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近
世
後
期
長
崎
の
実
景

　�

―
―
中
島
広
足
と
川
原
慶
賀
―
―

�

𠮷
良
　
史
明

は
じ
め
に

風
景
を
詠
じ
た
歌
を
作
る
際
、
題
と
実
景
の
い
ず
れ
に
重
き
を
置
く
か
、
近

世
の
歌
人
が
そ
の
狭
間
に
お
い
て
揺
れ
動
い
て
い
た
こ
と
は
、
堀
切
実
氏
「
近

世
に
お
け
る
「
風
景
」
の
発
見
―
―
柄
谷
行
人
説
を
糺
す
―
―
」（『
日
本
文
学
』

第
五
十
一
巻
第
十
号
、
平
成
十
四
年
十
月
）
等
の
諸
論
攷
に
詳
し
い
。

要
す
る
に
詩
歌
に
お
け
る
「
題
詠
」
と
「
実
景
」
と
の
あ
い
だ
の
せ
め
ぎ

合
い
に
端
的
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
近
世
で
は
自
分
の
眼
で
「
実
感
」

し
た
も
の
を
、
い
た
ず
ら
に
回
避
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
「
実
景
」
を
主

体
的
に
表
現
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
着
実
に
進
化
し
つ
つ
あ
っ
た

右
は
、
堀
切
氏
論
攷
の
結
び
の
一
節
で
あ
る
。
近
代
の
写
実
主
義
的
な
風
景

描
写
と
は
一
線
を
画
す
も
の
の
、
近
世
の
詩
人
と
歌
人
が
自
ら
の
眼
に
よ
り
捉

え
得
た
実
景
に
心
を
潜
め
、
そ
の
際
に
湧
き
起
こ
っ
た
心
情
の
表
現
に
努
め
て

い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
近
代
的
な
視
点
を
離
れ
て
近
世
の
人
々
の
表
現
意
識
に

沿
い
つ
つ
考
察
を
加
え
て
お
り
、
興
味
深
い
。

ま
た
、
同
氏
は
日
本
の
文
学
と
芸
術
に
お
け
る
写
実
の
時
代
の
始
ま
り
を

十
八
世
紀
後
半
に
見
出
し
、
菅
茶
山
の
漢
詩
、
太
宰
春
台
の
詩
歌
論
、
香
川
景

樹
の
歌
論
、
大
隈
言
道
の
和
歌
に
基
づ
き
つ
つ
論
証
を
試
み
て
い
る
。

写
実
優
位
を
示
す
代
表
的
な
歌
人
の
ひ
と
り
で
あ
る
大
隈
言
道
（
寛
政
十

年
生
）
の
「
海
上
眺
望
」
と
題
し
た
、

田
に
た
て
る
人
ま
ば
ら
な
る
そ
な
た
に
は
船
も
行
き
か
ふ
引
津
野
の
浦

の
一
首
な
ど
、
海
岸
平
蕪
の
地
の
春
日
悠
々
と
し
た
光
景
が
、
ま
さ
し
く

写
生
風
に
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。も
ち
ろ
ん
、そ
の
背
景
に
は
、

『
西
洋
画
談
』（
寛
政
十
一
年
刊
）
の
な
か
で
徹
底
し
た
写
実
の
妙
を
説

い
た
司
馬
江
漢
ら
の
絵
画
の
世
界
の
動
向
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が

直
接
、
文
芸
に
お
け
る
視
覚
優
位
の
平
明
な
作
風
を
導
い
て
い
っ
た
と
も

み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

言
道
詠
「
田
に
た
て
る
」
歌
を
「
写
生
風
」
の
も
の
と
評
し
、
同
歌
が
詠
ま

れ
た
背
景
に
は
画
壇
の
影
響
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。
そ
し
て
、
画
論
の
写
実

主
義
が
和
歌
の
実
作
に
も
波
及
し
、
結
果
「
視
覚
優
位
の
平
明
な
作
風
」
の
歌

が
作
ら
れ
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
も
の
の
、
画
壇
と
歌
壇
の
具
体
的
な
交
流

の
模
様
に
関
し
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
以
前
の
拙
稿
「
磯
野
信
春
『
長
崎
土
産
』
の
成
立
―
―
名
所
図

会
と
和
歌
―
―
」（『
国
語
と
教
育
』
第
四
十
五
号
、
令
和
二
年
十
二
月
）
に
お

い
て
、
絵
師
兼
書
肆
と
し
て
長
崎
を
舞
台
に
活
躍
し
た
大
和
屋
由
平
こ
と
磯
野

文
斎
信
春
に
着
目
し
、
国
学
者
の
中
島
広
足
を
始
め
と
す
る
橿
園
社
中
の
歌
人

の
助
力
を
得
て
、
信
春
が
長
崎
の
名
所
案
内
記
『
長
崎
土
産
』（
弘
化
四
年
刊
、

一
冊
）
を
編
ん
で
い
た
こ
と
、
そ
し
て
画
壇
に
お
け
る
長
崎
の
新
名
所
創
出
の

気
運
を
受
け
、
橿
園
社
中
の
歌
人
も
ま
た
長
崎
の
新
名
所
を
和
歌
に
詠
じ
、
さ

ら
に
画
と
歌
文
を
交
え
て
西
国
の
名
所
を
題
材
と
し
た
紀
行
作
品
の
執
筆
に
勤

し
ん
で
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

か
く
て
、
拙
稿
に
お
い
て
画
壇
と
の
繋
が
り
が
深
い
広
足
の
姿
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
た
が
、
自
ら
も
ま
た
画
を
能
く
し
た
同
人
が
長
崎
の
各
地
を
い
か
に
和

歌
と
和
文
に
も
の
し
た
か
、
広
足
歌
文
の
表
現
意
識
を
解
き
明
か
す
ま
で
に
は

至
っ
て
い
な
い
。
取
り
分
け
、
近
世
後
期
の
長
崎
に
お
い
て
は
、
シ
ー
ボ
ル
ト

お
抱
え
絵
師
の
川
原
慶
賀
を
始
め
と
す
る
洋
画
派
が
活
躍
し
て
い
た
こ
と
は
、

広
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
慶
賀
等
の
絵
は
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
人
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が
風
景
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
眼
差
し
と
は
根
本
的
に
異
な
る
視
覚
、
つ
ま
り

西
洋
の
遠
近
法
を
取
り
込
み
つ
つ
描
か
れ
て
い
た
。
絵
師
と
の
親
交
も
深
い
広

足
が
洋
画
派
の
絵
を
目
に
し
、
影
響
を
受
け
て
い
た
可
能
性
も
否
め
な
い
。
一

方
、
国
学
者
の
歌
文
は
何
が
し
か
の
古
典
を
踏
ま
え
て
表
現
を
練
る
こ
と
が
総

じ
て
常
で
あ
っ
た
が
、
長
崎
は
中
世
以
前
の
詩
歌
紀
行
等
に
は
描
か
れ
た
こ
と

の
な
い
、
い
わ
ば
歌
人
未
見
の
土
地
で
あ
っ
た
。
そ
の
長
崎
の
各
地
を
描
出
す

る
に
あ
た
り
、
さ
き
の
堀
切
氏
の
論
攷
が
説
く
と
こ
ろ
の
「
実
景
」
に
い
か
に

潜
心
し
つ
つ
広
足
が
歌
文
に
表
現
し
て
い
た
か
、
本
稿
は
長
崎
の
画
壇
と
の
関

連
を
視
座
に
据
え
て
検
証
を
試
み
る
。

一
　
実
景
と
名
所

さ
て
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
近
世
の
歌
人
の
間
に
お
い
て
も
徐
々
に
実

景
が
重
視
さ
れ
る
に
及
ん
だ
こ
と
は
、
前
述
の
堀
切
氏
の
論
攷
が
示
す
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
広
足
も
ま
た
実
景
を
重
ん
じ
て
い
た
。

首
夏
の
題
な
ど
に
、
春
く
れ
て
霞
も
な
ご
り
な
く
晴
た
る
さ
ま
の
歌
よ
む

人
多
し
。
こ
は
、
近
昔
の
歌
に
も
見
え
た
れ
ど
、
実
景
に
は
う
と
き
事
に

て
、
ふ
る
き
歌
に
は
見
え
ず
。
ま
こ
と
は
、
夏
に
入
て
は
い
よ
〳
〵
霞
は

深
く
成
て
、
遠
山
な
ど
は
さ
ら
に
見
え
が
た
き
也
。
卯
月
あ
た
り
は
も
は

ら
し
か
り
。
五
月
雨
過
て
は
、
清
く
空
も
は
れ
わ
た
り
ぬ
べ
し
。
歌
は
さ

ま
〴
〵
と
り
な
し
て
よ
む
も
の
ゝ
、
あ
ま
り
実
景
に
た
が
へ
る
は
、
感
情

な
く
て
よ
ろ
し
く
も
あ
ら
ず
。
か
や
う
の
事
は
、
実
景
の
ま
ゝ
に
よ
み
お

か
ま
ほ
し
き
な
り1

。

広
足
『
橿
園
随
筆
』（
鎮
西
大
社
諏
訪
神
社
〈
以
下
「
諏
訪
社
」
と
略
称
〉
蔵
、

嘉
永
七
年
刊
、
二
巻
二
冊
）
所
載
の
「
夏
の
霞
」
の
一
条
。
首
夏
を
題
と
し
て

霞
の
な
い
青
空
を
詠
む
歌
人
に
対
し
て
、
批
判
を
述
べ
た
く
だ
り
で
あ
る
。
広

足
は
、
晴
れ
渡
る
景
色
を
詠
じ
た
中
世
以
降
の
歌
に
対
し
て
、
春
に
も
増
し
て

霞
が
深
く
な
る
有
り
さ
ま
こ
そ
が
首
夏
の
実
景
で
あ
る
と
論
じ
る
。
そ
し
て
、

題
を
様
々
に
解
釈
し
て
作
る
も
の
が
歌
で
は
あ
る
が
、
実
景
と
あ
ま
り
に
異
な

る
歌
は
情
感
が
湧
か
な
い
た
め
に
、
目
に
映
る
実
景
に
適
う
こ
と
に
意
を
配
り

つ
つ
詠
む
べ
き
で
あ
る
と
説
く
。
題
詠
に
際
し
て
も
、
広
足
が
実
景
と
実
情
に

重
き
を
置
い
て
い
た
さ
ま
が
見
て
取
れ
よ
う
。
な
お
、
実
景
を
重
視
し
た
広
足

の
歌
論
は
、
同
じ
く
『
橿
園
随
筆
』
の
「
佐
々
木
春
夫
が
歌
の
評
」、
同
『
か

し
の
く
ち
葉
』（
天
保
十
四
年
刊
、三
巻
三
冊
）
の
「
雅
経
卿
の
擣
衣
の
う
た
」、

同
『
橿
の
し
づ
枝
』（
嘉
永
六
年
刊
、
二
巻
二
冊
）
の
「
浪
に
は
な
る
ゝ
」
の

各
条
に
お
い
て
も
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
は
別
稿
に
お
い
て
改
め
て

検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
弥
富
破
摩
雄
・
横
山
重
氏
校
訂
『
中
島
広
足
全
集
』（
大
岡
山
書
店
、

昭
和
八
年
）
に
収
録
さ
れ
る
「
名
所
歌
集
三
編
序
」
に
お
い
て
は
、
名
所
歌
を

作
る
際
の
風
景
と
の
関
連
が
次
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
る
。

