
そ
の
折
に
私
も
こ
れ
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、

巻
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
時
に
は
、

も
う
四
回
目
ぐ
ら
い
に
な

る
か
と
思
う
、
こ
の
絵
巻
は
何
回
見
て
も
あ
き
な
い
不
思
議
な
魅
力
を
も
っ
て

い
る
作
品
で
あ
る
。
無
論
国
宝
級
の
有
名
な
絵
巻
物
と
対
比
す
べ
く
も
な
い
が
、

こ
の
全
体
構
成
に
関
し
て
は
、
千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
刊
行
『
妙
見
信
仰
調

査
報
告
書
』
（
平
成
四
年
三
月
）
に
く
わ
し
く
研
究
成
果
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

私
が
一
番
最
初
に
郷
土
史
研
究
家
の
和
田
茂
右
衛
門
氏
に
つ
い
て
、
こ
の
絵

か
な
り
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の

後
補
修
さ
れ
た
が
同
時
に
、
前
後
の
錯
款
の
あ
る
部
分
も
訂
正
さ
れ
ず
に
補
修

『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』
絵
巻
の
風
俗
史
的
研
究
（
樋
口
）

そ
の
様
な
名
品
に
は
な
い
も
の
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。

六
年
二
月
に
千
葉
県
の
有
形
文
化
財
の
指
定
を
う
け
た
。

千
葉
市
若
葉
区
大
宮
町
栄
福
寺
所
蔵
の
『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』
絵
巻
が
平
成

一
、
は
じ
め
に

『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』
絵
巻
の
風
俗
史
的
研
究

樋
口
誠
太
郎

な
お
、
こ
の
絵
詞
ス
タ
イ
ル
の
『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』
絵
巻
を
所
蔵
す
る
千

処
に
、
そ
の
様
な
視
点
か
ら
一
文
を
ま
と
め
て
み
た
。

も
の
は
あ
ま
り
存
在
し
な
い
。

さ
れ
て
し
ま
っ
た
処
も
あ
る
。
そ
れ
は
前
記
の
『
妙
見
信
仰
調
査
報
告
書
』
に

(
l
)
 

く
わ
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

従
来
こ
の
絵
巻
物
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら
の
研
究
が
あ
る
が
、
し)

わ
ゆ
る
風
俗
史
的
な
面
か
ら
描
画
の
特
色
を
と
ら
え
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る

服
装
・
武
装
・
庶
民
生
活
・
戦
闘
図
な
ど
に
注
目
し
成
立
期
の
推
定
に
迫
っ
た

絵
巻
物
に
は
奥
書
に
成
立
年
代
や
補
修
年
代
・
補
修
者
（
絵
師
）

の
名
が
記

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
正
し
さ
を
証
明
す
る
も
の
と
し
て
、
前
述
の
様
な

視
点
か
ら
の
研
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
所
蔵
者
の
御
了
解
を
得
て
此

葉
市
若
葉
区
大
宮
の
栄
福
寺
は
、
千
葉
常
永
の
家
臣
坂
尾
五
郎
治
が
勧
請
し
た

妙
見
宮
の
別
当
寺
と
し
て
天
承
元
年
(
―
一
三
一
）

に
建
立
さ
れ
た
真
言
宗
の

北
斗
山
金
剛
授
寺
を
草
創
と
し
た
寺
院
で
あ
っ
た
が
、
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）

天
台
宗
に
改
宗
し
、
如
意
山
無
量
院
養
福
寺
と
改
め
、
更
に
慶
安
二
年
（
一
六

四
九
）
に
寺
号
を
栄
福
寺
と
改
め
、
昭
和
一
七
年
に
山
号
を
坂
尾
山
と
改
め
今

(2) 

日
に
至
っ
て
い
る
。

二
、
『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』
絵
巻
の
構
成

「
絵
巻
物
」
と
言
う
の
は
、
中
国
で
は
一
枚
絵
に
対
し
て
、
「
画
巻
」
と
言
わ

れ
る
横
長
の
長
巻
絵
の
形
態
で
、
「
絵
」
だ
け
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
も
の
と
「
絵
」
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左
側
か
ら
右
前
を
向
い
て
い
る
形
で
描
か
れ
て
い
る

