
雪
村
周
継
の
画
論
『
説
一
門
弟
資
一
云
』
に
つ
い
て
の
疑
い

・

《
キ
ー
ワ
ー
ド
》
雪
村
周
継
　
日
本
最
初
の
画
論
　
偽
書

は
じ
め
に

雪
村
周
継
（
生
没
年
未
詳
）
　
は
、
室
町
時
代
後
期
（
十
六
世
紀
）
　
に
関
東
・

東
北
で
活
躍
し
た
地
方
画
人
で
あ
る
が
、
そ
の
頃
の
画
家
と
し
て
は
比
類
の
な

い
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
彼
の
遺
作
は
確
認
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
約
百

五
十
点
に
達
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
没
後
四
百
年
余
を
経
て
い
る
割
に
は
異
常

な
多
き
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
雪
村
は
画
域
が
非
常
に
広
く
、
山
水
、

花
井
、
草
虫
、
禽
獣
、
読
菜
、
故
事
、
隠
逸
、
肖
像
、
通
釈
人
物
な
ど
広
汎
な

題
材
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
描
法
も
精
密
な
着
色
画
か
ら
簡
潔
な

水
墨
画
に
至
る
ま
で
、
大
小
の
画
面
を
自
由
に
描
き
こ
な
し
て
い
る
。
彼
の
作

風
は
墨
の
濃
淡
の
対
照
、
思
い
き
っ
た
省
略
、
躍
動
す
る
描
線
な
ど
に
特
色
が

あ
り
、
宋
元
名
家
の
筆
法
の
模
倣
に
拘
泥
し
て
い
た
同
時
代
の
画
人
の
中
で
は
、

稀
に
見
る
強
烈
な
個
性
を
示
し
て
い
る
。
彼
の
画
業
が
わ
が
国
の
近
代
画
人
中

欧
米
の
鑑
賞
家
層
に
よ
っ
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
も
、
不
思
議
で
は
な
い
。

殊
に
、
彼
が
天
文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
　
に
書
い
た
と
い
う
『
説
二
門
弟
資

云
』
　
は
、
短
い
な
が
ら
日
本
最
初
の
本
格
的
な
画
論
で
あ
っ
て
、
そ
の
簡
潔
で

成
　
瀬
　
不
二
雄

論
理
性
に
富
む
主
張
内
容
は
、
い
く
ら
個
性
的
な
雪
村
の
著
作
だ
と
し
て
も
、

あ
ま
り
に
同
時
代
の
知
的
水
準
を
超
越
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
本
稿
は
こ

の
画
論
の
特
異
性
と
や
や
芝
居
が
か
っ
た
発
見
の
事
情
を
指
摘
し
て
、
そ
れ
を

雪
村
の
著
作
と
し
て
無
反
省
に
取
り
上
げ
て
よ
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
注
意

を
呼
び
起
こ
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
、
『
説
刊
弟
資
盲
』
に
つ
い
て
の
従
来
の
見
解

雪
村
に
つ
い
て
初
め
て
近
代
美
術
史
的
な
研
究
を
試
み
た
の
は
福
井
利
吉
郎

氏
で
あ
る
。
福
井
氏
は
そ
の
「
雪
村
新
論
」
に
お
い
て
、
『
説
二
門
弟
資
云
』

を
と
り
あ
げ
左
の
よ
う
に
言
う
。

此
の
資
料
は
文
晃
画
談
等
に
収
め
ら
れ
て
周
知
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
漫

然
疑
を
挟
む
学
者
が
多
か
っ
た
様
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
文
晃
の
外
菅
原
院

糖
の
如
き
識
者
も
亦
之
れ
を
「
冠
字
類
抄
」
に
載
せ
、
且
つ
其
の
資
料
の
出

所
に
つ
い
て
知
人
の
名
を
挙
げ
て
ゐ
る
の
を
見
れ
ば
、
伝
来
に
就
い
て
は
こ

れ
を
疑
ふ
の
が
寧
ろ
無
理
で
あ
ら
う
。
若
し
強
ひ
て
疑
問
を
挿
む
と
す
れ
ば



其
の
本
文
で
あ
る
雪
村
の
画
論
の
内
容
に
関
す
る
で
あ
ら
う
が
、
此
点
に
就

て
は
後
項
に
説
く
如
く
内
容
其
物
が
最
も
雄
弁
に
雪
村
自
身
を
語
っ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
　
（
仮
名
遣
い
は
原
文
の
ま
ま
）
。

こ
こ
で
、
福
井
氏
が
こ
の
雪
村
の
画
論
の
信
憑
性
を
強
く
主
張
す
る
理
由
は
、

第
一
に
そ
れ
が
江
戸
時
代
後
期
の
識
者
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第

二
に
そ
れ
が
雪
村
の
芸
術
の
特
色
を
明
ら
か
に
、
し
か
も
簡
潔
に
物
語
っ
て
い

る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
福
井
氏
の
提
言
は
そ
の
後
雪
村
研
究
者
の
間
で
広
く
受

容
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
ぺ
　
こ
の
画
論
に
つ
い
て
何
ら
か
の
疑
い
を
漏
ら

し
た
の
は
、
後
に
説
く
よ
う
に
、
林
進
氏
と
小
川
知
二
氏
だ
け
で
は
な
か
っ
た

か
と
思
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
は
　
『
文
晃
画
談
』
　
（
文
化
八
年
八
一
八

二
）
、
谷
文
晃
編
）
　
に
載
せ
ら
れ
た
こ
の
画
論
の
全
文
を
ま
ず
左
に
引
用
し

（
2
）

よ
、
つ
。説

一
．
門
弟
資
一
云

夫
董
道
は
諒
に
仙
術
に
て
、
書
と
同
事
な
る
中
、
少
し
の
異
あ
り
。
書
は

形
な
き
の
形
、
葦
は
萬
象
あ
り
て
、
筆
に
受
け
心
に
鮎
じ
て
、
書
一
き
成
す
虞

な
れ
ば
、
山
海
行
脚
の
径
路
に
も
、
心
を
留
め
筆
を
落
す
べ
し
。
憲
一
鮎
よ

り
萬
鮎
を
痺
化
す
る
は
、
龍
の
雲
を
起
し
、
虎
の
風
を
促
す
如
く
、
自
在
に

其
気
を
顛
す
べ
し
。
其
法
は
筆
の
遅
速
と
云
べ
き
や
。
骨
法
肉
法
の
二
つ
心

に
止
め
、
浮
沈
清
濁
は
則
影
日
向
に
て
、
筆
の
命
毛
を
毛
頭
よ
り
打
こ
ん
で
、

毛
頭
よ
り
我
が
手
を
し
ら
ず
に
抜
虞
也
。
是
を
自
在
の
筆
力
と
云
べ
し
。
誤

て
も
筆
の
腹
を
用
い
る
こ
と
な
か
れ
。
い
か
な
る
形
を
重
く
に
も
、
濃
墨
を

前
に
し
て
、
淡
墨
を
後
に
す
べ
し
。
十
重
の
中
、
濃
墨
七
墨
、
淡
墨
三
塁
を

走
り
と
思
ふ
べ
し
。
隈
取
の
事
は
、
書
一
面
の
遠
近
曲
直
を
分
つ
の
所
な
れ
ば
、

濃
淡
卒
忽
あ
る
べ
か
ら
ず
。
唯
々
天
地
の
形
勢
、
自
然
の
幽
玄
を
見
て
董
成

す
こ
そ
道
の
妙
至
と
云
ふ
べ
き
な
り
。
亦
古
人
の
囲
書
を
尋
問
す
る
は
、
是

筆
跡
省
略
を
見
る
ま
で
に
て
、
自
己
の
筆
意
に
は
益
と
す
べ
か
ら
ず
。
設
へ

ば
我
師
た
る
雪
舟
の
室
に
て
も
、
予
が
筆
力
に
は
綴
り
用
ひ
が
た
し
。
若
尊

ん
で
模
し
用
る
時
は
、
是
予
が
筆
力
に
あ
ら
ず
。
故
に
童
は
則
ち
形
は
萬
象

に
倣
ひ
、
筆
跡
の
省
略
は
師
に
よ
り
、
筆
力
は
自
己
の
心
意
に
止
め
て
、
筆

を
振
ふ
べ
き
事
な
り
。
然
ら
ざ
る
時
は
、
予
が
董
筆
と
云
ふ
べ
か
ら
ず
。
予

は
多
年
雪
舟
に
学
ぶ
と
い
ヘ
ビ
も
、
室
風
の
懸
隔
せ
る
を
見
よ
、
如
何
。
童

の
事
は
山
水
人
物
を
生
涯
の
骨
目
と
し
て
修
行
す
べ
き
事
也
。

天
文
十
一
壬
寅
年
如
月
　
　
　
　
　
常
州
過
重
寓
住
雪
村
誌
之

な
お
、
右
の
画
論
に
つ
い
て
、
谷
文
鬼
は
そ
の
伝
来
や
発
見
の
事
情
に
つ
い

て
、
一
切
説
明
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
福
井
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
画
論
の
発
見
の
顛
末
に
つ
い
て
は
、
「
（
酒
井
抱
一
の
記
録
）
と
い
ふ
も
の

国
華
六
十
号
所
載
」
　
（
註
1
の
福
井
論
文
の
一
節
）
　
に
詳
し
く
説
か
れ
、
ま
た

菅
原
洞
斎
編
　
『
画
師
姓
名
冠
字
類
抄
』
　
に
も
、
こ
れ
を
世
に
紹
介
し
た
石
川
大

浪
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
福
井
氏
以
後
の
雪
村
を
論
ず
る
者
は
、

