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「
病
草
紙
』
制
作
と
後
白
河
法
皇
の
思
想

〔
要
旨
〕
「
病
草
紙
』
は
、
一
二
世
紀
後
半
に
後
白
河
法
皇
の
命
令
に
よ
っ
て
、
六
道
絵
の
一
つ
と
し
て
制
作
さ
れ
た
絵

巻
物
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
『
病
草
紙
」
の
制
作
意
図
と
後
白
河
法
皇
の
思
想
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
先
行
研

究
で
は
、
「
病
草
紙
』
が
六
道
絵
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
宗
教
的
側
面
を
強
調
し
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て

本
稿
で
は
、
訶
書
や
絵
の
分
析
を
通
し
て
、
「
病
草
紙
』
に
お
け
る
宗
教
性
の
稀
薄
さ
を
指
摘
し
、
後
白
河
法
皇
は
人

道
の
苦
し
み
を
必
ず
し
も
実
感
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
本
稿
で
は
、
「
病
草
紙
』

「
鼻
黒
親
子
」
の
病
名
や
そ
の
描
か
れ
た
意
図
に
つ
い
て
の
分
析
を
通
し
て
、
「
病
草
紙
』
に
は
病
者
を
差
別
視
す
る
視

点
が
込
め
ら
れ
て
い
る
点
を
明
確
に
し
た
。
『
病
草
紙
」
は
、
後
白
河
法
皇
の
、
病
者
に
対
す
る
差
別
視
や
猟
奇
的
趣

味
、
さ
ら
に
は
芸
術
に
対
す
る
異
常
な
ま
で
の
好
奇
心
に
よ
っ
て
、
は
な
は
だ
異
色
な
人
道
の
絵
巻
物
と
し
て
制
作
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
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「
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念
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先
行
研
究
で
は
、
『
病
草
紙
」
は
『
地
獄
草
紙
」
「
餓
鬼
草
紙
」
と
一
連
の
作
品
で
あ
り
、
六
道
絵
の
う
ち
の
人
道
の
箇
所
に
つ
い
て

表
現
し
た
絵
巻
物
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
『
病
草
紙
」
は
、
人
間
の
苦
し
み
の
世
界
を
表
現
し
た
絵
巻
物
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
ち
な
み
に
六
道
絵
と
は
、
天
道
、
人
道
、
阿
修
羅
道
、
畜
生
道
、
餓
鬼
道
、
地
獄
道
の
六
道
の
世
界
を
描
い
た
絵
の
こ
と
で
あ

る
。
源
信
の
『
往
生
要
集
」
（
九
八
五
年
成
立
）
以
降
、
皇
族
や
貴
族
の
み
な
ら
ず
一
般
庶
民
も
、
六
道
か
ら
脱
し
て
極
楽
往
生
を
遂
げ

る
こ
と
を
切
望
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
藤
原
頼
通
は
、
阿
弥
陀
仏
を
観
想
し
て
極
楽
往
生
を
遂
げ
よ
う
と
考
え
、
宇
治
の
平
等
院
に
阿

（
３
）

弥
陀
仏
像
を
安
置
し
た
。
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
す
る
様
子
を
演
じ
る
迎
講
に
は
、
河
原
者
と
呼
ば
れ
た
人
々
も
積
極
的
に
参
加
し
て
い
た

（
４
）

ょ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
当
時
の
社
会
で
は
、
六
道
の
世
界
を
凝
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
欣
求
浄
土
の
念
を
高
め
よ

う
と
す
る
動
き
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
盛
ん
に
描
か
れ
た
の
が
、
六
道
絵
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

箔

つ
C

『
病
草
紙
』
は
、
後
白
河
法
皇
（
二
二
七
～
二
九
二
年
）
の
命
令
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
絵
巻
物
で
あ
る
。
後
白

河
法
皇
は
、
非
常
に
熱
心
な
絵
巻
物
の
収
集
家
で
あ
り
、
自
ら
の
宝
蔵
で
あ
っ
た
蓮
華
王
院
に
多
く
の
絵
巻
物
を
収
蔵
し
て
い
た
。
た

と
え
ば
蓮
華
王
院
に
は
、
『
年
中
行
事
絵
巻
』
や
「
後
三
年
合
戦
絵
」
「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
』
「
伴
大
納
言
絵
訶
』
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
を

（
１
）

は
じ
め
と
す
る
多
く
の
絵
巻
物
が
収
蔵
き
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

後
白
河
法
皇
が
制
作
さ
せ
た
絵
巻
物
の
一
つ
で
あ
る
『
病
草
紙
」
は
、
「
白
子
の
女
」
（
白
皮
症
）
や
「
二
形
の
男
」
〈
半
陰
陽
）
、
「
窪

乱
の
女
」
（
急
性
冑
腸
炎
）
な
ど
、
日
常
か
ら
見
ら
れ
る
病
気
や
珍
奇
な
病
気
に
か
か
っ
た
人
間
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
こ

と
に
、
「
病
草
紙
」
に
描
か
れ
て
い
る
病
気
の
大
半
は
、
医
学
書
「
医
心
方
』
（
九
八
四
年
成
立
）
に
記
き
れ
て
い
る
病
気
と
一
致
し
て

（
り
こ

い
る
。
お
そ
ら
く
『
病
草
紙
」
は
、
医
師
や
僧
侶
な
ど
、
病
気
治
療
に
精
通
し
て
い
た
者
の
目
を
通
し
た
上
で
制
作
き
れ
た
の
で
あ
る

は
じ
め
に
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た
だ
し
『
病
草
紙
」
は
、
人
道
の
苦
し
み
を
表
現
し
た
絵
巻
物
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
病
人
に
対
す
る
同
情
心
を
積
極
的
に
は

（
・
小
）

表
現
し
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
病
草
紙
」
の
「
風
病
の
男
」
（
眼
球
震
鐙
症
）
で
は
、
眼
球
が
震
え
る
た
め
に
手
も
震
え
て
ま
と
も

に
碁
を
さ
す
こ
と
が
で
き
な
い
男
に
対
し
て
、
噺
笑
す
る
女
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
白
子
の
女
」
で
も
、
白
髪
白
面
の
女

に
対
し
て
周
囲
の
者
た
ち
が
大
き
く
口
を
開
け
て
笑
っ
て
い
る
。
「
白
内
障
の
男
」
〈
白
内
障
）
で
は
、
そ
の
手
術
の
様
子
を
襖
の
間
か

ら
覗
き
見
し
て
い
る
女
が
物
見
高
そ
う
な
微
笑
み
を
浮
か
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
『
病
草
紙
」
は
、
必
ず
し
も
醜
く
積
れ
た
人
道
を
描
い
て
厭
離
稜
土
や
欣
求
浄
土
の
念
を
高
め
よ
う
と
い
う
目
的
の
も
と
に

描
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
病
草
紙
』
か
ら
は
、
猟
奇
的
趣
味
の
も
と
で
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
や
珍
奇
な
も
の

を
鑑
賞
し
て
楽
し
も
う
と
す
る
姿
勢
す
ら
も
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
『
病
草
紙
」
の
制
作
を
命
じ
た
後
白
河
法
皇
は
、
ど

の
程
度
の
現
実
感
を
持
っ
て
厭
離
稜
土
の
念
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
彼
は
、
い
か
な
る
視
点
に
立
っ
て
『
病
草
紙
」

き
て
、
『
病
草
紙
」
「
地
獄
草
紙
」
『
餓
鬼
草
紙
」
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
二
八
○
年
代
末
の
制
作
だ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

（
二
初
）

画
風
や
書
風
、
体
裁
、
伝
来
経
緯
に
お
け
る
類
似
点
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
絵
巻
物
は
、
六

道
絵
と
し
て
後
白
河
法
皇
が
作
ら
せ
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
当
時
に
お
い
て
は
、
絵
巻
に
使
用
す
る
絵
の
具
や
紙
は
大

変
高
価
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
の
優
品
を
制
作
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
者
は
、
中
央
に
い
る
ご
く
限
ら
れ
た
人
物
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
上
、
後
白
河
法
皇
は
、
常
軌
を
逸
す
る
ほ
ど
の
熱
心
な
絵
巻
物
収
集
家
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら

総
合
的
に
考
え
る
と
、
『
病
草
紙
」
「
地
獄
草
紙
」
『
餓
鬼
草
紙
」
は
、
六
道
絵
と
し
て
一
連
の
作
品
で
あ
っ
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
と

を
作
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

現
在
ま
で
の
宗
教
史
研
究
で
は
、
宗
教
的
な
絵
画
や
彫
像
に
は
切
実
な
信
仰
心
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
進
め
ら
れ

て
き
た
。
た
し
か
に
通
常
の
場
合
、
宗
教
的
な
絵
画
や
彫
像
は
、
そ
れ
ら
を
制
作
さ
せ
た
人
間
や
そ
れ
ら
を
鑑
賞
す
る
人
間
に
篤
い
信

い
』
え
よ
》
つ
○
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す
る
。 さ

て
、
「
病
草
紙
」
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
主
に
歴
史
学
と
医
学
を
専
門
と
す
る
研
究
者
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
き
て
お
り
、

言
ｆ
〉

『
病
草
紙
』
と
六
道
絵
の
関
係
や
『
病
草
紙
』
に
描
か
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
病
気
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
先
行

研
究
で
は
、
歴
史
学
及
び
医
学
に
お
け
る
相
互
の
研
究
成
果
を
有
効
的
に
活
用
し
て
き
た
と
は
必
ず
し
も
言
い
難
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

