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万
憾
美
術
錮
は
な
か
な
か
評
判
で
あ
る
。
万
国
博
へ
ゆ
く
の
だ
っ
た
ら
美
術

誼
だ
け
は
見
落
さ
ぬ
よ
う
に
と
皆
ん
な
に
奨
め
て
い
る
、
と
い
う
万
国
博
芙
術

館
化
讚
者
の
声
を
よ
く
開
く
。
お
世
辞
で
は
な
い
よ
う
で
、
こ
の
美
術
饂
の
髯

係
者
の
一
人
で
あ
る
私
の
口
か
ら
い
う
の
も
些
か
気
が
ひ
け
忘
こ
と
だ
が
、
障

か
に
見
事
な
展
観
で
あ
る
。

私
自
身
美
術
晨
不
委
員
会
の
委
員
と
し
て
二
年
ほ
ど
罰
か
ら
万
匿
樽
美
術
館

に
関
係
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
出
来
栄
え
に
な
る
と
は
予
想
し
て
い
な
か

っ
た
。
展
観
の
ア
イ
デ
ア
や
構
成
は
充
分
忙
絵
討
さ
れ
て
、
案
そ
の
も
の
は
か

な
り
充
実
し
た
も
の
て
あ
っ
た
が
、
臨
時
美
術
錮
の
悲
し
さ
、
す
べ
て
借
り
も

の
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
閲
係
か
ら
、
構
想
通
り
ゆ
か
ぬ
懸
念
が
多
分
に
あ
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
こ
と
に
淀
外
か
ら
の
出
品
物
が
こ
ち
ら
の
希
望
通
り
か
、
そ
九

に
近
い
も
の
で
な
く
て
は
効
果
が
半
減
す
る
と
い
う
展
示
の
構
想
で
あ
る
と
こ

ろ
か
ら
、
質
的
に
か
な
り
の
高
さ
の
も
の
を
求
め
る
こ
と
の
苦
労
が
あ
っ
た
の

だ
が
、
そ
の
点
賭
外
国
罠
係
者
の
理
僻
と
協
力
に
よ
っ
て
所
期
の
意
筐
の
ほ
ぼ

近
く
ま
で
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
大
成
功
と
い
わ
ね
は
な
る
ま
い
。
出
品

国
数
四

0
糸
、
出
品
点
数
七
―
―

1
0余
、
そ
九
ら
を
出
品
し
た
博
物
館
、
美
術
組

の
館
数
七

0
余
と
い
う
数
字
は
、
こ
れ
ま
で
の
万
国
間
の
美
術
展
示
で
は
み
ら

れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

万
匡
博
で
美
術
戻
示
が
義
碕
つ
け
ら
れ
た
の
は
一
九
五
八
年
の
ブ
リ
ュ
セ
ル

方
国
博
以
来
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
折
は
「
近
代
美
術
の
五
十
年
」
と
い
う
テ
ー

マ
で
作
品
か
近
代
美
術
に
限
ら
れ
た
せ
い
か
、
二
九
か
国
が
参
加
、
三
四
六
点

と
い
う
比
餃
的
多
く
の
作
品
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。

美
術
に
よ
る
相
互
の
理
解
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次
の
一
九
六
七
年
の
モ
〗
’
)
ト
リ
オ
ー
少
万
国
肯
で
は
、
「
人
間
と
そ
の
枇
昇
一

と
い
う
テ
ー
一
ら
＼
鯰
画
と
彫
測
が
一
八
か
国
か
ら
一
八
八
点
集
め
ら
れ
た
。

そ
九
ら
に
比
べ
る
と
今
回
の
分
は
大
き
く
上
恵
る
も
の
で
、
展
観
の
規
棋
も
ず

っ
と
大
ぎ
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

誓
旱
の
点
だ
け
で
な
く
、
出
品
口
の
上
で
注
目
さ
仇
る
の
は
、
東
洋
の
国
＇
ペ

が
万
国
栂
美
術
辰
示
に
初
参
加
し
た
こ
と
で
あ
る
。
プ
リ
ュ
セ
ル
万
国
博
の
羨

術
展
示
で
は
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
か
ら
の
参
加
は
日
本
と
ア
ラ
ブ
連
合
だ
け
、

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
万
国
博
で
は
日
本
e
,
4

〉
：
ド
と
ア
ラ
ブ
連
合
で
、
い
ず
れ
も

ョ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
今
回
は
韓
国
。
ク
イ
。
カ
ン
ボ
ジ
ア

0

ビ
ル
マ
。
パ
キ
r
：
タ
ン

0

ア
フ
ガ
．
―
-
ス
タ
ジ
：
イ
ラ
ン
。
イ
ラ
ク
;
ル

n

・エ

チ
オ
ピ
ア
。
ア
ル
ジ
ェ
・
五
ー
ナ
の
ロ
一
か
国
が
新
た
に
顔
を
出
し
て
い
る
。

ア
ジ
ア
で
は
は
じ
め
て
の
万
国
徳
と
い
う
こ
と
で
い
ま
あ
げ
た
国
々
が
進
ん
で

参
加
し
た
も
の
と
思
加
誓
五
る
が
、
そ
れ
が
た
だ
の
お
付
ぎ
合
い
臨
度
の
も
の

で
な
い
こ
と
は
袖
に
も
触
れ
た
よ
う
に
出
品
作
品
の
質
の
高
さ
が
そ
れ
を
証
明

す
る
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
今
回
の
美
術
展
示
の
テ
ー
マ
は
「
瓢
和
の
発
見
」
で
あ
る
。
こ
れ
は

今
回
の
一
カ
国
博
の
主
テ
ー
マ
で
あ
る
「
人
戸
の
進
歩
と
調
和
」
に
よ
る
も
の

で
、
前
回
の
モ

i

：
ト
リ
オ
1
1

ル
，
憐
が
「
人
と
そ
の
世
界
」
の
テ
ー
一
こ
に
即
し
て

美
術
展
示
も
同
名
の
タ
イ
ト
ル
と
し
「
＼
と
労
働
」
「
人
と
愛
」
「
人
と
遊
び
」

「
人
と
自
然
」
と
い
っ
た
内
容
記
し
て
い
る
の
と
同
じ
行
き
方
で
あ
る

e

た

だ
、
今
回
の
方
が
よ
り
万
国
澪
ら
し
い
美
術
展
示
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
そ
九
は
美
術
の
誕
生
か
ら
現
代
に
至
る
展
悶
を
、
批
界
的
な
褪
野
で

捉
え
、
そ
料
ぞ
仇
の
国
の
芙
術
炉
廻
解
さ
虹
る
よ
う
に
企
両
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
r

