の
雑
誌
社
か
ら
等
伯
の
記
事
を
依
頼
さ
れ
た
訳
で
は
な
く
て
、

等
伯
の
生
涯
を
題
材
と
し
た
作
品
を
書
き
た
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
等
伯
が
能
登
で
描
い

た
も
の
を
、
も
う
少
し
だ
け
こ
の
目
で
実
際
に
観
て
確
か
め
て
お
き
た
か
っ
た
。

能
登
ま
で
行
っ
て
仏
画
を
拝
観
す
れ
ば
何
か
し
ら
得
る
も
の
は
在
る
に
違
い
な
い
。
い
や
、
等
伯
と
い
う
絵
師
の

人
物
像
を
造
形
す
る
た
め
の
得
難
い
体
験
が
待
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
画
集
で
見
る
こ
と
と
実
際
に
現
地
ま

で
足
を
運
ん
で
み
る
こ
と
で
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
無
く
、
そ
の
土
地
の
風
土
や
人
々
の
営
み
の
よ

う
な
も
の
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。

ま
し
て
や
季
節
は
冬
に
向
か
お
う
と
し
て
い
る
、
能
登
に
行
く
の
な
ら
今
が
丁
度
良
い
時
期
で
は
な
い
か
、
こ
れ

は
願
っ
て
も
無
い
良
い
機
会
だ
。
そ
う
思
う
と
下
調
べ
を
す
る
こ
と
さ
え
煩
わ
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
無
か
っ
た
。

富
山
の
骨
董
品
店
を
い
く
つ
か
選
ん
で
主
人
に
連
絡
を
つ
け
て
か
ら
、
更
に
仏
画
を
所
有
し
て
い
る
と
さ
れ
る

寺
々
を
等
伯
関
係
の
書
籍
で
確
か
め
、
地
図
で
場
所
を
確
認
し
て
か
ら
行
け
そ
う
な
お
寺
を
絞
り
込
み
、
拝
観
可
能

な
も
の
か
ど
う
か
、可
能
な
ら
訪
れ
た
い
の
だ
と
連
絡
を
し
て
み
る
と
、連
絡
を
し
た
お
寺
は
皆
快
く
応
じ
て
く
れ
た
。

等
伯
に
専
念
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
な
、
そ
う
感
じ
て
は
い
た
が
、
先
ず
は
「
陶
楽
」
の
取
材
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
富
山
を
訪
ね
た
そ
の
日
の
午
後
と
翌
日
に
は
約
束
を
し
た
幾
つ
か
の
骨
董
品
店
の
主
人
に
取
材
を
し
て
み

る
と
、店
先
に
は
興
味
を
引
く
よ
う
な
品
物
が
多
く
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
在
る
が
、つ
い
つ
い
骨
董
談
議
に
な
っ
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て
し
ま
い
時
間
を
費
や
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
頃
は
昭
和
レ
ト
ロ
な
日
用
雑
記
や
調
度
品
、
或
い
は
明
治
以
降
に
作
ら
れ
た
そ
れ
ほ
ど
値
の
張
ら
な
い
伊
万

里
焼
に
は
少
し
ず
つ
需
要
が
出
て
き
て
い
る
と
い
う
の
だ
が
、
そ
う
か
も
知
れ
な
い
と
感
じ
る
の
は
、
今
年
は
平
成

二
十
二
年
な
の
だ
か
ら
戦
争
が
終
わ
っ
て
か
ら
で
さ
え
六
十
五
年
の
歳
月
が
過
ぎ
て
行
っ
た
の
だ
。
六
十
五
年
と
い

え
ば
一
人
の
人
間
の
生
涯
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
時
間
の
長
さ
な
の
だ
。

戦
争
前
の
昭
和
時
代
に
作
ら
れ
た
日
用
品
な
ど
現
代
で
は
用
い
ら
れ
て
い
る
は
ず
も
な
い
、
生
活
の
中
で
見
る
こ

と
な
ど
出
来
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
日
本
人
の
生
活
様
式
は
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
、
そ
ん
な
こ
と

は
当
た
り
前
だ
と
、
店
先
に
並
べ
ら
れ
た
「
骨
董
品
」
は
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

何
れ
の
骨
董
店
で
も
そ
う
し
た
値
ご
ろ
感
が
あ
り
質
の
良
い
品
物
を
揃
え
て
い
た
が
、
連
絡
を
し
な
か
っ
た
骨
董