『
文
兎
画
談
』
　
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
　
『
説
門
弟
資
■
云
』
　
を
ほ
と
ん
ど
何
の
説

明
も
加
え
ず
に
利
用
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
、
福
井
氏
が
早

く
も
そ
の
三
つ
の
紹
介
過
程
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
さ
す
が
と
い

う
べ
き
だ
ろ
う
。
と
に
か
く
、
福
井
氏
以
後
の
研
究
者
と
し
て
、
こ
の
画
論
の

信
憑
性
の
問
題
に
触
れ
た
の
は
、
後
述
す
る
林
氏
と
小
川
氏
以
外
に
は
な
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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二
、
「
酒
井
抱
一
の
記
録
」
と
称
す
る
も
の
に
見
え
る
『
説
－
門
弟
資
－

云
』
　
発
見
の
事
情

『
国
華
』
第
六
十
五
号
（
明
治
二
十
八
年
二
月
十
一
日
発
行
）
　
に
は
、
「
雪

村
」
と
題
す
る
一
文
が
掲
載
さ
れ
、
雪
村
の
生
涯
の
芸
術
が
三
期
に
分
け
ら
れ

る
こ
と
を
指
摘
し
、
旧
会
津
藩
主
松
平
子
爵
の
所
蔵
す
る
『
李
白
観
港
図
』
　
の

写
真
版
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
姦
こ
酒
井
砲
一
ノ
記
録
中
、
等
周

子
力
翁
ノ
旧
跡
ヲ
尋
ネ
タ
ル
ノ
一
事
ア
リ
、
左
二
其
文
ヲ
録
セ
ン
」
　
（
句
読
点

筆
者
）
　
と
断
っ
た
の
ち
、
『
説
再
弟
資
■
云
』
が
雪
村
の
か
つ
て
住
ん
だ
常
陸

国
辺
垂
か
ら
発
見
さ
れ
た
事
情
を
詳
し
く
述
べ
、
つ
い
で
こ
の
画
論
の
全
文
を

掲
載
し
て
い
る
。
こ
の
「
雪
村
」
と
題
す
る
記
事
に
は
、
明
治
時
代
の
『
国
華
』

誌
に
ま
ま
見
ら
れ
る
よ
う
に
筆
者
名
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
こ
の
頃
の
活

字
版
の
通
例
と
し
て
、
全
く
句
読
点
が
施
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
に

記
さ
れ
て
い
る
『
説
■
再
弟
資
云
』
発
見
の
事
情
は
か
な
り
長
文
に
わ
た
る
が
、

こ
の
時
代
の
　
『
国
華
』
誌
は
す
で
に
稀
献
本
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
部
分

の
全
文
を
左
に
引
用
し
よ
う
。
な
お
、
現
代
の
読
者
に
読
み
易
い
よ
う
に
、
句

読
点
を
施
し
、
漢
字
は
全
て
現
行
体
に
改
め
た
。

常
陸
国
水
戸
の
領
地
、
太
田
に
近
さ
辺
垂
は
、
雪
村
の
住
る
庵
の
跡
、
今

は
何
も
な
し
、
等
周
子
其
所
に
い
た
り
て
、
こ
こ
か
し
こ
の
民
屋
に
尋
問
ふ

に
、
里
人
日
く
、
い
か
に
も
古
へ
此
処
に
さ
る
人
の
住
る
よ
し
い
い
伝
ふ
、

そ
は
此
国
に
て
産
ま
れ
し
人
に
も
あ
ら
す
、
い
つ
れ
の
国
の
産
に
や
、
し
れ

る
人
も
な
か
り
し
、
里
の
童
の
な
き
わ
ふ
る
時
も
、
人
人
の
物
あ
ら
そ
ひ
し

て
打
あ
ふ
時
に
も
、
何
事
に
も
只
絵
を
か
き
て
あ
た
え
、
人
の
心
を
や
は
ら

け
、
よ
ろ
こ
は
し
め
ら
れ
し
と
い
ふ
、
誠
の
道
徳
者
な
り
け
ら
し
、
さ
れ
と

も
今
は
年
ふ
り
た
る
こ
と
な
れ
は
、
其
終
る
処
も
し
れ
る
人
な
し
、
但
し
鷲

子
山
の
麓
に
、
其
ゆ
か
り
あ
る
人
の
家
今
あ
り
と
い
い
伝
ふ
と
答
え
け
れ
は
、

い
さ
さ
ら
は
と
て
出
立
ぬ
、
其
頃
等
周
子
か
住
け
る
磯
の
浜
の
隣
大
貫
村
よ

り
の
路
程
、
山
渓
を
越
て
、
十
六
里
半
ほ
と
も
あ
る
な
り
、
鷲
子
山
の
麓
田

面
と
い
ふ
処
に
い
た
る
、
谷
の
隠
に
一
の
家
あ
り
、
そ
こ
に
て
と
へ
は
、
今

少
し
行
給
へ
は
、
家
三
軒
あ
り
、
其
中
な
り
と
い
ふ
、
細
き
道
を
ゆ
き
て
、

三
軒
の
始
な
る
家
に
入
て
見
る
に
、
其
家
床
な
し
、
入
口
は
戸
な
く
し
て
、

む
し
ろ
を
垂
れ
た
り
、
内
に
老
翁
一
人
た
は
こ
を
す
ひ
居
た
り
、
等
周
子
日
、

便
な
き
申
こ
と
な
れ
と
も
、
今
は
昔
雪
村
と
て
画
か
く
人
の
あ
り
け
る
、
其

ゆ
か
り
あ
る
人
の
家
此
処
に
あ
な
る
由
、
き
き
つ
た
え
て
、
は
る
は
る
尋
ね

来
り
し
な
り
、
何
れ
の
家
に
や
と
い
へ
は
、
翁
日
、
我
家
な
り
、
等
周
子
い

へ
ら
く
、
我
も
拙
け
れ
と
そ
の
雪
村
の
風
を
し
た
ひ
て
画
く
も
の
な
り
、
そ

も
い
か
な
る
ゆ
か
り
に
て
お
は
す
や
、
苦
る
も
の
な
と
も
あ
り
や
、
翁
日
、

我
先
祖
年
久
し
く
辺
垂
に
あ
り
て
、
雪
村
大
徳
に
つ
か
へ
、
小
願
某
と
い
へ

り
、
画
も
学
ひ
た
り
、
雪
村
の
書
き
給
へ
る
文
持
伝
て
家
の
宝
と
す
、
等
周

日
、
願
は
く
は
其
書
見
る
こ
と
を
ゆ
る
し
て
給
は
ん
や
、
翁
の
日
、
待
給
へ

今
に
老
婆
か
帰
り
来
ら
ん
と
て
、
家
を
立
出
、
土
に
坐
し
た
は
こ
の
け
ふ
り

く
ゆ
ら
し
て
、
老
婆
を
待
、
し
は
し
あ
り
て
帰
り
来
る
、
翁
前
意
を
も
て
告
、

老
婆
日
、
是
我
家
の
宝
に
し
て
、
昔
よ
り
も
み
た
り
に
見
る
こ
と
を
せ
す
、

疫
病
は
や
り
て
隣
ま
て
来
る
と
い
へ
と
も
、
我
家
の
み
、
つ
い
に
病
こ
と
な

き
は
、
此
宝
の
徳
な
り
、
我
す
ら
い
ま
た
見
た
る
事
な
し
、
我
夫
は
他
よ
り

む
こ
に
来
る
人
な
れ
は
、
猶
更
な
り
、
あ
れ
見
給
へ
、
竹
の
筒
に
入
て
屋
の

棟
に
ゆ
ひ
附
け
た
る
な
り
と
い
ふ
、
等
周
ね
も
こ
ろ
に
こ
ひ
、
翁
も
傍
よ
り

言
を
そ
え
た
り
け
れ
は
、
老
婆
見
る
こ
と
を
ゆ
る
し
ぬ
、
さ
て
取
出
て
見
る
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に
、
紙
の
中
す
す
け
文
字
も
さ
た
か
な
ら
ね
と
、
よ
き
墨
し
て
苦
る
と
兄
へ
、

