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東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
所
蔵
さ
れ
る
「
島
津
家
文
書
」
に
は
「
江
戸
大
地
震
之

図
」
と
題
す
る
画
巻
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
一
方
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
図
様
の
「
安
政
大

地
震
災
禍
図
巻
」
と
題
す
る
画
巻
が
、
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

研
究
報
告地

震
絵
巻
に
見
る
時
空
間
表
現
と
視
覚
効
果

│
「
江
戸
大
地
震
之
図
」
と
「
安
政
大
地
震
災
禍
図
巻
」
の
比
較
│

植　
　

野　
　

か 

お 

り

（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ダ
ブ
リ
ン
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
両
作
品
と
も
に
、
お
よ
そ

一
〇
メ
ー
ト
ル
の
長
さ
の
画
面
に
安
政
江
戸
地
震
の
被
災
と
復
興
の
様
子
を
絵
の
み

で
途
切
れ
な
く
一
続
き
に
描
き
出
し
た
紙
本
着
色
の
画
巻
（
以
降
、「
地
震
絵
巻
」

と
総
称
す
る
）
で
あ
る
。

こ
れ
ら
地
震
絵
巻
に
描
か
れ
た
安
政
江
戸
地
震
は
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
十

月
二
日
（
新
暦
十
一
月
十
一
日
）
夜
四
ツ
時
（
午
後
十
時
ご
ろ
）、
関
東
地
方
南
部

で
発
生
し
た
直
下
地
震
で
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
（
Ｍ
）
7
〜
7.1
、
最
大
震
度
6
強
の

激
震
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る）1
（

。
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
以
前
に
起
こ
っ

た
歴
史
地
震
）
2
（

の
被
害
の
全
貌
を
捉
え
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
が
、
近
年
の
研

究
成
果
か
ら
、
江
戸
市
中
の
死
者
数
一
万
人
前
後
、
大
名
屋
敷
は
、
二
六
六
家
の
う

ち
一
一
六
家
で
死
者
が
発
生
し
、
町
人
地
の
家
屋
は
一
万
四
〇
〇
〇
余
軒
が
倒
壊
し

た
で
あ
ろ
う
と
報
告
さ
れ
て
い
る）3
（

。
当
時
す
で
に
世
界
的
に
み
て
も
大
都
市
で
あ
っ

た
江
戸
の
被
害
が
甚
大
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
地
震
の
情
報
を
伝
え
た
か
わ
ら
版
の
発
行
数
量
は
、
か
わ
ら
版
史
上
最
大
の

も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
そ
こ
で
記
録
画
や
風
刺
画
な
ど
様
々
な
地
震
絵
が
生
ま

れ
、
広
が
り
を
み
せ
た
こ
と
は
、
北
原
糸
子
氏
に
よ
る
詳
細
な
災
害
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
研
究）4
（

等
を
通
じ
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
災
害
の
絵
画
は
、
大
量
に
刷

ら
れ
、
市
井
に
流
布
す
る
か
わ
ら
版
や
錦
絵
だ
け
で
は
な
く
、
制
作
に
費
用
と
時
間

の
か
か
る
肉
筆
巻
子
装
の
形
を
と
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
後
者
に
属
す
る
「
江
戸
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大
地
震
之
図
」「
安
政
大
地
震
災
禍
図
巻
」
二
つ
の
地
震
絵
巻
は
と
も
に
落
款
印
章
、

識
語
は
み
ら
れ
ず
、
作
者
と
制
作
年
は
不
明
で
あ
り
、
制
作
の
経
緯
や
伝
来
を
示
す

資
料
も
付
随
し
て
い
な
い
。
両
本
の
関
係
も
含
め
て
詳
細
な
研
究
は
な
さ
れ
て
い
な

い
の
が
現
状
で
あ
る
。

前
者
が
江
戸
の
大
衆
に
向
け
て
作
ら
れ
た
の
に
対
し
、
後
者
は
大
名
家
や
一
部
の

富
裕
町
人
層
の
注
文
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
制
作
経
緯
や
目
的

