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は
じ
め
に

多
く
が
十
七
世
紀
に
制
作
さ
れ
た
竹
取
物
語
絵
の
う
ち
、
立
教
大
学
図
書
館
に
は

七
点
が
所
蔵
さ
れ
る
。
所
在
が
確
認
で
き
る
竹
取
物
語
絵
が
五
十
点
強
で
あ
る
現
況（
１
）

で
は
、
國
學
院
大
學
図
書
館
、
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ィ（
以
下
、

Ｃ
Ｂ
Ｌ
と
略
す
）
な
ど
と
と
も
に
、
立
教
大
学
図
書
館
が
所
蔵
す
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

は
有
数
の
規
模
を
誇
る
。
こ
の
う
ち
、
本
稿
で
は
２
０
０
６
年
度
に
文
部
科
学
省
の

補
助
金
交
付
を
受
け
て
購
入
さ
れ
た
「
竹
取
物
語
絵
巻
」（
以
下
、
図
書
館
本
と
呼

ぶ
）
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

図
書
館
本
は
既
に
宮
腰
直
人
氏
の
解
題
が
あ
る（
２
）が

、
近
年
は
国
内
外
の
所
蔵
機
関

で
作
品
の
デ
ジ
タ
ル
公
開
が
進
み
、
十
七
世
紀
の
絵
本
・
絵
巻
の
制
作
状
況
や
作
品

解
釈
な
ど
の
研
究
も
進
展
が
著
し
い
。
特
に
“
幻
の
源
氏
物
語
絵
巻
”
や
“
盛
安
本

源
氏
物
語
絵
巻
”
と
も
通
称
さ
れ
る
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
や
東
京
国
立
博
物
館
蔵
「
伊

勢
物
語
絵
巻
」、
林
原
美
術
館
蔵
「
平
家
物
語
絵
巻
」
な
ど
、
物
語
全
文
を
詞
書
に
収

め
る
作
品
で
は
物
語
本
文
の
細
か
な
描
写
や
制
作
者
の
物
語
観
を
反
映
し
た
絵
画
化

が
行
わ
れ
、
絵
と
本
文
に
強
い
結
び
つ
き
が
認
め
ら
れ
る（
３
）。

ま
た
、
注
釈
史
に
お
い

て
解
釈
が
分
か
れ
る
事
柄
が
絵
に
描
か
れ
る
こ
と
で
、
物
語
解
釈
を
視
覚
的
に
読
み

取
れ
る
場
合
も
あ
る
。

物
語
本
文
を
省
筆
せ
ず
に
詞
書
と
す
る
フ
ル
テ
ク
ス
ト
の
作
品
は
、
詞
書
の
理
解

を
も
と
に
深
い
読
み
解
き
が
行
え
る
よ
う
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
物
語
研
究
が
フ

ル
テ
ク
ス
ト
の
絵
巻
・
絵
本
を
扱
う
意
義
は
、
絵
と
本
文
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
表

現
さ
れ
る
解
釈
の
諸
相
や
物
語
の
イ
メ
ー
ジ
を
把
握
し
、
注
釈
史
や
解
釈
史
を
捉
え

直
す
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。

竹
取
物
語
絵
は
現
存
す
る
点
数
か
ら
も
、
源
氏
絵
や
伊
勢
絵
ほ
ど
制
作
さ
れ
る
機

会
は
多
く
な
か
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
広
く
普
及
し
た
源
氏
絵
や
伊
勢

絵
で
は
絵
の
定
型
化
・
規
範
化
が
見
ら
れ
る
一
方
、
竹
取
物
語
絵
で
は
絵
の
定
型
化

は
限
定
的
で
、
絵
入
り
版
本
の
挿
絵
の
影
響
も
少
な
い
。
す
な
わ
ち
、
各
作
品
の
絵

の
特
徴
や
場
面
選
択
の
傾
向
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
作
者
の
解
釈
や
物
語
観
を
投
影
し

た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
は
ず
だ
。

結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
図
書
館
本
も
上
記
の
よ
う
な
フ
ル
テ
ク
ス
ト
の
作
品
で

あ
り
、
詞
書
の
内
容
を
絵
の
描
写
や
配
置
に
巧
み
に
利
用
す
る
こ
と
で
、
制
作
者
の

解
釈
や
物
語
観
を
反
映
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ

ブ
や
研
究
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
図
書
館
本
の
詞
書
と
絵
を
再
検
討
す
る（
４
）。

図
書
館
本
の
詞
書
と
絵
の
配
置

本
節
で
は
、
詞
書
と
絵
の
配
置
か
ら
、
詞
書
の
内
容
と
絵
の
描
写
の
対
応
に
つ
い

て
確
認
す
る（
５
）。

上
①	
こ
か
ね
あ
る
竹
を
見
つ
く
る
事
か
さ
な
り
ぬ
＊
か
く
て
翁
や
う
〳
〵
ゆ
た
か
に
成
行

②	
た
ゝ
す
み
あ
り
き
け
れ
と
も
か
ひ
有
へ
く
も
あ
ら
す
＊
文
を
か
き
て
や
れ
と
も
返
事
も
せ
す

③	

か
く
や
姫
の
家
に
も
て
き
て
見
せ
け
れ
は
＊
か
く
や
姫
あ
や
し
か
り
て
み
れ
は

立
教
大
学
図
書
館
蔵
「
竹
取
物
語
絵
巻
」
に
み
る
物
語
享
受

―
詞
書
と
絵
画
化
の
関
係
を
中
心
に

青

木

慎

一
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④	

人
さ
ま
も
よ
き
人
に
お
は
す
な
と
い
ひ
ゐ
た
り
＊
か
く
や
姫
の
い
ふ
や
う

⑤	
御
子
は
我
に
も
あ
ら
ぬ
け
し
き
に
て
き
も
消
ゐ
給
へ
り
＊
こ
れ
を
か
く
や
姫
き
ゝ
て

⑥	
も
ろ
こ
し
の
か
た
に
む
か
ひ
て
ふ
し
お
か
み
た
ま
ふ
＊
此
か
は
き
ぬ
入
た
る
は
こ
を
み
れ
は

中
①	

か
く
や
ひ
め
は
あ
な
う
れ
し
と
よ
ろ
こ
ひ
て
ゐ
た
り
＊
か
の
読
給
ひ
け
る
哥
の
返
し
は
こ
に
入
て

②	

う
る
し
を
ぬ
り
ま
き
ゑ
し
て
返
し
給
ひ
て
＊
屋
の
う
へ
に
は
い
と
を
そ
め
て

③	

あ
を
へ
と
を
つ
き
て
の
た
ま
ふ
＊
か
ち
取
こ
た
へ
て
申

④	

こ
や
す
の
貝
と
り
た
る
か
と
む
か
は
せ
た
ま
ふ
＊
つ
は
く
ら
め
も
人
の
あ
ま
た
の
ほ
り
ゐ
た
る
に

⑤	

や
し
ま
の
か
な
へ
の
上
に
の
け
さ
ま
に
お
ち
給
へ
り
＊
人
〳
〵
あ
さ
ま
し
か
り
て
よ
り
て

⑥	

い
か
は
か
り
の
女
そ
と
罷
り
て
見
て
ま
い
れ
と
の
給
ふ
＊
ふ
さ
こ
う
け
た
ま
は
り
て
ま
か
れ
り

下
①	

か
く
見
せ
つ
る
み
や
つ
こ
ま
ろ
を
よ
ろ
こ
ひ
給
ふ
＊
さ
て
つ
か
う
ま
つ
る
百
く
は
ん
人
〳
〵

②	

此
世
界
に
は
ま
う
て
き
た
り
け
る
＊
今
は
か
へ
る
へ
き
に
な
り
に
け
れ
は

③	

お
き
な
是
を
聞
て
た
の
も
し
か
り
お
り
＊
是
を
き
ゝ
て
か
く
や
姫
は

④	

か
う
し
共
も
人
は
な
く
し
て
あ
き
ぬ
＊
女
い
た
き
て
ゐ
た
る
か
く
や
ひ
め
と
に
い
て
ぬ

⑤	

く
る
ま
に
の
り
て
百
人
は
か
り
天
人
く
し
て
上
り
ぬ
＊
そ
の
後
お
き
な
女
ち
の
な
み
た
を

⑥	

ふ
し
の
く
す
り
に
ふ
み
つ
ほ
く
し
て
御
使
に
給
は
す
＊
ち
よ
く
し
に
は
月
の
い
は
か
さ
と
い
ふ
人

右
は
、
上
・
中
・
下
の
三
巻
か
ら
成
る
図
書
館
本
の
全
十
八
図
が
入
る
詞
書
の
位

置
を
＊
で
示
し
た
一
覧
で
あ
る
。

上
巻
第
一
図
は
、
か
ぐ
や
姫
の
生
い
立
ち
を
描
い
て
お
り
、
画
中
に
は
箱
に
入
る

姫
と
そ
れ
を
見
守
る
翁
と
嫗
、
姫
を
見
に
来
た
と
お
ぼ
し
き
三
人
の
子
の
姿
が
見
え

る
。
邸
の
外
か
ら
や
っ
て
く
る
子
ど
も
た
ち
は
物
語
に
記
さ
れ
な
い
が
、
山
や
竹
の

描
写
は
「
野
山
に
ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ（
６
）」
と
い
う
翁
の
生
業
を
連
想
さ
せ
、
小

さ
く
描
か
れ
る
姫
は
「
い
と
幼
け
れ
ば
、
箱
に
入
れ
て
養
ふ
」
と
い
う
養
育
ぶ
り
に

対
応
す
る
。
ま
た
、
絵
と
詞
書
の
位
置
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
か
く
て
、
翁
や
う
や
う
豊

か
に
成
り
行
く
」
と
い
う
文
の
前
に
絵
が
入
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
物
語
の
文
脈

と
し
て
は
「
翁
や
う
や
う
豊
か
に
成
り
行
く
」
の
後
に
絵
を
挿
む
方
が
、
次
文
以
降

の
「
こ
の
児
、
養
ふ
ほ
ど
に
、
す
く
す
く
と
大
き
に
な
り
ま
さ
る
」
か
ら
始
ま
る
か

ぐ
や
姫
の
成
長
譚
と
の
接
続
は
良
い
。
し
か
し
、
絵
画
化
さ
れ
る
翁
の
家
は
質
素
で

あ
り
、「
か
く
て
、
翁
や
う
や
う
豊
か
に
成
り
行
く
」
と
い
う
文
の
前
に
絵
を
配
し
て

い
る
点
か
ら
、
姫
の
生
い
立
ち
の
中
で
も
翁
が
裕
福
に
な
る
前
の
情
景
を
表
現
す
る

こ
と
に
主
眼
が
あ
っ
た
と
読
み
解
け
よ
う
。

第
二
図
は
、
貴
公
子
た
ち
の
求
婚
を
描
く
。
絵
は
見
開
き
の
長
大
図
で
、
画
面
左

に
翁
や
姫
ら
の
部
屋
を
、
画
面
右
に
貴
公
子
が
集
う
間
を
配
す
る
。
な
お
、
本
図
以

降
、
翁
の
家
は
女
房
も
大
勢
仕
え
る
立
派
な
邸
宅
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
。
絵
の
位

置
は
「
か
ぐ
や
姫
を
見
ま
ほ
し
う
て
、
物
も
食
は
ず
思
ひ
つ
つ
、
か
の
家
に
行
き
て
、

た
た
ず
み
歩
き
け
れ
ど
も
、
甲
斐
有
る
べ
く
も
あ
ら
ず
」
と
「
文
を
書
き
て
や
れ
ど

も
、
返
事
も
せ
ず
」
の
文
の
間
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
貴
公
子
と
姫
と
の
文
の
や

