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与
謝
蕪
村
の
英
一
蝶
評
価　
　

上
方
に
お
け
る
一
蝶
画
評
価
の
様
相馬　

渕　

美　

帆

は
じ
め
に

執
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
論
考
で
、
江
戸
の
画
家
・
英
一
蝶
︵
一
六
五

二
︱
一
七
二
四
︶
の
作
品
の
、
歿
後
に
お
け
る
評
価
や
受
容
に
つ
い
て
考
え
て
き

た
。
一
蝶
画
や
英
派
の
画
は
、
既
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
一
蝶
歿
後
も
江
戸
の
俳
人
社

会
に
お
い
て
俳
諧
的
な
も
の
と
し
て
評
価
・
鑑
賞
さ
れ
続
け
て
お
り
、
事
例
も
複
数

確
認
で
き
る
。
一
方
で
、
上
方
や
伊
勢
な
ど
江
戸
以
外
の
地
域
で
、
一
蝶
画
が
ど
の

よ
う
な
鑑
賞
者
に
よ
り
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
の
か
は
、

具
体
的
な
解
明
が
難
し
い
課
題
で
あ
っ
た
。

執
筆
者
は
先
稿１
で
、
長
年
参
勤
交
代
で
伊
勢
久
居
と
江
戸
を
往
来
し
な
が
ら
俳
諧

活
動
を
し
て
い
た
、
久
居
藩
士
の
俳
人
・
青
木
桃
渓
︵
一
七
〇
二
︱
七
九
︶
に
注
目

し
た
。
宝
暦
二
年
︵
一
七
五
二
︶
刊
の
﹃
画
本
図
編
﹄
は
、
一
蝶
の
画
を
弟
子
の
英

一
蜂
︵
一
六
九
一
︱
一
七
六
〇
︶
が
模
写
し
た
一
蝶
画
集
だ
が
、
宝
暦
八
~
十
一
年

頃
に
は
、
桃
渓
が
伊
勢
に
お
い
て
、
江
戸
の
俳
友
達
を
偲
ぶ
も
の
と
し
て
、
俳
諧
を

好
む
武
家
等
に
同
書
を
普
及
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
想
定
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、

江
戸
以
外
の
地
域
に
お
い
て
、
江
戸
俳
壇
に
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
り
、
江
戸
俳
壇
と

密
接
な
関
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
活
動
し
て
い
た
俳
人
達
に
よ
り
、
一
蝶
画
や
英
派
の

画
が
、
江
戸
俳
壇
の
雰
囲
気
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
可

能
性
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

本
稿
で
は
こ
の
見
通
し
の
下
に
、
上
方
に
お
け
る
一
蝶
画
評
価
に
つ
い
て
整
理
を

行
う
。
中
心
的
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
十
八
世
紀
後
半
の
上
方
で
殊
に
重
要
な
活
動

を
し
た
俳
人
兼
画
家
の
与
謝
蕪
村
︵
一
七
一
六
︱
八
三
︶
で
あ
る
。
蕪
村
と
一
蝶
画

の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
事
例
に
関
し
て
指
摘
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
結
論
と
し
て
、
蕪
村
画
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
っ
た
重
大
な
関
わ

り
ま
で
は
認
め
に
く
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
総
合
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な

か
っ
た
。
本
稿
も
、
蕪
村
研
究
に
新
た
な
発
見
を
加
え
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い

が
、
蕪
村
の
一
蝶
・
一
蝶
画
に
対
す
る
認
識
・
評
価
を
、
蕪
村
の
俳
諧
活
動
に
お
け

る
立
場
と
関
連
付
け
て
把
握
す
る
作
業
を
通
し
て
、
当
時
の
上
方
に
お
け
る
一
蝶
画

評
価
の
実
態
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
共
に
、
そ
こ
で
蕪
村
が
小
さ
く
な
い
役
割
を
果

た
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
ま
で
解
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
上
方

に
お
け
る
一
蝶
画
評
価
の
様
相
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
江
戸
俳
壇
と
の
関
わ
り
が
深
い

俳
人
達
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
具
体
的
に
示
す
も
の
と
し
て
、
当
時
の
主

要
俳
人
で
あ
る
蕪
村
の
事
例
を
提
示
す
る
こ
と
は
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。
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一　

一
蝶
画
の
俳
諧
文
化
に
お
け
る
鑑
賞
・
活
用
―
―
一
蝶
歿
～
十
八
世
紀
半
ば

一
蝶
自
身
と
俳
諧
文
化
の
関
わ
り
は
深
い
。
一
蝶
は
自
ら
俳
諧
を
よ
く
し
、
後
に

俳
聖
と
さ
れ
る
松
尾
芭
蕉
を
は
じ
め
と
す
る
俳
人
達
と
交
流
し
て
お
り
、
中
で
も
芭

蕉
の
高
弟
で
あ
る
宝
井
其
角
と
の
親
交
は
深
か
っ
た
。
一
蝶
は
自
作
の
句
を
賛
と
し

て
記
し
た
俳
画
を
多
く
制
作
し
た
他
、
俳
人
達
と
俳
画
を
合
作
し
、
俳
書
の
挿
絵
を

手
掛
け
る
な
ど
、
俳
諧
文
化
の
内
側
に
お
い
て
活
躍
し
て
い
た２
。
ま
た
、
一
蝶
の
歿

後
も
、
弟
子
の
一
蜂
を
筆
頭
に
、
英
派
の
画
家
達
は
絵
俳
書
の
挿
絵
を
描
い
た
り
、

俳
人
達
に
画
を
教
え
た
り
す
る
な
ど
、
江
戸
の
俳
人
社
会
と
の
密
接
な
関
わ
り
を
保

ち
続
け
、
そ
う
し
た
活
動
の
中
で
一
蝶
風
の
画
を
再
生
産
・
普
及
し
て
い
た３
。
そ
れ

と
並
行
し
て
一
蝶
画
が
俳
人
達
に
尊
ば
れ
続
け
た
の
で
あ
る
。

本
章
で
は
、
享
保
九
年
︵
一
七
二
四
︶
の
一
蝶
の
歿
後
に
、
一
蝶
画
が
俳
諧
文
化

に
お
い
て
鑑
賞
・
活
用
さ
れ
る
具
体
的
な
事
例
を
確
認
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
蝶
に

よ
る
俳
画
や
俳
書
挿
絵
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
後
世
ま
で
俳
人
達
に
よ
り
鑑
賞
さ
れ
続

け
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
個
別
の
鑑
賞
者
が
知
ら
れ
る
も
の
を
中
心
に
、

後
述
す
る
蕪
村
周
辺
で
の
一
蝶
画
鑑
賞
よ
り
も
前
、
十
八
世
紀
半
ば
頃
ま
で
の
例
を

見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
必
ず
し
も
網
羅
的
な
指
摘
と
は
な
ら
な
い
が
、
考
察
の
た

め
の
便
宜
と
し
て
行
い
た
い
。
初
め
に
江
戸
及
び
関
東
の
事
例
を
確
認
し
、
次
に
上

方
、
伊
勢
の
事
例
に
つ
い
て
述
べ
る
。

ま
ず
、
著
名
な
例
と
し
て
、
江
戸
の
富
商
で
芭
蕉
の
弟
子
で
あ
る
杉
山
杉
風
︵
一

六
四
七
︱
一
七
三
二
︶
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
含
ま
れ
る
二
作
品
が
あ
る
。
共
に
一
蝶

画
・
芭
蕉
句
賛
の
、︽
蓑
虫
図
︾
と
︽
朝
顔
図
︾︵
共
に
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館

蔵
︶
で
あ
る
。
杉
風
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
鯉
屋
物
と
し
て
名
高
く
、
杉
風
以
降
、
杉

山
家
だ
け
で
な
く
人
の
俳
席
に
も
貸
さ
れ
て
頻
繁
に
使
用
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い

る４
。
ま
た
、
執
筆
者
は
先
稿５
で
、
白
隠
慧
鶴
が
宝
暦
九
年
︵
一
七
五
九
︶
七
月
か
ら

十
二
月
に
か
け
て
江
戸
に
滞
在
し
た
折
、
一
蜂
画
や
一
蝶
画
に
詳
し
い
岡
田
米
仲

︵
二
世
青
峨
門
の
俳
諧
師
︶
や
坂
本
米
舟
な
ど
、
江
戸
の
俳
人
達
︵
あ
る
い
は
一
蜂

自
身
も
︶
と
の
交
流
の
中
で
、
多
く
の
一
蝶
画
・
一
蜂
画
を
見
た
と
推
定
し
た
。
米

仲
や
米
舟
は
、
一
蜂
か
ら
一
蝶
風
の
画
を
学
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る６
。
こ
の
頃
、

英
一
蜂
と
周
囲
の
俳
人
達
の
間
で
、
一
蝶
画
や
そ
の
画
風
を
受
け
継
い
だ
一
蜂
画
が

享
受
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
江
戸
の
周
囲
の
関
東
の
例
と
し
て
、
美
術
史
研
究
の
側
か
ら
は
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
一
蝶
画
鑑
賞
の
事
例
が
二
件
あ
る
の
で
、
記
し
て
お

き
た
い
。

一
つ
目
は
、
寛
延
元
年
︵
一
七
四
八
︶
十
月
刊
の
古
川
秋
瓜
︵
佐
久
間
柳
居
門
の

俳
諧
師
︶
編
﹃
星
な
な
く
さ
﹄
に
掲
載
さ
れ
る
例
で
あ
る７
。
同
年
十
月
、
越
谷
の
柳

居
門
俳
人
で
あ
る
会
田
吾
山
の
﹁
師
竹
庵
﹂
を
、
行
田
に
旅
し
た
帰
路
の
秋
瓜
が
訪

れ
た
。
吾
山
は
名
主
の
家
で
、
後
に
家
産
を
傾
け
俳
諧
師
と
な
る
人
物
で
あ
る８
。

﹃
星
な
な
く
さ
﹄
に
は
、
秋
瓜
来
訪
時
に
吾
山
・
秋
瓜
ら
が
詠
ん
だ
、
吾
山
の
父
八

十
賀
の
﹁
表
八
章
﹂
と
﹁
探
題
掛
物
画
﹂
七
句
が
収
録
さ
れ
る
が
、
後
者
に
つ
い
て

﹁
跡
の
探
題
は
其
日
の
懸
物
に
し
て
英
一
蝶
か
例
の
戯
画
也
是
に
狂
句
の
一
ふ
し
を

添
え
て
竹
の
庵
の
縁
ふ
か
く
只
幾
千
代
も
遊
は
ん
事
を
思
ふ
﹂
と
し
て
、﹁
布
袋
の

音
頭
﹂﹁
福
禄
寿
の
踊
﹂﹁
寿
老
人
の
笛
﹂﹁
大
黒
の
小
鼓
﹂﹁
毘
沙
門
の
太
鼓
﹂﹁
恵

比
須
の
太
鼓
﹂﹁
弁
才
天
の
琵
琶
﹂
の
七
句
が
掲
載
さ
れ
る
。
越
谷
の
柳
居
門
・
吾

山
が
同
門
の
秋
瓜
を
迎
え
た
俳
席
の
懸
物
と
し
て
、
一
蝶
筆
﹁
七
福
神
図
﹂
が
鑑
賞

さ
れ
、
句
会
の
探
題
に
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
蝶
が
七
福
神
を