に
は
違
い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
文
字
情
報
を
持
た
ず
、
当
時
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

に
乗
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
れ
ら
地
震
絵
巻
は
、
地
震
絵
の
中
で
は
特
異
な
位
置
に

あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
論
者
が
先
行
し
て
研
究
）
5
（

を
進
め
て
き
た
江
戸
の
大

火
を
描
い
た
絵
巻
（
以
降
、「
火
事
絵
巻
」
と
総
称
す
る
）
と
そ
の
画
面
構
成
に
共

通
す
る
点
が
多
く
、
迫
真
の
臨
場
感
や
感
情
を
揺
さ
ぶ
る
表
現
手
法
は
、
よ
り
完
成

度
を
増
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
地
震
絵
巻
は
、
火
事
絵
巻
同
様
、
単
な
る

災
害
の
記
録
で
は
な
く
、
周
到
に
計
算
さ
れ
再
構
成
さ
れ
た
映
画
を
観
る
よ
う
に
鑑

賞
さ
れ
る
作
品
と
し
て
位
置
付
け
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
は
、
火
事
絵
巻
研
究
も
踏
ま
え
、
災
害
絵
巻
と
も
い
う
べ
き
作
品
群
を
比
較

検
討
す
る
こ
と
で
、
二
つ
の
地
震
絵
巻
が
ど
の
よ
う
に
制
作
さ
れ
、
そ
の
表
現
手
法

が
鑑
賞
者
に
何
を
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
、
画
面
分
析
を
通
し
て
推
し
量
る

た
め
の
絵
画
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

1　

災
害
を
表
す
絵
画

ま
ず
、
本
稿
で
考
察
を
加
え
る
地
震
絵
巻
が
主
題
と
表
現
媒
体
に
お
い
て
ど
う
位

置
付
け
ら
れ
る
の
か
を
知
る
た
め
に
、
災
害
を
表
し
た
日
本
の
絵
画
を
概
観
し
て
み

た
い
。

江
戸
時
代
を
通
じ
て
江
戸
の
人
々
が
最
も
関
心
を
払
い
、
警
戒
し
た
災
害
は
、
毎

年
の
よ
う
に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
火
事
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
地

震
、
噴
火
、
落
雷
と
い
っ
た
自
然
災
害
の
際
に
も
引
き
起
こ
さ
れ
、
戦
の
場
で
も
生

じ
た
た
め
、
歴
史
的
に
最
も
多
く
絵
画
に
残
さ
れ
た
災
害
と
い
っ
て
も
よ
い
。
一
方
、

地
震
に
つ
い
て
は
、
東
海
・
南
海
沖
で
繰
り
返
し
起
こ
っ
た
大
地
震
は
最
も
恐
ろ
し

い
災
害
と
し
て
当
時
の
人
々
に
強
烈
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
頻
度

は
大
火
ほ
ど
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
震
が
題
材
と
な
っ
た
絵
画
の
量
と
種

類
は
江
戸
時
代
後
期
の
出
版
物
に
お
い
て
急
増
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
噴
火
、
洪
水
、

落
雷
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
絵
画
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
数
を
出
版
物

か
ら
見
る
と
、
先
の
二
例
に
比
べ
る
と
少
数
で
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る）6
（

。
こ

れ
は
、
出
版
文
化
が
隆
盛
を
極
め
た
時
期
に
、
人
口
が
集
中
す
る
江
戸
や
そ
の
周
辺

で
発
生
す
る
大
災
害
ほ
ど
絵
画
化
が
要
請
さ
れ
る
傾
向
が
高
い
こ
と
に
起
因
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る）7
（

。

そ
こ
で
、
災
害
の
絵
画
で
多
数
を
占
め
る
火
事
と
地
震
の
絵
画
に
絞
っ
て
論
を
進

め
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
ら
は
、
そ
の
媒
体
か
ら
大
き
く
二
つ
に
分
け
て
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
は
先
述
の
か
わ
ら
版
や
錦
絵
な
ど
出
版
物