『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』

絵
巻
の
風
俗
史
的
研
究
（
樋
口
）

ま
た

、

的
な
「
宗
教
絵
巻
」
で
あ
る
。

は
、
こ
の
「
絵
詞
ス
タ
イ
ル
」
の
も
の
で
あ
る
。

写真 I

但
し
奥
書
き
・

補
修
名
は
除
く

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

と

「
詞
書
き
」
と
言
っ
て
、
絵
の
内
容
を
文
章
で
説
明
し
た
部
分
が
交
互
に
あ

る
も
の
が
あ
り
こ
れ
を
「
絵
詞
」
と
言
っ
て
い
る
。
『
千
葉
妙
見
大
縁
起
絵
巻
』

そ
の
内
容
を
見
る
と
、
こ
れ
は
妙
見
尊
信
仰
の
利
益
を
説
い
た
典
型

ま
ず
「
宗
教
絵
巻
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す

此
の
絵
巻
の
巻
頭
表
紙
の
内
側
に

描
か
れ
て
い
る
妙
見
菩
薩
像
の
画
像
が
神
仏
を
描
く
典
型
的
な
方
式
に
従
い
、

（
写
真
1
)。

こ
れ
は
中
世
以
来
の
絵
巻
物
に
お
け
る
神
仏
の
描
き
方
の
基
本
方
式
で
、
絵

巻
物
の
よ
う
に
目
線
が
右
か
ら
左
へ
移
動
し
て
い
く
も
の
に
対
し
て
は
、
左
か

ら
右
前
に
描
く
と
神
仏
が
突
然
目
の
前
に
現
わ
れ
た
様
な
感
じ
を
受
け
迫
力
が

ま
た
、
千
葉
一
門
の
守
護
尊
で
あ
る
妙
見
菩
薩
が
合
戦
の
場
で
危
機
に
瀕
し

た
千
葉
氏
の
一
族
を
救
う
た
め
に
示
現
し
た
場
面
を
描
い
た
部
分
も
あ
る
。
こ

の
構
図
は
、
明
白
に
「
矢
取
り
」
信

仰
に
由
来
し
た
ス
ト
ー
リ

ー

を
描
い
た
も

の
で
、

そ
れ
は
敗
走
し
か
け
た
味
方
の
前
に
妙
見
尊
が
現
わ
れ
て
相
手
か
ら
飛

来
す
る
矢
を
と
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
、

て
珍
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、

ス
ト
ー

リ

ー

そ
の
も
の
は
大
し

し
ば
し
ば
此
の
場
面
が
妙
見
信
仰
を
説
明
す

る
と
き
に
引
用
さ
れ
る
の
は
妙
見
菩
薩
信
仰
の
利
益
を
示
す
も
の
と
し
て
ダ
イ

此
の
絵
巻
物
は
、
千
葉
一
族
の
祖
で
あ
る
平
良
文
が
平
将
門
と
と
も
に
謀
叛

を
起
こ
し
、
上
野
国
の
染
谷

川
と

い
う
川
を
渡
る
の
に
難
渋
し
た
時
に
妙
見
菩

薩
が
現
わ
れ
て
救
わ
れ
た
と
言
う
こ
と
か
ら
妙
見
信
仰
に
入
り
一
族
あ
げ
て
妙

見
尊
を
崇
敬
し
そ
れ
が
子
孫
に
伝
え
ら
れ
、
下
巻
に
は
千
葉
常
胤
と
源
頼
朝
の

源
氏
再
興
の
た
め
の
活
躍
、

年
（
一
五
四
七
）
に
妙
見
堂
御
建
立
、

項
の
詞
書
き

そ
の
後
千
葉

一
門
の
歴
史
が
記
さ
れ
、
天
文
一
六

天
文
一
九
年
（
一
五
五
0
)
に
御
遷
宮

を
行
っ
た
こ
と
迄
が
二

三
面
の
絵
（
上
巻
―

二
面
・

下
巻
―
一
面
）

ナ
ミ
ッ
ク
に
描
か
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

あ
る
た
め
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

と
四
一
条

こ
の
構
成
も
検
討
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
本
稿
は
そ
れ
が
目
的
で
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は
な
い
の
で
、
こ
の
検
討
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
す
る
。

『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』
絵
巻
は
二
三
面
に
及
ぶ
絵
が
入
っ
て
い
て
、

中
世
後
半
期
の
風
俗
を
示
す
も
の
と
し
て
大
変
注
目
さ
れ
る
。

そ
れ
が

後
述
す
る
奥
書
に
作
成
年
代
が
記
さ
れ
て
い
る
が
年
号
と
干
支
が
違
っ
て
い

た
り
し
て
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
風
俗
史
的
な
面
か
ら
そ

れ
が
い
つ
頃
の
風
俗
か
と
言
う
こ
と
を
調
べ
て
正
し
い
成
立
期
に
迫
っ
て
い
＜

『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』
に
描
か
れ
て
い
る
服
装
は
多
く
の
男
・
女
、
武
士
・

庶
民
・
僧
侶
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
が
描
か
れ
て
い
て
、
大
変
参
考
に
な

る
。
概
し
て
、
中
世
末
期
の
服
装
を
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
一
番
数
の
多
い
武
士
の
平
服
姿
に
つ
い
て
見
る
と
、
長
い
歴
史
の
流
れ

の
中
の
武
士
の
服
装
の
考
証
な
ど
を
し
て
絵
を
描
い
て
な
い
の
で
、

鎌
倉
時
代
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
に
入
れ
る
絵
も
服
装
は
、
戦
国
末
期
の
武
士
の

服
装
を
そ
の
ま
ま
描
い
て
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
不
正
確
と
い
う
批
判
も
招
く
が

反
対
に
作
期
を
推
定
す
る
の
に
は
、
現
在
で
は
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
で
も
あ