さ
ら
に
サ
プ

Q

テ
ー
マ
の
「
よ
り
翌
い
相
互
の
理
解
を
」
と
も
結
び
つ
く

て
の

と
で
は
衣
い
。
普
通
の
美
術
鋲
や
博
物
誼
で
は
企
画

や
予
算
の
面
か
ら
む
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
り
、
万
国
博
の
よ
う
攻
議
会
に
は
じ

め
て
実
現
可
詭
に
な
る
実
験
的
美
術
誼
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

東
と
酉
と
の
美
術
の
対
比
で
は
た
と
え
ば
山
水
圃
と
凰
景
国
が
あ
る
。
去
場

の
「
自
由
へ
の
歩
み
」
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
列
ぶ
十
六
批
紀
後
期
の
フ
ラ
ン
ド
ル

風
景
繭
家
フ
ァ
}
.
。
フ
ァ
ン
ゲ
ン
ボ
戸
グ
葦
八
フ
イ
村
の
閂
望
＞
の
風
景
面
と

同
じ
階
の
中
国
清
時
代
、
十
七
世
紀
末
の
石
嵩
革
八
貨
山
図
巻
＞
、
十
九
直
記

初
め
の
日
本
の
固
家
涌
上
王
崖
の
八
山
雨
染
衣
図
＞
の
山
水
画
と
を
比
へ
て
み

よ
う
。
美
術
館
の
解
説
に
よ
る
と
フ
>
4

は
フ
ラ
ン
ド
ル
の
リ
エ
ー
ジ
ュ
地
方
、

マ
ー
ー
ス
河
に
の
ぞ
み
、
背
後
に
は
ア
少
プ
ス
の
山
鷲
が
の
び
て
い
る
と
い
う
土

地
。
フ
ァ
ケ
ン
ボ
ル
グ
は
こ
こ
で
凰
豪
画
の
精
密
な
煽
察
を
行
な
っ
た
。
彼
の

風
景
固
は
、
し
か
し
単
な
る
風
景
両
で
は
な
く
、
構
想
さ
九
た
担
界
で
あ
り
、

も
っ
と
も
現
実
的
で
あ
る
と
同
時
に
も
っ
と
も
空
想
的
な
自
然
を
掴
き
出
し
て

い
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

石
嵩
の
黄
山
図
の
方
は
、
こ
の
清
初
の
天
才
国
家
が
三
十
年
前
に
鶉
し
ん
た

黄
山
（
安
徽
省
欧
県
宜
城
）
を
追
想
し
て
拙
い
た
も
の
で
、
若
ぎ
日
を
過
し
た
思

い
出
の
多
い
山
で
は
あ
る
が
、
こ
九
ま
た
構
想
さ
れ
た
山
水
、
い
わ
ゆ
る
「
胸

中
の
山
水
」
の
表
裏
と
な
っ
て
い
る
。
江
戸
の
文
人
画
家
玉
堂
の
山
雨
染
衣
図

は
彼
が
長
い
間
潤
ん
だ
中
国
節
の
凰
景
を
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
奔
放
な

構
図
や
自
由
衣
翠
茨
で
ま
と
め
ら
れ
た
そ
の
両
面
は
玉
堂
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

存
在
す
る
風
景
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
キ
ャ
ァ
｀
バ
ス
と
瓢
、
最
と
泊
彩
と
い
っ
た
材
料
。

技
誌
の
違
い
の
他
、
対
象
の
捉
え
方
や
描
法
な
ど
に
相
違
が
認
め
ら
れ
る
が
、

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
い
う
の
は
美
術
作
品
が
そ
れ
ぞ
礼
の
国
の
言
莱
を
超
え

た
国
際
語
、
人
類
の
共
透
語
と
し
て
捻
互
い
に
差
解
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
言
葉
の
障
害
な
し
に
さ
ま
ざ
ま
の
国
の
美
術
と
語
り
あ

う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
国
際
語
は
こ
こ
ろ
と
こ
こ
ろ
の
娯
れ
あ
い
に

尊
い
て
く
仇
る
の
で
あ
る
。

万
国
博
美
術
錮
の
展
示
の
基
本
構
想
を
一
口
で
い
う
の
は
む
ず
か
し
い
が
、

い
ま
述
べ
た
よ
う
な
古
代
か
ら
裏
代
に
及
ぶ
美
術
の
流
れ
を
世
界
的
な
視
野
で

捉
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
、
あ
る
い
は
文
化
圏
a

芸
術
圏
に
お
け
る
作
品
を
対
比

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
浮
び
上
ら
せ
る
と
と
も
に
人
類
に

共
遁
す
る
造
形
意
識
の
基
本
的
な
も
の
を
探
る
こ
と
に
あ
る
、
と
一
応
い
え
よ

ぷ
ノ

そ
れ
ぞ
九
の
国
の
美
術
の
対
比
の
揚
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
内
容
に
応

じ
て
の
共
還
の
い
わ
は
土
俵
を
泌
要
と
す
る
が
、
そ
う
し
た
土
俵
に
な
る
の
は

世
界
の
美
術
の
展
開
忙
即
し
て
構
成
さ
れ
た
「
釧
造
の
あ
け
ぼ
の
」
「
東
西
の

交
流
」
「
聖
衣
る
造
形
」
「
自
由
へ
の
歩
み
」
「
硯
伐
の
躍
動
」
の
五
つ
の
セ
ク

シ
ョ
ン
で
あ
る
。
こ
の
一
立
つ
の
土
俵
の
上
に
東
西
と
南
北
に
わ
た
る
国
々
の
美

術
作
品
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
共
通
し
、
瞑
似
し
、
あ
る

い
は
粗
違
し
、
ま
た
互
い
に
影
讐
し
あ
っ
た
様
祖
を
浮
び
あ
が
ら
せ
よ
う
と
す

る

わ

け

で

あ

る

。

．

そ
う
し
た
各
国
の
美
術
の
対
比
も
大
き
く
括
れ
は
「
京
」
と
[
酉
」
と
ぃ
ぅ

こ
と
に
な
ろ
う
。
展
示
構
成
も
大
き
く
は
東
西
美
術
の
対
置
と
い
り
形
を
と
っ

て
い
る
。
東
西
美
術
に
お
け
る
比
較
美
術
史
的
な
試
み
だ
が
こ
う
し
た
試
み
も

小
さ
た
璽
回
の
な
か
に
無
限
の
扶
が
り
を
も
つ
自
然
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
発

想
が
三
点
と
も
に
共
通
ア
る
こ
と
を
見
逃
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
涅
惣
美
を