描
い
た
画
は
複
数
現
存
す
る
が
、
吾
山
所
有
の
も
の
は
︽
七
福
神
図
︾︵
個
人
蔵
︶

︵
図
1
︶
の
よ
う
な
、
七
福
神
が
奏
楽
し
踊
っ
て
い
る
図
柄
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
楽
器
な
ど
の
担
当
は
異
な
り
、
別
作
品
と
見
な
せ
る
。﹁
七
福
神
図
﹂
の
所
有

者
で
あ
る
吾
山
が
、
同
図
を
英
一
蝶
の
﹁
例
の
戯
画
﹂
と
呼
び
、
こ
れ
に
﹁
狂
句
﹂
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を
添
え
る
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
一
蝶
の
﹁
七
福
神
図
﹂
は
、
俳

諧
文
化
に
お
い
て
軽
妙
な
﹁
戯
画
﹂
と
し
て
親
し
ま
れ
、
俳
席
で
画
に
﹁
狂
句
﹂
を

付
け
る
と
い
っ
た
俳
画
的
機
能
を
伴
っ
て
鑑
賞
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
例
で

は
、
俳
人
達
に
よ
っ
て
単
に
俳
画
的
な
作
品
と
し
て
見
ら
れ
る
と
い
う
以
上
に
、
俳

諧
活
動
そ
の
も
の
に
深
く
関
わ
る
使
用
が
な
さ
れ
て
い
た
点
が
殊
に
重
要
で
あ
る
。

な
お
、﹃
星
な
な
く
さ
﹄
に
は
柳
居
門
の
桃
渓
や
河
村
岷
雪
ら
の
句
も
収
載
さ
れ
て

お
り
、
岷
雪
が
口
絵
を
描
い
て
い
る
。
伊
勢
の
桃
渓
の
よ
う
な
地
方
に
拠
点
が
あ
る

俳
人
を
含
め
て
、
江
戸
の
俳
諧
文
化
に
関
わ
っ
て
い
た
俳
人
の
間
で
は
、
一
蝶
画
が

俳
画
的
な
も
の
と
認
識
さ
れ
、
親
し
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
る
の
で

あ
る
。

も
う
一
つ
の
例
は
、
安
永
四
年
︵
一
七
七
五
︶
刊
の
素
花
坊
法
雨
編
﹃
ふ
る
と
ね

川
﹄
に
掲
載
さ
れ
る
。
法
雨
は
赤
岩
︵
埼
玉
県
松
伏
町
︶
の
名
主
の
家
で
、
長
谷
川

馬
光
︵
素
丸
︶
門
の
葛
飾
派
俳
人
で
あ
る９
。﹃
ふ
る
と
ね
川
﹄
上
巻
に
彼
の
所
蔵
墨

跡
が
掲
載
さ
れ
る
が
、﹁
画
賛
之
部
﹂
の
中
に
﹁
英
一
蝶
画
／
あ
つ
き
日
を
何
と
柳

の
水
な
ふ
り　

初
代
宗
瑞
﹂
と
あ
る10
。
赤
岩
の
葛
飾
派
俳
人
・
法
雨
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
中
に
、
一
蝶
画
・
中
川
宗
瑞
︵
？
︱
一
七
四
四
︶
句
賛
の
柳
に
流
水
図
と
も
呼

べ
る
作
品
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
宗
瑞
の
歿
年
齢
は
六
十
歳
か
六
十
六
歳

で
、
一
蝶
画
と
同
時
の
賛
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
蝶
よ
り
か
な
り
年
下
で
あ
る
こ
と

を
考
え
る
と
、
宗
瑞
が
ベ
テ
ラ
ン
俳
人
と
な
っ
て
か
ら
の
後
賛
の
可
能
性
の
方
が
高

い
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
一
蝶
歿
後
、
宗
瑞
周
辺
の
俳
人
の
間
で
一
蝶

画
が
享
受
さ
れ
て
い
た
例
と
も
な
り
、
そ
れ
が
十
八
世
紀
後
半
ま
で
俳
人
に
よ
り
受

け
継
が
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
名
古
屋
の
事
例
か
江
戸
の
事
例
か
定
め
難
い
が
、
尾
張
藩
の
重
臣
で
あ
っ

た
俳
人
・
横
井
也
有
︵
一
七
〇
二
︱
八
三
︶
の
例
も
挙
げ
て
お
く
。
従
来
知
ら
れ
る

例
だ
が
、
也
有
が
一
蝶
︽
琵
琶
に
萩
図
︾︵
個
人
蔵
︶
に
﹁
笛
よ
り
も
琵
琶
に
よ
れ

と
て
鹿
な
草
﹂
の
句
賛
を
後
に
施
し
て
い
る
。
署
名
は
﹁
野
有
賛
﹂
で
あ
る
。
同
句

は
也
有
の
句
集
﹃
蘿
葉
集
﹄
上
巻
﹁
賛
物
部
﹂
に
収
録
さ
れ
る11
。﹃
蘿
葉
集
﹄
上
巻

は
享
保
十
一
年
︵
一
七
二
六
︶
か
ら
宝
暦
二
年
︵
一
七
五
二
︶
ま
で
の
、
也
有
の
藩

士
時
代
の
句
を
収
め
て
い
る
と
推
定
さ
れ12
、﹁
野
有
﹂
号
の
初
見
が
享
保
十
九
年
で

あ
る
こ
と13
と
併
せ
、
賛
が
な
さ
れ
た
の
は
享
保
十
九
年
か
ら
宝
暦
二
年
の
間
と
見
ら

れ
る
。
こ
の
時
期
の
也
有
は
藩
務
で
江
戸
に
い
る
こ
と
も
多
く
、
一
蝶
画
に
賛
を
求

め
ら
れ
た
の
は
名
古
屋
か
江
戸
で
の
可
能
性
が
高
い
。
也
有
周
辺
の
名
古
屋
の
俳
人

が
一
蝶
画
を
所
有
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
一
蝶
画
鑑
賞
の
地
域
的
な
広
が
り
を
示
す

例
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
江
戸
で
の
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
上
記
の
時
期
に
江
戸
で
柳

居
な
ど
と
も
交
流
し
て
い
た
也
有
周
辺
の
俳
諧
文
化
に
お
け
る
一
蝶
画
鑑
賞
の
事
例

と
な
る
。

次
に
、
上
方
の
事
例
に
つ
い
て
述
べ
る
。
京
都
や
大
坂
で
は
、
十
八
世
紀
半
ば
頃

ま
で
は
、
江
戸
や
関
東
で
の
よ
う
に
俳
人
達
が
直
接
一
蝶
画
を
鑑
賞
し
て
い
た
例
は

中
々
見
出
せ
な
い
。
間
接
的
に
だ
が
そ
の
様
子
を
示
唆
す
る
早
い
例
が
、
元
文
四
年

︵
一
七
三
九
︶
自
跋
・
寛
延
三
年
︵
一
七
五
〇
︶
三
月
刊
の
大
岡
春
卜
﹃
和
漢
名
画

苑
﹄
に
見
ら
れ
る14
。
江
戸
時
代
の
諸
家
の
画
を
収
録
す
る
巻
六
﹁
雑
諸
流
之
部
﹂

に
、﹁
江
府
英
一
蝶
筆　

品
々
七
ツ
﹂
と
し
て
、
巻
六
の
中
で
も
圧
倒
的
に
多
い
七

件
の
画
が
掲
載
さ
れ
る
。
春
卜
は
大
坂
出
身
で
京
都
で
も
活
動
し
た
狩
野
派
画
家

で
、
俳
人
で
も
あ
る
。
巻
六
に
は
、
春
卜
の
周
辺
で
所
蔵
・
鑑
賞
さ
れ
て
彼
が
図
柄

を
入
手
で
き
た
絵
画
が
収
録
さ
れ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
俳
諧
関
係
の
描
き
手
も
目
立

ち
、
上
方
の
春
卜
周
辺
で
、
あ
る
い
は
俳
人
に
よ
り
、
多
く
の
一
蝶
画
が
鑑
賞
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
元
文
五
年
閏
七
月
刊
の
春
卜
﹃
画
巧
潜
覧
﹄
に
一
蝶
の
款

印
が
多
数
掲
載
さ
れ
る
こ
と
も
、
こ
の
時
期
の
春
卜
の
一
蝶
画
へ
の
知
見
の
深
さ
を

窺
わ
せ
る
。

ま
た
、
お
そ
ら
く
こ
の
﹃
和
漢
名
画
苑
﹄
に
触
発
さ
れ
、
宝
暦
二
年
︵
一
七
五
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二
︶
正
月
に
一
蜂
に
よ
る
一
蝶
画
集
﹃
画
本
図
編
﹄
が
大
坂
と
江
戸
で
刊
行
さ
れ

た
。
同
書
は
明
和
年
間
︵
一
七
六
四
~
七
二
︶
ま
で
は
同
じ
大
坂
の
書
肆
に
よ
っ
て

宣
伝
さ
れ
、
売
ら
れ
続
け
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
、
上
方
に
お
け
る
一
蝶
画
の
一

定
の
人
気
を
示
す
と
共
に
、
上
方
で
の
一
蝶
画
の
周
知
・
普
及
に
小
さ
く
な
い
役
割

を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
書
は
、
一
蜂
が
江
戸
の
俳
人
達
と
共
有
し
て
い