店
の
店
先
を
覗
い
て
み
て
も
、
良
品
が
多
く
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
骨
董
好
き
の
趣
味
人
が
富
山
を

訪
れ
て
店
先
を
覗
き
込
め
ば
「
掘
り
出
し
物
」
を
見
つ
け
る
こ
と
は
十
分
可
能
な
よ
う
に
感
じ
た
。

取
材
を
終
え
る
と
駅
前
の
ホ
テ
ル
に
戻
っ
て
取
材
を
し
た
骨
董
商
の
話
を
記
事
に
ま
と
め
る
た
め
に
原
稿
用
紙
に

向
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
原
稿
の
締
め
切
り
が
迫
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
く
て
長
谷
川
等
伯
の
仏
画
を
見
に
行
く

関
係
か
ら
、
骨
董
商
の
話
し
て
く
れ
た
こ
と
や
実
見
し
た
骨
董
品
の
印
象
が
薄
れ
な
い
う
ち
に
仕
事
を
終
え
た
い
が

た
め
だ
っ
た
。

自
分
で
も
興
味
の
あ
る
分
野
な
ら
気
分
良
く
ペ
ン
を
走
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
、
こ
の
頃
は
実
感
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
ん
な
ふ
う
に
美
術
品
や
骨
董
品
を
題
材
に
し
た
原
稿
を
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
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れ
ほ
ど
古
い
話
で
は
な
か
っ
た
。

「
陶
楽
」
の
他
に
は
「
歴
史
散
歩
」
と
い
う
歴
史
上
の
出
来
事
や
人
物
に
関
す
る
出
来
事
な
ど
を
掲
載
す
る
雑
誌
に

も
記
事
を
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
ど
ち
ら
の
雑
誌
も
今
か
ら
七
、八
年
、
或
い
は
十
年
ほ
ど
前
に
よ

う
や
く
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
そ
れ
ま
で
は
事
件
な
ど
の
ル
ポ
を
主
な
仕
事
に
し
て
い
た
。

大
学
を
卒
業
し
た
の
は
三
十
年
程
も
前
の
こ
と
だ
が
、
あ
の
と
き
就
職
先
に
選
ん
だ
の
は
テ
レ
ビ
局
の
下
請
け
の

プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
会
社
だ
っ
た
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
し
か
就
職
先
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
も
言
え
る
が
、
あ

の
頃
は
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
に
な
り
た
い
と
も
、
大
衆
文
学
を
書
き
た
い
と
も
考
え
て
い
た
た
め
に
選
ん
だ
就
職
先

だ
っ
た
。
あ
の
頃
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
は
実
に
面
白
か
っ
た
、
優
れ
た
ド
ラ
マ
を
幾
つ
も
放
送
し
て
い
た
時
代
だ
っ
た

の
だ
。

十
年
ち
ょ
っ
と
働
い
た
下
請
け
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
会
社
を
辞
め
て
三
十
代
半
ば
で
フ
リ
ー
ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
に
な
っ

た
の
は
、
下
請
け
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
で
上
司
に
こ
き
使
わ
れ
る
の
が
嫌
に
な
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り

活
字
の
世
界
の
方
が
自
分
に
向
い
て
い
る
と
感
じ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

た
だ
、
フ
リ
ー
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
依
頼
さ
れ
る
ル
ポ
の
内
容
は
テ
レ
ビ
業
界
と
そ
れ
ほ
ど
異
な
っ
て
い
た

訳
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
の
十
年
ほ
ど
も
テ
レ
ビ
業
界
と
同
じ
よ
う
に
様
々
な
事
件
を
ル
ポ
し
て
き
た
が
、
社

会
の
暗
黒
面
ば
か
り
を
取
材
し
て
回
っ
た
と
言
っ
て
も
間
違
い
で
は
無
か
っ
た
。

芸
能
人
の
覚
せ
い
剤
事
件
、
犯
人
が
特
定
で
き
な
い
殺
人
事
件
、
犯
人
は
逮
捕
さ
れ
た
が
真
犯
人
と
も
断
定
で
き

そ
う
に
な
い
冤
罪
の
可
能
性
の
あ
る
事
件
、
或
い
は
政
治
家
の
金
に
ま
つ
わ
る
事
件
や
不
倫
な
ど
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
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ば
か
り
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
庶
民
が
関
心
を
持
つ
よ
う
な
事
件
、
週
刊
誌
を
賑
わ
す
よ
う
な
事
件
と
い
う
の
は
、
何