る
。
ま
た
地
方
に
於
て
作
成
さ
れ
た
絵
巻
物
で
は
、
対
象
と
す
る
時
代
に
応
じ

て
服
装
等
の
風
俗
を
描
き
分
け
ら
れ
る
ほ
ど
の
絵
師
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
言

『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』
絵
巻
の
風
俗
史
的
研
究
（
樋
口
）

①
服
装
に
つ
い
て

研
究
が
必
要
か
と
思
わ
れ
る
。

ヽ
『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』
絵
巻
に
見
ら
れ
る
風
俗

た
と
え
ば

上の部分をしばる~心風帯

図 1 妻折傘を入れた傘袋

（白の麻布で作る）

ま
た
千
葉
氏
の
武
士
た
ち
は
侍
烏
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
る
。
頭
の
後
の
方
に

良
い
で
あ
ろ
う
。

が
折
れ
て

っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
写
真
2

に
見
ら
れ
る
源
頼
朝
で
あ
る
が
、
「
狩
衣
」
を
着

用
し
指
貫
袴
を
用
い
て
立
烏
帽
子
を
頭
に
か
ぶ
っ
て
い
る
。
身
分
の
高
い
人
物

を
描
き
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
始
め
か
ら
描
か
れ
て
い
た
か
ど
う
か
疑

問
で
あ
る
。
ま
た
身
分
の
高
い
人
物
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
た
め
に
「
妻
折

傘
」
を
従
者
が
さ
し
か
け
て
い
る
。
こ
れ
は
「
妻
」
ー
は
し
の
意
味
で
、
は
し

（
曲
が
っ
て
）
い
る
傘
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
公
家
は
参
内
す
る
と

き
は
必
ず
こ
れ
を
調
度
と
し
て
持
参
す
る
の
で
「
参
内
傘
」
と
言
い
略
し
て
「
内

傘
」
（
台
傘
|
と
宛
字
を
用
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
）
と
称
し
た
。
室
町
時
代
に
な

る
と
武
家
の
行
列
の
供
奉
用
具
（
道
具
）

と
な
っ
て
い
く
、
江
戸
時
代
に
な
る

と
袋
だ
け
を
図
1

の
様
に
し
た
も
の
を
持
っ
て
い
＜
様
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
此
の
絵
は
室
町
時
代
的
要
素
の
残
っ
て
い
る
時
期
に
描
か
れ
た
と
言
っ
て
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ひ
も
が
見
ら
れ
る
。

『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』

絵
巻
の
風
俗
史
的
研
究
（
樋
口
）

烏
帽
子
が
ひ
っ
か
か
る
様
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
絵
巻
物
の
成
立
年
代

ま
ず
肖
像
画
か
ら
こ
れ
に
良
く
似
て
い
る
も
の
を
調
べ
る
と
北
条
氏
康
像
（
写

真
3
)
や
浅
井
長
政
像
（
写
真

4
)
に
そ
の
共
通
し
た
特
色
が
見

ら
れ
る
。
し)

づ
れ
も
侍
烏
帽
子
に
氏
康
は
大
紋
姿

、

浅
井
長
政
は
素
襖
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。

特
に
浅
井
長
政
の
肖
像
に
は
南
禅
寺
の
錬
甫
宗
純
の
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）

―
二
月
に
書
い
た

讃
が
あ
る
。
浅
井
長
政
は
天
正
元
年
に
居
城

小
谷
城
で
死
ん

(
3
)
 

で
い
る
の
で
、
歿
後
一
七
年
目
に
描
か
れ
た
と
言
う
こ
と
が
判
る
。
写
真

2

.

5

•
6

の
中
に
見
ら
れ
る
武
士
の
風
俗
を
見
る
と
、
こ
の
両
者
の
肖
像
に
良
く

ま
た
千
葉
氏
一
族
の
武
士
た
ち
の
服
装
は
直
垂
姿
で
あ
ろ
う
。
大
紋
で
な
い

こ
と
は
「
家
紋
L
が
描
か
れ
て
な
い
の
で
す
ぐ
判
る
。
「
素
襖
」
で
あ
る
か
ど
う

か
と
言
う
こ
と
に
な
る
と
、
北
条
氏
康
の
肖
像
画
に
あ
る
様
に
「
胸
紐
」
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
此
の
人
物
た
ち
の
服
装
は
、

ど
う
見
て
も

「

胸
紐
」
は

描
か
れ
て
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
反
面
「
直
垂
姿
」
に
特
有
の
「
袖
括
」
の

な
お
各
場
面
が
全
て
同
一
期
に
描
か
れ
た
か
ど
う
か
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
は

写
真
2

と
写
真
6

の
場
面
の
類
似
性
で
あ
る
。
源
頼
朝
ら
し
き
人
物
と
そ
れ
を

囲
む
他
の
三
人
の
配
置
は
良
く
似
て
い
る
し
服
装
も
後
に
随
う
二
人
の
武
士
は

ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
武
士
が
平
時
こ
の
様
な
服
装
を
し
て
い
る
の
は
戦
国

時
代
の
天
正
年
間
の
前
半
ぐ
ら
い
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
の
で
こ
の
絵
巻
の
成
立