と
し
て
広
く
人
々
の
目
に
触
れ
る
媒
体
│
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
│
で
あ
り
、
当
然
な
が
ら

幕
府
に
よ
る
出
版
統
制
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
大
名
家
や
富

裕
町
人
層
な
ど
の
限
ら
れ
た
人
々
の
鑑
賞
対
象
と
な
っ
た
肉
筆
の
絵
画
で
、
所
蔵
者

や
制
作
者
の
交
流
関
係
内
の
模
写
に
よ
っ
て
伝
播
し
、
個
人
的
に
鑑
賞
さ
れ
る
限
り

取
締
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

前
者
の
例
の
う
ち
、
火
事
の
被
害
情
報
を
伝
え
る
目
的
で
刷
ら
れ
た
か
わ
ら
版
の

場
合
、
ま
ず
焼
失
範
囲
を
示
す
文
字
情
報
が
刷
ら
れ
た
も
の
が
現
れ
、
後
に
そ
れ
を

わ
か
り
や
す
く
朱
で
示
し
た
地
図
や
絵
図
が
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ

る
。
そ
の
出
現
は
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
目
黒
行
人
坂
火
事
以
降
）
8
（

、
江
戸
時
代
後

期
に
そ
の
数
を
増
や
す
と
い
わ
れ
る
が
、
特
定
の
火
災
現
場
そ
の
も
の
が
具
体
的
に

描
か
れ
た
例
は
未
だ
み
ら
れ
な
い
。
錦
絵
の
場
合
、「
お
七
火
事
」
の
よ
う
に
井
原

西
鶴
の
『
好
色
五
人
女
』
を
は
じ
め
様
々
な
芝
居
芸
能
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
題
材
や
、

加
賀
鳶
や
町
火
消
の
纏
持
ち
の
よ
う
な
人
気
の
火
消
が
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
も
の
が
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多
く
、
火
事
と
い
う
テ
ー
マ
へ
の
関
心
の
高
さ
は
う
か
が
わ
れ
る
が
、
や
は
り
火
災

そ
の
も
の
を
描
く
も
の
で
は
な
い
。
芝
居
の
ポ
ス
タ
ー
や
ブ
ロ
マ
イ
ド
の
よ
う
な
絵

と
言
い
換
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
他
の
出
版
物
で
は
、
明
暦
三
年

（
一
六
五
七
）
の
大
火
の
あ
り
さ
ま
を
記
録
文
学
風
に
記
し
た
『
む
さ
し
あ
ぶ
み）9
（

』

（
上
下
二
冊
）
の
挿
絵
（
図
1
）
が
具
体
的
な
大
火
が
描
か
れ
た
初
期
の
例
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
。
画
風
は
素
朴
で
あ
る
が
力
強
く
、
火
災
の
惨
状
が
距
離
を
持
っ
て
描

か
れ
て
い
る
。

そ
の
約
二
百
年
後
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
江
戸
を
襲
っ
た
大
地
震
の
後
、
地

震
が
テ
ー
マ
と
な
っ
た
出
版
物
が
爆
発
的
に
増
加
し
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ

る
。
特
徴
的
な
現
象
と
し
て
は
、
被
害
情
報
を
表
し
た
物
以
外
に
「
鯰
絵
」
と
い
わ

れ
る
風
刺
画
が
表
れ
、
か
わ
ら
版
に
お
い
て
は
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
風
絵
画
よ
り
も

む
し
ろ
こ
の
風
刺
画
の
方
が
大
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
と
は
い
え
、
か

わ
ら
版
「
安
政
二
年
江
戸
大
地
震
火
事
場
の
図
」（
図
2
）
に
描
か
れ
た
地
震
に
よ
っ

て
倒
壊
し
て
ゆ
く
建
物
は
臨
場
感
あ
る
画
面
を
作
り
上
げ
て
お
り
、
現
代
で
い
う
と

こ
ろ
の
迫
真
の
報
道
写
真
の
よ
う
で
あ
る
。
地
震
の
翌
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
安
政
見