海
川
の
け
し
き
、
の
や
ま
の
さ
ま
の
、
遠
く
も
近
く
も
其
国
々
其
と
こ
ろ

処
に
い
た
り
て
、
た
ゞ
に
打
む
か
ひ
、
あ
る
は
嵐
の
床
に
草
引
む
す
び
、

或
は
浪
の
枕
に
笘
引
か
づ
き
な
ど
、
其
折
々
の
あ
は
れ
を
身
に
し
め
て
、

よ
み
出
た
る
歌
ど
も
は
さ
ら
な
り
、
さ
ら
で
も
家
な
が
ら
に
て
、
花
・
紅

葉
・
月
・
雪
の
な
が
め
に
お
も
ひ
よ
り
て
、
そ
れ
に
打
あ
ひ
た
る
処
々
を

詞
つ
ゞ
き
な
つ
か
し
く
と
り
な
し
、
よ
み
い
で
た
る
は
、
や
が
て
そ
こ
に

も
の
し
て
い
ひ
い
で
た
ら
む
も
お
な
じ
さ
ま
に
お
も
ひ
な
さ
れ
て
、
い
と

を
か
し
き
も
の
に
な
む
有
け
る
。

広
足
は
、
景
勝
地
を
訪
れ
、
そ
の
自
然
の
情
趣
を
感
じ
て
詠
じ
た
歌
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
自
ら
の
住
ま
い
に
居
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
身
の
回
り
の
雪
月

花
紅
葉
の
姿
形
に
心
惹
か
れ
て
、
そ
れ
に
相
応
し
い
名
所
を
選
び
、
そ
の
所
の

さ
ま
に
適
う
一
首
に
仕
立
て
た
歌
も
ま
た
、
そ
の
地
に
赴
い
て
詠
ん
だ
も
の
と
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変
わ
り
な
く
、
い
ず
れ
も
風
情
が
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
も
そ
も
、
近
世
前
期
の

俳
諧
作
法
書
で
あ
る
重
頼
『
毛
吹
草
』（
正
保
二
年
刊
、
七
巻
五
冊
、
引
用
は

加
藤
定
彦
氏
編
『
初
印
本
毛
吹
草
』〈
ゆ
ま
に
書
房
、昭
和
五
十
三
年
〉
に
拠
る
）

に
「
歌か

人じ
ん

は
ゐ
な
が
ら
め
い
し
よ
を
し
る
」
と
あ
る
ご
と
く
、
近
世
前
期
以
前

の
歌
人
が
思
う
名
所
と
は
家
に
居
な
が
ら
に
し
て
古
歌
を
通
じ
て
学
ぶ
も
の
で

あ
っ
た
。
足
を
運
ば
ず
と
も
、
吉
野
で
あ
れ
ば
花
、
竜
田
で
あ
れ
ば
紅
葉
の
ご

と
く
、
そ
の
名
所
に
相
応
し
い
詠
み
振
り
が
古
歌
に
基
づ
き
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
。
広
足
は
、
名
所
に
足
を
運
び
詠
じ
た
歌
を
一
番
に

据
え
つ
つ
も
、
居
所
に
お
い
て
作
ら
れ
た
歌
も
許
容
し
て
い
た
と
い
え
る
。

一
方
、
右
の
記
述
に
続
け
て
、
広
足
は
「
実
景
」
の
語
こ
そ
用
い
て
い
な
い

も
の
の
、
実
際
の
景
色
と
歌
の
関
連
を
次
の
ご
と
く
に
も
論
じ
る
。

し
か
は
あ
れ
ど
、
そ
ら
に
ま
う
け
て
と
み
に
よ
み
い
で
た
る
に
は
、
海
山

の
た
ゝ
ず
ま
ひ
、
月
日
の
出
入
か
た
な
ど
、
其
さ
ま
の
た
が
へ
る
も
あ
る

べ
き
を
、
そ
は
よ
く
お
も
ひ
め
ぐ
ら
す
べ
き
事
に
こ
そ
。
か
く
て
又
、
い

に
し
へ
に
よ
め
る
歌
の
な
き
処
々
も
、
み
づ
か
ら
そ
こ
に
い
た
り
、
其
名

に
よ
り
て
よ
み
た
る
は
、
ま
こ
と
の
お
も
む
き
に
て
、
中
々
に
め
づ
ら
し

く
を
か
し
き
ふ
し
も
あ
な
る
を
、
そ
れ
は
た
後
世
に
つ
た
は
り
て
は
、
同

じ
名
処
と
な
り
ぬ
べ
け
れ
ば
、
ふ
る
く
聞（

マ
マ
）え

の
み
に
も
何
か
ゝ
ぎ
ら
む
。

そ
れ
と
な
く
拵
え
て
即
座
に
詠
み
出
し
た
家
に
「
ゐ
な
が
ら
」
の
名
所
歌
は
、

海
山
の
様
子
、
月
日
の
出
入
り
の
あ
り
方
等
、
い
わ
ば
地
理
的
な
面
に
関
し
て

現
実
の
風
景
と
異
な
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
よ
く
よ
く
思
案
を
め
ぐ
ら
す
こ
と

が
肝
要
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
右
の
和
文
の
筆
が
執
ら
れ
た
近
世
末
期
、

秋
里
籬
島
『
都
名
所
図
会
』（
安
永
九
年
刊
、
六
巻
十
一
冊
）
を
始
め
と
し
て
、

諸
国
の
名
所
図
会
が
す
で
に
備
わ
り
、
古
歌
の
み
な
ら
ず
絵
図
を
通
し
て
、
歌

人
は
名
所
の
有
り
さ
ま
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
。
さ
ら
に
、街
道
が
整
備
さ
れ
、

往
来
が
前
時
代
に
比
し
て
容
易
と
な
り
、
人
々
は
各
地
の
名
所
を
訪
れ
て
数
多

く
の
歌
を
詠
じ
、
あ
る
い
は
紀
行
を
執
筆
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
古
歌
に

詠
ま
れ
た
地
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
新
た
な
名
所
に
も
拡
が
り
を
み
せ
て
い

た
。
歌
人
が
自
ら
そ
の
地
に
至
り
、
そ
の
名
を
詠
み
込
ん
だ
と
こ
ろ
も
ま
た
、

後
代
に
新
た
な
名
所
と
な
る
と
広
足
が
見
做
し
て
い
た
こ
と
は
、
右
の
末
尾
の

一
文
に
明
ら
か
で
あ
る
。
最
早
、
名
所
は
古
歌
を
通
し
て
知
る
の
み
な
ら
ず
、

図
会
ま
た
は
実
見
に
よ
り
視
覚
的
に
把
握
し
得
る
も
の
へ
と
変
じ
て
い
た
と
い

え
よ
う
。
そ
し
て
、
か
く
名
所
に
対
す
る
認
識
が
改
め
ら
れ
た
こ
と
と
比
例
し

て
、
実
景
が
重
視
さ
れ
る
に
及
ん
だ
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
実
景
に
関
し
て
、
景
樹
が
同
語
を
多
用
し
て
歌
論
を
説
い

て
い
た
こ
と
は
、
神
作
研
一
氏
「〈
実
景
論
〉
を
め
ぐ
っ
て
―
―
香
川
景
樹
歌

論
の
位
相
―
―
」（『
雅
俗
』
第
七
号
、
平
成
十
二
年
一
月
、
の
ち
に
同
氏
『
近

世
和
歌
史
の
研
究
』〈
角
川
学
芸
出
版
、
平
成
二
十
五
年
〉
に
収
録
）
に
詳
述

さ
れ
て
い
る
。
同
氏
は
、
同
時
代
の
詩
論
お
よ
び
画
論
の
影
響
を
受
け
つ
つ
景

樹
が
「
実
景
」
論
を
展
開
し
、実
際
の
景
色
に
よ
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、

単
に
対
象
の
表
面
的
な
観
察
に
と
ど
ま
ら
ず
、
詠
者
の
素
直
な
情
の
投
影
を
必

須
と
し
て
い
た
と
結
論
付
け
る
。
前
述
の
通
り
、
広
足
も
ま
た
情
感
を
伴
う
歌

と
す
る
た
め
に
実
景
を
重
視
し
て
お
り
、
景
樹
歌
論
と
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ

る
も
の
の
、
広
足
は
景
樹
に
比
し
て
よ
り
地
理
的
な
側
面
の
精
緻
な
描
写
に
固

執
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
か
。
そ
の
景
樹
に
対
し
て
、
広
足
が
天
保
年
間
以
降

接
触
を
図
っ
て
い
た
こ
と
は
、
広
足
と
諏
訪
社
大
宮
司
の
青
木
永
章
の
歌
合
に

景
樹
が
判
を
し
た
『
八
番
歌
合
』（
東
洋
大
学
稲
葉
文
庫
蔵
、
近
世
後
期
写
、

一
冊
）
に
明
ら
か
で
あ
る
。
景
樹
の
影
響
の
も
と
に
広
足
が
実
景
重
視
の
歌
論

を
構
築
す
る
に
及
ん
だ
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
広
足
と
景
樹
の
歌
論
の
関
連

は
、
紙
幅
の
都
合
上
稿
を
改
め
る
こ
と
と
す
る
。

と
ま
れ
、
歌
作
の
際
に
実
景
を
重
ん
じ
、
い
ま
だ
歌
人
未
見
の
絶
景
の
地
に

自
ら
足
を
運
ん
で
歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
り
、
新
名
所
の
創
出
を
企
図
し
て
い
た
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広
足
で
あ
っ
た
が
、
古
歌
・
紀
行
文
に
描
出
さ
れ
て
い
な
い
長
崎
の
地
を
い
か

に
歌
文
に
表
現
し
た
か
、
次
節
よ
り
検
討
を
試
み
る
。

二
　
未
見
の
風
景
を
描
く
―
―
『
樺
島
浪
風
記
』
の
風
景
表
現
―
―

文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
の
初
度
長
崎
来
訪
以
後
、
広
足
が
故
郷
の
熊
本
と

長
崎
の
間
の
往
還
を
数
々
の
紀
行
に
取
り
纏
め
て
い
た
こ
と
は
、
広
足
『
夢
路

日
記
』（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
、
文
政
五
年
奥
書
、
自
筆
本
一
冊
）
等
に
明
ら

か
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
長
崎
を
題
材
と
し
た
広
足
紀
行
を
俎
上
に
載

せ
、
そ
の
表
現
の
特
質
を
論
じ
て
い
く
。

野の

も母
の
み
さ
き
を
こ
ぎ
め
ぐ
る
に
、
立た

て

神が
み

の
い
は
ほ
、
い
と
た
か
く
そ
ば

た
て
り
。

し
ほ
さ
ゐ
の
あ
ら
磯
な
み
に
け
づ
ら
れ
て
た
て
る
い
は
む
ら
つ
る
き

ば
な
せ
り

時
の
ま
に
、
七
里
の
う
み
ぢ
を
お
ふ
。
風
ふ
き
い
で
ゝ
、
浪
た
か
し
。

立
神
の
ゆ
づ
岩
む
ら
に
打
よ
せ
て
あ
ら
し
を
く
だ
く
沖
つ
し
ら
な
み

も
ろ
こ
し
の
海

0

0

0

0

0

0

は
、
し
ら
な
み
雲
を
ひ
た
せ
り
。
北0

に
よ
り
て
は
る
か
に

見
ゆ
る
は
、
五
島
の
山
な
め
り
。
こ
れ
や
、
い
に
し
へ
の
ち
か
の
し
ま
な

ら
む
。
南0

は
、
う
る
ま
の
し
ま
な
ど
い
へ
る
か
た
に
や
あ
ら
む
。
そ
れ
よ

り
お
く
つ
か
た
に
、
さ
ま
〴
〵
の
島
あ
る
べ
し
。
か
の
阿
蘭
陀
船
の
か
よ

ひ
く
る
咬ザ

𠺕ガ

吧タ
ラ

な
ど
い
へ
る
は
、
南
天
竺
の
う
ち
と
か
、
其
か
た
し
れ
る

人
ど
も
の
物
語
、
か
ね
て
き
ゝ
お
き
つ
る
、
さ
る
国
々
も
此
方
に
あ
た
る

べ
し
、
と
お
し
は
か
り
に
お
も
ふ
も
お
ぼ
つ
か
な
し
。
東0

に
よ
り
て
は
、

薩
摩
国
な
る
べ
し
と
い
ふ
。
眉
引
な
せ
る
山
だ
に
見
え
ず
、
た
ゞ
此
み
さ

き
の
い
は
ほ
の
み
を
、
わ
が
日
の
も
と
の
く
に
つ
ち
の
か
ぎ
り
な
り
と
お

も
ふ
に
、
あ
ら
ぬ
さ
か
ひ
に
来
に
け
る
こ
ゝ
ち
し
て
、
い
と
心
ぼ
そ
し2

。

広
足
『
樺
島
浪
風
記
』（
架
蔵
、
天
保
四
年
序
跋
刊
、
二
巻
一
冊
、
以
下
『
浪

風
記
』
と
略
す
）
八
月
八
日
の
記
事
。
長
崎
の
港
か
ら
船
出
し
長
崎
半
島
沿
い

に
南
下
し
た
広
足
が
半
島
南
端
の
野
母
崎
を
漕
ぎ
廻
る
く
だ
り
で
あ
る
。

近
世
後
期
以
前
の
和
歌
お
よ
び
紀
行
に
は
ま
さ
し
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と