た
、
俳
諧
文
化
の
側
か
ら
一
蝶
画
の
中
で
も
軽
妙
な
も
の
を
評
価
す
る
価
値
観
に
基

づ
い
て
お
り
、
そ
れ
が
上
方
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な

例
か
ら
は
、
上
方
で
一
蝶
画
に
対
し
て
俳
諧
関
係
を
中
心
と
し
た
需
要
が
あ
っ
た
こ

と
が
窺
え
る
。

次
に
、
伊
勢
の
事
例
に
つ
い
て
は
、﹁
は
じ
め
に
﹂
で
も
述
べ
た
よ
う
に
執
筆
者

は
先
稿15
で
、
宝
暦
八
~
十
一
年
頃
に
は
、
久
居
藩
士
の
俳
人
・
桃
渓
が
、
伊
勢
に
お

い
て
も
﹃
画
本
図
編
﹄
を
俳
諧
を
好
む
武
家
等
に
普
及
さ
せ
て
お
り
、
そ
れ
が
京
都

の
画
家
・
曾
我
蕭
白
が
伊
勢
で
の
作
画
に
同
書
を
利
用
す
る16
こ
と
に
繋
が
っ
た
と
想

定
し
た
。
こ
こ
で
は
、
大
坂
と
江
戸
で
刊
行
さ
れ
た
一
蝶
画
集
が
江
戸
俳
壇
と
関
わ

り
の
深
い
俳
人
に
よ
っ
て
伊
勢
で
も
広
ま
り
、
さ
ら
に
、
伊
勢
を
訪
れ
た
京
都
の
画

家
に
よ
っ
て
、
伊
勢
で
同
書
を
用
い
た
一
蝶
風
の
作
画
が
行
わ
れ
る
と
い
う
拡
が
り

を
見
せ
て
お
り
、
上
方
や
伊
勢
に
お
け
る
一
蝶
画
普
及
に
、
俳
人
達
に
よ
る
﹃
画
本

図
編
﹄
鑑
賞
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
一
蝶
歿
後
十
八
世
紀
半
ば
頃
ま
で
、
ま
ず
、
江
戸
及
び
江
戸
俳

壇
の
勢
力
圏
で
あ
る
関
東
で
は
、
一
蝶
画
が
俳
諧
文
化
に
お
い
て
鑑
賞
・
活
用
さ
れ

続
け
て
い
た
。
歿
後
あ
ま
り
間
が
な
い
こ
の
時
期
は
、
そ
の
担
い
手
は
一
蝶
と
直
接

交
流
が
あ
っ
た
り
、
一
蝶
の
時
代
の
こ
と
を
上
の
世
代
か
ら
直
に
聞
く
こ
と
が
で
き

る
次
世
代
の
俳
人
達
で
あ
っ
た
。
一
蝶
の
弟
子
・
一
蜂
な
ど
が
、
俳
人
達
と
の
親
交

の
中
で
そ
の
需
要
に
応
じ
て
一
蝶
風
の
軽
妙
な
画
を
再
生
産
し
た
り
、
俳
人
達
に
教

え
た
り
し
て
い
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
上
方
で
は
間
接
的
に
だ
が
一
蝶
画
の
俳
人

に
よ
る
鑑
賞
の
様
子
が
窺
え
、
一
蜂
に
よ
る
﹃
画
本
図
編
﹄
の
刊
行
な
ど
に
も
よ

り
、
や
は
り
一
蝶
画
が
俳
諧
的
、
俳
画
的
な
も
の
と
し
て
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
伊
勢

で
は
江
戸
俳
壇
と
の
関
わ
り
が
深
い
俳
人
に
よ
り
﹃
画
本
図
編
﹄
が
普
及
し
、
そ
の

一
蝶
風
を
利
用
し
て
蕭
白
が
作
画
す
る
な
ど
、
他
派
の
画
家
が
俳
人
達
に
よ
る
一
蝶

評
価
に
乗
っ
た
作
品
を
制
作
し
た
と
考
え
ら
れ
る
事
例
に
ま
で
拡
が
り
を
見
せ
て
い

た
。
一
蝶
自
身
の
俳
諧
と
の
深
い
関
わ
り
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
歿
後
の
俳
諧
文
化

に
お
け
る
一
蝶
画
享
受
と
、
そ
れ
に
応
え
た
一
蜂
な
ど
英
派
の
活
動
が
、
そ
の
後
の

一
蝶
画
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
よ
う
。

二　

蕪
村
と
江
戸
の
俳
人
社
会

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
蝶
歿
後
十
八
世
紀
半
ば
頃
ま
で
の
江
戸
・
関
東
で

は
、
俳
諧
文
化
に
お
い
て
一
蝶
画
が
親
し
く
鑑
賞
さ
れ
続
け
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
こ

の
頃
、
そ
の
中
に
飛
び
込
ん
で
俳
諧
活
動
を
本
格
的
に
行
い
始
め
た
の
が
蕪
村
で
あ

る
。
本
章
で
は
、
蕪
村
と
江
戸
の
俳
人
社
会
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
確
認
し
て
お

く
。周

知
の
よ
う
に
、
摂
津
の
毛
馬
村
出
身
の
蕪
村
は
、
元
文
元
年
︵
一
七
三
六
︶
頃

か
ら
江
戸
に
お
い
て
早
野
巴
人
︵
一
六
七
六
︱
一
七
四
二
︶
に
入
門
し
た
。
巴
人
は

下
野
出
身
で
、
江
戸
で
其
角
と
服
部
嵐
雪
に
師
事
し
た
俳
諧
師
で
あ
る
。
巴
人
の
歿

後
、
蕪
村
は
北
関
東
で
巴
人
系
の
俳
人
達
と
交
誼
を
結
ぶ
中
で
﹁
蕪
村
﹂
と
称
し
、

宝
暦
元
年
︵
一
七
五
一
︶
八
月
に
京
都
に
移
住
す
る
。
明
和
七
年
︵
一
七
七
〇
︶
三

月
に
巴
人
の
夜
半
亭
を
継
承
し
て
宗
匠
と
な
る
。
巴
人
も
約
十
年
間
京
都
で
活
動
し

た
が
、
蕪
村
も
京
都
に
お
い
て
江
戸
系
俳
人
と
し
て
活
動
し
た
人
で
あ
り
、
移
住
後

も
江
戸
の
俳
人
社
会
と
の
深
い
関
わ
り
を
維
持
し
て
い
た
。

蕪
村
と
江
戸
の
俳
人
達
と
の
具
体
的
な
交
流
に
つ
い
て
は
、
清
登
典
子
氏
の
研
究
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が
詳
し
い17
。
氏
は
、
蕪
村
が
関
東
在
住
時
代
・
京
都
移
住
後
を
通
じ
て
、
江
戸
座
俳

人
、
特
に
馬
場
存
義
︵
一
七
〇
三
︱
八
二
。
二
世
青
峨
門
の
俳
諧
師
︶
を
中
心
と
す

る
俳
人
達
と
の
交
流
を
続
け
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
関
東
在
住
時
代
、
特
に

巴
人
歿
後
は
、
延
享
二
年
︵
一
七
四
五
︶
刊
﹃
江
戸
二
十
歌
仙
﹄
の
メ
ン
バ
ー
︵
存

義
、
二
世
湖
十
、
米
仲
、
小
栗
旨
原
、
谷
口
楼
川
な
ど
︶、
存
義
門
人
、
二
世
青
峨

ら
、
存
義
グ
ル
ー
プ
の
俳
人
を
中
心
に
交
流
し
て
い
る
。
存
義
の
側
と
し
て
は
、
延

享
初
年
に
談
林
系
の
沾
徳
座
を
退
座
し
蕉
門
系
の
其
角
座
に
移
行
す
る
と
共
に
、
蕪

村
を
含
む
夜
半
亭
門
と
積
極
的
に
交
流
し
た
の
だ
っ
た
。

蕪
村
の
京
都
移
住
後
も
、
宝
暦
期
︵
一
七
五
一
~
六
四
︶
に
は
知
友
の
炭
太
祇

︵
江
戸
俳
壇
出
身
で
、
宝
暦
初
め
に
入
洛
︶・
三
宅
嘯
山
︵
京
都
の
巴
人
門
で
あ
る
望

月
宋
屋
の
門
人
︶
ら
が
江
戸
座
俳
人
達
と
の
交
流
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
。
明
和

期
︵
一
七
六
四
~
七
二
︶
に
は
嘯
山
・
太
祇
・
蕪
村
を
主
に
、
蕪
村
一
派
と
江
戸

座
、
殊
に
明
和
初
年
に
其
角
座
か
ら
独
立
し
た
﹁
存
義
側
﹂
俳
人
達
が
交
流
し
て
い

た
。
明
和
六
年
に
は
存
義
や
門
人
の
図
大
・
橋
本
泰
里
が
相
次
い
で
入
洛
し
て
蕪
村

と
交
流
し
、
翌
七
年
に
は
和
田
竹
護
︵
後
の
嵐
山
︶
が
京
都
に
移
り
、
以
後
蕪
村
と

親
交
し
た
。
竹
護
は
柳
居
・
蓮
之
︵
松
木
珪
琳
︶
に
つ
き
、
二
師
の
歿
後
は
﹁
存
義

側
﹂
俳
人
で
あ
る
楼
川
門
下
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
が
変
化
す
る
の
が
安
永
期
︵
一
七
七
二
~
八
一
︶
で
あ
る
。
安
永

期
の
蕪
村
一
派
は
﹁
存
義
側
﹂
を
中
心
と
し
た
江
戸
座
と
の
交
流
が
薄
ら
ぐ
一
方
、

江
戸
座
の
批
判
勢
力
で
あ
る
雪
門
の
大
島
蓼
太
と
の
交
流
が
深
ま
る
。
そ
れ
は
明
和

八
年
の
太
祇
の
死
の
影
響
な
ど
も
あ
っ
た
が
、
明
和
末
年
か
ら
安
永
初
年
に
中
興
諸

名
家
の
一
員
と
し
て
の
立
場
を
確
立
し
た
夜
半
亭
門
を
牽
引
し
た
高
井
几
董
が
、
共

に
進
む
べ
き
江
戸
俳
壇
の
勢
力
と
し
て
、
存
義
グ
ル
ー
プ
よ
り
も
、
当
時
蕉
風
俳
諧

中
興
勢
力
と
し
て
江
戸
俳
壇
に
大
き
な
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
た
蓼
太
を
選
ん

だ
た
め
で
あ
っ
た
。
京
俳
壇
に
育
っ
た
几
董
は
江
戸
座
と
の
繋
が
り
が
薄
く
、
こ
の

方
向
性
は
蕪
村
歿
後
は
さ
ら
に
強
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
蕪
村
は
安
永
期
以

降
、
夜
半
亭
門
か
ら
離
れ
た
私
的
な
立
場
に
お
い
て
は
、
自
分
が
若
い
頃
か
ら
親
し

ん
で
き
た
江
戸
俳
諧
を
懐
か
し
み
、
其
角
に
繋
が
る
江
戸
俳
諧
を
積
極
的
に
評
価
す

る
姿
勢
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
、
と
さ
れ
る
。

以
上
の
清
登
氏
の
研
究
か
ら
、
蕪
村
が
関
東
在
住
時
代
に
江
戸
俳
人
の
一
員
と
し

て
活
動
し
、
京
都
移
住
後
も
彼
ら
と
の
親
交
を
保
ち
つ
つ
活
躍
す
る
様
子
が
具
体
的

に
知
ら
れ
る
。
江
戸
の
俳
人
社
会
出
身
の
蕪
村
に
と
っ
て
、
江
戸
俳
諧
は
京
都
移
住

後
も
晩
年
ま
で
自
ら
の
俳
諧
の
大
切
な
拠
り
所
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
蕪
村
は
前
章
で