聞
誌
）
10
（

』（
上
中
下
三
冊
）
は
詳
細
な
被
害
状
況
に
加
え
て
風
説
も
収
載
さ
れ
た
冊
子

で
、
多
数
の
挿
絵

は
地
震
の
様
子
を

伝
え
る
ル
ポ
ル

タ
ー
ジ
ュ
風
絵
画

で
あ
り
、
絵
師
の

高
い
力
量
が
発
揮

さ
れ
て
い
る
。
同

年
に
追
っ
て
出
版

さ
れ
た
『
安
政
見

聞
録
）
11
（

』（
上
中
下

三
冊
）
は
、
震
災
の
報
道
よ
り
も
教
訓
的
話
に
重
点
が
お
か
れ
た
内
容
で
、
挿
絵
も

そ
う
い
っ
た
人
間
模
様
を
表
し
た
も
の
が
中
心
と
な
っ
て
く
る
。

そ
れ
で
は
、
肉
筆
の
火
事
や
地
震
の
絵
画
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
こ
ち
ら
は
、
大
名
家
や
江
戸
用
人
、
旗
本
、
富
裕
町
人
層
に
伝
来
す
る
絵
画

図1　『むさしあぶみ』
早稲田大学図書館 蔵

図2　かわら版「安政二年江戸大地震火事場の図」　国立国会図書館 蔵
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で
あ
る
。
絵
を
描
い
て
い
る
の
は
狩
野
派
で
画
技
を
習
得
し
た
諸
藩
の
御
用
絵
師
が

中
心
を
占
め
る
が
、
絵
を
嗜
む
江
戸
詰
め
の
藩
士
、
旗
本
、
町
人
が
模
写
し
た
も
の

も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
浮
世
絵
師
を
含
む
町
絵
師
の
手
に
な
る
肉
筆
の
火
事
絵
も

み
ら
れ
る）12
（

。
こ
れ
ら
は
、
幕
府
に
よ
る
規
制
を
受
け

な
い
絵
画
で
あ
り
、
被
害
状
況
を
示
す
絵
図
を
除
く

と
、
ほ
ぼ
巻
子
装
と
い
う
形
状
で
制
作
さ
れ
て
い
る

の
も
特
徴
的
で
あ
る
。
同
時
代
的
な
火
事
が
主
題
と

な
っ
た
絵
画
と
は
言
え
な
い
が
、
一
二
世
紀
に
作
ら

れ
た
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
や
一
三
世
紀
の
「
平
治
物

語
絵
巻
」
と
い
っ
た
絵
巻
物
に
表
さ
れ
た
火
災
の
場

面
が
そ
の
嚆
矢
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
実
際
の
大
火
を

主
題
と
し
た
絵
巻
で
は
、
江
戸
三
大
大
火
の
最
初
、

明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
に
本
郷
の
本
妙
寺
か
ら
出

火
し
て
江
戸
の
大
半
を
壊
滅
さ
せ
た
大
火
（
明
暦
の

大
火
、
振
袖
火
事
と
呼
ば
れ
る
）
を
描
い
た
と
考
え

ら
れ
る
「
江
戸
火
事
図
巻
」（
図
3
）
13
（

）
が
管
見
の
限

り
最
も
早
い
作
例
で
あ
る
が
、
三
大
大
火
の
二
番

目
、
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
目
黒
行
人
坂
火
事
以

降
に
火
事
絵
巻
の
作
例
が
増
え
る
。
厳
密
に
言
え

ば
、
こ
の
火
事
絵
巻
の
パ
タ
ー
ン
が
次
々
と
写
し
継

が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
パ
タ
ー
ン
を
踏
襲
す
る
よ
う
に
、
安
政
二
年

