


は
じ
め
に

「
近
代
日
本
彫
刻
考
」
で
は
、
彫
刻
の
つ
く
り
手
が
残
し
た
言
説
を
手
が
か

り
に
し
て
、
日
本
彫
刻
の
黎
明
期
に
制
作
現
場
で
は
何
が
起
こ
っ
て
い
た
の
か

を
検
証
す
る
。
ま
ず
本
論
の
(一
)で
は
、
高
村
光
雲
の
著
作
『
光
雲
懐
古
談
』１

を
読
み
な
が
ら
彫
刻
を
学
ん
で
き
た
私
た
ち
に
何
が
伝
わ
っ
て
、
何
が
伝
わ
ら

な
か
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
。

『
光
雲
懐
古
談
』
に
つ
い
て

明
治
初
期
、
美
術
の
制
度
化
が
進
め
ら
れ
る
な
か
で
、
実
質
的
に
若
い
分
野

で
あ
っ
た
彫
刻
は
輪
郭
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
輪
郭
は
イ
タ

リ
ア
か
ら
輸
入
さ
れ
た
西
洋
彫
刻
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
く
が
、
の
ち
に
日
本

の
木
彫
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
複
雑
に
な
っ
て
い
く
。
近
代
日
本
彫
刻
の
先

駆
者
で
あ
る
高
村
光
雲
で
す
ら
、
新
し
い
彫
刻
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
ら
な
い

と
繰
り
返
し
て
い
た
。
そ
の
状
況
下
で
彫
刻
を
美
術
制
度
の
な
か
で
確
立
す
る

た
め
の
努
力
は
続
け
ら
れ
た
。
し
か
し
和
洋
混
在
と
い
う
複
雑
さ
に
加
え
、
制

作
方
法
も
多
種
多
様
と
い
う
事
も
あ
り
、
彫
刻
の
優
れ
た
語
り
手
は
な
か
な
か

現
れ
な
か
っ
た
。
分
野
の
確
立
が
急
が
れ
た
時
期
に
は
、
つ
く
り
手
が
手
の
志

向
を
言
語
化
す
る
と
い
う
困
難
を
引
き
受
け
た
。
か
れ
ら
は
多
種
多
様
な
造
形

が
重
な
り
合
う
時
代
の
狭
間
で
、
他
の
造
形
分
野
と
の
分
類
を
試
み
、
彫
刻
の

定
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。

そ
の
代
表
格
は
高
村
光
太
郎
で
あ
る
。
詩
人
・
文
筆
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
光
太
郎
で
あ
る
が
、
本
人
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
彫
刻
家
で
あ
る
と
言
い
続
け

た
。
彫
刻
の
純
粋
性
を
守
る
た
め
に
文
学
を
は
け
口
に
し
て
い
た
と
ま
で
告
白

す
る
か
ら
、
そ
の
彫
刻
家
的
資
質
は
相
当
な
も
の
で
あ
る
。２
そ
の
資
質
と
文

才
を
持
っ
た
光
太
郎
は
西
洋
彫
刻
と
い
う
基
準
を
た
ず
さ
え
て
、
彫
刻
の
輪
郭

形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
光
太
郎
と
は
対
照
的
だ
が
、
父
親
の
光

雲
も
ま
た
雄
弁
な
語
り
手
で
あ
っ
た
。
聴
衆
を
前
に
し
た
語
り
は
も
は
や
名
人

芸
で
あ
っ
た
と
い
う
。
一
九
二
九
年
（
昭
和
四
年
）
に
発
行
さ
れ
た
『
光
雲
懐

古
談
』
は
、
そ
の
光
雲
の
自
伝
的
回
顧
録
で
あ
る
。
関
連
す
る
展
覧
会
や
、
作

品
集
の
刊
行
の
た
び
に
必
ず
参
照
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
西
洋
彫
刻
輸
入
以
前

と
以
後
が
わ
か
り
や
す
く
語
ら
れ
て
い
る
こ
の
著
作
に
関
し
て
は
、
先
行
す
る

研
究
も
数
多
い
。
あ
る
時
期
に
ま
と
め
て
語
ら
れ
た
談
話
集
と
い
う
性
格
上
、

取
り
扱
い
が
難
し
い
と
さ
れ
る
が
、
い
ま
で
も
近
代
日
本
彫
刻
史
の
基
本
資
料

で
あ
る
。
七
二
二
頁
か
ら
な
る
こ
の
大
著
は
「
昔
ば
な
し
」
と
「
想
華
篇
」
の
二

部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
前
半
の
「
昔
ば
な
し
」
は
、
七
〇
歳
の
光
雲
が
小
説

家
の
田
村
松
魚
と
息
子
の
光
太
郎
を
相
手
に
語
っ
た
聞
き
書
き
が
も
と
に
な
っ
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て
い
る
。
後
半
の
「
想
華
篇
」
は
講
演
録
や
既
に
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
談
話
が

ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
「
昔
ば
な
し
」
は
、
光
雲
の
言
葉
を
記
録

し
た
い
と
思
っ
て
い
た
光
太
郎
と
、
松
魚
の
思
惑
が
一
致
し
て
ま
と
め
ら
れ

た
。３
出
版
に
際
し
て
タ
イ
ト
ル
を
毛
筆
で
書
い
た
の
は
光
太
郎
で
あ
り
、
装

丁
を
担
当
し
た
の
は
三
男
の
高
村
豊
周
４
で
あ
る
。５

前
半
の
「
昔
ば
な
し
」
は
「
光
雲
翁
昔
ば
な
し
」
と
し
て
、
一
九
二
三
（
大
正

一
二
年
）
に
は
『
中
央
公
論
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。６
同
誌
で
好
評
を
博
し
た

人
気
シ
リ
ー
ズ
の
一
角
を
「
光
雲
翁
昔
ば
な
し
」
が
占
め
て
い
た
。
一
九
二
七

年
（
昭
和
二
年
）
に
出
版
さ
れ
た
『
漫
談
明
治
初
年
』７
に
は
、「
光
雲
翁
昔
ば
な

し
」
の
数
編
や
、
の
ち
に
「
想
華
篇
」
に
登
場
す
る
光
雲
の
話
が
多
数
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
頃
、
光
雲
は
幕
末
を
知
る
人
気
の
語
り
手
と
し
て
多
く
の
誌
面

に
登
場
し
て
お
り
、
満
を
持
し
て
『
光
雲
懐
古
談
』
は
出
版
さ
れ
た
。
初
版
出

版
の
わ
ず
か
二
週
間
後
に
は
第
四
版
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
出
版
の
事
情
が
現

在
と
は
異
な
る
が
、当
時
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。

た
だ
、
瞬
く
間
に
版
を
重
ね
る
ほ
ど
彫
刻
や
仏
像
に
興
味
の
あ
る
読
者
が
多

か
っ
た
と
も
考
え
に
く
い
。
人
気
の
理
由
は
光
雲
の
知
名
度
に
加
え
て
、「
昔

ば
な
し
」
の
内
容
が
極
め
て
痛
快
な
サ
ク
セ
ス
・
ス
ト
ー
リ
ー
に
な
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
後
に
詳
し
く
触
れ
る
が
、
こ
の
本
は
戦
後
に
な
っ
て
主
な
も
の

だ
け
で
も
三
種
類
の
復
刻
版
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
最
新
の
復
刻
版
『
幕
末
維

新
懐
古
談
』８
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
自
伝
的
回
顧
録
の
範
囲
を

超
え
て
、
幕
末
の
歴
史
読
物
と
し
て
広
く
愛
読
さ
れ
て
い
る
。

光
雲
が
体
験
し
た
廃
仏
毀
釈

前
半
の
「
昔
ば
な
し
」
は
近
代
日
本
彫
刻
の
始
ま
り
を
通
観
で
き
る
も
の
と

し
て
編
集
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
な
に
よ
り
江
戸
の
庶
民
文
化
が
随
所
に
瑞
々

し
く
描
写
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
芸
術
に
関
心
の
な
い
読
者
で
も
飽
き
ず
に

読
む
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
田
村
松
魚
が
解
説
に
付
記
し
た
よ

う
に
「
昔
ば
な
し
」
に
は
、
つ
じ
つ
ま
の
合
わ
な
い
箇
所
も
あ
り
、
正
確
さ
を
要

す
る
研
究
で
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
基
本
的
に
は
時
系
列
を
軸
に

編
集
さ
れ
お
り
、
近
代
彫
刻
導
入
と
そ
れ
を
目
の
当
た
り
に
し
た
光
雲
の
心
情

や
時
代
の
変
遷
は
掴
む
こ
と
が
で
き
る
。

「
昔
ば
な
し
」
は
光
雲
の
出
自
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
一
二
歳
の
少
年
が
思

わ
ぬ
こ
と
か
ら
仏
師
・
高
村
東
雲
に
弟
子
入
り
し
、
修
行
の
年
月
を
重
ね
て
い

く
様
子
が
時
代
の
風
景
と
と
も
に
語
ら
れ
る
。
修
行
時
代
の
話
に
は
、
当
時
の

仏
師
が
ど
の
よ
う
な
順
番
で
彫
り
を
練
習
し
、
い
か
に
木
を
扱
う
技
術
を
習
得

し
た
の
か
が
詳
し
く
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
自
体
が
当
時
の
仏
像
制
作
の
貴
重

な
資
料
に
な
っ
て
い
る
。

光
雲
の
修
行
時
代
に
は
神
仏
判
然
令
〔
神
仏
分
離
令
〕（
一
八
六
八
年
）
が
明

治
政
府
に
よ
っ
て
発
令
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
廃
仏
毀
釈
が
全
国

的
に
始
ま
っ
て
い
く
。
長
い
あ
い
だ
続
い
て
い
た
神
仏
混
淆
が
国
家
の
近
代
化

政
策
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
。
日
本
の
神
仏
混
淆
は
神
と
仏
が
同
じ
建
物
に
祀

ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
日
本
の
神
々
は
、

仏
が
人
間
を
含
む
す
べ
て
の
生
き
物
を
救
う
た
め
に
化
身
と
し
て
現
れ
た
と
す

る
、
本
地
垂
迹
の
思
想
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
た
。
ど
ち
ら
か
片
方
を
排
除

す
る
こ
と
な
ど
簡
単
に
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
至
る
所
で
寺
院
や
仏
像

が
破
壊
さ
れ
て
い
く
。「
昔
ば
な
し
」
の
「
神
仏
混
淆
廃
止
改
革
さ
れ
た
は
な

し
」、「
本
所
五
ツ
目
の
羅
漢
寺
の
こ
と
」、「
蠑
螺
堂
百
観
音
の
成
行
」
に
は
、
廃

仏
毀
釈
の
破
壊
行
為
が
直
接
的
に
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
出

来
事
を
「
涙
が
出
る
よ
う
な
こ
と
」
で
あ
っ
た
と
光
雲
が
語
る
よ
う
に
、
廃
仏

毀
釈
の
影
響
下
に
あ
る
時
代
の
悲
哀
を
伝
え
て
い
る
。

当
時
、
東
京
都
江
東
区
大
島
付
近
に
あ
っ
た
羅
漢
寺
（
現
在
は
東
京
都
目
黒

区
下
目
黒
）
に
は
築
百
年
ほ
ど
の
栄
螺
堂
（
三
匝
堂
）
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
各

地
の
仏
師
が
腕
を
競
っ
た
百
観
音
が
納
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
を
自
ら
の
手

本
に
す
る
た
め
に
、
光
雲
は
何
度
も
通
っ
て
い
た
と
語
っ
て
い
る
。
当
時
の
羅

漢
寺
は
安
政
の
大
地
震
と
翌
年
の
高
潮
で
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
て
い
た
。
そ
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の
被
害
と
廃
仏
毀
釈
が
重
な
り
、
栄
螺
堂
の
建
屋
は
壊
し
屋
に
、
百
観
音
は
下

金
屋
に
二
束
三
文
で
売
却
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
下
金
屋
は
表
面
に
使
わ

れ
て
い
る
金
を
溶
か
し
て
地
金
に
す
る
目
的
で
買
い
取
っ
た
。
そ
の
事
情
を
光

雲
が
知
っ
て
、
急
い
で
駆
け
つ
け
観
音
像
が
詰
め
込
ま
れ
た
俵
袋
の
な
か
か
ら

五
、
六
体
の
名
品
を
救
い
出
し
、
後
に
師
匠
が
そ
れ
を
買
い
取
る
。
た
だ
、
そ

れ
以
外
の
救
え
な
い
観
音
像
の
眼
に
は
貴
重
な
水
晶
が
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ

ら
が
灰
に
な
る
の
は
あ
ま
り
に
も
惜
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
光
雲
は
自
ら
槌
を

振
る
い
仏
像
の
眼
球
を
割
り
出
す
の
で
あ
る
。
手
本
と
し
て
き
た
仏
像
を
「
情

け
な
い
気
持
ち
」
に
な
り
な
が
ら
破
壊
し
て
い
く
。
そ
ん
な
仏
像
受
難
の
時
代

に
、
多
く
の
仏
師
が
伝
統
的
な
木
彫
仏
で
は
な
く
、
象
牙
彫
な
ど
に
そ
の
技
術

を
移
し
て
い
く
。
そ
の
う
ち
、
象
牙
で
な
け
れ
ば
彫
刻
に
あ
ら
ず
、
と
い
う
状

況
に
な
っ
て
い
く
。９
こ
の
明
治
初
期
の
廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
時
代
の

隆
盛
か
ら
細
々
と
続
い
て
い
た
江
戸
の
仏
師
の
多
く
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
生
活

が
で
き
な
い
状
況
に
陥
る
の
で
あ
る
。
時
代
を
確
認
し
て
お
く
が
、
こ
れ
は
イ

タ
リ
ア
か
ら
西
洋
彫
刻
や
石
膏
像
が
輸
入
さ
れ
る
直
前
の
出
来
事
で
あ
る
。

彫
刻
の
写
生
と
西
洋
彫
刻
の
輸
入

そ
の
よ
う
な
と
き
に
光
雲
は
年
季
明
け
を
迎
え
て
独
立
す
る
。
翌
年
に
は
神

仏
合
同
布
教
廃
止
と
な
る
が
、
仏
師
を
取
り
巻
く
状
況
は
悪
化
し
て
い
く
。
そ

こ
で
光
雲
は
仏
像
以
外
に
も
木
彫
を
活
か
す
方
法
が
な
い
か
を
考
え
る
。
や
が

て
貿
易
品
の
よ
う
な
彫
刻
に
は
伝
統
的
な
仏
臭
か
ら
の
脱
却
が
必
要
だ
と
考
え

る
よ
う
に
な
り
、
西
洋
の
絵
を
見
て
、
そ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
彫
刻
に
取
り
入
れ

る
こ
と
を
考
え
る
。
そ
こ
で
手
本
と
し
た
の
は
輸
入
さ
れ
た
摺
り
物
、
外
字
新

聞
の
挿
絵
、
広
告
類
の
石
版
画
な
ど
で
あ
る
。
仕
事
の
合
間
に
新
し
い
彫
刻
を

研
究
し
て
い
た
様
子
は
「
実
物
写
生
と
い
う
こ
と
の
は
な
し
」
に
詳
し
い
。
光

雲
は
そ
の
様
子
を
「
兎
に
角
、
私
は
此
所
へ
着
眼
し
て
一
意
専
心
に
写
生
を
研

究
し
ま
し
た
。
丁
度
、
そ
れ
が
画
家
が
実
物
を
写
生
す
る
と
同
じ
よ
う
に
刀
や

鑿
を
も
っ
て
実
物
を
写
生
し
た
の
で
あ
る
。
毛
の
上
に
毛
の
重
な
り
合
い
、
或

は
波
打
ち
、
揺
れ
動
く
状
態
等
緩
急
抑
揚
の
あ
る
所
を
熟
視
し
て
熱
心
に
や
り

ま
し
た
。」
と
語
る
。
こ
の
研
究
は
代
表
作
と
さ
れ
る
「
老
猿
」
な
ど
に
結
実
し

て
い
る
。

光
雲
が
新
し
い
彫
刻
を
探
求
し
て
い
た
頃
、
本
格
的
な
像
を
造
る
技
術
が
イ

タ
リ
ア
か
ら
持
ち
込
ま
れ
、
工
部
美
術
学
校
が
開
校
し
た
。
当
然
、
光
雲
は
新

し
い
学
校
で
何
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
が
気
に
な
っ
て
仕
方
が
無
か
っ
た
。
し

か
し
仏
師
の
仕
事
を
休
ん
で
ま
で
、
学
校
に
通
う
訳
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
や

が
て
そ
の
校
舎
を
外
か
ら
眺
め
た
と
き
、
お
堀
へ
と
垂
れ
流
さ
れ
る
白
い
水
を

見
て
、
こ
れ
が
噂
に
聞
く
石
膏
と
い
う
も
の
か
と
西
洋
彫
刻
へ
の
憧
れ
を
膨
ら

ま
せ
て
い
っ
た
。
こ
の
出
来
事
は
『
光
雲
懐
古
談
』
の
な
か
で
最
も
有
名
な
「
脂

土
や
石
膏
に
心
を
惹
か
れ
た
は
な
し
」
で
語
ら
れ
て
い
る
。
実
際
は
こ
の
学
校

の
彫
刻
科
の
学
生
募
集
は
振
る
わ
ず
、
二
次
募
集
で
は
授
業
料
免
除
と
い
う
特

例
措
置
が
取
ら
れ
た
。
加
え
て
数
年
し
か
開
校
さ
れ
な
か
っ
た
こ
の
学
校
で
西

洋
彫
刻
を
学
ん
だ
者
は
決
し
て
多
く
な
か
っ
た
の
だ
が
、
受
け
止
め
る
ほ
う
の

日
本
の
彫
刻
は
ほ
と
ん
ど
空
白
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
彫
刻
の
制
度
化

が
必
要
と
な
っ
た
と
き
、
見
事
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
登
場
し
た
西
洋
彫
刻
が
、
そ

の
空
白
を
埋
め
て
い
っ
た
と
い
う
構
図
に
な
る
の
で
あ
る
。
工
部
美
術
学
校
開

校
の
一
六
年
前
、
ワ
シ
ン
ト
ン
で
西
洋
式
の
頭
像
を
目
に
し
た
日
本
人
は
、
刑

罰
場
の
さ
ら
し
首
が
な
ら
ん
で
い
る
よ
う
に
し
か
み
え
な
か
っ
た
と
い
う
。10

そ
こ
ま
で
馴
染
み
の
な
か
っ
た
西
洋
彫
刻
は
わ
ず
か
二
〇
年
ほ
ど
で
日
本
の
彫

刻
の
骨
格
と
な
っ
た
。

こ
の
頃
の
節
目
を
順
に
記
し
て
い
く
と
、
光
雲
の
修
行
の
年
季
が
明
け
て
独

立
す
る
の
が
一
八
七
四
年
（
明
治
七
年
）、
神
仏
合
同
布
教
廃
止
で
廃
仏
毀
釈
が

一
段
落
す
る
の
が
一
八
七
五
年
（
明
治
八
年
）、
西
洋
の
石
膏
像
や
彫
刻
技
法
が

イ
タ
リ
ア
か
ら
輸
入
さ
れ
、
工
部
美
術
学
校
に
彫
刻
科
が
設
置
さ
れ
る
の
が
一

八
七
六
年
（
明
治
九
年
）
で
あ
る
。
光
雲
が
立
体
の
写
生
を
研
究
し
て
い
た
の

は
明
治
八
、
九
年
で
あ
る
か
ら
完
全
に
時
期
が
一
致
す
る
。11
そ
の
転
換
期
に
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西
洋
画
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
立
体
に
導
入
し
よ
う
と
し
た
態
度
は
、
本
人
が
語
る