『
病
草
紙
」
の
制
作
意
図
に
つ
い
て
も
明
確
に
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
『
病
草
紙
」
の
制
作
意
図
は
、
歴
史
学
と
医
学
の
視

点
か
ら
総
合
的
に
検
討
し
な
い
限
り
、
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
歴
史
学
と
医
学
双
方
に
お
け
る
研
究

成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
『
病
草
紙
」
の
制
作
意
図
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
・

本
稿
で
は
、
ま
ず
『
病
草
紙
」
の
宗
教
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
多
く
の
先
行
研
究
で
は
、
『
病
草
紙
』
を
六
道
絵
の
一

つ
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
宗
教
的
側
面
を
強
調
し
て
き
た
。
し
か
し
、
は
た
し
て
『
病
草
紙
』
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
宗
教
性
の
強

い
絵
巻
物
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
ま
で
の
研
究
で
は
、
後
白
河
法
皇
の
信
心
深
さ
が
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
後
白

河
法
皇
は
、
先
行
研
究
で
強
調
さ
れ
て
き
た
ほ
ど
ま
で
に
、
篤
い
信
仰
心
の
持
ち
主
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
病
草
紙
」
の
制
作
意

図
に
つ
い
て
は
、
後
白
河
法
皇
の
思
想
を
明
確
に
し
な
い
限
り
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
本
稿
で
は
、
「
鼻
黒
親
子
」

と
呼
ば
れ
る
一
枚
の
絵
に
着
目
し
た
い
・
現
在
ま
で
の
研
究
で
は
、
「
鼻
黒
親
子
」
の
病
名
に
つ
い
て
は
様
々
な
見
解
が
あ
る
も
の
の

本
格
的
に
は
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
鼻
黒
親
子
」
の
病
名
を
考
察
し
た
上
で
、
な
ぜ
こ
の
絵
が
『
病
草
紙
」

の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
論
じ
、
「
病
草
紙
」
の
特
質
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
こ
と
と

仰
心
が
あ
る
か
ら
こ
そ
制
作
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
『
病
草
紙
」
か
ら
は
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
切
実
な
信
仰
心
を
感
じ
取

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
宗
教
的
な
絵
画
・
彫
像
と
宗
教
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
と
人
間
と
の
関
係
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
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た
だ
し
『
病
草
紙
」
は
、
病
人
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
、
数
あ
る
六
道
絵
の
中
で
も
は
な
は
だ
特
異
で
あ
る
。
た
と
え

ば
聖
聚
来
迎
寺
所
蔵
『
六
道
絵
」
（
鎌
倉
時
代
中
期
制
作
）
に
お
け
る
人
道
の
箇
所
は
、
仏
教
で
い
う
と
こ
ろ
の
四
苦
（
生
・
老
・
病
・

死
）
と
八
苦
（
四
苦
と
愛
別
離
苦
・
怨
憎
会
苦
・
求
不
得
苦
・
五
盛
陰
苦
）
に
基
づ
い
て
描
か
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
述
べ
る
と
、
そ

こ
に
は
、
美
し
い
女
性
の
屍
が
野
に
捨
て
ら
れ
腐
敗
し
て
い
く
様
子
や
武
士
が
愛
す
る
家
族
と
別
れ
て
戦
場
へ
と
向
か
う
場
面
、
そ
し

て
憎
悪
の
念
を
む
き
出
し
に
し
て
殺
し
あ
う
合
戦
の
場
面
や
貧
者
の
様
子
、
な
ど
が
鮮
明
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
死
を
免
れ
る
こ

と
が
で
き
な
い
仙
人
や
屠
所
に
引
か
れ
て
い
く
牛
な
ど
は
、
人
道
の
無
常
を
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
北
野
天
満
宮
所

蔵
『
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
」
二
三
世
紀
制
作
）
で
も
、
お
産
や
物
の
怪
退
治
、
葬
送
、
病
者
な
ど
が
描
か
れ
て
お
り
、
人
道
の
苦
し
み

が
広
く
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
多
く
の
人
道
の
絵
で
は
、
病
者
の
絵
の
み
で
は
な
く
、
人
間
を
め
ぐ
る
様
々
な
苦
し
み
そ
の
も
の
を
描
い
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
そ
れ
に
対
し
て
『
病
草
紙
」
に
は
、
病
者
の
姿
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
。
『
病
草
紙
」
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
他
の
人
道
の
絵
と
比
べ

（
９
）
．

て
は
な
は
だ
特
異
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
病
草
紙
」
を
描
か
せ
た
後
白
河
法
皇
の
猟
奇
的
な
趣
味
に
よ
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
『
病
草
紙
』
の
訶
書
で
あ
る
。
ま
ず
、
地
獄
道
を
描
い
た
『
地
獄
草
紙
」
の
訶
書
と
餓
鬼
道
を
描
い
た
「
餓

『
病
草
紙
」
の
持
つ
宗
教
的
側
面
に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
の
研
究
で
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
佐
野
み
ど
り
氏
は
、
『
病
草

紙
」
は
、
病
悩
と
い
う
生
々
し
く
現
実
的
な
題
材
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
へ
結
縁
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を
得
よ
う
と
い
う

（
け
）

発
想
の
も
と
に
制
作
さ
れ
た
絵
巻
物
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
『
病
草
紙
」
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
佐
野
み
ど
り
氏
の
研
究
を
は
じ
め

と
し
て
、
宗
教
と
の
強
い
結
び
つ
き
を
強
調
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
病
草
紙
」
が
六
道
絵
の
一
部
分
と
し
て
描
か
れ
た
か
ら
で

と
し
て
、

あ
ろ
う
。

一
、
「
病
草
紙
」
に
お
け
る
厭
離
稜
土
の
念
の
希
薄
さ
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前
述
し
た
よ
う
に
、
「
病
草
紙
」
で
は
病
人
へ
の
同
情
を
表
現
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
後
白
河
法
皇
は
、
宗
教
的
絵
画

を
作
る
と
い
う
よ
り
は
、
病
人
を
少
し
で
も
グ
ロ
テ
ス
ク
か
つ
滑
稽
に
描
か
せ
、
そ
れ
を
見
て
楽
し
む
こ
と
に
執
心
し
て
い
た
と
い
え

山
と
の
く
に
か
つ
ら
木
の
し
も
の
こ
ほ
り
に
、
か
た
を
か
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
女
あ
り
。
と
り
た
て
、
い
た
む
と
こ
ろ
な
け
れ
ど
も
、

（
川
）

よ
る
に
な
れ
ど
も
、
ね
い
ら
る
、
こ
と
な
し
。
よ
も
す
が
ら
、
お
き
ゐ
て
、
「
な
に
よ
り
も
わ
び
し
き
こ
と
な
り
」
と
ぞ
い
ひ
け
る
。

こ
の
よ
う
に
『
病
草
紙
』
の
訶
書
は
、
い
ず
れ
の
経
典
に
も
則
っ
て
は
お
ら
ず
、
は
な
は
だ
説
話
的
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
『
往
生
要
集
」
の
人
道
の
項
で
は
、
『
大
宝
積
経
」
を
引
用
し
て
、
人
間
の
不
浄
や
苦
し
み
、
無
常
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
。

人
間
の
苦
し
み
と
し
て
の
病
気
に
つ
い
て
は
、
「
中
阿
含
経
」
七
や
「
大
宝
積
経
」
五
七
、
「
大
智
度
論
』
八
に
も
説
か
れ
て
お
り
、

様
々
な
経
典
や
注
釈
書
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
病
草
紙
』
の
訶
書
は
、
経
典
や
注
釈
書
に
沿

っ
て
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
、
『
病
草
紙
」
が
宗
教
絵
画
と
し
て
は
な
は
だ
特
異
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
『
病

（
Ⅲ
）

草
紙
」
に
宗
教
性
が
希
薄
で
あ
る
点
は
、
す
で
に
樋
口
誠
太
郎
氏
も
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
樋
口
氏
は
、
「
病
草
紙
」
は
宗
教

性
が
希
薄
な
絵
巻
物
で
あ
り
、
世
俗
的
か
つ
珍
奇
な
も
の
を
描
く
と
い
う
目
的
を
持
っ
て
い
る
報
道
画
的
特
質
を
持
つ
絵
で
あ
る
と
し

鬼
草
紙
」
の
詞
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
正
法
念
処
経
」
や
『
起
世
経
」
、
『
孟
蘭
盆
経
」
を
は
じ
め
と
す
る
種
々
の
経
典
に
則
っ
て
記
さ
れ

て
い
る
。
経
典
に
則
っ
て
い
る
の
は
、
詞
書
だ
け
で
は
な
い
。
絵
に
つ
い
て
も
、
経
典
に
従
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
宗

教
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
絵
画
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
『
病
草
紙
」
の
訶
書
は
、
諸
々
の
経
典
と
は
全
く
関
係
が
な
い
。
た
と
え
ば
「
不
眠
症
の
女
」
の
訶
耆
は
以
下
の
と

る
で
あ
ろ
う
。

お
り
で
あ
る
。

て
い
る
。

近
年
の
加
須
屋
誠
氏
の
研
究
で
は
、
『
病
草
紙
』
は
、
病
気
に
対
す
る
偏
見
や
性
差
別
、
階
級
的
偏
見
を
も
と
に
作
ら
れ
て
い
る
の
で



日本医史学雑誌第51巻第4号(2005)599

（
肥
）

は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
『
病
草
紙
」
に
は
、
病
人
を
畷
笑
す
る
様
子
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
し
、
「
陰
風
の
男
」
や

