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「
奈
良
絵
本
」
の
一
絵
師
考
（
続
）

秋
谷
治

は
じ
め
に

　
平
成
十
七
年
度
中
世
文
学
会
春
季
大
会
に
お
い
て
発
表
し
、
平
成
十
九
年
十
二
月
発
行
「
言
語
文
化
」
四
十
四
号
に
お
い
て
そ
の
一
部
を
紹
介
し

た
、
「
奈
良
絵
本
」
の
一
絵
師
に
関
し
て
、
本
稿
に
お
い
て
も
、
検
討
し
た
い
。
「
言
語
文
化
」
誌
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
「
奈
良
絵
本
」
の
概
念

に
つ
い
て
再
検
討
を
迫
る
こ
の
絵
師
の
作
品
群
、
す
な
わ
ち
従
来
の
「
奈
良
絵
本
」
が
室
町
時
代
の
物
語
を
中
心
と
す
る
物
語
に
限
ら
れ
て
い
た
の

に
対
し
て
、
こ
の
絵
師
が
物
語
の
絵
巻
の
み
な
ら
ず
、
風
俗
絵
巻
や
屏
風
絵
を
も
描
い
て
い
る
ら
し
い
こ
と
を
指
摘
で
き
る
作
品
群
の
出
現
は
、
古

書
難
界
で
使
用
さ
れ
て
き
た
呼
称
を
、
漠
然
と
踏
襲
し
て
い
る
国
文
学
、
美
術
史
の
研
究
に
お
い
て
疑
念
を
提
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
に
お
い
て
そ
の
答
え
を
た
だ
ち
に
用
意
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
疑
義
を
入
れ
る
の
も
躇
躇
さ
れ
る
が
、
や
は
り
拘
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
事

柄
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
本
稿
に
お
い
て
も
、
そ
の
風
俗
絵
巻
の
二
本
を
示
し
て
い
き
た
い
。

　
更
に
こ
の
一
連
の
絵
巻
の
絵
師
の
活
躍
期
を
限
定
で
き
る
資
料
を
と
り
あ
げ
た
い
。
前
馬
「
言
語
文
化
」
で
と
り
あ
げ
た
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ

ィ
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
所
蔵
の
『
江
島
物
語
絵
巻
』
及
び
『
俵
藤
太
物
語
絵
巻
』
は
十
七
世
紀
中
葉
も
し
く
は
後
葉
の
制
作
に
か
か
る
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
手
の
豪
華
本
仕
立
て
の
極
彩
色
の
「
奈
良
絵
本
」
の
多
く
は
寛
文
延
宝
頃
制
作
の
伝
本
と
古
書
犀
界
に
お
い
て
も
国
文
学
界
に
お
い
て
も
一
般
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的
に
推
定
認
定
さ
れ
て
い
る
。
「
奈
良
絵
本
」
は
そ
の
巻
子
本
と
い
う
整
っ
た
装
禎
の
伝
本
に
お
い
て
も
奥
書
を
有
し
て
い
る
も
の
は
皆
無
と
言
っ

て
も
過
ち
は
な
い
害
う
そ
れ
を
記
し
て
い
る
洋
本
は
殆
ど
な
く
、
朝
倉
重
量
と
詞
書
の
書
写
雷
名
が
僅
か
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
位
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
制
作
年
時
の
推
定
に
確
証
が
認
め
ら
れ
る
も
の
は
な
い
と
言
っ
て
も
大
き
な
誤
り
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
本
稿
で

同
一
絵
師
の
描
い
た
作
と
認
め
ら
れ
る
東
洋
大
学
図
書
館
所
蔵
『
長
恨
歌
』
三
巻
三
帖
（
－
）
の
表
紙
裏
に
認
め
ら
れ
る
俳
書
の
刊
本
の
零
葉
が
存
在
す

る
こ
と
は
、
単
に
当
該
『
長
恨
歌
』
の
制
作
時
期
を
推
定
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
絵
師
の
活
躍
時
期
を
示
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
東
洋
大

本
『
長
恨
歌
』
は
胡
蝶
装
の
縦
型
本
で
あ
る
が
、
先
の
絵
巻
と
同
一
絵
師
の
手
に
か
か
る
端
本
と
認
定
で
き
れ
ば
、
更
に
そ
れ
ら
の
絵
巻
の
制
作
年

代
を
推
定
で
き
る
こ
と
に
繋
が
る
で
あ
ろ
う
。
又
、
『
江
島
物
語
絵
巻
』
が
石
川
蛭
川
が
指
摘
さ
れ
る
朝
倉
重
賢
の
手
に
か
か
わ
っ
て
い
惹
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
朝
倉
重
賢
の
活
躍
期
と
も
関
連
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
徳
田
和
夫
氏
「
奈
良
絵
巻
の
一
筆
者
」
『
お
伽
草
子
研
究
』
（
昭
六