よ
う
に
時
代
の
「
新
し
い
方
の
先
登
で
あ
っ
た
」
と
み
て
間
違
い
は
な
い
。

伝
統
の
橋

彫
刻
を
め
ぐ
る
状
況
が
激
し
く
変
化
す
る
な
か
、
光
雲
は
木
彫
技
術
を
厳
格

に
守
り
続
け
た
。
流
行
り
の
象
牙
で
彫
刻
を
つ
く
る
よ
う
な
誘
い
が
あ
っ
て
も

光
雲
は
揺
る
が
な
か
っ
た
。
の
ち
に
高
村
光
太
郎
は「
美
術
史
上
か
ら
見
る
と
、

明
治
初
期
の
衰
退
期
に
彫
刻
の
技
術
面

ヽ
ヽ
ヽ

に
お
け
る
本
質
を
、
父
の
職
人
気
質
が

頑
固
に
守
り
通
し
て
、
ど
う
や
ら
そ
の
絶
滅
を
防
い
だ
こ
と
に
な
る
。
彫
刻
の

技
術
上
の
本
質
に
つ
い
て
は
無
意
識
の
う
ち
に
父
は
伝
統
の
橋
と
な
っ
た
。｣12

と
記
し
て
い
る
。
彫
刻
の
技
術
面
に
お
け
る
本
質
と
は「
彫
刻
の
こ
な
し

ヽ
ヽ
ヽ

と
か
、

木
取
り

ヽ
ヽ
ヽ

と
か
、
肉
合
い
と
か
、
つ
り
合
い

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

」
と
い
っ
た
像
を
彫
り
出
す
際
に
必

要
な
制
作
面
で
の
駆
け
引
き
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
文
は
光
雲
の
功
績
を
肯

定
的
に
伝
え
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
光
太
郎
は
こ

の
一
文
に
続
け
て
、
殆
ど
の
光
雲
作
品
は
職
人
的
、
仏
師
屋
的
、
江
戸
的
で
あ

り
、
彫
刻
的
で
は
な
い
と
批
判
す
る
。「
伝
統
の
橋
」
の
一
文
が
、
そ
れ
に
続
く

批
判
の
枕
詞
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
伝
統
の
橋
」
と
は
美
し
い
響

き
だ
が
、
決
し
て
光
雲
の
功
績
を
心
底
称
え
た
も
の
で
は
な
い
。
実
際
に
、
そ

の
橋
が
何
処
に
架
か
っ
て
い
た
の
か
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
、
安
達

一
樹
は
論
文
「
神
佛
人
像
彫
刻
師
一
東
齋
光
雲
｣13
の
な
か
で
指
摘
し
て
い
る
。

安
達
は
酒
井
忠
康
の
「
伝
統
の
橋
―
高
村
光
雲
｣14
で
語
ら
れ
た
、
光
雲
の
技
術

と
精
神
の
継
承
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
山
崎
朝
雲
、
米
原
雲
海
、
平
櫛
田
中
な

ど
の
優
れ
た
彫
刻
家
が
輩
出
し
た
の
だ
、
と
い
う
主
張
の
本
筋
を
認
め
な
が
ら

も
、
少
な
く
と
も
こ
の
三
人
の
彫
刻
家
に
は
「
彫
刻
の
技
術
上
の
本
質
」
が
伝

わ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
る
。
安
達
は
、
三
人
が
「
塑
造
を

も
と
に
石
膏
原
型
を
作
っ
て
星
取
り
の
技
術
に
よ
り
木
に
移
し
て
彫
刻
」
し
て

い
た
こ
と
、
山
崎
朝
雲
と
平
櫛
田
中
に
至
っ
て
は
直
接
的
に
指
導
を
受
け
て
い

な
い
こ
と
な
ど
を
例
に
挙
げ
る
。
確
か
に
「
昔
ば
な
し
」
の
「
其
後
の
弟
子
の

事
」
に
は
「
平
櫛
田
中
君
は
（
中
略
）
中
年
に
私
の
門
下
と
な
っ
た
。
朝
雲
君
等

と
同
じ
く
手
を
取
っ
て
教
え
た
人
で
は
な
い
。」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
安

達
の
指
摘
は
、江
戸
か
ら
続
く
仏
像
と
新
し
い
彫
刻
、木
彫
と
塑
造
が
絡
み
合
っ

て
、
技
術
と
精
神
の
継
承
が
一
筋
縄
で
は
い
か
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
改
め
て

気
付
か
せ
る
。

工
部
美
術
学
校
は
開
校
か
ら
六
年
で
閉
校
と
な
り
、
そ
の
六
年
後
に
東
京
美

術
学
校
が
開
校
す
る
。
国
粋
主
義
の
も
と
で
設
置
さ
れ
た
こ
の
学
校
の
彫
刻
科

に
は
塑
造
で
は
な
く
木
彫
だ
け
が
設
置
さ
れ
た
。
新
し
い
学
校
で
木
彫
の
教
育

が
始
ま
っ
た
こ
と
で
光
雲
に
大
き
な
転
機
が
訪
れ
る
。
高
村
光
雲
を
名
乗
っ
て

一
五
年
目
に
東
京
美
術
学
校
か
ら
の
辞
令
を
受
け
、
翌
年
に
は
教
授
と
な
る
の

で
あ
る
。「
学
校
へ
奉
職
し
た
前
後
の
は
な
し
」
に
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
も
知

ら
な
い
学
校
へ
の
誘
い
に
戸
惑
う
光
雲
を
、
岡
倉
天
心
が
言
葉
巧
み
に
説
得
し

て
い
く
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。
最
終
的
に
は
ア
ト
リ
エ
を
学
校
に
移
す
つ
も

り
で
奉
職
を
引
き
受
け
た
。
ま
も
な
く
楠
木
正
成
像
や
西
郷
隆
盛
像
の
制
作
を

指
揮
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
銅
像
の
原
型
が
木
彫
で
つ
く
ら
れ
た
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
東
京
美
術
学
校
に
は
木
彫
の
教
室
し
か
な
か
っ
た

の
で
木
彫
原
型
は
既
定
路
線
で
は
あ
っ
た
が
、
結
果
的
に
光
雲
は
頑
な
に
守
り

続
け
た
木
彫
の
技
術
を
銅
像
と
い
う
西
洋
か
ら
き
た
彫
刻
に
活
か
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
。
真
逆
と
も
言
え
る
方
法
で
三
人
の
弟
子
は
、
塑
造
と
星
取
り
方
と

い
う
西
洋
の
技
術
を
用
い
て
木
彫
を
制
作
す
る
。
塑
造
原
型
を
他
の
素
材
に
置

き
換
え
て
い
く
こ
の
方
法
で
は
、「
彫
刻
の
技
術
上
の
本
質
」は
継
承
さ
れ
な
い
。

光
雲
が
「
我
が
木
彫
芸
術
の
衰
頽
を
挽
回
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
」
と
弟
子
を
と

る
目
的
に
つ
い
て
語
っ
た
よ
う
に
、
熟
練
を
要
す
る
木
彫
よ
り
も
、
や
り
直
し

の
き
く
塑
造
の
ほ
う
が
新
技
術
と
し
て
選
ば
れ
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
木
彫
原

型
を
銅
に
置
き
換
え
て
い
く
方
法
は
、「
彫
刻
の
技
術
上
の
本
質
」
を
絶
や
さ
ず

に
、
新
し
い
時
代
の
彫
刻
を
実
践
し
て
い
く
た
め
に
も
有
効
な
方
法
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。
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「
昔
ば
な
し
」
と
高
村
光
太
郎

『
光
雲
懐
古
談
』
の
最
も
新
し
い
復
刻
版
が
『
幕
末
維
新
懐
古
談
』
で
あ
る
。

そ
の
本
の
解
説
で
酒
井
忠
康
は
「
脂
土
や
石
膏
に
心
を
惹
か
れ
た
は
な
し
｣15
に

は
、
仏
師
の
技
を
簡
単
に
捨
て
て
た
ま
る
か
と
い
う
「
反
語
的
な
意
味
あ
い
を

感
じ
さ
せ
る
面
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
酒
井
は
「
息
子
の
光
太
郎
が
い
て
、

自
分
の
は
な
し
を
聴
い
て
い
る
と
い
う
意
識
が
、
光
雲
の
な
か
に
ま
っ
た
く
な

か
っ
た
と
は
い
え
な
い
」
と
、
光
太
郎
の
同
席
が
話
の
内
容
に
影
響
し
て
い
る

こ
と
を
推
測
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
尖
鋭
な
批
評
家
の
光
太
郎
を
前
に
し
て
、

「「
西
洋
彫
刻
」
に
た
い
し
て
憧
憬
の
念
を
い
だ
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
」
と
語
っ

て
い
る
の
だ
か
ら
、「
光
雲
の
「
懐
古
」
も
ひ
と
と
お
り
で
は
な
い
。」
の
だ
と
述

べ
る
。16
た
し
か
に
、
複
雑
な
関
係
で
有
名
な
高
村
親
子
が
同
席
し
て
い
て
、
そ

の
こ
と
が
内
容
に
影
響
し
な
い
は
ず
は
な
い
。
た
だ
仏
師
不
遇
の
時
代
に
西
洋

彫
刻
が
「
私
の
憧
れ
の
種
と
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
光
雲
の
言
葉
は
本
音
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
、
光
太
郎
へ
の
反
意
が
具
体
的
に
ど
こ
に
現
れ
て
い
る
の
か
推

測
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
「
昔
ば
な
し
」
に
光
太
郎
が
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い

と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
幼
い
頃
か
ら
父
の
も
と
で
彫
刻
を
学
ん
だ
実
子