り
取
り
よ
り
も
、
彼
ら
が
姫
の
元
を
訪
ね
る
情
景
を
選
ん
で
絵
画
化
し
、
図
様
に
合

う
箇
所
に
絵
を
挿
入
し
た
こ
と
が
明
ら
か
だ
。

こ
う
し
た
絵
と
詞
書
の
対
応
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
は
、
続
く
第
三
図
で
あ
る
。

絵
に
は
石
作
皇
子
が
仏
の
御
石
を
携
え
て
姫
の
も
と
に
や
っ
て
来
る
場
面
が
描
か
れ

る
。
絵
が
挿
入
さ
れ
る
の
は
、「（
仏
の
御
石
の
鉢
を
・
稿
者
注
）
か
ぐ
や
姫
の
家
に

持
て
来
て
見
せ
け
れ
ば
」
と
「
か
ぐ
や
姫
あ
や
し
が
り
て
見
れ
ば
」
の
間
だ
。
画
中

の
鉢
は
「
錦
の
袋
に
入
れ
て
」
と
本
文
に
あ
る
通
り
、
未
開
封
の
状
態
で
あ
る
。
こ

の
描
写
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
仏
の
御
石
が
届
け
ら
れ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
か
ぐ

や
姫
が
こ
れ
か
ら
見
よ
う
と
す
る
そ
の
時
を
視
覚
化
す
る
こ
と
だ
。
本
図
は
詞
書
と

絵
の
内
容
が
一
致
す
る
点
で
注
目
さ
れ
よ
う
。

第
四
図
は
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
が
蓬
莱
の
玉
の
枝
を
姫
に
届
け
た
場
面
を
描
く
。

絵
は「

こ
の
国
に
見
え
ぬ
玉
の
枝
な
り
。
こ
の
た
び
は
い
か
で
か
辞
び
申
さ
む
。
人
ざ

ま
も
よ
き
人
に
お
は
す
」
な
ど
言
ひ
ゐ
た
り

と

か
ぐ
や
姫
の
言
ふ
や
う
、「
親
の
の
た
ま
ふ
こ
と
を
、
ひ
た
ぶ
る
に
辞
び
申
さ
む



－14－

こ
と
の
い
と
ほ
し
さ
に
」（
以
下
略
）

と
い
う
、
翁
と
姫
の
会
話
で
話
者
が
切
り
替
わ
る
部
分
に
置
か
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
絵

の
情
景
は
直
前
の
文
に
の
み
対
応
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
詞
書
を
読
ん
で
絵
を
見

る
鑑
賞
者
は
画
中
で
姫
の
方
に
視
線
を
送
る
翁
の
姿
に
く
ら
も
ち
皇
子
と
の
結
婚
を

勧
め
る
発
言
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
五
図
は
、
く
ら
も
ち
皇
子
の
と
こ
ろ
に
玉
の
枝
を
作
っ
た
匠
た
ち
が
訴
え
に
く

る
場
面
が
描
か
れ
る
。
絵
は
「
皇
子
は
、
我
に
も
あ
ら
ぬ
気
色
に
て
、
肝
消
え
ゐ
給

へ
り
」
と
「
こ
れ
を
か
ぐ
や
姫
聞
き
て
、「
こ
の
奉
る
文
を
取
れ
」
と
言
ひ
て
、
見
れ

ば
」
と
の
間
に
入
る
。
画
面
は
姫
の
い
る
右
の
部
屋
と
皇
子
が
い
る
左
の
部
屋
と
に

分
か
れ
、
皇
子
が
座
る
部
屋
の
簀
子
に
応
対
す
る
翁
、
部
屋
の
前
の
庭
に
訴
え
に
き

た
匠
が
描
か
れ
る
。
画
面
右
奥
の
姫
と
見
ら
れ
る
女
性
は
皇
子
の
い
る
部
屋
か
ら
顔

を
背
け
る
よ
う
に
逆
を
向
き
、
簀
子
に
い
る
翁
の
視
線
は
庭
の
匠
ら
に
向
け
ら
れ
る
。

こ
の
姫
や
翁
の
描
写
か
ら
は
、
玉
の
枝
が
作
り
物
で
あ
っ
た
と
い
う
真
相
に
至
っ
た

と
は
読
み
取
れ
な
い
。
ま
た
、
皇
子
の
描
写
に
「
肝
消
え
」
る
よ
う
な
動
揺
は
表
さ

れ
な
い
が
、
詞
書
を
た
ど
る
鑑
賞
者
は
そ
の
記
述
の
通
り
、
皇
子
の
姿
に
「
肝
消
え
」

る
心
理
状
態
を
読
み
込
む
は
ず
だ
。
本
図
は
ま
さ
に
物
語
の
時
間
と
対
応
し
、
匠
た

ち
が
皇
子
に
訴
え
出
る
情
景
を
描
き
出
し
て
お
り
、
立
教
大
学
図
書
館
の
竹
取
物
語

絵
巻
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
の
上
巻
解
説
が
「
皇
子
の
嘘
が
露
顕
す
る
、
ま
さ
に
そ

の
瞬
間
の
ス
ト
ッ
プ
・
モ
ー
シ
ョ
ン
」
と
評
す
る
通
り
で
あ
る（
７
）。

第
六
図
は
、
阿
倍
御
主
人
が
火
鼠
の
皮
衣
を
入
手
す
る
場
面
を
描
く
。
絵
は
、
皮

衣
を
前
に
喜
ぶ
様
子
を
表
す
「
唐
土
の
方
に
向
か
ひ
て
、
伏
し
拝
み
給
ふ
」
と
、
皮

衣
を
実
見
す
る
「
こ
の
皮
衣
入
れ
た
る
箱
を
見
れ
ば
」
の
間
に
配
さ
れ
る
。
画
中
の

左
奥
に
座
る
御
主
人
の
所
作
に
つ
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
の
上
巻
解
説
に
は

「
左
袖
が
上
に
少
し
は
ね
あ
が
っ
て
描
か
れ
る
の
は
、
右
大
臣
の
喜
び
を
表
し
て
い

る
」
と
あ
る（
８
）も
の
の
、
第
三
図
か
ら
第
五
図
に
か
け
て
描
か
れ
る
皇
子
の
衣
の
裾
に

も
動
き
が
見
ら
れ
る
た
め
、
本
図
に
特
有
の
描
写
と
は
考
え
に
く
い
。
画
中
の
御
主

人
は
「
伏
し
拝
」
ん
で
い
る
よ
う
に
映
ら
な
い
が
、
皮
衣
が
入
っ
た
箱
を
前
に
し
た

満
足
感
は
読
み
取
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
本
図
は
こ
れ
ま
で
の
絵
と
異
な
り
、
詞
書
の

内
容
に
合
わ
な
い
描
写
が
含
ま
れ
る
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
箱

の
前
に
並
ぶ
唐
風
の
衣
装
の
一
行
で
あ
る
。

こ
の
一
行
の
う
ち
、
阿
倍
御
主
人
に
対
面
す
る
人
物
に
つ
い
て
は
、
貿
易
を
取
り

仕
切
る
王
慶
、
皮
衣
を
取
引
す
る
た
め
に
来
日
し
た
王
慶
の
部
下
、
御
主
人
側
が
派

遣
し
た
小
野
房
守
と
い
う
三
通
り
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
物
語
に
即
し
て
具
体

的
に
検
討
す
る
と
、
皮
衣
の
手
配
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

か
の
唐
土
船
来
け
り
。
小
野
房
守
ま
う
で
来
て
、
ま
う
上
る
と
い
ふ
こ
と
を
聞

き
て
、
歩
み
疾
う
す
る
馬
を
も
ち
て
走
ら
せ
、
迎
へ
さ
せ
給
ふ
時
に
、
馬
に
乗

り
て
、
筑
紫
よ
り
た
だ
七
日
に
ま
う
で
来
た
る
。

王
慶
は
原
文
で
は
「
か
の
唐
土
に
を
る
」
と
記
さ
れ
、
唐
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
は

確
か
だ
が
、
詞
書
に
は
「
彼
の
う
ら
に
を
る
」
と
あ
る
た
め
、
王
慶
が
日
本
に
い
る

と
も
解
釈
し
得
る
。
た
だ
、
房
守
に
つ
い
て
は
阿
倍
御
主
人
の
従
者
で
あ
り
、
唐
風

の
装
束
で
描
か
れ
る
こ
と
に
不
審
が
残
る
。
絵
を
解
釈
す
る
に
あ
た
り
、
正
確
な
原

典
理
解
に
拠
る
必
要
は
な
い
が
、
前
図
ま
で
の
詞
書
と
絵
の
関
係
や
本
図
の
直
前
の

詞
書
が
「
唐
土
の
方
に
向
か
ひ
て
、
伏
し
拝
み
給
ふ
」
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

物
語
の
内
容
と
の
乖
離
が
大
き
い
王
慶
と
解
す
る
積
極
的
な
根
拠
は
見
出
せ
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
物
語
中
で
言
及
は
な
い
も
の
の
、
火
鼠
の
皮
衣
と
い
う
希
少
品
を
房

守
一
人
に
預
け
る
と
は
考
え
に
く
い
た
め
、
皮
衣
を
取
引
す
る
王
慶
の
部
下
と
捉
え

て
お
く（
９
）。

ま
た
、
絵
の
情
景
か
ら
も
考
察
を
加
え
た
い
。
画
中
に
は
右
下
に
唐
土
船
、
画
面

左
に
阿
倍
御
主
人
の
邸
が
描
か
れ
る
。
類
似
の
図
様
は
、
小
嶋
菜
温
子
氏
が
旧
蔵
し
、

現
在
は
立
教
大
学
図
書
館
の
所
蔵
と
な
っ
た
「
竹
取
物
語
絵
巻
」
や
諏
訪
市
博
物
館

蔵
「
竹
取
物
語
絵
巻
」
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
が
、
図
書
館
本
の
違
い
は
画
面
左
端
か

ら
唐
土
船
の
船
首
部
分
に
か
か
る
霞
の
存
在
だ
。
こ
の
霞
に
は
場
面
を
分
割
す
る
役
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割
が
あ
り
、
唐
土
船
の
航
海
と
皮
衣
の
受
け
渡
し
が
異
な
る
時
間
軸
に
あ
る
こ
と
を

表
現
す
る
と
解
釈
で
き
る
。
先
に
引
用
し
た
通
り
、
物
語
に
お
い
て
も
房
守
は
筑
紫

か
ら
上
京
す
る
の
に
七
日
を
要
し
た
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
図
書

館
本
は
時
間
の
異
な
る
二
つ
の
出
来
事
を
一
つ
の
画
面
内
に
描
く
意
図
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
も
し
他
の
図
と
同
じ
く
、
物
語
の
内
容
に
即
し
た
絵
画
化
を
企
図
し

た
な
ら
ば
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵
「
竹
取
物
語
絵
巻
」（
以
下
、
国
会
本
と
呼
ぶ
）
の

よ
う
に
房
守
が
阿
倍
御
主
人
の
邸
に
馬
で
駆
け
込
ん
だ
り
（
Ａ
）、
立
教
大
学
図
書
館

蔵
「
竹
取
物
語
（
甲
本
）」
の
よ
う
に
房
守
が
唐
に
渡
り
王
慶
と
対
座
し
た
り
（
Ｂ
）

す
る
な
ど
、
別
の
図
様
を
選
択
で
き
た
の
で
は
な
い
か）
（1
（

。
も
ち
ろ
ん
図
書
館
本
を
制

作
す
る
際
に
粉
本
の
図
様
を
単
に
写
し
た
可
能
性
も
想
定
で
き
る
が
、
そ
の
場
合
は

祖
本
の
制
作
時
に
お
け
る
情
景
選
択
の
創
意
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
話
を
図
書
館