時
の
時
代
も
凡
そ
決
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

人
間
と
い
う
の
は
昔
も
今
も
同
じ
こ
と
ば
か
り
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
そ
ん
な
人
間
の
生
き
て
い
る
社
会
と
い
う

の
も
ま
た
似
た
よ
う
な
も
の
だ
。
ど
こ
か
ら
か
汚
濁
に
塗
れ
た
泡あ

ぶ
くの

よ
う
な
も
の
が
生
ま
れ
て
は
消
え
て
い
く
、
何

時
ま
で
経
っ
て
も
同
じ
よ
う
な
事
件
が
尽
き
る
こ
と
な
く
続
い
て
行
く
の
だ
。

人
間
社
会
と
い
う
の
は
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
な
の
だ
。
何
が
進
歩
す
る
訳
で
も
無
い
、
何
か
し
ら
好
ま
し
い
社

会
に
向
か
っ
て
前
進
す
る
訳
で
も
無
け
れ
ば
、
い
つ
か
愛
す
べ
き
未
来
に
到
達
す
る
こ
と
な
ど
在
り
は
し
な
い
。

そ
ん
な
思
い
が
強
ま
っ
て
来
る
と
、
自
分
の
体
に
も
薄
汚
れ
た
ど
ぶ
の
匂
い
が
染
み
付
い
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気

持
ち
に
な
っ
て
い
た
。
い
や
、
自
分
の
中
に
も
そ
ん
な
嫌
な
も
の
を
一
杯
に
溜
め
込
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
な
不
快
感

を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

た
だ
、
た
ま
に
、
…
…
そ
う
だ
っ
た
、
毎
年
で
は
無
い
が
、
夏
が
近
づ
く
と
戦
争
に
関
す
る
記
事
や
戦
前
戦
後
の

庶
民
の
暮
ら
し
な
ど
の
ル
ポ
を
依
頼
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
企
画
は
高
名
な
作
家
や
評
論
家
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、

彼
ら
の
記
事
を
中
心
に
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
自
分
た
ち
ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
の
書
い
た
原
稿
も
ほ
ん
の
一
部

で
は
あ
っ
た
に
せ
よ
挿
話
と
し
て
使
わ
れ
た
。
そ
れ
は
、
ま
あ
、
ご
苦
労
さ
ん
、
と
い
う
意
味
で
掲
載
し
て
く
れ
た

の
だ
ろ
う
。

そ
の
程
度
の
記
事
で
も
意
欲
を
持
っ
て
取
り
組
め
た
の
は
、
大
学
生
時
代
に
読
ん
で
い
た
松
本
清
張
の
「
昭
和
史

発
掘
」
を
思
い
出
し
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
。
あ
れ
ほ
ど
の
著
作
を
よ
く
も
書
け
た
も
の
だ
と
思
い
返
し
た
が
、
そ
れ
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は
大
学
生
の
時
に
は
感
じ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
感
慨
だ
っ
た
。

自
分
で
文
章
を
書
く
よ
う
に
な
っ
て
よ
う
や
く
本
当
の
難
し
さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
だ
が
、

そ
う
感
じ
る
と
、
あ
れ
ほ
ど
立
派
な
研
究
で
は
無
く
と
も
自
分
な
り
に
昭
和
史
を
探
求
し
て
い
け
ば
何
か
し
ら
真
実

と
い
う
も
の
に
辿
り
着
け
る
の
で
は
無
い
か
と
思
う
よ
う
に
も
な
っ
た
の
だ
。

そ
う
だ
っ
た
の
だ
な
、
若
い
頃
か
ら
興
味
を
抱
き
関
心
を
持
っ
て
調
べ
て
い
た
美
術
品
や
歴
史
に
つ
い
て
書
き
た

く
な
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
、
自
分
で
興
味
の
あ
る
主
題
な
ら
少
し
は
満
足
感
も
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
か
ら
で

も
あ
る
が
、
た
だ
、
そ
こ
に
、
も
う
ひ
と
つ
だ
け
理
由
が
在
っ
た
の
だ
と
す
る
な
ら
、
自
分
の
年
齢
を
感
じ
る
よ
う

に
な
っ
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。

既
に
四
十
代
も
半
ば
を
過
ぎ
五
十
代
に
差
し
掛
か
っ
て
い
た
、
体
力
の
衰
え
も
感
じ
始
め
て
い
た
の
だ
。
何
時
ま

で
も
ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
暮
ら
し
が
出
来
る
と
は
限
ら
な
い
。
事
件
の
ル
ポ
よ
り
も
美
術
品
の
よ
う
に
形
の
在
る
も
の
、

