
　

こ
の
た
び
新
た
に
発
見
さ
れ
た
作
品
。
史
料

の
み
か
ら
知
ら
れ
る
も
の
も
含
め
る
と
、
蕪
村

は
約
十
件
に
の
ぼ
る
奥
の
細
道
図
を
制
作
し
て

い
る
が
、
本
作
は
そ
れ
ら
の
な
か
で
も
っ
と
も

早
く
、
諸
本
の
起
点
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る

重
要
作
で
あ
る
。

　

発
注
者
は
、
京
都
の
俳
人
佐さ

さ々

木き

有あ
り

則の
り

。
有

則
に
宛
て
た
本
作
の
送
り
状
で
は
、
女
武
者（
佐

藤
継
信
・
忠
信
兄
弟
の
寡
婦
）の
絵
が
本
作
の「
模

様
」（
見
ど
こ
ろ
）だ
と
記
し
、
自
分
で
も
一
巻

欲
し
い
く
ら
い
の
作
だ
と
述
べ
て
い
る
。
箱
書

き
か
ら
、
京
都
の
俳
人
浦う

ら

井い

有あ
り

国く
に

が
一
時
所
持

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
点
も
興
味
深
い
。
江

戸
時
代
後
期
に
了
川
と
い
う
人
物
が
写
し
た
模

本（
柿
衞
文
庫
蔵
）の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
が
、

原
本
が
出
現
し
た
こ
と
の
意
義
は
き
わ
め
て
大

き
い
。　

　

新
出
本
の
翌
年
に
制
作
さ
れ
た
。
一
巻
だ
っ

た
員
数
は
二
巻
と
な
り
、
添
え
ら
れ
た
絵
は
九

場
面
か
ら
十
四
場
面
に
増
え
て
い
る
ほ
か
、
各

場
面
の
表
現
も
少
し
く
異
な
る
。
文
字
の
書
き

振
り
は
、
や
や
硬
い
印
象
の
新
出
本
に
比
べ
、

か
な
り
の
び
の
び
と
し
て
い
る
。

　

奥
書
に
注
文
者
の
名
は
な
い
が
、
安
永
七
年

十
月
二
十
一
日
付
の
暁
台
・
士
朗（
い
ず
れ
も
名

古
屋
の
俳
人
）宛
書
簡
の
な
か
で
、「
お
く
の
細

道
之
巻
」を
近
日
中
に
送
る
こ
と
、
ま
た「
財
主
」

（
金
持
ち
）の「
風
流
家
」の
手
許
に
あ
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
希
望
を
述
べ
、
高
値
で
の
買
取
に
つ

い
て
斡
旋
を
依
頼
し
て
い
る
。
暁
台
は
十
二
月

十
六
日
付
で
画
巻
を
絶
賛
す
る
内
容
の
書
簡
を

送
っ
て
お
り
、
そ
の
間
に
あ
た
る
十
一
月
完
成

の
本
作
が
こ
れ
に
該
当
す
る
可
能
性
が
高
い
。

　

蕪
村
の
画
風
を
学
ん
だ
浄
土
宗
の
僧
、
横よ
こ

井い

金き
ん

谷こ
く（
一
七
六
一
～
一
八
三
二
）が
、京
博
本（
２
）

を
一
巻
に
ま
と
め
て
写
し
た
作
品
。
基
本
的
に

は
原
本
に
忠
実
な
模
本
だ
が
、
細
部
に
拘
泥
し

な
い
簡
略
な
筆
致
と
、
強
い
調
子
の
墨
の
使
用

な
ど
に
独
自
の
表
現
を
見
せ
る
。

　

落
款
に「
斧
行
者
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
宝

院
門
跡
高こ

う

演え
ん

法ほ
っ

親し
ん

王の
う
の
大
峯
入
り
に
斧
役（
斧
を

持
ち
、
門
跡
を
先
導
す
る
役
）と
し
て
供ぐ

奉ぶ

し
た
、

文
化
元
年（
一
八
〇
四
）以
降
の
作
と
考
え
ら
れ

る
。
求
め
ら
れ
て
の
作
画
と
見
て
よ
く
、
蕪
村

に
よ
る
奥
の
細
道
図
巻
が
、
い
か
に
人
気
を
博

し
た
か
を
う
か
が
わ
せ
る
作
例
で
あ
る
。
飛
騨

の
素
封
家
、
岡
村
家
に
伝
来
し
た
。

１	

与
謝
蕪
村
筆　

奥
の
細
道
図
巻

	

紙
本
著
色　

一
巻

	