（
一
八
五
五
）
十
月
二
日
に
起
き
た
江
戸
大
地
震
を

描
い
た
絵
巻
が
島
津
家
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
て
い

る
。地

震
絵
巻
と
そ
の
表
現
形
式
に
繋
が
り
が
あ
る
と

図3　「江戸火事図巻」部分　田代幸春筆　江戸東京博物館 蔵

表1　火事絵巻一覧
作品名 作者 法量（cm） 制作年 所蔵者

1 明和九年目黒行人坂火事繪 不詳 27.5×1,612.7 1772頃か／安永年間初頭 国立国会図書館

2 目黒行人坂火災絵巻 不詳 25.4×1,238.3 1772～1800初頭頃か／安永～享和年間 東京消防庁消防博物館

3 火消絵巻※ 不詳 17.5×837.5 1772～1800初頭頃か
／安永～享和年間 ケルン市東洋美術館

4 江戸火事場之真態 狩野休雪 28.0×1,507.0 1803／享和3年 松浦史料博物館

5 毖後の巻 不詳（竹沢養渓
本写） 29.3×1,816.4 不詳 真田宝物館

6 余燼写勢図 三村晴山 28.7×1,384.7 1815～1858／文化12年～安政5年 真田宝物館

7 江戸大火之図 不詳（榮水） 28.3×902.6 不詳 国立国会図書館
8 江戸失火ノ景 水原實勝 27.8×1,160.0 1820／文政3年 立花家史料館
9 火事図巻 長谷川雪堤 25.8×1,585.1 1826／文政9年 江戸東京博物館
10 江戸失火消防ノ景 梅沢晴峩 27.8×1,295.0 1829／文政12年 立花家史料館
11 江戸大火實影 佐久間晴嶽 27.3×1,118.3 1838／天保9年 東京消防庁消防博物館
12 江府町火消画図 三枝守道 27.0×1,650.0 1851／嘉永4年 個人蔵
13 火消絵巻※ 胝孤仙 27.8×1,222.7 1860／萬延元年 三井文庫
14 目黒行人坂火災図絵※ 朝岡旦嶠 27.6×1,590.0 1880／明治13年 国立歴史民俗博物館
作品名は題簽の記載によるが、「※」印のものは、不詳のため所蔵館の目録によった
No.14は、折本装となっている
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認
め
ら
れ
る
目
黒
行
人
坂
火
事
以
降
の
火
事
絵
巻
に
つ
い
て
一
覧
表
に
ま
と
め
た
。

（
表
1
）

2　

火
事
・
地
震
絵
巻
に
み
ら
れ
る
表
現
の
特
徴

①　

テ
キ
ス
ト
と
の
関
係

平
安
時
代
以
来
、
日
本
の
絵
巻
の
形
式
は
、
本
来
「
詞
」
の
ほ
う
を
先
に
書
き
、

次
に
こ
れ
に
対
応
す
る
絵
を
描
い
て
一
段
と
し
、
そ
れ
を
繋
げ
る
こ
と
で
叙
述
を
進

め
る
も
の
が
一
般
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
は
じ
め
に
詞
書
が
成
立
し
て
お

り
、
そ
れ
を
絵
画
で
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
江
戸
時
代
中
期

以
降
に
多
く
描
か
れ
た
火
事
・
地
震
絵
巻
の
場
合
、
詞
書
は
な
く
、
十
〜
十
五
メ
ー

ト
ル
の
途
切
れ
な
く
続
く
絵
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
基
本
的
に
絵
が
依
拠
す
る

テ
キ
ス
ト
情
報
を
伴
わ
な
い）14
（

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
こ
の
一
連
の
絵
巻
の
最

大
の
特
徴
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
た
だ
ち
に
テ
キ
ス
ト
の
不
在
を
意
味

す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
が
、
臨
場
感
を
与
え
る
時
空
間
表
現
は
文
字
に
よ
る
説
明