似
て
い
る
。

を
推
定
す
る
ひ
と
つ
の
手
懸
り
と
も
な
る
。

-~ ·-
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『

千
葉
妙
見
大
縁
起
』

絵
巻
の
風
俗
史
的
研
究
（
樋
口
）

--·~ fJ. り邊：~---
,.,. .. , .. •I 

,.. ,_ 

写真 6

ま
と
っ
た
貴
人
と
し
て
不
自
然
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る

も
此
の
時
期
と
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
但
し
源
頼
朝
の
将
軍
姿
は
お
か
し
い
、

こ
の
場
面
に
合
致
し
な
い
様
に
思
う
。
絵
巻
物
に
は
長
い
年
月
の
間
に
何
回
か

補
修
の
手
が
入
れ
ら

れ
て
そ
の
時
に
、
本
来
は
描
か
れ
て
い
な
い
も
の
を
加
筆

し
た
り
修
正
を
加
え
た
り
す
る
こ
と
は
、

か
な
り
の
名
品
に
も
見
ら

れ
る
こ
と

で
珍
ら
し
い
こ
と

で
は
な
い
。
安
房
へ
の
が
れ
る
源
頼
朝
は
「
狩
衣
」
を
身
に

（
写
真
7
)。

ま
た
庶
民
に
目
を
向
け
て
見
よ
う
。

『

千
葉
妙
見
大
縁
起
』
絵
巻
に
は
雑
多
と

は
言
わ
な
い
が
か
な
り
多
く
の
庶
民
が
描
か
れ
て
い
る
。
写
真

8

に
見
ら
れ
る

そ
ご
濡
．

ふ
元
奏

兵
号
免

人
令
工

求
焚
．
四

岳
毛


月
古
及

ぶ
姦.. 

" 

写真 7 安房へのがれる源頼朝
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上 ・ 下二部制の服装をしている男 ・ 女

『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』

絵
巻
の
風
俗
史
的
研
究
（
樋
口
）

様
に
、
十
人
ほ
ど
の
男
女
が
描
か
れ
妙
見
堂
を
礼
拝
し
て
い
る
。
老
若
男
女
様
々

な
人
び
と
を
具
体
的
に
描
い
て
い
る
。
妙
見
堂
に
ひ
ざ
ま
づ
い
て
い
る
四
人
を

見
る
と
前
の
二
人
の
男
の
う
ち
向
っ
て
右
の
人
物
は
手
ぬ
ぐ
い
の
様
な
も
の
で

頬
か
ぶ
り
を

し
、
手
に
珠
数
の
様
な
も
の
を
持
っ
て
い

る
。

物
は
武
士
の
様
で
袴
を
つ
け
て
い
る
。

そ
の
左
隣
り
の
人

そ
の
後
に
子
ど
も
連
れ
の
女
性
が
ひ
ざ

ま
づ
い
て
い
る
が

、

こ
れ
は
小
袖
を
着
用
し
そ
の
上
に
女
性
用
の
袴
（
赤
い
色

の
も
の
を
多
く
用
い
る
）

を
は
き
、

そ
の
上
に
被
衣
を
着
て
い
る
。
本
来
日
本

の
服
装
は
男
・

女
共
に
上
半
身
着
と
下
半
身
着
に
分
か
れ
た
上
下
二
部
制
が
特

色
と
さ
れ
て
い
た
が
、
室
町
時
代
か

ら
全
身
着
服
制
に
変
わ
り
特
に
女
子
の
服

装
か
ら
此
の
傾
向
が
顕
著
に
な
る
。

『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』
絵
巻
に
描
か
れ
て
い

る
人
物
は
丁
度
此
の
変
化
期
に
あ
た

っ
て
い
る
様
子
が
庶
民
の
服
装
に
良
く
出

て
い
る
。
絵
巻
物
に
描
か
れ
て
い
る
風
俗
は
、

の
風
俗
を
反
映
し
て
い
る
と
見
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
の
で
、
奥
書
き
に
あ
る

享
禄
元
年
（
一
五
二
八
）

そ
の
絵
巻
物
が
描
か
れ
た
時
代

で
も
天
文
一
九
年
（
一
五
五

0
)
で
も
作
成
年
代
と

も
上

・

下
二
部
制
の
服
装
を
し
て
い
る
。
宗
教
絵
巻
に
は
僧
侶
が
登
場
す
る
が

し
て
大
き
な
矛
盾
は
な
い
。
ま
た
写
真

9

の
絵
に
見
ら
れ
る
男
女
は
、

い
ず
れ
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『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』

絵
巻
の
風
俗
史
的
研
究
（
樋
口
）

裏

僧
侶
や
神
職
の
服
装
は
歴
史
的
に
あ
ま
り
大
き
な
変
化
は
な
い
、
僧
侶
は
白
の

小
袖
の
上
に
黒
の
法
衣
を
つ
け
袈
裟
を
つ
け
て
い
る
。
神
職
は
烏
帽
子
姿
で
左

側
の
二
人
は
白
丁
を
着
て
い
る
の
で
雑
色
で
あ
ろ
う
。
ま
た
男

・

女
二
人
が
立

っ
て
い
る
場
面
（
写
真
1
0.
1
1
)が
あ
る
こ
の
絵
は

『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』

絵

巻
中
最
も
不
可
解
な
部
分
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
位
置
が
違
っ
て
い
る
た
め
で
、