縦
二
八
・
五　

長
一
八
一
二
・
五

	

江
戸
時
代　

安
永
六
年（
一
七
七
七
）

3	

横
井
金
谷
筆　

	

蕪
村
筆
奥
の
細
道
図
巻
模
本

	

紙
本
著
色　

一
巻

	

縦
二
八
・
八　

長
一
六
一
〇
・
八

	

江
戸
時
代　

十
九
世
紀

	

岡
村
健
守
氏
寄
贈

	

京
都
国
立
博
物
館
蔵

2	

重
要
文
化
財

	

与
謝
蕪
村
筆　

奥
の
細
道
図
巻

	

紙
本
著
色　

二
巻
の
う
ち
下
巻

	

縦
三
一
・
〇　

長
七
一
一
・
〇

	

江
戸
時
代　

安
永
七
年（
一
七
七
八
）

	

京
都
国
立
博
物
館
蔵

特
集
展
示

　

松
尾
芭
蕉
を
深
く
敬
愛
し
て
い
た

与
謝
蕪
村（
一
七
一
六
～
八
三
）は
、

芭
蕉
の
俳
諧
紀
行『
お
く
の
ほ
そ
道
』

を
主
題
と
し
た
作
品
を
数
多
く
制
作

し
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』の
全
文
を
書
写
し
、

関
連
す
る
絵
を
添
え
た
作
品
は
、
こ
れ
ま
で
四
件
の
現
存
が
知
ら

れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
た
び
新
た
に
五
件
目
と
な
る
作
品
が
発

見
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
作
品
は
、
史
料
の
み
か
ら
知
ら
れ
る
も
の
も
含
め
、
諸
本

中
も
っ
と
も
早
い
時
期
に
制
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の

起
点
と
な
る
重
要
作
と
位
置
付
け
ら
れ
ま
す
。
奇
し
く
も
、『
お
く

の
ほ
そ
道
』が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
三
二
〇
年
と
な
る
節
目
の
年
に
発

見
さ
れ
た
蕪
村
の
図
巻
を
、
関
連
す
る
当
館
所
蔵
品
と
と
も
に
初

公
開
い
た
し
ま
す
。

令
和
4
年

6
月
14
日
㊋
～
7
月
18
日
㊊
·
㊗

京
都
国
立
博
物
館	

平
成
知
新
館（
1
F
‒
2
）
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て
低
い
で
し
ょ
う
。
蕪
村
に
本
作
の
制
作
を
依
頼
し
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
有

則
自
身
で
あ
る
以
上
、
わ
ざ
わ
ざ
極
め
を
求
め
る
ま
で
も
な
く
、
作
者
が
蕪
村
で

あ
る
こ
と
は
わ
か
り
き
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
が
、
こ
の
寛
政
八
年
の
時
点
で
、
本
作
が
有
則
の
手
を

離
れ
た
可
能
性
で
す
。
作
品
が
、
そ
れ
を
発
注
し
た
人
物
と
は
異
な
る
第
三
者
の

も
と
へ
移
動
す
る
際
に
、
作
品
の
真
正
性
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
極
め
が
必
要

と
さ
れ
る
こ
と
は
、
わ
か
り
や
す
い
道
理
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
有
則
は
、
こ
れ

と
近
い
寛
政
年
間
後
半
に
、
円
山
応
挙
筆「
水
月
図
」（
知
恩
寺
蔵
）な
ど
複
数
の
作

品
を
相
次
い
で
手
放
し
て
お
り（
た
だ
し
、
そ
れ
は
経
済
的
な
理
由
か
ら
で
は
な

か
っ
た
よ
う
で
す
）、
時
期
と
し
て
も
違
和
感
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
ひ
と
つ

の
可
能
性
で
す
が
、
寛
政
八
年
に
本
作
が
有
則
の
も
と
か
ら
動
い
た
と
い
う
推
測

は
成
り
立
ち
ま
す
。
呉
春
が
内
箱
の
箱
書
き
を
し
た
の
は
、
識
語
を
記
し
た
の
と

同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
と
関
連
し
て
気
に
な
る
の
が
、
安
永
八
年（
一
七
七
九
）に
維
駒
の
た
め
に