の
な
い
西
の
果
て
の
船
中
か
ら
の
光
景
を
描
く
に
あ
た
り
、
ま
ず
第
一
に
広
足

の
焦
点
は
眼
前
の
立
神
岩
に
絞
ら
れ
た
。
野
母
崎
沖
の
荒
磯
の
た
だ
中
に
波
に

削
ら
れ
て
鋭
く
そ
び
え
立
つ
模
様
、
さ
ら
に
沖
合
か
ら
白
波
が
立
神
岩
に
打
ち

寄
せ
て
は
砕
け
散
る
有
り
さ
ま
を
和
歌
二
首
と
地
の
文
に
お
い
て
描
出
し
て
お

り
、
目
の
前
に
屹
立
す
る
立
神
岩
の
荒
々
し
い
景
観
を
見
事
に
浮
か
び
上
が
ら

せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
次
に
広
足
の
視
線
は
遠
景
へ
と
移
さ
れ
る
。
ま
ず
始
め
に
「
も
ろ

こ
し
の
海
」
こ
と
大
陸
方
面
の
西
方
の
海
に
関
し
て
、
白
波
と
雲
が
混
然
一
体

と
な
り
、
朦
朧
と
し
た
水
平
線
の
さ
ま
を
「
し
ら
な
み
雲
を
ひ
た
せ
り
」
と
記

す
。
広
足
の
視
線
が
水
平
線
の
彼
方
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
よ

う
。
続
い
て
、
北
の
方
角
の
遙
か
遠
く
に
目
視
さ
れ
る
五
島
列
島
の
山
々
に
言

及
し
、
記
紀
に
そ
の
名
が
見
え
る
「
い
に
し
へ
の
ち
か
の
し
ま
」
で
あ
ろ
う
こ

と
が
語
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
断
定
を
控
え
て
敢
え
て
「
め
り
」
を
用
い
る
こ
と

に
よ
り
、
広
足
は
遙
か
彼
方
に
朧
気
に
浮
か
ぶ
五
島
の
山
々
の
姿
を
描
写
し
て

い
る
。
一
方
、
今
度
は
南
に
目
を
転
じ
て
、
果
て
し
な
く
続
く
大
海
原
の
そ
の

先
に
は
「
う
る
ま
の
し
ま
」
こ
と
琉
球
、
ま
た
ジ
ャ
カ
ル
タ
等
の
異
国
の
国
々

が
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
る
。
さ
ら
に
、
広
足
の
視
界
に
収
め
ら

れ
た
東
の
方
角
も
南
と
同
じ
く
一
面
大
海
原
で
あ
っ
た
と
思
し
く
、
彼
方
に
は

薩
摩
国
が
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
、
四
方
の
描
写
が
終
わ
る
。
以

上
の
東
西
南
北
の
叙
述
は
、
さ
き
ほ
ど
の
立
神
岩
の
そ
れ
と
は
一
変
し
て
、
水

平
線
の
彼
方
に
朧
気
な
が
ら
も
捉
え
ら
れ
る
景
観
と
そ
の
さ
き
に
想
起
さ
れ
る

も
の
を
意
図
的
に
描
き
出
し
て
い
る
。
な
お
、
広
足
が
東
西
南
北
の
各
方
角
に
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意
を
払
い
つ
つ
表
現
を
練
っ
て
い
た
こ
と
は
、
同
書
の
推
敲
の
跡
に
明
ら
か
で

あ
る
。
稿
本
『
浪
風
記
』（
正
宗
文
庫
蔵
、
文
政
十
一
年
奥
書
、
二
巻
一
冊
）

に
は
「
に
し
は
も
ろ
こ
し
の
海
」
と
あ
り
、
当
初
広
足
は
四
方
全
て
の
方
角
を

明
記
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
板
本
に
お
い
て
は
「
も

ろ
こ
し
の
海
」
と
記
す
に
と
ど
め
て
い
る
。
敢
え
て
方
角
を
明
示
し
な
い
こ
と

に
よ
り
、
い
ず
れ
の
方
向
が
「
も
ろ
こ
し
の
海
」
に
当
た
る
か
、
読
者
に
想
起

さ
せ
る
意
図
の
も
と
に
改
変
を
な
し
た
と
い
え
よ
う3

。

そ
し
て
さ
ら
に
、
広
足
は
遠
景
か
ら
近
景
へ
と
い
ま
一
度
目
線
を
移
す
。
先

ほ
ど
の
和
歌
と
地
の
文
に
お
い
て
そ
の
出
で
立
ち
を
描
き
出
し
た
眼
前
の
立
神

岩
が
日
本
の
国
土
の
最
果
て
で
あ
る
こ
と
に
思
い
至
り
、
広
足
は
「
あ
ら
ぬ
さ

か
ひ
に
来
に
け
る
こ
ゝ
ち
」
つ
ま
り
異
国
と
の
境
界
に
自
ら
が
い
る
心
境
と
な

り
、
そ
の
心
細
い
胸
の
内
を
吐
露
し
て
い
る
。

か
く
『
浪
風
記
』
の
野
母
崎
の
く
だ
り
は
、
朦
朧
と
し
た
四
方
の
遠
景
と
対

比
す
る
こ
と
に
よ
り
、
近
景
の
立
神
岩
が
国
土
の
最
果
て
の
地
に
鋭
く
聳
え
立

つ
さ
ま
を
際
立
た
せ
、
そ
し
て
そ
の
異
国
と
の
境
に
い
る
自
ら
を
認
識
し
た
際

の
心
情
の
描
写
に
繋
げ
る
意
図
の
も
と
、
一
連
の
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま

さ
し
く
実
景
に
拠
り
つ
つ
も
、
そ
の
景
色
を
目
に
し
た
際
の
情
感
が
「
い
と
心

ぼ
そ
し
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
紀
行
で
は
あ
る
も
の
の
、
前
節
に
論
じ
た
景

樹
の
実
景
論
に
即
し
て
、
和
文
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
四
方

の
遠
景
を
記
述
す
る
に
あ
た
り
、
広
足
の
視
線
が
ま
ず
水
平
線
に
定
め
ら
れ
て

い
る
点
、
西
洋
絵
画
の
遠
近
法
に
お
い
て
画
者
の
目
の
高
さ
が
水
平
線
も
し
く

は
地
平
線
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
と
似
通
う
。
野
母
崎
沖
の
風
景
に
対
し
て
、

広
足
は
視
線
を
水
平
線
に
置
き
、
さ
ら
に
遠
近
を
対
照
さ
せ
て
、
朧
気
な
遠
景

に
対
し
て
近
景
の
立
神
岩
が
眼
前
に
あ
り
あ
り
と
屹
立
す
る
模
様
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
て
お
り
、
西
洋
絵
画
の
空
気
遠
近
法
の
ご
と
き
描
写
を
な
し
得
て
い
る

と
結
論
付
け
ら
れ
る
。
当
代
の
諸
国
の
人
々
の
多
く
に
は
未
見
の
地
で
あ
っ
た

西
の
最
果
て
の
風
景
を
記
す
に
あ
た
り
、
西
洋
絵
画
の
手
法
を
用
い
て
い
た
こ

と
は
特
筆
に
値
す
る
が
、
広
足
が
い
か
に
し
て
そ
れ
を
な
し
得
た
か
。
次
節
以

降
に
お
い
て
も
、
引
き
続
き
広
足
歌
文
の
検
証
を
行
い
、
風
景
描
写
に
対
す
る

広
足
の
表
現
意
識
を
精
緻
に
汲
み
取
る
た
め
の
糸
口
を
見
出
し
た
い
。

三
「
楽
志
園
記
」
の
分
析

元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
が
初
め
て
入
港
し
て
以
後
、
長

崎
の
町
は
国
際
貿
易
都
市
と
し
て
発
展
し
、
江
戸
・
大
坂
・
京
都
・
堺
と
並
ん

で
五
都
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
ま
で
に
及
ん
だ
。
都
市
と
し
て
の
歴
史
は
他
の

四
都
と
比
べ
て
古
く
は
な
い
も
の
の
、
出
島
・
唐
人
屋
敷
・
唐
寺
等
の
異
国
情

緒
漂
う
名
所
が
近
世
に
数
多
く
誕
生
し
、様
々
な
作
品
の
題
材
と
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
数
あ
る
長
崎
名
所
の
中
に
お
い
て
も
、
長
崎
港
は
、
殊
に
数
多
の
絵
師
が

描
き
、
そ
し
て
詩
人
・
歌
人
・
俳
人
が
詩
歌
発
句
に
詠
ん
だ
名
所
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
多
分
に
漏
れ
ず
広
足
も
ま
た
多
く
の
歌
文
に
長
崎
の
港
を
表
現
し
て

い
た
。

か
く
て
、
母
屋
の
ひ
さ
し
よ
り
見
わ
た
せ
ば
、
東0

は
ま
ゆ
の
山
よ
り
は

じ
め
て
、
あ
た
ご
の
み
ね
、
田
上
の
み
さ
か
、
の
き
を
な
ら
べ
た
る
ふ
も

と
の
寺
、木
か
げ
を
し
め
た
る
谷
の
庵
、い
く
百
千
と
も
か
ぞ
へ
が
た
し
。

南0

に
め
ぐ
り
て
は
、
は
ち
ぶ
せ
山
の
ち
ゞ
の
た
か
ね
、
大
浦
の
み
な
と
、

戸
町
の
あ
り
そ
、
女
神
・
男
神
・
野
母
の
み
さ
き
、
め
ぢ
は
る
〴
〵
に
つ

ら
な
れ
り
。
沖
の
方
に
は
、
ほ
ら
し
ま
・
ふ
た
ご
じ
ま
・
種
島
な
ど
水
鳥

の
う
か
べ
る
が
ご
と
く
、
に
し

0

0

に
め
ぐ
り
て
は
、
神
ざ
き
の
き
し
よ
り
西

泊
の
浦
、
稲
佐
の
入
江
、
大
鳥
の
さ
き
、
な
る
神
の
み
や
し
ろ
、
あ
ま
の

と
ま
や
、
檜
原
・
ま
つ
ば
ら
、
竹
の
は
や
し
、
浦
が
み
か
け
て
し
み
さ
か

え
た
り
。
ま
し
て
、
市
路
の
家
々
は
め
の
し
た
に
み
え
て
、
朝
び
ら
き
す
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る
大
船
は
庭
の
松
か
げ
よ
り
あ
ら
は
れ
、
あ
び
き
す
る
小
舟
は
軒
の
木
葉