十
三
　
三
弥
井
書
店
）
及
び
石
川
透
氏
『
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
生
成
』
（
平
十
五
　
三
弥
井
書
店
）
に
お
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
重
賢
の
活
躍
期

（
更
に
は
出
自
来
歴
、
比
定
す
べ
き
人
物
画
）
と
も
関
連
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
先
走
り
に
そ
の
年
代
を
述
べ
れ
ば
従
来
の
推
定
年
代
、
即
ち
十
七
．

世
紀
中
葉
、
後
葉
と
推
定
し
て
大
過
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
根
拠
の
一
つ
に
な
る
可
能
性
を
も
っ
た
黒
本
と
し
て
東
洋
大
学
蔵
『
長
恨
歌
』

（
及
び
そ
の
表
紙
裏
の
零
葉
数
葉
）
の
価
値
を
指
摘
し
て
い
き
た
い
。

1
　
ケ
ル
ン
東
洋
美
術
館
蔵
『
諸
礼
つ
く
し
』
一
巻
は
昭
四
十
九
年
毎
日
新
聞
社
刊
『
近
代
風
俗
皇
尊
』
第
三
巻
に
お
い
て
初
め
て
全
図
版
紹
介
さ
れ
、

平
成
九
年
東
武
美
術
館
．
福
岡
市
美
術
館
・
山
形
美
術
館
に
お
い
て
公
開
さ
れ
、
こ
の
折
の
図
録
『
ケ
ル
ン
東
洋
美
術
館
展
』
に
も
全
図
版
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
詞
書
の
な
い
全
十
五
図
に
数
え
ら
れ
る
巻
子
本
仕
立
て
の
作
品
で
あ
る
。
形
態
は
詞
章
の
な
い
絵
巻
物
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
一

巻
で
あ
る
。
こ
の
絵
巻
は
『
近
代
風
俗
図
巻
』
の
当
該
『
諸
礼
つ
く
し
』
の
解
説
者
楢
崎
宗
重
氏
に
よ
れ
ば
、
「
大
和
絵
風
の
画
家
で
あ
り
、
製
作

の
年
代
は
一
六
五
〇
年
ご
ろ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
原
本
未
見
の
ま
ま
、
同
書
の
装
槙
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
紙
本

着
色
、
三
四
．
五
×
七
五
五
（
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ー
筆
者
補
）
か
ら
推
測
す
る
と
、
前
稿
に
お
い
て
検
討
し
た
三
本
と
は
ほ
ぼ
同
じ
高
さ
で
、
表
紙
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に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

　
こ
の
絵
巻
に
は
、
ほ
ぼ
同
じ
顔
の
人
物
が
幾
十
と
な
く
描
か
れ
て
い
る
顕
著
な
特
徴
に
出
食
わ
さ
れ
る
。
そ
の
パ
タ
ー
ン
は
五
指
に
あ
ま
る
の
で

あ
る
が
、
な
か
で
も
最
も
目
に
つ
く
の
が
、
「
「
奈
良
絵
本
」
の
一
絵
師
考
L
『
言
語
文
化
』
第
四
十
四
号
（
平
十
九
）
に
お
い
て
も
初
め
に
紹
介
し

た
横
顔
に
お
け
る
類
似
表
現
で
あ
る
。
（
『
諸
礼
つ
く
し
』
の
図
版
を
以
下
に
掲
げ
、
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
S
h
o
と
略
す
）

4㎞S

唱㎞S

4E

ぞE

　
因
み
に
、
『
江
島
物
語
絵
巻
』
（
以
下
E
と
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
記
す
）
の
酷
似
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
人
物
の
横
顔
を
掲
げ
る
。
大
き
な
眼
球
と

眼
裂
、
頬
の
脹
ら
ん
だ
線
、
鼻
の
轡
曲
具
合
、
厚
い
口
唇
、
人
中
線
を
は
っ
き
り
と
示
さ
な
い
描
き
等
等
、
四
図
に
お
い
て
よ
く
似
て
い
る
こ
と
が

看
取
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
先
考
に
お
い
て
『
江
島
物
語
絵
巻
』
『
俵
藤
太
物
語
絵
巻
』
『
嵯
峨
祭
絵
巻
』
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
横
顔

が
偶
々
そ
れ
ぞ
れ
た
っ
た
一
つ
ず
つ
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
類
似
し
た
横
顔
が
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
巻
に
お
い
て
複
数
見
出
せ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、