「
痔
瘻
の
男
」
、
「
二
形
の
男
」
は
庶
民
や
芸
能
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
「
病
草
紙
」
に
は
、
貴
族
の
男
性
に
よ
る
差
別
視
的
視
点
も

組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
『
病
草
紙
」
の
宗
教
性
は
、
訶
害
だ
け
で
は
な
く
、
絵
の
部
分
に
つ
い
て
も
、
希
薄
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
少
な
く
と
も
、
後
白
河
法
皇
は
、
人
道
の
苦
し
み
に
つ
い
て
、
自
ら
の
問
題
で
は
な
く
、
一
般
庶
民
の
問
題
と
し
て

取
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
感
覚
は
、
か
つ
て
の
菅
原
道
真
に
も
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
道
真
は
、
粗
野
で
貧
し
い

民
衆
に
つ
い
て
、
前
世
の
宿
業
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
惨
め
な
生
活
を
送
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
、
彼
ら
に
は
仏
名
会

（
胸
）

で
の
繊
悔
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
た
。

た
だ
し
、
『
病
草
紙
」
の
制
作
を
命
じ
た
と
さ
れ
る
後
白
河
法
皇
は
、
熊
野
参
詣
を
三
四
回
も
行
な
い
、
大
変
信
心
深
い
一
面
も
持
っ

て
い
た
。
ざ
ら
に
彼
は
、
尋
常
で
は
な
い
ほ
ど
ま
で
に
今
様
の
魅
力
に
と
り
つ
か
れ
、
今
様
を
謡
い
す
ぎ
た
た
め
に
喉
を
踵
ら
し
湯
水

も
飲
み
込
め
な
く
な
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
今
様
と
は
、
当
時
に
お
け
る
流
行
歌
で
あ
り
、
後
白
河
法
皇
に
と
っ
て
神
仏
と
の
交
感
を

意
味
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
法
皇
は
、
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
一
○
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

神
社
に
参
り
て
今
様
謡
ひ
て
示
現
を
被
る
事
、
度
々
に
な
る
。
一
々
此
の
事
を
思
ふ
に
、
声
足
ら
ず
し
て
妙
な
る
事
無
け
れ
ば
、

神
感
有
る
べ
き
由
を
存
ぜ
ず
。
唯
年
来
嗜
み
習
ひ
た
り
し
却
の
致
す
と
こ
ろ
か
。
又
殊
に
信
を
致
し
て
謡
へ
る
信
力
の
故
か
。
（
中

略
）
我
が
身
五
十
余
年
を
過
し
、
夢
の
如
し
。
既
に
半
ば
は
過
に
た
り
。
今
は
万
を
弛
げ
棄
て
て
、
往
生
極
楽
を
望
ま
む
と
思
ふ
。

仮
令
又
今
様
を
謡
ふ
と
も
、
な
ど
か
蓮
台
の
迎
へ
に
与
か
ら
ざ
ら
む
。
其
の
故
は
、
遊
女
の
類
、
舟
に
乗
り
て
波
の
上
に
だ
ぴ
、

流
れ
に
棹
を
さ
し
、
着
物
を
飾
り
、
色
を
好
み
て
、
人
の
愛
念
を
好
み
、
歌
を
謡
ひ
て
も
、
よ
く
聞
か
れ
ん
と
思
ふ
に
よ
り
、
外

に
他
念
無
く
て
、
罪
に
沈
み
て
、
菩
提
の
岸
に
到
ら
む
事
を
知
ら
ず
。
そ
れ
だ
に
一
念
の
心
発
し
つ
れ
ば
往
生
し
に
け
り
。
ま
し

（
Ⅲ
）

て
我
等
は
と
こ
そ
覚
ゆ
れ
。
法
文
の
歌
、
聖
教
の
文
に
離
れ
た
る
事
無
し
。

こ
の
よ
う
に
後
白
河
法
皇
は
、
今
様
に
よ
る
神
の
示
現
も
自
ら
の
信
心
に
よ
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
か
に
後
白
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こ
う
な
る
と
、
後
白
河
法
皇
の
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
」
（
二
七
九
年
成
立
）
に
あ
る
「
聖
教
の
文
に
離
れ
た
る
事
無
し
」
と
い
う
こ

と
も
疑
わ
し
く
な
っ
て
く
る
。
後
白
河
法
皇
は
、
確
か
に
篤
い
信
仰
心
を
持
っ
て
い
た
。
た
だ
し
そ
の
信
仰
心
は
、
し
ば
し
ば
芸
術
と

不
可
分
な
傾
向
に
あ
り
、
必
ず
し
も
経
典
そ
の
も
の
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
だ
か

又
近
日
有
二
往
生
要
集
談
義
一
、
澄
憲
法
印
已
下
五
人
学
生
預
二
其
事
一
云
々
、
法
皇
年
来
、
曾
不
レ
知
法
文
之
行
方
一
、
況
於
二
義

（
胴
）

理
論
議
一
哉
、
而
臨
一
砒
御
悩
時
一
、
忽
然
而
有
二
此
議
｝
足
し
為
し
奇
、
是
又
物
佐
歎
、

藤
原
兼
実
は
、
後
白
河
法
皇
の
近
臣
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
か
ね
て
よ
り
法
皇
と
は
対
立
し
が
ち
で
あ
り
、
管
弦
の
遊
び
や
今
様
に

尋
常
で
は
な
い
ほ
ど
傾
倒
し
て
い
た
法
皇
の
態
度
に
つ
い
て
も
批
判
的
に
見
て
い
た
「
病
草
紙
』
の
制
作
は
、
二
八
○
年
代
だ
と
推

定
さ
れ
て
い
る
。
『
病
草
紙
」
は
、
そ
の
宗
教
性
の
希
薄
さ
か
ら
も
、
こ
の
文
章
が
書
か
れ
た
時
期
よ
り
若
干
前
の
作
品
だ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
兼
実
に
よ
る
と
後
白
河
法
皇
は
、
日
頃
は
経
典
な
ど
そ
っ
ち
の
け
で
今
様
や
管
弦
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
兼
実
は
、
そ
の
後
白
河
法
皇
が
突
如
と
し
て
『
往
生
要
集
」
の
談
義
を
行
な
う
と
言
い
出
し
た
の
で
、
心
の
底
か
ら
驚
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
後
白
河
法
皇
は
、
病
床
に
臥
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
来
世
へ
の
不
安
を
現
実
的
な
も
の
と
し
て
感
じ
、
念
仏
の

指
南
書
で
あ
る
『
往
生
要
集
」
の
談
義
を
開
く
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
往
生
要
集
」
に
は
、
極
楽
往
生
す
る
た
め
に
は
常
日
頃
か

ら
ど
の
よ
う
に
念
仏
を
行
な
え
ば
よ
い
か
、
さ
ら
に
は
臨
終
時
に
は
い
か
に
し
て
念
仏
を
行
な
う
べ
き
か
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

お
り
、
自
ら
の
極
一

な
い
と
し
て
い
る
ｃ

し
か
し
そ
の
工

河
が
信
心
深
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
常
日
頃
よ
り
仏
道
に
帰
依
し
て
い
る
と
い
う
自
覚
を
持
っ
て

お
り
、
自
ら
の
極
楽
往
生
を
確
信
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
後
白
河
は
、
今
様
の
中
の
法
文
歌
や
聖
教
か
ら
も
離
れ
た
こ
と
は

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
藤
原
兼

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

藤
原
兼
実
は
、
日
記
一
玉
葉
」
文
治
三
年
（
二
八
七
）
四
月
九
日
条
に
お
い
て
、
後
白
河
法
皇
の
行
動
に



日本医史学雑誌第51巻第4号(2005)601

ら
こ
そ
後
白
河
法
皇
は
、
地
獄
道
と
餓
鬼
道
と
い
う
未
知
の
世
界
に
つ
い
て
は
経
典
を
用
い
て
描
か
せ
た
も
の
の
、
既
知
の
世
界
で
あ

る
人
道
に
は
持
ち
前
の
猟
奇
的
な
芸
術
趣
味
を
存
分
に
活
か
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
『
地
獄
草
紙
」
や
『
餓
鬼
草
紙
」

（
雌
）

に
つ
い
て
も
、
芸
術
的
に
大
変
高
く
評
価
さ
れ
て
お
り
、
観
念
的
か
つ
滑
稽
な
一
面
す
ら
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
宗
教
的
絵
画
や
彫
像
に
は
、
と
か
く
切
実
な
信
仰
心
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
多
く
の
研
究
で
は
、
そ
の
よ
う
な
作
品
の
存
在
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
代
の
信
仰
が
熱
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る

傾
向
に
あ
る
。
た
と
え
ば
こ
の
時
代
に
は
、
地
獄
絵
や
六
道
絵
、
来
迎
図
な
ど
が
数
多
く
描
か
れ
た
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ

れ
ら
の
全
て
が
切
実
な
信
仰
心
の
も
と
に
制
作
さ
れ
た
と
は
、
単
純
に
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
、
必
ず
し
も

全
て
の
宗
教
的
な
作
品
が
神
仏
へ
の
結
縁
を
促
す
た
め
に
制
作
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
芸
術
性
を
楽
し
む
傾
向
も
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
『
病
草
紙
』
に
は
、
後
白
河
法
皇
の
厭
離
稜
土
の
念
が
あ
ま
り
表
現
さ
れ
て
お
ら
ず
、

ま
ず
そ
こ
に
は
珍
奇
な
も
の
へ
の
強
烈
な
好
奇
心
が
あ
り
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
や
滑
稽
な
も
の
を
芸
術
的
に
楽
し
む
と
い
っ
た
目
的