そ
し
て
、
誰
も
が
過
ご
し
て
き
た
歴
史
の
真
実
を
検
証
す
る
こ
と
、
そ
う
し
た
も
の
を
主
題
と
し
て
取
り
組
む
こ
と

の
方
が
ど
れ
ほ
ど
良
い
こ
と
か
、
例
え
直
ぐ
に
は
評
価
さ
れ
な
く
と
も
著
作
は
残
る
の
だ
、
そ
う
考
え
る
と
執
筆
に

本
腰
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、残
さ
れ
た
時
間
は
少
な
い
、そ
ん
な
こ
と
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
。

そ
う
し
た
思
い
を
抱
い
て
先
ず
書
き
始
め
た
の
は
画
家
や
陶
芸
家
の
伝
記
だ
っ
た
。
田
中
一
村
の
こ
と
を
書
い
て

み
た
が
、
そ
れ
が
掲
載
さ
れ
た
と
き
に
幾
ら
か
は
好
評
を
持
っ
て
迎
え
ら
れ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
評
伝
と
は
少
し

違
っ
て
独
特
の
視
点
で
田
中
一
村
の
生
涯
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
に
テ
レ
ビ
局
の
下
請

け
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
や
雑
誌
や
週
刊
誌
の
ル
ポ
で
培
っ
た
取
材
経
験
が
生
か
さ
れ
た
と
言
っ
て
良
か
っ
た
。
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画
家
や
陶
芸
家
の
履
歴
を
調
べ
る
と
、
も
し
か
し
た
ら
彼
ら
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
見
当
を

つ
け
た
人
物
を
捜
し
出
し
取
材
し
た
こ
と
で
、
思
い
も
か
け
な
か
っ
た
珍
し
い
話
を
聴
く
こ
と
が
出
来
た
。
そ
う
し

た
逸
話
が
上
手
い
具
合
に
画
家
や
陶
芸
家
の
人
物
像
を
浮
き
彫
り
に
し
て
新
鮮
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
た
の

だ
。だ

が
、
画
家
や
陶
芸
家
の
逸
話
を
発
見
し
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
テ
レ
ビ
番
組
や
総
合
雑
誌
で
採
り
あ
げ

ら
れ
る
こ
と
な
ど
無
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
掲
載
し
た
美
術
雑
誌
の
記
事
と
し
て
好
事
家
の
関
心
を
引
く
だ
け
の
事

だ
っ
た
。

そ
れ
が
現
実
と
い
え
ば
そ
の
と
お
り
に
は
違
い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
手
掛
け
た
評
伝
が
あ
る
程
度
の
評
価
を

得
た
こ
と
で
自
分
の
や
り
か
た
は
間
違
っ
て
い
な
い
と
感
じ
た
。

自
分
の
好
き
な
画
家
や
陶
芸
家
、
更
に
作
家
な
ど
に
も
範
囲
を
広
げ
て
い
く
と
、
そ
れ
は
ご
く
自
然
に
美
術
史
や

歴
史
に
も
深
入
り
し
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、五
十
歳
を
幾
つ
か
過
ぎ
た
七
、八
年
ほ
ど
前
か
ら
は「
陶
楽
」、

或
い
は
歴
史
や
故
事
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
出
来
事
、
人
物
像
な
ど
を
中
心
に
し
た
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
雑
誌
「
歴

史
散
歩
」
に
原
稿
を
書
く
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
た
。

そ
ん
な
昔
の
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら
原
稿
を
書
き
進
め
て
い
た
が
、
夜
半
を
過
ぎ
た
頃
に
は
さ
す
が
に
眠
気
を

催
し
て
き
た
。
あ
と
は
東
京
に
帰
っ
て
か
ら
推
敲
す
れ
ば
良
い
の
だ
。
今
日
は
休
む
こ
と
に
し
よ
う
と
思
い
ベ
ッ
ド

に
入
っ
た
。
し
か
し
、
横
に
な
っ
て
い
て
も
な
か
な
か
眠
れ
な
か
っ
た
。

富
山
に
取
材
に
来
た
こ
と
で
立
山
連
峰
な
ど
の
日
ご
ろ
は
見
か
け
な
い
風
景
を
眺
め
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
が
中
学
、
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高
校
の
頃
に
郷
里
で
眺
め
た
は
ず
の
旧
い
記
憶
を
呼
び
起
こ
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
や
、
い
よ
い
よ
等
伯
と
本