『
諸
礼
つ
く
し
』
に
お
い
て
も
多
数
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
座
敷
に
座
す
る
上
下
姿
の
侍
や
馬
上
の
武
士
、
中
庭
の
従
者
（
S
h
o
4
）
、
御
簾
内

に
畏
ま
る
公
家
や
稚
児
、
相
撲
人
（
S
h
o
5
）
鳥
帽
子
に
直
垂
の
武
家
、
楽
師
（
S
h
o
6
）
、
更
に
僧
侶
や
女
性
の
横
顔
（
S
h
o
3
）
に
も

こ
の
特
徴
あ
る
横
顔
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
並
べ
て
見
る
な
ら
ば
、
多
少
の
相
異
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
相
似
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
単
に
『
諸

礼
つ
く
し
』
同
志
の
比
較
の
み
な
ら
ず
、
先
に
掲
出
の
『
江
島
物
語
絵
巻
』
他
二
絵
巻
と
の
比
較
に
お
い
て
も
S
h
o
3
、
4
、
5
、
6
と
相
似
し

て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
で
は
、
同
一
絵
師
に
よ
る
の
で
は
な
く
模
倣
の
可
能
性
（
弟
子
に
よ
る
亜
流
と
も
い
う
べ
き
類
似
の
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弓㎞S

4㎞S

う㎞S

略㎞S

可
能
性
も
あ
ろ
う
が
、
そ
の
判
別
は
目
下
不
可
能
で
、
こ
の
絵
師
の
制
作
に
か
か
わ
る
現
存
猛
烈
は
目
下
判
断
で
き
る
作
品
で
絵
巻
物
を
中
心
と
し

て
約
二
十
点
数
え
ら
れ
る
の
で
、
更
に
少
な
く
と
も
三
、
四
十
点
は
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
臆
測
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
可
能
な
限
り

比
較
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
、
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
）
は
ど
う
か
。
全
く
な
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
「
奈
良
絵
本
」
は
多
量
に

制
作
さ
れ
た
工
芸
的
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
芸
術
的
作
品
の
模
倣
、
贋
造
と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
目
下
は
類
似
性
を
数
多
く
指
摘

し
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
作
業
目
標
と
考
え
る
の
で
、
模
倣
云
々
の
問
題
は
当
面
遥
か
先
の
検
討
課
題
と
考
え
た
い
。
否
、
こ
の
一
人
物
の
横
顔
の

酷
似
性
の
み
に
留
ま
る
の
で
な
く
、
他
の
人
物
の
相
似
た
容
貌
が
他
に
類
似
点
と
し
て
見
出
せ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
く
こ
と
が
、
模
倣
云
々
に
拘
泥

4㎞S

弓E
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す
る
必
要
性
を
吹
き
払
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
う
し
た
類
似
の
顔
を
見
て
い
き
た
い
。

　
S
h
o
7
、
E
3
・
4
・
5
は
鳥
兜
や
兜
を
か
ぶ
り
髭
を
生
や
し
て
い
る
の
で
類
型
的
に
描
か
れ
や
す
い
の
で
区
別
が
難
し
い
が
、
『
諸
礼
つ
く

し
』
の
楽
師
と
『
江
島
物
語
絵
巻
』
の
武
士
達
の
容
貌
は
似
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
更
に
斜
め
に
向
け
ら
れ
た
顔
の
は
っ
き
り
と
し
た
目

の
特
徴
に
お
い
て
、
顔
の
ラ
イ
ン
が
描
か
れ
る
側
の
目
1
『
諸
礼
つ
く
し
』
で
は
右
目
（
向
っ
て
左
の
目
）
が
若
干
下
を
見
、
左
目
（
向
っ
て
右
の

目
）
が
真
横
を
見
て
い
る
と
い
う
両
眼
の
視
線
の
ズ
レ
が
看
取
さ
れ
る
。
『
江
島
物
語
絵
巻
』
に
お
い
て
も
三
図
と
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は

「
奈
良
絵
本
の
一
絵
師
小
考
」
に
お
い
て
『
俵
藤
太
物
語
絵
巻
』
と
『
江
島
物
語
絵
巻
』
の
比
較
に
よ
っ
て
、
こ
の
絵
師
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
別

出
し
て
お
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
容
貌
が
単
に
形
の
み
似
て
い
る
と
い
う
類
似
点
に
留
ま
ら
ず
、
視
線
と
い
う
灰
か
な
表
情
に
お
い
て

も
共
通
点
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
微
細
な
点
に
お
い
て
も
同
一
描
法
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
模
倣
の
レ
ベ
ル
を
凌
い
で
い
る
と
い
う