墨
の
色
寅
男
に
光
あ
り
け
れ
は
、
漸
漸
読
得
ぬ
、
は
し
書
に
門
人
等
に
あ
た

ふ
と
あ
り
て
、
画
く
道
の
教
を
説
る
書
な
り
、
等
周
い
は
く
、
此
文
を
う
つ

し
て
帰
り
た
し
、
願
く
は
ゆ
る
し
給
へ
と
い
へ
は
、
老
婆
か
の
書
を
取
返
し
、

竹
筒
に
入
傍
に
置
て
、
二
言
も
こ
た
へ
す
し
て
、
そ
と
に
出
去
り
ぬ
、
等
周

ま
た
翁
に
こ
へ
は
、
翁
日
、
我
む
こ
な
れ
は
、
婆
か
言
を
そ
む
き
か
た
し
、

然
れ
と
も
は
る
は
る
来
給
へ
る
人
の
御
心
を
察
し
、
も
た
し
か
た
く
候
な
り
、

そ
こ
に
居
給
へ
、
我
行
て
婆
を
尋
ね
来
り
候
は
ん
と
て
出
行
、
等
周
日
、
我

も
と
も
に
行
ん
と
て
ゆ
く
、
三
軒
の
先
の
端
な
る
家
に
至
れ
は
、
か
の
老
婆

う
す
ひ
き
て
居
た
り
、
此
家
は
少
し
よ
き
家
に
て
、
畳
も
敷
た
り
、
其
家
の

あ
る
し
と
か
の
翁
と
ふ
た
り
し
て
、
や
う
や
う
い
い
な
た
め
た
り
け
れ
は
、

老
婆
漸
し
て
写
を
ゆ
る
す
、
さ
て
其
日
も
た
そ
か
れ
に
な
り
ぬ
れ
は
、
近
き

峯
に
山
伏
の
家
あ
る
は
、
ひ
と
た
ひ
逢
知
れ
る
人
な
れ
は
、
行
て
一
夜
を
あ

か
し
ぬ
、
主
の
山
伏
は
遠
く
出
て
、
同
庵
の
人
の
み
居
た
り
し
か
、
よ
く
う

け
ひ
き
て
宿
を
か
し
け
り
、
さ
て
大
貫
村
に
帰
り
て
、
又
の
年
あ
る
寺
の
和

尚
、
か
の
山
伏
の
も
と
へ
行
よ
し
を
聞
て
、
等
周
二
分
金
を
封
し
て
、
和
尚

に
頼
み
、
山
伏
の
も
と
へ
お
く
り
、
か
の
老
夫
婦
に
あ
た
へ
、
謝
し
給
は
れ

と
い
い
や
り
し
か
、
叉
半
年
は
か
り
過
て
、
幸
便
あ
り
し
か
、
老
夫
婦
の
者

此
謝
物
を
受
す
と
て
、
山
伏
の
も
と
よ
り
返
し
た
り
け
る
と
な
ん

こ
の
あ
と
、
『
国
華
』
第
六
十
五
号
は
　
『
説
一
門
弟
資
一
云
』
　
の
全
文
を
掲
載

し
、
さ
ら
に
　
「
是
二
由
テ
之
ヲ
見
レ
ハ
、
雪
村
ノ
雪
村
ク
ル
所
以
ノ
モ
ノ
ハ
、

全
ク
気
韻
風
格
二
存
シ
テ
、
皮
相
形
骸
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヤ
知
ル
可
キ
ナ
リ
、
又
翁

ノ
印
譜
ハ
左
二
掲
出
セ
ン
」
と
こ
の
記
事
「
雪
村
」
　
の
編
者
（
無
名
氏
）
　
の
意

見
を
述
べ
、
雪
村
の
印
譜
を
載
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
紹
介
さ
れ
て
い

る
雪
村
の
画
論
は
、
『
文
晃
画
談
』
　
の
場
合
と
は
違
っ
て
、
平
仮
名
で
は
な
く

片
仮
名
ま
じ
り
の
文
章
で
あ
り
、
ま
た
相
互
に
多
少
の
異
同
が
あ
る
が
、
こ
れ

は
無
視
し
て
よ
い
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
亀
田
孜
著
　
『
雪
村
』
　
（
日
本

美
術
絵
画
全
集
第
八
巻
、
昭
和
五
十
五
年
、
集
英
社
刊
）
　
の
巻
末
「
文
献
／
資

料
」
は
、
『
説
一
再
弟
資
云
』
を
『
文
兎
画
談
』
か
ら
で
は
な
く
、
『
国
華
』
第

六
十
五
号
か
ら
掲
載
し
て
い
る
が
、
亀
田
氏
は
画
論
の
末
尾
に
（
『
文
晃
画
談
』
）

と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
亀
田
氏
は
原
文
の
字
句
の
不
適
当
と
思
わ
れ
る
箇

所
を
多
少
修
正
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
た
い
ち
い
ち
指
摘
す
る
必
要
の
な
い
程

度
の
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
亀
田
氏
は
こ
の
「
文
献
／
資
料
」
篇
に
お
い
て
、
『
説
二
門
弟
資

云
』
　
の
本
文
を
掲
載
し
た
の
ち
、
「
酒
井
砲
一
記
録
」
と
題
し
て
、
『
国
華
』
第

六
十
五
号
掲
載
の
こ
の
画
論
発
見
の
経
緯
（
筆
者
が
本
稿
に
掲
載
し
た
も
の
）

を
冒
頭
か
ら
約
七
割
程
度
引
用
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
亀
田
氏
は
こ
れ
が
ど
の

よ
う
な
抱
一
の
記
録
に
基
づ
く
の
か
全
く
註
記
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
亀
田

氏
の
い
う
「
酒
井
砲
一
記
録
」
な
る
も
の
は
　
『
国
華
』
　
誌
の
記
事
を
指
す
こ
と

に
お
そ
ら
く
ち
が
い
な
い
が
、
亀
田
氏
が
そ
れ
を
全
く
断
っ
て
お
ら
れ
な
い
こ

と
は
、
学
界
の
大
先
輩
に
対
し
失
礼
な
が
ら
、
世
の
誤
り
を
招
く
も
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
思
う
に
、
亀
田
氏
は
氏
が
常
に
敬
愛
さ
れ
て
い
た
福
井
利
吉
郎
氏

と
同
様
に
、
『
説
一
門
弟
資
云
』
を
雪
村
自
身
の
書
い
た
画
論
と
固
く
信
じ
、

そ
の
発
見
の
経
緯
に
つ
い
て
も
特
に
不
審
に
感
じ
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、

「
酒
井
砲
一
記
録
」
　
の
出
典
を
註
記
す
る
こ
と
も
、
ま
た
そ
の
出
所
を
追
求
す

る
こ
と
も
、
あ
え
て
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

前
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
『
説
二
門
弟
資
■
云
』
　
は
等
周
な
る
画
人
　
（
そ
れ
に

つ
い
て
は
後
述
）
　
が
、
雪
村
旧
跡
の
常
陸
辺
垂
か
ら
発
見
し
た
も
の
と
、
酒
井
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砲
一
の
記
録
に
あ
る
と
　
『
国
華
』
　
第
六
十
五
号
は
伝
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

筆
者
の
知
る
か
ぎ
り
で
は
、
そ
の
よ
う
な
抱
一
の
記
録
は
兄
い
だ
さ
れ
な
い
し
、

ま
た
二
、
三
の
砲
一
に
詳
し
い
研
究
者
に
尋
ね
て
も
、
明
ら
か
に
し
え
な
か
っ

た
。
ち
な
み
に
、
酒
井
抱
一
（
一
七
六
一
～
一
八
二
八
）
　
の
伝
記
を
詳
細
に
研

究
さ
れ
た
相
見
香
両
氏
に
よ
る
と
、
砲
一
の
旧
居
雨
華
庵
は
砲
一
没
後
三
十
七

年
を
経
た
慶
応
元
年
　
（
一
八
六
五
）
　
八
月
二
十
一
日
に
全
焼
し
、
抱
一
関
係
の

ほ
と
ん
ど
の
記
録
は
失
わ
れ
た
。
し
か
し
、
『
説
■
．
門
弟
資
一
云
』
　
に
ま
つ
わ
る

砲
一
の
記
録
な
る
も
の
が
、
明
治
二
十
八
年
発
行
の
　
『
国
華
』
第
六
十
五
号
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
が
そ
の
時
点
ま
で
は
何
び
と
か
の
手
に
よ
っ
て

保
存
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
あ
え
て
意
地
の
悪
い
見
方
を
す
る

な
ら
ば
、
雨
華
庵
の
全
焼
に
よ
り
、
抱
一
関
係
の
ほ
と
ん
ど
の
記
録
が
失
わ
れ

た
不
幸
に
事
寄
せ
て
、
『
文
晃
画
談
』
　
に
載
せ
ら
れ
な
が
ら
出
自
不
明
の
こ
の

画
論
の
信
憑
性
を
高
め
る
た
め
、
あ
え
て
あ
の
よ
う
な
話
が
作
り
上
げ
ら
れ
た

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
画
人
と
し
て
の
酒
井
砲
一
は
谷
文
晃
　
（
一
七
六
三
～
一
八
四
〇
）
　
と

親
し
か
っ
た
か
ら
、
砲
一
の
ゆ
か
り
で
発
見
さ
れ
た
と
い
う
雪
村
の
画
論
が
、

『
文
晃
画
談
』
に
掲
載
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
た
だ
、
『
説
▲
門
弟
資
一
云
』

発
見
の
経
緯
は
、
ま
こ
と
に
芝
居
が
か
っ
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
特

に
、
等
周
な
る
画
人
が
辺
垂
の
雪
村
旧
跡
を
訪
ね
、
こ
の
画
論
を
か
ろ
う
じ
て

写
し
て
帰
る
一
段
は
、
高
砂
の
老
翁
老
躯
か
、
山
姥
の
登
場
す
る
謡
曲
や
浄
瑠

璃
を
思
わ
せ
、
に
わ
か
に
信
じ
難
い
気
が
す
る
。

三
、
『
画
師
姓
名
冠
字
頬
紗
』
の
『
説
－
門
弟
資
盲
』
紹
介
と
洋
風
画

家
石
川
大
浪

菅
原
洞
斎
　
（
院
塀
、
一
七
六
二
～
一
八
二
二
）
　
編
　
『
画
師
姓
名
冠
字
類
紗
』

は
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
写
本
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
巻
十
三

に
　
「
雪
村
」
　
の
項
が
あ
る
。
こ
の
項
に
つ
い
て
は
、
大
和
文
華
館
に
お
い
て
昭

和
五
十
六
年
秋
に
開
催
さ
れ
た
特
別
展
『
雪
村
－
戦
国
乱
世
を
生
き
た
大
画
人
』

の
展
観
目
録
に
掲
載
さ
れ
た
早
川
聞
多
氏
に
よ
る
翻
刻
が
あ
る
。

こ
の
「
雪
村
」
の
項
は
、
ま
ず
先
行
の
画
論
『
画
巧
便
覧
』
と
『
本
朝
画
史
』

に
見
え
る
雪
村
に
つ
い
て
の
記
事
を
引
用
し
た
あ
と
、
『
説
一
．
門
弟
資
云
』
　
の

全
文
を
載
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
　
『
国
華
』
　
第
六
十
五
号
の
場
合
と
同
じ
く
、
片