見
た
よ
う
な
、
江
戸
・
関
東
の
俳
諧
文
化
に
お
け
る
一
蝶
画
受
容
を
共
有
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
彼
の
交
流
の
中
心
は
存
義
グ
ル
ー
プ
だ
っ
た
が
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
は
ま

さ
に
一
蜂
が
交
流
し
て
い
た
俳
人
達
で
あ
り
、
蕪
村
の
関
東
在
住
時
代
に
お
け
る
一

蜂
な
ど
英
派
と
の
近
さ
も
窺
え
る
。
蕪
村
も
、
関
東
在
住
時
代
に
一
蝶
や
一
蜂
の
画

を
多
く
見
て
い
た
に
違
い
な
く
、
一
蝶
画
を
俳
諧
文
化
の
文
脈
で
鑑
賞
す
る
こ
と
が

身
に
付
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

美
術
史
の
側
か
ら
興
味
深
い
の
は
、
元
文
四
年
︵
一
七
三
九
︶
刊
の
巴
人
編
﹃
桜

桃
﹄
に
、
百
太
・
宋
阿
︵
巴
人
︶・
故
一
︵
狂
言
作
者
中
村
重
助
︶・
宰
鳥
︵
蕪
村
︶・

訥
子
︵
初
代
沢
村
宗
十
郎
︶
に
よ
る
同
年
の
歌
仙
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る18
。
百
太
は
宝
暦
五
年
︵
一
七
五
五
︶
刊
の
﹃
誹
諧
絵
風
流
﹄
の
編
者
と
し
て
知
ら

れ
る
萬
千
百
太
で
、
江
戸
新
材
木
町
の
家
主
で
清
水
超
波
門
の
俳
人
で
あ
る19
。﹃
誹

諧
絵
風
流
﹄
は
、
百
太
が
諸
家
か
ら
請
い
受
け
た
画
に
自
身
が
句
賛
し
た
も
の
を
模

刻
し
た
と
い
う
絵
俳
書
で
、
一
蜂
・
英
一
舟
︵
一
蝶
の
弟
子
で
養
子
︶・
佐
脇
嵩
之

︵
一
蝶
の
弟
子
︶
な
ど
英
派
の
画
家
や
、
光
琳
孫
以
十
・
立
林
何

な
ど
光
琳
派
の

画
家
を
含
む
諸
画
家
、
米
仲
・
皐
月
平
砂
・
仲
祇
貞
︵
二
世
祇
徳
︶
な
ど
俳
諧
師
、

役
者
、
遊
女
等
、
俳
諧
に
関
わ
る
人
々
を
中
心
に
多
彩
な
顔
触
れ
に
よ
る
画
を
収
録

し
て
い
る
。
百
太
は
超
波
門
で
や
は
り
存
義
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
収
録
さ
れ
る
画
家
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な
ど
か
ら
存
義
グ
ル
ー
プ
の
俳
人
達
の
交
友
範
囲
が
よ
く
わ
か
る
重
要
な
資
料
と
い

え
る
。
若
き
蕪
村
も
そ
う
し
た
中
に
い
た
の
で
あ
り
、﹃
誹
諧
絵
風
流
﹄
に
画
こ
そ

含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
含
ま
れ
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
よ
う
な
環
境
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
ま
た
、
蕪
村
が
若
い
頃
に
こ
う
し
た
江
戸
の
俳
人
社
会
で
、
尾
形
光
琳
︵
一

六
五
八
︱
一
七
一
六
︶
風
を
継
い
だ
光
琳
派
の
画
︵
尾
形
乾
山
等
も
含
む
か
︶
に
も

触
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
は
、
蕪
村
周
辺
で
、
江
戸
の
俳
人
社
会
の
光
琳
観

を
通
じ
た
光
琳
評
価
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
す
も
の
と
し
て
今
後
の
検
討
に

値
す
る20
。

蕪
村
は
宝
暦
元
年
に
京
都
に
移
住
す
る
が
、
移
住
後
の
十
八
世
紀
後
半
に
は
、
彼

周
辺
で
の
一
蝶
画
鑑
賞
の
事
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
次
に
確
認
し

た
い
。

三　

蕪
村
周
辺
の
俳
人
間
で
の
一
蝶
画
鑑
賞
―
―
十
八
世
紀
後
半
／
上
方

先
に
、
寛
延
三
年
︵
一
七
五
〇
︶
刊
の
大
岡
春
卜
﹃
和
漢
名
画
苑
﹄
に
七
件
も
の

一
蝶
画
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
蕪
村
が
同
書
を
見
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
。
蕪
村
は
安
永
九
年
︵
一
七
八
〇
︶
に
、
門
人
で
有
力
な
後
援
者
で

も
あ
っ
た
寺
村
百
池
か
ら
﹃
和
漢
名
画
苑
﹄
を
借
り
て
い
る
他
、
同
書
か
ら
図
様
の

借
用
も
し
て
い
る21
。
蕪
村
が
初
め
て
同
書
を
見
た
時
期
は
不
明
だ
が
、
蕪
村
と
そ
の

一
派
が
同
書
の
一
蝶
画
情
報
に
触
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

蕪
村
が
上
方
で
、
一
蝶
の
実
作
品
を
見
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
明
和
五

年
︵
一
七
六
八
︶
か
と
推
定
さ
れ
る
が
、
蕪
村
が
一
蝶
画
に
賛
を
望
ま
れ
て
﹁
四
五

人
に
月
落
か
ゝ
る
お
ど
り
哉
﹂
の
句
を
作
っ
た22
。
一
蝶
の
踊
り
図
に
句
賛
を
求
め
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
晩
年
の
天
明
元
~
三
年
︵
一
七
八
一
~
八
三
︶
と
推
定
さ

れ
る
が
、
蕪
村
が
京
都
の
俳
人
で
あ
る
楚
秋
の
依
頼
で
、
一
蝶
画
・
各
務
支
考
書
と

さ
れ
る
画
帖
を
鑑
定
し
た
。
そ
の
際
、
蕪
村
は
﹁
一
蝶
の
贋
ニ
て
も
、
一
蝶
流
ニ
書

き
候
な
ら
ば
、
せ
め
て
尤
と
も
被
レ
存
候
。
此
画
は
一
蝶
の
筆
意
も
し
ら
ぬ
下
手
く

そ
の
画
ニ
て
候
﹂
と
強
い
調
子
で
偽
物
と
断
じ
て
お
り
、
一
蝶
画
を
鑑
賞
し
慣
れ
て

い
る
様
子
が
窺
え
る23
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
は
、
蕪
村
周
辺
の
俳
人
達
の
間
で
一
蝶
画

が
鑑
賞
さ
れ
て
お
り
、
真
っ
赤
な
偽
物
も
流
通
す
る
程
人
気
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
美
術
史
の
側
か
ら
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る

一
蜂
画
の
鑑
賞
の
例
を
挙
げ
て
お
く
。
天
明
二
年
︵
一
七
八
二
︶
冬
か
と
推
定
さ
れ

る
が
、
几
董
が
、
伏
見
の
人
が
持
参
し
た
一
蜂
筆
の
女
順
礼
図
に
句
賛
を
し
た24
。
句

は
﹁
枯
尾
花
醜
き
小
町
臥
り
け
り
﹂
で
、﹃
一
枚
刷
﹄
の
前
書
に
﹁
伏
水
の
人
英
一

蜂
が
画
る
女
順
礼
の
野
臥
せ
し
図
を
持
来
り
て
即
時
に
讃
せ
よ
と
の
ぞ
み
け
れ
ば
﹂

と
あ
る
。
一
蜂
は
宝
暦
十
年
︵
一
七
六
〇
︶
に
歿
し
た
が
、
こ
の
頃
の
京
都
に
お
い

て
、
一
蜂
の
画
も
英
派
の
画
と
し
て
、
や
は
り
俳
諧
文
化
の
中
で
鑑
賞
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
句
の
前
書
は
﹃
晋
明
集
二
稿
﹄
で
は
﹁
英
一
蜂
が
画
た
る
乞
食
順

礼
の
図
に
讃
望
ま
れ
て
﹂、
寛
政
元
年
︵
一
七
八
九
︶
刊
﹃
井
華
集
﹄
で
は
﹁
英
が

画
に
﹂
と
変
わ
っ
て
い
る
。
特
に
後
者
に
注
意
す
る
と
、
一
蜂
が
一
蝶
と
同
じ
英
派

と
し
て
一
括
り
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
上
方
に
お
い

て
、
一
蝶
の
画
風
を
伝
え
る
の
が
弟
子
の
一
蜂
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
下
に
、
両

者
が
ほ
ぼ
同
一
視
さ
れ
て
い
た
可
能
性25
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
十
八
世
紀
後
半
、
上
方
の
蕪
村
周
辺
で
も
、
俳
人
が
一
蝶
や
一
蜂

の
画
を
所
有
し
、
蕪
村
や
几
董
な
ど
の
著
名
俳
人
に
句
賛
を
求
め
た
り
、
鑑
定
を
依

頼
し
た
り
す
る
状
況
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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四　

上
方
に
お
け
る
蕪
村
と
、
同
時
代
の
英
派
と
の
関
わ
り

で
は
、
一
蝶
画
や
一
蜂
画
と
い
っ
た
作
品
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
蕪
村
一
派
と
同
時

代
の
英
派
と
の
人
的
な
関
わ
り
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
蕪
村
は
明
和
七
年
︵
一
七

七
〇
︶
三
月
に
夜
半
亭
二
世
を
継
承
す
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
蕪
村
は
京
都
移
住
後

も
存
義
グ
ル
ー
プ
を
中
心
と
す
る
江
戸
座
俳
人
達
と
の
交
流
を
続
け
て
お
り
、
江
戸

の
俳
人
社
会
と
の
密
接
な
パ
イ
プ
を
持
っ
て
い
た
。
特
に
明
和
六
・
七
年
に
は
、
存

義
や
﹁
存
義
側
﹂
俳
人
達
が
相
次
い
で
入
洛
し
て
蕪
村
と
交
流
し
て
お
り
、
両
者
の

関
わ
り
が
深
ま
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
江
戸
の
英
派
も
重
要
な

節
目
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
が
、
江
戸
の
俳
人
を
通
じ
て
、
蕪
村
と
同
時
代