制
作
さ
れ
た
逸
翁
本
の
末
尾
に
記
さ
れ
る
、
こ
ち
ら
は
明
確
に
極
め
で
あ
る
呉
春

の
識
語（
た
だ
し
、「
お
く
の
細
道
を
覚
束
な
か
ら
す
書
お
ほ
せ
た
る
は
夜
半
翁
を

お
き
て
そ
れ
た
れ
な
ら
む
」、
す
な
わ
ち
、
か
く
も
見
事
に
奥
の
細
道
を
描
き
お
お

せ
る
の
は
蕪
村
以
外
に
誰
が
い
よ
う
か
、
と
い
う
少
し
変
わ
っ
た
書
き
振
り
で
す
）

が
、
本
作
の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
寛
政
八
年
十
月
に
記
さ
れ
て
い
る
点
で
す
。

こ
れ
は
、
た
ん
な
る
偶
然
で
し
ょ
う
か
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
呉
春
が
両
作
品
を

同
時
期
に
見
る
こ
と
と
な
っ
た
、
何
ら
か
の
特
殊
な
事
情
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
な
お
、
逸
翁
本
に
は
俳
人
の
勝か
つ

見み

二じ

柳り
ゅ
うが

、
や
は
り
寛
政
八
年
に
序
文

を
記
し
て
い
ま
す
。
こ
の
序
文
は
、
大
坂
の
書
家
福ふ
く

岡お
か

撫ぶ

山ざ
ん

が
逸
翁
本
を
入
手
し

た
こ
と
を
契
機
と
し
て
書
か
れ
た
ら
し
い
こ
と
が
、
そ
の
内
容
か
ら
わ
か
り
ま
す

（
撫
山
は
逸
翁
本
に
題
字
を
記
し
て
い
ま
す
）。

　

さ
て
、
本
作
の
伝
来
に
関
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
は
、
外
箱
の
箱
書
き

で
す
。
調
査
の
結
果
、
外
箱
の
箱
書
き
を
し
た
の
は
、
浦
井
有
国（
一
七
八
〇
～
一

八
五
八
）と
い
う
京
都
の
俳
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
有
国
の
家
業
は
、

刀
剣
の
柄
糸
商
。俳
諧
を
入い
り

江え

斗と

雪せ
つ

に
、和
歌
を
富ふ

士じ

谷た
に

御み

杖つ
え

に
学
ん
だ
人
で
す
。

顧
客
に
対
す
る
一
種
の
宣
伝
文
句
の
た
ぐ
い
で
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

一
方
で
蕪
村
の
自
信
の
ほ
ど
が
う
か
が
わ
れ
て
興
味
深
く
思
わ
れ
ま
す
。

　

で
は
、
本
作
よ
り
も
あ
と
に
制
作
さ
れ
た
諸
本
は
、
起
点
と
な
っ
た
本
作
を
そ

の
ま
ま
コ
ピ
ー
し
た
よ
う
な
作
品
な
の
で
し
ょ
う
か
。答
は
ノ
ー
で
す
。も
ち
ろ
ん
、

本
文
自
体
は
同
じ
で
す
し（
用
字
の
違
い
な
ど
は
あ
り
ま
す
）、
絵
も
含
め
て
基
本

的
な
構
成
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
各
作
品
間
に
は

い
く
つ
も
の
違
い
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
添
え
ら
れ
た
絵
の

数
は
、
本
作
が
九
場
面
で
あ
る
の
に
対
し
、
海
杜
本
は
十
三
場
面
、
京
博
本
は
十

四
場
面
、
逸
翁
本
は
十
五
場
面
と
、
制
作
年
が
下
が
る
に
つ
れ
て
徐
々
に
増
え
て

い
ま
す
。
ま
た
、
同
じ
場
面
で
も
描
く
人
数
や
ポ
ー
ズ
、
構
図
な
ど
が
少
し
ず
つ

異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
表
現
を
有
し
て
い
る
の
で
す
。
文
字
に
つ
い
て
は
、

本
作
は
他
本
と
比
べ
総
じ
て
行
間
が
ゆ
っ
た
り
し
て
お
り
、
書
き
振
り
に
は
や
や

謹
直
さ
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
な
ど
は
、
最
初
の
作
品

で
あ
る
が
ゆ
え
の
緊
張
感
が
も
た
ら
す
、
一
種
の
硬
さ
と
理
解
で
き
る
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。

　

最
後
に
、
本
作
の
伝
来
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
、
推
測
に

よ
る
部
分
も
含
め
て
ま
と
め
て
お
き
ま
す
。
本
作
は
、
近
年
ま
で
名
古
屋
に
所
在

し
て
い
ま
し
た
。
制
作
当
初
は
京
都
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
実
で
す
か
ら
、
い
ず
れ

か
の
時
期
に
名
古
屋
へ
も
た
ら
さ
れ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
が
い
つ
の
こ
と
な
の

か
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
不
明
で
す
。
し
か
し
、
作
品
の
移
動
に
つ
い
て
、
ま
っ