仮
名
ま
じ
り
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
一
部
の
脱
落
と
数
箇
所
の
誤
字
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
も
そ
れ
に
つ
い
て
は
問
題
と
し
な
い
こ
と
と
す
る
。
こ
の
菅

原
洞
斎
の
画
論
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
『
説
一
．
門
弟
資
三
豊
　
を
掲
載

し
た
あ
と
に
、
「
此
書
ハ
常
州
辺
垂
の
田
郷
二
雪
村
ノ
親
族
ア
リ
テ
、
其
家
二

貯
あ
る
と
て
、
戎
ノ
借
覧
シ
テ
写
し
来
り
と
て
、
石
川
大
浪
君
御
日
参
被
下
候
」

（
句
読
点
筆
者
）
　
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
あ
る
人
　
（
酒
井

抱
一
の
記
録
な
る
も
の
に
出
る
等
周
か
？
）
　
が
借
り
て
写
し
て
き
た
も
の
を
石

川
大
狼
が
持
っ
て
き
て
見
せ
て
く
れ
た
と
い
う
。
な
お
、
菅
原
洞
斎
は
谷
文
晃

の
姉
紅
藍
の
婿
で
あ
る
か
ら
、
『
説
二
門
弟
資
▲
云
』
紹
介
の
関
係
者
の
一
人
で

あ
り
得
る
。

こ
こ
に
言
う
石
川
大
浪
　
（
一
七
六
五
～
一
八
一
七
）
　
は
、
名
を
七
左
衛
門
乗

加
と
い
う
江
戸
幕
府
の
旗
本
で
、
大
番
組
頭
を
勤
め
た
。
彼
は
蘭
学
者
で
あ
り
、

洋
風
画
家
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
絵
心
の
あ
る
武
士
の
常
と
し
て
、
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は
じ
め
狩
野
派
を
学
ん
だ
が
、
西
洋
の
画
法
書
や
洋
書
の
挿
絵
を
通
じ
て
西
洋

画
法
を
習
得
し
、
蘭
学
者
の
著
書
に
洋
書
の
銅
版
画
を
写
し
た
挿
絵
を
描
い
た
。

彼
の
鑑
賞
画
は
狩
野
派
の
墨
技
を
基
礎
と
す
る
水
墨
、
あ
る
い
は
墨
画
淡
彩
の

西
洋
人
物
図
が
ほ
と
ん
ど
で
、
小
田
野
直
武
や
司
馬
江
漢
の
よ
う
な
西
洋
画
法

に
基
づ
く
創
作
画
　
（
た
と
え
ば
日
本
風
景
）
　
は
ま
ず
描
い
て
い
な
い
し
、
油
絵

も
遺
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
大
浪
は
洋
書
の
挿
絵
の
模
写
に
よ
っ
て
、
陰
影

に
よ
る
人
物
の
立
体
的
表
現
に
は
習
熟
し
て
お
り
、
ま
た
墨
の
濃
淡
を
明
暗
の

表
現
に
巧
み
に
活
用
し
た
。
そ
の
よ
う
な
彼
の
画
技
は
、
同
時
代
人
の
肖
像
画

で
あ
る
『
杉
田
玄
白
像
』
　
（
文
化
九
年
二
八
一
二
）
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
）

に
結
実
し
て
い
る
。

次
に
、
大
浪
は
蘭
学
者
と
し
て
多
く
の
洋
書
を
蒐
集
し
、
有
名
な
ラ
イ
レ
ッ

セ
著
『
大
画
法
書
』
（
G
E
R
A
R
D
 
D
E
 
r
A
I
R
E
S
S
E
一
G
r
0
0
t
 
S
c
h
i
－
d
e
r
b
O
e
k
一

H
a
a
ユ
e
m
－
道
①
．
）
も
架
蔵
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
彼
は
当
時
と
し
て
は
西
洋
画

法
を
理
論
的
に
理
解
し
、
そ
の
知
識
を
谷
文
鬼
に
伝
え
て
い
た
が
、
『
文
晃
画

談
』
　
の
　
「
泰
西
の
画
法
に
因
る
事
」
　
に
は
、
そ
れ
が
開
陳
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

な
か
で
、
活
の
張
庚
の
　
『
国
朝
画
徴
録
』
　
が
、
西
洋
画
の
陰
影
法
と
中
国
画
の

凹
凸
法
と
を
混
同
し
て
い
る
と
批
判
し
、
大
浪
は
左
の
よ
う
に
言
う
。

按
ず
る
に
、
凡
人
正
面
則
明
、
而
側
面
即
暗
云
々
の
説
は
、
す
こ
し
く
尽

き
ゞ
る
に
似
た
り
。
泰
西
の
画
法
、
其
正
側
に
か
ゝ
は
ら
ず
、
目
に
向
ひ
日

に
背
す
る
を
以
て
暗
明
を
な
せ
り
。
予
が
蔵
せ
る
西
土
ラ
イ
レ
ッ
セ
な
る
者

の
著
す
と
こ
ろ
大
　
画
　
譜
に
詳
に
説
け
り
。
唐
山
の
人
の
泰
西
法
に
因
て

画
る
を
見
る
に
、
只
凹
凸
法
を
取
る
の
み
、
日
を
一
方
に
置
て
、
一
国
を
画

る
も
の
に
あ
ら
ず
。
抑
是
は
得
■
其
意
．
而
変
通
す
る
も
の
な
る
べ
き
の
み
。

真
の
泰
西
の
画
法
に
あ
ら
ず
。

こ
の
一
節
は
、
西
洋
画
の
陰
影
法
と
東
洋
画
の
隈
取
り
に
よ
る
立
体
的
表
現

と
の
根
本
的
な
相
違
に
つ
い
て
、
石
川
大
狼
が
よ
く
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
石
川
大
浪
の
西
洋
画
理
解
に
つ
い
て
は
、
本
稿

と
は
無
関
係
な
こ
と
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
　
『
説
一
■
門
弟
資

云
』
　
の
内
容
を
検
討
す
る
上
で
是
非
必
要
な
の
で
、
あ
え
て
そ
れ
に
つ
い
て
論

及
し
た
次
第
で
あ
る
。

四
、
林
進
氏
と
小
川
知
二
氏
と
が
『
説
門
弟
資
盲
』
に
つ
い
て
抱

い
た
疑
い
。

雪
村
自
身
の
画
論
と
さ
れ
る
　
『
説
再
弟
資
．
云
』
　
に
つ
い
て
は
、
福
井
利
吉

郎
氏
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
か
っ
て
は
　
「
漫
然
疑
を
挟
む
学
者
」
が
多
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
発
見
と
紹
介
に
関
係
し
た
人
々
の
う
ち
に

有
名
な
画
家
や
知
識
人
が
い
た
こ
と
、
及
び
そ
の
画
論
自
体
の
個
性
的
な
内
容

と
明
快
な
論
理
性
が
余
り
に
も
魅
力
的
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
雪
村
特

有
の
芸
術
を
撃
駕
と
さ
せ
る
こ
と
の
た
め
、
福
井
氏
以
後
の
雪
村
研
究
者
は
、

福
井
氏
に
な
ら
っ
て
そ
の
信
憑
性
を
疑
わ
な
い
ば
か
り
か
、
ま
ず
こ
の
画
論
を

足
掛
か
り
と
し
て
、
雪
村
芸
術
の
解
釈
に
着
手
す
る
傾
向
す
ら
あ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
林
進
氏
は
こ
の
よ
う
な
一
般
的
傾
向
を
批
判
し
、
ま
ず
作
品
に
接
す
る

こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
左
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
ら
れ

た
。

さ
て
、
雪
村
の
名
前
が
年
紀
と
と
も
に
最
初
に
見
ら
れ
る
の
は
、
「
説
門

弟
資
云
」
と
題
し
た
一
文
で
、
そ
の
奥
書
に
　
「
天
文
十
一
年
　
（
一
五
四
二
）

壬
寅
如
月
　
（
二
月
）
、
常
州
辺
垂
寓
住
、
雪
村
誌
之
」
と
あ
る
。
（
中
略
）
　
そ
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の
雪
村
自
筆
本
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

こ
の
「
説
門
弟
資
云
」
は
二
つ
の
点
で
重
要
で
あ
る
。
一
つ
は
わ
が
国
で

最
初
の
本
格
的
な
画
論
で
、
わ
ず
か
五
百
字
余
り
の
文
字
で
、
雪
村
の
画
に

対
す
る
考
え
方
や
描
写
法
に
つ
い
て
簡
潔
に
説
い
て
い
る
こ
と
。
も
う
一
つ

は
雪
村
が
天
文
十
一
年
に
常
州
の
辺
垂
に
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
「
説
門
弟
資
云
」
に
は
書
誌
学
的
に
も
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
も

問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
そ
の
発
見
か
ら
公
刊
に
至
る
背

景
に
不
明
な
点
が
多
い
こ
と
、
画
論
の
内
容
と
雪
村
画
の
画
風
と
の
時
期
的

な
ず
れ
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
問
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
こ
の
画
論
む
よ
り

ど
こ
ろ
と
し
て
、
す
で
に
天
文
十
一
年
の
時
点
で
、
雪
村
を
、
偉
大
な
画
人

で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
む
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

確
か
に
、
そ
の
内
容
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
お
り
、
い
ろ
い
ろ
な
点
で

魅
力
に
富
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
扱
う
の
に
は
、
よ

り
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
画
家
は
作
品
に
よ
っ
て
、
姿
を
現
わ
す
も