べ
き
で
、
贋
造
や
亜
流
の
作
で
は
な
く
、
同
一
絵
師
に
よ
っ
て
大
量
に
描
か
れ
た
作
の
一
つ
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
正
面
を
向
い
た
顔
の
男
が
こ
の
絵
師
の
手
に
な
る
絵
巻
物
に
は
頻
出
し
、
『
諸
礼
つ
く
し
』
に
お
い
て
も
数
ヶ
所
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
何

れ
も
類
型
的
で
丸
顔
で
宙
を
見
る
目
つ
き
で
あ
る
。
以
下
の
二
点
（
S
h
o
8
・
9
）
は
『
俵
藤
太
物
語
絵
巻
』
（
以
下
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
で
T
と
称

す
）
の
正
面
顔
の
人
物
と
似
て
い
る
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
虚
空
を
見
る
目
、
山
型
の
眉
も
心
な
し
か
類
似
し
て
い
よ
う
。
こ
の
正
面
顔
も
他

の
絵
巻
と
の
照
合
に
際
し
指
標
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
因
み
に
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
蔵
竹
取
物
語
絵
巻
（
2
）
（
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン

に
X
と
記
す
）
よ
り
正
面
顔
の
一
例
を
参
考
に
掲
げ
る
。
そ
の
違
い
は
歴
然
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

唱㎞S
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↓㎞S
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憲

懸
頗

・
灘

1
0『翫

覗伽

男
女
の
衣
・
袴
他
に
も
描
か
れ
て
い
る
。
他
の
絵
巻
に
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
の
で
、

い
で
あ
ろ
う
か
。

　
以
上
の
主
な
類
似
点
を
挙
げ
て
き
た
こ
と
で
、
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
蔵
『
江
島
物
語
絵
巻
』
『
俵
藤
太
絵
巻
』
及
び
『
嵯

峨
祭
絵
巻
』
と
ケ
ル
ン
東
洋
美
術
館
蔵
『
諸
礼
つ
く
し
』
絵
巻
と
が
同
筆
の
絵
師
も
し
く
は
工
房
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
四
点
が
同
筆
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
前
二
者
は
物
語
絵
巻
で
あ
り
後
二
者
は
風
俗
絵
巻
で
あ
る
の
で
、
同

一
絵
師
が
両
方
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
奈
良
絵
本
と
い
う
呼
称
で
従
来
の
よ
う
に
前
二
者
を
呼
ん
で
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
又
後
者
を
も

呼
ん
で
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
大
き
な
問
題
が
発
生
す
る
。
一
九
九
三
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
「
お
も
し
ろ
の
花
の
京
－
洛
中
洛
外
図
の

時
代
　
　
」
展
が
東
京
・
名
古
屋
・
北
九
州
で
平
安
建
都
一
二
〇
〇
年
記
念
協
会
後
援
の
下
で
N
H
K
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
同
名
の
図
録

の
第
十
九
番
に
『
十
二
ヶ
月
風
俗
高
話
』
一
巻
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
原
画
未
見
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
絵
師
の
手
に
な
る
も
の
と

推
定
で
き
る
鮮
明
さ
の
三
図
が
寸
見
で
き
、
S
h
o
1
・
2
、
T
1
と
共
通
す
る
横
顔
の
人
物
が
三
図
と
も
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
本
論
末
参
照
。

紙
幅
が
コ
一
＝
・
三
×
五
四
八
・
五
し
と
あ
り
、
そ
の
縦
寸
法
や
人
物
の
背
丈
や
着
彩
の
色
調
も
共
通
し
た
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
絵
師
は
風
俗
絵
巻
を
も
三
点
以
上
描
い
て
い
た
と
み
て
大
過
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
す
や
り
霞
の
描
法
が
『
諸
礼
つ
く
し
』
（
S
h
o
1
0

の
下
部
参
照
）
『
嵯
峨
祭
絵
巻
』
と
も
異
な
る
の
で
あ
る
。
前
審
に
お
い
て
、
こ
の
二
巻
は
物
語
絵
巻
と
異
な
る
描
き
方
、
す
な
わ
ち
、
金
砂
子
を

散
ら
し
な
が
ら
界
線
を
設
け
ず
波
う
つ
よ
う
な
霞
を
描
い
て
お
り
、
物
語
絵
巻
が
金
線
及
び
論
罪
の
界
線
を
設
け
て
い
る
の
と
は
異
な
り
ジ
ャ
ン
ル