本
に
戻
す
と
、
阿
倍
御
主
人
の
求
婚
譚
は
一
場
面
を
切
り
取
っ
て
も
絵
と
し
て
成
り

立
つ
こ
と
を
先
に
述
べ
た
が
、
図
書
館
本
は
二
つ
の
場
面
を
組
み
合
わ
せ
る
選
択
を

行
っ
た
。
試
み
に
図
書
館
本
と
国
会
本
・「
竹
取
物
語
（
甲
本
）」
を
比
較
す
る
と
、

国
会
本
で
は
御
主
人
が
皮
衣
を
得
る
と
こ
ろ
は
描
け
て
も
唐
か
ら
取
り
寄
せ
た
品
で

あ
る
こ
と
が
視
覚
化
で
き
ず
、「
竹
取
物
語
（
甲
本
）」
で
は
房
守
が
唐
で
受
け
取
っ

た
品
で
あ
る
こ
と
は
印
象
付
け
ら
れ
る
が
、
御
主
人
の
手
に
渡
る
部
分
が
欠
け
て
し

ま
う
。
あ
く
ま
で
推
測
な
が
ら
、
図
書
館
本
は
舶
来
品
で
あ
る
皮
衣
の
由
来
と
御
主

人
が
手
に
す
る
瞬
間
の
両
方
を
視
覚
的
に
表
現
す
る
た
め
、
典
型
的
な
図
様
を
踏
襲

し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

中
巻
第
一
図
は
、
真
贋
を
確
か
め
る
た
め
に
火
鼠
の
皮
衣
を
焼
く
場
面
を
描
く
。

絵
は
、
皮
衣
が
焼
け
た
後
の
「
か
ぐ
や
姫
は
「
あ
な
、
嬉
し
」
と
喜
び
て
ゐ
た
り
」

と
、「
か
の
詠
み
給
ひ
け
る
歌
の
返
し
、
箱
に
入
れ
て
返
す
」
の
間
に
挿
ま
れ
る
。
画

面
左
に
姫
や
翁
た
ち
が
い
る
部
屋
、
画
面
右
に
皮
衣
を
焼
く
庭
が
描
か
れ
、
皮
衣
を

焼
く
と
い
う
話
の
根
幹
は
踏
ま
え
ら
れ
る
が
、
絵
と
詞
書
が
対
応
し
な
い
部
分
も
看

取
さ
れ
る
。
ま
ず
、
皮
衣
の
状
態
を
う
か
が
う
翁
や
女
房
ら
の
視
線
は
物
語
本
文
に

記
さ
れ
な
い
が
、
皮
衣
を
焼
く
臨
場
感
を
高
め
、
鑑
賞
者
の
視
線
を
皮
衣
に
誘
導
す

る
工
夫
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。
続
い
て
、
脇
息
に
寄
り
か
か
る
姫
が
皮
衣
か
ら
目

を
反
ら
す
よ
う
に
描
か
れ
る
点
に
着
目
す
る
。
本
場
面
を
絵
画
化
す
る
作
品
は
散
見

さ
れ
る
が
、
姫
が
皮
衣
か
ら
顔
を
背
け
る
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
絵
巻
は
、
管
見
の
限

り
國
學
院
大
學
図
書
館
蔵
「
竹
取
物
語
絵
巻
」（
武
田
祐
吉
氏
旧
蔵
本
）
と
九
曜
文
庫

蔵
「
竹
取
物
語
絵
巻
」
以
外
に
確
認
で
き
な
い）
（（
（

。
た
だ
し
、
國
學
院
本
は
邸
を
訪
れ

た
阿
倍
御
主
人
や
彼
を
接
待
す
る
翁
を
画
面
右
に
描
出
し
、
九
曜
文
庫
本
は
画
面
右

に
姫
の
居
室
を
配
し
て
お
り
、
図
書
館
本
と
の
相
違
が
明
確
で
あ
る
。
御
主
人
を
描

か
ず
に
皮
衣
を
焼
く
図
様
は
絵
入
版
本
や
他
の
竹
取
物
語
絵
に
も
採
ら
れ
る
が
、
皮

衣
を
見
な
い
姫
の
描
写
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
図
書
館
本
の
画
面
構
成
は
あ
ま
り
類
例

が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
深
読
み
が
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
御
主
人
不
在
の
火

鼠
の
皮
衣
を
焼
く
図
は
、「
あ
へ
な
し
」
に
「
敢
へ
無
し
」
と
「
阿
倍
無
し
」
が
掛
か

る
物
語
の
語
源
譚
の
後
者
を
暗
示
す
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
読
み
が

成
り
立
つ
な
ら
ば
、
御
主
人
を
描
か
な
い
皮
衣
を
焼
く
図
様
は
物
語
の
細
部
ま
で
踏

ま
え
た
絵
画
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
他
の
語
源
譚
と
絵
画
化
の
関
係
も
含
め
て

考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
二
図
は
、
大
伴
御
行
が
姫
を
迎
え
る
準
備
と
し
て
自
邸
を
改
装
す
る
場
面
が
描

か
れ
る
。
絵
の
位
置
は
「
麗
し
き
屋
を
作
り
た
ま
ひ
て
、
漆
を
塗
り
、
蒔
絵
し
て
壁

し
給
ひ
て
」
と
「
屋
の
上
に
は
糸
を
染
め
て
色
々
葺
か
せ
て
」
の
間
で
あ
る
。
本
図

と
詞
書
の
関
係
は
、
御
行
の
邸
が
改
装
さ
れ
る
過
程
を
鑑
賞
者
が
追
体
験
す
る
よ
う

な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

第
三
図
は
、
龍
の
首
の
玉
を
獲
り
に
出
航
し
た
大
伴
御
行
一
行
が
天
候
の
悪
化
に

よ
り
難
破
し
か
け
る
場
面
を
描
く
。
絵
は
「（
御
行
が
楫
取
に
・
稿
者
注
）
青
反
吐
を

つ
き
て
の
た
ま
ふ
」
と
「
梶
取
、
答
へ
て
申
す
」
の
間
に
入
る
。
本
図
は
竹
取
物
語

絵
の
中
で
も
定
型
化
が
見
ら
れ
る
図
様
だ
が
、
図
書
館
本
は
雲
の
中
に
雷
神
を
描
か

な
い
点
で
他
本
と
異
な
る
。
画
中
の
御
行
は
梶
取
に
訴
え
か
け
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
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な
い
も
の
の
、
一
行
が
荒
天
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
描
写
は
詞
書
の
内
容
と
対
応
す
る
。

第
四
図
は
、
質
素
な
邸
内
で
貴
人
が
脇
息
に
も
た
れ
て
海
の
よ
う
な
水
辺
を
眺
め

る
情
景
だ
が
、
他
本
に
類
例
が
求
め
ら
れ
ず
、
場
面
比
定
が
難
し
い
。
宮
腰
直
人
氏

の
図
書
館
本
の
解
題
に
は
、
本
図
は
「
龍
の
頸
の
玉
を
諦
め
、
航
海
を
終
え
た
大
伴

の
大
納
言
が
水
辺
で
休
む
様
子
」
と
あ
る）
（1
（

。
た
だ
、
絵
と
詞
書
の
位
置
を
確
認
す
る

と
、「「
子
安
の
貝
、
取
り
た
る
か
」
と
向
か
は
せ
た
ま
ふ
」
と
「
燕
も
人
の
あ
ま
た

上
り
ゐ
た
る
に
怖
ぢ
て
巣
に
も
上
り
来
ず
」
の
間
で
あ
り
、
石
上
麻
呂
足
の
求
婚
譚

に
話
が
移
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
読
み
進
め
て
き
た
よ
う
に
、
図
書
館
本
が
詞
書
の

内
容
を
踏
ま
え
て
絵
画
化
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
と
、
燕
の
子
安
貝
を
得
る
た

め
に
派
遣
し
た
従
者
へ
使
い
を
送
っ
て
状
況
を
確
認
す
る
場
面
と
も
考
え
ら
れ
る
。

本
図
の
解
釈
を
難
し
く
す
る
要
因
は
、
海
の
よ
う
な
水
の
描
写
に
あ
る
は
ず
だ
。

な
ぜ
な
ら
、
麻
呂
足
の
物
語
の
舞
台
は
彼
の
邸
と
大
炊
寮
で
あ
り
、
激
し
く
波
立
つ

水
に
関
連
す
る
要
素
が
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
他
の
作
例
と
比
較
し
て

考
え
た
い
。
東
京
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
「
竹
取
物
語
絵
巻
」（
以
下
、
東
大
本
と
呼

ぶ
）
に
は
、
水
の
描
写
と
脇
息
に
身
を
預
け
る
麻
呂
足
の
図
像
が
含
ま
れ
る
絵
が
あ

る）
（1
（

。
画
面
右
の
童
姿
の
人
物
は
、
麻
呂
足
の
求
婚
譚
に
登
場
す
る
「
く
ら
つ
丸
」
が

想
起
さ
れ
る
。
物
語
に
お
い
て
は
翁
と
記
さ
れ
る
た
め
、
童
と
し
て
描
く
の
は
誤
り

だ
が
、
国
会
本
や
絵
入
版
本
を
は
じ
め
、
多
く
の
作
品
で
童
姿
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ

て
、
童
姿
の
人
物
を
「
く
ら
つ
丸
」
と
見
な
す
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
童
姿
の
「
く

ら
つ
丸
」
の
位
置
は
「
額
を
合
は
せ
て
向
か
ひ
」
と
あ
る
原
文
に
即
し
て
麻
呂
足
と

密
談
す
る
よ
う
な
距
離
で
あ
り
、
邸
は
立
派
で
従
者
や
女
房
が
控
え
、
水
も
穏
や
か

な
遣
水
と
し
て
描
写
さ
れ
る
な
ど
、
図
書
館
本
と
の
相
違
の
方
が
目
立
つ
。
と
は
い

え
、
東
大
本
が
近
い
作
例
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
図
書
館
本
が
麻
呂
足
の
求
婚
譚
の
図

様
で
あ
る
可
能
性
は
高
ま
る）
（1
（

。
そ
し
て
、
図
書
館
本
の
水
の
描
写
に
つ
い
て
想
像
を

逞
し
く
す
れ
ば
、
画
中
の
松
も
含
め
て
、
物
語
中
で
か
ぐ
や
姫
が
麻
呂
足
に
詠
ん
だ

歌
「
年
を
経
て
波
立
ち
寄
ら
ぬ
住
の
江
の
ま
つ
か
ひ
な
し
と
聞
く
は
ま
こ
と
か
」
の

「
住
の
江
の
ま
つ
」
の
表
現
と
対
応
す
る
の
は
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
歌
と
の

対
応
を
考
慮
し
た
と
こ
ろ
で
、
麻
呂
足
邸
に
そ
ぐ
わ
な
い
質
素
な
描
写
へ
の
疑
問
は

残
る
。

一
方
、
水
の
描
写
に
重
き
を
置
く
と
、
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
宮
腰
氏
も
指
摘

す
る
大
伴
御
行
一
行
が
命
か
ら
が
ら
明
石
の
浜
に
打
ち
上
げ
ら
れ
る
場
面
だ
。
し
か

し
、
本
場
面
を
絵
画
化
し
た
作
品
を
参
照
す
る
と
、
国
会
本
の
よ
う
に
一
行
が
乗
る

船
が
浜
に
着
く
情
景
（
Ｃ
）
で
あ
っ
た
り
、
立
教
大
学
図
書
館
蔵
「
竹
取
物
語
貼
交

屏
風
」
や
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
蔵
「
竹
取
物
語
」（
絵
本
：
以
下
、
Ｍ
ｅ
ｔ
本
と