た
く
手
が
か
り
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

手
が
か
り
の
ひ
と
つ
は
、
先
ほ
ど
も
触
れ
た
、
巻
末
に
据
え
ら
れ
た
呉
春
の
識

語
で
す
。
そ
こ
に
見
え
る「
謝
翁
書
画
不
凡
尤
可
寶
重
也
」と
の
言
葉
は
、
文
字
通

り
の
意
味
と
し
て
は
、
蕪
村
の
書
画
か
ら
な
る
本
作
は
非
凡
で
貴
重
な
も
の
で
あ

る
と
い
う
賛
辞
で
す
が
、
実
質
的
に
は
弟
子
に
よ
る
極
め
と
し
て
の
意
味
を
も
っ

て
い
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
識
語
が
書
か
れ
た
寛
政
八
年（
一
七

九
六
）十
月
時
点
で
は
、
注
文
主
で
あ
る
佐
々
木
有
則
は
存
命
中
で
あ
る
こ
と
が
他

の
史
料
か
ら
わ
か
る
の
で
、
有
則
が
こ
の
識
語
を
依
頼
し
た
可
能
性
は
き
わ
め

　

松
尾
芭
蕉
の『
お
く
の
ほ
そ
道
』は
、
元
禄
二
年（
一
六
八
九
）三
月
、
四
十
六
歳

の
芭
蕉
が
門
人
曾そ

良ら

を
と
も
な
い
、
江
戸
を
出
立
し
て
奥
州·

北
陸
を
巡
り
、
大
垣

に
入
っ
た
の
ち
九
月
に
伊
勢
参
宮
へ
発
つ
ま
で
を
記
し
た
俳
諧
紀
行
で
す
。
草
稿

に
何
度
も
推
敲
が
重
ね
ら
れ
た
結
果
、
数
種
の
筆
写
本
が
伝
わ
る
の
に
加
え
、
平

成
八
年（
一
九
九
六
）に
は
芭
蕉
自
筆
本
の
現
存
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
芭
蕉
没

後
の
元
禄
十
五
年（
一
七
〇
二
）に
版
本
が
刊
行
さ
れ
、
広
く
世
に
普
及
し
ま
し
た
。

　

芭
蕉
を
深
く
敬
愛
し
て
い
た
与
謝
蕪
村（
一
七
一
六
～
八
三
）は
、
日
本
文
学
史

上
屈
指
の
紀
行
作
品
と
さ
れ
る
こ
の『
お
く
の
ほ
そ
道
』を
主
題
と
す
る
作
品
を
、

数
多
く
制
作
し
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
、
そ
の
全
文
を
書
写
し
、
関
連
す
る
絵
を

添
え
た
作
品
は
、こ
れ
ま
で
四
件
の
現
存
が
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。そ
の
四
件
と
は
、

海
の
見
え
る
杜
美
術
館
本
・
京
都
国
立
博
物
館
本
・
山
形
美
術
館
本
・
逸
翁
美
術
館

本
で
あ
り
、
海
の
見
え
る
杜
美
術
館
本
を
除
く
三
作
品
は
、
す
べ
て
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
作
品
は
、
寛
政
五
年（
一
七
九
三
）の
芭
蕉
百
回
忌
に
向
け
て
蕉
風
復

興（
芭
蕉
の
俳
風
へ
の
回
帰
運
動
）の
機
運
が
高
ま
る
な
か
、
芭
蕉
の
事
績
を
顕
彰

し
、
そ
の
名
を
永
く
世
に
伝
え
る
べ
く
制
作
さ
れ
た
も
の
で
す
。
芭
蕉
の
名
文
を

蕪
村
独
特
の
書
体
に
よ
っ
て
筆
写
し
、
蕪
村
自
身
が「
海
内
に
並
ぶ
者
」は
い
な
い

と
言
っ
て
は
ば
か
ら
な
い
ほ
ど
に
得
意
と
し
た
俳
画（
俳
諧
味
の
あ
る
略
筆
画
）を

添
え
た
、
ま
さ
に
詩
書
画
一
体
と
も
い
う
べ
き
作
品
で
あ
り
、
至
高
の
三
重
奏
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
絵
と
し
て
描
か
れ
る
の
は
、
芭
蕉
が
詠
み
記

し
た
数
々
の
名
句
や
土
地
の
風
景
で
は
な
く
、
主
に
旅
先
で
出
会
っ
た
人
々
と
の

出
会
い
や
交
流
の
様
子
で
す
。
い
ず
れ
も
蕪
村
の
代
表
作
と
し
て
高
い
評
価
を
受

け
て
お
り
、
三
件
も
の
作
品
が
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
そ
れ
を