　
こ
の
他
、
点
景
に
お
い
て
、
比
較
例
示
し
な
い
が
滝
や
波
・
襖
絵
・

松
・
柱
や
板
等
の
描
き
方
に
お
い
て
も
類
似
し
て
い
る
。

　
輪
違
い
（
又
は
七
宝
繋
ぎ
）
の
文
様
が
『
俵
藤
太
物
語
絵
巻
』
（
に

お
い
て
は
主
人
公
の
狩
衣
の
文
様
と
し
て
全
巻
の
挿
絵
に
お
い
て
一
貫

し
て
い
る
）
・
『
江
島
物
語
絵
巻
』
・
『
嵯
峨
祭
絵
巻
』
に
も
特
徴
的
に
表

さ
れ
る
こ
と
に
、
先
考
で
留
意
し
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
絵
巻
に
お
い

て
も
頻
出
し
て
い
る
。
慢
幕
（
S
h
o
1
0
）
・
水
引
幕
（
S
h
o
1
1
）
・

　
　
　
こ
の
絵
師
の
作
品
と
考
え
て
い
く
上
で
指
標
に
な
る
の
で
は
な

0
8

2
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意
識
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
と
推
測
し
た
。
『
十
二
ヶ
月
風
俗
絵
巻
』
に
も
界
線
は
な
い
。
し
か
し
波
う
つ
霞
で
は
な
く
、
物
語
絵
巻
と
似
た
、
絵

巻
の
天
地
に
分
か
れ
た
帯
状
の
霞
と
、
上
部
に
棚
引
く
霞
と
の
二
法
で
描
か
れ
る
。
金
砂
子
を
散
ら
す
技
法
は
全
て
の
絵
巻
に
共
通
し
て
い
る
が
、

何
故
描
き
分
け
る
の
か
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
す
や
り
霞
の
様
式
に
よ
っ
て
絵
師
を
推
定
す
る
の
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
も

か
く
も
、
風
俗
絵
巻
や
屏
風
絵
に
も
手
を
染
め
て
い
る
絵
師
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
で
、
物
語
絵
巻
の
奈
良
絵
本
と
し
て
追
い
求
め
て
い

く
の
み
で
は
全
貌
を
究
め
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

2
　
東
洋
大
学
図
書
館
蔵
『
長
恨
歌
』
三
巻
三
帖
↑
）
（
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
C
h
o
と
記
す
）
も
本
論
で
追
求
し
て
い
る
絵
師
も
し
く
は
そ
の
工
房
で
描

か
れ
た
も
の
と
推
定
し
て
み
た
い
。

　
C
h
o
1
の
横
顔
は
S
h
o
1
・
2
・
3
・
4
・
5
・
6
や
E
1
・
2
の
そ
れ
と
同
じ
特
徴
を
持
ち
、
同
類
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
本
に
は
あ

ま
り
こ
の
タ
イ
プ
の
横
顔
の
人
物
は
登
場
し
な
い
が
典
型
的
な
指
標
と
考
え
て
き
た
も
の
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
C
h
o
2
・
3
は
S
h
o
7
、

E
3
・
4
・
5
と
極
め
て
似
た
表
情
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
兜
に
隠
さ
れ
た
顔
で
あ
る
が
、
開
い
た
眼
の
明
る
い
眼
つ
き
、
大
き
く
開
け
た
口

も
類
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
作
品
は
三
帖
の
胡
蝶
装
の
冊
子
体
で
今
ま
で
扱
っ
て
き
た
絵
巻
物
と
装
偵
は
異
な
る
が
（
縦
横
と
も
に
ほ
ぼ

同
寸
の
、
縦
型
本
で
あ
る
パ
リ
国
立
東
洋
図
書
館
蔵
『
硯
破
』
〔
3
）
も
同
［
絵
師
の
手
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
（
以
下
S
u
と
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
記

4
掴
劉

岬町
日
、
色

．
・
竈
脳
．

d
㎝

囲㎝

！

「

．
．
サ

．
　
，
　
噛

層

面㎝

，

巳

悔
ゲ

翫

纐
（図師
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す
）
C
h
o
1
、
S
h
o
1
他
の
横
顔
の
一
つ
を
提
示
し
て
お
く
）
侮
言
の
違
い
も
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
絵
巻
物
の
み
で
な
く
、
．
複
数
の

冊
子
に
も
手
を
染
め
て
い
た
こ
と
に
留
意
し
て
探
査
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
何
れ
も
こ
の
絵
師
の
手
に
な
る
と
す
る
な
ら
ば
『
長
恨
歌
』
を
得
た
こ
と
で
指
標
に
し
て
い
け
る
特
徴
と
し
て
、
花
を
大
き
く
特
出
さ
せ
た
よ
う

に
描
く
こ
と
を
新
た
に
指
摘
し
た
い
。

『
長
恨
歌
』
・
『
江
島
物
語
絵
巻
』
・
『
諸
礼
つ
く
し
』
に
は
牡
丹
や
霊
花
が
一
際
大
き
く
描
か
れ
（
C
h
o
4
・
E
6
・
S
h
o
1
2
）
、
こ
の
絵
師
特