の
こ
と
を
光
雲
が
語
ら
な
い
の
は
、
や
は
り
不
自
然
で
あ
る
。

光
太
郎
が
留
学
か
ら
帰
国
し
た
と
き
に
、
光
雲
が
銅
像
会
社
設
立
の
誘
い
を

す
る
事
で
親
子
関
係
は
決
定
的
に
歪
ん
で
い
く
。17
光
雲
は
日
本
で
「
た
だ
勉

強
が
し
た
い
」
と
帰
っ
て
き
た
光
太
郎
に
、
い
き
な
り
会
社
経
営
を
持
ち
か
け

た
の
で
あ
る
。
頭
を
殴
ら
れ
た
気
に
な
っ
た
光
太
郎
は
、
そ
の
後
、
旧
体
制
と

対
決
す
る
よ
う
に
辛
辣
な
批
評
を
繰
り
返
し
て
い
く
。
こ
の
背
景
に
は
間
違
い

な
く
父
親
の
存
在
が
あ
る
。
た
だ
し
聞
き
書
き
が
行
わ
れ
た
こ
ろ
、
親
子
と
し

て
の
関
係
が
悪
か
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
実
は
そ
う
で
も
な
い
。
光
太
郎
が
語

る
に
は
、
一
九
二
四
年
に
再
び
木
彫
を
彫
り
始
め
た
こ
ろ
か
ら
、
父
と
の
関
係

は
改
善
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。18
「
昔
ば
な
し
」
の
聞
き
書
き
は
そ
の
四
年
後
で
光

太
郎
は
四
五
歳
で
あ
る
。
親
子
と
し
て
は
そ
こ
ま
で
気
を
遣
う
関
係
で
は
な

か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
西
洋
彫
刻
の
紹
介
者
で
あ
り
実
践
者
で
あ
る
光
太

郎
と
、す
で
に
様
々
な
役
職
に
つ
い
て
権
威
化
し
て
い
た
光
雲
の
あ
い
だ
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
潰
さ
な
い
た
め
の
配
慮
が
働
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
最
善
策
が
「
昔
ば
な
し
」
か
ら
光
太
郎
の
存
在
を
消
す
こ
と
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

削
除
さ
れ
た
「
想
華
篇
」

『
光
雲
懐
古
談
』
の
復
刻
版
で
最
初
に
出
版
さ
れ
た
の
が
『
木
彫
七
〇
年
』

（
一
九
六
七
年
）
で
あ
る
。
次
に
『
高
村
光
雲
懐
古
談
』（
一
九
七
〇
年
)19
、
最
近

で
は
前
述
の
『
幕
末
維
新
懐
古
談
』
が
復
刻
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
出
版
さ
れ

て
い
る
が
、
主
要
な
復
刻
版
は
こ
の
三
冊
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
る

の
は
「
昔
ば
な
し
」
だ
け
が
掲
載
さ
れ
、「
想
華
篇
」
が
削
除
さ
れ
た
と
い
う
点

で
あ
る
。
原
著
の
七
二
二
頁
の
う
ち
、
二
一
六
頁
が
現
在
で
も
削
除
さ
れ
た
ま

ま
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
と
が
き
や
解
説
に
削
除
の
理
由
は
記
さ
れ

て
い
な
い
。
し
か
し
削
除
の
理
由
は
お
よ
そ
想
像
が
つ
く
。「
昔
ば
な
し
」
だ

け
の
『
木
彫
七
〇
年
』
で
も
四
四
〇
頁
を
こ
え
る
長
編
で
あ
る
か
ら
、
出
版
物

と
し
て
は
長
す
ぎ
る
と
い
う
単
純
な
理
由
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

「
想
華
篇
」
に
は
光
雲
の
講
演
録
や
、
他
の
雑
誌
等
に
掲
載
さ
れ
た
話
が
再
掲
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
内
容
順
で
は
な
く
、
発
表
さ
れ
た
年
代
順
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
話
に
は
繋
が
り
が
薄
い
と
も
言
え
る
。『
光
雲
懐

古
談
』
の
田
村
松
魚
の
後
書
き
に
は
「
想
華
篇
」
の
編
集
方
針
は
お
ろ
か
、「
想

華
篇
」
に
つ
い
て
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

『
光
雲
懐
古
談
』
を
発
行
し
た
萬
閣
里
書
房
は
、
昭
和
初
期
に
数
々
の
幕
末

史
談
関
連
の
書
籍
を
発
行
し
た
出
版
社
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
冊
『
江
戸
は

過
ぎ
る
』（
昭
和
四
年
、
萬
閣
里
書
房
）
に
は
、
江
戸
時
代
の
浅
草
と
両
国
の
語

り
手
と
し
て
光
雲
が
登
場
す
る
。
ま
た
驚
い
た
こ
と
に
同
本
に
は
、
光
雲
に
よ

る
新
落
語
「
喜
の
字
」
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
日
本
近
代
彫
刻
の
先
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駆
者
の
姿
を
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
。
む
し
ろ
幕
末
史
談
の
雄
弁
な
語
り
手

の
印
象
が
強
い
。「
想
華
篇
」
も
同
様
に
彫
刻
と
は
結
び
つ
き
に
く
い
話
が
数

多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。『
木
彫
七
〇
年
』
の
あ
と
が
き
で
高
村
豊
周
は
「
想
華

篇
」
削
除
の
理
由
を
記
し
て
い
な
い
。
た
だ
「
昔
ば
な
し
」
の
「
其
後
の
弟
子
の

事
」
を
削
除
し
た
理
由
を
、
読
者
に
「
何
の
興
味
も
与
え
な
い
だ
ろ
う
と
思
う

の
で
削
除
す
る
こ
と
に
し
た
。」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
「
想
華
篇
」
を
削
除
し

た
か
ら
『
木
彫
七
〇
年
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
変
更
し
た
こ
と
を
明
か
し
て
い

る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
豊
周
が
編
集
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
少
な
く
と
も
豊
周
は
語
り
手
よ
り
も
木
彫
家
の
功
績
を
際
立
た
せ
る
偉

人
伝
と
し
て
、
こ
の
復
刻
版
を
編
集
し
た
と
思
わ
れ
る
。「
想
華
篇
」
削
除
に
つ

い
て
も
豊
周
の
判
断
が
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

「
想
華
篇
」
で
語
ら
れ
た
建
築
の
彫
刻

田
中
修
二
は
近
著
『
近
代
日
本
彫
刻
史
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
八
年
）
の

な
か
で
「
想
華
篇
」
削
除
の
理
由
を
「
い
わ
ゆ
る
「
近
代
日
本
彫
刻
史
」
の
流
れ

に
沿
っ
て
語
ら
れ
る
「
昔
ば
な
し
」
に
比
べ
て
、「
想
華
篇
」
の
内
容
が
そ
の
流

れ
に
そ
ぐ
わ
な
い
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

こ
に
は
「「
彫
刻
」
と
呼
べ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
種
々
雑
多
な
江
戸
時
代

の
立
体
造
形
の
世
界
が
、
豊
か
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
だ
。」
と
述
べ
る
。20
西

洋
の
彫
刻
を
輸
入
す
る
か
た
ち
で
始
ま
っ
た
日
本
の
彫
刻
教
育
に
、
木
彫
が

真
っ
先
に
加
わ
っ
た
の
は
仏
像
が
祈
り
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
と
無
縁
で
は
な

い
。
彫
刻
は
西
洋
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
か
、
高
尚
な
も
の
、
つ
ま
り
大
衆
的

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
大
衆
文
化
の
な
か
で
花
開
い
て
い
た
「
種
々
雑

多
な
江
戸
時
代
の
立
体
造
形
の
世
界
」
は
「
想
華
篇
」
と
同
じ
よ
う
に
日
本
の

彫
刻
か
ら
削
除
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

「
想
華
篇
」
で
語
ら
れ
た
「
種
々
雑
多
な
江
戸
時
代
の
立
体
造
形
」
の
な
か

で
、
繰
り
返
し
登
場
す
る
の
が
建
築
の
彫
刻
で
あ
る
。「
左
甚
五
郎
と
そ
の
彫

刻
」、「
徳
川
期
の
殿
堂
彫
刻
」、「
小
林
如
泥
伝
」
で
は
、
神
社
仏
閣
の
柱
や
鴨
居

を
埋
め
つ
く
し
た
彫
刻
師
の
仕
事
に
光
雲
の
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
光
太

郎
が
論
じ
た
よ
う
に
「
江
戸
時
代
は
彫
刻
の
衰
微
し
た
時
代
と
一
般
に
考
え
ら

れ
て
い
る
」。21
し
か
し
鎌
倉
か
ら
続
く
仏
師
の
技
術
は
、
活
躍
の
場
を
建
築
の

彫
刻
に
移
し
て
い
た
と
も
い
え
る
。「
徳
川
期
の
殿
堂
彫
刻
」
の
「
殿
堂
彫
刻
の

全
盛
時
代
」
で
光
雲
は
建
築
の
彫
刻
が
徳
川
時
代
に
全
盛
を
迎
え
て
い
た
と

語
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
光
雲
の
眼
に
は
江
戸
時
代
に
す
べ
て
の
木
彫
が
衰

退
し
て
い
た
と
は
映
っ
て
い
な
い
。
建
築
彫
刻
の
名
品
の
多
く
は
地
方
に
あ
っ

て
、
そ
れ
ら
を
つ
く
っ
た
名
匠
は
地
方
に
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
左
甚
五

郎
の
名
品
が
紀
州
や
松
島
に
多
く
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
研
究
を
さ
ら
に
進
め

る
べ
き
で
あ
る
と
光
雲
は
語
っ
て
い
る
。
神
社
仏
閣
に
施
さ
れ
た
浮
き
彫
り
で

そ
の
名
を
轟
か
せ
た
名
匠
・
小
林
如
泥
は
出
雲
で
活
躍
し
て
い
た
。
田
中
は『
近

代
日
本
彫
刻
史
』
の
な
か
で
、
江
戸
時
代
に
多
く
の
仏
師
が
地
方
で
活
躍
し
て

い
た
と
い
う
地
域
性
が
美
術
史
で
は
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す

る
。
さ
ら
に
美
術
史
が
中
央
の
視
点
だ
け
で
作
ら
れ
て
き
た
か
ら
、
江
戸
時
代

の
彫
刻
は
日
本
美
術
史
に
含
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
る
。22