物
語
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
こ
の
た
び
、
新
た
に
五
件
目
と
な
る
作
品
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
蕪
村

な
ら
で
は
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
書
風
、
淡
く
草
々
と
し
て
い
て
、
し
か
も
深

い
詩
情
と
軽
み
と
を
兼
ね
備
え
た
俳
画
は
、
間
違
い
な
く
蕪
村
そ
の
人
の
も
の
で

す
。
な
ん
と
み
ず
み
ず
し
く
、
楽
し
く
、
そ
し
て
心
に
深
く
染
み
る
表
現
で
し
ょ

う
か
。
日
々
の
生
活
の
な
か
で
鬱
屈
し
た
感
情
を
、
擦
り
減
っ
た
心
を
癒
し
、

観
る
者
の
精
神
を
も
解
放
し
て
く
れ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
力
が
あ
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
ま
す
。

　

巻
末
に
は
、
こ
の
優
れ
た
作
品
を
手
に
入
れ
た
、
幸
運
な
注
文
主
の
名
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。そ
の
注
文
主
と
は
、季
遊
こ
と
佐
々
木
有
則
、通
称
を
甚
三
郎
と
い
っ

た
京
都
の
俳
人
で
す
。
阿
波
藩
の
御
用
達
だ
っ
た
桔
梗
屋
の
主
人
で
、
蕪
村
と
も

親
交
の
あ
っ
た
俳
人
三み

宅や
け

嘯し
ょ
う

山ざ
ん

の
門
人
で
し
た
。そ
し
て
、蕪
村
の
署
名
に
続
い
て
、

そ
の
門
人
で
あ
る
呉
春
が
、
寛
政
八
年（
一
七
九
六
）に
本
作
を
絶
賛
す
る
言
葉
を

記
し
て
い
ま
す
。

　

じ
つ
は
、
本
作
に
つ
い
て
は
、
蕪
村
自
身
が
注
文
主
に
送
っ
た
書
簡（
送
り
状
）、

お
よ
び
江
戸
時
代
後
期
に
つ
く
ら
れ
た
模
本（
柿
衞
文
庫
蔵
）か
ら
、
こ
れ
が
か
つ

て
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
知

ら
れ
て
い
た
四
件
の
う
ち
、
海
杜
本
・
京
博
本
・
山
形
本
が『
蕪
村
遺
芳
』（
一
九
三

二
年
）に
、
逸
翁
本
が『
侯
爵
蜂
須
賀
家
御
蔵
品
入
札
』（
一
九
三
三
年
）に
図
版
掲
載

さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
本
作
は
そ
の
よ
う
な
近
代
の
写
真
資
料
さ
え
も
存
在
せ

ず
、
ま
っ
た
く
の
行
方
不
明
だ
っ
た
と
い
う
点
に
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
本
作
が
重
要
な
の
は
、
史
料
の
み
か
ら
知
ら
れ
る
作
品
も
含
め
て
、

諸
本
中
も
っ
と
も
早
い
時
期
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
起
点
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
る
点
で
す
。
現
存
す
る
の
は
本
作
も
含
め
て
五
件
で
す
が
、
書

簡
な
ど
の
史
料
か
ら
は
、
蕪
村
が
お
よ
そ
十
件
の
奥
の
細
道
図
を
制
作
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
現
在
所
在
不
明
の
、
あ
る
い
は
す
で
に

失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
作
品
を
含
め
て
、
一
番
初
め
に
制
作
さ
れ
た

作
品
で
あ
る
点
に
、
本
作
の
際
立
っ
た
価
値
が
あ
り
ま
す
。

　

実
際
、
先
ほ
ど
触
れ
た
、
蕪
村
が
注
文
主
に
送
っ
た
書
簡
に
は
、
制
作
に
あ
た
っ

て「
風
流
洒し
ゃ

落ら
く

を
第
一
」と
し
た
こ
と
、
画
中
に
女
武
者
を
描
い
た
意
図（
芭
蕉
句
に

ち
な
ん
だ
五
月
人
形
で
は
な
く
、
蕪
村
自
身
が
見
た
佐
藤
継
信
・
忠
信
兄
弟
の
妻

た
ち
の
木
像
を
描
い
た
と
い
う
こ
と
）な
ど
が
こ
と
細
か
に
記
さ
れ
、
新
作
に
対
す

る
蕪
村
自
身
の
意
気
込
み
が
う
か
が
わ
れ
る
点
で
た
い
へ
ん
貴
重
で
す
。
書
簡
の

末
尾
に
は
、
こ
の
作
品
は
自
分
で
も
欲
し
い
く
ら
い
だ
と
ま
で
記
し
て
い
ま
す
。
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②	