の
英
派
と
の
間
接
的
な
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

安
永
二
年
︵
一
七
七
三
︶
に
、
佐
脇
嵩
雪
︵
一
七
三
六
︱
一
八
〇
四
︶
編
﹃
英
一

蝶
五
十
年
忌
追
善
集
﹄26

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
嵩
雪
は
、
一
蝶
の

弟
子
・
佐
脇
嵩
之
︵
一
七
〇
七
︱
七
二
︶
の
子
で
あ
り
弟
子
で
も
あ
る
。
嵩
雪
の
自

序
に
よ
れ
ば
、
一
蝶
は
狩
野
安
信
に
学
ん
で
一
家
を
成
し
、
嵩
之
は
一
蝶
を
師
と
し

て
、
嵩
雪
も
そ
の
画
法
を
守
っ
て
い
た
。
嵩
之
は
安
永
二
年
の
一
蝶
五
十
年
忌
を
計

画
し
て
い
た
が
前
年
に
歿
し
た
の
で
、
子
で
あ
る
嵩
雪
が
そ
の
遺
志
を
継
ぐ
、
と
い

う
。
同
書
は
、
一
蝶
辞
世
の
和
歌
﹁
紛
ら
は
す
う
き
世
の
わ
ざ
の
い
ろ
ど
り
も
有
り

と
や
月
の
薄
ず
み
の
そ
ら
﹂
の
後
に
、
嵩
雪
、
高
嵩
谷
︵
一
七
三
〇
︱
一
八
〇
四
。

嵩
之
の
弟
子
︶
を
は
じ
め
、
関
係
者
に
よ
る
五
十
年
忌
追
善
の
句
や
和
歌
を
掲
載
す

る
。
末
尾
に
跋
に
代
わ
る
英
一
川
︵
？
︱
一
七
七
八
︶
の
句
﹁
嵩
雪
子
や
つ
が
り
に

か
は
り
、
祖
父
北
窓
翁
の
五
十
年
と
ひ
た
ふ
び
け
れ
ば
、
其
跡
を
求
め
て
／
英
の
流

れ
の
末
の
水
か
ゞ
み
影
う
つ
し
得
ぬ
月
の
お
ぼ
ろ
さ　
末
孫
英
一
川
﹂
を
載
せ
る
。

一
川
は
、
一
蝶
の
養
子
で
あ
る
一
舟
の
子
︵
養
子
と
も
︶
で
、
一
蝶
の
孫
に
当
た

る
。
嵩
之
は
、
一
蝶
歿
時
に
ま
だ
十
八
歳
で
一
蝶
最
晩
年
の
弟
子
だ
が
、
安
永
二
年

に
一
蝶
五
十
年
忌
を
迎
え
る
に
当
た
り
、
彼
が
中
心
と
な
っ
て
追
善
集
を
計
画
し
て

い
た
の
だ
っ
た
。
前
年
の
明
和
九
年
七
月
に
歿
し
て
し
ま
っ
た
嵩
之
の
遺
志
を
継
い

で
、
子
で
弟
子
で
も
あ
る
嵩
雪
が
、
お
そ
ら
く
同
門
の
嵩
谷
の
助
け
も
借
り
て
編
纂

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
、
一
蝶
の
子
孫
と
し
て
は
孫
に
当
た
る
一
川
が
い
た

が
、
跋
に
あ
る
よ
う
に
嵩
雪
が
そ
の
代
理
と
な
っ
て
お
り
、
一
川
の
句
の
内
容
か
ら

は
、
一
蝶
の
家
系
及
び
一
蝶
風
の
継
承
が
心
許
な
い
状
況
が
窺
え
る
。
一
川
に
は
病

気
や
高
齢
な
ど
、
編
纂
を
牽
引
で
き
な
い
事
情
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
同
書
は
、
一
蝶
の
孫
や
弟
子
が
関
わ
っ
て
そ
の
五
十
年
忌
を
記
念
し
て
編
ん
だ
、

当
時
の
英
派
正
統
の
集
と
い
え
る
。

こ
の
﹃
英
一
蝶
五
十
年
忌
追
善
集
﹄
に
、
俳
人
の
宇
野
因
斎
、
橋
本
泰
里
︵
一
七

四
一
︱
一
八
一
九
︶
が
句
を
寄
せ
て
い
る
。﹁
嵩
雪
、
北
窓
翁
の
五
十
回
を
亡
人
拝

識
の
輩
に
一
句
を
く
わ
ん
進
し
侍
る
け
る
に
、
夢
に
ゆ
め
み
る
心
地
し
て
、
予
も
懐

旧
を
述
侍
る
事
に
な
り
ぬ
。
／
邯
鄲
の
極
さ
い
し
き
や
は
る
の
夢　

因
斎
／
五
十
と

せ
の
月
の
古
ひ
や
画
の
お
ぼ
ろ　

泰
里
﹂
と
あ
る
。
因
斎
は
江
戸
の
俳
人
で
、
安
永

三
年
刊
﹃
瓜
の
つ
る
﹄︵
珪
琳
三
十
三
回
忌
︶
を
編
纂
し
て
い
る
。
同
書
の
跋
は
田

女
︵
楼
川
の
妻
の
俳
人
︶
に
よ
る
。
同
八
年
に
は
、
因
斎
一
周
忌
の
泰
里
編
﹃
の
こ

る
き
く
﹄
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
跋
は
楼
川
に
よ
る27
。
因
斎
に
つ
い
て
は
今
回
こ
れ

以
上
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
楼
川
に
関
わ
り
が
深
い
俳
人
と
知
ら
れ
る
。
泰
里
は

深
川
の
旧
家
の
生
ま
れ
で
、
存
義
門
の
俳
諧
師
で
あ
り
、
存
義
か
ら
泰
里
号
を
譲
ら

れ
、
師
の
歿
後
は
二
世
存
義
と
な
っ
た
。
先
述
の
よ
う
に
明
和
六
年
十
月
に
入
洛
し

て
蕪
村
一
派
と
親
交
を
重
ね
、
翌
年
十
月
に
江
戸
に
帰
っ
た
。﹃
英
一
蝶
五
十
年
忌

追
善
集
﹄
が
明
和
九
年
に
は
準
備
さ
れ
始
め
て
い
た
と
す
れ
ば
、
泰
里
は
一
年
に
及

ぶ
在
京
生
活
か
ら
戻
っ
た
後
で
、
蕪
村
一
派
と
の
関
わ
り
も
殊
に
深
か
っ
た
時
期
と

い
え
る
。
ま
た
、
や
は
り
先
述
の
よ
う
に
、
明
和
七
年
に
は
楼
川
門
の
竹
護
が
上
京

し
、
安
永
二
年
に
歿
す
る
ま
で
蕪
村
一
派
と
親
交
す
る
な
ど
、
こ
の
頃
は
蕪
村
一
派
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と
江
戸
の
﹁
存
義
側
﹂
俳
人
達
と
の
交
流
が
盛
ん
だ
っ
た28
。
一
方
で
﹁
存
義
側
﹂
俳

人
達
は
、
当
時
も
嵩
雪
ら
英
派
と
交
流
し
、
泰
里
な
ど
は
英
派
に
よ
る
﹃
英
一
蝶
五

十
年
忌
追
善
集
﹄
に
参
加
し
て
一
蝶
を
悼
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
英
派

の
動
向
が
彼
ら
を
通
じ
て
蕪
村
周
辺
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
全
く
不
思
議

で
は
な
い
。﹃
英
一
蝶
五
十
年
忌
追
善
集
﹄
に
着
目
し
た
が
、
こ
れ
に
限
ら
ず
、
蕪

村
の
上
京
後
も
、
江
戸
の
俳
人
達
を
通
じ
て
英
派
の
そ
の
時
々
の
情
報
が
蕪
村
周
辺

に
も
た
ら
さ
れ
続
け
て
い
た
可
能
性
は
非
常
に
高
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、﹃
英
一
蝶
五
十
年
忌
追
善
集
﹄
に
は
、
狂
歌
師
・
浄
瑠
璃
作
者
と
し
て
江

戸
・
京
都
・
大
坂
で
活
動
し
た
、
三
井
南
家
第
四
代
の
仙
果
亭
嘉
栗
︵
紀
上
太
郎
。

一
七
四
七
︱
九
九
︶
も
﹁
英
一
蝶
半
百
忌
孫
弟
嵩
雪
子
へ
と
ぶ
ら
ふ
／
世
に
高
き
名

の
英
の
か
う
ば
し
く
今
に
と
ま
れ
る
蝶
〳
〵
の
あ
と
﹂
の
狂
歌
を
寄
せ
て
お
り
、
こ

の
時
期
、
嵩
雪
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
京
都
出
身
の
嘉
栗
は
、
安
永

元
年
に
家
督
を
継
ぎ
、
幕
府
の
為
替
御
用
の
任
務
で
一
、
二
年
毎
に
京
都
本
店
勤
め

と
江
戸
勤
番
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で29
こ
れ
は
江
戸
で
の
作
か
も
し
れ
な
い
が
、

今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
、
当
時
の
英
派
が
江
戸
だ
け
で
な
く
、
上
方
の
狂
歌
師
や

俳
人
達
等
と
の
直
接
的
な
交
流
を
行
っ
て
い
た
状
況
を
考
え
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ

う
。
一
蜂
が
大
坂
で
﹃
画
本
図
編
﹄
を
出
版
し
た
頃
に
、
既
に
そ
う
し
た
状
況
が

あ
っ
た
可
能
性
も
十
分
あ
る
。
今
回
は
上
方
の
蕪
村
周
辺
と
、
同
時
代
の
英
派
と
の

直
接
の
関
わ
り
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

な
お
、
嵩
之
・
嵩
雪
・
一
川
ら
英
派
に
よ
る
﹃
英
一
蝶
五
十
年
忌
追
善
集
﹄
刊
行

の
背
景
と
し
て
、
江
戸
に
お
け
る
鈴
木
鄰
松
︵
一
七
三
二
︱
一
八
〇
三
︶
の
活
動
が

あ
る
こ
と
も
想
像
で
き
る
。
鄰
松
は
幕
臣
で
画
を
狩
野
典
信
に
学
ん
だ
が
、
一
蝶
に

私
淑
し
、
明
和
七
年
に
一
蝶
画
を
模
写
し
た
と
い
う
﹃
一
蝶
画
譜
﹄
を
刊
行
し
た
。

ま
た
、
安
永
二
年
に
は
﹃
英
筆
百
画
﹄
が
刊
行
さ
れ
る
が
、
同
書
は
宝
暦
九
年
︵
一

七
五
九
︶
刊
の
栖
鶴
編
・
一
蜂
画
の
絵
俳
書
﹃
両
兎
林
﹄
の
挿
絵
部
分
を
、
一
蝶
の

画
を
一
蜂
が
写
し
た
も
の
だ
と
称
し
て
転
用
し
、
鄰
松
が
画
を
補
作
し
た
も
の
で
あ

る
。
鄰
松
に
は
、
や
は
り
一
蝶
画
を
模
写
し
た
と
い
う
、
明
和
六
年
序
跋
・
安
永
七

年
刊
の
﹃
群
蝶
画
英
﹄
も
あ
る30
。
こ
の
よ
う
に
、
明
和
七
年
頃
か
ら
英
派
で
は
な
い

鄰
松
が
一
蝶
画
譜
を
刊
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
当
時
の
江
戸
で
一
蝶
画
へ
の
需