遥
う
芸
術
的
発
想
に
お
け
る
―
つ
の
基
本
線
で
あ
る
。
そ
の
反
面
、
同
じ
東
洋

の
塁
絵
と
い
っ
て
も
、
石
濤
面
に
お
け
る
あ
る
翌
の
き
び
し
さ
と
玉
堂
国
に
お

け
る
叙
情
味
に
｝
国
家
の
閥
性
と
か
れ
ら
を
生
ん
だ
凰
土
を
想
わ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
。こ

れ
ら
は
酉
洋
の
凰
景
両
と
頁
洋
の
山
水
面
に
お
け
る
表
現
形
式
の
一
傾
向

を
示
す
に
過
き
な
い
の
だ
か
、
こ
虹
だ
け
の
比
較
に
お
い
て
も
輿
峠
賽
い
問
題

が
汲
菜
れ
る
わ
け
で
、
こ
の
実
験
的
美
術
館
に
お
け
る
作
品
の
見
方
の
深
イ
ン

ト
も
こ
こ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
対
照
的
な
作
品
、
こ
と
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
も
の
が
そ
う
そ
う
理
想
透
り
に
は
揃
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
東
洋

の
作
品
が
網
や
麟
に
招
か
九
て
い
る
た
め
長
斯
の
展
示
に
耐
え
ず
糠
列
替
を
必

要
と
す
る
こ
と
、
会
場
の
網
造
に
測
釣
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
こ
の
展
観
は
常

時
都
合
の
い
い
組
み
合
せ
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
え
ぬ
と
い
う
若
干
の
欠
点
は

あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
実
験
に
よ
っ
て
私
自
身
こ
れ
ま
で
に
な
い
感
動
を
覚

え
新
し
い
認
識
を
え
た
こ
と
報
告
せ
ね
ば
危
る
ま
い
。

東
西
の
対
比
の
な
か
で
美
術
作
品
を
み
る
と
い
う
大
き
な
希
イ
シ
ト
か
ら
さ

ら
に
突
込
ん
だ
見
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
あ
ま
り
に
も
作
品
が
多
敗
に
一
旦

っ
て
い
る
た
め
私
自
身
戸
惑
う
状
態
に
あ
る
の
で
以
下
展
示
の
セ
ク
ジ
ョ
ン
別

に
代
表
的
な
作
品
を
あ
げ
な
が
ら
間
題
点
を
記
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

創
造
の
あ
け
ぼ
の

万
国
襲
弐
術
饂
に
は
い
り
、
ニ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
で
一
気
記
上
る

示
が
は
じ
ま
る
。
そ
の
是
初
の
セ
ク
シ
ョ
ン
「
創
造
の
あ
け
ぼ
の
」
で
は
メ
ソ

実
験
的
美
術
誼
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ぃ
~
且
誓
リ
ジ
ャ
の
ア
レ
，
コ
ィ
ッ
ク
詞
璽
聾
冒
半
の
大
翌
言
八
ア

ク

門

が

リ

一

《

八

ア

戸

カ

デ

ィ

ウ

一

｛

の

頸

庸
製
品
で
あ
る
。
取
者
の
誨
偉
な
顔
立
ち
、
大
き
な
折
り
襟
の
畏
い
コ
ー
ト
を

荒
て
畏
靴
を
は
く
、
と
い
う
ス
タ
イ
ル
な
ど
は
胡
人
、
す
な
わ
ち
。
ヘ
ル
シ
ア
人
で

あ
る
こ
と
を
切
匹
る
。
ま
た
商
人
の
高
い
鼻
r

譲
い
ひ
げ
の
顔
貌
も
四
者
と
同

じ
で
あ
る

3

美
術
史
的
に
み
た
樗
合
百
方
の
修
謳
章
を
張
く
＼
人
に
匝
り
か
け
て
く
る
の
は
五

ン
ダ
ー
ラ
の
厄
仰
で
あ
ろ
う
。
ガ
｝
：
グ
ー
ラ
は
紀
元
前
四
世
紀
に
ギ
リ
ジ
ャ
の

ア
レ
キ
サ
ン
グ
ー
大
王
の
京
征
を
う
け
た
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
の
綬
侵
入
し
た
大

月
氏
娯
に
よ
っ
て
二
世
記
初
め
ご
ろ
辛
＇
リ
シ
ア
。
ロ
ー
マ
彫
刻
の
影
醇
を
う
け

た
仏
・
菩
誓
像
が
つ
く
＼
ら
れ
た
。
京
洋
の
地
に
お
け
る
西
欧
的
穴
香
り
高
い
仏

倫
の
誕
生
で
あ
る
。
パ
リ
・
ギ
メ
美
術
饂
出
品
の
八
菩
爵
仰
＞
を
み
て
も
そ
の

顔
立
は
き
わ
め
て
自
然
で
、
人
間
的
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
る
ロ
ー
マ

の
男
神
像
を
モ
デ
JV

に
し
た
せ
い
で
あ
ろ
う
。

工
芸
品
の
意
匠
に
も
西
方
が
色
欧
く
染
め
ら
れ
て
い
る
。
東
京
国
立
隠
物
餌

の
七
世
紀
鬼
烏
様
式
の
金
銅
製
八
天
人
透
し
彫
り
の
幅
＞
の
肩
戴
に
は
半
パ
ル

メ
ッ
ト
｝
連
続
附
草
文
、
旦
に
い
う
忍
冬
膨
草
文
が
透
し
で
つ
け
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
の
文
穏
を
謡
っ
て
尋
ね
る
と
述
＜
―
-
ジ
プ
ト
ま
で
及
ぶ
。
す
な
わ
ち

ロ
ー
タ
一
二
の
側
面
を
文
旋
化
し
た
、
い
わ
ゆ
る
パ
ル
メ
ソ
ト
の
植
物
文
様
が
生

ま
れ
た
の
は
＝
ジ
プ
ト
だ
が
、
流
勘
感
に
と
む
遮
続
胴
草
文
様
と
し
て
完
成
さ

れ
た
の
は
ギ
リ
ジ
ア
。
こ
の
流
れ
は
ペ
ル
シ
ア
を
経
て
イ
ン
ド
に
は
い
り
、
仏

敦
美
術
の
東
伝
と
と
も
に
西
域
か
ら
中
国
。
朝
鮮
を
逝
っ
て
日
本
に
渡
っ
て
き

た
も
の
で
あ
る
。
金
銅
幡
の
文
線
は
張
烏
か
ら
白
鳳
に
か
け
て
の
景
も
典
型
的

な
装
飾
文
様
で
、
法
降
寺
の
百
済
観
音
の
宝
冠
な
ど
に
つ
け
ら
れ
て
あ
る
が
、

こ
の
幡
で
は
最
も
そ
れ
の
整
っ
た
形
が
み
ら
れ
る
。

正
貪
院
宝
物
の
八
世
紀
の
鉗
の
狩
狐
文
は
ペ
ル
シ
ア
の
そ
れ
が
伝
来
し
た
も

沢
タ
ミ
ア
、
エ
ジ
。
フ
ト
、

'
4
f
,
，
グ
ス
河
流
域
、
黄
河
流
域
に
誕
生
し
た
世
界
最

古
の
都
喜
自
の
追
物
な
い
し
は
そ
仇
の
系
統
の
も
の
、
そ
れ
ら
よ
り
は
る
か

に
年
代
的
に
謬
く
九
て
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
発
達
し
た
古
代
聾
m
文
明
の
一
つ
で