と
ゝ
も
に
ち
り
う
か
べ
り
。

庭
の
う
ち
に
は
、
さ
く
ら
・
か
へ
で
な
ど
も
と
だ
ち
を
を
か
し
く
う
ゑ

ま
じ
へ
た
れ
ば
、
花
も
み
ち
の
い
ろ
香
は
さ
ら
に
て
、
雨
の
ゆ
ふ
べ
の
ほ

と
ゝ
ぎ
す
、
月
の
よ
ご
ろ
の
う
み
の
け
し
き
、
明
ゆ
く
み
ね
の
ゆ
き
の
ひ

か
り
、
鐘
の
ひ
ゞ
き
、
か
ら
ろ
の
音
も
、
ね
ざ
め
の
床
の
ま
く
ら
が
み
に

て
、
す
べ
て
四
の
時
を
り
〳
〵
、
目
を
う
つ
し
、
お
も
ひ
を
や
る
に
い
と

ま
な
し
。

『
中
島
広
足
全
集
』
に
収
録
さ
れ
る
「
楽
志
園
記
」
の
一
節
。
広
足
は
、
門

人
に
し
て
御
救
銀
会
所
請
払
役
頭
取
の
島
田
盈
守
の
別
業
楽
志
園
に
赴
き
、
そ

の
楽
志
園
か
ら
見
渡
し
た
周
囲
の
景
色
と
庭
園
の
模
様
を
記
し
て
い
る
。
楽
志

園
が
長
崎
の
北
辺
の
山
を
背
に
し
て
高
い
丘
の
上
に
位
置
し
て
い
る
た
め
、
北

の
景
観
こ
そ
な
い
も
の
の
、
東
は
眉
山
こ
と
彦
山
か
ら
始
ま
り
、
愛
宕
山
、
田

上
の
坂
、
軒
を
連
ね
る
寺
々
、
無
数
に
建
ち
並
ぶ
庵
を
列
記
し
、
南
は
「
は
ち

ぶ
せ
山
」
こ
と
鍋
冠
山
、
大
浦
の
港
、
戸
町
の
海
岸
、
女
神
島
・
男
神
島
・
野

母
崎
が
視
界
の
遙
か
遠
く
ま
で
連
な
り
、
沖
に
は
洞
島
・
二
子
島
・
種
島
が
水

鳥
の
ご
と
く
浮
か
ぶ
さ
ま
を
描
く
。
ま
た
、
続
い
て
対
岸
の
西
の
景
に
視
点
を

移
し
、
神
崎
の
岸
、
西
泊
の
浦
、
稲
佐
の
入
江
、
大
鳥
崎
、
鳴
神
の
社
、
漁
師

の
家
の
存
在
を
記
し
、
加
え
て
浦
上
ま
で
檜
原
・
松
原
・
竹
林
が
生
い
茂
る
模

様
を
描
写
す
る
。
前
節
に
論
じ
た
『
浪
風
記
』
の
野
母
崎
沖
の
風
景
と
同
じ
く
、

四
方
の
方
角
毎
に
遠
景
を
意
図
的
に
描
き
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
後
、
広
足
は
眼
下
の
長
崎
の
町
と
港
に
焦
点
を
当
て
る
。
早

朝
に
船
出
す
る
大
船
は
庭
の
松
陰
か
ら
現
れ
、
網
を
引
い
て
漁
を
す
る
小
舟
は

軒
の
木
の
葉
が
散
り
か
か
る
が
ご
と
く
海
に
浮
か
ん
で
見
え
る
と
い
う
。
つ
ま

る
と
こ
ろ
、
楽
志
園
は
、
長
崎
の
港
と
往
来
の
船
を
景
物
と
し
て
庭
の
風
景
の

中
に
取
り
込
ん
だ
借
景
庭
園
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
、
外
国
船
が

入
港
す
る
模
様
を
楽
志
園
随
一
の
風
物
と
見
做
し
て
い
た
こ
と
は
、
右
の
「
楽

志
園
記
」
末
尾
に
記
さ
れ
た
「
こ
れ
ら
を
お
き
て
め
も
あ
や
な
る
は
、
と
つ
く

に
船
ど
も
の
入
く
る
さ
ま
な
れ
ど
、
一
た
び
口
を
ひ
ら
か
む
に
は
、
詞
も
た
る

ま
じ
く
」
云
々
の
文
言
に
明
ら
か
で
あ
る
。
主
人
を
始
め
、
楽
志
園
を
訪
れ
た

人
々
は
、
庭
の
木
々
の
合
間
か
ら
そ
の
姿
を
見
せ
る
蘭
船
と
唐
船
に
興
じ
て
い

た
に
違
い
な
い4

。

次
に
そ
の
庭
園
に
関
し
て
は
、
四
季
折
々
の
風
情
が
述
べ
ら
れ
る
。
庭
の
中

に
桜
と
楓
等
の
木
々
が
植
え
交
え
ら
れ
、
春
の
桜
と
秋
の
紅
葉
の
美
し
さ
は
無

論
の
こ
と
、
雨
の
夕
べ
の
郭
公
、
月
の
光
が
澄
み
渡
る
夜
の
海
の
景
色
、
明
け

方
の
太
陽
に
包
ま
れ
た
峰
の
雪
の
光
、
寺
の
鐘
の
響
き
、
港
に
出
入
り
す
る
唐

船
の
櫓
の
音
等
、
い
ず
れ
も
寝
覚
め
の
床
の
枕
元
に
お
い
て
春
夏
秋
冬
そ
の

時
々
の
風
情
を
目
に
し
耳
に
も
し
て
、
心
を
慰
め
る
有
り
さ
ま
が
綴
ら
れ
て
い

る
。
雨
の
夕
べ
の
郭
公
は
『
新
古
今
和
歌
集
』
第
二
百
二
十
番
「
五
首
歌
人
々

に
よ
ま
せ
侍
り
け
る
時
、
夏
歌
と
て
よ
み
侍
り
け
る　

摂
政
太
政
大
臣
／
う
ち

し
め
り
あ
や
め
ぞ
か
を
る
時
鳥
鳴
く
や
五
月
の
雨
の
夕
暮
」（
引
用
は
峯
村
文

人
氏
校
注
・
訳
『
新
古
今
和
歌
集
』〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
43
、
小
学
館
、

平
成
七
年
〉
に
拠
る
）
歌
、
ま
た
唐
櫓
の
音
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
第
七
百
二
十

番「
倭
琴
緩
調
臨
潭
月　

唐
櫓
高
推
入
水
煙　

順
」（
引
用
は
菅
野
禮
行
氏
校
注
・

訳
『
和
漢
朗
詠
集
』〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
19
、
小
学
館
、
平
成
十
一
年
〉

に
拠
る
）
を
踏
ま
え
て
作
文
さ
れ
て
お
り
、
古
歌
古
詩
を
交
え
つ
つ
楽
志
園
の

四
季
の
楽
し
み
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

か
く
「
楽
志
園
記
」
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
広
足
は
四
方
の
方
角
と
遠
近

を
意
識
し
つ
つ
別
業
を
囲
む
あ
た
り
の
遠
景
と
眼
下
の
長
崎
港
の
近
景
を
描
写

し
、さ
ら
に
楽
志
園
の
四
季
折
々
の
風
情
を
和
文
に
取
り
纏
め
て
い
た
。
ま
た
、

楽
志
園
が
長
崎
港
を
借
景
と
し
て
作
ら
れ
た
庭
園
で
あ
っ
た
こ
と
を
仄
め
か
し

て
お
り
、
そ
の
書
き
振
り
は
注
目
に
値
す
る
。
例
え
ば
、
加
藤
周
一
氏
編
『
改
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訂
新
版
世
界
大
百
科
事
典
』（
平
凡
社
、平
成
二
十
六
年
）
の
「
借
景
」
の
項
（
田

中
正
大
氏
執
筆
）
に
は
「
近
世
以
降
は
、
庭
内
に
近
景
、
中
景
を
お
き
、
借
景

を
庭
園
の
遠
景
と
し
て
、
庭
園
に
空
間
的
広
が
り
を
与
え
、
庭
園
そ
の
も
の
を

中
景
、
近
景
と
と
も
に
絵
画
的
に
変
質
さ
せ
る
技
法
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
近

景
、
中
景
と
し
て
の
灯
籠
、
樹
林
な
ど
が
強
く
意
識
さ
れ
た
」
と
あ
り
、
近
世

以
降
の
庭
園
の
造
営
に
際
し
て
遠
近
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
い
知

れ
る
。借
景
式
庭
園
の
あ
る
別
業
の
家
の
記
を
執
筆
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
り
、

広
足
が
遠
近
を
対
照
さ
せ
た
表
現
に
着
目
す
る
に
及
ん
だ
可
能
性
も
否
め
な

い
。
そ
こ
で
、
次
節
以
降
に
お
い
て
は
、
右
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
「
楽
志

園
記
」
の
特
質
を
踏
ま
え
て
、
広
足
和
文
の
成
立
に
影
響
を
与
え
た
と
思
し
き

要
因
を
探
っ
て
い
く
。

四
　
近
世
の
別
業
の
記
と
『
方
丈
記
』

ま
ず
始
め
に
四
方
の
方
角
と
四
季
の
描
写
に
関
し
て
。
近
世
に
は
広
足
の
み

な
ら
ず
数
多
く
の
歌
人
・
国
学
者
・
儒
学
者
・
俳
人
等
に
よ
り
家
の
記
が
作
ら

れ
た
。
そ
の
際
、近
世
の
人
々
の
手
本
と
し
た
も
の
が
鴨
長
明
『
方
丈
記
』（
以

下
の
引
用
は
、
神
田
秀
夫
・
永
積
安
明
・
安
良
岡
康
作
氏
校
注
・
訳
『
方
丈
記　

徒
然
草　

正
法
眼
蔵
随
聞
記　

歎
異
抄
』〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
44
、
小

学
館
、
平
成
七
年
〉
に
拠
る
）
で
あ
っ
た
。

今い
ま

日
野
山
の
奥
に
跡
を
隠
し
て
後の

ち

、
東
に
三
尺
余
り
の
庇ひ

さ
しを

さ
し
て
、
柴し

ば

折
り
く
ぶ
る
よ
す
が
と
す
。
南み

な
み竹

の
簀す

の
こ子

を
敷
き
、
そ
の
西
に
閼あ

か伽
棚だ

な

を

つ
く
り
、
北
に
よ
せ
て
障さ

う

子じ

を
へ
だ
て
て
阿あ

み

だ
弥
陀
の
絵
像
を
安あ

ん

置ち

し
、
そ

ば
に
普ふ

賢げ
ん

を
か
き
、
前ま

へ

に
法ほ

花け

経き
や
うを

置
け
り
。
東
の
き
は
に
蕨わ

ら
びの

ほ
ど
ろ

を
敷
き
て
、
夜よ

る

の
床ゆ

か

と
す
。
西ひ

つ
じ
さ
る南

に
竹
の
吊つ

り
だ
な棚

を
構か

ま

へ
て
、
黒
き
皮か

は

籠ご

三

合
を
置
け
り
。
す
な
は
ち
、
和わ

歌か

・
管

く
わ
ん

絃げ
ん

・わ
う
じ
や
う

往
生
要え

う

集し
ふ

ご
と
き
の
抄せ

う

物も
の

を

入
れ
た
り
。
か
た
は
ら
に
琴
・
琵
琶
お
の
お
の
一ち

や
う張

を
立
つ
。
い
は
ゆ
る

折お
り

琴ご
と

・
継つ

ぎ

琵び

琶は

こ
れ
な
り
。
仮か

り

の
庵い

ほ
りの

あ
り
や
う
か
く
の
ご
と
し
。

そ
の
所
の
さ
ま
を
い
は
ば
、
南
に
懸か

け

樋ひ

あ
り
。
岩
を
立
て
て
水
を
た
め

た
り
。
林
の
木
近
け
れ
ば
、
爪つ

ま

木ぎ

を
ひ
ろ
ふ
に
乏と

も

し
か
ら
ず
。
名
を
音お

と

羽は

山や
ま

と
い
ふ
。
ま
さ
き
の
か
づ
ら
跡
埋う

づ

め
り
。
谷
し
げ
け
れ
ど
、
西
晴
れ
た

り
。
観
念
の
た
よ
り
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
。

春
は
藤ふ

ぢ

波な
み

を
見
る
。
紫し

雲う
ん

の
ご
と
く
し
て
西
方
に
に
ほ
ふ
。
夏
は
郭

ほ
と
と
ぎ
す公

を
聞
く
。
語
ら
ふ
ご
と
に
死し

出で

の
山や

ま

路ぢ

を
契ち

ぎ

る
。
秋
は
ひ
ぐ
ら
し
の
声
耳

に
満
て
り
。
う
つ
せ
み
の
世
を
か
な
し
む
ほ
ど
聞き

こ

ゆ
。
冬
は
雪
を
あ
は
れ

ぶ
。
積
り
消
ゆ
る
さ
ま
、
罪ざ

い

障さ
う

に
た
と
へ
つ
べ
し
。

長
明
が
住
む
庵
の
有
り
さ
ま
を
述
べ
た
く
だ
り
で
あ
る
。
一
丈
四
方
に
過
ぎ

な
い
庵
中
の
描
写
が
東
か
ら
順
に
あ
た
り
を
見
渡
し
つ
つ
な
さ
れ
て
一
回
り

し
、
さ
ら
に
そ
の
の
ち
東
の
端
に
蕨
の
穂
を
敷
い
て
寝
床
と
し
て
い
る
こ
と
、

ま
た
西
南
の
方
角
に
吊
り
棚
を
設
け
て
皮
籠
三
箱
を
置
き
、そ
の
中
に
は
歌
書
・

楽
書
・
仏
書
の
類
い
を
入
れ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
次
に
、

視
点
は
庵
の
庭
、
さ
ら
に
は
そ
の
周
囲
に
移
さ
れ
る
。
庭
の
南
に
は
岩
間
の
水

を
引
く
懸
樋
を
通
し
、
石
槽
を
拵
え
て
水
を
溜
め
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
庵
の