格
的
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
明
日
は
何
か
し
ら
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
な
こ
と
に

出
会
う
の
か
も
知
れ
な
い
、
そ
ん
な
こ
と
が
次
々
と
浮
か
ん
で
き
た
た
め
に
気
持
ち
が
高
ぶ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ

う
。午

前
七
時
に
眼
を
覚
ま
し
た
と
き
、
今
日
は
念
願
か
な
っ
て
長
谷
川
等
伯
の
仏
絵
を
拝
観
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

だ
と
、
先
ず
そ
の
こ
と
が
意
識
に
上
っ
て
い
た
。
体
が
少
々
疲
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
久
し
ぶ
り
に
晴
れ
や

か
な
気
分
を
味
わ
っ
て
い
た
の
は
、
今
年
の
展
覧
会
で
等
伯
の
作
品
に
接
し
た
と
き
の
感
動
を
思
い
出
し
て
い
た
か

ら
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

長
谷
川
等
伯
も
今
で
は
す
っ
か
り
有
名
に
な
り
「
松
林
図
屏
風
」
は
水
墨
画
の
最
高
傑
作
と
し
て
国
宝
に
も
指
定

さ
れ
て
い
る
が
、
長
谷
川
等
伯
に
興
味
を
覚
え
た
の
は
今
か
ら
十
年
以
上
も
前
の
こ
と
だ
。
そ
の
頃
は
実
物
を
見
る

機
会
は
無
く
幾
つ
か
の
画
集
で
観
て
い
た
だ
け
だ
が
、
ひ
と
つ
気
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
こ
れ
ほ
ど
の
優
れ
た
作
品
を
描
い
た
長
谷
川
等
伯
や
長
谷
川
派
の
画
家
の
名
は
江
戸
時
代
に
入
る
と
忽

然
と
し
て
消
え
て
し
ま
う
こ
と
だ
っ
た
。
等
伯
の
名
が
再
び
世
に
出
て
来
る
の
は
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
の
事
で
あ
り
、

な
ぜ
美
術
史
か
ら
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
の
か
は
謎
だ
っ
た
。

等
伯
展
に
は
何
度
か
足
を
運
ん
で
み
た
が
、
現
物
を
目
に
し
て
い
る
と
、
等
伯
と
い
う
画
家
が
ど
の
よ
う
に
し
て

大
成
し
て
行
く
の
か
、
作
品
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
原
動
力
は
何
な
の
か
、
実
は
そ
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

織
田
信
長
が
上
洛
し
た
後
に
は
俗
に
言
う
戦
国
時
代
も
終
焉
の
時
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
南
蛮
貿
易
が
行
わ
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れ
京
や
堺
や
博
多
の
商
人
は
財
を
富
ま
せ
て
行
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
織
田
・
豊
臣
の
天
下
と
な
る
時
代

は
華
や
か
さ
に
満
ち
て
い
た
は
ず
だ
。
と
い
う
よ
り
、
等
伯
は
そ
の
よ
う
な
時
代
の
空
気
を
読
み
取
っ
た
う
え
で
見

事
な
ま
で
に
屏
風
絵
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
。

だ
か
ら
こ
そ
実
際
に
等
伯
の
作
品
に
接
す
る
と
、
安
土
桃
山
と
い
う
時
代
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
と

感
じ
る
と
共
に
、
こ
の
時
代
に
生
き
て
い
た
人
間
の
感
性
や
息
吹
を
も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、

狩
野
派
の
よ
う
な
、
謂
わ
ば
完
成
さ
れ
た
様
式
美
に
沿
っ
て
作
成
さ
れ
た
絵
画
で
は
無
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
新
し

い
様
式
を
次
々
と
生
み
出
そ
う
と
す
る
意
欲
の
よ
う
な
も
の
を
ど
こ
か
に
感
じ
る
。

そ
ん
な
気
持
ち
が
強
く
な
っ
た
た
め
に
長
谷
川
等
伯
の
生
涯
を
辿
っ
て
み
た
い
と
思
っ
た
。
し
か
し
、
調
べ
て
み

る
と
等
伯
の
本
格
的
な
評
伝
は
無
く
、
そ
の
人
生
に
は
不
確
か
な
部
分
が
多
い
こ
と
に
気
付
い
た
。
だ
が
、
む
し
ろ

そ
の
こ
と
が
等
伯
に
対
す
る
好
奇
心
を
掻
き
立
て
た
。

等
伯
の
素
晴
ら
し
い
作
品
が
こ
れ
ほ
ど
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
に
資
料
が
乏
し
い
の
は
ど
う
し
た
訳
か
、