呼
ぶ
）
な
ど
の
よ
う
に
筵
の
上
に
身
を
置
く
御
行
の
姿
が
描
か
れ
た
り
す
る
（
Ｄ
・

Ｅ
）
な
ど
、
場
面
を
識
別
可
能
な
モ
チ
ー
フ
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
図
書
館

本
に
は
、
そ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
が
描
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
原
文
で
は
浜
に
打
ち

上
げ
ら
れ
た
際
に
御
行
を
筵
の
上
に
降
ろ
し
た
だ
け
で
、
身
を
寄
せ
る
建
物
は
語
ら

れ
な
い
。
そ
の
後
、
彼
は
手
輿
に
乗
せ
ら
れ
て
京
の
自
邸
へ
と
戻
る
。
こ
の
文
脈
を

念
頭
に
置
け
ば
、
御
行
が
邸
内
に
い
る
図
書
館
本
の
図
様
は
帰
京
後
の
場
面
を
絵
画

化
し
た
と
解
釈
で
き
る
。
本
文
に
は
「
糸
を
葺
か
せ
造
り
し
屋
は
、
鳶
・
烏
の
巣
に

み
な
喰
ひ
も
て
往
に
け
り
」
と
あ
り
、
簡
素
な
家
は
本
文
の
内
容
を
視
覚
化
し
た
可

能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
帰
京
後
と
見
な
す
に
は
、
空
間
も
時
間
も
異

な
る
水
辺
の
描
写
が
邸
と
一
連
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
描
か
れ
る
の
が
不
自
然
で
、

貴
族
の
邸
宅
に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
苫
屋
の
ご
と
き
描
写
も
や
は
り
気
に
か
か
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
明
石
の
浜
の
情
景
と
す
る
に
も
、
モ
チ
ー
フ
の
な
い
水
辺
や

物
語
に
な
い
建
物
の
描
写
に
不
審
が
残
る
。

曽
根
誠
一
氏
は
貴
公
子
が
病
み
臥
す
図
に
つ
い
て
、
帰
参
す
る
従
者
や
手
紙
の
描

き
分
け
に
着
目
す
る
こ
と
で
御
行
の
場
面
か
麻
呂
足
の
場
面
か
の
識
別
が
可
能
と
指

摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
そ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
が
見
ら
れ
な
い
図
様
は
ど
ち
ら
の
場
面

と
も
解
釈
で
き
る
も
の
の
、
麻
呂
足
の
場
面
の
絵
に
は
必
ず
手
紙
が
描
か
れ
、
従
者

が
隣
室
に
控
え
る
構
図
は
帰
参
す
る
従
者
に
準
ず
る
と
し
て
、
御
行
の
場
面
と
理
解
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す
る
の
が
穏
当
と
す
る）
（1
（

。

図
書
館
本
の
図
様
も
含
め
、
場
面
を
確
定
す
る
に
足
る
モ
チ
ー
フ
が
な
い
場
合
に

は
、
図
像
や
詞
書
と
の
関
係
な
ど
、
着
目
す
る
部
分
に
よ
っ
て
異
な
る
解
釈
が
生
じ

る
こ
と
は
指
摘
の
通
り
だ
が
、
貴
公
子
が
脇
息
に
体
を
預
け
る
図
像
を
一
概
に
「
病

み
臥
す
」
と
捉
え
る
こ
と
は
妥
当
だ
ろ
う
か
。

図
書
館
本
で
は
麻
呂
足
が
従
者
に
子
安
貝
を
取
る
よ
う
命
じ
て
そ
の
進
捗
を
確
か

め
る
使
い
を
遣
わ
す
場
面
に
、
東
大
本
で
は
麻
呂
足
が
「
く
ら
つ
丸
」
の
話
に
耳
を

傾
け
る
場
面
に
絵
が
挿
入
さ
れ
る
。
特
に
、
東
大
本
は
「
中
納
言
、
額
を
合
は
せ
て

向
か
ひ
給
へ
り
」
と
の
原
文
を
反
映
す
る
よ
う
な
描
写
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

詞
書
と
の
対
応
も
考
え
た
場
面
選
択
も
想
定
し
得
る
。
両
本
と
も
類
似
す
る
図
様
が

確
認
で
き
な
い
だ
け
に
場
面
比
定
は
難
し
い
が
、
麻
呂
足
の
求
婚
譚
の
範
囲
で
、
彼

と
姫
と
の
歌
の
贈
答
以
外
の
情
景
が
絵
画
化
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

第
五
図
は
、
石
上
麻
呂
足
が
燕
の
子
安
貝
を
得
よ
う
と
し
て
高
所
か
ら
落
下
す
る

場
面
を
描
く
。
絵
は
「
綱
絶
ゆ
る
す
な
は
ち
に
、
八
島
の
鼎
の
上
に
の
け
ざ
ま
に
落

ち
給
へ
り
」
と
「
人
々
あ
さ
ま
し
が
り
て
、
寄
り
て
抱
へ
奉
り
」
の
間
に
配
さ
れ
る
。

絵
は
長
大
図
で
、
麻
呂
足
の
落
下
と
そ
の
報
せ
を
聞
い
て
駆
け
つ
け
る
従
者
た
ち
が

異
時
同
図
法
で
絵
画
化
さ
れ
る
。
麻
呂
足
の
周
囲
に
鼎
は
描
か
れ
な
い
が
、
鼎
を
描

か
な
い
作
品
も
多
い
。
本
図
は
前
後
の
詞
書
と
対
応
し
、
麻
呂
足
が
落
ち
た
瞬
間
と

周
囲
の
反
応
を
切
り
取
る
図
様
に
な
っ
て
い
る
。

第
六
図
は
、
貴
公
子
た
ち
の
求
婚
譚
が
終
わ
り
、
帝
の
求
婚
に
移
行
す
る
。
描
か

れ
る
の
は
、
内
侍
中
臣
房
子
が
帝
の
命
を
受
け
て
翁
の
邸
を
訪
れ
る
場
面
だ
。
絵
は
、

「「（
略
）
か
ぐ
や
姫
い
か
ば
か
り
の
女
ぞ
と
、
ま
か
り
て
見
て
参
れ
」
と
の
た
ま
ふ
」

と
「
房
子
、
承
り
て
ま
か
れ
り
」
の
間
に
置
か
れ
る
。
本
図
は
絵
と
詞
書
の
対
応
が

若
干
ず
れ
て
お
り
、
絵
が
後
に
続
く
詞
書
の
内
容
を
先
取
り
す
る
よ
う
な
か
た
ち
と

な
っ
て
い
る
。
右
に
引
い
た
「
房
子
、
承
り
て
ま
か
れ
り
」
や
次
の
文
の
「
竹
取
の

家
に
、
か
し
こ
ま
つ
て
請
じ
入
れ
て
会
へ
り
」
の
後
の
方
が
情
景
と
詞
書
の
内
容
は

合
致
す
る
は
ず
だ
。
そ
し
て
、
房
子
の
絵
画
化
に
つ
い
て
は
曽
根
誠
一
氏
が
諸
本
を

調
査
し
、
女
と
男
の
両
方
の
作
例
が
あ
る
こ
と
、
応
対
す
る
の
が
翁
の
み
の
場
合
と

翁
と
嫗
の
二
人
の
場
合
に
分
か
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）
（1
（

。
内
侍
は
女
官
で
あ
り
、

文
脈
上
も
か
ぐ
や
姫
の
容
貌
を
確
認
す
る
役
目
を
負
う
こ
と
か
ら
、
女
性
で
あ
る
こ

と
は
揺
ら
が
な
い
。
図
書
館
本
の
描
写
は
原
文
と
同
じ
く
女
性
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、

物
語
本
文
に
お
い
て
房
子
と
対
面
す
る
の
は
嫗
一
人
で
あ
る
が
、
絵
で
は
翁
が
一
人

描
か
れ
る
。
曽
根
氏
は
翁
一
人
か
夫
婦
に
改
変
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
作
品
が
制

作
さ
れ
た
江
戸
時
代
前
・
中
期
の
家
や
夫
婦
の
あ
り
方
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
推

測
す
る）
（1
（

。
曽
根
氏
も
指
摘
す
る
通
り
、
物
語
に
即
し
た
嫗
一
人
で
描
か
れ
る
作
例
が

確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
物
語
理
解
の
問
題
で
は
な
く
、
当
時
の
社

会
通
念
に
基
づ
く
変
更
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
上
・
中
巻
の
絵
と
詞
書
に
は
概
ね
密
接
な
関
連
が

認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
下
巻
に
お
い
て
は
詞
書
の
内
容
と
絵
の
位
置
に
齟
齬
が
あ

る
。
下
巻
で
絵
画
化
さ
れ
る
六
つ
の
場
面
の
絵
と
詞
書
の
概
要
を
次
に
記
す
。

下
①	

絵
：
中
臣
房
子
、
帝
に
報
告　
　
　

詞
書
：
帝
と
か
ぐ
や
姫
の
対
面

	

②	

絵
：
帝
と
か
ぐ
や
姫
の
対
面　
　
　

詞
書
：
月
を
見
て
嘆
く
か
ぐ
や
姫

	

③	

絵
：
月
を
見
て
嘆
く
か
ぐ
や
姫　
　

詞
書
：
邸
へ
の
兵
の
派
遣

	

④	

絵
：
邸
へ
の
兵
の
派
遣　
　
　
　
　

詞
書
：
天
人
来
迎

	

⑤	

絵
：
天
人
来
迎　
　
　
　
　
　
　
　

詞
書
：
か
ぐ
や
姫
の
昇
天

	

⑥	

絵
：
富
士
山
へ
の
勅
使
派
遣　
　
　

詞
書
：
富
士
山
へ
の
勅
使
派
遣

右
の
ご
と
く
、
下
巻
第
一
図
か
ら
第
五
図
に
か
け
て
、
絵
と
詞
書
の
内
容
が
一
致
し

な
い
。
詞
書
に
沿
っ
て
述
べ
れ
ば
、
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
の
図
を
欠
く
分
、
そ
の
前
に

置
か
れ
る
は
ず
の
絵
が
本
来
よ
り
一
図
ず
つ
後
に
ず
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
鑑
賞
者

は
詞
書
を
読
ん
で
絵
に
接
す
る
と
、
今
読
ん
で
き
た
内
容
よ
り
一
場
面
前
の
絵
を
目

に
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
た
の
か
。

仮
に
そ
の
原
因
と
し
て
、
二
つ
の
可
能
性
を
示
し
て
お
き
た
い
。
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一
つ
は
、
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
を
描
い
た
絵
の
欠
落
で
あ
る
。
作
ら
れ
な
か
っ
た
の

か
、
作
ら
れ
た
も
の
が
失
わ
れ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
昇
天
図
の
欠
落
を
埋
め

る
た
め
に
前
段
の
絵
が
繰
り
下
げ
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
う
一
つ
は
、
詞
書
制
作
時
の
過
誤
で
あ
る
。
本
来
散
ら
し
書
き
を
行
う
必
要
の

な
か
っ
た
昇
天
場
面
で
散
ら
し
書
き
に
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
補
う
目
的
で

絵
の
位
置
を
変
え
た
と
も
考
え
得
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
下
巻
第
一
図
の
絵
は
詞
書
と
対
応
し
な
い
。
房
子
が
帰
参
し