一
Ｆ
）

も
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

言
病
草
紙
」
の
中
に
、
「
鼻
黒
親
子
」
と
い
う
絵
が
あ
る
。
本
章
で
は
、
「
鼻
黒
親
子
」
の
病
名
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
た
上

で
検
討
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
次
章
で
は
、
本
章
の
分
析
を
も
と
に
、
「
鼻
黒
親
子
」
が
『
病
草
紙
』
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
理
由

を
考
察
し
、
『
病
草
紙
』
の
制
作
意
図
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
「
鼻
黒
親
子
」
の
訶
書
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

大
和
国
平
群
の
こ
ほ
り
、
幸
山
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
お
と
こ
あ
り
。
は
な
の
さ
き
、
す
み
を
ぬ
り
た
る
や
う
に
く
る
か
り
け
り
。

二
、
「
鼻
黒
親
子
」
の
病
名
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疑
問
点
が
残
る
。

中
年
に
多
く
見
ら
れ
る
慢
性
の
炎
症
の
こ
と
で
あ
り
、
特
に
眉
間
や

鼻
部
、
頬
な
ど
の
顔
面
に
好
発
す
る
病
気
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
酒
破
は
、
赤
く
は
な
る
も
の
の
黒
ず
む
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
「
鼻
黒
親
子
」
の
病
気
は
、
酒
皷
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
ほ
く
ろ
は
、
体
質
が
遺
伝
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

同
じ
場
所
に
出
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
稀
で
あ
る
。
ま
た
、
荻
野
篤
彦
氏
は
、
「
鼻
黒
親
子
」
に
つ
い
て
、
現
代
の
医
学
で
は
理
解
し

（
”
｝
）

が
た
い
絵
で
あ
り
、
鼻
に
墨
を
塗
る
大
和
の
風
習
を
聞
き
、
間
違
え
て
描
い
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ

う
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
一
家
の
母
親
の
鼻
は
黒
く
描
か
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
荻
野
氏
の
説
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な

E申

鍵 鍵で
は
、
「
鼻
黒
親
子
」
の
病
名
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
着
目
し
た
い
の
は
、
画
面
の
手
前
に
描
か
れ
て
い
る

｢鼻黒親子｣('9）

（
Ⅲ
）

子
孫
子
、
あ
ひ
つ
ぎ
て
、
み
な
く
ろ
か
り
け
り
。

『
日
本
の
絵
巻
」
で
は
、
訶
耆
に
「
は
な
の
さ
き
、
す
み
を
ぬ
り

た
る
よ
う
に
く
る
か
り
け
り
」
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
絵

〈
帥
｝

に
「
赤
鼻
の
父
子
」
と
い
う
題
名
を
つ
け
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、

当
時
に
お
い
て
赤
鼻
と
い
う
病
気
が
実
際
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
ち
な
み
に
『
和
名
類
聚
抄
」
二
○
世
紀
前
半
成
立
）
に
も
、

赤
鼻
と
い
う
病
気
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

実
際
の
と
こ
ろ
先
行
研
究
で
も
、
赤
鼻
が
黒
ず
ん
で
み
え
た
か
ら

こ
の
よ
う
に
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
た
と

え
ば
服
部
敏
良
氏
は
、
ほ
く
る
の
可
能
性
も
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、

（
訓
〉

酒
破
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
酒
皷
と
い
う
の
は
、
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さ
て
、
『
病
草
紙
」
が
描
か
れ
た
一
二
世
紀
後
半
、
武
士
や
一
般
庶
民
は
、
紫
外
線
を
浴
び
る
頻
度
も
高
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
し
、
冬

な
ど
は
底
冷
え
の
す
る
家
屋
に
住
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
貴
族
た
ち
は
、
日
光
を
直
接
的
に
浴
び
る
機
会
は
あ
ま

り
な
く
、
庶
民
に
比
べ
る
と
格
段
に
良
い
造
り
の
家
屋
に
住
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
基
底
細
胞
癌
は
、
そ
の
誘
因
が
日
光
曝
露
や
寒

冷
刺
激
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
当
時
に
お
い
て
は
貴
族
以
外
の
人
々
が
か
か
る
可
能
性
が
あ
る
病
気
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
日
光
を
あ
ま
り
浴
び
る
こ
と
の
な
い
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
は
、
基
底
細
胞
癌
は
特
に
珍
し
い
病
気
だ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。

二
人
の
子
供
が
持
っ
て
い
る
石
榴
で
あ
る
。
こ
の
石
榴
は
、
意
味
も
な
く
描
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
「
鼻
黒
親
子
」
の
病
名
を
示
す
指
標

（
邸
）

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
実
は
、
鼻
が
黒
く
な
り
か
つ
石
榴
の
よ
う
な
形
状
に
も
な
り
得
る
病
気
と
し
て
は
、
基
底
細
胞
癌
が
考
え
ら
れ
る
。

（
訓
）

基
底
細
胞
癌
と
い
う
の
は
、
一
般
的
に
頭
顔
頸
部
、
と
り
わ
け
下
眼
瞼
や
鼻
唇
溝
、
鼻
翼
に
好
発
す
る
皮
膚
癌
で
あ
る
。
基
底
細
胞
癌

の
初
期
像
は
、
黒
紫
色
丘
疹
で
あ
り
、
ほ
く
る
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
そ
の
丘
疹
は
、
次
第
に
大
き
さ
や
数
を
増
し
て
い
く
よ
う
に
な

る
。
そ
し
て
丘
疹
の
中
心
に
は
、
や
が
て
潰
瘍
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
基
底
細
胞
癌
と
な
っ
た
皮
膚
の
表
面
は
、
蝋
様
光

沢
や
黒
真
珠
様
光
沢
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
基
底
細
胞
癌
の
患
部
の
境
界
線
は
、
は
な
は
だ
鮮
明
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

点
も
、
「
鼻
黒
親
子
」
の
症
状
に
酷
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

基
底
細
胞
癌
は
、
中
年
以
降
に
好
発
す
る
病
気
で
あ
る
。
た
だ
し
基
底
細
胞
癌
は
、
症
候
群
の
か
た
ち
を
と
る
こ
と
が
多
く
、
基
底

細
胞
癌
症
候
群
と
い
っ
て
、
そ
の
体
質
が
遺
伝
し
発
症
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
子
ど
も
も
、
幼
い
う
ち

か
ら
基
底
細
胞
癌
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
基
底
細
胞
癌
の
誘
因
の
一
つ
は
、
日
光
曝
露
や
寒
冷
刺
激
な
ど
で
あ
る
。
た
と
え
ば
現
在
で

も
、
漁
師
や
大
工
の
職
を
五
○
年
間
勤
め
た
こ
と
が
誘
因
と
な
っ
て
基
底
細
胞
癌
が
発
症
し
た
と
い
う
症
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
鍋
）

の
で
あ
る
。
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末
摘
花
の
鼻
は
、
長
く
て
先
の
ほ
う
が
垂
れ
て
お
り
、
し
か
も
赤
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
史
料
中
の
「
普
賢
菩
薩

の
乗
物
」
と
は
、
赤
い
鼻
を
持
つ
白
像
の
こ
と
で
あ
る
。
末
摘
花
は
、
『
源
氏
物
語
」
の
中
で
、
世
間
知
ら
ず
で
純
粋
な
一
面
を
持
つ
も

の
の
少
々
滑
稽
な
女
性
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
（
一
二
世
紀
末
期
成
立
）
「
延
喜
加
持
巻
」
で
は
、
勅
使
が
信
貴
山
に
派
遣
さ
れ
る
場
面
に
お
い
て
、

鼻
の
赤
い
老
人
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
老
人
は
、
烏
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
な
い
の
で
、
牛
飼
童
や
大
童
子
と
い
っ
た
下
仕
え
の

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
「
鼻
黒
親
子
」
の
絵
は
、
あ
え
て
『
病
草
紙
」
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
当
時
に
お
い
て

鼻
に
色
が
つ
い
て
い
る
人
間
が
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

「
源
氏
物
語
』
（
二
世
紀
初
期
成
立
）
「
末
摘
花
」
で
は
、
末
摘
花
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
る
姫
君
の
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。
末
摘
花
は
、

常
陸
宮
の
姫
で
あ
り
申
し
分
の
な
い
家
柄
の
出
で
あ
っ
た
も
の
の
、
父
常
陸
宮
の
死
に
よ
り
貧
し
さ
に
苦
し
ん
で
い
た
。
そ
の
貧
し
さ
は
、

末
摘
花
の
周
囲
を
取
り
囲
む
女
房
た
ち
が
底
冷
え
の
す
る
部
屋
の
片
隅
で
彼
女
の
残
飯
を
食
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い

う
。
そ
ん
な
折
、
光
源
氏
は
、
末
摘
花
の
美
貌
に
つ
い
て
の
噂
を
聞
き
つ
け
、
持
ち
前
の
想
像
力
を
か
き
た
て
て
熱
烈
な
恋
を
し
、
実
に
し

つ
こ
く
か
き
口
説
く
こ
と
と
な
る
。
光
源
氏
は
、
よ
う
や
く
自
ら
の
思
い
を
強
引
に
遂
げ
た
後
、
朝
の
光
の
中
で
末
摘
花
の
醜
い
容
貌
を
目

に
し
て
仰
天
し
て
し
ま
っ
た
。
彼
女
の
容
貌
に
つ
い
て
は
、
『
源
氏
物
語
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