外
に
は
音
羽
山
が
そ
び
え
立
ち
、
林
が
近
い
た
め
に
薪
と
す
る
小
枝
に
不
自
由

し
な
い
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
一
方
、
西
は
、
谷
が
深
い
も
の
の
山
が
な
く
、
そ

の
た
め
眺
望
が
き
き
、
西
方
浄
土
に
も
通
じ
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
こ
と

が
記
述
さ
れ
る
。
四
方
の
方
角
に
意
を
留
め
て
、
庵
の
中
か
ら
庭
、
そ
し
て
周

辺
の
景
色
へ
と
徐
々
に
視
点
が
推
移
し
つ
つ
近
景
か
ら
遠
景
へ
の
描
写
が
な
さ

れ
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

ま
た
、
庵
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
景
観
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
ち
、
続
い
て
四

季
の
模
様
に
話
題
が
転
じ
る
。
春
は
藤
の
花
房
が
紫
の
雲
の
ご
と
く
に
咲
き
続

き
、
そ
れ
が
極
楽
浄
土
に
誘
い
、
夏
は
郭
公
の
声
を
聞
き
つ
つ
死
出
の
山
路
へ
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の
旅
立
ち
を
約
束
し
、
秋
は
蜩
の
声
が
耳
に
満
ち
て
現
世
の
悲
哀
を
感
じ
、
冬

は
我
が
身
の
罪
障
も
消
え
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
雪
を
賞
美
し
て
い
る
模
様
が
記

さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
仏
教
思
想
に
引
き
つ
け
て
四
季
を
論
じ
て
い
る
と
こ

ろ
は
趣
を
異
に
す
る
も
の
の
、
折
々
の
風
情
に
興
趣
を
覚
え
て
そ
の
さ
ま
を
筆

録
し
て
い
る
点
、
さ
き
の
「
楽
志
園
記
」
と
似
通
う
。

か
く
四
方
の
風
景
と
四
季
の
風
情
を
軸
に
別
業
の
有
り
さ
ま
を
描
く
『
方
丈

記
』
の
手
法
は
、
広
足
が
手
掛
け
た
家
の
記
の
そ
れ
と
通
底
す
る
。
前
節
に
掲

げ
た
「
楽
志
園
記
」
の
み
な
ら
ず
、
広
足
『
橿
園
文
集
』（
架
蔵
、
天
保
十
一

年
跋
刊
、二
巻
二
冊
）
第
一
集
の
「
さ
な
が
ら
の
山
里
の
記
」、同
『
橿
園
文
集
』

第
九
集
（
諏
訪
社
蔵
、
嘉
永
七
年
西
田
秋
実
写
、
一
冊
）
の
「
千
尋
の
蔭
の
詞
」

等
に
お
い
て
も
試
み
ら
れ
て
お
り
、
広
足
が
家
の
記
を
執
筆
す
る
際
に
好
ん
で

用
い
た
手
法
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い5

。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
広
足
は
『
方
丈
記
』
を
手
本
と
し
て
、
別
業
の
記
の
筆
を

執
り
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
発
展
さ
せ
て
『
浪
風
記
』
の
野
母
崎
沖
に
お
け
る
四

方
の
景
色
を
表
現
し
て
い
た
と
い
え
る
。

五
　
長
崎
港
を
描
く
―
―
広
足
と
慶
賀
―
―

続
い
て
、
長
崎
港
の
描
写
に
関
し
て
。
第
三
節
に
論
じ
た
通
り
、
長
崎
港
は
、

歌
人
が
歌
文
に
も
の
す
る
の
み
な
ら
ず
絵
師
も
ま
た
絵
に
描
い
て
い
た
こ
と
が

夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
画
壇
と
の
関
連
を
踏
ま
え
つ
つ
検

証
を
進
め
て
い
く
。

さ
て
、
長
崎
港
を
題
材
と
し
た
近
世
後
期
の
絵
画
作
品
は
、
長
崎
歴
史
文
化

博
物
館
を
始
め
と
し
て
、国
内
外
の
収
蔵
機
関
に
多
数
伝
わ
る
。
そ
の
多
く
は
、

冒
頭
に
論
じ
た
慶
賀
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
図
版
Ⅰ
は
、
慶
賀
画
「
長
崎

港
図
」（
九
州
国
立
博
物
館
蔵
、近
世
後
期
画
、額
装
絹
本
著
色
一
面
）
で
あ
る
。

金
比
羅
山
付
近
か
ら
長
崎
港
を
見
下
ろ
し
て
描
か
れ
た
鳥
瞰
図
で
あ
り
、
画
面

中
央
の
長
崎
港
内
に
は
同
図
の
モ
チ
ー
フ
と
思
し
き
オ
ラ
ン
ダ
船
、ま
た
唐
船
・

和
船
、
さ
ら
に
画
面
左
に
は
出
島
・
新
地
荷
蔵
、
長
崎
の
町
の
家
々
、
そ
し
て

画
面
上
部
に
は
左
の
野
母
半
島
と
右
の
稲
佐
か
ら
神
崎
に
か
け
て
の
い
わ
ゆ
る

対
岸
と
島
々
が
写
し
取
ら
れ
て
い
る
。そ
の
島
々
と
山
々
の
描
写
に
際
し
て
は
、

奥
に
行
く
に
つ
れ
て
暈
か
し
て
描
い
て
お
り
、
慶
賀
は
空
気
遠
近
法
を
用
い
て

い
た
と
い
え
よ
う
。
慶
賀
が
手
が
け
た
同
様
の
長
崎
港
図
は
、
目
睹
し
得
る
限

り
に
お
い
て
も
神
戸
市
立
博
物
館
・
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
・
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム

海
事
博
物
館
・
千
葉
市
美
術
館
・
一
関
市
博
物
館
・
ハ
ー
グ
国
立
中
央
文
書
館

に
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
慶
賀
も
し
く
は
絵
の
依
頼
者
等
が
取
り
分
け
好
ん
だ
構

図
で
あ
っ
た
か
。
加
え
て
、
図
版
Ⅰ
と
は
別
の
角
度
か
ら
長
崎
港
を
描
写
し
た

作
品
も
ま
た
、
慶
賀
「
長
崎
湾
眺
望
図
」（
ラ
イ
デ
ン
国
立
民
族
学
博
物
館
蔵
、

近
世
後
期
画
、
ま
く
り
絹
本
著
色
三
紙
）、
同
「
長
崎
港
雪
景
」（
同
蔵
、
近
世

後
期
画
、
ま
く
り
絹
本
著
色
一
紙
）
等
が
現
存
す
る
。
い
ず
れ
も
、
高
所
か
ら

長
崎
湾
を
眺
め
た
も
の
で
あ
り
、
慶
賀
が
様
々
な
場
所
か
ら
長
崎
港
を
眺
望
し

て
作
品
に
仕
立
て
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う6

。
そ
し
て
、そ
の
「
長
崎
港
図
」

の
い
ず
れ
も
が
西
洋
由
来
の
遠
近
法
を
用
い
て
描
か
れ
て
い
た
。

一
方
、
広
足
も
ま
た
「
楽
志
園
記
」
の
み
な
ら
ず
複
数
の
家
の
記
に
長
崎
港

の
模
様
を
記
し
、
和
歌
に
詠
じ
て
い
た
。

こ
ゝ
に
、
徳
見
ぬ
し
の
な
り
所
は
、
長
崎
の
南
、
市
路
の
か
し
ま
し
さ
を

は
な
れ
て
、
瓊
浦
の
入
江
を
お
ば
し
ま
の
も（

マ
マ
）

の
に
見
さ
け
た
れ
ば
、
渚
の

苫
屋
、
沖
の
島
に
も
、
壁
に
か
き
た
る
絵
を
な
し
つ
ゝ
、
や
ま
と
も
ろ
こ

し
の
大
舟
小
舟
、
あ
し
た
ゆ
ふ
べ
に
漕
出
こ
ぎ
入
さ
ま
、
又
い
づ
く
に
か

は
た
ぐ
ひ
あ
ら
む
。

『
中
島
広
足
全
集
』
所
載
の
「
た
る
み
の
屋
の
記
」
の
一
節
。
長
崎
糸
割
符

宿
老
の
徳
見
茂
四
郎
が
長
崎
の
町
の
南
に
建
て
た
別
業
た
る
み
の
屋
の
眺
望
を
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取
り
上
げ
、
広
足
が
そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
言
祝
い
だ
く
だ
り
で
あ
る
。
た
る
み

の
屋
の
欄
干
か
ら
長
崎
港
を
見
や
る
と
、
渚
の
苫
屋
、
ま
た
沖
合
の
島
か
ら
和

船
と
唐
船
が
漕
ぎ
出
て
、
ま
た
漕
ぎ
入
れ
る
光
景
は
、
壁
に
掛
け
た
絵
と
見
立

て
ら
れ
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
と
い
う
。
広
足
は
、
た
る
み
の
屋
か
ら
の
眺
望

を
絵
画
に
例
え
て
表
現
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。そ
の
広
足
の
念
頭
に
あ
る「
壁

に
か
き
た
る
絵
」
と
は
、
い
か
な
る
絵
か
。
た
る
み
の
屋
の
外
部
に
通
じ
る
一

面
全
体
を
「
壁
に
か
き
た
る
絵
」
と
見
做
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
そ
れ

は
、
軸
装
さ
れ
た
大
和
絵
・
南
画
等
の
類
い
で
は
な
く
、
額
装
さ
れ
た
西
洋
画

で
あ
ろ
う
。
広
足
は
、
た
る
み
の
屋
の
欄
干
か
ら
長
崎
港
を
見
晴
る
か
し
た
そ

の
景
観
を
西
洋
の
絵
画
に
例
え
て
い
た
。

他
方
、
絵
画
の
世
界
に
お
い
て
も
ま
た
、
欄
干
か
ら
見
渡
し
た
長
崎
港
の
景

色
を
画
面
の
他
の
部
分
と
意
図
的
に
描
き
分
け
た
興
味
深
い
絵
が
伝
わ
る
。
そ

れ
は
、
慶
賀
『
唐
蘭
館
絵
巻
』（
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
、
巻
子
本
紙
本
著

色
二
巻
二
軸
、
図
版
Ⅱ
参
照
）
の
蘭
館
の
巻
所
載
の
「
宴
会
図
」
で
あ
る7

。
同

図
は
、
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
館
に
お
け
る
宴
会
の
模
様
を
描
き
出
し
た
も
の
。
画