帝
に
報
告
す
る
図
様
は
中
巻
末
に
置
か
れ
る
こ
と
も
想
定
で
き
よ
う
か
。
中
巻
末
の

詞
書
は
「
御
使
賜
び
し
か
ど
、
甲
斐
な
く
見
え
ず
な
り
に
け
り
」
と
、
帝
の
発
言
の

途
中
で
終
わ
る
。
こ
こ
に
絵
を
入
れ
て
も
詞
書
の
内
容
と
合
わ
な
い
が
、
絵
と
対
応

す
る
「
こ
の
内
侍
、
帰
り
参
り
て
、
こ
の
由
を
奏
す
」
と
の
詞
書
を
含
む
段
で
は
あ

る
。
中
巻
末
に
絵
を
移
す
と
、
各
巻
六
図
と
い
う
均
等
な
絵
の
配
置
は
変
わ
る
が
、

Ｃ
Ｂ
Ｌ
所
蔵
の
「
竹
取
物
語
絵
巻
」（
Ｃ
Ｂ
Ｌ
Ｊ
１
１
８
８
）
の
よ
う
に
、
絵
を
上
巻

六
図
・
中
巻
七
図
・
下
巻
五
図
と
す
る
作
例
も
見
ら
れ
る）
（1
（

。
な
お
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
は
中
・

下
巻
の
詞
書
の
切
り
方
が
一
致
し
、
場
面
選
択
に
も
共
通
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
図

書
館
本
と
の
近
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
場
面
選
択
に
着
目
す
る
と
、
図
書

館
本
が
中
巻
第
六
図
で
房
子
の
訪
問
、
下
巻
第
一
図
で
房
子
の
報
告
と
す
る
の
に
対

し
て
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
は
中
巻
第
六
図
で
勅
命
を
受
け
る
房
子
、
中
巻
第
七
図
で
房
子
の

訪
問
と
す
る
。
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
の
場
面
選
択
を
踏
ま
え
る
と
、
図
書
館
本
で
房
子
の
報
告

と
す
る
図
様
は
勅
命
を
受
け
る
房
子
の
図
様
で
あ
る
可
能
性
も
生
ず
る
。
先
に
見
た

詞
書
と
の
対
応
と
い
う
面
で
も
、「「（
略
）
か
ぐ
や
姫
い
か
ば
か
り
の
女
ぞ
と
、
ま
か

り
て
見
て
参
れ
」
と
の
た
ま
ふ
」
と
「
房
子
、
承
り
て
ま
か
れ
り
」
の
間
に
入
る
と

す
れ
ば
、
房
子
が
勅
命
を
承
る
場
面
と
解
す
る
方
が
合
う
。
こ
の
場
合
、
図
書
館
本

の
絵
の
順
序
と
し
て
、
現
行
の
中
巻
第
六
図
と
下
巻
第
一
図
に
錯
簡
が
あ
る
こ
と
に

な
る
。
た
だ
、
順
序
を
入
れ
替
え
て
も
、
房
子
が
翁
の
邸
を
訪
れ
る
情
景
と
帰
参
後

に
あ
た
る
中
巻
末
の
詞
書
の
「
御
使
賜
び
し
か
ど
、
甲
斐
な
く
見
え
ず
な
り
に
け
り
」

と
の
つ
な
が
り
は
良
く
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
図
書
館
本
の
中
巻
末
か
ら
下
巻
の

絵
と
詞
書
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
絵
の
配
置
や
場
面
比
定
な
ど
、
様
々
な
要
素
を
考

慮
す
る
必
要
が
あ
る
（
本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
上
、
以
降
の
第
二
図
か
ら
第
五
図
に

つ
い
て
は
絵
と
詞
書
の
場
面
を
一
致
さ
せ
て
説
明
し
、
昇
天
の
場
面
に
は
言
及
し
な
い
）。

第
二
図
は
、
帝
と
か
ぐ
や
姫
の
対
面
が
描
か
れ
る
。
絵
は
「
か
く
見
せ
つ
る
造
麻

呂
を
よ
ろ
こ
び
給
ふ
」
と
「
さ
て
、
仕
う
ま
つ
る
百
官
人
々
餐
い
か
め
し
う
仕
う
ま

つ
る
」
の
間
に
置
か
れ
る
と
す
る
と
、
詞
書
の
内
容
と
対
応
す
る
。
本
図
に
つ
い
て

は
、
後
述
す
る
帝
の
描
写
と
の
関
連
で
詳
細
を
確
認
す
る
。

第
三
図
は
、
月
を
見
て
嘆
く
か
ぐ
や
姫
が
そ
の
真
意
を
告
げ
る
場
面
を
描
く
。
絵

の
位
置
が
「
昔
の
契
り
あ
り
け
る
に
よ
り
な
む
、
こ
の
世
界
に
は
ま
う
で
来
た
り
け

る
」
と
「
今
は
帰
る
べ
き
に
な
り
に
け
れ
ば
」
の
間
で
あ
れ
ば
、
鑑
賞
者
は
月
の
都

の
人
間
で
あ
る
と
の
姫
の
告
白
直
後
に
絵
を
目
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
絵
と
詞
書
の

内
容
は
合
致
す
る
も
の
の
、
宮
腰
氏
も
指
摘
す
る
通
り
、
当
該
場
面
の
絵
の
多
く
に

描
か
れ
る
十
五
夜
近
く
の
満
月
が
、
図
書
館
本
の
画
面
に
は
な
い
。
た
だ
し
、
翁
の

描
写
は
頭
上
に
手
を
か
ざ
し
画
面
右
上
の
山
際
を
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し

た
描
写
に
つ
い
て
、
宮
腰
氏
は
翁
の
し
ぐ
さ
が
月
の
出
現
を
暗
示
す
る
と
述
べ）
（1
（

、
竹

取
物
語
絵
巻
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
の
下
巻
解
説
に
は
姫
の
悲
し
み
の
要
因
で
あ
る

月
が
描
か
れ
な
い
こ
と
で
、
物
語
で
語
ら
れ
る
悲
哀
が
緩
和
さ
れ
る
と
記
さ
れ
る）
11
（

。

ま
た
、
物
語
中
の
「
月
の
顔
見
る
は
、
忌
む
こ
と
」
と
い
う
発
言
と
の
関
連
も
考
え

得
る
が
、
翁
の
視
線
の
先
に
あ
る
山
並
み
に
月
が
描
か
れ
な
い
図
像
的
な
違
和
感
は

払
拭
し
き
れ
な
い
。

第
四
図
は
、
姫
を
守
る
た
め
に
兵
が
派
遣
さ
れ
る
場
面
を
描
く
。
絵
は
「（
勇
ま
し

い
兵
た
ち
の
言
葉
を
聞
い
て
翁
が
・
稿
者
注
）
頼
も
し
が
り
を
り
」
と
「
こ
れ
を
聞

き
て
、（
姫
は
自
分
を
守
る
手
立
て
は
な
い
と
説
く
・
稿
者
注
）」
の
間
に
配
さ
れ
る

と
こ
ろ
だ
。
絵
と
詞
書
の
内
容
は
対
応
し
て
お
り
、
一
部
の
空
を
見
上
げ
る
兵
や
女

房
ら
の
図
像
は
、
や
っ
て
く
る
天
人
へ
の
備
え
を
確
認
す
る
か
の
よ
う
に
も
映
る
。
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第
五
図
は
、
天
人
来
迎
の
場
面
だ
。
絵
は
「
格
子
ど
も
も
、
人
は
な
く
し
て
開
き

ぬ
」
と
「
女
抱
き
て
居
た
る
か
ぐ
や
姫
、
外
に
出
で
ぬ
」
の
間
に
入
る
こ
と
に
な
る
。

絵
が
入
る
位
置
は
、
ま
さ
に
天
人
が
姫
の
元
に
至
る
箇
所
で
あ
り
、
情
景
と
詞
書
が

一
致
す
る
。
原
文
と
の
違
い
は
、
邸
を
守
る
兵
の
姿
が
描
か
れ
な
い
こ
と
だ
が
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
第
六
図
の
考
察
と
と
も
に
次
節
で
検
討
し
た
い
。

前
述
の
よ
う
に
、
下
巻
第
一
図
が
中
巻
に
含
ま
れ
る
と
仮
定
し
て
読
解
す
る
と
、

帝
と
か
ぐ
や
姫
の
対
面
か
ら
天
人
来
迎
の
場
面
ま
で
、
上
・
中
巻
ほ
ど
で
は
な
い
が
、

絵
と
詞
書
の
対
応
が
確
認
で
き
る
。
全
巻
を
通
し
て
絵
と
詞
書
が
関
係
づ
け
ら
れ
る

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
図
書
館
本
は
フ
ル
テ
ク
ス
ト
の
詞
書
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
絵

だ
け
を
追
う
よ
り
も
深
い
読
み
解
き
を
可
能
に
す
る
。
絵
と
詞
書
が
有
機
的
に
つ
な

が
る
こ
と
で
豊
か
な
読
み
が
表
現
さ
れ
る
展
開
を
見
て
い
こ
う
。

図
書
館
本
に
お
け
る
帝
の
描
写

図
書
館
本
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
下
巻
に
お
け
る
帝
の
絵
画
化
だ
。
既
に
宮

腰
氏
の
解
題
で
も
竹
取
物
語
絵
巻
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
の
解
説
で
も
指
摘
さ
れ
る

通
り
、
帝
の
面
貌
を
露
わ
に
す
る
か
し
な
い
か
の
描
き
分
け
が
見
ら
れ
る）
1（
（

。
こ
の
問

題
に
つ
い
て
は
、
竹
取
物
語
絵
の
絵
画
化
の
状
況
か
ら
図
書
館
本
の
創
意
を
明
ら
か

に
し
た
い
。

か
ぐ
や
姫
と
の
対
面
に
お
い
て
帝
の
顔
が
描
か
れ
、
下
巻
第
六
図
の
勅
使
派
遣
の

場
面
で
は
蔀
や
御
簾
で
顔
が
隠
さ
れ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
両
図
は
比
較
的
定
型
化

さ
れ
た
図
様
で
あ
る
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
や
影
印

で
確
認
で
き
る
範
囲
で
図
書
館
本
の
帝
と
姫
の
対
面
の
図
様
に
類
似
す
る
の
は
、
絵

巻
に
限
っ
て
も
、

立
教
大
学
図
書
館
（
小
嶋
菜
温
子
氏
旧
蔵
）・
諏
訪
市
博
物
館
・
國
學
院
大
學
図

書
館
（
武
田
祐
吉
氏
旧
蔵
）・
國
學
院
大
學
図
書
館
（
ハ
イ
ド
氏
旧
蔵
）・
九
曜

文
庫

の
作
品
が
挙
げ
ら
れ
、
絵
本
も
含
め
る
と
、

立
教
大
学
図
書
館
（
甲
本
）・
成
蹊
大
学
・
公
文
教
育
研
究
会
・
絵
入
版
本

の
よ
う
に
、
さ
ら
に
作
例
が
増
え
る
。
ま
た
、
勅
使
派
遣
の
図
様
は
、
絵
巻
の
形
態
で

国
会
本
・
東
大
本
・
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
（
Ｃ
Ｂ
Ｌ
Ｊ
１
１
８
８
）・
慶
応
義
塾
大
学
（「
竹

取
物
語
屏
風
」）

が
該
当
し
、
絵
本
で
は

Ｍ
ｅ
ｔ
本
・
花
園
大
学
情
報
セ
ン
タ
ー
蔵
「
竹
取
物
語
」（
以
下
、
花
園
大
本
と

呼
ぶ
）

が
加
わ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
作
品
ご
と
に
細
部
に
違
い
は
あ
る
が
、
顔
貌
を
露
わ
に
繧
繝
縁
の
畳