う
ち
つ
ぎ
て
、
「
あ
な
、
か
た
は
」
と
見
ゆ
る
物
は
、
御
鼻
な
り
け
り
。
ふ
と
、
目
ぞ
と
ま
る
。
普
賢
菩
薩
の
乗
物
と
お
ぼ
ゆ
。
あ

さ
ま
し
う
高
う
の
び
ら
か
に
、
さ
き
の
方
す
こ
し
垂
り
て
、
色
づ
き
た
る
事
、
こ
と
の
外
に
、
う
た
て
あ
り
。
色
は
雪
は
づ
か
し

う
白
う
て
、
真
青
に
、
額
つ
き
、
こ
よ
な
う
は
れ
た
る
に
、
な
ほ
、
下
が
ち
あ
る
面
や
う
は
、
大
方
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
う
、
長

三
、
後
白
河
法
皇
の
病
気
観
念

（
郡
｝

き
な
る
べ
し
。
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（
幻
）

童
子
な
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
道
端
で
、
天
皇
が
病
気
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
噂
話
に
興
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
老

人
の
赤
い
鼻
は
、
彼
が
下
賎
の
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
一
つ
の
指
標
な
の
で
あ
ろ
う
。
鼻
が
赤
く
腫
れ
て
い
る
老
人
の
姿
は
、
絵
巻
物

を
見
る
者
に
と
っ
て
は
、
天
皇
と
は
別
世
界
に
生
き
る
人
間
で
あ
る
か
の
よ
う
に
映
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
『
今
昔
物
語
集
」
二
八
’
一
二
「
左
京
大
夫
□
□
、
付
異
名
語
」
で
は
、
零
落
し
て
し
ま
っ
た
親
王
の
息
子
、
左
京
大
夫
に
つ

い
て
の
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
左
京
大
夫
の
容
姿
に
つ
い
て
は
「
長
少
シ
細
高
ニ
テ
、
極
ク
ロ
ヤ
カ
ナ
ル
様
ハ
シ
タ
レ
ド
モ
、
有

様
・
姿
ナ
ム
鴫
呼
也
ケ
ル
。
頭
ノ
鐙
頭
也
ケ
レ
バ
、
頸
ハ
背
二
不
付
ズ
シ
テ
、
離
レ
テ
ナ
ム
被
振
ケ
ル
。
色
ハ
露
草
ノ
花
ヲ
塗
ダ
ル
様

（
羽
）

二
青
白
ニ
テ
、
眼
皮
ハ
黒
ク
テ
、
鼻
鮮
二
高
ク
テ
色
少
シ
赤
カ
リ
ケ
リ
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
左
京
大
夫
は
、
上
品
な

様
子
を
し
て
い
た
も
の
の
、
動
作
や
姿
は
間
が
抜
け
て
お
り
滑
稽
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
こ
の
説
話
で
は
、

滑
稽
な
要
素
の
一
つ
と
し
て
、
鼻
の
色
が
赤
み
が
か
っ
て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
「
今
昔
物
語
集
」
二
八
’
二
○
「
池
尾
禅
珍
内
供
鼻
語
」
は
、
「
鼻
ノ
長
カ
リ
ヶ
ル
、
五
六
寸
許
也
ケ
レ
バ
、
頷
ョ
リ
モ
下

（
鋤
）

テ
ナ
ム
見
ヱ
ケ
リ
。
色
ハ
赤
ク
紫
色
ニ
シ
テ
、
大
柑
子
ノ
皮
ノ
様
ニ
シ
テ
、
ツ
ブ
立
テ
ゾ
識
タ
リ
ヶ
ル
」
と
い
う
容
姿
を
持
つ
池
尾
禅

珍
内
供
の
説
話
で
あ
る
。
禅
珍
内
供
は
、
粥
な
ど
を
食
べ
る
と
き
に
は
弟
子
の
法
師
や
童
子
に
三
○
セ
ン
チ
ば
か
り
あ
る
平
ら
な
板
を

持
た
せ
、
鼻
の
下
に
差
し
入
れ
さ
せ
て
い
た
と
い
う
。
あ
る
日
、
童
子
は
、
よ
そ
見
を
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
粥
の
中
に
禅
珍
内
供
の

鼻
を
不
覚
に
も
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。
大
い
に
怒
っ
た
禅
珍
内
供
は
、
童
子
を
叱
り
飛
ば
し
た
。
す
る
と
童
子
は
、
「
世
二
、
人
ノ
此
ル

（
伽
）

鼻
ツ
キ
有
ル
人
ノ
御
バ
コ
ソ
ハ
、
外
ニ
テ
ハ
鼻
モ
持
上
メ
。
鳴
呼
ノ
事
被
仰
ル
、
御
房
カ
ナ
」
と
い
う
捨
て
台
詞
を
吐
き
、
立
ち
去
っ

た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
今
昔
物
語
集
」
の
著
者
は
、
「
此
レ
ヲ
思
フ
ニ
、
実
二
何
カ
ナ
リ
ヶ
ル
鼻
ニ
カ
有
ケ
ム
。
糸
奇
異
力

（
Ⅱ
）

リ
ケ
ル
鼻
也
。
童
ノ
糸
可
咲
ク
云
ダ
ル
事
ヲ
ゾ
、
聞
ク
人
讃
ケ
ル
ト
ナ
ム
語
り
伝
へ
タ
ル
ト
也
」
と
結
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
鼻
が
色
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
や
鼻
の
形
が
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
絵
画
や
物
語
、
説
話
に
お
い
て
、
滑

稽
さ
や
貧
し
さ
を
表
現
す
る
指
標
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
般
庶
民
を
は
じ
め
と
し
て
貧
し
さ
に
苦
し
ん
だ
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ま
た
、
「
鼻
黒
親
子
」
に
お
い
て
は
、
一
家
の
母
親
の
鼻
だ
け
が
黒
く
な
い
。
一
方
、
絵
巻
中
に
描
か
れ
て
い
る
三
人
の
子
ど
も
た

｛
犯
）

ち
は
、
い
ず
れ
も
男
児
だ
と
推
定
で
き
、
父
親
と
同
様
に
黒
い
鼻
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ま
ず
、
一
家
の
母
親
は
、
殺

生
の
罪
を
犯
し
て
い
な
い
点
で
一
家
の
父
親
と
異
な
っ
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
彼
ら
は
、
ま
だ
殺
生
の
罪
を
犯
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
子
ど
も
た
ち
は
、
い
ず
れ
父
親
の
跡
を
継
い

で
同
じ
よ
う
に
武
士
と
な
り
、
殺
生
を
生
業
と
す
る
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
上
興
味
深
い
こ
と
に
、
当
時
に
お
い
て
は
、
仏
罰
を
犯
し
た
者
の
家
族
が
病
気
に
な
る
と
す
る
観
念
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

病
に
な
っ
た
と
捉
え
て
い
る
。

と
す
る
と
「
鼻
黒
親
子
」
は
、
単
に
庶
民
の
罪
業
を
示
す
の
み
で
は
な
く
、
殺
生
を
生
業
と
す
る
人
間
の
罪
業
を
表
現
し
て
い
る
絵

で
は
な
い
か
と
推
定
で
き
る
。
殺
生
の
罪
に
よ
っ
て
病
気
に
な
る
話
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
話
や
往
生
伝
に
頻
繁
に
登
場
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
た
と
え
ば
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
（
鎌
倉
時
代
初
頭
成
立
）
三
’
一
二
で
は
、
殺
生
を
生
業
と
し
て
い
た
者
が
、
そ
の
罪
に
よ
っ
て

病
気
に
な
り
ひ
ど
く
患
っ
て
死
ん
だ
話
が
あ
る
。
さ
ら
に
「
大
日
本
国
法
華
経
験
記
」
二
○
四
○
～
一
○
四
四
年
成
立
）
八
六
で
は
、

殺
生
の
罪
に
よ
っ
て
蛇
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
者
の
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
説
話
で
は
、
蛇
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を

人
々
は
、
炭
を
満
足
に
焚
く
こ
と
も
で
き
ず
、
隙
間
風
が
入
る
家
を
修
理
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
さ
ら
に
は
日
光
の
曝
露
を
受
け
る
生

活
形
態
を
と
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
生
活
形
態
を
と
る
人
々
は
、
貴
族
た
ち
よ
り
も
、
赤
鼻
に
な
っ
た
り
基
底
細
胞
癌
な

ど
の
病
に
か
か
る
確
率
も
高
く
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
後
白
河
法
皇
は
、
貴
族
の
間
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
病
気
を
「
病
草
紙
」
の

中
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
庶
民
の
罪
業
の
深
さ
を
表
現
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ざ
ら
に
、
「
鼻
黒
親
子
」
に
お
い
て
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
箇
所
は
、
父
親
の
後
ろ
に
描
か
れ
て
い
る
矢
で
あ
る
。
こ
こ
に
描
か

れ
て
い
る
矢
は
、
こ
の
黒
い
鼻
を
し
た
父
親
が
武
士
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
住
ん
で
い
る
家
の
様
子
か
ら
、

下
級
武
士
な
の
で
あ
ろ
う
。
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た
と
え
ば
『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
」
六
六
で
は
、
あ
る
法
華
持
経
者
を
誹
誘
中
傷
し
た
男
の
妻
が
病
気
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
鼻
黒
親
子
」
は
、
実
際
の
病
人
の
姿
を
そ
の
ま
ま
記
録
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
殺
生
の
罪
が
本
人
の
み
な
ら

ず
家
族
に
も
及
ぶ
と
い
う
当
時
の
常
識
を
反
映
し
て
描
か
れ
た
絵
だ
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
「
鼻
黒
親
子
」
は
、
殺
生
を
生
業
と
す
る
家
族
に
つ
い
て
の
絵
で
あ
り
、
必
ず
し
も
人
道
の
苦
し
み
を
描
い
た
も
の