有
の
描
法
で
、
人
物
や
事
物
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
な
い
こ
と
も
こ
の
絵
師
の
特
徴
と
考
え
ら
れ
、
こ
う
し
た
花
の
描
法
も
留
意
し
て
い
く
べ
き

で
あ
ろ
う
（
C
h
o
4
に
絵
全
体
に
お
け
る
花
の
バ
ラ
ン
ス
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
）
。
す
や
り
霞
は
金
砂
子
散
ら
し
に
金
線
と
露
呈
で
二
重
に
界

線
を
描
く
方
法
で
（
C
h
o
4
、
C
h
o
4
，
参
照
）
物
語
絵
巻
と
同
じ
方
法
で
あ
る
。
但
し
、
パ
リ
本
『
硯
破
』
は
金
砂
子
散
ら
し
を
波
う
つ
す
や

り
霞
と
し
て
仕
上
げ
て
お
り
、
先
の
風
俗
絵
巻
（
例
S
h
o
1
0
）
に
も
通
じ
る
指
標
で
、
風
俗
絵
巻
に
限
定
し
た
す
や
り
霞
の
描
法
と
考
え
て
き
た

が
そ
う
と
も
言
い
切
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

購

鍵
盤

灘

喝E

覗蹄

イ㎞C

3『
長
恨
歌
』
が
懸
案
の
絵
師
の
手
に
か
か
る
も
の
と
推
定
し
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
本
の
装
偵
に
は
注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
表
紙
が
破
損

1
0

2
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し
て
表
紙
と
見
返
し
と
の
間
の
糊
が
剥
が
れ
て
お
り
、
そ
の
内
に
表
紙
の
半
分
程
の
大
き
さ
の
半
鈍
甲
の
紙
片
が
挟
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第

一
帖
表
表
紙
、
第
二
帖
表
表
紙
及
び
裏
表
紙
、
第
3
帖
裏
表
紙
に
そ
れ
ぞ
れ
一
片
ず
つ
、
合
計
四
枚
の
楮
紙
の
墨
黒
が
挿
入
さ
れ
て
あ
る
。
こ
れ
ら

は
表
紙
か
ら
取
り
出
せ
る
程
表
紙
が
剥
が
れ
て
い
る
も
の
と
、
剥
が
れ
目
か
ら
覗
け
る
の
み
の
も
の
と
あ
る
が
、
何
れ
も
半
割
の
み
で
あ
る
が
、
俳

譜
論
書
の
『
氷
室
守
』
の
図
葉
で
皆
異
な
る
頁
分
で
あ
る
。
こ
の
四
葉
は
里
心
や
文
字
も
ほ
ぼ
判
読
可
能
で
あ
る
が
、
破
損
を
怖
れ
、
同
版
の
『
氷

室
守
』
を
別
に
調
査
す
る
こ
と
で
代
替
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
の
横
本
『
氷
室
守
』
（
4
）
に
よ
っ
て
照
応
し
て
み
る
と
、
三
巻

三
冊
本
の
内
、
下
巻
十
三
オ
が
『
長
恨
歌
』
第
一
帖
表
表
紙
の
内
の
零
葉
と
対
応
、
下
巻
十
六
オ
が
『
長
恨
歌
』
第
二
帖
表
表
紙
の
内
の
三
葉
と
対

応
、
下
巻
四
ウ
が
『
長
恨
歌
』
第
二
帖
裏
表
紙
の
内
の
零
葉
と
対
応
、
下
巻
駒
草
ウ
が
『
長
恨
歌
』
第
三
帖
裏
表
紙
の
内
の
零
葉
と
対
応
す
る
。

『
長
恨
歌
』
に
挿
し
は
さ
ま
れ
た
『
氷
室
守
』
の
零
葉
四
葉
は
連
続
す
る
断
簡
で
は
な
い
が
、
何
れ
も
下
巻
の
し
か
も
比
較
的
近
い
位
置
に
あ
る
零

葉
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
が
挿
入
さ
れ
た
時
期
は
断
定
し
か
ね
る
も
の
の
、
別
々
に
別
時
点
に
挟
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
裏
打
ち
紙
と

し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
サ
イ
ズ
が
合
わ
な
く
、
表
紙
の
厚
味
を
増
す
た
め
の
補
強
紙
と
し
て
も
半
葉
一
紙
の
み
で
補
い
の
役
を
果
た
し
て

い
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
目
的
、
挿
入
時
と
も
に
不
明
な
紙
片
を
以
て
資
料
と
し
て
い
く
の
は
甚
だ
心
許
な
い
立
論
に
な
る
の
で
は
あ
る
が
、
貴