の
上
に
座
る
帝
と
脇
に
座
る
か
ぐ
や
姫
や
繧
繝
縁
の
畳
の
上
に
座
る
上
半
身
が
描
か

れ
な
い
帝
に
対
面
す
る
使
者
と
い
う
図
像
は
諸
本
に
共
通
す
る
た
め
、
図
書
館
本
独

自
の
発
想
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
帝
の
描
写
と
い
う
観
点
で
注
目
し
た
い
の

は
、
中
臣
房
子
が
帝
に
報
告
す
る
（
も
し
く
は
房
子
が
勅
命
を
受
け
る
）
図
様
だ
。

本
図
様
は
、
管
見
の
限
り
図
書
館
本
と
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
に
し
か
確
認
で
き
な
い
。
帝
の
顔

を
隠
し
た
こ
の
絵
が
あ
る
こ
と
で
、
帝
の
顔
を
描
か
な
い
情
景
か
ら
描
く
情
景
、
そ

し
て
描
か
な
い
情
景
へ
と
変
化
が
生
じ
る
。
姫
と
の
対
面
で
帝
の
面
貌
が
描
か
れ
る

こ
と
に
は
、
作
品
内
で
天
皇
よ
り
も
高
位
に
当
た
る
神
仏
や
尊
属
と
対
面
す
る
と
い

う
や
ま
と
絵
の
絵
画
化
の
規
範）
11
（

に
、
姫
が
地
上
の
人
間
と
異
な
る
存
在
だ
と
実
見
し
、

帝
の
権
威
が
通
じ
な
い
相
手
で
あ
る
と
認
識
し
た
物
語
の
文
脈
が
重
な
っ
て
く
る
。

姫
と
の
対
面
後
、
帝
は
純
粋
に
一
人
の
男
性
と
し
て
姫
と
交
流
を
続
け
、
そ
の
間
、

後
宮
の
女
性
と
の
接
触
を
断
つ
。
房
子
や
不
死
薬
を
扱
う
使
者
と
対
面
す
る
場
面
は

帝
と
し
て
物
事
を
差
配
し
て
い
る
こ
と
か
ら
公
人
と
し
て
の
側
面
が
示
さ
れ
、
姫
と

の
対
面
や
交
流
は
私
人
と
し
て
の
側
面
が
表
れ
る
。
絵
画
化
に
あ
た
っ
て
は
皇
権
の

位
相
を
強
く
意
識
し
た
場
面
選
択
が
な
さ
れ
て
お
り
、
帝
の
顔
を
描
く
か
隠
す
か
の

描
き
分
け
が
そ
の
位
相
を
視
覚
的
に
表
し
て
い
る
の
で
あ
る）
11
（

。
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こ
の
皇
権
へ
の
意
識
を
顕
著
に
読
み
取
れ
る
の
が
、
勅
使
派
遣
の
場
面
だ
。
図
書

館
本
に
お
い
て
、
絵
は
「
か
の
奉
る
不
死
の
薬
に
、
文
壺
具
し
て
、
御
使
に
賜
は
す
」

と
「
勅
使
に
は
調
石
笠
と
い
ふ
人
を
召
し
て
」
の
間
に
配
さ
れ
る
。
図
書
館
本
は
、

帝
が
国
家
の
祭
儀
と
な
る
不
死
薬
の
焼
却
に
向
け
て
動
く
一
文
の
次
に
絵
を
挿
む
の

だ
。
小
嶋
菜
温
子
氏
は
帝
の
求
婚
以
降
に
つ
い
て
、
原
典
の
物
語
の
読
み
と
比
べ
な

が
ら
竹
取
物
語
絵
の
場
面
選
択
や
絵
画
化
の
傾
向
を
論
じ
る
中
で
、
図
書
館
本
・
国

会
本
・
東
大
本
・
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
の
図
様
を
挙
げ
て
「
不
死
薬
の
献
上
」
と
分
類
す
る）
11
（

が
、

本
場
面
は
詞
書
と
の
関
係
も
含
め
、
よ
り
詳
し
く
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
先
引
の

作
品
の
詞
書
と
絵
の
位
置
を
確
認
し
よ
う）
11
（

。

国
会
本　

	

中
将
に
天
人
と
り
つ
た
ふ
＊
中
将
と
り
つ
れ
は
ふ
と
あ
ま
の
羽
こ
ろ
も
う
ち
き
せ

東
大
本　

	

中
将
に
天
人
と
り
て
つ
た
ふ
＊
中
将
と
り
つ
れ
は
ふ
と
あ
ま
の
羽
こ
ろ
も
う
ち
き
せ

Ｃ
Ｂ
Ｌ
本	

こ
の
き
ぬ
き
つ
る
人
は
も
の
思
ひ
な
く
成
に
け
れ
は
＊
車
に
の
り
て
百
人
は
か
り
天
人

Ｍ
ｅ
ｔ
本	

山
の
い
た
ゝ
き
に
も
て
つ
く
へ
き
由
仰
給
ふ
＊
み
ね
に
て
す
へ
き
や
う
を
し
へ
さ
せ
給
ふ

花
園
大
本	

お
き
も
あ
か
ら
て
や
み
ふ
せ
り
＊
中
将
人
々
ひ
き
く
し
て
帰
り
ま
い
り
て

図
書
館
本
と
同
じ
く
絵
巻
と
し
て
作
ら
れ
た
国
会
本
・
東
大
本
・
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
か
ら
見

て
い
く
と
、
国
会
本
と
東
大
本
は
全
く
同
じ
位
置
に
絵
が
入
る
。
両
本
で
は
、
姫
が

天
人
を
介
し
て
文
と
不
死
薬
を
頭
中
将
に
渡
す
部
分
と
頭
中
将
が
受
け
取
る
部
分
の

間
に
絵
が
配
さ
れ
る
た
め
、
詞
書
と
の
関
係
は
見
出
せ
な
い
。
ま
た
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
も

姫
が
昇
天
す
る
場
面
に
絵
が
置
か
れ
て
お
り
、
絵
と
詞
書
の
内
容
は
対
応
し
な
い
。

物
語
で
は
姫
の
昇
天
後
に
不
死
薬
の
焼
却
が
語
ら
れ
る
。
国
会
本
・
東
大
本
・
Ｃ
Ｂ

Ｌ
本
に
お
い
て
、
絵
は
物
語
展
開
を
先
取
り
す
る
よ
う
な
配
置
に
な
っ
て
い
る
。
そ

の
こ
と
に
よ
り
、
絵
の
情
景
に
は
多
義
的
な
解
釈
の
余
地
が
生
じ
る
の
だ
。
小
嶋
氏

が
「
不
死
薬
の
献
上
」
と
ま
と
め
た
図
様
は
、
詞
書
よ
り
も
前
に
あ
る
こ
と
で
、
そ

の
後
の
文
脈
に
広
く
対
応
し
得
る
。
昇
天
後
の
場
面
に
お
い
て
、
文
と
不
死
薬
は
二

度
登
場
す
る
。
一
つ
は
頭
中
将
が
持
参
す
る
文
と
不
死
薬
で
、
も
う
一
つ
は
富
士
山

に
派
遣
す
る
勅
使
に
託
す
文
と
不
死
薬
だ
。
鑑
賞
者
は
頭
中
将
が
持
参
す
る
場
面
の

詞
書
か
ら
目
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
不
死
薬
の
献
上
を
想
起
す
る
可
能
性
は
高

い
が
、
続
い
て
語
ら
れ
る
勅
使
派
遣
の
場
面
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で

は
な
い
。
情
景
も
確
認
す
る
と
、
国
会
本
は
簀
子
に
座
る
使
者
が
右
手
で
文
を
、
左

手
で
不
死
薬
が
入
っ
た
と
お
ぼ
し
き
壺
を
持
つ
（
Ｆ
）
こ
と
か
ら
、
不
死
薬
の
献
上

を
視
覚
化
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
か
も
し
れ
な
い
（
勅
使
が
帝
か
ら
託
さ
れ
た

品
を
直
接
手
で
持
つ
と
は
考
え
に
く
い
）。
た
だ
、
東
大
本
と
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
で
は
文
と
壺

が
台
に
置
か
れ
た
状
態
で
描
か
れ
て
お
り
、
場
面
を
識
別
で
き
る
手
が
か
り
は
見
出

せ
な
い
。
よ
っ
て
、
絵
と
詞
書
の
対
応
が
図
ら
れ
な
い
絵
巻
の
場
合
、
本
場
面
の
図

様
は
不
死
薬
の
献
上
、
勅
使
派
遣
の
ど
ち
ら
と
も
解
せ
る
の
だ
（
以
下
、
本
図
に
つ

い
て
場
面
を
限
定
し
な
い
で
述
べ
る
際
は
「
帝
が
使
者
に
対
面
す
る
場
面
」
と
記
す
）。

場
面
選
択
や
詞
書
の
区
切
り
方
な
ど
、
こ
れ
ま
で
図
書
館
本
と
の
共
通
性
を
指
摘
し

て
き
た
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
だ
が
、
本
図
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
く
異
な
る
。
絵
と
詞
書

を
対
応
さ
せ
、
皇
権
の
体
現
者
で
あ
る
帝
と
し
て
祭
儀
を
司
る
情
景
を
描
出
す
る
点

に
こ
そ
、
図
書
館
本
の
創
意
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
画
中
の
畏
ま
る
勅
使
や
眼
前
に
置

か
れ
た
壺
と
箱
（
Ｇ
）
は
、
勅
命
を
象
徴
す
る
図
像
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
の
で

あ
る
。

な
お
、
絵
本
で
あ
る
Ｍ
ｅ
ｔ
本
と
花
園
大
本
で
は
、
絵
と
詞
書
を
対
応
さ
せ
た
絵

画
化
が
行
わ
れ
る
。
冊
子
で
あ
る
両
本
は
見
開
き
で
鑑
賞
す
る
た
め
、
絵
の
前
後
、

ど
ち
ら
か
の
詞
書
し
か
絵
と
と
も
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
花
園
大
本
は
「
中
将

人
々
ひ
き
く
し
て
帰
り
ま
い
り
て
」、
Ｍ
ｅ
ｔ
本
は
「
み
ね
に
て
す
へ
き
や
う
を
し
へ

さ
せ
給
ふ
」
か
ら
始
ま
る
詞
書
が
絵
と
対
に
な
る
。
従
っ
て
、
花
園
大
本
は
不
死
薬

の
献
上
、
Ｍ
ｅ
ｔ
本
は
勅
使
派
遣
を
描
い
た）
11
（

と
考
え
ら
れ
る
が
、
作
品
を
通
し
て
絵

と
詞
書
の
関
係
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
帝
の
求
婚
以
降
に
お
け
る
図
書
館
本
の
創
意
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま

ず
、
場
面
選
択
の
観
点
で
は
、
天
人
来
迎
と
勅
使
派
遣
を
と
も
に
描
く
作
例
は
極
め

て
珍
し
い
。
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
や
影
印
で
確
認
で
き
る
絵
巻
と
し
て
、
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立
教
大
学
図
書
館
（
小
嶋
菜
温
子
氏
旧
蔵
）・
諏
訪
市
博
物
館
・
國
學
院
大
學
図