那
須
野（
栃
木
県
北
部
）

黒
羽
の
知
人
の
も
と
へ
向
か
う
途
中
、
野
道
を
歩
く
苦
し
さ
か
ら
、

農
夫
に
頼
ん
で
馬
を
借
り
る
。
子
供
が
ふ
た
り
つ
い
て
来
た
が
、

そ
の
う
ち
の
ひ
と
り
は「
か
さ
ね
」と
い
う
名
の
女
の
子
だ
っ
た
。

「
か
さ
ね
と
は
八
重
撫
子
の
名
成
べ
し
」（
曾
良
）

③	

須
賀
川（
福
島
県
須
賀
川
市
）

奥
州
街
道
の
宿
所
須
賀
川
で
は
、
当
地
の
俳
壇
指
導
者
で
あ
る
等と

う

窮き
ゅ
う宅
に
逗
留
す
る
。
こ
の
宿
駅
の
片
隅
に
、
大
き
な
栗
の
木
の
下

に
住
ま
う
隠
遁
僧
が
い
た
。

「
世
の
人
の
見
付
ぬ
花
や
軒
の
栗
」

⑤	

末
の
松
山（
宮
城
県
多
賀
城
市
）

歌
枕
と
し
て
有
名
な
末
の
松
山
や
塩
竈
の
浦
を
訪
れ
、
旅
の
哀

れ
を
身
に
し
み
て
感
じ
る
。
そ
の
夜
、
盲
目
の
琵
琶
法
師
が
奥

浄
瑠
璃（
仙
台
独
特
の
古
浄
瑠
璃
）を
語
る
の
を
聞
き
、感
じ
入
る
。

⑥	

尿し
と

前ま
え

の
関（
宮
城
県
大
崎
市
）

尿
前
の
関（
伊
達
領
と
新
庄
領
の
関
所
）を
抜
け
て
出
羽
国
に
入

ろ
う
と
し
た
際
、
関
所
の
番
人
に
怪
し
ま
れ
、
や
っ
と
の
こ
と

で
通
し
て
も
ら
う
。
宿
の
主
人
が
手
配
し
て
く
れ
た
道
案
内
人

は
、
脇
差
を
さ
し
、
樫
の
杖
を
手
に
し
た
頼
も
し
げ
な
若
者
で

あ
っ
た
。

「
蚤の

み

虱し
ら
み

馬
の
尿ば

り

す
る
枕
も
と
」

１　

与
謝
蕪
村
筆　

　
　