こ
の
絵
の
詞
書
き
が
右
側
に
二
行
簡
単
に
記
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
「
高
望
親

を
強
調
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』

絵
巻
に
は

い
く
つ
か
の
合
戦
の
場
面
が
描
か
れ
て

切
武
装
に
つ
い
て

伝
わ
っ
て
い
る
故
実
を
も
と
に
描
き
加
え
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

て
描
か
れ
た
か
判
ら
な
か
っ
た
た
め
で
も
あ
る
。

王
同
后
両
輪
祈
給
故
妙
見
大
菩
薩
顕
給
而
良
文
守
護

｀
ン

給
二
所
也
。
」
と
あ
る
の

で
、
此
の
良
く
判
ら
な
い
人
物
が
高
望
王
と
そ
の
后
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
判
る
。
こ
れ
が
判
り
に
＜
か
っ
た
の
は
絵
と
詞
書
き
が
ず
れ
て
い
る

の
方
に
あ
る
）

た
め
で
も
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
こ
の
様
な
服
装
が
何
に
よ
っ

こ
れ
は
江
戸
時
代
の
公
卿
の
男
女
が
礼
服
を
着
用
し
た
姿
で
、
頭
に
礼
冠
、

し
と
う
ず

大
袖
・

小
袖
・

表
袴
・

尚
衣
綬

．

牙
笏

・

機
・

烏
皮

．

く
つ
等
を
着
用
し
て
い
る

典
型
的
な
姿
で
あ
る
。
但
し
時
代
的
に
見
る
と
か
な
り
後
世
の
も
の
で
、
或
い

は
補
修
時
に
狩
野
探
幽
の
門
弟
で
あ
る
補
修
者
の
片
山
三
清
守
長
が
狩
野
派
に

江
戸
時
代
に
は
有
職
故
実
の
研
究
も
盛
ん
で
、
絵
画
に
も
そ
う
し
た
成
果
が

反
映
し
て
い
る
例
は
、

よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
地
方
の
寺
院
に
伝

わ
っ
た
絵
巻
物
に
そ
の
跡
が
見
ら
れ
る
の
は
珍
し
い
。
原
画
作
成
の
と
き
の
も

の
と
は
思
え
な
い
の
で
、
後
代
の
補
修
時
の
加
筆
か
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。

い
る
。
そ
れ
は
妙
見
尊
を
千
葉
一
族
共
通
の

『
軍
神
』

と
し
て
、
崇
敬
の
利
益

し
か
し
、
平
将
門

・

平
良
文
の
時
代
か
ら
千
葉
常
胤
の
時
代
に
至
る
迄
の
長

い
期
間
の
武
装
を
全
て
同
じ
様
な
甲
装
で
描
い
て
い
る
。
写
真

1
2の
絵
巻
上
巻 前• 
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写真13

『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』

絵
巻
の
風
俗
史
的
研
究
（
樋
口
）

文
か
は
判
ら
な
い
け
れ
ど
も
着
用
し
て
い
る
鎧
そ
の
も
の
の
描
き
方
は
、
あ
ま

り
良
質
と
は
言
え
な
い
、
大
鎧
の
袖
に
し
て
も
一
枚
の
板
の
様
に
描
い
て
い
る
。

し
か
し
全
体
的
に
バ
ラ
ン
ス
が
良
く
と
れ
て
い
る
の
で
或
い
は
補
修
の
時
に
塗

り
つ
ぶ
さ
れ
た
り
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
写
真

1
3は
合
戦
の
場
に
妙
見
尊
が

の
で
あ
る
。
騎
馬
の
鎧
姿
の
二
人
の
武
将
の
い
ず
れ
が
将
門
で
、

い
ず
れ
が
良

に
見
ら
れ
る
場
面
は
平
将
門
の
乱
の
時
に
平
良
文
が
将
門
に
味
方
し
、
上
野
国

に
侵
入
し
染
谷
川
を
渡
ろ
う
と
し
た
時
に
水
量
が
増
し
て
、
大
変
苦
労
し
た
折

に
突
如
童
子
（
妙
見
尊
）
が
示
現
し
浅
瀬
を
教
え
て
く
れ
た
こ
と
を
描
い
た
も

写真14 平良丈妙見尊に祈る

示
現
し
敗
色
濃
い
平
良
文
勢
を
救
っ
た
場
面
で
、
前
述
の
如
く
戦
国
時
代
に
良

く
見
ら
れ
る
矢
取
り
伝
承
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
。
こ
の
場
面
に
は
大
鎧
姿
の
武