を
あ
え
て
排
除
し
た
結
果
で
あ
る
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

絵
の
内
容
は
、
火
事
絵
巻
で
は
火
事
の
発
見
か
ら
火
消
の
駈
け
付
け
、
そ
し
て
火

災
現
場
で
の
火
掛
か
り
か
ら
鎮
火
後
の
復
興
の
様
子
へ
と
展
開
、
地
震
絵
巻
で
は
、

地
震
発
生
前
の
江
戸
の
町
の
賑
わ
い
か
ら
夜
の
町
の
静
け
さ
へ
、
そ
し
て
地
震
発
生

直
後
の
建
物
の
倒
壊
場
面
と
そ
こ
に
襲
う
火
災
、
そ
し
て
鎮
火
後
の
復
興
へ
の
営
み

へ
と
展
開
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
場
所
が
移
動
す
る
に
伴
っ
て
時
間
も
経
過
し
て
ゆ

く
と
い
う
手
法
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
物
理
的
な
不
合
理
を
感
じ
さ
せ
ず

に
、
静
止
し
た
横
長
の
画
面
の
中
に
移
ろ
う
時
空
間
が
収
ま
っ
て
い
て
、
鑑
賞
者
は

文
章
に
よ
る
説
明
が
な
く
と
も
事
の
経
緯
が
自
然
と
理
解
で
き
る
よ
う
に
構
成
さ
れ

て
い
る
。

テ
キ
ス
ト
と
の
関
係
に
お
け
る
両
者
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
言
え
ば
、
伝
統

的
な
絵
巻
は
、
古
典
文
学
、
説
話
、
経
典
、
社
寺
縁
起
、
伝
記
な
ど
が
絵
画
化
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
ら
は
典
拠
と
な
る
テ
キ
ス
ト
の
存
在
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
に
対

し
、
災
害
の
す
ぐ
後
に
成
立
し
た
火
事
、
地
震
絵
巻
が
依
拠
し
た
も
の
は
直
接
的
な

体
験
に
近
い
と
い
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
情
報
ソ
ー
ス
は
実
体
験
の
写

生
の
み
で
は
な
く
、
個
々
の
モ
チ
ー
フ
や
構
図
な
ど
に
過
去
の
作
品
等
絵
手
本
の
利

用
は
み
ら
れ
る
が
、
絵
画
化
の
典
拠
と
な
る
テ
キ
ス
ト
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
人
口
に
膾
炙
さ
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー
、
実
体
験
を
も
と
に
し
た
随
筆
、
か
わ
ら
版

な
ど
の
速
報
情
報
が
災
害
の
イ
メ
ー
ジ
を
さ
ら
に
醸
成
し
て
い
る
と
い
う
範
囲
で
の

テ
キ
ス
ト
の
介
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
詞
│
テ
キ
ス
ト
│
か
ら
始
ま
っ

た
も
の
で
は
な
く
、
心
象
│
イ
メ
ー
ジ

│
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
と
考
え
た
い
。

②　

型
の
踏
襲
と
時
事
性

こ
の
途
切
れ
な
く
続
く
絵
の
み
で
構

成
さ
れ
た
火
事
絵
巻
の
型
は
、
明
和
九

年
目
黒
行
人
坂
の
大
火
以
降
に
現
れ
、

次
々
と
写
し
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。

管
見
の
限
り
、
そ
れ
は
明
治
十
三
年

（
一
八
八
〇
）
の
朝
岡
旦
嶠
筆
「
目
黒

行
人
坂
火
災
図
絵
」
ま
で
続
い
て
い

る
。
図
様
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
が
、
主

題
の
目
黒
行
人
坂
火
事
は
踏
襲
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
明
和
九
年

の
大
火
か
ら
ほ
ど
な
く
成
立
し
た
と
考

え
ら
れ
る
初
発
性
の
高
い
「
明
和
九
年

目
黒
行
人
坂
火
事
繪
」（
図
4
）（
国
会

図
書
館
蔵
）
に
つ
い
て
も
、
絵
の
中
に

具
体
的
な
火
事
を
特
定
す
る
た
め
の
手

図4　「明和九年目黒行人坂火事繪」部分　国立国会図書館 蔵
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が
か
り
は
乏
し
く
、
画
中
の
風
俗
や
火
消
の
描
か
れ
方
か
ら
題
箋
に
記
さ
れ
た
明
和