建
築
の
彫
刻
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
当
て
は
ま
る
。
い
ま
思
え
ば
、
地
方
に

荘
厳
な
神
社
仏
閣
が
あ
り
、
そ
こ
に
建
築
に
彫
刻
を
刻
む
名
匠
た
ち
が
活
躍
し

て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

彫
刻
教
育
の
始
ま
り
を
担
っ
た
東
京
美
術
学
校
の
教
授
陣
か
ら
見
れ
ば
、
仏

像
を
原
点
と
す
る
全
彫
（
ま
る
ぼ
り
）
が
彫
刻
教
育
に
組
み
込
ま
れ
、
建
築
の

彫
刻
を
原
点
と
す
る
半
肉
、
薄
肉
（
浮
き
彫
り
)23
は
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
よ

う
に
み
え
る
。
全
彫
と
半
肉
や
薄
肉
、
こ
れ
ら
を
ど
う
扱
う
か
は
度
々
検
討
さ

れ
て
い
る
。
彫
刻
を
学
ん
だ
大
村
西
崖
は
「
彫
塑
論
」
24
の
最
後
に
図
を
作
成
し

区
分
を
試
み
て
い
る
が
、
全
彫
以
外
は
絵
画
と
も
区
別
が
難
し
い
こ
と
を
あ
ら

た
め
て
示
し
た
図
に
な
っ
て
い
る
。
徐
々
に
全
彫
だ
け
が
純
然
た
る
彫
刻
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
出
来
上
が
り
、
建
築
の
彫
刻
が
新
し
い
彫
刻
に
含
ま
れ
な
か
っ

た
こ
と
で
「
江
戸
期
が
彫
刻
の
衰
退
期
」
と
い
う
説
は
一
般
的
に
な
っ
た
。
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松
本
喜
三
郎
の
生
人
形

「
想
華
篇
」
の
冒
頭
を
飾
っ
て
い
る
の
が
「
名
匠
逸
話
―
人
形
師
松
本
喜
三

郎
の
話
―
」
で
あ
る
。
松
本
喜
三
郎
は
言
わ
ず
と
知
れ
た
肥
後
出
身
の
天
才
生

人
形
師
で
あ
る
。
江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
浅
草
や
大
阪
で
人
気
を
博
し
た

見
世
物
興
行
の
代
表
格
が
生
人
形
で
あ
る
。
光
雲
は
「
名
匠
逸
話
」
で
喜
三
郎

の
技
を
終
始
絶
賛
す
る
。
ま
た
当
時
の
興
業
の
人
気
ぶ
り
、
興
業
の
形
態
、
制

作
方
法
、
内
部
構
造
な
ど
を
詳
し
く
語
っ
て
い
る
。
実
際
、
修
業
時
代
に
光
雲

は
喜
三
郎
に
会
っ
て
い
る
。
喜
三
郎
は
光
雲
の
師
匠
・
東
雲
を
訪
ね
、
こ
れ
か

ら
制
作
す
る
十
一
面
観
音
の
参
考
に
し
た
い
と
東
雲
作
品
の
貸
出
を
相
談
し
て

い
る
。
結
局
、
東
雲
の
助
言
通
り
に
羅
漢
寺
の
栄
螺
堂
か
ら
十
一
面
観
音
を
借

り
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
顛
末
に
立
ち
会
っ
て
い
た
光
雲
は
喜
三
郎
の

印
象
を
「
極
く
世
事
に
疎
い
人
」
だ
と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
人
物
描
写
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
残
っ
て
い
る
喜
三
郎
作
品
が
こ
れ
ほ
ど
に
少
な
い
現
状
で
は
、

制
作
方
法
や
用
途
に
強
い
関
心
を
寄
せ
た
光
雲
の
実
践
的
な
分
析
は
、
生
人
形

の
繊
細
な
表
面
や
内
部
構
造
を
詳
し
く
知
る
の
に
欠
か
せ
な
い
。

当
時
の
一
般
的
な
人
形
と
い
う
も
の
は
、
半
纏
を
着
た
職
人
が
大
勢
集
ま
っ

て
、
藁
を
巻
い
た
竹
や
針
金
を
曲
げ
て
籠
の
よ
う
に
組
ん
で
作
る
無
造
作
な
も

の
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
喜
三
郎
の
人
形
の
髪
の
毛
や
衣
装

の
作
り
込
み
は
以
下
の
よ
う
な
様
子
で
あ
っ
た
。「
頭
の
毛
の
植
え
方
は
、
羽

二
重
の
裂
へ
髪
の
毛
を
一
本
ず
つ
通
し
て
裏
で
止
め
て
頭
の
地
へ
し
つ
く
り
貼

り
付
け
、
活
き
た
人
と
同
じ
よ
う
に
梳
櫛
を
掛
け
て
チ
ャ
ン
と
頭
髪
を
結
い
上

げ
る
。（
中
略
）
人
形
の
衣
裳
と
い
う
物
は
、
仕
立
屋
で
拵
え
て
被
せ
る
と
い
う

訳
に
い
か
ぬ
。
余
程
変
則
な
も
の
で
、（
中
略
）
異
様
な
形
の
物
は
矢
張
り
自
分

で
仕
立
て
て
被
せ
る
。」。
ま
た
内
部
の
構
造
に
つ
い
て
も
「
あ
の
人
の
胴
組
は

提
灯
胴
と
い
う
も
の
で
、
何
処
へ
持
っ
て
行
く
に
も
縮
ま
る
よ
う
に
出
来
て
居

る
。（
中
略
）
手
や
足
の
骨
も
伸
縮
自
在
で
あ
っ
て
一
つ
の
人
形
は
小
さ
い
箱

に
這
入
っ
て
仕
舞
う
様
に
工
夫
し
た
。」
と
運
搬
し
や
す
い
構
造
に
な
っ
て
い

る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

現
存
す
る
喜
三
郎
の
生
人
形
の
な
か
で
、
こ
の
特
徴
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い

る
の
が
、「
谷
汲
観
音
像
」（
浄
国
寺
、
熊
本
市
）﹇
図
一
﹈
で
あ
る
。「
聖
観
世
音

菩
薩
像
」（
来
迎
院
、
熊
本
市
）
と
と
も
に
喜
三
郎
の
最
高
傑
作
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。
長
期
保
存
に
適
し
て
い
な
い
こ
の
観
音
像
は
、
一
八
九
八
年
に
直
系
の
弟

子
で
あ
る
江
島
栄
次
郎
に
よ
っ
て
大
修
復
が
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
近
年
で
は

二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
に
修
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。
浄
国
寺
は
、
こ
の

平
成
の
修
理
の
記
録
を
報
告
書
に
ま
と
め
た
。25
そ
の
報
告
書
に
は
修
理
の
際

に
撮
ら
れ
た
写
真
や
鑑
定
結
果
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
喜
三
郎
研
究
の
超

一
級
の
資
料
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
光
雲
が
語
っ
た
よ
う
に
髪
の
毛
が
一
本
一
本

頭
部
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
様
子
や
、
髪
の
毛
に
馬
の
た
て
が
み
を
使
っ
て
い

た
こ
と
を
示
す
鑑
定
結
果
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
喜
三
郎
が
材
料
に
も
一
切
の

妥
協
を
許
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
報
告
書
に
は
内
部
の
構
造
体
の

写
真
も
収
め
ら
れ
、
そ
こ
に
は
、
ま
さ
に
伸
び
縮
み
す
る
提
灯
の
よ
う
な
構
造

体
が
映
っ
て
い
る
。
筆
者
が
二
〇
一
八
年
に
浄
国
寺
の
中
山
住
職
か
ら
聞
い
た

と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
寸
胴
に
み
え
る
提
灯
構
造
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
布
で
覆
え

ば
、
人
体
の
構
造
的
な
特
徴
が
布
に
浮
き
出
て
く
る
の
だ
と
い
う
。
ま
た
観
音

像
の
両
足
の
裏
に
は
穴
が
あ
り
、
通
常
は
こ
の
穴
に
心
棒
が
さ
さ
っ
て
い
る
。
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修
理
の
際
、
心
棒
を
外
し
て
立
て
て
み
た
と
こ
ろ
、
観
音
像
は
完
全
に
自
立
し

た
と
い
う
。
彫
刻
を
制
作
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
軽
量
で
は
あ
る
も
の
の
、
上

半
身
を
真
横
に
ひ
ね
り
全
体
が
前
方
に
大
き
く
傾
い
た
像
が
自
立
す
る
難
し
さ

が
解
る
は
ず
で
あ
る
。
喜
三
郎
は
、
外
見
の
美
し
さ
だ
け
で
は
な
く
、
構
造
的

に
も
完
成
さ
れ
た
立
像
を
達
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
生
人
形
以
外
に
も
、
内

部
が
空
洞
に
な
っ
て
い
る
中
空
構
造
の
立
体
造
形
は
江
戸
の
大
衆
文
化
に
根
付

い
て
い
た
。
こ
の
「
中
空
構
造
に
よ
る
立
体
造
形
」
は
、
西
洋
近
代
彫
刻
が
持

ち
込
ん
だ
「
心
棒
彫
刻
」
と
は
構
造
的
に
も
精
神
的
に
も
対
局
に
あ
る
。

松
本
喜
三
郎
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て

喜
三
郎
の
生
人
形
を
絶
賛
し
て
い
た
光
雲
の
見
解
と
光
太
郎
の
見
解
は
全
く

異
な
っ
て
い
た
。
光
太
郎
は
「
彫
塑
総
論
」
の
「
立
体
感
｣26
で
彫
刻
の
本
質
は

立
体
感
に
あ
り
、
そ
れ
を
形
成
す
る
要
素
が
「
塊
」
に
あ
る
と
述
べ
る
。
お
そ

ら
く
彫
刻
を
学
ん
だ
も
の
な
ら
マ
ッ
ス
や
ム
ー
ブ
マ
ン
と
い
う
言
葉
を
一
度
は

聞
い
た
こ
と
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
光
太
郎
に
よ
れ
ば
、「
塊
」
を
「
量
の
方
」