面
中
央
か
ら
右
に
か
け
て
の
室
内
の
模
様
は
、
大
和
絵
固
有
の
手
法
で
あ
る
平

行
遠
近
法
を
主
と
し
て
用
い
て
い
る
も
の
の
、
画
面
左
か
ら
中
央
に
か
け
て
の

外
の
風
景
は
、
西
洋
画
由
来
の
空
気
遠
近
法
・
色
彩
遠
近
法
を
使
用
し
て
描
写

し
て
い
る8

。
例
え
ば
、
岸
文
和
氏
「
制
度
と
し
て
の
遠
近
法
―
―
『
浄
瑠
璃
姫

物
語
』
の
画イ

メ
ー
ジ像

を
手
が
か
り
に
し
て
―
―
」（『
日
本
文
学
』
第
四
十
四
巻
第
十

号
、
平
成
七
年
十
月
）
が
「
文
字
通
り
画
家
が
「
画
面
（
画
枠
）」
を
「
透
か

し
て
（
通
し
て
）
視
る
図
」
に
他
な
ら
な
い
」
と
西
洋
画
由
来
の
遠
近
法
を
論

じ
る
こ
と
に
即
せ
ば
、
家
の
窓
枠
を
画
枠
、
そ
し
て
窓
枠
内
の
長
崎
港
の
景
観

を
一
枚
の
絵
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
り
、
慶
賀
は
西
洋
の
遠
近
法
を
用
い
て

「
宴
会
図
」
中
の
長
崎
港
の
風
景
を
画
中
画
の
ご
と
く
描
写
し
て
い
た
と
い
え

よ
う
。

図版Ⅰ　慶賀画「長崎港図」
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そ
の
「
宴
会
図
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
前
述
の
『
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
図

書
館
所
蔵
川
原
慶
賀
の
植
物
図
譜
』
所
収
「
唐
蘭
館
絵
巻
」
解
説
（
五
味
俊
晶

氏
執
筆
）
に
「
蘭
館
の
八
場
面
目
に
登
場
す
る
「
宴
会
図
」
は
人
気
を
博
し
た

の
だ
ろ
う
。
本
場
面
だ
け
が
抜
き
出
さ
れ
、
単
独
の
作
品
（
個
人
蔵
）
と
し
て

現
存
し
て
い
る
」
と
の
指
摘
が
備
わ
る
。
ま
た
、
竜
章
堂
閑
斎
書
・
蔀
関
牛
画

『
日
本
往
来
』（
文
政
十
年
刊
、
一
冊
）
に
お
い
て
も
、
お
よ
そ
同
趣
向
の
図
が

収
録
さ
れ
て
お
り
、
当
時
慶
賀
の
「
宴
会
図
」
が
少
な
か
ら
ぬ
反
響
を
及
ぼ
し

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
窓
枠
内
の
長
崎
湾
の
風
景
を
一
枚
の
絵
画
の

ご
と
く
見
做
し
た
同
図
が
当
時
人
気
を
博
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
さ
き
の
「
た

る
み
の
屋
の
記
」
に
お
い
て
欄
干
か
ら
見
渡
し
た
長
崎
港
の
模
様
を
広
足
が
西

洋
絵
画
に
見
立
て
て
い
た
こ
と
も
合
点
が
い
く
。
西
洋
の
遠
近
法
が
用
い
ら
れ

た
長
崎
港
の
絵
を
目
に
し
て
、
広
足
が
西
洋
的
な
遠
近
を
知
覚
す
る
に
及
ん
だ

こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

さ
ら
に
ま
た
、
前
掲
『
中
島
広
足
全
集
』
所
収
「
出
塵
楼
記
」
は
、
長
崎
港

の
見
ど
こ
ろ
を
次
の
ご
と
く
描
写
し
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。

か
く
て
、
其
望
の
す
ぐ
れ
た
る
事
は
、
み
な
人
の
ま
の
あ
た
り
見
わ
た

す
が
如
く
に
て
、
沖
の
し
ま
〴
〵
入
江
の
く
ま
〴
〵
、
か
ぞ
へ
あ
げ
て
も

の
せ
む
に
は
こ
と
の
は
も
た
る
ま
じ
く
な
む
。
又
、
四
の
時
の
さ
ま
〴
〵

な
る
中
に
、
春
の
花
は
を
ち
こ
ち
の
山
々
に
見
わ
た
し
、
郭
公
は
入
江
を

こ
え
て
の
き
ば
に
来
な
く
を
き
ゝ
、
秋
の
月
は
風
清
き
浪
の
上
に
玉
し
き

み
た
す
を
な
が
め
、
ふ
り
つ
む
雪
は
打
む
か
ふ
稲
佐
の
高
嶺
に
め
で
は
や

し
て
、
心
を
や
り
お
も
ひ
を
の
ば
へ
ぬ
べ
し
。

し
か
の
み
な
ら
ず
、
百
舟
千
舟
漕
き
ほ
ふ
中
に
、
も
ろ
こ
し
の
は
年
に

ふ
た
ゝ
び
行
か
よ
ひ
、
あ
か
え
み
し
の
は
夏
の
末
つ
か
た
に
入
来
て
秋
は

つ
る
ほ
ど
に
か
へ
れ
る
な
ど
、
其
出
入
の
よ
そ
ひ
の
さ
か
り
な
る
事
は
、

瓊
浦
の
い
み
じ
き
ひ
か
り
に
て
、
此
家
の
ま
た
な
き
み
も
の
な
り
け
り
。

図版Ⅱ　慶賀画「宴会図」
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広
足
門
人
の
馬
場
貞
雄
が
岡
の
高
い
と
こ
ろ
に
新
た
に
居
を
構
え
、
広
足
に

そ
の
家
の
名
を
請
う
こ
と
に
端
を
発
し
て
、
広
足
が
「
出
塵
楼
」
と
名
付
け
た

経
緯
と
家
の
有
り
さ
ま
を
綴
っ
た
和
文
で
あ
る
。
出
塵
楼
か
ら
長
崎
港
を
眺
望

し
た
素
晴
ら
し
さ
、
興
趣
を
誘
う
折
々
の
花
鳥
風
月
が
語
ら
れ
た
の
ち
、
話
題

が
オ
ラ
ン
ダ
船
と
唐
船
に
及
ん
で
い
る
。
長
崎
港
を
出
入
り
す
る
オ
ラ
ン
ダ
船

と
唐
船
の
さ
ま
は
、
瓊
浦
こ
と
長
崎
港
の
輝
き
で
あ
り
、
ま
た
出
塵
楼
の
類
い

な
い
見
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
出
塵
楼
ひ
い
て
は
長
崎
港
の
見
ど
こ
ろ
を
外
国

船
の
出
入
港
に
見
出
し
て
お
り
、
前
述
の
「
長
崎
港
図
」
が
外
国
船
の
有
り
さ

ま
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
精
緻
に
描
か
れ
て
い
た
こ
と
と
趣
向
を
同
じ
く
す
る
と

い
え
よ
う
。
な
お
、同
じ
く
外
国
船
に
光
を
当
て
て
執
筆
さ
れ
た
広
足
和
文
は
、

前
掲
『
橿
園
文
集
』
第
九
集
収
録
の
「
白
木
久
樹
が
家
の
額
に
と
こ
は
れ
て
し

る
せ
る
詞
」、
ま
た
前
述
の
「
た
る
み
の
屋
の
記
」
等
が
あ
り
、
長
崎
の
港
を

望
む
家
の
記
の
執
筆
に
際
し
て
広
足
が
外
国
船
の
記
述
を
多
用
し
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。

か
く
長
崎
港
を
題
材
と
し
た
西
洋
画
と
広
足
和
文
は
趣
向
を
同
じ
く
し
て
お

り
、
広
足
が
慶
賀
「
長
崎
港
図
」
等
の
絵
画
資
料
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た
こ

と
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
次
の
広
足
『
夢
路
日
記
』
の
記
述
は
、
現
に

そ
の
こ
と
を
物
語
る
。

○
八
日
。
よ
べ
契
り
置
つ
れ
ば
、
昼
つ
か
た
よ
り
舟
に
て
梅
が
さ
き
と
い

ふ
よ
り
い
で
ゝ
、
入
江
こ
ぎ
め
ぐ
り
遊
ぶ
。
四
方
の
け
し
き
い
と
お
も
し

ろ
し
。
右0

な
る
高
き
嶺
を
い
な
さ
だ
け
と
い
ひ
、
左0

な
る
を
な
べ
か
ぶ
り

山
と
い
へ
り
。
沖
の
方

0

0

0

に
は
高
鉾
島
・
鼠
島
・
神
の
し
ま
な
ど
、
あ
ま
た

あ
り
。
又
、右
左
に
も
り
べ
を
お
か
れ
た
る
所
を
西
泊
・
戸
町
と
い
へ
り
。

う
ら
な
み
も
し
づ
け
き
け
ふ
の
舟
遊
び
人
の
心
ぞ
ま
づ
う
き
に
け
る

舟
遊
び
家
ぢ
わ
す
る
ゝ
を
り
し
も
あ
れ
あ
や
な
身
に
し
む
沖
つ
し
ほ

風

か
く
て
、
阿
蘭
陀
舟
を
い
た
り
て
見
る
。
ま
こ
と
に
う
つ
し
ゑ
に
て
見

つ
る
に
も
ま
さ
り
、
ま
ね
び
い
は
ん
か
た
も
な
く
、
あ
や
し
き
さ
ま
し
た

り
。
舟
は
二
つ
ゝ
な
げ
り9

。

長
崎
港
に
お
い
て
船
遊
び
を
し
た
折
の
有
り
さ
ま
が
綴
ら
れ
た
文
政
五
年
十

月
八
日
の
記
事
で
あ
る
。
梅
香
崎
か
ら
船
出
し
た
広
足
は
、
長
崎
港
内
を
漕
ぎ

回
り
、
そ
の
際
の
四
方
の
景
色
を
記
す
。
梅
香
崎
か
ら
南
の
野
母
崎
方
面
に
向

け
て
船
は
進
ん
で
い
た
と
思
し
く
、
西
の
稲
佐
嶽
を
右
手
、
東
の
鍋
冠
山
を
左

手
に
し
て
い
る
模
様
、
さ
ら
に
沖
合
に
浮
か
ぶ
高
鉾
島
・
鼠
島
こ
と
皇
后
島
・

神
ノ
島
、
ま
た
西
泊
・
戸
町
の
両
番
所
の
存
在
が
書
き
付
け
ら
れ
て
い
る
。
初

度
長
崎
来
訪
の
折
か
ら
、
広
足
が
四
方
に
意
を
払
い
つ
つ
長
崎
港
の
景
色
を
描

写
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
そ
し
て
、
注
目
す
べ
き
は
、
オ
ラ
ン
ダ
船

を
実
見
し
た
広
足
が
そ
の
さ
ま
を
「
ま
こ
と
に
う
つ
し
ゑ
に
て
見
つ
る
に
も
ま

さ
り
」
云
々
と
書
き
留
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
右
に
お
け
る
「
う
つ
し
ゑ
」

と
は
あ
り
の
ま
ま
を
模
写
し
た
絵
を
指
し
、
広
足
が
オ
ラ
ン
ダ
船
の
真
景
図
の

類
い
を
想
起
し
て
実
物
と
比
べ
つ
つ
そ
の
様
子
を
和
文
に
書
き
写
し
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
続
く
同
月
十
八
日
に
出
島
を
訪
れ
て
オ
ラ
ン
ダ
人
を