の
で
、
文
献
は
あ
く
ま
で
も
参
考
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
た
と
え
、

「
説
門
弟
資
云
」
が
雪
村
自
身
の
確
か
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

以
上
に
、
彼
の
作
品
が
雪
村
自
身
を
見
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
林
氏
の
意
見
の
う
ち
、
『
説
二
門
弟
資
云
』
が
雪
村
の
三
十
歳
代
末
に

あ
た
る
と
見
ら
れ
る
天
文
十
一
年
の
年
紀
を
有
す
る
の
に
対
し
、
そ
の
内
容
が

彼
の
画
風
展
開
と
ず
れ
が
あ
る
と
い
う
指
摘
－
林
氏
が
筆
者
に
語
ら
れ
た
こ
と

に
よ
っ
て
補
足
す
る
と
、
そ
の
内
容
が
む
し
ろ
彼
の
晩
年
の
円
熟
期
の
画
風
に

あ
て
は
ま
る
と
い
う
指
摘
－
は
軽
視
し
え
な
い
。
た
だ
し
、
林
氏
は
少
な
く
と

も
公
刊
さ
れ
た
文
献
に
お
い
て
は
、
こ
の
画
論
が
偽
作
で
あ
る
と
い
う
意
見
を

述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

次
に
、
小
川
知
二
氏
（
現
東
京
学
芸
大
学
教
授
）
は
か
っ
て
茨
城
県
立
歴
史

館
に
学
芸
部
主
任
研
究
員
と
し
て
奉
職
さ
れ
て
い
た
と
き
、
昭
和
五
十
七
年
に

雪
村
の
特
別
展
を
担
当
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
、
狩
野
永
納
著
『
本
朝
画
史
』

（
延
宝
六
年
八
一
六
七
八
）
刊
）
に
よ
る
と
、
雪
村
は
常
陸
国
の
大
名
佐
竹
氏

の
一
族
と
し
て
、
常
州
部
垂
（
現
大
宮
町
）
に
生
ま
れ
た
が
、
そ
の
父
が
庶
子

を
愛
し
て
雪
村
を
廃
嫡
し
ょ
う
と
し
た
た
め
、
剃
髪
し
て
僧
と
な
っ
た
と
い
う
。

彼
が
部
垂
か
ら
会
津
、
鎌
倉
、
小
田
原
を
遍
歴
し
、
再
び
会
津
に
戻
り
、
晩
年

に
奥
州
三
春
に
隠
棲
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
小
川
氏
は
雪
村
が
生
ま
れ
、

壮
年
時
代
ま
で
住
ん
だ
常
陸
国
（
茨
城
県
）
に
お
け
る
雪
村
の
作
品
の
調
査
と

『
説
二
門
弟
資
云
』
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
鷲
子
山
の
麓
田
面
の
調
査
を
試
み

ら
れ
、
そ
の
成
果
を
公
表
さ
れ
た
。
ま
ず
、
こ
の
雪
村
の
画
論
の
発
見
者
と
し

て
、
「
酒
井
砲
一
の
記
録
」
な
る
も
の
を
伝
え
る
等
周
な
る
画
家
は
、
「
磯
の
浜

の
隣
大
貫
村
」
の
住
人
で
あ
る
。
こ
の
人
物
に
つ
い
て
小
川
氏
は
左
の
よ
う
に

言
う
。ま

ず
等
周
な
る
画
家
だ
が
、
『
古
画
備
考
』
に
よ
れ
ば
桜
井
山
興
門
人
の

飯
塚
等
周
（
文
里
と
称
し
野
州
佐
野
郷
）
と
長
谷
川
等
周
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
の
内
長
谷
川
等
周
は
等
伯
の
子
と
さ
れ
る
か
ら
論
外
と
し
て
、
そ
れ
な
ら

ば
「
説
門
弟
資
云
」
を
発
見
し
た
の
は
飯
塚
等
周
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
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飯
塚
等
周
は
野
州
の
出
身
で
大
貫
の
人
で
は
な
い
。
ま
た
茨
城
県
の
県
南
の

不
動
院
の
天
井
画
の
龍
図
（
板
地
若
色
）
　
に
は
、
「
雲
谷
」
の
瓢
印
、
「
等
周

法
眼
」
の
宋
文
方
印
、
文
化
十
四
年
の
年
紀
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
等
周

は
恐
ら
く
雲
谷
派
の
等
叔
の
子
等
周
（
一
七
五
八
～
一
八
二
二
）
と
思
わ
れ

る
。
「
説
門
弟
資
云
」
発
見
の
等
周
は
こ
れ
の
何
れ
か
だ
ろ
う
が
、
今
回
の

調
査
の
結
果
で
は
飯
塚
等
周
の
可
能
性
が
高
い
。
以
下
そ
の
理
由
を
簡
潔
に
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記
し
て
お
く
。

飯
塚
等
周
は
江
戸
で
桜
井
山
興
（
雪
館
）
　
の
門
人
だ
っ
た
が
、
山
興
自
身

の
出
自
は
磯
浜
で
あ
る
。
ま
た
、
等
周
と
同
じ
く
山
興
の
弟
子
の
関
等
元
も

出
身
は
磯
浜
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
　
『
砲
一
記
録
』
　
の
前
文
が
混
同
し
た
こ
と

も
考
え
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
山
輿
は
安
永
五
年
に
　
『
画
則
』
を
出
版
し
て
い

る
が
、
こ
の
中
で
雪
舟
か
ら
雪
村
に
伝
わ
っ
た
画
の
法
則
を
門
人
に
口
授
す

と
記
し
、
等
周
も
前
文
の
中
で
「
雪
村
の
風
を
し
た
ひ
て
画
く
も
の
な
り
」

と
し
、
こ
れ
か
ら
等
周
を
同
一
人
物
と
考
え
て
矛
盾
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
傍
点
筆
者
）

ち
な
み
に
、
小
川
知
二
氏
は
茨
城
県
在
住
の
中
世
・
近
世
絵
画
の
研
究
者
で

あ
る
か
ら
、
「
酒
井
砲
一
の
記
録
」
な
る
も
の
に
出
る
等
周
を
飯
塚
等
周
と
推

定
す
る
氏
の
意
見
は
尊
重
す
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
小
川
氏
の
言
わ
れ

る
よ
う
に
、
こ
の
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
常
州
と
野
州
と
出
身
地
を
異
に
す
る
。
ま

た
、
等
周
の
「
等
」
字
は
長
谷
川
等
伯
や
雲
谷
等
顔
な
ど
、
雪
舟
等
楊
系
を
自

称
す
る
画
家
の
号
に
よ
く
見
え
る
し
、
「
周
」
字
も
雪
村
の
諒
の
「
周
継
」
に

使
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
後
に
引
用
す
る
小
川
氏
の
想
像
の
よ
う
に
、
『
説

門
弟
資
．
云
』
が
仮
に
幕
末
の
後
人
に
よ
っ
て
意
図
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
も

の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
発
見
し
た
と
言
う
「
等
周
」
な
る
画
家
も
、
雪
舟
に
私

淑
し
た
と
い
う
雪
村
の
画
論
の
発
見
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
意
図
的
に
作
り
上

げ
ら
れ
た
架
空
の
人
物
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
次
に
、
小
川
氏
は
前
に
引
用

し
た
部
分
に
続
い
て
、
左
の
よ
う
に
言
う
。

し
か
し
よ
り
重
要
な
関
係
は
、
実
は
「
説
門
弟
資
云
」
と
　
『
画
則
』
　
の
内

容
と
文
体
の
類
似
に
あ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
前
者
の
「
骨
法
肉
法
二
ヲ
心
二

止
メ
」
と
後
者
の
　
「
筆
法
ハ
骨
気
邁
潤
ノ
二
ヲ
ハ
ナ
レ
ズ
」
、
ま
た
前
者
の

「
十
画
ノ
中
、
濃
墨
七
墨
、
淡
墨
三
塁
ヲ
定
リ
ト
恩
フ
へ
シ
」
　
と
後
者
の

「
吾
雪
家
ノ
流
ハ
濃
塁
ヲ
用
ル
コ
ト
十
二
八
九
ナ
リ
」
は
内
容
的
に
類
似
し
、

言
葉
だ
け
の
相
似
で
は
前
者
の
　
「
夫
画
道
ハ
諒
二
仙
術
ニ
テ
、
書
卜
同
車
ナ

ル
中
、
少
シ
ノ
異
ア
リ
、
書
ハ
形
ナ
キ
ノ
形
、
画
ハ
万
象
ア
リ
テ
ー
以
下
略

1
」
と
後
者
の
　
「
書
卜
画
卜
一
致
ナ
リ
ト
錐
モ
少
ク
論
ア
リ
ー
中
略
－
凡
画

家
卜
称
ス
ル
者
ハ
乾
坤
万
象
ノ
形
状
ヲ
画
ク
ヲ
以
テ
画
家
タ
ル
所
ナ
リ
」
が

あ
げ
ら
れ
よ
う
。
も
と
よ
り
桜
井
山
興
の
　
『
画
則
』
は
「
説
門
弟
資
云
」
発

見
以
前
の
著
作
で
あ
り
、
ま
た
「
説
門
弟
資
云
」
　
の
短
文
な
が
ら
含
蓄
の
深

い
自
在
な
内
容
に
比
べ
、
『
画
則
』
　
は
長
文
で
む
し
ろ
リ
ゴ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
法
則
に
終
始
す
る
な
ど
の
相
違
は
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
　
『
画
則
』
　
の

も
つ
リ
ゴ
リ
ズ
ム
か
ら
の
解
放
が
、
む
し
ろ
「
説
門
弟
資
云
」
に
よ
っ
て
果

た
さ
れ
た
可
能
性
を
考
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
「
説
門
弟
資
云
」
に
係