か
ら
見
た
も
の
が
マ
ッ
ス
、「
塊
」を「
運
動
意
識
の
方
」か
ら
見
た
も
の
が
ム
ー

ブ
マ
ン
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
加
え
て
、
プ
ラ
ン
（
面
）
は
「
塊
」
を
「
傾
向
要

約
」
か
ら
見
た
も
の
で
あ
り
、
プ
ロ
フ
ィ
ル
（
辺
相
）
は
「
塊
」
を
「
周
辺
全
相
」

で
見
た
も
の
、
彫
刻
の
釣
合
も
ま
た
「
塊
」
と
「
塊
」
の
釣
り
合
い
で
あ
る
。
立

体
感
は
こ
の
「
塊
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
性
質
を
真

に
理
解
し
て
い
な
い
と
彫
刻
独
自
の
美
感
を
得
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
が

彫
刻
で
あ
る
こ
と
の
必
須
条
件
で
あ
る
。
こ
の
光
太
郎
の
見
解
が
単
に
西
洋
彫

刻
の
翻
訳
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
日
本
の
彫
刻
に
と
っ
て
初
め
て
の
明
快
な
条

件
付
け
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
条
件
は
日
本
の
彫
刻
に
深
く
浸
透
す
る
。

こ
こ
で
の
「
塊
」
は
、
粘
土
や
石
、
木
な
ど
「
な
か
み
の
詰
ま
っ
た
塊
」
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
内
部
が
空
洞
の「
中
空
構
造
」を
持
つ
生
人
形
に「
塊
」

は
な
い
。
光
太
郎
は
「
塊
」
に
つ
い
て
論
じ
た
あ
と
に
、
生
人
形
に
つ
い
て
「
彫

刻
的
に
い
う
立
体
感
と
い
う
の
は
遙
か
に
違
っ
た
性
質
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。」

と
始
め
る
。
そ
し
て
、
じ
つ
に
「
立
体
感
」
の
文
字
数
の
約
半
分
を
生
人
形
批

判
に
費
や
す
。
生
人
形
は
「
も
と
も
と
製
作
動
機
が
、
活
き
て
動
く
人
間
の
外

観
的
複
写
を
作
る
処
に
あ
っ
て
、
極
め
て
皮
相
な
外
面
的
迫
真
が
そ
の
目
的
で

あ
り
、立
体
に
基
く
美
感
と
は
ま
る
で
没
交
渉
な
た
め
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
、

其
の
あ
ら
わ
れ
た
処
は
、
真
に
迫
れ
ば
迫
る
ほ
ど
、
似
て
非
な
る
感
、
薄
気
味

の
悪
い
、
無
意
味
な
感
を
人
に
与
え
ま
す
。」
と
手
厳
し
い
。
つ
く
り
手
に
な
っ

て
か
ら
生
人
形
に
出
会
い
、
そ
の
高
度
な
技
術
、
完
成
度
、
表
現
力
に
感
動
し

た
光
雲
に
対
し
て
、
光
太
郎
は
幼
少
時
代
に
生
人
形
に
出
会
っ
て
い
る
。
な
か

で
も
喜
三
郎
の
傑
作
と
さ
れ
る
「
三
十
三
所
観
音
霊
験
記
」
の
こ
と
は
、
大
人

に
な
っ
て
も
思
い
出
す
だ
け
で
鳥
肌
が
た
つ
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
生
人
形
に

対
す
る
ト
ラ
ウ
マ
も
相
当
な
も
の
で
あ
る
。

光
太
郎
が
述
べ
る
よ
う
に
、
喜
三
郎
の
生
人
形
は
活
き
て
動
く
か
の
よ
う
な

人
間
像
に
迫
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。
優
れ
た
生
人
形
は
、
動
き
そ
う
で
動

か
な
い
。
そ
し
て
動
か
な
い
こ
と
を
認
識
し
た
鑑
賞
者
は
、
周
囲
ま
で
静
止
し

て
い
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥
る
。
そ
の
結
果
、
生
人
形
に
囲
ま
れ
た
人
間
の

方
が
孤
立
し
、鑑
賞
者
は
あ
る
種
の
心
理
的
混
乱
の
世
界
へ
と
導
か
れ
て
い
く
。

幼
少
期
に
そ
の
恐
怖
に
包
ま
れ
た
光
太
郎
は
、
の
ち
に
明
ら
か
に
動
き
そ
う
で

は
な
い
抽
象
度
の
高
い
西
洋
彫
刻
に
出
会
う
。
そ
し
て
一
気
に
西
洋
彫
刻
に
傾

倒
し
て
い
く
か
れ
は
、
動
き
そ
う
な
生
人
形
を
蔑
視
し
て
い
く
。
光
太
郎
の
生

人
形
蔑
視
に
つ
い
て
、
熊
本
現
代
美
術
館
の
冨
澤
治
子
は
「
理
解
の
遠
い
存
在

で
あ
っ
た
、
西
欧
か
ら
輸
入
さ
れ
た
「
彫
刻
」
を
、
よ
り
正
統
な
も
の
と
し
て
日

本
に
根
付
か
せ
よ
う
と
す
る
た
め
の
策
略
｣27
で
は
な
か
っ
た
か
と
分
析
し
て

い
る
。
江
戸
時
代
に
は
見
世
物
文
化
以
外
に
も
、
全
国
各
地
の
祭
礼
・
祭
事
で

豊
か
な
造
形
文
化
が
花
開
い
て
い
た
。
い
ま
で
も
熊
本
各
地
で
み
ら
れ
る
「
つ

く
り
も
ん
」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
決
め
ら
れ
た
条
件
の
範
囲
で
、

地
区
ご
と
に
腕
を
競
い
、
一
般
の
人
々
が
そ
の
出
来
映
え
を
見
て
優
劣
を
つ
け

る
。
誰
に
で
も
分
か
り
や
す
い
造
形
だ
っ
た
。
人
々
は
生
人
形
に
対
し
て
も
善
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し
悪
し
の
評
価
を
下
す
こ
と
が
出
来
た
。
評
判
が
悪
け
れ
ば
興
業
は
数
日
で
閉

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
方
の
新
し
い
彫
刻
は
、
一
般
の
人
々
に
は
分

か
り
に
く
い
必
要
が
あ
っ
た
。
新
し
い
分
野
の
確
立
と
は
新
し
い
評
価
軸
を
築

く
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
評
価
軸
は
簡
単
に
一
般
に
共
有
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、

専
門
家
が
分
野
の
な
か
だ
け
で
使
用
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
俗
か
ら
引
き
離
す
と
い
う
態
度
は
、
結
果
的
に
分
野
の
集
団
化
に
つ
な

が
っ
て
い
っ
た
。
多
く
が
仏
師
や
人
形
師
の
出
身
で
あ
っ
た
黎
明
期
の
彫
刻
家

は
、
光
太
郎
の
言
葉
を
な
ぞ
る
よ
う
に
し
て
西
洋
彫
刻
を
受
容
し
評
価
軸
を
共

有
し
よ
う
と
し
た
。
分
か
り
や
す
い
評
価
軸
で
誰
も
が
優
劣
を
判
断
で
き
た
人

形
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
彫
刻
か
ら
は
遠
ざ
け
ら
れ
た
。
美
術
館
関
係
者
の
見
世

物
蔑
視
、
彫
刻
家
の
人
形
蔑
視
が
根
深
か
っ
た
の
は
、
大
衆
か
ら
美
術
や
彫
刻

を
隔
離
し
て
い
く
過
程
で
身
に
付
い
た
態
度
が
根
底
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

見
世
物
興
業
の
花
形
だ
っ
た
生
人
形
は
瞬
く
間
に
衰
退
し
て
い
く
が
、
そ
の
系

統
は
マ
ネ
キ
ン
制
作
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
。「
彫
塑
総
論
」
を
分
岐
点
と
し

て
彫
刻
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
た
江
戸
の
造
形
文
化
は
、
単
に
日
本
人
の
手
先
の
器

用
さ
で
花
開
い
た
の
で
は
無
い
。
仕
事
を
楽
し
み
、
腕
を
競
い
な
が
ら
つ
く
る

こ
と
を
悦
び
と
し
た
日
本
的
な
職
人
気
質
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
花
開
い
た
の
で

あ
る
。
そ
の
熱
量
は
、
の
ち
に
映
画
の
特
撮
技
術
や
フ
ィ
ギ
ュ
ア
な
ど
彫
刻
以

外
の
立
体
造
形
の
世
界
に
流
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

松
本
喜
三
郎
研
究
に
つ
い
て

薄
気
味
の
悪
い
大
衆
文
化
と
し
て
扱
わ
れ
た
松
本
喜
三
郎
の
存
在
は
や
が
て

忘
れ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
ん
な
喜
三
郎
を
歴
史
か
ら
す
く
い
上
げ
た

の
は
地
元
・
熊
本
の
新
聞
記
者
で
あ
っ
た
大
木
透
28
で
あ
る
。
大
木
は
七
歳
（
明

治
二
九
年
）
の
と
き
に
地
元
の
熊
本
で
み
た
「
三
十
三
所
観
音
霊
験
記
」
を
「
衣

装
が
素
晴
ら
し
く
華
麗
で
、
人
形
の
容
子
が
ま
る
で
人
間
そ
の
ま
ま
に
感
じ
ら

れ
た
」
と
は
っ
き
り
と
覚
え
て
い
る
。
こ
れ
は
喜
三
郎
の
死
後
五
年
目
に
地
元

で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
た
び
た
び
喜
三
郎
の
作
品
に
接
し
、
大