あ
る
メ
キ
シ
コ
の
マ
ャ
文
団
の
造
物
、
ギ
リ
ジ
ャ
の
彫
詞
日
本
の
纏
文
土
器

か
ら
埴
輪
、
さ
ら
に
メ
ラ
ネ
シ
ア
の
木
彫
な
ど
実
に
多
種
多
様
で
あ
る
。
時
代

も
イ
ラ
ン
先
史
書
耀
の
紀
元
前
三
九

0
0年
ご
ろ
か
ら
一
一
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・

マ
リ
オ
族
の
手
に
な
る
祖
霊
像
の
近
代
に
至
る
ま
で
大
き
く
開
き
が
あ
る
が
、

の

は

創

造

ぃ

生

徊

力

を

み

迂

る

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

さ
ま
ざ
ま
の
追
物
の
中
で
こ
と
に
興
峠
深
＇
ヽ
＼
誂
め
ら
れ
る
の
は
人
吻
凶
で
あ

る
。
そ
の
最
も
古
い
も
の
で
は
紀
元
前
二
六

0
0年
こ
ろ
の
ジ
ュ
メ
ー
ル
の
隠

閾
八
祈
る
女
の
仰
＞
、
そ
ヘ
ッ
ジ
ョ
。
グ
ロ
出
土
の
イ
ン
ダ
ス
文
明
の
追
加
で

前
二
五

0
0年
ご
ろ
の
八
鳴
賃
＞
、
ニ
ジ
プ
ト
古
王
国
前
二
四

0
0年
ご
ろ

の
八
書
記
の
坐
像
＞
な
ど
前
三
千
年
紀
の
作
が
挙
げ
ら
仇
よ
う
。
八
祈
る
女
の

臀
＞
は
石
灰
号
の
彫
は
で
大
き
く
限
を
見
開
き
、
手
を
幻
鸞
合
せ
て
祈
る
羹

同
じ
く
石
灰
岩
の
八
書
記
の
條
＞
は
あ
ぐ
ら
を
か
き
、
同
膝
の
上
に
パ
ピ
ニ
ル

ス
の
羞
_
畠
]
を
広
げ
て
読
む
羹
こ
の
二
つ
に
比
へ
る
と
帖
上
の
魂
り
を
つ
け
‘

｀
呈
首
節
11ふ
は
ど
を
作
る
八
地
母
神
＞
は
い
か
に
も
索
朴
で
あ
る
，
こ
⑪

土
閲
と
で
は
時
代

蔀
二
者
で
は
す
で

四
階
の
後
部
炉
「
京
西
の
交
流
」
の
セ
ク
ジ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
芙

翌
鸞
辰
饂
の
意
図
は
、
京
西
の
妾
鯰
と
対
立
に
あ
る
わ
け
て
、
そ
九
は
「
創

造
の
あ
け
ぼ
の
」
に
は
し
ま
る
全
部
門
の
間
題
と
な
る
わ
け
だ
が
、
第
二
の
七

ク
シ
ョ
ン
に
「
東
西
の
交
流
」
が
お
か
仇
た
の
は
、
こ
れ
か
ち
の
冒
な
わ
九
る

東
四
美
術
の
対
筐
を
懇
翠
す
る
こ
と
も
兼
ね
て
累
四
の
サ
応
翠
尻
の
経
賂
や
栢

互
の
浸
造
の
姿
を
冽
示
す
る
た
め
で
あ
る
。

東
四
の
交
流
は
古
い
時
佼
か
ら
ほ
と
ん
ど
待
読
内
に
告
斉
ぢ
且
た
ぶ
ぺ
f

3

，て砂

が
大
幅
に
且
つ
蹟
屈
的
に
な
さ
訊
た
の
は
七
・
八
喜
紀
の
前
後
、
中
国
で
は
声
、

日
本
で
は
奈
良
帆
の
前
悛
で
、
こ
の
七
ク
シ
ョ
ン
で
も
主
と
し
て
京
西
交
流
に

よ

っ

て

生

ま

れ

た

墨

国

閻

い

ち

じ

る

し

い

芸

時

の

る

。

そ

の

―
つ
は
京
酉
交
流
の
実
除
を
凰
恰
史
的
に
語
る

の
ハ
ペ
ル
シ
ア
の
隈
者
＞
八
庫
の
三
彩
＞

の
で
あ
る
へ
)
°
ヘ
ル
シ
ア
の
サ
吟
シ
詞
で
は
帝
王
の
詩
猟
が
盛
ん
に
行
注
わ
汎
た

炉
、
そ
且
は
ま
た
銀
皿
の
意
匠
と
な
っ
て
、
今
回
の
展
示
に
出
品
さ
れ
た
四
担

紀
ご
ろ
の
八
狩
狐
文
歳
の
銀
皿
＞
の
よ
う
な
見
喜
太
乍
品
が
述
っ
て
い
る
。
狩

猟
の
光
景
は
ま
た
鈷
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
な
っ
た
が
、
こ
の
サ
サ
ン
釦
は
中
国
に

及
び
，
さ
ら
に
隠
か
ら
わ
が
国
応
伝
来
し
た
こ
と
は
正
言
院
宝
靡
中
の
奈
良
時

代
の
八
狩
狐
文
穂
の
錦
＞
に
み
ら
れ
る
遥
り
で
、
こ

0
錦
で
は
的
萄
尉
草
の
論

の
中
に
獣
を
射
る
騎
馬
人
物
の
図
が
ジ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