書
館
（
武
田
祐
吉
氏
旧
蔵
）・
國
學
院
大
學
図
書
館
（
ハ
イ
ド
氏
旧
蔵
）・
九
曜

文
庫

が
天
人
来
迎
を
絵
画
化
す
る）
11
（

が
、
い
ず
れ
の
作
品
も
下
巻
最
後
の
絵
と
す
る
。
絵
巻

の
中
で
、
天
人
来
迎
と
帝
が
使
者
と
対
面
す
る
場
面
の
両
方
を
選
ぶ
の
は
、
管
見
の

限
り
図
書
館
本
と
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
の
二
本
だ
。

ま
た
、
帝
が
使
者
と
対
面
す
る
場
面
を
描
く
国
会
本
・
東
大
本
・
慶
応
義
塾
大
学

蔵
「
竹
取
物
語
屏
風
」
は
、
天
人
来
迎
で
は
な
く
、
姫
の
昇
天
と
合
わ
せ
て
絵
画
化

す
る
点
も
、
図
書
館
本
と
の
差
異
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

図
書
館
本
が
視
覚
化
し
た
天
人
来
迎
の
図
様
に
お
い
て
は
、
先
に
言
及
し
た
通
り
、

兵
の
姿
が
な
い
こ
と
も
特
徴
的
だ
。
こ
の
場
面
を
絵
画
化
す
る
作
品
で
は
、
必
ず
と

言
っ
て
い
い
ほ
ど
、
兵
が
描
き
込
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
図
書
館
本
に
も
画
面
右
下
に

兵
を
配
置
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
屋
根
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
兵
の
姿
が
描
か
れ

な
い
。
物
語
展
開
を
踏
ま
え
れ
ば
、
天
人
が
姫
や
翁
た
ち
の
前
に
姿
を
現
す
と
い
う

こ
と
は
姫
を
守
る
た
め
の
兵
が
そ
の
役
目
を
果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
こ

の
不
首
尾
は
勅
使
を
指
名
し
兵
を
送
っ
た
帝
の
権
威
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
。
こ
の

文
脈
を
敷
衍
す
る
な
ら
、
姫
を
守
り
切
れ
な
か
っ
た
兵
の
視
覚
化
は
皇
権
の
限
界
を

露
呈
す
る
可
能
性
を
は
ら
む
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
画
面
右
の
霞
に
着
目
す
る
と
、
天
人
の
い
る
空
と
地
上
と
が
区
切
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
画
中
の
霞
が
時
間
的
・
空
間
的
な
違
い
を
表
し
、
天
人
が
月

か
ら
飛
来
し
て
き
た
道
程
で
あ
っ
た
り
、
兵
の
守
る
外
で
は
な
く
、
姫
ら
の
い
る
部

屋
の
直
上
に
天
人
が
至
っ
た
こ
と
だ
っ
た
り
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
天
人
の
飛
来

を
印
象
付
け
る
意
図
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

兵
が
描
か
れ
な
い
根
拠
自
体
は
複
数
想
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
図
書
館
本
が
定
型

に
捉
わ
れ
な
い
描
写
を
選
択
し
た
点
に
注
意
し
た
い
。

そ
し
て
、
中
巻
第
六
図
の
絵
と
詞
書
の
位
置
の
問
題
も
改
め
て
思
い
起
こ
さ
れ
て

く
る
。
絵
は
「「（
略
）
か
ぐ
や
姫
い
か
ば
か
り
の
女
ぞ
と
、
ま
か
り
て
見
て
参
れ
」

と
の
た
ま
ふ
」
の
後
に
入
る
た
め
、
詞
書
の
内
容
と
一
致
し
な
い
と
述
べ
た
が
、
帝

の
差
配
を
強
く
印
象
付
け
る
詞
書
に
絵
を
対
応
さ
せ
た
と
す
れ
ば
現
行
の
配
置
も
理

解
が
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、
中
巻
第
六
図
と
下
巻
第
一
図
の
順
序
が
逆
で
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ

本
と
同
じ
並
び
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
勅
命
に
よ
る
帝
の
強
い
関
与
を
投
影
し
た
図

様
が
選
ば
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
図
書
館
本
の
絵
と
詞
書
の
特
徴
を
辿
る
と
、
帝
の
存
在
を
強
く
意
識

し
た
絵
画
化
の
傾
向
が
明
確
に
な
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め

以
上
、
詞
書
と
の
関
係
を
中
心
に
、
図
書
館
本
の
絵
画
化
に
つ
い
て
考
察
し
て
き

た
。
図
書
館
本
で
は
、
絵
と
詞
書
と
の
密
接
な
関
係
に
加
え
て
、
帝
の
求
婚
以
降
に

独
自
の
絵
画
化
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
た
。
物
語
享
受
の
観
点
で
は
、
図
書
館
本
の
よ

う
に
皇
権
を
め
ぐ
る
先
鋭
的
な
解
釈
が
近
世
の
絵
画
作
品
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は

注
目
に
値
し
よ
う
。

そ
の
一
方
で
、
特
に
竹
取
物
語
絵
の
問
題
と
し
て
は
、
深
い
物
語
理
解
に
基
づ
い

て
制
作
さ
れ
た
作
品
に
お
い
て
錯
簡
や
誤
読
と
も
捉
え
得
る
図
様
の
存
在
も
考
慮
す

る
必
要
が
あ
る
。
錯
簡
の
問
題
は
、
図
書
館
本
に
限
ら
ず
、
複
数
の
作
品
で
確
認
さ

れ
て
い
る
こ
と
だ
。
周
知
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
『
竹
取
物
語
』
を
絵
画
化
す
る
時
に

ど
う
し
て
錯
簡
が
起
き
や
す
い
の
か
。『
竹
取
物
語
』
の
享
受
史
を
考
え
る
上
で
も
、

竹
取
物
語
絵
は
有
効
な
視
座
を
提
供
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
近
世
文
化
や
絵
画
史
の
視
点
と
し
て
、
絵
と
詞
書
が
関
連
し
、
読
み
解
か

れ
る
こ
と
を
企
図
し
た
フ
ル
テ
ク
ス
ト
の
絵
巻
や
絵
本
が
作
ら
れ
る
時
期
や
目
的
に

つ
い
て
も
、
同
時
代
の
作
品
群
や
絵
画
化
の
特
徴
な
ど
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る）
11
（

。

定
型
化
の
影
響
の
少
な
い
竹
取
物
語
絵
は
、
当
時
の
制
作
者
の
解
釈
や
物
語
観
を
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明
ら
か
に
す
る
有
用
な
資
料
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
物
語
全
文
を
詞
書

と
し
て
絵
画
化
に
活
か
す
フ
ル
テ
ク
ス
ト
の
作
品
の
特
徴
を
図
書
館
本
が
有
す
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
、
フ
ル
テ
ク
ス
ト
の
作
品
が
特
定
の
原
典
や
目
的
に

限
っ
て
作
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
豪
華
本
の
中
で
あ
る
程
度
普
及
し
、
流
通
し
た

制
作
形
態
で
あ
る
可
能
性
が
高
ま
っ
た）
11
（

。
源
氏
絵
や
伊
勢
絵
な
ど
と
と
も
に
、
詞
書

と
絵
の
連
関
や
視
覚
化
さ
れ
る
物
語
解
釈
に
着
目
し
た
調
査
・
研
究
の
拡
充
が
望
ま

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

注

（
1
）		

竹
取
物
語
絵
の
伝
本
を
詳
細
に
調
査
し
た
成
果
と
し
て
、
曽
根
誠
一
「『
竹
取

物
語
』
の
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
伝
本
」（『
花
園
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
第
四

八
号
、
２
０
１
６
・
３
）
が
あ
る
。

（
2
）		

宮
腰
直
人
・
目
黒
将
史
・
青
木
慎
一
「
立
教
大
学
蔵
『
竹
取
物
語
絵
巻
』
解

題
と
翻
刻
」（『
立
教
大
学
大
学
院
日
本
文
学
論
叢
』
第
七
号
、
２
０
０
７
・
８
）

（
3
）		

こ
れ
ま
で
稿
者
は
、
個
人
蔵
「
源
氏
物
語
絵
巻　

桐
壺
」
や
名
古
屋
市
博
物

館
蔵
「
源
氏
物
語
絵
巻　

桐
壺
」、
ス
ペ
ン
サ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
「
奈
良
絵

本
源
氏
物
語
」
の
絵
画
化
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。「「
源
氏
物
語
絵
巻　

桐
壺
」

（
幻
の
「
源
氏
物
語
絵
巻
」）
に
つ
い
て
」・「
ス
ペ
ン
サ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵

「
奈
良
絵
本
源
氏
物
語
」
の
挿
絵
と
物
語
解
釈
」（
青
木
慎
一
『
源
氏
物
語
の
表

現
と
絵
画
的
展
開
―
夕
霧
を
中
心
に
』
武
蔵
野
書
院
、
２
０
１
９
）、「
名
古

屋
市
博
物
館
蔵
「
源
氏
物
語
絵
巻　

桐
壺
」
の
絵
画
化
―
フ
ル
テ
ク
ス
ト
の

源
氏
絵
と
い
う
観
点
か
ら
―
」（
源
氏
物
語
を
読
む
会
編
『
源
氏
物
語
〈
読

み
〉
の
交
響
Ⅲ
』
新
典
社
、
２
０
２
０
）。

（
4
）		

本
稿
で
は
、
絵
画
表
現
が
異
な
る
Ｃ
Ｂ
Ｌ
蔵
「
竹
取
物
語
絵
巻
」（
Ｃ
Ｂ
Ｌ
Ｊ

１
１
２
５
）
に
つ
い
て
は
比
較
対
象
に
含
め
な
い
。

（
5
）		

図
書
館
本
の
全
図
に
つ
い
て
は
文
末
に
掲
載
し
た
が
、
鮮
明
な
カ
ラ
ー
画
像

を
立
教
大
学
図
書
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
竹
取
物
語
絵
巻
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ

リ
）
で
閲
覧
で
き
る
。
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（
6
）		

本
稿
で
引
用
す
る
図
書
館
本
の
詞
書
は
、
翻
刻
を
も
と
に
私
に
仮
名
遣
い
や

漢
字
を
改
め
、
句
読
点
を
付
し
た
も
の
を
用
い
る
（
以
下
同
）。

（
7
）		

竹
取
物
語
絵
巻
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
の
解
説
は
、
立
教
大
学
図
書
館
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（
注
５
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
8
）		

注
７
に
同
じ
。

（
9
）		

曽
根
誠
一
氏
は
、
日
本
で
皮
衣
を
受
け
渡
す
場
面
に
描
か
れ
る
唐
風
の
人
物

に
つ
い
て
「
房
守
を
王
慶
の
姿
に
置
換
し
て
描
く
構
図
と
、
房
守
に
加
え
て
本

来
の
提
出
者
・
当
事
者
で
あ
る
王
慶
を
も
描
く
構
図
の
二
類
型
が
あ
っ
た
」（
ｐ
．

79
）
と
指
摘
す
る
（「『
竹
取
物
語
』「
唐
人
と
対
面
す
る
貴
公
子
」
図
を
読
む

―
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
図
絵
と
物
語
本
文
と
の
乖
離
を
通
し
て
―
」（『
文

学
・
語
学
』
第
二
一
七
号
、
２
０
１
６
・
１
２
））。
立
教
大
学
図
書
館
蔵
「
竹

取
物
語
絵
巻
」（
小
嶋
菜
温
子
氏
旧
蔵
）
や
諏
訪
市
博
物
館
蔵
「
竹
取
物
語
絵

巻
」、
國
學
院
大
學
図
書
館
蔵
「
竹
取
物
語
絵
巻
」（
ハ
イ
ド
氏
旧
蔵
）、
九
曜
文

庫
蔵
「
竹
取
物
語
絵
巻
」、
成
蹊
大
学
図
書
館
「
竹
取
物
語
」（
奈
良
絵
本
）、
絵

入
版
本
な
ど
も
同
じ
場
面
を
絵
画
化
す
る
が
、
唐
風
の
人
物
が
廂
に
一
人
し
か

描
か
れ
な
い
点
で
図
書
館
本
と
異
な
る
。
ま
た
、
花
園
大
学
情
報
セ
ン
タ
ー
蔵

「
竹
取
物
語
」（
奈
良
絵
本
）
は
図
書
館
本
と
構
図
が
近
似
す
る
も
の
の
、
簀
子

に
房
守
が
描
か
れ
、
複
数
配
さ
れ
る
唐
風
の
人
物
に
つ
い
て
も
、
廂
・
簀
子
・

地
面
と
位
置
が
峻
別
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
は
、
廂
で
阿
倍
御
主