九
年
頃
の
大
火
で
あ
ろ
う
と
判
断
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い）15
（

。
決
し
て
時
事
性
の
強
い

絵
画
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
模
本
は
、
手
本
と
し
た
先
行
作
品
を
そ

の
ま
ま
敷
き
写
し
た
も
の
も
み
ら
れ
る
が
、
多
く
は
僅
か
ず
つ
モ
チ
ー
フ
や
構
成
に

変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
く
の
が
見
て
と
れ
る
。
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
上
、
各
作
品

に
生
じ
た
変
更
の
意
味
に
つ
い
て
個
別
に
述
べ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
全
体
的
に
見

る
と
火
事
絵
巻
は
特
定
の
火
事
を
詳
細
に
絵
画
化
し
た
も
の
と
は
言
い
難
く
、
江
戸

の
大
火
に
立
ち
向
か
う
人
々
の
様
子
が
典
型
化
さ
れ
た
絵
画
と
言
っ
た
方
が
よ
い
だ

ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
目

黒
行
人
坂
火
事
と
い
う
テ
ー
マ
が
踏

襲
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。

中
に
は
、
火
消
や
背
景
を
先
行
作

例
と
入
れ
替
え
、
描
か
れ
た
場
を
別

の
火
事
と
し
て
時
事
性
を
強
く
打
ち

出
し
た
梅
澤
晴
峩
筆
「
江
戸
失
火
消

防
ノ
景
」（
図
5
）
16
（

）
の
よ
う
な
作
例

も
あ
る
が
、
百
年
に
渡
っ
て
写
し
継

が
れ
て
い
く
間
に
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
師

が
置
か
れ
た
立
場
や
時
代
が
絵
に
反

映
さ
れ
た
結
果
と
し
て
の
変
化
が
み

ら
れ
る
も
の
の
、
同
時
代
に
お
こ
っ

た
特
定
の
火
事
を
記
録
し
よ
う
と
し

た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。
つ
ま

り
、
江
戸
の
大
火
と
そ
れ
を
克
服
し

よ
う
と
す
る
人
々
の
姿
を
ひ
と
つ
の

型
と
し
て
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
看

取
さ
れ
る
。
地
震
絵
巻
は
そ
の
火
事
絵
巻
の
手
法
を
踏
襲
し
つ
つ
、
安
政
の
大
地
震

と
い
う
未
曾
有
の
大
震
災
を
主
題
と
し
た
絵
巻
と
し
て
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

③　

巻
子
装
に
お
け
る
時
空
間
表
現
の
特
質

地
震
絵
巻
が
踏
襲
し
た
手
法
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
巻
子
装
と
い

う
形
状
か
ら
見
て
み
よ
う
。
前
述
の
よ
う
に
肉
筆
の
災
害
絵
は
ほ
ぼ
巻
子
装
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
テ
ー
マ
が
相
応
し
い
形
状
を
選
択
し
た
結
果
と
言
え
よ
う
。
無
論
、

掛
軸
、
屏
風
、
障
壁
画
の
よ
う
な
室
内
を
飾
る
絵
画
の
主
題
と
し
て
災
害
が
選
択
さ

れ
る
こ
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
燎
原
の
火
の
ご
と
く
広
が
る
火
災
や