そ
の
こ
と
に
ま
す
ま
す
興
味
を
感
じ
こ
と
か
ら
等
伯
を
主
人
公
に
し
た
小
説
の
構
想
が
浮
か
ん
だ
。

そ
れ
は
、
ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
で
終
わ
り
た
く
は
な
い
、
し
っ
か
り
と
し
た
作
品
を
残
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
感
じ

る
こ
と
に
も
繋
が
っ
た
。
し
っ
か
り
と
し
た
作
品
と
は
、
す
な
わ
ち
文
学
作
品
と
し
て
の
評
価
に
耐
え
る
だ
け
の
価

値
を
持
っ
た
小
説
の
こ
と
だ
。

安
土
桃
山
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
、
あ
の
時
代
に
生
き
た
人
間
に
つ
い
て
、
そ
し
て
政
治
と
文
化
に
つ
い
て
、

長
谷
川
等
伯
を
主
人
公
に
し
た
小
説
を
書
く
こ
と
が
出
来
れ
ば
…
…
、
そ
う
は
思
う
の
だ
が
、
そ
の
反
面
で
は
自
分
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に
出
来
る
の
か
ど
う
か
、
内
心
で
は
恐
れ
も
感
じ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
目
の
前
の
仕
事
を
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
か
、
昭
和
史
の
原
稿
も
書
い
て
い
る
か
ら
、
な
ど
と
理
由
を
つ
け
て
等
伯
に
取
り
組
む
決
心
が
つ
か
な
か
っ
た
。

だ
が
、
上
手
い
具
合
に
能
登
を
訪
ね
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
、
能
登
を
訪
ね
よ
う
と
し
た
の
は
上
洛
以
前
の
等
伯
の

画
業
を
観
る
こ
と
で
何
か
し
ら
ヒ
ン
ト
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

等
伯
だ
っ
て
仏
絵
師
で
終
わ
る
積
も
り
は
無
か
っ
た
だ
ろ
う
、
故
郷
を
後
に
し
て
上
洛
を
決
意
す
る
か
ら
に
は
、

そ
こ
に
は
何
か
、
大
き
な
決
断
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
が
自
分
に
も
感
知
で
き
る
の
な
ら
、
等
伯
の
人
生
を
想
い

描
け
る
は
ず
だ
、
と
も
か
く
も
前
に
進
む
し
か
な
い
の
だ
。

ホ
テ
ル
を
後
に
し
て
富
山
駅
前
で
レ
ン
タ
カ
ー
を
借
り
、
先
ず
は
羽
昨
市
へ
向
か
っ
た
。
初
め
は
羽
咋
市
へ
行
き

次
に
七
尾
市
ま
で
足
を
延
ば
し
て
幾
つ
か
の
寺
を
訪
ね
る
予
定
を
立
て
て
い
た
が
、
心
配
し
た
天
候
の
崩
れ
も
無
く

拝
観
は
順
調
に
行
く
よ
う
に
思
え
た
。
い
や
、
そ
う
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
念
じ
て
い
た
。

だ
が
、
羽
咋
市
で
実
際
に
お
寺
を
訪
れ
た
時
に
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
杞
憂
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
と
感
じ
た
。
住

職
は
遠
方
か
ら
訪
れ
た
こ
と
を
ね
ぎ
ら
い
気
持
ち
よ
く
拝
観
さ
せ
て
く
れ
た
。
そ
の
と
き
の
住
職
の
人
柄
に
長
い
こ

と
忘
れ
て
い
た
安
ら
ぎ
の
よ
う
な
も
の
を
思
い
起
こ
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
に
続
い
て
廻
っ
た
ど
の
お
寺
で
も
皆
も
同
じ
よ
う
に
気
持
ち
良
く
拝
観
さ
せ
て
く
れ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
も

信
仰
心
の
篤
い
土
地
柄
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
た
が
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
仏
絵
か
ら
も
や
は
り
等
伯
が
抱
い

て
い
た
気
概
の
よ
う
な
も
の
が
表
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
、
や
は
り
能
登
を
訪
ね
て
良
か
っ
た
の
だ
と
思
っ
た
。

た
だ
、
お
寺
の
好
意
に
甘
ん
じ
て
拝
観
に
予
定
し
た
時
間
を
幾
分
か
超
過
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
車
で
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の
移
動
時
間
を
多
少
は
大
目
に
見
て
い
た
か
ら
最
後
の
目
的
地
で
あ
る
七
尾
市
の
永
寿
寺
に
着
い
た
と
き
に
は
約
束