わ
っ
た
人
た
ち
、
谷
文
兎
、
酒
井
砲
一
、
菅
原
洞
斎
の
文
化
・
文
政
期
の
粋

人
た
ち
、
そ
し
て
こ
れ
に
雪
村
伝
説
も
含
め
て
　
『
此
君
堂
後
素
談
』
を
著
し

た
水
戸
藩
の
儒
者
立
原
翠
軒
も
情
報
源
と
し
て
参
加
し
た
の
か
も
し
れ
な
い

が
（
翠
軒
は
文
兎
、
洞
着
と
は
書
画
会
な
ど
を
通
し
て
と
く
に
親
し
か
っ
た
）
、

彼
ら
に
よ
る
『
画
則
』
　
の
自
由
な
解
釈
に
よ
っ
て
、
等
周
を
狂
言
廻
し
に
使

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
説
門
弟
資
云
」
が
生
ま
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な

い
。

こ
の
よ
う
に
、
小
川
知
二
氏
は
　
『
説
▲
再
弟
資
■
云
』
　
の
発
見
以
前
に
出
版
さ

れ
た
桜
井
山
興
（
雪
館
）
　
の
『
画
則
』
　
の
一
部
の
内
容
と
文
章
が
、
こ
の
雪
村

の
画
論
の
そ
れ
に
似
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
。
そ
し
て
、
天
文
十
一
年
に
雪

村
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
さ
れ
て
き
た
　
『
説
二
門
弟
資
■
云
』
　
が
『
画
則
』

に
基
づ
い
て
、
谷
文
兎
、
酒
井
抱
一
、
菅
原
洞
斎
（
そ
れ
に
石
川
大
浪
も
加
え
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て
よ
い
だ
ろ
う
）
ら
の
幕
末
の
知
識
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
作
り
上
げ
ら
れ
た
か

も
し
れ
な
い
可
能
性
を
暗
示
し
た
。
そ
れ
は
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
発
言
で
あ
っ
て

も
、
従
来
の
常
識
に
支
配
さ
れ
な
い
卓
見
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
小
川
氏
は
そ
の
意
見
を
左
の
よ
う
な
言
葉
で
結
ん
で
い
る
。

し
か
し
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
説
門
弟
資
云
」
　
の
内
容
が
少

し
も
減
ず
る
こ
と
は
な
く
、
こ
こ
に
結
ば
れ
た
雪
村
像
が
い
さ
さ
か
で
も
衰

え
る
こ
と
が
な
い
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

思
う
に
、
『
説
▲
．
門
弟
資
云
』
を
幕
末
に
作
ら
れ
た
偽
書
と
し
て
し
ま
う
の

は
、
ま
だ
早
計
で
あ
る
と
小
川
氏
は
考
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の

画
論
の
内
容
が
む
し
ろ
晩
年
円
熟
期
の
雪
村
画
の
方
に
よ
く
あ
て
は
ま
る
と
し

て
も
、
そ
れ
が
雪
村
芸
術
の
魅
力
を
簡
潔
に
表
わ
し
て
お
り
、
し
か
も
、
雪
村

な
ら
言
い
そ
う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
こ
と
は
こ
れ
が
雪
村
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
証
拠
と
は
な
ら
な
い
。
む
し

ろ
、
幕
末
の
知
識
人
た
ち
の
雪
村
理
解
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
の
で
あ
る
。

五
、
『
説
門
弟
資
一
云
』
に
つ
い
て
の
筆
者
の
疑
問

二

こ
こ
で
、
こ
の
雪
村
の
画
論
に
つ
い
て
、
筆
者
自
身
が
疑
わ
し
く
思
っ
て
い

る
諸
点
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
ま
ず
、
「
夫
画
道
は
諒
に
仙
術
に
て
」
と
い
う

書
き
出
し
は
、
『
呂
洞
賓
図
』
、
『
列
子
御
風
図
』
、
『
葛
阪
図
』
及
び
『
琴
高
仙

人
図
』
な
ど
、
神
仙
画
を
好
ん
で
描
い
た
雪
村
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
中
国
の
絵
画
と
画
論
に
詳
し
い
古
原
宏
伸
氏
に
よ
る
と
、
画
道
が
仙

術
だ
と
い
う
議
論
は
中
国
の
画
論
に
は
絶
対
に
出
て
こ
な
い
と
の
こ
と
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
個
性
的
で
、
し
か
も
神
仙
画
を
好
む
雪
村
の
こ
と
だ
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
発
言
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

江
戸
時
代
後
期
ま
で
の
日
本
の
画
論
は
、
中
国
画
論
を
祖
述
す
る
の
が
ふ
つ
う

だ
か
ら
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
特
異
な
意
見
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
雪
村
の
神
仙
図
を
多
く
見
て
い
た
後
人
の
感
懐
で
あ
る
可
能

性
も
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
こ
の
雪
村
の
画
論
の
真
申
あ
た
り
に
、
「
隈
取
の
事
は
、
画
面
の
遠

近
曲
直
を
分
つ
の
所
な
れ
ば
、
濃
淡
卒
忽
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
言
う
の
は
、
お

そ
ら
く
墨
や
絵
具
の
濃
淡
に
よ
る
立
体
的
表
現
の
こ
と
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
中

国
画
に
も
古
来
濃
淡
を
用
い
た
凹
凸
画
法
が
あ
り
、
そ
れ
が
日
本
で
も
肖
像
画

や
仏
画
に
応
用
さ
れ
て
き
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
発
言
が
室
町
時
代
後
期
の
画

人
に
あ
っ
て
も
、
不
思
議
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
大
和
文

華
館
所
蔵
文
活
筆
『
維
摩
居
士
図
』
に
は
、
墨
の
濃
淡
に
よ
る
顔
貌
の
立
体
的

表
現
が
認
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
東
洋
画
に
お
け
る
凹
凸
画
法
が
光
源
を
意

識
し
な
い
の
に
対
し
て
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
後
の
西
洋
画
の
陰
影
法
は
光
源
の

意
識
か
ら
始
ま
る
。
そ
こ
で
、
い
ま
の
▲
一
節
よ
り
少
し
前
の
「
浮
沈
清
濁
は
則

影
日
向
に
て
」
は
、
光
源
の
意
識
に
基
づ
く
陰
影
法
を
思
わ
せ
、
こ
の
発
言
の

背
後
に
は
、
石
川
大
浪
の
姿
が
ち
ら
つ
く
よ
う
な
気
が
す
る
。

ま
た
、
『
説
．
再
弟
資
云
』
　
の
は
じ
め
に
は
、
「
（
画
は
）
書
と
同
時
な
る
中
、

少
し
の
異
あ
り
。
書
は
形
な
き
の
形
、
画
は
万
象
あ
り
て
、
筆
に
受
け
心
に
点

じ
て
、
画
き
成
す
処
な
れ
ば
‥
・
こ
と
説
く
一
節
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
桜

井
山
興
（
雪
館
）
　
の
　
『
画
則
』
　
の
一
節
に
似
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
に

述
べ
た
よ
う
に
小
川
知
二
氏
の
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
よ
う
な
書
と
の
比
較
に
よ
る
絵
画
本
質
論
は
、
唐
の
張
彦
遠
の
　
『
歴
代
名
画
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記
』
巻
一
「
画
の
源
流
を
叙
ぶ
」
に
見
え
、
そ
の
後
の
数
多
く
の
中
国
画
論
に

継
承
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
江
戸
時
代
の
日
本
の
画
論
に
も
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
た
。
特
に
、
こ
の
章
の
有
名
な
一
節
、
「
記
伝
は
そ
の
事
を
叙
す
る
所

以
な
る
も
、
そ
の
容
を
載
す
る
あ
た
わ
ず
、
賦
頚
は
以
て
そ
の
美
を
詠
ず
る

こ
と
あ
る
も
、
そ
の
象
を
備
ふ
る
あ
た
は
ず
、
図
画
の
制
は
こ
れ
を
兼
ぬ
る

所
以
な
り
」
は
、
狩
野
安
倍
の
『
画
道
要
訣
』
（
延
宝
八
年
八
一
六
八
〇
）
）
に

継
承
さ
れ
、
「
画
書
一
体
に
し
て
別
な
ら
ず
、
文
は
能
く
其
事
を
述
べ
、
画
は

能
く
其
象
を
載
す
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
書
画
の
比
較
論

は
、
江
戸
時
代
中
期
以
後
の
諸
画
派
の
画
論
に
広
く
受
容
さ
れ
、
佐
竹
曙
山
の

『
画
法
綱
領
』
（
安
永
七
年
八
一
七
七
八
）
自
筆
本
）
や
司
馬
江
漢
の
『
西
洋
画

談
』
（
寛
政
十
一
年
八
一
七
九
九
）
刊
）
の
よ
う
な
西
洋
画
論
に
さ
え
及
ん
で

（
1
0
）

い
る
。

『
歴
代
名
画
記
』
が
す
で
に
室
町
時
代
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
巻

一
「
画
の
六
法
を
論
ず
」
の
章
に
見
え
る
上
古
、
中
古
、
近
代
、
今
人
の
四
分

期
説
が
、
『
碧
山
日
録
』
長
禄
四
年
（
一
四
六
〇
）
閏
九
月
十
二
日
の
条
に
引

か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
雪
村
が
関
東
の
僻

地
に
住
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
鎌
倉
の
禅
林
を
通
じ
て
、
こ
の
中
国
画
論
の
古