木
は
こ
の
感
想
を
深
め
て
い
る
。
当
時
は
誰
も
が
そ
の
腕
前
に
は
驚
い
て
い
た

も
の
の
、
や
は
り
喜
三
郎
は
「
人
形
造
り
の
職
人
で
あ
り
、
見
世
物
の
興
行
師

で
も
あ
る
。
当
時
の
社
会
常
識
で
は
職
人
は
下
層
階
級
に
属
し
、
ま
た
芝
居
者

を
河
原
者
と
さ
げ
し
む
余
風
の
あ
っ
た
頃
だ
か
ら
、
し
た
が
っ
て
興
業
師
も
同

段
の
賤
業
者
」
だ
と
、
希
代
の
生
人
形
師
で
さ
え
差
別
す
る
風
潮
が
あ
っ
た
こ

と
を
伝
え
て
い
る
。

大
木
が
四
二
歳
の
と
き
に
『
光
雲
懐
古
談
』
は
出
版
さ
れ
た
。
そ
こ
で
大
木

は
国
家
的
な
彫
刻
家
が
喜
三
郎
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
自
身
の

喜
三
郎
評
に
確
信
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
喜
三
郎
伝
の
研
究
が
進
む
こ

と
を
期
待
す
る
が
、
や
は
り
、
前
の
よ
う
な
理
由
で
進
ま
な
い
。
そ
れ
を
空
し

く
思
っ
た
大
木
は
自
ら
親
族
へ
の
リ
サ
ー
チ
を
開
始
し
、
昭
和
一
〇
年
か
ら
喜

三
郎
の
一
代
記
を
「
九
州
日
日
新
聞
」（
現
・
熊
本
日
日
新
聞
）
に
二
十
五
回
に

わ
た
っ
て
掲
載
す
る
。
大
木
が
喜
三
郎
を
直
接
知
る
人
物
か
ら
話
を
聞
い
た
こ

と
で
、
そ
の
人
物
像
や
作
品
制
作
の
経
緯
な
ど
の
多
く
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

連
載
が
も
と
に
な
っ
た
一
冊
分
の
原
稿
は
、
大
木
の
死
後
に
地
元
の
有
志
に

よ
っ
て
書
籍
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
『
名
匠

松
本
喜
三
郎
』（
一
九
六
一
年
、
昭

文
堂
）
で
あ
る
。
光
雲
の
「
名
匠
逸
話
」
か
ら
三
二
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

わ
ず
か
二
〇
〇
部
限
定
で
入
手
困
難
だ
っ
た
が
、
二
〇
〇
四
年
に
熊
本
市
現
代

美
術
館
か
ら
復
刻
版
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
熊
本
の
地
元
の
地
蔵
祭
で
ラ
イ
バ

ル
の
安
本
亀
八
と
腕
を
競
い
合
っ
て
い
た
こ
と
や
、ネ
ズ
ミ
に
か
じ
ら
れ
た「
谷

汲
観
音
像
」
を
弟
子
の
江
島
栄
次
郎
が
修
理
し
た
こ
と
な
ど
、
喜
三
郎
関
連
の

逸
話
の
多
く
は
大
木
が
こ
の
本
で
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

大
木
の
『
名
匠

松
本
喜
三
郎
』
が
書
籍
に
な
っ
て
か
ら
、
ま
た
三
二
年
後

に
木
下
直
之
『
美
術
と
い
う
見
世
物
』（
一
九
九
三
年
、
平
凡
社
）
出
版
さ
れ
た
。

そ
こ
で
下
層
階
級
だ
と
蔑
視
さ
れ
て
き
た
見
世
物
文
化
の
豊
か
な
「
な
か
み
」

に
つ
い
て
の
重
い
扉
が
開
か
れ
た
。
そ
の
後
、
見
世
物
、
生
人
形
関
連
の
書
籍

の
刊
行
が
続
き
、
二
〇
〇
四
年
に
は
熊
本
市
現
代
美
術
館
で
「
生
人
形
と
松
本
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喜
三
郎
」
展
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
海
外
の
喜
三
郎
作
品
も
新
た
に
発

見
さ
れ
、
多
く
の
生
人
形
に
関
す
る
論
文
が
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
に
掲
載
さ
れ
る

な
ど
、
喜
三
郎
研
究
や
生
人
形
研
究
は
新
し
い
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
そ
れ
ら

の
研
究
は
、
近
代
美
術
に
よ
っ
て
見
え
な
く
な
っ
て
い
た
江
戸
の
造
形
の
関
心

ご
と
を
、
江
戸
の
大
衆
文
化
か
ら
炙
り
出
す
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

「
洋
犬
の
首
」
と
い
う
立
体
ス
ケ
ッ
チ

最
後
に
光
雲
初
期
の
作
品
「
洋
犬
の
首
」﹇
図
二
﹈
に
つ
い
て
ふ
れ
る
。29
「
洋

犬
の
首
」
と
い
う
小
作
品
に
つ
い
て
は
光
太
郎
、
豊
周
、
孫
の
高
村
規
が
そ
れ

ぞ
れ
の
誌
面
で
語
っ
て
お
り
、
光
雲
の
家
族
に
と
っ
て
、
と
く
に
大
切
な
作
品

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

光
雲
は
奉
公
時
代
に
東
雲
の
遣
い
で
横
浜
を
訪
れ
た
。
そ
こ
で
初
め
て
見
た

西
洋
犬
の
頭
部
の
形
に
感
動
す
る
。
そ
の
感
動
を
ど
こ
か
に
留
め
て
お
き
た
い

と
思
っ
て
、
急
い
で
帰
っ
て
夜
中
に
鑿
を
振
る
い
即
興
的
に
洋
犬
の
頭
部
を
木

に
刻
ん
だ
。
こ
の
行
動
か
ら
は
光
雲
が
日
常
的
に
新
し
い
造
形
を
渇
望
し
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
新
し
い
時
代
に
直
面
し
た
感
動
を
自
作
品
に
刻
む
と
い
う

視
点
は
、
近
代
彫
刻
の
基
本
的
な
態
度
で
あ
る
。
ま
た
粗
彫
り
で
留
め
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
こ
の
木
彫
か
ら
は
、
対
象
の
特
徴
を
最
低
限
の
手
数
で
木
に
刻
む

技
術
が
突
出
し
て
高
か
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
も
し
洋
犬
が
身
近
に
い
た

ら
、
こ
の
「
洋
犬
の
首
」
に
は
細
か
い
犬
の
毛
が
彫
刻
刀
で
彫
り
込
ま
れ
て
い

た
だ
ろ
う
し
、
そ
う
な
っ
て
い
れ
ば
動
物
を
刻
ん
だ
一
連
の
木
彫
作
品
の
ひ
と

つ
と
な
っ
て
、
初
期
の
代
表
作
と
な
る
こ
と
は
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
光
太
郎

は
光
雲
作
品
を
辛
辣
に
批
判
す
る
が
「
洋
犬
の
首
」
と
奉
公
時
代
の
数
点
に
つ

い
て
は
「
父
と
の
関
係
」
の
な
か
で
「
青
年
の
純
粋
な
、
真
剣
な
意
気
込
み
が
感

じ
ら
れ
、
ま
た
自
然
の
美
に
め
ざ
め
た
者
の
驚
き
と
そ
の
美
へ
の
ひ
た
む
き
な

肉
迫
が
見
て
と
れ
る
」
と
し
て
評
価
す
る
。
光
雲
の
死
後
、
光
太
郎
は
「
洋
犬

の
首
」
を
自
身
の
ア
ト
リ
エ
に
大
切
に
飾
っ
て
い
た
。

「
洋
犬
の
首
」
は
い
わ
ば
立
体
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
る
。
光
雲
は
立
体
ス
ケ
ッ
チ
を

晩
年
ま
で
日
常
的
に
行
っ
て
い
た
と
い
う
。
一
二
歳
の
頃
か
ら
仏
像
制
作
に
没

頭
し
て
い
っ
た
光
雲
は
、
対
象
を
紙
に
描
き
と
る
と
い
う
技
術
を
持
ち
合
わ
せ

て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
光
雲
が
紙
に
描
い
た
ス
ケ
ッ
チ
も
少
し
は
残
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
輪
郭
線
や
動
物
の
毛
の
流
れ
な
ど
を
記
録
し
た
も
の

で
、
い
ま
私
た
ち
が
彫
刻
を
つ
く
る
と
き
に
描
く
ス
ケ
ッ
チ
と
は
少
し
違
っ
て

い
る
。
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
の
は
工
部
美
術
学
校
開
校
と
共
に
導
入
さ
れ
た

も
の
だ
。
日
本
で
彫
刻
を
学
ん
だ
者
は
、
光
太
郎
の
い
う
「
塊
」
を
ス
ケ
ッ
チ

に
描
く
技
術
を
お
そ
ら
く
身
に
つ
け
て
い
る
。
も
し
、
そ
の
技
術
が
光
雲
に

あ
っ
た
ら
深
夜
に
鑿
を
ふ
る
っ
た
だ
ろ
う
か
。
記
憶
を
も
と
に
し
て
手
が
形
を

志
向
す
る
と
い
う
彫
刻
の
原
初
的
な
本
質
が
、「
洋
犬
の
首
」
に
宿
っ
て
い
る
こ

と
を
光
太
郎
は
気
付
い
て
い
た
。
で
あ
る
か
ら
、
光
太
郎
は
「
鯰
」
を
は
じ
め

と
す
る
粗
彫
り
仕
上
げ
の
木
彫
を
制
作
し
た
。
あ
き
ら
か
に
そ
れ
ら
は
「
洋
犬

の
首
」
を
目
指
し
て
い
た
。
し
か
し
、
立
体
ス
ケ
ッ
チ
と
粗
彫
り
仕
上
げ
の
小

作
品
は
、
同
じ
よ
う
に
み
え
て
、
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
光
雲
の
鑿
は