士
四
人
、
腹
巻
姿
二
人
（
一
人
は
不
明
）
中
央
の
大
き
く
描
か
れ
た
烏
帽
子
を

か
ぶ
っ
た
大
鎧
姿
の
武
士
が
平
将
門
と
平
良
文
の
様
で
更
に
手
前
の
妙
見
尊
に

手
を
合
わ
せ
て
い
る
の
が
平
良
文
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
写
真

1
4の
場
面
の
詞
書

き
に
「
（
前
略
）
平
良
文
陸
奥
守
成
延
長
元
年
紐正
月
十
一
日
辰
剋
朝
日
最
中
向

帰
命
日
輪
奥
両
国
者
知
行
可
然
者
関
東
八
ケ
国
主
成
給
御
祈
念
深
内
従

二
東
方

一
金
色
之
光
飛
来
而
良
文
鎧
之
射
向
袖
乗
移
給
、
奉
見

二
妙
見
大
菩
薩
之
御
影
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御
座
二
良
文
喜
悦
之
思
成
偏
憑
敷
或
思
打
出
（
中
略
）
良
文
天
之
与
所
思
奥

州
下
給
後
将
門
ト
一
成
上
野
国
乱
入
給
也
。」と
あ
り
画
面
で
は
左
上
か
ら
右
下

に
御
光
の
様
な
も
の
が
さ
し
て
い
る
。
こ
れ
は
詞
書
に
見
ら
れ
る
様
に
妙
見
菩

薩
の
加
護
を
暗
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
の
良
文
の
鎧
姿
は
良
く
描
か

れ
て
い
る
。
右
手
の
自
然
描
写
の
巧
み
さ
は
大
和
絵
か
ら
宋

・

元
水
墨
画
の
技

写
真
1
5
.
1
6は一
場
面
で
あ
る
が
便
宜
上

二
つ
に
区
分
し
た
。
此
の
場
面
は

戦
闘
の
場
面
が
非
常
に
良
く
描
か
れ
た
部
分
で
『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』

『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』

絵
巻
の
風
俗
史
的
研
究
（
樋
口
）

法
が
十
分
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

、 ·""~

写真15

の
紹
介

垂
、
褐
色
の
鎧
の
下
着
を
付
け
て
い
る
と
言
う
が
見
る
と
緑
色
の
直
垂
で
あ
る

略
）
」
と
あ
る
の
で
成
胤
の
鎧
姿
を
そ
れ
を
参
考
に
し
て
見
る
と
「
褐
巾
」
の
直

垂
唐
綾
之
鉢
巻
梨
打
、
烏
帽
子
拮
繍
鎧
熊
皮
ノ
モ
ミ
タ
ヒ

写
真
1
5の
馬
上
の
武
士
が
千
葉
常
胤
の
孫
小
太
郎
成
胤
で
此
の
絵
巻
の
詞

書

か
ら
ん

き
に
よ
れ
ば
武
装
は
次
の
様
に
な
っ
て
い
る
。
「
成
胤
其
日
、
装
束
、
褐
巾
の
直

と
い
う
場
合
は
良
く
此
の
部
分
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
距
）
鵜
羽
之
征
矢

負
漆
籠
藤
（
籐
）
弓
ヲ

持
長
毛
馬
二
乗
鐙
踏
張
是
桓
武
天
王
三
代
御
孫
陸
奥
守

良
文
ヨ
リ

八
代
、
千
葉
常
胤
、
孫
胤
政
嫡
子
小
太
郎
成
胤
生
年
十
七
オ
…
（
下
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の
特
色
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

中
央
部
の
奏
楽
に
合
わ
せ
て
舞

‘‘‘‘‘ 

っ
て
い
る
二
人
の
女
性
は
前
に
引
用

し
た
上
巻
の
詞

書
き
に
在
る
文
次
郎
常
時

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
、
ヽ

同
娘
二
人
是
也
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

此
の
他
の
処
に
も
神
官
は
描
か

の
は

あ
ま
り
大
き
＜
変
化
は
し
て
い
な
い
。

『

千
葉
妙
見
大
縁
起
』

絵
巻
の
風
俗
史
的
研
究
（
樋
口
）

（
写

の
で
、
こ
れ
は
色
が
は
げ
た
の
で
塗
る
と
き
詞
書
き
を
良
く
読
ま
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
、

ま
た
周
囲
の
成
胤
を
と
り
ま
く
武
士
た
ち
は
熊
の
毛
皮
で
作
っ
た

「
し
た
ぐ
つ
」
（
モ
ミ
タ
ヒ
）
を
は
い
て
い
る
。
ま
た
そ
の
武
士
た
ち
の
鎧
の
色

ま
た
馬
は
両
方
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
共
に
、
足
首
が
細
く
描
か
れ
軽
快
な

写
真
1
6は
千
田
親
政
側
で
あ
る
が
落
馬
し
て
い
る
の
が
親
政
で
、

そ
の
他
の

武
士
た
ち
は
、
胴
丸
姿
で
あ
る
。
手
に
し
て
い
る
弓
は
重
籐
の
弓
で
あ
る
。

『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』
絵
巻
は
宗
教
絵
巻
で
あ
る
の
で
当
然
祭
礼
に
関
す
る