奥
の
細
道
図
巻　

全
図

⑨	

福
井（
福
井
県
福
井
市
）

福
井
俳
壇
の
古
老
等と
う

栽さ
い

宅
を
訪
ね
る
と
、

そ
こ
は
み
す
ぼ
ら
し
い
小
さ
な
家
で
、
中

か
ら
妻
が
出
て
き
た
。
等
栽
に
も
会
う
こ

と
が
で
き
、
福
井
を
発
つ
際
に
は
敦
賀
ま

で
見
送
っ
て
く
れ
た
。

⑦	

鶴
岡（
山
形
県
鶴
岡
市
）

鶴
岡
の
城
下
で
は
、
長
山
重
行
と
い
う
武
士
の
家
に
迎
え
ら
れ
、

連
句
一
巻
を
つ
く
っ
た
。
そ
こ
か
ら
川
舟
に
乗
っ
て
酒
田
に
行

き
、
当
地
の
俳
壇
の
中
心
的
存
在
で
あ
る
伊
藤
玄
順
と
い
う
医

者
の
家
に
逗
留
し
た
。

「
暑
き
日
を
海
に
入
れ
た
り
最
上
川
」

⑧	

市
振（
新
潟
県
糸
魚
川
市
）

床
に
就
い
て
い
る
と
、
隣
室
の

話
し
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
伊

勢
へ
参
宮
す
る
越
後
国
の
遊
女

た
ち
が
、
送
っ
て
き
た
男
を
明

日
故
郷
へ
帰
す
に
あ
た
り
、
手

紙
な
ど
を
託
し
て
い
る
よ
う

だ
。
女
た
ち
が
身
の
上
を
嘆
く

の
を
聞
き
な
が
ら
眠
り
に
落
ち
た
。

「
一

ひ
と
つ

家や

に
遊
女
も
寝
た
り
萩
と
月
」

①	

旅
立（
東
京
都
足
立
区
）

元
禄
二
年（
一
六
八
九
）三
月
二
十
七
日
、

芭
蕉
は
曾
良
と
と
も
に
江
戸
を
発
つ
。
千

住
で
舟
を
降
り
、
見
送
り
の
人
々
と
も
こ

こ
で
お
別
れ
で
あ
る
。

「
行ゆ

く

春は
る

や
鳥と

り

啼な
き

魚
の
目
は
泪

な
み
だ

」

④	

佐
藤
庄
司
旧
跡（
福
島
市
飯
坂
町
）

飯
塚
村
の
佐
藤
元
治（
義
経
に
従
軍
し

て
死
ん
だ
継
信
・
忠
信
兄
弟
の
父
）の
館

跡
を
訪
れ
る
。
佐
藤
氏
菩
提
寺
の
医
王

寺
で
は
、
継
信
・
忠
信
兄
弟
の
妻
た
ち

が
そ
の
甲
冑
を
着
し
病
父
を
慰
め
た
と

い
う
逸
話
に
涙
す
る
。

「
笈
も
太
刀
も

　

  

五
月
に
か
ざ
れ
帋か

み

幟の
ぼ
り」

①②③

⑤⑥ ④

⑦⑧⑨



数
多
く
の
短
冊
を
収
集
し
て「
短
冊
天
狗
」と
呼
ば
れ
、
短
冊
集『
眺
望
集
』『
続
眺

望
集
』を
ま
と
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
呉
春
が
識
語
を
記
し
た
寛
政
八
年

が
、
仮
に
先
ほ
ど
推
定
し
た
通
り
作
品
の
移
動
時
期
だ
っ
た
と
し
て
も
、
有
国
は

こ
の
と
き
ま
だ
十
七
歳
で
す
か
ら
、
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
本
作
を
入
手
し
た
の
は

有
国
と
は
異
な
る
人
物
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
有

国
が
本
作
を
所
蔵
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

有
国
が
本
作
を
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
は
、
柿
衞
文
庫
の
模
本
か
ら
は
知
り
得
な

い
情
報
で
あ
り
、
こ
の
た
び
の
発
見
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
で
す
。
こ
こ

で
、
き
わ
め
て
興
味
深
く
思
わ
れ
る
の
は
、
じ
つ
は
有
国
こ
そ
が
、
冒
頭
で
触
れ

た
芭
蕉
自
筆
本『
お
く
の
ほ
そ
道
』の
旧
蔵
者
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
す
。
有
国
は
、

寛
政
版『
お
く
の
ほ
そ
道
』の
ほ
か
、『
俳
諧
七
部
集
』や『
其
角
七
部
集
』『
蕪
村
七
部

集
』な
ど
の
俳
書
の
版
権
を
持
っ
て
い
た
時
期
も
あ
り
、
蕉
門
の
流
れ
を
汲
む
俳
人

と
し
て
、
本
作
に
関
心
を
寄
せ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
あ
り
ま
せ
ん
。
有
国
の
俳

諧
の
師
入
江
斗
雪
は
、『
誹
諧
家
譜
後
拾
遺
』に
三
宅
嘯
山
の
門
下
と
し
て
佐
々
木

有
則
と
と
も
に
名
が
載
る
俳
人
で
し
た
。

　

一
方
で
、
有
国
は
文
化
十
二
年（
一
八
一
五
）に
京
都
で
書
画
の
展
覧
会
を
主
催

し
た
り
も
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
展
示
さ
れ
た
作
品
の
中
に
は
、
本
作
で
は
な

い
も
の
の
、
蕪
村
の
絵
画
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
有
国
の

多
彩
な
活
動
と
、
そ
れ
を
支
え
る
彼
の
多
方
面
へ
の
関
心
が
、
本
作
を
入
手
す
る

契
機
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
そ
の
後
の
本
作
の
移
動
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
手
が
か
り
が
見

当
た
り
ま
せ
ん
。
現
存
諸
本
と
の
詳
細
な
比
較
検
討
な
ど
、
多
く
の
課
題
を
今
後

に
残
し
ま
す
が
、
ま
ず
は
新
発
見
の
喜
び
を
皆
様
と
共
有
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
ふ
く
し
・
ゆ
う
や　

京
都
国
立
博
物
館
主
任
研
究
員
）

＊
本
稿
は
、
J
S
P
S
科
研
費
１
６
Ｋ
１
６
７
３
９
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