見
た
際
も
、同
様
に
「
人
の
か
た
ち
は
ゑ
に
て
見
る
に
い
さ
ゝ
か
も
た
が
は
ず
」

と
述
べ
て
お
り
、
広
足
は
絵
画
と
実
物
の
オ
ラ
ン
ダ
人
を
比
較
し
つ
つ
そ
の
出

で
立
ち
を
把
握
し
て
い
た
。
目
下
、
広
足
が
目
に
し
た
絵
画
を
特
定
出
来
て
い

な
い
も
の
の
、
広
足
が
長
崎
の
景
物
を
和
文
に
表
現
す
る
際
に
西
洋
画
を
参
考

と
し
て
い
た
こ
と
は
、
疑
い
な
い
。
な
お
、
広
足
が
西
洋
画
に
対
し
て
も
関
心

を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
広
足
『
雑
録　

文
政
七
年
三
月
よ
り
至
十
月
』（
諏

訪
社
蔵
、
文
政
七
年
写
、
自
筆
本
一
冊
）
に
明
ら
か
で
あ
る
。
油
絵
に
用
い
る

絵
の
具
の
精
製
法
等
に
関
し
て
、
広
足
は
司
馬
江
漢
の
伝
法
を
同
書
中
に
筆
録

し
て
お
り
、
西
洋
画
の
知
識
を
も
摂
取
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
、
広
足
が
慶
賀
画
の
眺
望
図
を
目
に
し
て
い
た
可
能
性
を
示
す
資
料
が
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諏
訪
社
に
は
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
青
木
永
繁
『
長
崎
挙
要
諸
記
抄
録
』（
諏
訪

社
蔵
、
近
世
後
期
写
、
一
冊
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

烽
火
山
よ
り
四
方
眺
望
之
図　

画
工
田
口
慶
賀
謹
識

当
山
は
、
崎
陽
第
一
の
高
山
に
し
て
、
西
は
五
島
、
東
は
島
原
、
南
は
天

草
及
び
薩
摩
方
、
北
は
大
村
領
平
戸
地
に
至
る
。
長
崎
市
中
は
申
の
方
に

当
て
、
湊
口
両
御
番
所
よ
り
遙
の
大
洋
を
望
む
。
其
勝
景
今
茲
鎮
台
の
命

を
蒙
り
、
年
行
司
藤
田
源
九
郎
と
倶
に
登
山
し
て
之
を
写
す
。

時
、
天
保
七
丙
申
孟
夏

同
書
は
、
文
化
か
ら
安
政
頃
に
か
け
て
諏
訪
社
の
祠
官
で
あ
っ
た
永
繁
が
長

崎
に
纏
わ
る
様
々
な
記
録
を
抄
出
し
た
も
の
。
右
の
文
は
、
長
崎
奉
行
の
命
を

受
け
て
、
田
口
慶
賀
つ
ま
り
川
原
慶
賀
が
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
四
月
に
制

作
し
た
「
烽
火
山
よ
り
四
方
眺
望
之
図
」
の
款
記
で
あ
る
。
惜
し
む
ら
く
は
、

同
図
の
行
方
を
目
下
特
定
出
来
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
長
崎
港
の
模
様
が

描
写
さ
れ
た
慶
賀
の
眺
望
図
を
諏
訪
社
の
祠
官
等
も
手
に
し
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
諏
訪
社
に
お
い
て
、
広
足
は
歌
会
を
度
た
び
催
し
、

大
宮
司
の
永
章
と
は
無
二
の
友
と
い
え
る
間
柄
で
あ
っ
た
。
永
章
を
介
し
て
、

広
足
が
慶
賀
の
「
烽
火
山
よ
り
四
方
眺
望
之
図
」
を
直
に
見
て
い
た
と
し
て
も

不
思
議
で
は
な
い
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
次
の
図
版
Ⅲ
か
ら
Ⅴ
は
、
慶
賀
と
広
足
が
同
じ
文
化
圏
に

位
置
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
図
版
Ⅲ
は
、
広
足
賛
・
慶
賀
画
「
武
者
図
」

（
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
、
近
世
後
期
成
立
、
掛
幅
装
絹
本
著
色
一
軸
）
で

あ
る
。
上
部
に
は
「
ま
た
ゝ
ぐ
ひ
世
に
あ
ら
め
や
は
す
め
ら
へ
に
き
は
め
つ
く

せ
る
あ
か
き
こ
ゝ
ろ
は
／
広
足
」
の
広
足
賛
、
下
部
に
慶
賀
画
の
武
者
図
が
描

か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
右
下
に
は
「
種
美
筆
（
印
）（
印
）」
の
落
款
。
落
款
印

は
「
慶
／
賀
」（
朱
文
方
印
）
お
よ
び
「
種
／
美
」（
朱
文
方
印
）
が
捺
さ
れ
る
。

ま
た
、
図
版
Ⅳ
の
広
足
賛
・
慶
賀
画
「
永
島
キ
ク
刀
自
絵
像
」（
長
崎
歴
史
文

図版Ⅲ　広足賛・慶賀画
「武者図」

図版Ⅳ　広足賛・慶賀画
「永島キク刀自絵像」

図版Ⅴ　慶賀下絵・大和屋版
「プチャーチン像」
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化
博
物
館
蔵
、
万
延
元
年
成
立
、
掛
幅
装
絹
本
著
色
一
軸
）
も
慶
賀
画
の
永
島

キ
ク
刀
自
の
絵
像
に
広
足
和
文
の
賛
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
賛
の
末
に
「
万
延

元
年
五
月
七
日
橿
園
の
あ
る
じ
し
る
す
（
印
）（
印
）」
と
あ
り
、
印
は
「
広
足

／
之
印
」（
白
文
方
印
）
と
「
畺
／
園
」（
朱
文
方
印
）
が
捺
さ
れ
る
。
絵
像
の

右
下
に
は
「
七
十
五
歳
種
美
写
（
印
）（
印
）」
の
落
款
が
あ
り
、
加
え
て
「
田

口
／
之
印
」（
白
文
方
印
）
と
「
慶
／
賀
」（
朱
文
方
印
）
が
押
印
さ
れ
る
。
二

軸
の
制
作
に
関
し
て
は
、
広
足
と
慶
賀
が
直
接
に
遣
り
取
り
を
し
て
か
、
絵
の

依
頼
者
を
介
し
て
か
、
大
き
く
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
に
し

て
も
慶
賀
と
広
足
の
間
に
何
が
し
か
の
接
点
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
さ
ら
に

ま
た
、
図
版
Ⅴ
の
慶
賀
下
絵
・
大
和
屋
版
「
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
像
」（
長
崎
歴
史

文
化
博
物
館
蔵
、近
世
末
期
刊
、一
枚
刷
）
は
、ロ
シ
ア
の
海
軍
中
将
プ
チ
ャ
ー

チ
ン
が
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
長
崎
に
来
航
し
た
折
の
姿
を
描
い
た
も
の
。

画
面
右
下
に
は
「Getekent D

oor T
oyoskij

」
と
慶
賀
の
サ
イ
ン
が
あ
り
、

ま
た
板
元
で
あ
る
「
長
／
崎　

文
斎
／
大
和
屋
梓
」
の
朱
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。

長
崎
版
画
の
板
元
大
和
屋
由
平
こ
と
信
春
に
関
し
て
は
、
前
述
の
拙
稿
「
磯
野

信
春
『
長
崎
土
産
』
の
成
立
―
―
名
所
図
会
と
和
歌
―
―
」
に
お
い
て
、
広
足

と
の
繋
が
り
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
の
信
春
が
慶
賀
と
も
関
係
を
有
し
て
い

た
こ
と
を
「
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
像
」
は
如
実
に
示
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
信
春

を
仲
立
ち
と
し
て
、
広
足
と
慶
賀
の
間
に
何
等
か
の
交
流
が
あ
っ
た
や
も
し
れ

な
い
。

と
こ
ろ
で
、
前
述
の
『
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
図
書
館
所
蔵
川
原
慶
賀
の

植
物
図
譜
』
所
収
の
五
味
氏
「
長
崎
の
町
絵
師
・
川
原
慶
賀
」
は
、
町
絵
師
と

し
て
の
慶
賀
の
一
面
を
指
摘
し
て
い
る
。

慶
賀
は
様
々
な
種
類
の
絵
を
描
い
た
。「
綱
敷
天
神
像
」
の
系
譜
に
連
な

る
《
天
神
図
》（
№
2
―
33
）
は
今
ま
で
の
慶
賀
イ
メ
ー
ジ
を
打
ち
破
る

作
品
で
あ
ろ
う
。
林
源
吉
に
よ
っ
て
「
菅
原
道
真
公
の
像
」
と
報
告
さ
れ

た
も
の
が
本
作
で
あ
る
な
ら
ば
、
か
つ
て
は
長
崎
の
個
人
が
所
有
し
て
い

た
一
品
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
慶
賀
は
様
々
な
注
文
を
受
け
た
。
出
島
の

関
係
者
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
お
絵
像
や
天
神
像
に
始
ま
り
西
洋
画
を
意

識
し
た
洋
風
画
（《
瀉
血
手
術
図
》（
№
1
―
21
））
ま
で
、
民
衆
の
注
文

に
も
応
え
続
け
た
。
そ
れ
は
出
島
出
入
絵
師
と
し
て
で
は
な
い
、
長
崎
の

町
絵
師
と
し
て
の
顔
で
あ
る
。

従
来
の
諸
論
攷
に
お
い
て
は
、
出
島
出
入
り
の
御
用
絵
師
、
取
り
分
け
シ
ー

ボ
ル
ト
お
抱
え
の
絵
師
と
し
て
の
慶
賀
の
一
面
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
五
味
氏
は
、
慶
賀
が
洋
画
の
み
な
ら
ず
様
々
な
画
風
の
絵
を
手
掛
け

て
い
た
こ
と
に
着
目
し
、
長
崎
の
民
衆
の
多
様
な
注
文
を
受
け
て
絵
筆
を
揮
っ

た
町
絵
師
と
し
て
の
慶
賀
の
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。

一
方
、
広
足
も
ま
た
門
人
等
の
求
め
に
応
じ
て
歌
文
を
手
掛
け
て
い
た
こ
と

は
、
先
述
の
家
の
記
、
例
え
ば
「
白
木
久
樹
が
家
の
額
に
と
こ
は
れ
て
し
る
せ

る
詞
」
等
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
時
に
は
漢
籍
の
故
事
を
引
き

つ
つ
唐
物
趣
味
に
仕
立
て
、
ま
た
あ
る
時
に
は
平
安
の
物
語
等
の
表
現
を
も
と

に
王
朝
趣
味
に
仕
上
げ
、
さ
ら
に
あ
る
時
に
は
西
洋
の
新
奇
な
文
物
を
題
材
と

す
る
等
、
広
足
が
様
々
に
趣
向
を
変
え
つ
つ
和
文
を
執
筆
し
、
歌
に
詠
ん
で
い

た
こ
と
は
、
広
足
『
橿
園
集
』（
架
蔵
、
天
保
十
年
序
跋
刊
、
三
巻
三
冊
）、
同

『
橿
園
長
歌
集
』（
諏
訪
社
蔵
、
天
保
十
一
年
跋
刊
、
一
冊
）、
先
述
の
『
橿
園

文
集
』
等
に
う
か
が
い
知
れ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
慶
賀
も
広
足
も
同
じ
く
、
長
崎
の
町
衆
の
好
み
に
合
わ
せ

て
、
自
在
に
そ
の
筆
致
を
変
え
て
い
た
と
い
え
る
。
無
論
憶
測
の
域
を
免
れ
な

い
が
、
前
述
の
数
あ
る
「
長
崎
港
図
」
中
に
は
長
崎
の
町
衆
の
依
頼
を
受
け
て

制
作
さ
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
も
否
め
な
い
。
広
足
筆
の
家
の
記

と
同
じ
く
、
自
邸
か
ら
長
崎
港
を
眺
め
た
眺
望
の
素
晴
ら
し
さ
を
人
々
に
知
ら

し
め
る
思
惑
の
も
と
、
長
崎
の
町
衆
が
慶
賀
に
「
長
崎
港
図
」
の
制
作
を
請
う
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た
と
推
定
す
る
も
の
で
あ
る10

。
そ
の
真
偽
は
と
も
か
く
も
、
紀
行
ま
た
家
の
記

を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
広
足
が
西
洋
画
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
、
そ
し

て
慶
賀
と
広
足
が
同
時
代
の
長
崎
の
同
じ
文
化
圏
に
位
置
し
、
何
が
し
か
の
接

点
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
本
節
に
論
じ
た
通
り
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
中
世
以
前
の
詩
歌
紀
行
等
に
描
か
れ
て
い
な
い
長
崎
の
土
地
土
地
を