重
な
手
掛
か
り
と
し
て
一
つ
の
推
論
を
模
索
し
て
み
た
い
。

『
氷
室
守
』
は
安
原
貞
室
正
章
に
よ
る
画
譜
論
書
で
、
名
高
い
俳
書
『
毛
吹
草
』
論
難
の
書
で
あ
り
、
正
保
三
年
（
一
六
四
六
年
）
刊
行
さ
れ
た
。

大
本
五
巻
五
冊
本
と
横
本
三
巻
三
冊
本
と
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
何
れ
も
刊
記
は
正
保
三
年
で
、
ど
ち
ら
が
初
版
か
二
三
に
分
か
れ
る
が
、
『
近
世

文
学
資
料
類
従
　
古
町
野
薄
三
八
　
非
無
漏
毛
理
／
巨
保
理
射
魔
』
（
勉
誠
社
　
昭
5
0
）
が
書
誌
の
研
究
書
で
加
藤
定
彦
氏
の
詳
細
な
検
討
に
よ
れ

ば
横
本
は
再
版
本
で
あ
る
ら
し
い
。
初
版
の
大
本
に
対
し
「
さ
ら
に
普
及
徹
底
を
図
っ
て
出
さ
れ
た
廉
価
版
に
横
本
が
あ
り
、
こ
れ
に
は
か
な
り
の

改
訂
が
施
さ
れ
て
い
る
（
5
）
」
と
あ
る
が
、
同
年
内
の
刊
行
か
、
時
を
隔
て
て
の
刊
行
か
言
及
が
な
い
。
貞
室
は
寛
文
十
三
年
（
一
六
七
三
年
）
没
（
6
）

で
あ
る
　
こ
の
『
氷
室
守
』
の
零
葉
が
『
長
恨
歌
』
の
原
論
時
か
ら
挿
入
さ
れ
た
も
の
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
『
氷
室
守
』
の
横
本
の
再
版
時
よ
り

後
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
問
題
は
再
版
時
が
い
っ
か
と
い
う
こ
と
で
、
『
長
恨
歌
』
装
今
時
の
上
限
が
定
ま
る
の
で
あ
ろ
う
。
貞
室
が

改
訂
し
て
い
る
ら
し
い
の
で
貞
室
生
前
に
横
本
『
氷
室
守
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
寛
文
十
三
年
ま
で
を
下
限
と
し
て
考
慮
し
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
生
前
に
刊
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
横
本
『
氷
室
守
』
は
正
保
三
年
を
あ
ま
り
隔
た
る
こ
ろ
な
く
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
考
え
た
い

纐
（

考
師
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参
蜜
・
茎
玲
三
空
騒
．
．

巻
毒
秒
客
ゑ
ふ
麺
蒙

多
乳
ア
畷
ゑ
鴫
也
鷺

雑
雛
鱗
髪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど

港
調
天
運

　
　
　
∴
・
等
場
～
．

　
　
　
　
　
，
　
聖
ボ
．

　
　
　
　
叢
、
ゆ
、
、
P

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
、
そ
う
し
た
根
拠
の
な
い
推
定
よ
り
も
、
横
本
『
氷
室
守
』
の
知
見

　
オ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
よ
り
、
原
装
時
か
ら
の
挿
入
と
す
る
な
ら
ば
正
保
三
年
を
上
限
と
す

　
5
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
何
年
か
の
後
（
反
古
と
し
て
使
用
さ
れ
る
迄
の
間
隔
は
ど
の
位
で
あ

　
末

儲
　
　
　
　
　
・
ろ
う
か
）
東
洋
大
学
図
書
館
蔵
『
長
恨
歌
』
は
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
2

　
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
　
日
本
で
編
ま
れ
た
長
恨
三
三
は
多
数
あ
る
が
、
当
該
本
と
本
文
を
同
じ

r
荊
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上
　
く
す
る
作
品
は
未
だ
見
当
た
ら
ず
、
類
似
本
文
に
よ
る
検
証
も
不
可
能
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で
あ
る
現
状
に
お
い
て
は
、
上
限
正
保
三
年
下
限
寛
文
十
三
年
（
す
な

　
本

嶽
　
　
　
　
　
　
わ
ち
一
六
四
六
年
よ
り
一
六
七
三
年
の
間
）
に
横
本
『
氷
室
守
』
が
刊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
さ
れ
、
そ
の
刊
行
後
『
長
恨
歌
』
が
装
偵
さ
れ
た
と
い
う
手
掛
か
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
得
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
満
足
す
る
し
か
手
だ
て
は
な
い
。
尚
、
東