京
都
市
東
山
区
茶
屋
町
5
2
7

0
7
5
‒
5
2
5
‒
2
4
7
3

（
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
）
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新
出
の
与
謝
蕪
村
筆 

「
奥
の
細
道
図
巻
」に
つ
い
て

京
都
国
立
博
物
館
主
任
研
究
員　

福
士
雄
也

※
平
成
知
新
館 

講
堂
に
て
13
時
30
分
～
15
時
に
開
催
。

　

定
員
100
名
、
聴
講
無
料（
た
だ
し
当
日
の
観
覧
券
等
が
必
要
）。

※
当
日
10
時
よ
り
、
平
成
知
新
館
1
階
グ
ラ
ン
ド
ロ
ビ
ー
に
て
整
理
券
を
配
布
し
、

定
員
に
な
り
次
第
配
布
を
終
了
し
ま
す
。

〈
主
要
参
考
文
献
〉

・
勝
峰
晋
風
編『
日
本
俳
書
大
系
第
十
五
巻　

俳
諧
系
譜
逸
話
集
』日
本
俳
書
大
系
刊
行
会
、
一
九
二
七
年

・
恩
賜
京
都
博
物
館
編『
蕪
村
遺
芳
』小
林
寫
眞
製
版
所
出
版
部
、
一
九
三
二
年

・
中
野
荘
次
解
説
・
釈
文『
眺
望
集〈
正
・
続
〉』臨
川
書
店
、
一
九
八
五
年

・
大
谷
篤
蔵
・
藤
田
真
一
校
注『
蕪
村
書
簡
集
』岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年

・
岡
田
彰
子『
蕪
村
筆
蹟
の
研
究
』和
泉
書
院
、
一
九
九
五
年

・
上
野
洋
三『
芭
蕉
自
筆「
奥
の
細
道
」の
謎
』二
見
書
房
、
一
九
九
七
年

・
尾
形
仂
ほ
か
編『
蕪
村
全
集
第
六
巻　

絵
画
・
遺
墨
』講
談
社
、
一
九
九
八
年

・
櫻
井
武
次
郎『
奥
の
細
道
の
研
究
』和
泉
書
院
、
二
〇
〇
二
年

・
逸
翁
美
術
館
・
柿
衞
文
庫
編『
没
後
２
２
０
年　

蕪
村
』思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
三
年

・
永
井
一
彰「「
芭
蕉
」と
い
う
利
権（
一
）」『
奈
良
大
学
紀
要
』三
十
一
号
、
二
〇
〇
三
年

・
河
野
元
昭「
与
謝
蕪
村
筆　

奥
の
細
道
図
巻
」『
國
華
』一
三
四
五
号
、
二
〇
〇
七
年

・
尾
形
仂
ほ
か
編『
蕪
村
全
集
第
五
巻　

書
簡
』講
談
社
、
二
〇
〇
八
年

・
井
本
農
一
ほ
か
校
訂
・
訳『
日
本
の
古
典
を
よ
む
⑳　

お
く
の
ほ
そ
道　

芭
蕉
・
蕪
村
・
一
茶
名
句
集
』小
学
館
、

二
〇
〇
八
年

番
号

作
品
名

筆
者

員
数

法
量

時
代

所
蔵

1
奥
の
細
道
図
巻
与
謝
蕪
村
筆
一
巻

縦
二
八
・
五　

長
一
八
一
二
・
五

江
戸
時
代

安
永
六
年

（
一
七
七
七
）

2
重
要
文
化
財

奥
の
細
道
図
巻
与
謝
蕪
村
筆
二
巻
の
う
ち

下
巻

縦
三
一
・
〇　

長
七
一
一
・
〇

江
戸
時
代

安
永
七
年

（
一
七
七
八
）
京
都
国
立
博
物
館

3
蕪
村
筆
奥
の

細
道
図
巻
模
本
横
井
金
谷
筆
一
巻

縦
二
八
・
八　

長
一
六
一
〇
・
八

江
戸
時
代

十
九
世
紀

岡
村
健
守
氏
寄
贈
・

京
都
国
立
博
物
館

［
凡
例
］ 
本
特
集
展
示
の
企
画
、
本
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
編
集
・
作
品
解
説
は
、
福
士
雄
也（
京
都
国
立
博
物
館
）が

担
当
し
た
。
作
品
の
法
量
の
単
位
は
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。

京
都
国
立
博
物
館

K
Y

O
T

O
 N

A
T

IO
N

A
L M

U
SEU

M

⃝

展
示
作
品
一
覧

⃝

関
連
土
曜
講
座
　
7
月
9
日
（
土
）
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