要
が
あ
っ
た
半
面
、
英
派
本
流
が
弱
体
化
し
て
い
た
様
子
が
推
察
さ
れ
る
。
鄰
松

は
、
一
蜂
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
画
を
一
蝶
画
の
模
写
と
し
て
転
用
す
る
出
版
物
に
参
画
す

る
な
ど
、
英
派
本
流
と
は
異
な
る
立
場
か
ら
一
蝶
画
を
顕
彰
し
て
い
た
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
鄰
松
の
活
動
に
対
し
て
、
英
派
側
は
警
戒
感
を
抱
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ

れ
が
一
蝶
の
正
統
な
後
継
者
と
し
て
の
英
派
の
立
場
を
主
張
す
る
﹃
英
一
蝶
五
十
年

忌
追
善
集
﹄
の
企
画
を
後
押
し
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
江
戸
の

﹁
存
義
側
﹂
俳
人
や
仙
果
亭
嘉
栗
と
い
っ
た
文
芸
作
者
達
に
も
、
同
書
へ
の
参
加
を

求
め
た
の
だ
ろ
う
。

さ
て
、
上
方
の
蕪
村
周
辺
で
一
蝶
画
や
一
蜂
画
が
鑑
賞
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
蕪
村

一
派
に
英
派
の
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
な
ど
を
見
て
き
た

が
、
そ
れ
で
は
、
蕪
村
に
と
っ
て
一
蝶
画
・
英
派
の
絵
画
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在

だ
っ
た
の
か
、
彼
自
身
に
よ
る
絵
画
制
作
や
一
蝶
画
鑑
賞
の
事
例
な
ど
も
踏
ま
え
つ

つ
次
に
考
察
し
た
い
。

五　

蕪
村
に
と
っ
て
の
一
蝶
画

既
に
見
た
よ
う
に
、
蕪
村
は
二
十
歳
頃
か
ら
三
十
六
歳
ま
で
の
関
東
在
住
時
代

に
、
一
蝶
画
を
俳
諧
文
化
の
文
脈
で
鑑
賞
す
る
こ
と
を
身
に
付
け
て
い
た
。
宝
暦
元

年
︵
一
七
五
一
︶
の
京
都
移
住
後
も
、
彼
の
周
辺
で
は
同
様
の
文
脈
で
一
蝶
画
が
鑑

賞
さ
れ
た
り
、
同
時
代
の
英
派
の
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
り
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
先
述
し
た
清
登
氏
の
研
究
で
あ
る
。
蕪
村
と
そ
の
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一
派
は
、
宝
暦
・
明
和
期
ま
で
は
存
義
グ
ル
ー
プ
を
中
心
と
し
た
江
戸
座
俳
人
と
の

交
流
が
盛
ん
だ
っ
た
が
、
安
永
期
か
ら
は
几
董
の
方
向
性
に
基
づ
き
、
夜
半
亭
門
と

し
て
は
そ
れ
が
薄
ら
い
で
雪
門
の
蓼
太
と
の
交
流
が
深
ま
り
、
蕪
村
個
人
は
安
永
期

以
降
、
其
角
に
繋
が
る
江
戸
俳
諧
を
積
極
的
に
評
価
す
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

蕪
村
は
夜
半
亭
二
世
の
継
承
を
意
識
し
て
明
和
五
~
六
年
︵
一
七
六
八
~
六
九
︶

は
俳
諧
活
動
に
専
念
し
、
同
七
年
三
月
に
五
十
五
歳
で
夜
半
亭
二
世
を
継
承
し
た
。

明
和
八
年
一
月
頃
か
ら
よ
う
や
く
画
業
を
再
開
す
る31
。
蕪
村
の
俳
諧
の
師
で
あ
る
巴

人
は
其
角
・
嵐
雪
に
師
事
し
て
お
り
、
蕪
村
も
俳
諧
に
お
い
て
其
角
を
特
に
重
視
し

た
。
其
角
に
連
な
る
蕪
村
に
と
り
、
其
角
の
親
友
と
し
て
知
ら
れ
る
一
蝶
は
、
俳
諧

文
化
に
関
わ
る
画
家
と
し
て
殊
に
重
要
な
存
在
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
満
を
持
し
て

夜
半
亭
を
継
承
し
、
画
業
を
再
開
し
た
蕪
村
は
、
そ
の
其
角
に
ま
つ
わ
る
画
家
と
し

て
、
一
蝶
や
英
派
を
改
め
て
意
識
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
蝶
は
、
正
徳
三

年
︵
一
七
一
三
︶
刊
の
其
角
七
回
忌
追
善
集
で
あ
る
秋
色
編
﹃
石
な
と
り
﹄
で
、
其

角
の
七
句
を
題
材
に
し
た
挿
図
七
点
を
手
掛
け
て
お
り
、
其
角
の
句
を
重
視
す
る
蕪

村
と
し
て
は
、
特
に
俳
画
の
分
野
で
は
先
達
と
し
て
意
識
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ

は
、
蕪
村
の
安
永
期
以
降
の
江
戸
俳
諧
評
価
に
伴
い
、
一
層
意
識
的
な
も
の
に
な
っ

た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

蕪
村
自
身
の
絵
画
に
お
け
る
一
蝶
画
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
特
に
初
期
の
、
宝
暦

四
~
七
年
︵
一
七
五
四
~
五
七
︶
の
丹
後
時
代
の
作
品
で
あ
る
︽
田
楽
茶
屋
図
屏

風
︾︵
個
人
蔵
︶︵
図
2
︶
に
つ
い
て
、
一
蝶
の
風
俗
図
と
の
関
わ
り
が
い
わ
れ
て
き

た
。
た
だ
し
、
具
体
的
な
類
似
性
に
つ
い
て
は
、
床
几
に
座
り
田
楽
を
頬
張
る
男
の

図
様
が
、
一
蝶
画
に
似
る
こ
と
か
ら
英
派
の
画
を
元
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る32
こ
と
に

留
ま
り
、
全
体
と
し
て
蕪
村
が
一
蝶
風
・
英
派
風
を
意
識
し
た
と
ま
で
は
中
々
い
い

切
り
に
く
い
。
改
め
て
検
討
す
る
と
、
人
物
の
描
法
や
他
の
図
様
等
に
は
明
確
な
一

蝶
風
は
指
摘
し
に
く
い
も
の
の
、
笑
顔
で
破
れ
扇
で
招
い
た
り
、
や
は
り
笑
顔
で
田

楽
を
食
べ
る
と
い
っ
た
、
滑
稽
さ
、
軽
妙
さ
を
強
調
し
た
表
情
の
人
物
を
描
く
こ
と

は
、
一
蝶
や
英
派
の
画
に
通
じ
る
。
ま
た
、
様
々
な
身
分
・
立
場
の
人
々
を
一
つ
の

画
面
に
描
き
込
む
こ
と
は
、
一
蝶
︽
雨
宿
り
図
屏
風
︾︵
東
京
国
立
博
物
館
本
、
メ

ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館 

バ
ー
ク
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
本
︶
な
ど
の
画
趣
に
近
い
。
そ

の
よ
う
に
見
る
と
、
比
較
的
謹
直
な
線
描
で
描
く
建
物
と
、
そ
れ
に
対
し
て
よ
り
面

的
で
粗
い
筆
致
で
仕
上
げ
た
樹
木
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
な
ど
は
︽
雨
宿
り
図
屏

風
︾
に
似
て
い
る
と
い
え
、
や
は
り
何
ら
か
の
一
蝶
画
・
英
派
の
画
を
参
考
に
し
た

か
、
意
識
し
た
可
能
性
は
あ
る
。
蕪
村
は
関
東
在
住
時
代
に
一
蝶
や
一
蜂
の
画
を
多

く
見
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、︽
田
楽
茶
屋
図
屏
風
︾
に
は
そ
の
成
果
が
表
れ
て

い
る
と
捉
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
主
に
俳
画
に
用
い
ら
れ
る
﹁
蕪
村
﹂
の
署
名
が

珍
し
く
屏
風
絵
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
蕪
村
自
身
が
本
図
を
俳
画
風
の
作
品
と

見
な
し
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る33
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
稿

で
見
て
き
た
よ
う
に
蕪
村
が
一
蝶
画
を
俳
諧
文
化
の
文
脈
で
捉
え
て
い
た
こ
と
と
も

合
致
し
、
蕪
村
の
一
蝶
画
観
を
裏
付
け
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

其
角
に
ま
つ
わ
る
一
蝶
、
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
蕪
村
の
複
数
あ
る
盆
踊
り
図
自

画
賛
が
よ
り
重
要
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
明
和
五
年
か
と
推
定
さ
れ
る
が
、
蕪

村
は
一
蝶
画
に
賛
を
望
ま
れ
﹁
四
五
人
に
月
落
か
ゝ
る
お
ど
り
哉
﹂
の
句
を
作
り
賛

を
し
た
。
蕪
村
周
辺
で
一
蝶
の
踊
り
図
が
鑑
賞
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
蝶
の
踊

り
図
と
し
て
は
、
一
蝶
︽
月
次
風
俗
図
屏
風
︾︵
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
︶
左
隻
に
描

か
れ
る
盆
踊
り
の
場
面
が
基
準
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
面
の
類
作
と
い
え
る
単

独
の
盆
踊
り
図
と
し
て
、﹃
浮
世
絵
大
成
﹄34

掲
載
本
︵
図
3
︶、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館

本
、﹃
日
本
木
版
画
粋
﹄35

掲
載
本
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
蕪
村
が
賛
を
し
た
一
蝶
の

踊
り
図
も
、
こ
の
よ
う
な
盆
踊
り
図
と
考
え
ら
れ
る
。
一
蝶
画
の
た
め
に
作
っ
た
先

の
句
を
、
蕪
村
は
後
に
自
作
の
俳
画
に
繰
り
返
し
用
い
て
い
る
。﹃
蕪
村
全
集
﹄
第
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六
巻
に
は
、
俳
画
の
完
成
期
︵
明
和
七
~
安
永
六
年
︵
一
七
七
〇
~
七
七
︶︶
の
作

と
し
て
、
蕪
村
が
盆
踊
り
を
描
く
俳
画
が
五
点
掲
載
さ
れ
る
が36
、
そ
の
内
の
三
点
に

は
同
句
が
記
さ
れ
る
。
内
一
点
︵
図
4
︶
は
同
句
の
み
で
、
二
点
は
蕪
村
に
よ
る
他

の
盆
踊
り
の
句
と
共
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
二
点
と
も
同
句
は
最
後
に
置
か
れ
て
い

て
蕪
村
の
中
で
の
重
要
性
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
、
蕪
村
は
い
わ
ば
一

蝶
の
盆
踊
り
図
の
代
わ
り
と
し
て
、
自
ら
盆
踊
り
図
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
蕪

村
に
よ
る
盆
踊
り
図
自
画
賛
の
画
面
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
蕪
村
の
い
わ
ゆ
る
俳
画