典
に
接
し
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
『
歴
代
名
画
記
』

巻
一
「
画
の
源
流
を
叙
ぶ
」
に
見
え
る
書
画
の
比
較
論
が
、
口
本
の
画
論
に
現

わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
ま
ず
狩
野
安
倍
の
『
画
道
要
訣
』
以
後
、
－
特
に

絵
画
の
本
質
に
つ
い
て
の
学
問
的
関
心
の
深
ま
っ
た
江
戸
時
代
中
期
以
後
－
、

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
『
説
．
門
弟
資
云
』
冒
頭
の
一
節
の
よ

う
に
、
こ
の
方
面
に
つ
い
て
の
関
心
が
、
室
町
時
代
後
期
の
日
本
最
初
の
本
格

的
な
画
論
に
早
く
も
現
わ
れ
る
の
は
、
不
自
然
だ
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
あ

る
い
は
、
こ
の
一
節
は
狩
野
安
信
の
　
『
画
道
要
訣
』
あ
た
り
を
参
考
と
し
て
作

ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
『
画
道
要
訣
』
　
は
江
戸
時
代
で
は
、

狩
野
派
一
門
と
限
ら
れ
た
高
弟
以
外
に
は
披
見
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
狩
野

派
を
学
ん
だ
大
名
の
弟
酒
井
抱
一
、
旗
本
の
石
川
大
浪
、
さ
ら
に
は
御
用
絵
師

の
谷
文
晃
ら
の
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
制
約
は
問
題
と
す
る
に
足
ら
な
い
。

次
に
、
『
説
．
門
弟
資
■
云
』
　
の
後
半
に
は
、
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
主
張
が
展
開

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
昔
の
名
人
の
作
品
に
学
ぶ
の
は
、
筆
跡
の
省
略
の

や
り
方
の
参
考
に
す
る
程
度
に
留
め
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
自
分
の
筆
意
に
は
役

立
た
な
い
。
た
と
え
ば
私
が
私
淑
し
て
き
た
雪
舟
の
画
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を

私
の
筆
力
に
借
り
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
、
そ
れ
を
尊
ん
で
真
似
す

る
と
き
は
、
そ
れ
は
も
は
や
私
の
筆
力
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
絵
画
は
自
然
万

象
に
倣
い
、
筆
跡
の
省
略
は
師
か
ら
学
び
、
筆
力
に
つ
い
て
は
自
分
の
天
性
の

発
揮
に
留
め
て
筆
を
振
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
時
は
、
私
の
画
と
言
う

こ
と
は
で
き
な
い
と
。

こ
の
よ
う
な
主
張
が
近
・
現
代
の
画
家
の
も
の
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
せ
め
て

江
戸
時
代
後
期
の
南
画
家
が
言
っ
た
こ
と
な
ら
ば
、
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
雪
村
が
い
か
に
個
性
的
だ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
は
室
町
時

代
後
期
の
画
家
と
し
て
は
、
特
異
な
、
む
し
ろ
あ
り
え
な
い
発
言
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
中
世
の
唐
絵
画
人
は
、
注
文
主
　
（
権
力
者
や
禅
林
な
ど
）
か
ら
制

作
を
命
ぜ
ら
れ
た
時
、
馬
遠
様
と
か
、
夏
珪
様
と
か
、
あ
る
い
は
牧
硲
様
（
和

尚
様
）
と
か
、
宋
元
画
人
の
筆
様
に
基
づ
い
て
制
作
す
る
の
が
常
だ
っ
た
。
そ

れ
は
室
町
唐
絵
が
宋
元
画
の
影
響
を
受
け
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
外

形
的
な
模
倣
に
こ
だ
わ
り
が
ち
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中

世
唐
絵
画
人
の
制
作
態
度
を
如
実
に
物
語
る
史
料
と
し
て
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
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れ
る
の
が
、
桃
山
時
代
の
画
家
長
谷
川
等
伯
の
談
話
の
筆
記
、
『
画
説
』
　
（
文
禄

元
年
（
一
五
九
二
）
頃
）
　
の
左
の
一
節
で
あ
る
。

オ
ウ
　
マ
　
キ
ッ
　
　
　
ガ
　
フ

一
、
王
摩
話
力
画
府

ニ
末
世
ノ
絵
書
キ
故
人
之
跡
ヲ
フ
メ
間
言
ヘ
リ
、
付
レ

之
　
等
春
云
朽
木
ノ
公
方
様
へ
参
タ
リ
、
共
時
扇
ノ
地
祇
ヲ
三
枚
出
シ
テ
是

二
絵
書
テ
可
レ
被
レ
参
卜
云
云
、
等
春
力
云
絵
本
ヲ
持
テ
不
レ
参
候
間
　
不
レ
可

レ
成
卜
中
也
、
去
ハ
相
阿
弥
カ
所
へ
取
二
　
道
ト
テ
五
十
枚
来
也
、
其
ノ
内

夏
珪
力
絵
本
ヲ
以
三
枚
書
テ
上
ル
也
、
此
等
ハ
名
人
ノ
作
也
、
当
世
ノ
人
ハ

可
レ
笑
。

（
右
の
振
仮
名
、
句
読
点
、
及
び
返
り
点
は
筆
者
）

こ
こ
で
王
摩
話
の
画
譜
な
る
も
の
が
ど
の
よ
う
な
画
論
に
あ
た
る
の
か
と
い

う
問
題
は
問
わ
な
い
。
と
に
か
く
、
雪
舟
の
弟
子
等
春
が
そ
の
こ
ろ
近
江
の
朽

木
に
い
た
足
利
十
一
代
将
軍
義
澄
の
御
前
に
伺
候
し
た
と
き
、
扇
の
地
祇
を
三

枚
出
さ
れ
て
、
そ
れ
に
絵
を
措
く
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
今
日
は
粉
本
を
持

っ
て
き
て
い
な
い
か
ら
描
け
ま
せ
ん
と
答
え
た
。
そ
こ
で
、
将
軍
は
自
分
に
仕

え
る
画
家
相
阿
弥
の
所
か
ら
粉
本
を
五
十
枚
取
り
寄
せ
た
の
で
、
等
春
は
そ
の

う
ち
か
ら
中
国
南
末
の
画
家
夏
珪
の
粉
本
を
選
ん
で
、
扇
絵
を
三
枚
描
い
て
将

軍
に
差
し
上
げ
た
。
こ
の
逸
話
に
つ
い
て
現
代
の
人
は
笑
う
か
も
し
れ
な
い
が
、

昔
の
名
人
の
筆
様
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
が
、
す
ぐ
れ
た
画
人
の
資
格
で
あ
る
と
、

等
伯
は
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
世
唐
絵
画
人
の
制
作
態
度
に
つ
い
て
、
源
豊
宗
氏
は
「
わ
が

足
利
時
代
の
画
家
が
、
注
文
に
応
じ
て
馬
遠
様
、
夏
珪
様
、
孫
君
沢
様
を
画
い

た
こ
と
を
以
て
、
必
ず
し
も
作
家
に
主
体
性
が
な
か
っ
た
と
拒
け
て
し
ま
っ
て

は
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
古
法
へ
の
帰
依
と
い
う
一
種
の
芸
術
観
を
肯
な
う
ベ

き
で
あ
る
」
と
言
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば

雪
村
は
佐
竹
氏
の
一
族
と
い
う
名
家
の
出
身
で
あ
り
、
ま
た
鎌
倉
や
小
田
原
の

よ
う
な
関
東
文
化
の
中
心
で
禅
や
学
問
の
修
業
を
し
た
よ
う
だ
か
ら
、
当
時
と

し
て
は
相
当
の
教
養
の
持
ち
主
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
彼
は
一
度
も

京
都
へ
上
っ
た
こ
と
が
な
く
、
そ
の
画
壇
か
ら
は
隔
絶
し
て
い
た
。
し
か
し
、

彼
は
や
は
り
時
代
の
外
の
人
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
昔
の
名
人
の
規
範

を
脱
し
て
個
人
の
独
立
を
説
く
彼
の
画
論
は
、
そ
れ
が
弟
子
た
ち
へ
の
指
針
と

し
て
書
か
れ
た
も
の
だ
け
に
、
や
は
り
異
常
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特

に
、
こ
の
画
論
は
「
予
は
多
年
雪
舟
に
学
ぶ
と
い
ヘ
ビ
も
、
画
風
の
懸
隔
せ
る

を
見
よ
、
如
何
」
と
い
う
言
葉
で
結
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
自
信
に
満
ち
た
問

い
掛
け
は
到
底
室
町
時
代
人
の
口
か
ら
出
た
言
葉
と
は
思
わ
れ
な
い
。

な
お
、
雪
舟
と
雪
村
と
は
た
が
い
に
関
東
・
東
北
地
方
と
中
国
地
方
西
部
と

い
う
離
れ
た
地
域
に
住
み
、
年
齢
層
も
異
な
る
の
で
、
両
者
が
師
弟
関
係
を
結

ぶ
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
雪
村
が
雪
舟
に
私
淑
し
た
こ
と
は
、
『
本

朝
画
史
』
　
以
来
の
江
戸
時
代
の
画
史
画
伝
書
に
く
り
か
え
し
説
か
れ
て
お
り
、

桜
井
山
興
（
雪
館
）
ら
雪
舟
・
雪
村
系
を
自
称
す
る
画
人
た
ち
も
、
両
者
の
師

弟
関
係
を
自
分
た
ち
の
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
雪
村
自

ら
が
そ
れ
を
明
言
し
て
い
る
文
献
は
、
こ
の
『
説
一
両
弟
資
云
』
し
か
な
い
。

従
っ
て
、
も
し
こ
の
雪
村
の
画
論
が
後
世
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
と
、