御
物
の
胴
時
代
七
批
紀
の
八
寄
木
の
手
希
＞
の
意
匠
も
西
方
文
怒
の
影
馨
が

い
ち
じ
る
し
い
。
こ
れ
は
色
の
違
っ
た
牙
角
、
木
竹
な
ど
の
罰
片
を
綺
み
合
わ

せ
木
地
に
恨
め
込
ん
で
さ
ま
ざ
ま
の
文
様
を
あ
ら
わ
す
木
直
の
手
法
で
装
鮨
す

る
が
、
文
椋
中
の
畜
手
の
姿
は
ト
ワ
炉
フ
ァ
ン
附
近
な
ど
酉
域
出
品
の
翠
国
に

見
い
だ
さ
汎
る
も
の
で
あ
り
r

i

悪
珠
曰
文
応
サ
サ
ン
文
歳
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ

る
。
意
匠
の
み
で
な
く
、
木
国
の
技
法
も
臼
か
ら
の
も
の
で
、
こ
訊
の
起
源
は

ニ
ジ
プ
ト
王
応
に
あ
り
、
そ
汎
が
京
の
方
に
伝
わ
っ
て
サ
サ
ン
間
の
こ
ろ
盛
ん

に
な
り
、
さ
ら
に
麿
か
ら
わ
が
国
に
も
は
い
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
「
東
雌

の
交
流
」
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
ひ
と
際
目
立
つ
の
は
宜
し
六
世
紀
古
新
羅
時
代
の

八
瑚
宝
塚
の
金
冠
＞
だ
が
、
こ
の
宝
飾
冠
の
形
式
、
金
工
の
技
術
も
遠
く
四
方

の
匡
か
ら
渡
っ
て
き
た
も
の
ら
し
い
。

聖
な
る
造
形

四
階
か
ら
三
階
に
下
る
と
「
聖
な
る
造
形
」
の
セ
ク
シ

I

＝
ン
と
な
っ
て
、
こ

こ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
敦
、
イ
ス
ラ
ム
敦
、
ヒ
ン
ズ
ウ
敬
な
ど
の
た
く
さ
ん

の
宗
敦
関
係
の
名
作
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
最
初
の
と
こ
ろ
の
ロ
シ
ア
や
プ
リ

刃
リ
ア
の
イ

n
ン
と
日
本
の
曼
荼
謡
、
十
二
天
像
な
ど
の
仏
固
と
の
対
置
が
な

東
西
の
交
流

部
＞
に
至
る
と
生
命
の
設
凱
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る

゜

で
あ
る

意
匠
の
対
比
も
冥
味
深
い
。
中
国
殷
代
、
前
―
一
世
紀
の
八
乳
虎
両
＞
な
ど

ソ
先
史
時
代
前
一

0
0
0ー
八

0
x
o

と
う
て
つ

の
青
銅
器
に
み
る
鰐
異
立
翌
翌
文
と
f
ラ

年
ご
ろ
と
さ
九
る
八
金
杯
＞
の
か
注
り
自
然
主
費
的
な
一
負
試
文
と
で
は
ほ
ぼ

時
代
を
同
じ
く
し
な
炉
ら
空
想
的
意
匠
の
追
求
に
大
き
な
莞
き
が
汲
主
九
る
。

同
じ
イ
ラ
ジ
の
さ
ら
応
時
代
の
遡
る
前
三
五

0
0年
ご
ろ
の
八
幾
何
文
様
の

土
罪
＞
で
は
速
続
の
孤
羞
と
恒
艇
の
格
子
文
か
ら
な
る
簡
澤
な
意
匠
は
見
事
で

あ
る
。
こ
の
迫
力
忙
満
ち
た
批
象
の
形
式
も
日
本
の
弥
生
時
代
に
翁
け

で
は
織
網
な
も
の
に
な
（
て
し
ま
う
。

る
の
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こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
は
三
階
の
一
部
に
は
じ
ま
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
二
階
に
収

ま
る
。
こ
こ
で
は
日
本
の
近
批
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
近
代
の
美
術
が
中
心
に
列

べ
ら
れ
る
か
、
東
洋
の
楊
合
の
先
駆
は
中
国
は
宋
代
、
日
本
は
鐙
貪
時
代
を
比

癸
点
と
し
て
い
る
。
酉
欧
近
代
美
術
の
特
徴
は
、
人
間
性
が
解
放
さ
れ
、
人
間

自
身
と
自
然
に
注
目
し
た
点
に
あ
る
が
、
そ
う
し
た
特
徴
が
西
欧
に
お
け
る
風

景
面
や
静
物
両
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
と
対
比
さ
れ
る
東
洋
の

山
水
団
や
花
鳥
面
の
揚
合
ど
の
よ
う
は
姿
を
み
せ
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
の

が
こ
の
セ
ク
ジ
ョ
ン
の
一
つ
の
見
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

三
階
の
一
部
の
展
示
は
ポ
ル
ト
斎
J
v
o

ス
ペ
イ
ン
を
主
と
す
る
東
西
の
交
流

を
物
記
る
い
わ
ゆ
る
酉
蛮
美
術
か
認
か
れ
て
い
る
。
西
欧
の
油
蓋
を
真
似
て
洋

人
の
奏
烹
野
遊
の
図
を
描
い
た
八
西
洋
遊
楽
図
＞
と
一
緒
に
あ
る
八
南
蛮
犀

風
＞
は
リ
ス
翠
ツ
国
立
古
代
美
術
錮
の
出
品
に
な
る
も
の
た
が
、
外
匡
の
港
と

日
本
の
浩
を
各
半
双
に
菰
く
構
図
が
や
や
特
殊
で
あ
る

e

こ
の
同
じ
美
術
餌
か

自
由
へ
の
歩
み

つ
楊
面
で
、
カ
ス
タ
ー
ニ

P
I

齋
烈
な
造
形
精
神
を
最
も
よ
く
示
す
と
解
説
に
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
フ
レ
ス

n
画
は
1

九
六

1
,

、
年
十

1

月
の
フ
'4
レ
ン
ツ
ェ
を
製
っ
た
大
洪
水
で
披
損
を
う

け
、
翌
年
控
か
ら
は
ず
し
た
折
、
絵
の
下
の
羞
か
ら
下
絵
の
シ
ノ
ピ
ア
が
で
て

き
て
お
り
、
今
回
は
そ
の
下
絵
と
一
縞
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
そ
れ
ぞ
れ
暴
な
っ
た
徊
仰
か
ら
生
ま
汎
た
美
術
だ

が
、
静
か
に
か
、
俣
し
く
か
、
涜
し
く
か
そ
の
捉
え
方
は
違
っ
て
も
ひ
と
の
心

を
蛍
＜
惹
く
の
は
作
品
の
背
後
に
あ
る
熱
烈
な
宗
教
的
信
仰
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

イ
n
ジ
は
一
種
の
礼
拝
像
で
、
そ
フ

に
か
熱
っ
ぽ
い
雰
囲
気
を
扱
き
た
て
る
。

コ
ツ
の
芸
術
を
入
仇
て
ビ
ザ
ジ
テ

‘4

プ
人
た
ち
が
キ
リ
ス
，
r
教
化
こ
と
も
に
イ

で
あ
る
。
置
示
さ
仇
た
イ
n

シ
中
の
一
五

ン
芸
術
以
上
に
発
展
せ
し
め
た
も
の

世
紀
の
八
や
さ
し
み
の
聖
母
＞
は
ビ
ザ
シ
テ
ィ
ッ
喜
の
聖
母
像
の
類
翠
の
一
っ

八
工
＞
ウ
ジ
ア
の
聖
母
＞
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
と
向
い
あ
う
の
は