（
郡
）

で
は
な
い
。
加
須
屋
誠
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
確
か
に
「
病
草
紙
』
は
差
別
視
的
観
点
の
も
と
に
描
か
れ
て
い
る
。
後
白
河
法
皇
及

び
そ
の
周
囲
を
取
り
巻
く
貴
族
に
と
っ
て
は
、
『
病
草
紙
」
の
世
界
は
完
全
な
他
人
事
な
の
で
あ
る
。
当
然
、
後
白
河
法
皇
や
周
囲
の
貴

族
た
ち
も
、
し
ば
し
ば
病
気
に
か
か
り
、
苦
し
ん
で
い
た
。
病
と
い
う
も
の
は
、
平
等
に
人
間
に
襲
い
か
か
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
彼
ら
は
、
自
ら
の
日
記
に
、
自
分
の
病
状
や
周
囲
の
人
間
の
病
状
を
し
ば
し
ば
目
を
背
け
た
く
な
る
よ
う
な
表
現
で

（
訓
｝

記
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
藤
原
道
長
は
、
膿
や
排
泄
物
に
ま
み
れ
て
息
を
ひ
き
と
っ
た
。
た
だ
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
そ
う
で
あ
っ
て

も
、
彼
ら
に
は
、
罪
業
深
い
の
は
高
貴
な
身
分
を
持
つ
自
分
た
ち
で
は
な
い
と
い
う
観
念
が
根
強
く
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

仏
名
会
で
の
儀
悔
は
罪
業
深
い
庶
民
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
菅
原
道
真
の
観
念
と
共
通
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
後
白
河
法
皇
は
、
一
見
信
心
深
い
人
物
に
は
見
え
る
も
の
の
、
経
典
や
仏
教
書
そ
の
も
の
へ
の
興
味
は
さ
ほ
ど

持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
彼
は
、
自
ら
が
病
気
に
な
り
死
が
現
実
的
問
題
と
し
て
身
に
迫
っ
て
は
じ
め
て
、
「
往
生
要
集
」
そ
の
も
の
に
興

味
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
彼
は
、
あ
く
ま
で
も
芸
術
的
興
味
の
も
と
に
死
後
の
世
界
へ
の
関
心
を
抱
き
、
絵
画
を
描
か
せ

前
述
し
た
よ
う
に
、
椎

持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
柿

味
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
「
病
草
紙
」
の
視
点
は
、
た
だ
単
に
一
般
庶
民
や
女
性
を
差
別
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、

『
病
草
紙
」
の
「
白
子
の
女
」
に
お
い
て
病
人
を
潮
笑
し
て
い
る
の
は
、
貴
族
で
は
な
く
一
般
庶
民
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
肥
満
の
女
」
で

も
、
彼
女
に
対
し
て
冷
た
い
視
線
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
は
、
男
性
で
は
な
く
女
性
で
あ
る
。
そ
の
上
、
「
風
病
の
男
」
で
も
、
眼
球
が

震
え
る
男
を
笑
う
の
は
女
性
で
あ
る
。
も
し
も
「
病
草
紙
』
の
視
点
が
一
般
庶
民
や
女
性
の
み
を
差
蔑
視
す
る
の
み
の
も
の
で
あ
る
の
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本
稿
で
は
、
ま
ず
、
六
道
絵
の
一
つ
で
あ
る
『
病
草
紙
」
に
お
い
て
厭
離
横
土
の
念
が
稀
薄
で
あ
る
点
を
指
摘
し
た
。
宗
教
的
意
味
合
い

を
持
つ
絵
画
や
彫
像
は
、
と
か
く
切
実
な
信
仰
心
の
も
と
に
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
た
と
え
ば
六
道
絵
に
つ
い
て
は
、

「
六
道
絵
の
制
作
↓
厭
離
稜
士
↓
欣
求
浄
土
」
と
い
う
図
式
で
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
『
病
草
紙
」
の
よ
う
に
、
宗
教
的
意
味
合

注
意
し
な
く
て
は
い
け
な
い
点
は
、
「
病
草
紙
」
の
制
作
を
命
じ
た
後
白
河
法
皇
が
、
病
者
を
完
全
な
他
者
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
り
、

（
猟
｝

自
分
に
は
直
接
関
係
が
な
い
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
か
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
た
だ
単
に
一
般
庶
民
や
女
性
へ
の
差
別

と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
病
人
へ
の
差
別
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
後
白
河
法
皇
に
と
っ
て
は
、
そ
の
病
人
は
、
自

ら
で
は
な
く
自
ら
の
周
囲
に
い
る
者
で
も
な
い
。
そ
こ
に
は
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
症
状
や
滑
稽
な
症
状
を
出
す
病
気
に
な
る
の
は
身
分
の

低
い
庶
民
や
芸
能
者
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
当
時
に
お
い
て
、
病
気
と
仏
罰
が
強
く
結
び
つ
け
て
考

（
恥
）

え
ら
れ
て
い
た
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
後
白
河
法
皇
は
、
前
述
し
た
菅
原
道
真
と
同
様
に
、
庶
民
は
前
世
に
お
い
て

罪
を
犯
し
た
か
ら
こ
そ
貧
し
く
惨
め
な
の
で
あ
り
、
病
人
に
つ
い
て
も
前
世
も
し
く
は
現
世
に
お
い
て
何
ら
か
の
仏
罰
に
よ
っ
て
病
気

に
な
っ
た
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
「
鼻
黒
親
子
」
で
は
、
そ
の
父
親
は
下
級
武
士
と

し
て
描
か
れ
、
子
ど
も
た
ち
の
鼻
ま
で
黒
く
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

え
な
い
の
で
あ
る
。

な
ら
ば
，
病
人
を
潮
笑
す
る
の
は
貴
族
や
男
性
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
『
病
草
紙
」
を
鑑
賞
し
て
い
た
後
白
河

法
皇
や
そ
の
周
辺
の
人
物
は
、
潮
笑
す
る
側
の
庶
民
や
女
性
と
同
じ
視
点
に
立
ち
、
滑
稽
か
つ
グ
ロ
テ
ス
ク
な
こ
の
絵
巻
物
を
楽
し
ん

で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
病
草
紙
」
に
は
、
必
ず
し
も
一
般
庶
民
や
女
性
へ
の
差
別
ば
か
り
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
は
い

お
わ
り
に
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い
を
持
つ
は
ず
の
絵
画
で
も
、
制
作
者
の
芸
術
へ
の
強
い
関
心
や
猟
奇
的
趣
味
の
も
と
に
、
宗
教
的
側
面
は
あ
ま
り
強
調
さ
れ
ず
に
滑
稽
さ

や
不
気
味
さ
を
強
調
し
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
。
後
白
河
法
皇
や
貴
族
た
ち
は
、
六
道
絵
を
見
て
た
だ
単
に
厭
離
稜
土
の

念
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
宗
教
に
対
し
て
多
少
の
距
離
を
持
ち
客
観
的
な
ま
な
ざ
し
を
投
げ
か
け
て
も
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
本
稿
で
は
、
『
病
草
紙
』
の
中
で
も
「
鼻
黒
親
子
」
に
着
目
し
、
「
鼻
里
親
子
」
は
基
底
細
胞
癌
を
描
い
た
絵
で
あ
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
基
底
細
胞
癌
の
誘
因
は
、
日
光
曝
露
や
寒
冷
刺
激
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
基
底
細
胞
癌
は
、
平
安
時
代
に
お
い

て
は
、
貴
族
で
は
な
く
庶
民
が
か
か
る
可
能
性
が
あ
っ
た
病
気
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
貴
族
た
ち
は
、
黒
い
鼻
を
し
た
庶
民
を
目
に

し
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
庶
民
が
い
る
こ
と
を
噂
で
耳
に
し
、
さ
ぞ
か
し
不
可
思
議
の
念
を
持
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
庶

民
と
仏
罰
の
関
係
を
示
す
に
は
、
「
鼻
黒
親
子
」
の
絵
は
、
大
変
効
果
的
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
加
須
屋
誠
氏
は
、
「
病
草
紙
』
に
は
一
般
庶
民
や
女
性
へ
の
蔑
視
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
加
須
屋
氏

の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
病
草
紙
」
に
は
、
高
貴
な
身
分
の
男
性
は
一
人
も
描
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
絵
巻
物
に
描
か
れ
て
い
る
病
者
の

多
く
は
、
一
般
庶
民
や
当
時
に
お
い
て
差
別
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
芸
能
者
で
あ
る
。
し
か
し
『
病
草
紙
」
で
は
、
病
気
に
な
っ
た
男

性
を
潮
笑
す
る
女
性
の
絵
も
多
く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
病
気
に
か
か
っ
た
芸
能
者
を
笑
う
庶
民
の
絵
も
描
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
『
病
草
紙
』
の
鑑
賞
者
で
あ
っ
た
後
白
河
法
皇
や
そ
の
周
辺
の
貴
族
た
ち
は
、
病
者
を
廟
笑
す
る
女
性
や
庶
民
の
側

に
立
っ
て
こ
の
絵
巻
を
鑑
賞
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
病
草
紙
」
に
は
、
た
だ
単
に
一
般
庶
民
や
女
性
を
蔑
視
す

る
視
点
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
病
草
紙
」
で
は
、
一
般
庶
民
や
女
性
を
差
別
視
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
も
珍
奇
な
病
気
に
か
か
っ
た
人
間
を
差
別
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
白
河
法
皇
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
病
気
に
か
か
る