部
分
も
あ
る
。
上
巻
の
最
後
の
部
分
に
次
の
様
な
詞
書
き
と
絵
が
入
っ
て
い
る
。

「
惣
代
七
社
大
明
神
申
奥
州
守
良
文
平
親
王
将
門
上
野
次
郎
忠
頼
下
総
権
介
忠

常
文
次
郎
常
時
同
娘
二
人
是
也
。
七
社
大
明
神
現
給
此
社
八
人
神
楽
男
四
人
八

ぼ
さ
つ

乙
女
是
集
而
御
一
門
国
中
祈
給
依
之
妙
見
大
井
政
所
申
也
妙
見
堀
内
御
坐
ノ

時
ノ

儀
也
。
…
」
と
あ
り
右
手
に
惣
代
の
宮
が
あ
り
向
う
側
に
神
宮
寺
薬
師
堂

が
描
か
れ
、
そ
の
前
で
八
人
の
女
性
と
五
人
の
男
性
が
楽
を
奏
し
て
い
る

真
1
7
)。此
の
部
分
で
は
神
官
は
立
烏
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
る
が
額
が
大
き
く
出

て
い
る
こ
と
男
女
共
に
眉
が
は
っ
き
り
描
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
室
町
後
期

惣
代
七
社
と
言
う
の
は
院
内
の
惣
鎮
守
と
し
て
造
立
さ
れ
、
千
葉
妙
見
に
貢

(
5
)
 

献
し
た
人
々
を
祀
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
祭
礼
を
主
催
す
る
側
の
風
俗
と
い
う

れ
て
い
る
が
装
束
は
皆
一
様
で
あ
る
。
ま
た
此
の
他
に
千
葉
常
時
が
妙
見
を
安

③
祭
礼
に
つ
い
て

状
況
を
表
ら
わ
す
こ
と
に
工
夫
が
見
え
る
。

は
絵
の
具
が
は
げ
落
ち
て
し
ま
っ
た
様
で
あ
る
。

写真17
J
 惣代上社大明神の前で
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車ネ明大社上代

一

り

墨
8真写

時
と
常
時
の
二
人
の
娘
で

『
千
葉妙
見
大
縁
起
』

絵
巻
の
風
俗
史
的
研
究
（
樋
口
）

忠
頼
・

忠
常
・
文
次
郎
常

明
神
と
は
、
良
文
・
将
門

な
い
こ
の
惣
代
七
社
大

但
し
お
宮
は
描
か
れ
て
い

社
大
明
神
と
な
っ
て
い
る
。

て
い
る
が
前
者
は
惣
代
七

良
く
似
て
い
る
。
唯
後
者

‘‘‘ 

の
場
合
は
惣
代
宮
と
な
っ

写
真
1
7、
は
写
真
1
8と

袖
の
上
に
羽
織
っ
て
い
る
。

二
人
と
も
白
の
打
掛
を
小

か
ぶ
っ
て
い
る
。
女
性
は

は
直
垂
姿
で
、
烏
帽
子
を

で
は
な
い
の
で
、
此
処
で

常
時
（
文
次
郎
）
は
神
官

面
を
描
い
た
も
の
も
あ
る
。

妙
見
を
お
ま
つ
り
し
た
場

う
っ
て
神
楽
を
奏
上
し
て

乙
女
に
し
自
分
は
太
鼓
を

置
し
て
、
二
人
の
娘
を
八

良
く
反
映
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に

ま
た

の
八
乙
女
が
何
事
か
を
祈
っ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
国
中
の
平
穏
、

一
門
の
繁
栄

あ
る
。
妙
見
が
堀
の
内
（
千
葉
大
医
学
部
の
近
辺
の
古
地
名
と
も
言
わ
れ
る
）

に
あ
っ
た
時
そ
こ
の
七
社
大
明
神
で
神
楽
男
四
人
、

八
乙
女
二
人
が
集
ま
っ
て

一
門
、
国
中
の
こ
と
を
祈
り
、
妙
見
大
菩
薩
の
加
護
を
願
っ
て
い
る
様
子
が
描

か
れ
て
い
る
。
「
縫
い
越
」
と
言
っ
て
肩
口
の
あ
い
て
い
る
白
い
狩
衣
を
着
用
し

て
い
る
五
人
の
男
性
が
い
る
。
こ
れ
は
四
人
の
神
楽
男
と
神
官
で
そ
の
他
二
人

を
祈
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
女
性
の
衣
服
を
見
る
と
下
着
が
出
て
い
る
様
に

な
か

べ

見
え
る
が
こ
れ
は
「
三
重
」
と
も
言
い
表
着
と
裏
地
の
間
に
中
陪
と
言
っ
て
平

絹
の
布
を
入
れ
る
女
性
の
神
に
仕
え
る
と
き
の
服
装
の
一
種
を
描
い
た
も
の
で
、

下
に
つ
け
て
い
る
布
や
衣
服
が
「
お
め
り
出
て
」
見
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
絵
巻
物
は
祭
礼
の
場
で
描
か
れ
た
人
物
に
限
ら
ず
全
体
的
に
衣