人
に
対
面
す
る
人
物
の
存
在
感
が
高
め
ら
れ
て
お
り
、
王
慶
を
連
想
さ
せ
る
要

素
に
な
り
得
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
図
書
館
本
の
場
合
は
廂
に
描
か
れ
る
人
物
は

一
人
だ
が
、
廂
に
座
る
二
人
と
の
距
離
が
近
い
た
め
、
船
主
で
あ
る
王
慶
と
部

下
と
い
う
地
位
の
差
は
読
み
取
り
に
く
い
。
ま
た
、
御
主
人
の
眼
前
の
人
物
が
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王
慶
で
あ
れ
ば
、
詞
書
の
よ
う
に
「
唐
土
の
方
に
向
か
ひ
て
、
伏
し
拝
」
む
必

要
が
な
く
な
る
。
以
上
か
ら
、
図
書
館
本
で
廂
に
描
か
れ
る
人
物
を
王
慶
と
判

断
す
る
こ
と
は
保
留
す
る
。

（
10
）		

本
稿
で
参
照
す
る
作
品
の
図
版
に
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
付
し
、
参
考
図
版

と
し
て
図
書
館
本
の
全
図
の
前
に
一
括
し
て
掲
載
し
た
。

（
11
）		

國
學
院
大
學
図
書
館
蔵
「
竹
取
物
語
絵
巻
」（
武
田
祐
吉
氏
旧
蔵
本
）
の
図
様

に
つ
い
て
は
國
學
院
大
學
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
を
、
九
曜
文
庫
蔵

「
竹
取
物
語
絵
巻
」
の
図
様
に
つ
い
て
は
中
野
幸
一
監
修
、
中
野
幸
一
・
横
溝
博

共
編
『
九
曜
文
庫
蔵
奈
良
絵
本
・
絵
巻
集
成
１　

竹
取
物
語
絵
巻
』（
勉
誠
出

版
、
２
０
０
７
）
を
参
照
さ
れ
た
い
（
以
下
同
）。

（
12
）		

注
２
に
同
じ
。

（
13
）		

東
京
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
「
竹
取
物
語
絵
巻
」
の
図
様
に
つ
い
て
は
上
原

作
和
・
安
藤
徹
・
外
山
敦
子
編
『
か
ぐ
や
姫
と
絵
巻
の
世
界　

一
冊
で
読
む
竹

取
物
語　

訳
注
付
』（
武
蔵
野
書
院
、
２
０
１
２
）
を
参
照
さ
れ
た
い
（
以
下
同
）。

（
14
）		

『
か
ぐ
や
姫
と
絵
巻
の
世
界
』（
注
13
）
に
は
、
当
該
の
図
（
図
11
）
に
つ
い

て
「
他
の
絵
巻
に
は
、
こ
の
類
絵
を
大
伴
大
納
言
邸
と
解
釈
す
る
も
の
も
あ
り
、

さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
」（
ｐ
．60
）
と
記
さ
れ
る
が
、
東
大
本
は
前
図
に
大
伴

御
行
が
明
石
の
浜
か
ら
自
邸
に
戻
っ
た
場
面
を
絵
画
化
す
る
た
め
、
石
上
麻
呂

足
邸
を
描
い
た
と
解
す
る
。

（
15
）		

曽
根
誠
一
「『
竹
取
物
語
』「
病
み
臥
す
貴
公
子
」
図
を
読
む
―
御
行
と
麻

呂
足
を
識
別
す
る
象
徴
を
手
懸
か
り
と
し
て
―
」（『
花
園
大
学
日
本
文
学
論

究
』
第
八
号
、
２
０
１
５
・
１
２
）

（
16
）		

曽
根
誠
一
「『
竹
取
物
語
』
使
者
「
中
臣
房
子
」
図
を
読
む
―
物
語
本
文
と

乖
離
す
る
「
男
姿
」
図
の
検
討
」（『
藝
文
研
究
』
№	

113

－

１
、
２
０
１
７
・
１

２
）

（
17
）		

注
16
に
同
じ
。

（
18
）		

Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
の
書
誌
や
場
面
解
説
な
ど
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
、
チ
ェ
ス

タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ィ
共
編
『
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
・
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ィ　

絵
巻
絵
本
解
題
目
録
』（
勉
誠
出
版
、
２
０
０
２
）
の
磯
部
祥
子
氏

の
解
説
に
拠
る
（
以
下
同
）。

（
19
）		

注
２
に
同
じ
。

（
20
）		

注
７
に
同
じ
。

（
21
）		

注
２
お
よ
び
注
７
に
同
じ
。

（
22
）		

絵
巻
に
お
い
て
天
皇
の
顔
を
描
く
こ
と
・
描
か
な
い
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て

は
、
山
本
陽
子
『
絵
巻
に
お
け
る
神
と
天
皇
の
表
現
―
見
え
ぬ
よ
う
に
描
く
』

（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
２
０
０
６
）
に
詳
し
い
。

（
23
）		

『
竹
取
物
語
』
に
お
け
る
天
上
界
と
地
上
界
の
対
立
構
図
と
皇
権
の
論
理
に
つ

い
て
は
、
小
嶋
菜
温
子
『
か
ぐ
や
姫
幻
想
―
皇
権
と
禁
忌　

新
装
版
』（
森
話

社
、
２
０
０
２
）
に
詳
し
い
。

（
24
）		

小
嶋
菜
温
子
「「
竹
取
物
語
絵
」
に
み
る
異
界
と
現
世
―
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
・
立
教

本
、「
不
死
薬
の
献
上
」
図
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
高
橋
亨
編
『
王
朝
文
学
と
物

語
絵　

平
安
文
学
と
隣
接
諸
学
10
』
竹
林
舎
、
２
０
１
０
）

（
25
）		

各
作
品
の
詞
書
に
つ
い
て
、
国
会
本
・
Ｍ
ｅ
ｔ
本
・
花
園
大
本
は
デ
ジ
タ
ル

ア
ー
カ
イ
ブ
の
画
像
か
ら
翻
刻
し
、
東
大
本
は
注
13
掲
書
の
翻
刻
を
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ

本
は
針
本
正
行
「
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ィ
（
Ｃ
Ｂ
Ｌ
）

蔵
『
竹
取
物
語
絵
巻
』
書
誌
・
翻
刻
・
解
題
」（『
物
語
絵
巻
の
本
文
と
そ
の
享

受
に
関
す
る
総
合
的
研
究
―
國
學
院
大
學
所
蔵
本
を
中
心
と
し
て
―
（
平

成
二
一
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｂ
）
１
９
３
２
０
０
３
８
（
研

究
代
表
者　

針
本
正
行
）
研
究
成
果
報
告
書
）』
２
０
１
０
・
３
）
の
翻
刻
を
引

用
し
た
。

（
26
）		

Ｍ
ｅ
ｔ
本
の
絵
画
化
に
つ
い
て
は
、
絵
と
詞
書
と
の
関
係
も
含
め
、
稿
を
改

め
て
考
察
す
る
。
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（
27
）		

天
人
来
迎
と
昇
天
に
お
け
る
絵
画
化
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
中
島
和
歌
子
「
中

学
校
国
語
教
科
書
『
竹
取
物
語
』
の
挿
絵
を
め
ぐ
る
問
題
点
と
可
能
性
―
『
竹

取
物
語
絵
巻
』
昇
天
図
の
解
釈
と
分
類
―
」（『
札
幌
国
語
研
究
』
第
一
二
号
、

２
０
０
７
・
８
）
に
詳
し
い
。

（
28
）		

石
川
透
氏
は
「
竹
取
物
語
絵
巻
」
を
例
に
、
物
語
研
究
者
が
個
々
の
作
品
を

論
じ
る
前
提
と
し
て
書
誌
や
制
作
状
況
を
把
握
す
る
重
要
性
を
確
認
し
、
特
定

の
物
語
や
専
門
領
域
に
絞
ら
ず
多
角
的
に
作
品
を
研
究
す
る
必
要
を
指
摘
す
る

（
石
川
透
「
絵
入
り
テ
キ
ス
ト
の
物
語
史
を
め
ぐ
っ
て
」『
中
古
文
学
』
第
八
十

六
号
、
２
０
１
０
・
12
）。

（
29
）		

現
在
の
と
こ
ろ
、
フ
ル
テ
ク
ス
ト
の
作
品
は
十
七
世
紀
後
半
の
制
作
と
見
ら

れ
る
絵
巻
・
絵
本
に
多
い
（
青
木
慎
一
「「
名
古
屋
市
博
物
館
蔵
「
源
氏
物
語
絵

巻　

桐
壺
」
の
絵
画
化
―
フ
ル
テ
ク
ス
ト
の
源
氏
絵
と
い
う
観
点
か
ら
―
」

（
注
３
）」）。

［
付
記
］
本
稿
へ
の
図
版
掲
載
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
立
教
大
学
図
書
館
に
篤
く
お

礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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Ｄ．�立教大学図書館蔵「竹取物語�貼交屏風」

Ｃ．国会図書館蔵「竹取物語絵巻」

Ｂ．�立教大学図書館蔵「竹取物語」（甲本）

Ａ．国会図書館蔵「竹取物語絵巻」

Ｅ．�メトロポリタン美術館蔵「竹取物語」

［参考図版］



－26－

Ｇ．�立教大学図書館蔵「竹取物語絵巻」　部分（拡大）図

Ｆ．国会図書館蔵「竹取物語絵巻」

部分（拡大）図
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第二図

第一図

［立教大学図書館蔵「竹取物語絵巻」（図書館本）全図・上巻］

第六図 第五図

第四図 第三図



－28－

［立教大学図書館蔵「竹取物語絵巻」（図書館本）全図・中巻］

第六図

第五図

第四図

第二図

第三図

第一図
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※
参
考
図
版
お
よ
び
図
書
館
本
の
全
図
で
掲
載
し
た
図
版
は
、
所
蔵
機
関
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
画
像
デ
ー
タ
を
用
い
た
。

立
教
大
学
図
書
館
：
竹
取
物
語
絵
巻
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ	

	

（http:// library.rikkyo.ac.jp/ digitallibrary/ taketori/ index.htm
l

）

立
教
大
学
図
書
館
：『
竹
取
物
語
』
絵
巻
・
絵
入
り
写
本
（
小
嶋
菜
温
子
氏

旧
蔵
）
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ	

	

（http:// library.rikkyo.ac.jp/ digitallibrary/ taketori_ k/ index.htm
l

）

国
立
国
会
図
書
館
：
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン	

	

（https:// dl.ndl.go.jp/

）

メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
：T

he	 M
et	 C

ollection	
	

（https:// w
w

w
.m

etm
useum

.org/ art/ collection

）

（
あ
お
き　

し
ん
い
ち　

立
教
大
学
兼
任
講
師
、
日
本
学
研
究
所
研
究
員
）

［立教大学図書館蔵「竹取物語絵巻」（図書館本）全図・下巻］

第五図

第一図第二図

第三図第四図

第六図