の
時
刻
を
ほ
ん
の
わ
ず
か
に
過
ぎ
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
。
こ
の
お
寺
を
最
後
の
目
的
地
に
し
た
の
は
所
蔵
さ
れ
て
い

る
涅
槃
図
が
か
な
り
の
出
来
栄
え
だ
と
分
か
っ
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
。

山
門
を
く
ぐ
り
境
内
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
富
山
湾
か
ら
吹
い
て
く
る
と
思
し
き
風
が
落
ち
葉
を
吹
き
寄
せ
、

か
さ
こ
そ
と
し
た
音
を
立
て
る
ほ
か
に
は
静
け
さ
が
辺
り
を
支
配
し
て
い
た
。

本
堂
の
向
こ
う
に
見
え
る
木
々
の
緑
の
中
に
黄
葉
の
柔
ら
か
な
色
合
い
を
認
め
た
が
、
そ
こ
に
一
抹
の
寂
し
さ
が

漂
う
よ
う
に
感
じ
た
の
は
、
晩
秋
の
晴
れ
や
か
な
午
後
の
光
を
浴
び
て
い
る
と
い
う
の
に
、
高
原
の
空
気
に
も
似
た

澄
ん
だ
冷
た
さ
を
覚
え
た
か
ら
だ
ろ
う
。

見
上
げ
る
空
も
ま
た
常
に
は
目
に
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
ほ
ど
青
く
透
き
と
お
り
、
そ
こ
に
は
た
っ
た
ひ
と
つ
だ

け
小
さ
な
綿
雲
が
ゆ
っ
く
り
と
動
い
て
い
た
。
そ
の
形
は
ど
こ
と
な
く
笠
を
か
ぶ
っ
た
旅
人
の
よ
う
で
も
あ
り
、
ど

こ
か
遠
く
へ
と
旅
立
っ
て
行
く
よ
う
な
、
そ
ん
な
風
情
を
感
じ
さ
せ
た
の
は
、
今
日
の
体
験
の
総
て
が
心
に
沁
み
て

い
た
か
ら
だ
ろ
う
、

寺
務
所
で
等
伯
の
取
材
に
来
た
冬
木
陽
一
郎
だ
と
告
げ
る
と
応
接
室
に
案
内
し
て
く
れ
、
西
邑
光
照
住
職
が
奥
か

ら
出
て
来
る
と
、
こ
の
お
寺
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
絵
の
由
来
な
ど
の
説
明
を
し
て
く
れ
た
。

長
谷
川
家
は
能
登
で
染
物
と
仏
画
の
作
成
の
両
方
を
生
業
に
し
て
い
た
こ
と
、
こ
の
永
寿
寺
に
保
存
さ
れ
て
い
る

も
の
も
含
め
て
長
谷
川
家
一
門
が
制
作
し
た
か
な
り
の
数
の
仏
画
と
涅
槃
図
が
能
登
一
帯
に
遺
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
言
う
。
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等
伯
は
畠
山
氏
の
家
臣
奥
村
家
に
生
ま
れ
た
が
長
谷
川
家
へ
養
子
に
出
さ
れ
た
。
等
伯
が
何
代
目
か
を
継
い
だ
こ

と
に
な
る
の
だ
が
、
京
へ
上
り
画
業
に
専
念
す
る
こ
と
で
後
に
盛
名
を
得
た
。
祥
雲
寺
（
現
智
積
院
）
の
「
大
書
院

障
壁
画
」
つ
ま
り
「
楓
図
屏
風
」
は
豊
臣
秀
吉
の
命
に
よ
り
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
し
、
国
立
博
物
館
所
蔵
の
「
松

林
図
屏
風
」
は
水
墨
画
の
最
高
傑
作
と
し
て
名
高
く
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
表
千
家
不
審
庵
蔵
の
「
利

休
居
士
像
」
も
等
伯
の
筆
に
な
る
も
の
だ
。

京
の
町
衆
に
も
長
谷
川
派
の
絵
は
持
て
囃
さ
れ
た
は
ず
だ
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど
高
く
評
価
さ
れ
盛
名
を
得
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
長
谷
川
派
の
名
は
、
等
伯
も
含
め
て
、
歴
史
の
表
面
か
ら
は
忽
然
と
し
て

消
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
等
伯
の
名
が
再
び
世
に
現
れ
て
く
る
の
は
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
狩
野
派
の