の
画
風
で
、
画
に
よ
っ
て
踊
り
手
の
人
数
は
変
わ
る
が
内
容
自
体
に
そ
れ
程
大
き
な

差
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
五
点
全
体
を
見
渡
し
な
が
ら
考
察
し
た
い
。
一
蝶
の
盆

踊
り
図
︵
図
3
︶
と
比
較
す
る
と
、
蕪
村
の
盆
踊
り
図
自
画
賛
︵
図
4
︶
は
、
画
風

は
異
な
る
も
の
の
、
一
蝶
の
盆
踊
り
図
の
人
物
の
動
き
を
意
識
し
た
も
の
で
、
人
物

の
い
る
地
面
部
分
に
描
写
が
無
く
無
背
景
に
見
え
る
こ
と
も
共
通
し
、
一
蝶
の
盆
踊

り
図
の
一
部
を
切
り
取
っ
た
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
蕪
村
が

一
蝶
画
の
代
わ
り
と
し
て
描
い
た
盆
踊
り
図
は
、
蕪
村
の
俳
画
に
置
き
換
え
ら
れ
て

は
い
る
も
の
の
、
一
蝶
風
、
英
派
風
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
ま
と
い
、
蕪
村
と
し
て
そ

れ
を
継
承
す
る
の
だ
と
い
う
意
識
が
表
明
さ
れ
た
作
品
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
蕪
村
の
俳
画
風
そ
の
も
の
と
一
蝶
画
風
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
描
法

の
面
で
は
か
な
り
異
な
り
、
軽
妙
で
は
あ
っ
て
も
具
体
的
に
一
蝶
画
風
を
意
識
し
た

と
ま
で
は
い
え
な
い
。
題
材
の
面
で
は
、
盆
踊
り
の
他
に
も
鉢
叩
き
な
ど
、
一
蝶
画

や
英
派
の
画
に
よ
く
描
か
れ
る
風
俗
画
的
な
テ
ー
マ
が
蕪
村
の
俳
画
に
も
描
か
れ
る

と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
あ
る
い
は
一
蝶
画
を
俳
諧
的
な
も
の
と
し
て
受
容
し
て
い
る

可
能
性
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
た
ま
た
ま
蕪
村
の
句
と
同
じ
世
俗
の
題
材
を
扱
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
蕪
村
の
俳
画
風
の
成
立
に
お
い
て

は
、
直
接
的
な
影
響
は
現
状
で
は
指
摘
し
に
く
い
。

蕪
村
に
と
っ
て
の
一
蝶
画
・
英
派
の
絵
画
は
、
江
戸
の
俳
諧
文
化
と
強
く
結
び
付

い
た
も
の
だ
っ
た
。
京
都
に
移
住
し
て
か
ら
は
、
そ
れ
は
懐
か
し
い
江
戸
風
を
象
徴

す
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
よ
り
憧
憬
が
深
ま
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
上
方
に
お
け

る
江
戸
俳
壇
出
身
の
蕪
村
と
し
て
は
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
わ
る
も
の

と
し
て
、
江
戸
座
俳
人
や
、
彼
ら
を
通
じ
た
同
時
代
の
英
派
と
の
直
接
・
間
接
の
関

わ
り
を
軸
に
、
一
蝶
画
も
自
分
の
側
の
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。︽
田
楽
茶
屋
図
屏
風
︾
は
、
そ
う
し
た
蕪
村
が
俳
諧
文
化
の
文
脈
で
描
い
た
作

品
と
考
え
ら
れ
る
。
上
方
で
は
、
蕪
村
と
江
戸
俳
諧
と
の
深
い
関
わ
り
に
基
づ
き
、

特
に
蕪
村
の
下
に
一
蝶
画
が
着
賛
や
鑑
定
の
た
め
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
可
能
性
も

あ
る
。

さ
ら
に
、
安
永
期
以
降
、
其
角
に
繋
が
る
江
戸
俳
諧
を
私
的
に
評
価
す
る
立
場
に

な
っ
た
蕪
村
は
、
同
時
代
の
夜
半
亭
門
を
は
じ
め
上
方
の
俳
壇
が
重
視
し
な
い
江
戸

俳
諧
を
上
方
に
お
い
て
自
分
こ
そ
が
担
う
の
だ
と
い
う
意
識
を
強
め
、
そ
れ
と
共

に
、
一
蝶
風
は
其
角
俳
諧
の
雰
囲
気
を
体
現
す
る
絵
画
と
し
て
、
彼
に
と
っ
て
一
層

重
要
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
上
方
に
お
い
て
、
其
角
時
代
の
一
蝶
の
画

や
、
英
派
の
画
を
真
に
よ
く
理
解
し
て
い
る
の
は
自
分
で
あ
る
、
と
い
う
自
負
も

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
蝶
の
偽
物
を
鑑
定
し
た
時
の
強
い
調
子
か
ら
も

そ
れ
が
窺
え
る
。
一
蝶
画
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
蕪
村
の
盆
踊
り
図
自
画
賛
は
、
こ

の
よ
う
な
中
で
生
ま
れ
た
と
い
え
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
上
方
で
の
蕪
村
は
、
江
戸
・
関
東
の
俳
諧
文
化
に
お
け

る
一
蝶
画
評
価
を
受
け
継
ぎ
、
一
蝶
画
を
俳
諧
文
化
の
文
脈
で
鑑
賞
し
て
い
た
。
京

都
移
住
後
も
、
継
続
す
る
江
戸
座
俳
人
と
の
交
流
に
基
づ
き
、
同
時
代
の
英
派
の
情

報
を
得
続
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
安
永
期
以
降
は
、
蕪
村
の
中
で
の
江
戸

俳
諧
評
価
に
伴
い
、
一
蝶
画
評
価
も
意
識
的
に
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
第
一
章
で
述

べ
た
よ
う
に
、
上
方
で
は
蕪
村
以
外
で
も
一
蝶
画
の
俳
諧
的
評
価
が
行
わ
れ
て
い
る

状
況
に
あ
っ
た
が
、
蕪
村
は
そ
う
し
た
中
で
、
い
わ
ば
江
戸
俳
人
の
代
表
、
代
理
的
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な
存
在
と
し
て
、
上
方
に
お
け
る
一
蝶
画
の
俳
諧
的
鑑
賞
を
広
め
支
え
る
役
割
を
果

た
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

本
稿
を
通
じ
て
、
蕪
村
に
と
っ
て
の
一
蝶
が
、
江
戸
俳
壇
と
の
結
び
付
き
に
基
づ

き
、
存
外
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
十
八
世
紀

後
半
の
上
方
に
お
い
て
、
蕪
村
の
活
動
は
、
江
戸
俳
壇
の
画
家
・
一
蝶
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
を
普
及
、
定
着
さ
せ
る
上
で
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。蕪

村
歿
後
の
一
蝶
画
評
価
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
が
、
特
に
目

に
付
く
動
向
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
江
戸
で
は
天
明
~
寛
政
期
︵
一
七
八
一
~
一

八
〇
一
︶
に
な
る
と
、
吉
原
出
身
の
版
元
・
蔦
屋
重
三
郎
と
彼
周
辺
の
文
芸
・
浮
世

絵
作
者
達
が
、
出
版
活
動
を
通
じ
て
一
蝶
や
其
角
の
人
気
を
利
用
し
た
元
禄
江
戸
文

化
リ
バ
イ
バ
ル
を
形
成
し
、
盛
り
上
げ
て
い
く
。
そ
の
前
か
ら
一
蝶
画
譜
を
出
版
す

る
な
ど
し
て
い
た
鈴
木
鄰
松
も
、
そ
の
中
に
取
り
込
ま
れ
る37
。
こ
れ
は
そ
れ
ま
で

の
、
俳
人
達
に
よ
る
、
俳
諧
文
化
に
お
け
る
一
蝶
画
評
価
と
は
異
な
る
様
相
と
い

え
、
華
や
か
な
元
禄
期
江
戸
文
化
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
江
戸
独
自
の
文
化
と
し
て
注

目
・
活
用
す
る
新
た
な
動
き
で
あ
っ
た
。

註１ 　

馬
渕
美
帆
﹁
英
一
蜂
﹃
画
本
図
編
﹄
の
周
辺
︱
︱
五
味
以
則
、
青
木
桃
渓
、
曾
我
蕭

白
﹂︵﹃
実
践
女
子
大
学 

美
学
美
術
史
学
﹄
三
七
号
、
二
〇
二
三
年
︶。

２ 　

一
蝶
と
俳
諧
文
化
に
つ
い
て
は
、
白
石
悌
三
﹃
江
戸
俳
諧
史
論
考
﹄︵
九
州
大
学
出

版
会
、
二
〇
〇
一
年
︶﹁
英
一
蝶
﹂、
狩
野
博
幸
﹁
芭
蕉
体
験
の
一
側
面
︱
︱
英
一
蝶
の

場
合
﹂﹃
図
説
日
本
の
古
典　

一
四　

芭
蕉
・
蕪
村
﹄︵
集
英
社
、
一
九
七
八
年
︶
所

収
、
佐
々
木
英
理
子
﹁
英
派
の
絵
俳
書
﹂
河
野
実
編
﹃
詩
歌
と
イ
メ
ー
ジ
︱
︱
江
戸
の

版
本
・
一
枚
摺
に
見
る
夢
﹄︵
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三
年
︶
所
収
、
参
照
。