そ
れ
は
逆
に
　
『
本
朝
画
史
』
　
に
始
ま
る
雪
舟
私
淑
説
を
と
り
い
れ
て
で
き
あ
が

っ
た
こ
と
に
な
る
。

最
後
に
、
『
説
一
一
門
弟
資
云
』
は
短
い
と
は
い
え
、
日
本
最
初
の
ま
と
ま
っ

た
画
論
で
あ
っ
て
、
こ
れ
と
比
較
で
き
る
よ
う
な
同
時
代
の
文
献
は
な
い
。
た

と
え
ば
、
阿
弥
派
の
　
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
　
に
は
、
中
国
画
人
の
品
等
区
分
は

・－11－



認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
作
品
の
批
評
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
画
人
や
作
品

に
つ
い
て
の
批
評
を
含
む
時
代
の
近
い
文
献
と
し
て
は
、
長
谷
川
等
伯
の
　
『
画

説
』
　
く
ら
い
し
か
な
い
。
そ
の
中
に
左
の
一
節
が
あ
る
。

オ
ウ
マ
キ
ッ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
僧
也
西
湖
二
王
欄
寺
卜
云
有
し
之
卜

一
王
摩
話
力
画
ノ
評
定
二
玉
桐
ヲ
事
外
ホ
メ
タ
ソ
、
依
レ
之
用
レ
之
也
。
和

尚
ヲ
ハ
サ
ノ
ミ
不
レ
讃
タ
ソ
。
夫
ハ
余
り
自
由
ナ
筆
ナ
ル
ニ
依
テ
図
二

不
レ
合
卜
云
タ
ソ
。
和
尚
ハ
玉
ヲ
ハ
ン
ノ
上
ニ
マ
ワ
ス
カ
如
ノ
自
由
也
。

こ
れ
は
、
印
象
批
評
と
い
う
よ
り
も
、
絵
を
見
た
な
ま
の
感
想
を
そ
の
ま
ま

述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
等
伯
の
談
話
を
そ
の
ま
ま
筆
記
し
て
い
る
だ

け
に
、
当
時
の
話
し
言
葉
－
等
伯
の
生
地
能
登
の
方
言
が
ま
じ
っ
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
－
が
う
か
が
え
て
、
そ
れ
な
り
に
お
も
し
ろ
い
が
、
決
し
て
高
級
な

絵
画
批
評
と
は
言
え
な
い
。
ち
な
み
に
、
長
谷
川
等
伯
は
桃
山
時
代
ば
か
り
で

な
く
、
日
本
を
代
表
す
る
画
人
の
ひ
と
り
で
あ
る
が
、
決
し
て
聡
明
な
人
物
で

は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
晩
年
の
等
伯
を
知
っ
て
い
た
沢
庵
和
尚
は
、
彼
の
こ
と

を
「
さ
ま
て
利
発
な
る
老
人
と
も
見
え
さ
れ
と
も
」
と
言
う
。
こ
こ
に
引
用
し

た
等
伯
の
絵
画
批
評
は
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
と
も

に
彼
の
生
き
た
桃
山
と
い
う
時
代
は
、
日
本
美
術
史
上
ま
れ
に
見
る
活
気
に
満

ち
あ
ふ
れ
て
い
る
が
、
理
路
整
然
と
し
た
画
論
を
生
み
出
す
よ
う
な
知
的
な
時

代
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
『
画
論
』
　
に
見
え
る
等
伯
の
批
評
は
、
ま
た

そ
の
よ
う
な
時
代
性
を
も
示
す
も
の
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
桃
山
時
代
よ
り
も
さ

ら
に
古
い
室
町
時
代
後
期
に
は
、
な
お
さ
ら
理
路
整
然
と
し
た
画
論
な
ど
が
書

か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
に
対
し
て
、
『
説
門
弟
資
一
云
』
　
は
冒
頭
に
　
「
夫
画
道
は
諒
に
仙
術
に

て
」
と
中
心
と
な
る
命
題
を
掲
げ
、
つ
い
で
そ
の
よ
う
な
画
道
を
実
践
す
る
方

法
を
順
を
迫
っ
て
秩
序
正
し
く
説
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理
性
は
江
戸
時

代
に
漢
学
が
普
及
す
る
ま
で
は
、
日
本
の
学
芸
に
ま
ず
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
こ
こ
に
は
江
戸
時
代
後
期
の
蘭
学
者
の
著
作
に
見
る
よ
う
な
、

合
理
性
す
ら
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
筆
者
の
こ
の
画
論
に
つ
い

て
抱
い
て
い
る
最
も
大
き
な
疑
い
で
あ
る
。

む
す
び

本
稿
に
お
い
て
論
述
し
た
よ
う
に
、
雪
村
周
継
の
画
論
『
説
再
弟
資
二
云
』

は
、
幕
末
に
作
ら
れ
た
偽
書
で
あ
る
可
能
性
が
大
で
あ
る
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の

画
論
発
見
の
関
係
者
の
う
ち
、
誰
が
偽
作
者
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
い
ま

の
と
こ
ろ
筆
者
は
明
言
で
き
な
い
。
し
か
し
、
始
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
雪
村

の
遺
作
は
確
認
さ
れ
る
も
の
だ
け
で
、
百
五
十
点
以
上
に
達
す
る
と
い
う
。
も

ち
ろ
ん
、
そ
の
う
ち
に
は
専
門
家
に
よ
っ
て
意
見
の
わ
か
れ
る
も
の
も
あ
ろ
う

が
、
そ
れ
に
し
て
も
雪
村
研
究
者
は
多
く
の
作
品
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
雪
村
に

つ
い
て
門
外
漢
の
筆
者
と
し
て
お
こ
が
ま
し
い
提
案
で
あ
る
が
、
今
後
は
　
『
説

門
弟
資
■
云
』
　
の
よ
う
な
不
確
実
な
資
料
が
、
い
か
に
も
雪
村
な
ら
ば
言
い
そ

う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
い
う
希
望
的
観
測
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
美
術

史
の
正
し
い
道
と
し
て
作
品
に
基
づ
い
て
、
雪
村
芸
術
の
研
究
を
続
け
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
う
。

（
二
〇
〇
〇
年
七
月
二
十
一
日
）
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註（
1
）
『
岩
波
講
座
日
本
文
学
』
第
二
十
回
配
本
（
昭
和
八
年
、
岩
波
書
店
刊
「
福
井
利
吉
郎

「
水
墨
画
」
に
所
載
の
「
雪
村
新
論
」
。

（
2
）
坂
崎
坦
編
『
日
本
絵
画
論
大
系
』
Ⅴ
（
一
九
八
〇
年
、
名
著
普
及
会
刊
）
の
校
刊
に
よ
る
。

（
3
）
こ
れ
は
『
国
華
』
六
十
五
号
の
誤
り
。

（
4
）
相
見
香
雨
「
抱
一
上
人
年
譜
考
」
（
「
日
本
美
術
協
会
報
告
」
六
、
昭
和
二
年
十
二
月
）
。

な
お
、
こ
の
論
文
は
『
相
見
香
南
集
』
一
（
中
野
三
敏
・
菊
竹
淳
一
編
『
日
本
書
誌
学
大

系
』
4
5
（
1
）
、
昭
和
六
十
年
、
青
裳
堂
書
店
刊
）
に
転
載
。

（
5
）
『
国
朝
画
徴
録
』
の
一
節

（
6
）
本
文
で
述
べ
た
昭
和
五
十
六
年
秋
の
大
和
文
華
館
の
展
観
目
録
、
『
雪
村
－
戦
国
乱
世
を

生
き
た
大
画
人
』
所
載
の
林
進
「
雪
村
と
そ
の
作
品
」
よ
り
。

（
7
）
小
川
知
二
「
雪
村
の
初
期
の
作
品
に
つ
い
て
1
常
陸
と
の
関
連
－
」
（
鹿
島
美
術
財
団
年

報
第
七
号
、
平
成
元
年
度
版
、
鹿
島
美
術
財
団
刊
）
。
以
下
に
引
用
す
る
小
川
氏
の
意
見

は
こ
の
論
文
か
ら
で
あ
る
。

（
8
）
坂
崎
坦
編
『
日
本
絵
画
論
著
作
年
表
』
（
同
氏
『
日
本
絵
画
論
大
系
』
Ⅴ
所
収
）
で
は
、

桜
井
山
興
（
雪
館
）
の
「
画
則
」
の
出
版
を
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
と
し
て
い
る
。

（
9
）
『
説
門
弟
資
云
』
の
原
文
は
諸
本
い
ず
れ
も
「
骨
法
肉
法
ノ
ニ
ッ
」
。

（
10
）
拙
稿
「
江
戸
時
代
の
西
洋
画
論
に
つ
い
て
－
そ
の
東
洋
思
想
と
の
関
係
－
」
（
美
術
史
八

十
五
号
、
昭
和
四
十
七
年
）
を
参
照
。

（
‖
）
『
御
物
集
成
・
東
山
御
物
篇
』
（
昭
和
四
十
七
年
、
淡
交
社
刊
）
所
載
、
長
広
敏
雄
「
東
山

御
物
の
背
景
と
し
て
の
中
国
美
術
」
を
参
照
。

（
12
）
源
豊
宗
「
『
等
伯
画
説
』
考
証
」
（
源
豊
宗
著
作
集
『
日
本
美
術
史
論
究
』
5
、
昭
和
五
十

四
年
、
思
文
閣
出
版
刊
に
所
収
）

（
1
3
）
以
下
の
長
谷
川
等
伯
『
画
説
』
の
引
用
は
前
註
の
文
献
に
よ
る
。

（
1
4
）
山
根
有
三
「
等
伯
研
究
序
説
」
（
美
術
史
一
号
、
昭
和
二
十
五
年
）

－13－