全
く
趣
を
晏
に
す
る
京
都
、
敦
王
言
喜
八
両
羹
言
＞
で
、
こ
の
方
は

、
う
の
で
イ
コ
シ
よ
り
は
時
代
が
遡
る
。

平
安
初
期
十
世
紀
の
こ
ろ
と
＞

曼
荼
羅
は
仏
疇
薩
の
集
合
仰
を
描
い
た
も
の
で
そ
の
糧
類
も
多
い
が
、
そ

誓
か
統
合
さ
れ
て
＾
気
剛
界
。
胎
蔵
界
と
い
う
左
右
均
翌
の
と
仇
た
も
の
に
な

っ
た
の
が
両
界
曼
荼
羅
て
あ
る
。
こ
の
両
界
曼
荼
艇
は
奥
羨
い
敦
碑
を
具
え
る

が
、
そ
の
形
式
は
行
者
が
倍
り
に
専
か
れ
る
た
め
の
書
化
さ
九
た
見
取
図
と

。
密
敦
の
絵
画
の
う
ち
の
中
心
的
な
存
在
と
考
え

す
る
説
明
が
明
快
で
あ
ろ
う

ら
れ
る
曼
荼
羅
の
う
ち
で
、
警
喜
荼
羅
の
最
も
古
い
遺
品
と
な
る
の
が
塁
王

言
喜
伝
来
し
た
も
の
だ
か
、
保
存
が
よ
，
＼
鮮
や
か
に
色
彩
を
と
ど
塁
ぃ

る
。
両
界
曼
荼
羅
に
続
い
て
同
じ
く
教
王
襲
国
寺
の
十
二
世
紀
の
十
二
天
侶
中

の
一
醤
が
列
ぶ
。
十
二
天
旦
巌
の
襲
涙
神
て
員
喜
―
―
ぐ
帝
釈
天
。
火
天

犀
魔
天
。
霊
冒
°
羹
・
風
天
・
毘
沙
巨
ス
・
甍
天
。
地
天
・
日
言
月

天
と
あ
る
が
、
教
王
瞑
国
寺
の
分
は
侵
雅
な
色
瓢
と
笠
っ
た
像
容
を
示
し
て

P

十
二
喜
の
貴
族
の
好
み
を
寝
は
誓
。

9:'と
密
紋
翠
図
喜
―
5

さ
仇
る
区
固
で
＂
へ
ぎ
列
の
世
界
の
も
の
で
あ

り
な
が
ら
、
表
現
の
上
で
不
思
議
な
調
和
を
み
せ
る
の
は
中
国
北
祝
時
代
五
世

星
の
八
菩
薩
交
犀
仰
＞
と
フ
ラ
シ
ス
•
こ
ネ
ス
ク
の
彫
詞
、
十
二
濫
紀
末

の
口
喜
子
＞
て
あ
る

0

万
と
い
う
索
柑
と
そ
の
た
め
に
与
喜
る
表
硯
上
の

菜
蜘
位
に
亡
で
粋
た
い
界
仰
そ
心
も
0
に
つ
拿
誓
ニ

る
よ
う
な
栢
互
の
闘
和
の
仕
方
で
あ
る
。

続
い
て
の
区
国
で
は
仏
像
彫
賃
か
幾
つ
も
安
置
さ
虹
る
。
中
で
注
目
さ
せ
ら

れ
る
の
は
百
済
／
ハ
ヽ
（
七
祗
紀
の
八
肱
勒
翌
璽
珈
像
＞
て
あ
る
。
こ
の
種
の

ぐ
、
そ
礼
だ
け
に
こ
の
偉
は
ま
た
京

金
銅
仏
と
し
て
は
か
な
り
大
ふ
り
の
も
の
'

都
。
広
貶
寺
の
八
弥
軌
菩
薩
＞
と
の
相
似
が
吟
諏
く
感
じ
ら
れ
る
の
だ
が
、
よ
く

み
る
と
か
な
り
違
い
が
見
出
さ
九
る
。
そ
れ
は
解
説
に
も
あ
る
よ
う
に
、
金
銅

で
、
な
べ
民
族
と
凰
土
の
違
い
か

と
木
造
の
討
質
の
違
い
か
ら
く
る
も
の
だ
け
)

ら
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
室
て
の
圧
巻
は
奈
良
，
薬
師
寺
の
白
鳳
時
代
七
憔
紀
末
の
八
聖
慰
音
＞

で
あ
ろ
う

C

等
身
像
の
選
品
と
し
て
は
わ
が
国
随
一
の
靡
尻
作
と
さ
且
る
こ
の
羹

ソ
ド
の
八
タ
ラ
神
＞
、
ネ
パ
ー
ル
の
八
阿
閃
加

は
余
り
に
も
有
名
だ
が
、
イ

来
＞
、
タ
イ
の
八
加
来
立
像
＞
、
カ
シ
ボ
ジ
ア
の
八
蔀
勒
菩
薩
＞
な
ど
異
国
で

造
顕
さ
九
た
仏
香
薩
が
立
ち
列
ぶ
な
か
で
拝
す
る
こ
と
て
新
し

゜
＜
 

ら
訊
て
い
る

キ
リ
ス

ご
二
の
固
家
シ

が
、
そ
の
時
代
の
上
る
も
の
と
し
て
は
イ
タ
リ
ア
中
部

モ
ー
ネ
・
一
、
ル
テ
ィ
ーI

―
一
の
一
＝
三

0
年
ご
ろ
の
作
八
翠
女
，
R
グ
リ
ー
ナ
＞
、

十
四
拉
紀
前
半
に
フ
ィ
レ
ジ
ッ
ェ
で
活
蹟
し
た
面
家
ベ
ル
ナ
ル
ド
こ
タ
ッ
デ
イ

の
八
聖
母
と
幼
児
キ
I
J
'
r
ぐ
r
>
が
あ
け
ら
汎
る
。
聖
女
カ
タ
リ
ー
ナ
は
伝
説
に

よ
る
ど
博
学
の
処
女
で
あ
っ
た
が

f

一
八
歳
の
と
き
享
誌
戸
な
が
れ
て
的
敦

t
、
若
い
女
性
や
警
有
の
守
寝
聖
者
と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
い