歌
文
に
表
現
す
る
に
あ
た
り
、
実
景
を
重
ん
じ
た
広
足
が
い
か
な
る
手
法
を
用

い
て
い
た
か
、
検
証
し
て
き
た
。

結
果
、
野
母
崎
冲
の
絶
景
お
よ
び
長
崎
港
を
眺
望
し
た
家
の
記
を
手
掛
け
る

に
あ
た
り
、
広
足
が
四
方
の
遠
景
と
眼
前
の
近
景
を
対
照
的
に
描
き
分
け
、
西

洋
絵
画
の
空
気
遠
近
法
の
ご
と
き
描
写
を
な
し
得
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の

四
方
を
意
識
し
た
描
写
は
『
方
丈
記
』
を
踏
ま
え
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
長
崎
港
を
題
材
と
し
た
西
洋
画
と
広
足
執
筆
の

家
の
記
を
比
較
考
察
し
て
、
広
足
和
文
と
慶
賀
の
絵
と
の
趣
向
の
類
似
を
指
摘

し
、
西
洋
画
と
長
崎
港
の
実
景
を
引
き
比
べ
つ
つ
家
の
記
な
ら
び
に
紀
行
の
執

筆
に
臨
む
広
足
の
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
。
長
崎
の
各
地
を
歌
文
に
取
り
纏

め
る
に
際
し
て
、
広
足
は
一
方
に
お
い
て
『
方
丈
記
』
の
行
文
を
型
と
し
つ
つ

も
、
他
方
に
お
い
て
西
洋
画
の
影
響
を
強
く
受
け
、
そ
の
技
法
を
和
文
に
応
用

し
て
い
た
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。

従
来
、
近
世
後
期
の
風
景
描
写
を
め
ぐ
っ
て
は
、
実
景
を
重
視
し
た
「
視
覚

優
位
の
平
明
な
作
風
」
へ
と
画
壇
の
影
響
を
受
け
つ
つ
徐
々
に
移
行
し
た
こ
と

が
指
摘
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
実
態
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
で
あ
っ

た
。
日
本
の
古
典
に
文
章
の
型
を
求
め
つ
つ
も
、
西
洋
画
の
遠
近
法
が
持
ち
合

わ
せ
て
い
る
表
現
の
奥
行
き
を
い
か
に
和
文
に
表
現
す
る
か
。
以
上
の
問
題
意

識
の
も
と
に
生
み
出
さ
れ
た
広
足
の
歌
文
は
、
単
に
「
視
覚
優
位
の
平
明
な
作

風
」
と
評
し
得
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
景
の
捉
え
方
が
大
き
く
異
な

る
西
洋
と
東
洋
の
価
値
観
が
せ
め
ぎ
合
い
、
ま
た
融
合
し
た
近
世
後
期
の
長
崎

に
お
い
て
、
歌
人
・
絵
師
等
が
い
か
な
る
風
景
描
写
を
な
し
て
い
た
か
、
共
時

的
か
つ
学
際
的
に
さ
ら
な
る
研
究
が
な
さ
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
提
言

し
て
、
筆
を
擱
く
。

 

（
長
崎
大
学
教
育
学
部
准
教
授
）
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注
 

 1
以
下
、
資
料
の
引
用
に
際
し
て
、
私
に
句
読
点
・
濁
点
を
施
し
、
漢
字
は
通

行
の
字
体
、
片
仮
名
は
平
仮
名
に
改
め
た
。

  2
以
下
の
引
用
に
際
し
て
、
方
角
を
表
す
言
葉
に
は
私
に
傍
点
を
付
け
た
。

  3
永
章
〔
青
木
永
章
翁
詠
草
〕（
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
、
近
世
後
期
写
、

一
冊
）
所
載
の
「
稲
佐
嶽
に
の
ぼ
る
記
」
に
お
い
て
は
、
稲
佐
嶽
か
ら
眺
め

た
四
方
の
風
景
を
次
の
ご
と
く
記
し
て
い
る
。

三
町
ば
か
り
の
ぼ
れ
ば
、
打
ひ
ろ
い
た
る
野
に
て
、
わ
ら
び
お
ひ
、
す
み

れ
さ
き
た
り
。
み
ね
に
は
お
も
し
ろ
き
い
は
ど
も
立
な
み
て
な
す
な
ん
、

い
は
ん
か
た
な
き
也
。西0

は
か
ぎ
り
な
き
海
原
に
て
、ち
か
の
島
の
い
と
ゝ

ほ
う
か
す
か
に
み
ゆ
る
也
。
名
に
も
に
ぬ
も
の
か
ら
、
こ
ゝ
よ
り
め
に
さ

へ
ぎ
る
こ
そ
そ
れ
な
ら
め
と
お
か
し
。
南0

は
唐
海
に
つ
ゞ
け
り
と
か
。
野

母
島
・
い
は
ほ
島
・
神
し
ま
・
男
神
・
女
神
て
ふ
島
、
の
こ
ら
ず
め
の
下

に
な
ん
み
わ
た
さ
る
ゝ
。
東
北

0

0

は
山
た
ち
み
な
み
て
大
村
ま
で
み
え
た

り
。
此
た
ち
な
み
た
る
い
は
陰
に
か
の
唐
め
け
る
調
度
と
う
で
ゝ
、
嵩
年

あ
る
じ
す
。

方
角
の
認
識
こ
そ
広
足
と
異
な
る
も
の
の
、
五
島
列
島
、
中
国
大
陸
方
面
の

海
を
示
し
つ
つ
四
方
の
景
色
を
描
き
出
し
て
お
り
、
広
足
の
和
文
と
お
よ
そ

趣
向
を
同
じ
く
す
る
。

  4
広
足
自
画
賛
〔
唐
人
船
梅
ガ
崎
修
理
場
碇
泊
図
〕（
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館

蔵
、
近
世
後
期
成
立
、
掛
幅
装
紙
本
著
色
一
幅
、
図
版
Ⅵ
参
照
）
は
、
梅
香

崎
の
松
陰
に
唐
船
が
碇
泊
す
る
模
様
を
広
足
自
ら
が
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
広
足
は
そ
の
上
部
に
「
か
ら
船
の
は
こ
ぶ
た
か
ら
の
た
ま
の
浦
の

さ
か
え
を
千
世
と
よ
ぶ
千
鳥
か
な
」
の
和
歌
を
書
き
付
け
て
い
る
。

図版Ⅵ　広足自画賛〔唐人船梅ガ崎修理場碇泊図〕
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  5
近
世
中
期
の
俳
人
蝶
夢
も
ま
た
、
広
足
と
同
じ
く
『
方
丈
記
』
を
手
本
と
し

た
記
文
を
数
多
く
残
し
て
い
る
。

  6
さ
ら
に
、
慶
賀
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
長
崎
の
絵
師
も
長
崎
港
を
描
い

て
い
た
。
例
え
ば
、
慶
賀
の
「
長
崎
港
図
」
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と

位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
石
崎
融
思
「
瓊
浦
華
蘭
進
港
図
」（
長
崎
歴
史
文
化

博
物
館
蔵
、
文
政
三
年
画
、
巻
子
本
絹
本
著
色
一
軸
）
は
、
慶
賀
「
長
崎
港

図
」
と
比
べ
て
、
よ
り
低
い
と
こ
ろ
か
ら
長
崎
港
を
眺
め
て
筆
が
執
ら
れ
て

い
る
が
、
構
図
は
お
お
よ
そ
慶
賀
の
も
の
と
同
一
で
あ
る
。
同
軸
は
、
丸
山

花
月
楼
引
田
屋
主
人
第
十
七
代
目
の
山
口
雅
生
氏
の
旧
蔵
に
か
か
る
。
あ
る

い
は
、
融
思
が
同
軸
を
制
作
し
た
文
政
年
間
に
主
人
で
あ
っ
た
山
口
太
左
衛

門
増
寿
の
求
め
に
応
じ
て
作
ら
れ
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
融
思

は
、
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
か
ら
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
に
か
け
て

毎
年
春
に
花
月
楼
に
お
い
て
開
か
れ
た
書
画
会
長
崎
清
譚
会
の
筵
に
列
な
っ

て
お
り
、
引
田
屋
と
の
交
わ
り
も
深
い
人
物
で
あ
っ
た
。

  7
同
絵
巻
の
旧
蔵
者
に
関
し
て
は
、大
庭
脩
氏
編
著
『
長
崎
唐
館
図
集
成
』（
関

西
大
学
出
版
部
、
平
成
十
五
年
）
の
解
説
に
「
長
崎
の
魚
問
屋
で
あ
っ
た
森

田
屋
の
旧
蔵
品
」
と
の
指
摘
が
備
わ
る
。

  8
慶
賀
の
画
風
に
関
し
て
、
ア
ン
ナ
・
セ
ミ
ョ
ー
ノ
ヴ
ァ
氏
他
八
名
編
『
ロ
シ

ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
図
書
館
所
蔵
川
原
慶
賀
の
植
物
図
譜
』（
ア
ー
ト
イ
ン

プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
、
平
成
二
十
九
年
）
所
収
の
ア
ン
ナ
・
セ
ミ
ョ
ー
ノ
ヴ
ァ
・

ラ
リ
ー
サ
・
カ
ラ
ム
ィ
シ
ェ
ヴ
ァ
・
エ
ヴ
ド
キ
ー
ヤ
・
ノ
ヴ
ォ
ジ
ー
ロ
ヴ
ァ

氏
「
川
原
慶
賀
の
芸
術
と
遺
産
」
に
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
写
実
主
義
に
対
す
る
強
い
あ
こ
が
れ
は
あ
っ
た
も
の
の
、

慶
賀
の
作
品
は
純
粋
に
写
実
主
義
を
追
求
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼

の
技
法
も
作
品
も
日
本
の
伝
統
的
な
要
素
で
あ
ふ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、

異
な
る
時
間
を
ひ
と
つ
の
画
面
の
中
に
組
み
合
わ
せ
る
異
時
同
図
法
や
、

高
い
所
か
ら
見
下
ろ
す
視
点
と
い
っ
た
伝
統
的
な
場
面
描
写
の
方
法
を
用

い
て
い
る
。

と
の
指
摘
が
備
わ
る
。

  9
同
書
の
引
用
に
際
し
て
は
、推
敲
が
甚
だ
し
い
た
め
、私
に
校
訂
を
施
し
た
。

 10
九
州
国
立
博
物
館
本
の
「
長
崎
港
図
」
の
左
下
に
は
「
慶
賀
図
」
の
落
款
と

「
慶
賀
」（
白
文
半
円
印
）
と
「
種
美
」（
朱
文
半
円
印
）
の
落
款
印
が
備
わ

る
が
、
他
の
「
長
崎
港
図
」
の
多
く
に
は
オ
ラ
ン
ダ
語
を
用
い
て
題
・
サ
イ

ン
が
記
さ
れ
、
そ
の
大
半
が
出
島
商
館
員
等
の
旧
蔵
に
か
か
る
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
。
九
州
国
立
博
物
館
本
は
、
他
の
諸
本
と
異
な
り
、
日
本
人
の
求

め
に
応
じ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
か
。

〔
附
記
〕

本
稿
は
、
二
〇
二
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
近
世
後

期
か
ら
末
期
の
長
崎
に
お
け
る
異
文
化
融
合
と
他
地
域
へ
の
伝
播
を
め
ぐ
る
学

際
的
研
究
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
資
料
の
閲
覧
お
よ
び
掲
載
に
あ
た

り
、
御
理
解
を
賜
り
ま
し
た
鎮
西
大
社
諏
訪
神
社
・
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
を

始
め
と
す
る
諸
機
関
に
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
慶
賀
の
絵
画
資

料
の
考
察
に
際
し
て
、
長
崎
大
学
人
文
社
会
科
学
域
の
牧
野
一
穂
氏
に
御
示
教

頂
い
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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