３ 　

英
一
蜂
等
の
こ
う
し
た
活
動
に
つ
い
て
は
、
馬
渕
美
帆
﹁
白
隠
慧
鶴
に
よ
る
英
一
蝶

作
品
の
受
容
﹂
板
倉
聖
哲
・
髙
岸
輝
編
﹃
日
本
美
術
の
つ
く
ら
れ
方
│
│
佐
藤
康
宏
先

生
の
退
職
に
よ
せ
て
﹄︵
羽
鳥
書
店
、
二
〇
二
〇
年
︶
所
収
、
で
ま
と
め
た
の
で
、
参

考
文
献
と
も
参
照
さ
れ
た
い
。

４ 　

鯉
屋
物
に
つ
い
て
は
、
岡
田
利
兵
衞
﹁
天
理
図
書
館
蔵　

鯉
屋
伝
来
品
﹂︵﹃
ビ
ブ
リ

ア
﹄
五
〇
号
、
一
九
七
二
年
︶。

５ 　

註
3
前
掲
論
文
。

６ 　

一
蜂
は
、
こ
の
他
に
も
二
世
祇
徳
な
ど
の
俳
人
や
役
者
等
に
も
一
蝶
風
の
画
を
教
え

て
お
り
、
当
時
の
江
戸
の
俳
人
社
会
に
お
け
る
一
蝶
画
風
普
及
に
大
き
な
役
割
を
果
た

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
別
に
論
じ
た
い
。

７ 　

加
藤
定
彦
・
外
村
展
子
編
﹃
関
東
俳
諧
叢
書
﹄
第
十
三
巻
︵
関
東
俳
諧
叢
書
刊
行

会
、
一
九
九
六
年
︶
二
三
九
~
二
四
一
頁
。

８ 　

加
藤
定
彦
・
外
村
展
子
編
﹃
関
東
俳
諧
叢
書
﹄
第
二
十
六
巻
︵
関
東
俳
諧
叢
書
刊
行

会
、
二
〇
〇
四
年
︶
一
五
六
頁
。

９ 　

註
8
前
掲
書
二
六
二
頁
。

10 　

註
8
前
掲
書
二
七
二
頁
。

11 　
﹁
琵
琶
に
萩
を
書
た
る
絵
に
／
笛
よ
り
も
琵
琶
に
よ
れ
と
て
鹿
鳴
草
﹂。
名
古
屋
市
蓬

左
文
庫
編
﹃
名
古
屋
叢
書
三
編　

第
十
六
巻　

横
井
也
有
全
集　

上
﹄︵
名
古
屋
市
教

育
委
員
会
、
一
九
八
二
年
︶
六
七
頁
。

12 　

註
11
前
掲
書
の
野
田
千
平
﹁
解
説
﹂
二
三
頁
。

13 　

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
編
﹃
名
古
屋
叢
書
三
編　

第
十
八
巻
⑵　

横
井
也
有
全
集　

下

⑵
﹄︵
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
五
年
︶﹁
也
有
年
譜
﹂
三
七
〇
頁
。
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14 　

以
下
、
春
卜
、
及
び
一
蜂
﹃
画
本
図
編
﹄
に
関
し
て
は
、
馬
渕
美
帆
﹁
英
一
蜂
﹃
画

本
図
編
﹄﹃
英
氏
画
編
﹄
の
出
版
事
情
︱
︱
板
元
・
大
野
木
市
兵
衛
及
び
大
岡
春
卜
﹃
和

漢
名
画
苑
﹄
に
注
目
し
て
﹂︵﹃
美
術
史
論
叢
﹄
三
八
号
、
二
〇
二
二
年
︶
参
照
。

15 　

註
1
前
掲
論
文
。

16 　

蕭
白
に
よ
る
﹃
画
本
図
編
﹄
の
利
用
、
ま
た
同
書
続
編
の
一
蜂
画
集
﹃
英
氏
画
編
﹄

の
利
用
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
馬
渕
美
帆
﹁
曾
我
蕭
白
と
英
一
蝶
﹂︵﹃
國
華
﹄
一
四
七

三
号
、
二
〇
一
八
年
︶・
同
﹁
曾
我
蕭
白
に
よ
る
英
一
蜂
﹃
英
氏
画
編
﹄
の
利
用
﹂︵﹃
美

術
史
論
叢
﹄
三
五
号
、
二
〇
一
九
年
︶
参
照
。

17 　

以
下
、
蕪
村
と
江
戸
俳
壇
に
つ
い
て
、
清
登
典
子
﹃
蕪
村
俳
諧
の
研
究
︱
江
戸
俳
壇

か
ら
の
出
発
の
意
味
︱
﹄︵
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
四
年
︶、
特
に
第
Ⅰ
部
に
よ
る
。

18 　

註
17
前
掲
書
九
~
一
二
頁
。
同
書
で
は
百
太
は
俳
系
不
明
と
さ
れ
る
。

19 　
﹃
誹
諧
絵
風
流
﹄
は
、
加
藤
定
彦
・
外
村
展
子
編
﹃
関
東
俳
諧
叢
書
﹄
第
十
八
巻
︵
関

東
俳
諧
叢
書
刊
行
会
、
一
九
九
九
年
︶
所
載
。
百
太
に
つ
い
て
は
同
書
の
﹃
誹
諧
絵
風

流
﹄
解
題
に
よ
る
。

20 　

た
と
え
ば
、
霊
岸
︵
巌
︶
島
は
光
琳
と
も
一
蝶
と
も
関
わ
り
が
深
い
地
域
で
、
長
崎

町
の
唐
物
屋
や
道
具
屋
と
繋
が
り
が
あ
っ
た
光
琳
の
情
報
が
伝
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
馬
渕
美
帆
﹁
英
一
蝶
と
尾
形
光
琳
︱
一
蝶
晩
年
期
の
作
風
転
換
と
光
琳
画
意
識

︱
﹂︵﹃
神
戸
外
大
論
叢
﹄
七
三
巻
一
号
、
二
〇
二
一
年
︶、
参
考
文
献
と
も
参
照
。
そ

の
霊
岸
島
に
米
仲
が
住
ん
で
い
た
他
、
存
義
も
蕪
村
が
巴
人
に
入
門
し
た
頃
の
元
文
元

年
時
点
で
霊
岸
島
長
崎
町
在
住
だ
っ
た
。
註
17
前
掲
書
六
二
~
六
三
頁
。
存
義
グ
ル
ー

プ
は
こ
う
し
た
地
縁
の
故
も
あ
り
、
光
琳
情
報
に
詳
し
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

21 　

安
永
拓
世
﹁
荒
木
李
谿
と
三
つ
の
画
帖
﹂
奥
平
俊
六
編
著
﹃
懐
徳
堂
ゆ
か
り
の
絵

画
﹄︵
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
︶
所
収
、
二
六
五
・
二
七
二
頁
、
河
野
元
昭

﹃
新
潮
日
本
美
術
文
庫　

九　

与
謝
蕪
村
﹄︵
新
潮
社
、
一
九
九
六
年
︶﹁
29　

狗
子
図

小
襖
﹂
解
説
。

22 　
﹃
蕪
村
全
集　

第
一
巻　

発
句
﹄︵
講
談
社
、
一
九
九
二
年
︶
四
六
頁
。

23 　
﹃
蕪
村
全
集　

第
五
巻　

書
簡
﹄︵
講
談
社
、
二
〇
〇
八
年
︶
六
一
三
頁
。

24 　

浅
見
美
智
子
編
校
﹃
几
董
発
句
全
集
﹄︵
八
木
書
店
、
一
九
九
七
年
︶
三
〇
五
頁
、

句
番
号
三
一
三
二
。

25 　

註
14
前
掲
論
文
七
〇
~
七
一
頁
。

26 　

東
京
大
学
総
合
図
書
館
知
十
文
庫
蔵
。
同
本
を
調
査
し
た
︵﹁
東
京
大
学
総
合
図
書

館
所
蔵 

総
合
図
書
館
所
蔵
古
典
籍
﹂https://iiif.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/repo/s/koten/

page/hom
e 

を
閲
覧
︶。
註
2
前
掲
白
石
氏
論
考
に
翻
刻
が
掲
載
さ
れ
、
本
稿
で
も
そ
れ

に
拠
っ
た
。

27 　

以
上
、
因
斎
に
つ
い
て
は
、
加
藤
定
彦
・
外
村
展
子
編
﹃
関
東
俳
諧
叢
書
﹄
第
三
十

二
巻
︵
関
東
俳
諧
叢
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
九
年
︶
二
五
・
三
八
頁
。

28 　

註
17
前
掲
書
、
特
に
三
七
~
四
五
頁
参
照
。

29 　
﹃
日
本
古
典
文
学
大
辞
典　

第
二
巻
﹄︵
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
︶﹁
紀
上
太
郎
﹂。

30 　

以
上
の
鄰
松
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
註
16
前
掲
﹁
曾
我
蕭
白
と
英
一
蝶
﹂
で
触
れ
た

の
で
、
参
考
文
献
と
も
参
照
さ
れ
た
い
。

31 　

安
永
拓
世
﹁
与
謝
蕪
村
筆
﹁
十
宜
図
﹂︵
川
端
康
成
記
念
会
蔵
︶
の
史
的
位
置
﹂︵﹃
美

術
研
究
﹄
四
三
四
号
、
二
〇
二
一
年
︶。

32 　

サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
・
Ｍ
Ｉ
Ｈ
Ｏ 

Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
編
﹃
若
冲
と
蕪
村
﹄︵
読
売
新
聞

社
、
二
〇
一
五
年
︶
の
池
田
芙
美
氏
に
よ
る
﹁
23　

田
楽
茶
屋
図
屏
風
﹂
解
説
。
同
解

説
で
参
照
の
可
能
性
が
言
及
さ
れ
る
他
の
図
様
に
つ
い
て
は
、
私
見
で
は
そ
こ
ま
で
の

類
似
性
を
認
め
難
い
。

33 　

Ｍ
Ｉ
Ｈ
Ｏ 

Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
編
﹃
与
謝
蕪
村
︱
翔
け
め
ぐ
る
創
意
︱
﹄︵
Ｍ
Ｉ
Ｈ
Ｏ 

Ｍ

Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
、
二
〇
〇
八
年
︶
の
安
永
拓
世
氏
に
よ
る
﹁
27　

田
楽
茶
屋
図
屏
風
﹂
解

説
。

34 　

東
方
書
院
編
﹃
浮
世
絵
大
成
﹄
第
三
巻
︵
東
方
書
院
、
一
九
三
一
年
︶。

35 　

日
本
画
粋
社
編
﹃
日
本
木
版
画
粋
﹄
一
︵
日
本
画
粋
社
、
一
九
二
六
年
︶。

36 　
﹃
蕪
村
全
集　

第
六
巻　

絵
画
・
遺
墨
﹄︵
講
談
社
、
一
九
九
八
年
︶
俳
画
作
品
五
二
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~
五
六
。

37 　

池
田
芙
美
﹁
蔦
重
と
﹁
一
蝶
・
其
角
リ
バ
イ
バ
ル
﹂
︱
︱
京
伝
・
南
畝
・
歌
麿
﹂
サ

ン
ト
リ
ー
美
術
館
編
﹃
歌
麿
・
写
楽
の
仕
掛
け
人　

そ
の
名
は
蔦
屋
重
三
郎
﹄︵
サ
ン

ト
リ
ー
美
術
館
、
二
〇
一
〇
年
︶
所
収
。

〔
挿
図
出
典
〕

図
1　

佐
々
木
英
理
子
編
﹃
一
蝶
リ
タ
ー
ン
ズ
﹄︵
板
橋
区
立
美
術
館
、
二
〇
〇
九
年
︶

図
2　

朝
日
新
聞
社
編
﹃
蕪
村　

そ
の
二
つ
の
旅
﹄︵
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
一
年
︶

図
3　

註
34
前
掲
書

図
4　

註
33
前
掲
書

〔
附
記
〕

　

本
研
究
はJSPS

科
研
費JP18K

00190

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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図１　英一蝶　七福神図　個人蔵

図２　与謝蕪村　田楽茶屋図屏風　個人蔵

図４　与謝蕪村　盆踊り図　文化庁保管

図３　英一蝶　盆踊り図　（『浮世絵大成』第三巻掲載）