死
を
遂
げ
た
と
さ
3
4

る
。
十
喜
紀
の
ア
シ
ド
レ
テ
ロ
デ
ル
，

e

｀
っ
三
タ
ー
ニ
ョ
に
よ
る
八
一
―

体
と
聖
ヒ
―
―

1
1

I

―
ス
ム
＞
も
見
逃
-
d

こ
と
の
で
き
ぬ
作
品
で
あ
る

C

神
、
聖
霊
、
キ
リ
-
ぐ
卜
の
聖
三
位
一

さ

、

丼
b

ヒ
＝
ロ
ニ
ム
ス
，
刀
信

ら

出

品

さ

汎

た

十

七

世

紀

の

八

糎

疇

用

書

見

台

＞

手

に

な

る
も
の
で
は
じ
め
か
ら
輪
出
を
予
想
さ
れ
て
製
作
さ
謬
た
も
の
で
あ
る
と
こ
る

が
お
も
し
ろ
い
。

二
陪
に
捻
け
る
陳
列
は
最
初
に
京
都
。
豪
光
院
の
狩
野
永
徳
の
八
花
烏
図
屏

鳳
＞
、
京
都
国
立
栂
物
誼
の
俵
屋
宗
迄
筆
八
運
池
亭
露
区
＞
な
ど
の
記
鳥
瓦
が

あ
る
が
、
こ
れ
は
隙
刻
の
都
合
か
ら
で
、
本
来
な
ら
ば
次
の
区
画
に
あ
る
宦
宋

十
三
世
記
初
め
の
伝
馬
麟
筆
八
梅
花
小
禽
＞
な
ど
の
中
国
の
花
鳥
団
が
最
初
に

お
か
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
宋
の
紐
固
は
、
麿
代
の
人
物
固
に
か

わ
っ
て
山
水
匝
と
花
鳥
両
が
主
題
の
上
に
大
き
な
比
重
を
占
め
る
こ
と
に
江
る

が
、
そ
の
発
展
に
は
二
つ
の
方
向
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
眉
以
来
の
洗
練
さ
れ
た

線
描
に
さ
さ
え
ら
れ
た
精
綴
な
写
実
主
鶉
と
も
う
―
つ
は
固
家
自
身
の
こ
こ
る

の
中
に
映
る
も
の
を
直
接
墨
の
濃
淡
に
托
す
瑳
想
主
義
で
、
こ
の
両
者
の
祖
剋

と
融
和
に
よ
っ
て
宋
代
紬
画
は
芸
術
性
を
高
め
て
行
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
う

ち
の
前
者
の
傾
向
は
た
い
た
い
宮
廷
の
画
院
の
国
家
に
、
後
者
は
士
太
琴
僧

侶
た
ち
の
絵
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
伝
馬
麟
筆
の
八
梅
花
小
禽
図
＞
も
前
者
の

方
の
傾
回
に
属
す
る
わ
け
で
あ
る
。

東
洋
の
花
鳥
画
に
対
応
す
る
静
物
画
は
オ
ラ
ン
ダ
・
ベ
イ
エ
レ
ッ
（
の
一
六
五

四
年
作
八
静
物
＞
ぐ
ら
い
で
変
化
の
あ
る
対
比
を
み
る
こ
と
が
で
き
ぬ
の
は
残

念
だ
が
、
こ
の
一
点
は
よ
く
オ
ラ
ン
グ
十
七
批
紀
の
静
物
両
を
代
表
す
る
に
足

る
作
品
で
は
あ
る
。
カ
タ
ロ
グ
の
説
明
に
よ
る
と
、
オ
ラ
ン
グ
の
画
家
が
静
物

両
を
揺
く
と
き
は
、
物
質
的
存
在
の
は
か
な
さ
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
そ
れ

ぞ
れ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
卓
上
に
並
べ
、
そ
こ
に
人
生
の
空
し
さ
や
虚
栄
を
寓
意

す
る
の
が
普
通
と
さ
れ
て
い
る
。

山
水
固
と
風
雲
回
に
つ
い
て
は
は
じ
め
に
も
触
れ
た
が
、
中
国
の
山
水
固
が

--57 -
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最
稜
の
セ
ク
シ
ョ
ン
「
現
代
の
蹟
動
」
の
辰
示
は
一
警
の
全
室
が
宛
て
ら
九

て
い
る
。
こ
こ
で
は
仇
界
の
第
一
緑
に
活
躍
す
る
芙
術
家
の
作
品
を
展
示
し

て
、
環
代
笑
術
の
歩
み
を
示
す
と
同
時
に
、
一
九
七

0
年
の
時
点
に
，
謬
い
て
躍

酌
す
る
世
界
芙
循
の
活
況
を
表
裏
，
＇
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
展
示
が
工
夫
さ
仇
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
タ
ロ
グ
に
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
ピ
カ
ッ
/
、
ル
]
＾