絵
師
の
作
と
伝
え
ら
れ
た
「
楓
図
屏
風
」
は
等
伯
筆
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。

等
伯
の
生
涯
を
調
べ
始
ま
っ
た
と
き
感
じ
た
の
は
、
絵
師
と
し
て
名
を
成
す
と
は
、
す
な
わ
ち
京
の
権
力
者
に
絵

師
と
し
て
認
め
ら
れ
る
、
作
品
を
依
頼
さ
れ
る
、
或
い
は
献
上
す
る
こ
と
と
同
義
で
は
あ
っ
た
こ
と
に
違
い
な
い
だ

ろ
う
が
、
た
だ
、
絵
師
と
し
て
名
を
成
そ
う
と
し
て
い
た
の
は
何
も
等
伯
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
等
伯
以

外
に
も
腕
に
覚
え
の
有
る
絵
師
は
相
当
居
た
は
ず
だ
。

敢
え
て
能
登
ま
で
取
材
に
来
た
目
的
の
ひ
と
つ
は
、
等
伯
が
能
登
の
仏
絵
師
と
し
て
生
き
て
い
た
と
き
、
絵
師
と

し
て
ど
の
程
度
の
実
力
が
備
わ
っ
て
い
た
の
か
。
そ
れ
を
書
物
の
写
真
版
で
は
無
く
て
実
際
に
仏
画
を
見
て
確
か
め

て
み
た
か
っ
た
か
ら
だ
。

仏
絵
師
と
し
て
ど
の
程
度
の
実
力
が
在
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
疑
問
に
つ
な
が
っ
て
い
た
の
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だ
が
、
等
伯
に
と
っ
て
絵
師
と
し
て
名
を
成
す
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
事

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
室
町
幕
府
御
用
絵
師
と
し
て
隆
盛
を
極
め
る
狩
野
派
の
絵
師
の
一
人
と
し
て
名
を
成
す
と
い
う

意
味
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

い
や
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
、
狩
野
派
と
は
別
に
長
谷
川
派
な
る
も
の
を
興
し
て
狩
野
派
を
凌
ぐ
実
力

者
に
な
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
画
技
に
は
相
当
な
自
信
を
持
っ
て
い
た
に
違

い
な
く
、
狩
野
派
に
挑
戦
し
よ
う
と
す
る
激
し
い
野
心
を
秘
め
て
上
洛
し
た
は
ず
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
研
究
者
の
調
べ

た
文
献
的
な
資
料
と
は
別
な
視
点
か
ら
、
つ
ま
り
、
能
登
に
遺
さ
れ
た
仏
画
か
ら
直
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
、

そ
の
こ
と
を
自
分
の
目
で
確
か
め
た
か
っ
た
の
だ
。

た
だ
、
そ
う
は
言
っ
て
も
日
本
画
の
専
門
家
な
ど
で
は
無
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
明
確
に
看
取
で
き
る
の
か

ど
う
か
、
そ
れ
が
難
し
い
事
だ
と
分
か
っ
て
は
い
る
積
も
り
だ
が
、
や
は
り
現
地
に
赴
い
て
現
物
を
見
て
納
得
し
た

か
っ
た
。
そ
れ
は
長
年
の
ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
暮
ら
し
に
染
み
付
い
た
慣
わ
し
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

住
職
は
い
く
つ
か
解
説
を
し
て
く
れ
た
後
に
、「
等
伯
は
志
を
抱
い
て
七
尾
を
後
に
し
た
の
で
す
…
…
」
と
、
話

を
終
え
る
と
本
堂
へ
案
内
し
て
く
れ
た
。
本
堂
ま
で
の
廊
下
を
歩
き
な
が
ら
ふ
と
思
っ
た
。
志
か
…
…
、そ
う
だ
な
あ
、

そ
う
い
う
も
の
を
し
っ
か
り
と
持
っ
て
い
れ
ば
、
こ
の
俺
も
ル
ポ
な
ん
か
書
い
て
糊
口
を
し
の
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た

の
だ
な
。

静
謐
な
空
間
の
中
に
長
谷
川
等
伯
の
画
い
た
「
釈
迦
涅
槃
図
」
が
架
け
て
あ
っ
た
。
京
都
本
法
寺
の
も
の
ほ
ど
巨

大
で
は
な
い
が
、
し
か
し
か
な
り
大
き
な
絵
で
あ
る
。
昨
羽
市
の
寺
の
涅
槃
図
と
も
良
く
似
て
い
る
が
寸
法
も
ま
っ