文
線
は
曲
線
的
で
柔
ら
か
い
感
じ
を
受
け
る
。
こ
れ
も
中
世
後
半
期
に
多
い
描

画
の
特
色
で
あ
る
。

『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』

絵
巻
の
上

・

下
巻
を
見
る
と
、
以
上
述
べ
て
来
た
様

に
風
俗
史
的
な
視
点
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
判
る
。
絵
の
質
（
描
画
の
水
準

と
い
う
点
）

か
ら
見
る
と
地
方
の
も
の
は
拙
劣
と
い
う
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
が

ち
で
あ
る
が
、
此
の
絵
巻
は
比
較
的
良
く
描
か
れ
て
い
る
。
「
良
く
描
か
れ
る
」

と
い
う
こ
と
は
、
風
俗
史
的
に
見
て
、

そ
の
絵
巻
が
描
か
れ
た
時
代
の
風
俗
を
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『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』
絵
巻
の
風
俗
史
的
研
究
（
樋
口
）

下
総
州
葛
飾
郡
千
葉
北
斗
山
金
剛
授
寺
／
妙
見
大
菩
薩
大
縁
起
門
前
不
出
也

下
総
州
千
葉
庄
池
田
郷
北
斗
山
金
剛
授
寺
／
妙
見
大
縁
起
分
福
寿
常
住
四
位

九
月
吉
日

本
庄
伊
豆
守
胤
村

□
門
]

本
庄
伊
豆
守
胤
村

□
門
]

本
庄
伊
豆
守

こ
れ
を
見
る
と
寄
進
者
は
本
庄
伊
豆
守
胤
村
で
あ
る
が
こ
の
絵
巻
が
作
成
さ

れ
た
年
代
と
し
て
二
つ
の
年
代
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
っ
は
享
禄
元
年
で
他
の

―
つ
は
天
文
十
九
年
で
あ
る
。
両
者
の
間
に
約
二
十
年
の
差
が
あ
る
が
、

様
な
立
派
な
も
の
を
作
っ
た
と
し
て
も
、

は
あ
り
得
な
い
の
で
、

（
一
五
五
0
)

(
色
）
（
九
月
）

天
文
十
九
年
名
取
月
廿
八
日

萬
栄

寄
進

ど
の

二
十
年
近
く
か
か
っ
た
と
言
う
こ
と

い
ず
れ
か
一
方
に
定
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

『
千
学
集
抄
』
に
は
「
妙
見
宮
御
建
立
は
国
守
平
親
胤
、
原
式
部
大
輔
胤
清
、

ち
よ
う
な
た
て

住
持
覚
胤
の
御
時
、
天
文
十
六
年
戌
申
三
月
二
十
二
日
絶
立
…
（
下
略
）
」
と

栄
福
寺
御
住
職
及
千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
の
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
の
で
文
末

で
あ
る
が
こ
の
こ
と
を
記
し
感
謝
の
意
を
表
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

注
(
1
)
『
妙
見
信
仰
調
査
報
告
書
』
―
―
―
七
頁
・
別
表

2

・
千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
（
平

成
四
年
三
月
）

(
2
)
前
掲
書
・
ニ
九
頁

(
3
)
『
肖
像
選
集
』
日
本
歴
史
学
会
•
吉
川
弘
文
館

(
4
)
『
装
束
固
譜
』
故
実
叢
書
・
鈴
木
敬
三

(
5
3
)『
妙
見
信
仰
調
査
報
告
』
―
―
-
•
六
0
頁
・
千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
（
平
成
六
年

三
月
）

（
千
葉
県
立
中
央
博
物
館

ま
た
本
稿
を
作
成
す
る
に
当
っ
て
、
こ
の
絵
巻
の
原
所
蔵
者
で
あ
る
大
宮
の

限
ら
れ
て
い
る
の
で
省
略
し
た
。

た
様
に
、
天
文
年
代
の
方
が
良
い
と
思
わ
れ
る
。

（
一
五
二
八
）
（
戌
子
）
（
六
月
）

享
禄
元
年
申
子
林
鐘
廿
二
日

に
思
わ
れ
る
が
描
画
の
視
点
か
ら
見
る
と
私
が
本
文
中
に
い
ろ
い
ろ
と
り
あ
げ

こ
の
外
に
建
物
な
ど
の
面
か
ら
検
討
す
る
必
要
も
あ
る
が
此
処
で
は
紙
面
も

胤
村

上
巻

臣
と
共
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

此
の
絵
巻
は
奥
書
き
に
次
の
様
に
記
し
て
い
る
。

あ
り
天
文
十
九
年
辛
亥
十
一
月
二
十
三
日
御
遷
宮
と
本
庄
胤
村
が
千
葉
氏
の
重

風
俗
史
的
研
究
の
視
点
か
ら
見
て
享
禄
か
天
文
か
と
言
う
こ
と
に
な
る
と
わ

ず
か
―
―
十
年
ぐ
ら
い
の
間
で
、
風
俗
が
大
き
＜
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
様

歴
史
学
研
究
科
）
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