ー
、
カ
ン
デ
ィ
シ
ス
キ
ー
＼
モ
シ
ド
リ
ア
ジ
、
ダ
ll.
、
デ
ュ
シ
ャ
ジ
な
ど
の
第

一
グ
ル
ー
プ
か
ら
ヴ
ォ
JV

ス
、
フ
ォ
ー
ト
リ
エ
、
一
ぐ
ー
ラ
ー
ジ
ュ
、
マ
チ
ュ
ウ
、

カ
禾
グ
ロ
ッ
ジ
な
ど
の
笈
ニ
ゲ
/
少
ー
プ
ヘ
展
聞
し
、
さ
ら
に
進
行
し
つ
つ
あ
る

嘱
伐
と
し
て
、
投
ッ
プ
・
ア
ー
ト
、
ネ
｀
ズ
。
レ
ア
リ
ス
ム
、
環
境
芸
術
な
ど
が

現
代

花
烏
町
と
と
も
に
中
心
と
な
る
宋
代
に
は
、
さ
き
に
述
べ
た
写
実
主
義
を
基
闘

と
す
る
山
水
国
系
統
に
李
間
が
出
現
し
、
さ
ら
に
院
体
山
水
国
の
最
高
綺
た
る

男
逮
、
夏
珪
か
出
た
。
今
口
の
屋
詈
に
も
京
都
・
高
詞
院
の
李
麿
の
八
秋
冬
山

水
図
＞
が
列
ふ
。
一
方
、
賣
源
ら
に
よ
っ
て
唱
え
ら
九
た
山
水
回
に
芦
け
る

理
想
主
撃
も
、
固
院
忙
お
い
て
は
径
継
者
か
な
く
、
在
野
の
帽
侶
た
ち
ー
，
牧
緑

や
玉
潤
な
ど
に
う
け
つ
が
れ
る
が
、
今
回
の
展
鶴
で
も
牧
給
の
八
逮
浦
帰
帆

図
＞
、
玉
潤
の
八
洞
底
秋
月
図
＞
が
予
定
さ
れ
て
い
る

c

肖
條
両
に
捻
い
て
も
東
西
厄
屎
院
深
く
跳
め
る
こ
と
炉
で
き
る
。
中
図
禅
偏

の
肖
墜
国
、
元
牧
の
八
中
蜂
明
本
像
＞
、
日
本
で
最
も
古
い
俗
人
の
肖
像
画
、

鐙
禽
時
代
の
誌
厚
峰
信
箪
八
膝
原
光
詑
像
＞
、
そ
れ
に
ロ
ジ
ュ
・
ヴ
ァ
ン
・
デ

沙
・
ワ
'
、
4

ギ
シ
箪
の
十
九
世
紀
フ
ラ
シ
ド
加
の
統
治
者
で
あ
っ
た
八
フ
イ
リ
ッ

プ
。
加
・
ボ
ン
の
点
靡
年
＞
を
比
べ
る
と
そ
の
表
現
に
は
写
実
と
写
意
の
違
い
は

み
ら
れ
る
も
の
の
に
共
通
す
る
も
の
が
認
め
ら
九
る
の
で
あ
る
。

第
三
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
亨
疇
め
ら
，
謬
て
い
る
。

第
二
次
大
嵐
後
の
位
界
の
美
術
は
、
京
西
の
交
浣
、
接
触
等
が
い
ち
し
る
し

く
｀
一
体
化
の
傾
向
を
辿
り
つ
つ
あ
る
こ
と
に
親
伐
の
特
色
が
汲
ま
九
る
の
だ

が
、
そ
う
し
た
特
色
炉
こ
の
第
五
の
セ
ク
シ
ョ
ン
の
展
示
で
か
な
り
は
？
き
り

と
捉
え
る
こ
と
炉
で
き
る
は
デ
で
あ
る

C

こ
の
小
文
で
は
万
国
博
美
術
館
を
棚
観
し
な
が
ら
鑑
賞
に
際
し
て
の
ポ
イ
ア

ト
を
い
ろ
い
ろ
取
り
上
げ
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
何
分
に
も
批
界
美
術
と
い
う

広
篤
囲
に
及
ぶ
対
象
だ
け
に
皮
粗
な
紹
介
に
止
ま
っ
た
こ
と
を
捻
詫
び
し
た

ぃ
。
ま
た
文
中
に
あ
げ
た
東
洋
の
絵
固
に
つ
い
て
は
三
週
間
ご
と
に
陳
列
替
を

す
る
た
め
現
在
列
ん
で
い
な
い
も
の
の
あ
る
こ
と
を
含
断
り
し
て
認
く
。

な
お
、
万
匡
博
美
術
饂
の
見
学
に
際
し
て
は
、
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
九
た
同

館
発
行
の
カ
タ
ロ
グ
を
后
意
さ
れ
る
こ
と
を
謬
麿
め
し
た
い
。
た
だ
、
こ
れ
の

利
用
涙
も
は
じ
め
か
ら
解
説
に
頓
る
こ
と
な
く
、
ま
ず
自
ら
の
限
で
一
透
り
鑑

賞
し
て
径
、
改
め
て
カ
タ
ロ
グ
に
よ
っ
て
代
表
作
に
つ
い
て
の
知
融
を
え
な
炉

ら
銅
賞
す
る
の
が
良
策
と
忌
わ
れ
る
。
こ
の
小
文
も
カ
タ
ロ
グ
の
解
説
に
負
う

と
こ
ろ
が
少
な
く
へ
な
か
っ
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。（

文
化
庁
文
化
財
鑑
葦
官
）

- 58 --



〔
随
想
〕

一

ー
I

I

I

〔
現
地
ル
ポ
〕

外
国
の
敦
科
書
に
み
る
日
本

日
本
書
年
悔
外
協
力
隊
に
参
加
し
て

（
出
席
者
）

日
本
に
お
け
る
日
下
語
教
育
の
硯
状
編
集
部

国
際
理
解
敦
育
の
実
際

敦
育
協
力
の
実
情

日
本
古
美
術
巡
回
展

前
田
隠
一
・
坪
共
息
二
•
H

。
パ
ッ
シ
シ

天

域

勲

（
司
会
）

国
際
理
解
と
外
国
陪
敦
育

芸
座
談
会
沃

・

次

号

e

目
次

経
済
社
会
の
発
展
と
国
胄
院
カ

一

餃

島

文

男

西
川
杏
太
郎

伊
勢
田
涼
子

唐
沢
富
太
郎

林

伝

一

郎

米
田

本

岡

武

◇
日
本
万
国
博
覧
会
は
い
ま
大
阪
千

呈
丘
陵
に
喜
て
開
催
さ
れ
て
お
り

一
ま
言

一
一
八
五
一
年
ロ
ン
ド
ン
で
最
誓
万

国
博
が
開
恨
さ
れ
、
日
本
が
初
め
て

万
国
博
に
参
加
し
た
の
は
一
八
六
七

年
に
行
な
わ
れ
た
パ
リ
博
で
あ
り
、

明
治
以
来
の
大
き
な
夢
で
あ
っ
た
わ

が
国
で
の
万
国
博
が
こ
こ
に
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
一
カ
国
博
が
日
本
人

に
と
っ
て
国
際
的
な
知
織
を
褐
、
国

際
感
覚
を
餐
う
様
会
と
な
り
海
外
諸

国
に
対
し
て
は
日
本
を
よ
り
よ
く
理

解
さ
せ
る
場
と
な
る
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
「
人
類
の
進
歩
と
詞
和
」
を
テ
ー

一
こ
に
こ
の
万
匡
博
こ
そ
東
西
文
明
の

か
け
濡
と
し
て
全
骨
界
の
期
待
を
集

め
て
お
り
ま
す

3

―
◇
本
号
で
は
日
本
万
国
博
覧
会
を
特

一
集
し
ま
し
た
。
巻
頭
で
は
吉
田
先
生

に
日
本
万
国
博
覧
会
と
そ
の
教
育
的

意
義
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
万
国
博
の
サ

プ
・
テ
ー
，
マ
で
あ
る
「
よ
り
ゆ
た
か

な
生
命
の
充
実
を
」
「
よ
り
み
の
り

の
多
い
自
然
の
判
用
を
」
「
よ
り
好

ま
し
い
、
生
活
の
設
計
を
」
「
よ
り
深

い
租
互
の
理
解
を
」
の
四
つ
の
主
涵

に
つ
い
て
先
生
方
に
狙
蛍
し
て
い
た

だ
き
親
地
で
の
取
村
を
紹
介
し
ま
し

こ。
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