　
三
冊
／
貞
享
頃
し
と
書
か
れ
た
洋
紙
片
が
桐
箱
に
入
れ
ら
れ
た
当
該
本
と
と
も
に
入
れ
ら
れ
て
あ
る
。
い
つ
誰
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
こ
ま
で
下
げ
る
べ
き
か
否
か
は
と
も

洋
大
本
に
は
「
ち
や
う
ご
ん
か

よ
っ
て
判
定
さ
れ
た
メ
モ
書
き
か
不
明
で
あ
り
貞
室
の
没
年
を
考
慮
し
た
推
定
か
否
か
も
判
断
し
難
い
が
h

か
く
、
最
大
の
下
限
と
参
考
に
し
て
お
く
べ
き
で
は
あ
ろ
う
。

　
先
に
『
十
二
ヶ
月
風
俗
肩
首
』
（
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
J
u
と
記
す
）
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
そ
の
図
録
に
高
津
古
文
化
会
館
学
芸
員
の
雨
宮
睦
子

氏
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
「
寛
永
年
頃
の
行
事
風
俗
を
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
そ
れ
よ
り
少
し
隔
た
っ
た
時
期
の
作
品

と
思
わ
れ
る
（
，
）
」
と
あ
る
こ
と
も
参
考
に
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
に
拙
稿
「
「
奈
良
絵
本
」
の
一
絵
師
小
考
、
）
し
に
お
い
て
、
『
江
島
物
語
絵

巻
』
の
成
立
に
関
連
す
る
延
宝
期
の
状
況
に
つ
い
て
触
れ
、
十
七
世
紀
後
半
頃
に
制
作
さ
れ
た
と
推
測
し
た
。
諸
書
の
状
況
か
ら
少
し
ず
つ
こ
の
絵

師
の
活
躍
期
が
灰
か
に
見
え
て
く
る
か
に
思
わ
れ
る
す
）
。
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知

註（
1
）
『
東
洋
大
学
所
蔵
資
料
図
録
』
（
学
校
法
人
　
東
洋
大
学
　
一
九
九
五

　
　
年
）
二
二
頁
・
二
三
頁
。

（
2
）
『
秘
蔵
日
本
美
術
大
観
』
第
五
巻
「
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
・
ラ
イ

　
　
ブ
ラ
リ
ー
」

（
3
）
古
典
文
庫
第
四
九
二
冊
、
小
杉
恵
子
・
ジ
ャ
ク
リ
ー
ヌ
・
ピ
ジ
ョ
ー
編

　
　
『
よ
こ
ふ
え
・
す
」
り
わ
り
』
（
古
典
文
庫
　
一
九
八
七
年
）

（
4
）
酒
竹
文
庫
蔵
『
誹
譜
　
氷
室
守
　
貞
室
翁
　
上
（
中
・
下
）
』
（
請
求
番

　
　
号
A
O
O
一
コ
入
－
三
一
〇
五
）
、
横
本
袋
綴
　
＝
二
・
八
×
二
〇
・

　
　
七
糎
。

（
5
）
『
近
世
文
学
資
料
類
従
　
古
俳
譜
編
三
八
　
非
無
漏
毛
箒
／
三
保
理
射

　
　
魔
』
二
八
五
頁
。

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

伊
地
知
鉄
男
他
編
『
俳
譜
大
辞
典
』
貞
室
の
項
。

N
H
K
刊
『
お
も
し
ろ
の
花
の
京
－
洛
中
洛
外
図
の
時
代
一
』

（
一
九
九
三
年
）
。

『
言
語
文
化
』
第
四
四
号
（
一
橋
大
学
語
学
研
究
室
　
二
〇
〇
七
年
）

六
四
頁
。

熊
倉
功
夫
編
『
日
本
の
近
世
　
十
一
伝
統
芸
能
の
展
開
』
（
中
央
公
論

社
　
一
九
九
三
）
の
口
絵
（
同
書
一
八
頁
・
一
九
頁
）
に
『
諸
礼
つ
く

し
』
の
い
け
ば
な
と
花
道
の
場
面
が
掲
げ
ら
れ
、
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に

「
こ
う
し
た
一
八
世
紀
の
遊
芸
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
」
と
あ
る
が
、

上
述
の
よ
う
に
一
七
世
紀
の
作
品
と
考
え
た
い
。
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写
真
掲
載
の
御
許
可
を
頂
き
ま
し
た
東
京
大
学
総
合
図
書
館
、

K
出
版
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
パ
リ
国
立
東
洋
図
書
館
、
東
洋
大
学
図
書
館
、
N
H

（
あ
き
や
　
お
さ
む
／
言
語
社
会
研
究
科
教
授
）
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