木
を
え
ぐ
り
取
る
よ
う
に
的
確
に
激
し
く
動
い
て
い
る
。
光
太
郎
の
そ
れ
は
、

仕
上
げ
を
念
頭
に
お
い
て
狙
い

を
定
め
て
的
確
に
動
い
て
い

る
。
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
と

い
う
問
題
で
は
な
い
が
、
体
に

染
み
つ
い
た
光
雲
の
木
彫
技
術

は
こ
こ
に
結
実
し
て
い
る
。

『
光
雲
懐
古
談
』
の
な
か
で

語
ら
れ
た
光
雲
の
試
行
錯
誤

は
、
仏
師
の
技
術
で
近
代
を
生

き
抜
こ
う
と
し
た
も
の
だ
っ

た
。
近
代
日
本
彫
刻
は
そ
の
和

洋
混
在
の
積
極
的
態
度
や
江
戸
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の
大
衆
文
化
を
取
り
込
ま
な
か
っ
た
。
分
野
の
確
立
を
急
い
だ
彫
刻
は
高
尚
で

あ
る
こ
と
を
保
つ
た
め
に
、
様
々
な
造
形
を
削
除
し
て
い
っ
た
。
彫
刻
の
近
代

が
ふ
た
た
び
問
い
直
さ
れ
て
い
る
現
在
、
私
た
ち
は
忘
れ
ら
れ
た
立
体
ス
ケ
ッ

チ
の
よ
う
な
試
行
錯
誤
や
、
見
よ
う
と
し
て
こ
な
か
っ
た
耐
久
性
の
な
い
江
戸

の
造
形
物
か
ら
、日
本
の
彫
刻
制
作
論
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

註１

高
村
光
雲『
光
雲
懐
古
談
』（
萬
里
閣
書
房
、一
九
二
九
年
）。
本
論
中
の
引
用
に
つ
い
て
は
、

旧
字
体
は
新
字
体
に
、旧
仮
名
遣
い
は
新
仮
名
遣
い
に
変
更
、振
り
仮
名
は
削
除
し
て
あ
る
。

２

高
村
光
太
郎
『
緑
色
の
太
陽
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
）
九
頁
。「
自
伝
」
を
参
照
。

３

高
村
光
雲
『
木
彫
七
〇
年
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
六
七
年
）
四
三
二
頁
。「
あ
と
が

き
」
を
参
照
。

４

高
村
豊
周
（
一
八
九
〇
〜
一
九
七
二
）
高
村
光
雲
の
三
男
。
鋳
金
家
。

５

『
木
彫
七
〇
年
』
四
三
三
頁
。「
あ
と
が
き
」
を
参
照
。

６

『
木
彫
七
〇
年
』
四
三
二
頁
。「
あ
と
が
き
」
を
参
照
。

７

同
好
史
談
会
『
漫
談
明
治
初
年
』（
春
陽
堂
、
一
九
二
七
年
）。

８

高
村
光
雲
『
幕
末
維
新
懐
古
談
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）。

９

『
光
雲
懐
古
談
』
一
九
四
頁
〜
一
九
七
頁
。「
象
牙
全
盛
時
代
の
は
な
し
」
に
は
、
木
彫
家
が

次
々
と
象
牙
彫
に
転
身
す
る
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。「
僅
か
三
年
位
の
間
に
、
流
行
と
い

ふ
も
の
は
恐
ろ
し
い
も
の
で
（
も
つ
と
も
、
此
れ
は
外
國
貿
易
品
で
、
歐
米
人
の
嗜
好
が
基

で
は
あ
る
が
）
彫
刻
の
世
界
は
象
牙
で
眞
っ
白
に
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。（
中
略
）
其
頃

は
、
彫
刻
と
云
え
ば
象
牙
彫
の
こ
と
の
や
う
に
思
は
れ
、
木
の
代
り
に
象
牙
が
獨
り
全
盛
を

極
め
、
明
治
一
四
年
の
博
覽
会
の
時
な
ど
は
、
彫
刻
は
全
部
象
彫
で
、「
象
牙
に
あ
ら
ざ
れ

ば
彫
刻
に
非
ら
ず
。」
と
い
う
勢
で
あ
つ
た
。」

10

木
下
直
之
『
美
術
と
い
う
見
世
物
』（
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
）
二
二
頁
〜
二
三
頁
。「
白
石

の
仏
像
め
き
た
る
も
の
」
を
参
照
。

11

本
論
の
時
系
列
の
確
認
は
、
田
中
修
二
『
近
代
日
本
彫
刻
史
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
八

年
）
の
年
表
を
参
照
し
て
い
る
。

12

『
緑
色
の
太
陽
』
一
七
頁
。「
父
と
の
関
係
」
を
参
照
。

13

カ
タ
ロ
グ
『
高
村
光
雲
と
そ
の
時
代
展
』（
二
〇
〇
二
年
）
一
三
〇
頁
〜
一
三
三
頁
。

14

高
村
規
『
木
彫

高
村
光
雲
』（
一
九
九
九
年
、
中
教
出
版
株
式
会
社
）
一
〇
頁
〜
一
五
頁
。

15

『
光
雲
懐
古
談
』
の
目
次
に
は
「
脂
土
や
石
膏
に
心
を
惹
か
れ
た
話
」
と
あ
り
、『
幕
末
維
新

懐
古
談
』
で
は
「
脂
土
や
石
膏
に
心
を
惹
か
れ
た
は
な
し
」
と
あ
り
、
標
記
が
一
致
し
な
い
。

16

『
幕
末
維
新
懐
古
談
』
四
五
八
頁
。「
解
説
」
を
参
照
。

17

『
緑
色
の
太
陽
』
四
十
頁
〜
四
一
頁
。「
父
と
の
関
係
」
を
参
照
。

18

『
緑
色
の
太
陽
』
五
三
頁
。「
父
と
の
関
係
」
を
参
照
。

19

高
村
光
雲
『
高
村
光
雲
懐
古
談
』（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
七
〇
年
）。

20

『
近
代
日
本
彫
刻
史
』
八
一
頁
〜
八
四
頁
。「
コ
ラ
ム
①
『
光
雲
懐
古
談
』
に
見
る
江
戸
の
彫

刻
」
を
参
照
。

21

高
村
光
太
郎
『
高
村
光
太
郎
全
集
第
五
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
五
七
年
）
三
五
一
頁
〜
三
〇

四
頁
。「
江
戸
の
彫
刻
」
を
参
照
。

22

『
近
代
日
本
彫
刻
史
』
二
八
頁
〜
二
九
頁
。「
江
戸
時
代
の
彫
刻
と
は
」
を
参
照
。

23

大
村
西
崖
「
彫
塑
論
」
の
表
で
は
レ
リ
ー
フ
上
の
彫
刻
を
半
肉
、
薄
肉
と
し
て
い
る
。

24

大
村
西
崖
「
彫
塑
論
」『
京
都
美
術
協
会
雑
誌
二
九
号
』（
一
八
九
四
年
九
月
）。

25

『
活
人
形
師
松
本
喜
三
郎
作

浄
国
寺
活
人
形
谷
汲
観
音
像
修
理
報
告
書
』（
曹
洞
宗
浄
国

寺
、
浦
仏
刻
所
、
米
田
印
刷
、
二
〇
〇
八
年
三
月
三
一
日
）。

26

「
彫
塑
総
論
」
の
初
出
は
大
正
一
四
年
七
月
発
行
の
『
ア
ル
ス
大
美
術
講
座
』
第
三
巻
、
八

月
二
九
日
発
行
の
第
四
巻
。
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
の
彫
塑
科
の
は
じ
め
に
掲
載
さ
れ
た
。
高
村

光
太
郎
『
高
村
光
太
郎
全
集
第
四
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
五
七
年
）
三
〇
一
頁
か
ら
三
〇
四

頁
。
本
論
中
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
、
旧
仮
名
遣
い
は
新
仮
名
遣
い
に

変
更
し
て
あ
る
。

27

カ
タ
ロ
グ
『
生
人
形
と
松
本
喜
三
郎
』（「
生
人
形
と
松
本
喜
三
郎
」
展
実
行
委
員
会
、
二
〇

〇
四
年
）
一
一
九
頁
。「
日
本
の
生
人
形
総
論
」
を
参
照
。

28

大
木
透
（
一
八
八
七
〜
一
九
五
九
）
佐
賀
市
出
身
。
大
正
二
年
九
州
日
日
新
聞
（
現
・
熊
本

日
日
新
聞
）
記
者
と
な
り
、
昭
和
二
四
年
に
熊
本
日
日
新
聞
を
退
社
。
大
木
透
に
つ
い
て
は

『
名
匠

松
本
喜
三
郎
』（
二
〇
〇
四
年
、
CA
M
K
PRESS）
を
参
照
。

29

「
洋
犬
の
首
」
の
制
作
年
に
つ
い
て
カ
タ
ロ
グ
『
高
村
光
雲
と
そ
の
時
代
展
』（
二
〇
〇
二
）

に
は
一
八
七
七
年
制
作
と
あ
る
。
こ
れ
は
高
村
規
（
た
か
む
ら
た
だ
し
）
が
『
木
彫

高
村

光
雲
』
で
制
作
年
を
「
廿
五
歳
の
頃
と
推
測
す
る
」
と
述
べ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
豊
周
は
『
木
彫
七
〇
年
』
の
あ
と
が
き
の
な
か
で
「
修
行
中
の
こ
と
」
と
述
べ
て
い

る
。
な
ら
ば
一
八
七
四
年
以
前
に
制
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
制
作
年
は
一
致
し
て
い

な
い
。

図図
一

松
本
喜
三
郎
作
「
谷
汲
観
音
像
」
熊
本
市
浄
国
寺
所
蔵
、
筆
者
撮
影
。

図
二

高
村
光
雲
「
洋
犬
の
首
」
個
人
蔵
、
高
村
規
『
木
彫

高
村
光
雲
』
よ
り
転
載
。
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四
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四
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塑
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岩
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直
之
『
股
間
若
衆
』（
新
潮
社
、
二
〇
一
二
年
）。

（
し
ば
や
ま
・
ま
さ
や

彫
刻
専
攻
）

（
二
〇
一
八
年
一
一
月
七
日

受
理
）
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近代日本彫刻考(一）『光雲懐古談』をめぐって 芝山昌也

( 12 )
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