人
間
は
、
自
ら
と
は
直
接
的
に
何
ら
関
係
の
な
い
庶
民
で
あ
る
べ
き
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
病
草
紙
』
に
お
け
る
病
者
が
貴
族
以
外
の
庶
民
と
し
て
描
か
れ
た
理
由
は
、
当
時
に
お
け
る
貴
族
た
ち
の
病
気
観
念
と
関
係
す
る
の

で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
、
前
世
や
現
世
に
お
け
る
仏
罰
と
病
気
と
は
密
接
に
か
か
わ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
貴
族
た
ち
は
、
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げ
る
。 謝

辞
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
浜
松
医
科
大
学
眼
科
学
講
座
の
堀
田
喜
裕
教
授
と
同
大
学
皮
膚
科
学
講
座
の
瀧
川
雅

浩
教
授
か
ら
の
ご
教
示
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
浜
松
医
科
大
学
医
学
部
医
学
科
四
年
の
平
田
希
美
子
さ
ん
に
は
、
「
鼻
黒

親
子
」
の
分
析
を
手
伝
っ
て
い
た
だ
い
た
。
堀
田
喜
裕
教
授
と
瀧
川
雅
浩
教
授
、
平
田
希
美
子
さ
ん
に
、
心
よ
り
篤
く
御
礼
申
し
上
げ

る
。
ま
た
、
『
病
草
紙
」
「
鼻
黒
親
子
」
の
本
稿
へ
の
掲
載
を
快
諾
し
て
く
だ
さ
っ
た
所
蔵
者
の
方
と
中
央
公
論
新
社
に
も
御
礼
申
し
上

一
般
庶
民
は
前
世
で
悪
業
を
働
い
た
た
め
に
、
現
世
で
惨
め
で
貧
し
い
生
活
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
つ
ま

り
一
般
庶
民
の
貧
窮
や
病
気
は
、
前
世
も
し
く
は
現
世
に
お
け
る
罪
業
に
よ
る
も
の
だ
と
判
断
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に

「
鼻
黒
親
子
」
に
お
け
る
一
家
の
父
親
は
、
下
級
武
士
の
姿
で
表
現
さ
れ
、
殺
生
の
罪
業
が
あ
る
こ
と
を
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

後
白
河
法
皇
は
、
六
道
絵
の
う
ち
人
道
の
様
子
を
表
現
し
た
絵
と
し
て
『
病
草
紙
』
を
描
か
せ
た
も
の
の
、
自
ら
人
道
の
苦
し
み
を

あ
ま
り
実
感
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
『
病
草
紙
」
に
は
、
自
分
や
そ
の
周
辺
に
は
直
接
的
に
か
か
わ
る
こ
と
の
な
い

人
間
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
『
病
草
紙
」
は
、
後
白
河
法
皇
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
と
そ
の
猟
奇
的
趣
味
、

さ
ら
に
は
芸
術
に
対
す
る
異
常
な
ま
で
の
好
奇
心
に
よ
り
、
異
色
な
人
道
の
絵
巻
物
と
し
て
こ
の
世
に
生
み
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

注
と
参
考
文
献

（
１
）
竹
居
明
男
「
蓮
華
王
院
の
宝
蔵
ｌ
納
物
・
年
代
記
・
絵
巻
ｌ
」
古
代
学
協
会
編
『
後
白
河
院
ｌ
動
乱
期
の
天
皇
ｌ
』
四
三
二
～
四

五
八
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
東
京
、
一
九
九
三
年
。

（
２
）
杉
立
義
一
弓
医
心
方
』
と
病
草
紙
」
『
日
本
医
史
学
雑
誌
」
三
八
巻
二
号
、
二
九
○
～
二
九
二
頁
、
一
九
九
二
年
。
小
山
聡
子
弓
病
草
紙
』
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（
３
）
平
安
時
代
に
お
け
る
排

三
年
、
を
参
照
の
こ
と
。

（
４
）
小
山
聡
子
「
中
世
前
期
に
お
け
る
末
法
思
想
ｌ
そ
の
歴
史
的
意
義
の
再
検
討
Ｉ
」
「
史
境
」
四
三
巻
、
一
二
～
三
九
頁
、
二
○
○
一
年
。

（
５
）
秋
山
光
和
「
地
獄
草
紙
・
餓
鬼
草
紙
・
病
草
紙
の
絵
画
」
家
永
三
郎
編
「
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
』
（
七
地
獄
草
紙
・
餓
鬼
草
紙
・
病
草
紙
）

一
四
１
二
四
頁
、
角
川
書
店
、
東
京
、
一
九
七
六
年
。
古
谷
稔
「
餓
鬼
・
地
獄
・
病
草
紙
の
詞
害
の
書
風
」
小
松
茂
美
編
「
日
本
絵
巻
大
成
』

（
七
餓
鬼
草
紙
・
地
獄
草
紙
・
病
草
紙
・
九
相
詩
絵
巻
）
一
五
三
’
一
六
四
頁
、
中
央
公
論
新
社
、
東
京
、
一
九
七
七
年
。
小
松
茂
美
「
餓

鬼
・
地
獄
・
病
草
紙
と
六
道
絵
」
小
松
茂
美
編
『
日
本
絵
巻
大
成
」
（
七
餓
鬼
草
紙
・
地
獄
草
紙
・
病
草
紙
・
九
相
詩
絵
巻
）
一
三
四
～
一
四

七
頁
、
中
央
公
論
新
社
、
東
京
、
一
九
七
七
年
。

（
６
）
加
須
屋
誠
「
「
鼻
黒
の
男
」
と
は
誰
か
？
Ｉ
病
草
紙
の
世
界
観
ｌ
」
同
『
仏
教
説
話
画
の
構
造
と
機
能
』
二
七
七
～
三
○
二
頁
、
中
央

公
論
美
術
出
版
、
東
京
、
二
○
○
三
年
ｃ

（
７
）
た
と
え
ば
医
学
の
立
場
か
ら
『
病
草
紙
」
に
描
か
れ
た
病
気
に
つ
い
て
検
討
し
た
研
究
と
し
て
、
以
下
の
も
の
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

服
部
敏
良
『
平
安
時
代
医
学
史
の
研
究
」
九
七
～
一
○
五
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
東
京
、
一
九
五
五
年
。
酒
井
シ
ヅ
『
日
本
の
医
療
史
」
八
九
～

九
四
頁
、
東
京
書
籍
、
東
京
、
一
九
八
二
年
。
横
田
敏
勝
『
名
画
の
医
学
」
二
～
四
六
頁
、
南
江
堂
、
東
京
、
一
九
九
九
年
。

（
８
）
佐
野
み
ど
り
「
病
草
紙
研
究
」
同
颪
流
造
形
物
語
ｌ
日
本
美
術
の
構
造
と
様
態
ｌ
」
五
二
五
頁
、
ス
ヵ
ィ
ド
ァ
、
東
京
、
一
九
九

（
９
）
た
だ
し
南
都
に
は
、
片
岡
絵
と
呼
ば
れ
る
六
道
絵
が
あ
っ
た
ｃ
片
岡
絵
の
中
の
人
道
は
、
「
実
隆
公
記
」
文
明
一
○
年
二
四
七
八
）
三
月

二
六
日
条
に
よ
れ
ば
、
「
病
苦
之
躰
」
が
描
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
皿
）
テ
キ
ス
ト
は
、
前
掲
註
五
、
小
松
茂
美
編
書
、
九
八
頁
に
よ
る
。

（
ｕ
樋
口
誠
太
郎
「
絵
巻
物
に
描
か
れ
た
日
本
の
医
療
」
『
日
本
医
史
学
雑
誌
」
二
○
巻
一
号
、
一
五
一
～
一
六
三
頁
、
一
九
七
四
年
。

（
皿
）
前
掲
註
六
、
加
須
屋
誠
論
文
。
加
須
屋
誠
「
病
草
紙
研
究
Ｉ
「
美
術
史
」
と
「
他
き
’
」
同
「
仏
教
説
話
画
の
構
造
と
機
産
二
三

五
～
二
七
五
頁
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
東
京
、
二
○
Ｃ
三
年
ｃ

（
昭
）
『
菅
家
文
草
』
巻
四
「
熾
悔
会
作
」
。

の
虚
構
性
」
『
年
報
日
本
史
叢
』
二
○
○
五
年
度
、
二
○
○
五
年
、
掲
載
予
定
。

平
安
時
代
に
お
け
る
救
済
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
小
山
聡
子
「
護
法
童
子
信
仰
の
研
究
』
一
五
～
七
五
頁
、
自
照
社
出
版
、
京
都
、
二
○
○

七
年
↑
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（
別
）
前
掲
註
５
、
小
松
茂
美
編
書
、
八
○
・
八
一
頁
。

（
釦
）
前
掲
註
７
、
服
部
敏
良
著
耆
、
九
八
・
九
九
頁
。

（
配
）
荻
野
篤
彦
「
病
草
紙
に
み
ら
れ
る
疾
患
と
そ
の
今
日
的
意
味
」
「
病
院
図
書
館
（
近
畿
病
院
）
」
二
○
’
一
・
二
、
二
○
○
○
年
。

（
鍋
）
浜
松
医
科
大
学
皮
層
科
学
講
座
の
瀧
川
雅
浩
教
授
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
型
）
基
底
細
胞
癌
の
事
例
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
は
、
以
下
の
論
文
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
弓
削
真
由
美
・
新
見
や
よ
い
・
矢
島
純
．
本

田
光
芳
・
北
原
東
一
「
耳
介
に
発
生
し
た
基
底
細
胞
癌
」
『
皮
層
臨
床
」
四
○
巻
一
号
、
二
一
八
・
一
二
九
頁
、
一
九
九
八
年
。
松
井
美
萌
・

錦
織
千
佳
子
・
宮
地
良
樹
・
村
上
賢
一
郎
「
ｚ
ゆ
く
○
昼
冨
忠
言
皇
ｇ
ａ
ｇ
自
画
印
旨
身
○
日
①
（
母
斑
性
基
底
細
胞
癌
症
候
群
）
の
二
例
」
『
皮
膚
」

四
一
巻
三
号
、
三
七
三
～
三
七
五
頁
、
一
九
九
九
年
。
間
山
淳
・
松
崎
康
司
・
熊
野
高
行
・
原
田
研
・
玉
井
克
人
・
花
田
勝
美
・
四
シ
柳
高

敏
・
鈴
木
唯
司
「
下
腹
部
か
ら
外
陰
部
に
か
け
て
生
じ
た
巨
大
な
基
底
細
胞
癌
の
一
例
」
『
臨
床
皮
層
」
五
六
巻
二
号
、
九
五
八
～
九
六
○

頁
、
二
○
○
二
年
。
播
摩
奈
津
子
・
真
鍋
求
・
津
田
昌
明
・
河
村
七
美
・
西
巻
啓
子
・
安
齋
眞
一
「
前
頭
部
に
生
じ
た
巨
大
な
基
底
細
胞
癌
の

一
例
」
『
皮
膚
臨
床
」
四
六
巻
九
号
、
一
三
六
九
Ｉ
一
三
七
一
頁
、
二
○
○
四
年
。

（
皿
）
テ
キ
ス
ト
は
、
小
林
芳
規
・
武
石
彰
夫
・
土
井
洋
一
・
真
鍋
昌
弘
・
橋
本
朝
生
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
五
六
、
梁
塵
秘
抄
・
閑
吟

集
・
狂
言
歌
謡
、
一
七
八
・
一
七
九
頁
、
岩
波
書
店
、
東
京
、
一
九
九
三
年
に
よ
る
。

（
脂
）
テ
キ
ス
ト
は
、
黒
川
真
道
・
山
田
安
栄
校
訂
「
玉
葉
』
第
三
、
三
五
三
頁
、
国
書
刊
行
会
、
東
京
、
一
九
六
九
年
、
に
よ
る
。

（
肥
）
宮
次
男
「
日
本
の
美
術
」
第
二
七
一
号
、
六
道
絵
、
二
六
～
四
○
頁
、
至
文
堂
、
東
京
、
一
九
八
八
年
。

（
ｒ
）
た
と
え
ば
「
病
草
紙
」
の
中
の
「
白
内
障
の
男
」
で
は
、
白
内
障
の
手
術
を
行
な
う
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
白
内
障
で
混
濁
し
た
水
晶
体

を
脱
臼
落
下
さ
せ
る
と
い
う
こ
の
よ
う
な
手
術
は
、
古
代
イ
ン
ド
で
行
な
わ
れ
は
じ
め
、
日
本
に
も
す
で
に
平
安
時
代
末
期
に
は
伝
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
「
白
内
障
の
男
」
で
は
、
男
の
目
か
ら
大
量
に
血
が
出
て
お
り
、
そ
の
血
が
用
意
さ
れ
て
い
る
た
ら
い
に
向
け
て
ほ
と

ば
し
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
手
術
で
目
か
ら
大
量
の
流
血
が
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

浜
松
医
科
大
学
眼
科
学
講
座
の
堀
田
喜
裕
教
授
か
ら
ご
教
示
を
得
た
。

（
肥
）
テ
キ
ス
ト
は
、
前
掲
註
５
、
小
松
茂
美
編
耆
、
八
○
頁
に
よ
る
。

（
明
）
小
松
茂
美
編
『
日
本
絵
巻
大
成
」
（
七
餓
鬼
草
紙
・
地
獄
草
紙
・
病
草
紙
・
九
相
詩
絵
巻
）
八
○
・
八
一
頁
、
中
央
公
論
新
社
、
東
京
、
一

九
七
七
年
。
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（
妬
）
前
掲
註
型
、
弓
削
真
由
美
・
新
見
や
よ
い
・
矢
島
純
．
本
田
光
芳
・
北
原
東
一
論
文
。

（
郡
）
テ
キ
ス
ト
は
、
山
岸
徳
平
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
」
一
四
、
源
氏
物
語
一
、
二
五
七
頁
、
岩
波
書
店
、
東
京
、
一
九
五
八
年
、
に
よ
る
。

（
”
）
童
子
形
（
童
子
の
姿
）
を
し
た
大
人
に
つ
い
て
は
、
土
谷
恵
「
中
世
寺
院
の
社
会
と
芸
能
」
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
一
年
、
を
参
照
の
こ
と
。

ま
た
、
小
山
聡
子
「
祭
礼
行
列
に
お
け
る
童
子
の
職
掌
ｌ
中
世
前
期
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
第
二
六
回
国
際
日
本

文
学
研
究
集
会
会
議
録
文
化
の
な
か
の
文
学
、
文
学
の
な
か
の
文
化
ｌ
文
学
研
究
の
可
能
性
ｌ
」
二
○
五
～
二
一
八
頁
、
国
文
学
研
究

資
料
館
、
二
○
○
二
年
、
も
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
羽
）
テ
キ
ス
ト
は
、
森
正
人
校
注
一
新
日
本
古
典
文
学
大
系
一
三
七
、
今
昔
物
語
集
五
、
二
三
二
頁
、
岩
波
書
店
、
東
京
、
一
九
九
六
年
に
よ
る
。

（
調
）
テ
キ
ス
ト
は
、
前
掲
註
躯
、
森
正
人
校
注
書
、
二
三
○
頁
に
よ
る
ｃ

（
釦
）
テ
キ
ス
ト
は
、
前
掲
註
認
、
森
正
人
校
注
害
、
二
三
一
頁
に
よ
る
ｃ

（
訓
）
テ
キ
ス
ト
は
、
前
掲
註
記
、
森
正
人
校
注
害
、
二
三
二
頁
に
よ
る
。

（
鑓
）
小
松
茂
美
氏
は
、
註
５
の
小
松
茂
美
編
書
、
八
一
頁
に
お
い
て
、
寝
そ
べ
っ
て
果
物
を
食
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
女
児
だ
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
振
り
分
け
髪
は
当
時
に
お
け
る
男
児
に
も
頻
繁
に
み
ら
れ
る
髪
型
で
あ
る
。
こ
の
子
ど
も
は
、
着
て
い
る
衣
の
色
や
顔

の
表
情
か
ら
、
男
児
だ
と
推
定
で
き
る
。

（
鏥
）
病
気
と
仏
罰
に
つ
い
て
は
、
新
村
拓
『
死
と
病
と
看
護
の
社
会
史
」
四
八
１
六
八
頁
、
法
政
大
学
出
版
局
、
東
京
、
一
九
八
九
年
、
に
お

い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
認
）
藤
原
道
長
の
病
状
に
つ
い
て
は
、
藤
原
実
質
の
日
記
『
小
右
記
』
万
寿
四
年
（
一
○
二
七
）
三
月
二
○
日
条
や
同
年
二
月
二
一
日
条
、

同
年
一
二
月
二
日
条
な
ど
に
克
明
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
錫
）
西
巻
明
彦
・
屋
代
正
幸
「
「
他
者
」
の
視
点
で
み
る
「
病
草
紙
」
」
（
日
本
歯
科
医
史
学
会
第
三
一
回
学
術
大
会
講
演
事
後
抄
録
）
「
日
本
歯

科
医
史
学
会
会
誌
』
二
五
巻
三
号
、
一
四
七
頁
、
二
○
○
四
年
、
に
お
い
て
は
、
「
他
者
」
と
は
「
世
間
に
入
れ
な
い
ヒ
ト
た
ち
」
だ
と
解
釈

の
表
情
か
ら
、
男
児
だ
と
岬

（
詔
）
註
６
、
加
須
屋
誠
論
文
。

さ
れ
て
い
る
Ｃ
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GoshirakawaHouou'sThought

SatokoKOYAMA

廼
唖
ｅ
酬
坦
度
画
奉
斗
坐
雇
「
蕊
柵
喋
」
癖
咋
豐
一
二
へ

c6Yamaizoushi,''depictingthe"humanway"ofreincarnationinBuddhism,wasorderedby

GoshirakawaHououinthelatterhalfofthel2C.Thispaperdealswiththerelationbetweenthe

contentsof"Yamaizoushi"andGoshirakawaHouou'sthought.Whileearlierliteratureabout

"Yamaizoushi"emphasizeditsreligiousaspects,thispapersuggeststhat"Yamaizoushi"actually

lacksasenseofreligion,becausetheaccompanyingtextsarenotrelatedtoanysutra,andthepic-

turesaremockingsickpeople.ThepaperarguesthatthesefeaturesoriginatefromGoshirakawa

Houou'sdiscriminativefeelingstowardsthesick,whichwereactuallytypicalfbrthattime.The

lackofsympathymayalsobeduetothefactthat,asanoble,hehadn'treallyexperiencedany

hardshipsofhumanexistencehimselflnorderingsuchascroll,GoshirakawaHououwashunting

fOrthebizarre.Thepaperclaimsthesearethereasonswhythe"Yamaizoushi"picturescrollisso

differentfromanyotherpaintingsdepictingthe"humanway".