漠
々
た
る
震
災
の
光

景
を
絵
に
表
そ
う
と

す
れ
ば
、
超
広
角
の

画
面
が
求
め
ら
れ
る

こ
と
は
自
然
で
あ

る
。
報
道
性
の
高
い

『
安
政
見
聞
誌
』
の

挿
絵
（
図
6
）
が
、

媒
体
の
形
状
が
縦
型

の
冊
子
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
左
右

見
開
き
や
、
折
り
込

み
頁
四
面
見
開
き
仕

様
に
し
て
パ
ノ
ラ
マ

画
面
が
多
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
頷
け

る
。
長
大
な
パ
ノ
ラ

マ
画
面
を
収
め
る
巻

図5　「江戸失火消防ノ景」部分　梅澤晴峩筆　立花家史料館 蔵

図6　『安政見聞誌』　早稲田大学図書館 蔵
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子
装
は
、
火
事
や
地
震
と
い
っ
た
災
害
を
描
く
に
は
好
都
合
な
画
面
形
状
だ
と
い
え

よ
う
。
た
だ
し
、
単
に
パ
ノ
ラ
マ
画
面
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
途
切

れ
な
く
画
面
を
続
け
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
展
開
す
る
時
空
間
を
も
収
め
る
と
い
う
手

法
が
地
震
絵
巻
に
引
き
継
が
れ
た
特
質
で
あ
る
。

次
の
よ
う
な
作
例
と
比
較
す
る
と
明
確
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
明
暦
の
大
火
を
描
い

た
「
江
戸
火
事
図
巻
」
は
、
縦
三
七
・
六
糎
、
横
九
三
五
・
八
糎
の
横
長
の
画
面
に
高

い
視
点
か
ら
み
た
火
事
場
の
様
子
が
一
望
す
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に

時
間
や
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
は
表
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
京
都
で
天
明
八
年

（
一
七
八
八
）
正
月
に
起
こ
っ
た

未
曽
有
の
大
火
を
描
い
た
「
天
明

火
災
絵
巻
」（
図
7
）
17
（

）
は
、
時
間

の
経
過
に
と
も
な
っ
て
構
成
さ
れ

て
は
い
る
が
、
詞
書
か
ら
始
ま

り
、
一
つ
の
場
面
が
短
く
区
切
ら

れ
て
本
の
挿
絵
の
よ
う
な
画
面
が

展
開
し
て
い
る
。

目
黒
行
人
坂
火
事
の
絵
巻
か
ら

現
れ
る
手
法
│
画
面
を
目
で
追
わ

せ
る
だ
け
で
ス
ト
ー
リ
ー
と
そ
の

気
分
を
伝
え
る
│
の
た
め
に
、
絵

師
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
視
覚
効
果

を
仕
掛
け
て
い
る
。
鑑
賞
者
を
そ

こ
に
惹
き
込
む
た
め
に
は
、
全
体

を
一
目
で
見
せ
な
い
│
ネ
タ
を
ば

れ
さ
せ
な
い
│
形
で
あ
る
こ
と
、

緊
密
で
長
時
間
の
鑑
賞
を
さ
せ
る

形
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
地
震
絵
巻
は
、
巻
子
装
と
い
う
表
現
媒

体
の
可
能
性
を
最
大
限
に
発
揮
し
た
火
事
絵
巻
の
手
法
を
発
展
的
に
踏
襲
し
た
も
の

と
考
え
る
。

掛
軸
、
屏
風
、
襖
絵
な
ど
室
内
調
度
と
し
て
の
絵
画
と
違
い
、
江
戸
時
代
に
お
い

て
は
図
書
に
分
類
さ
れ
て
い
た
絵
巻
は
鑑
賞
者
と
の
距
離
が
近
く
、
そ
こ
に
は
長
時

間
の
濃
密
な
関
係
が
生
ま
れ
る
。
一
目
で
全
体
を
観
る
こ
と
が
で
き
な
い
絵
巻
の
秘

め
や
か
さ
は
鑑
賞
者
の
感
情
を
高
ぶ
ら
せ
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
地
震
絵
巻
に
お
い

て
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
は
3
│
④
で
詳
し
く
述
べ
る
こ

と
と
す
る
。3　

二
つ
の
地
震
絵
巻
「
江
戸
大
地
震
之
図
」
と
「
安
政
大
地
震
災
禍
図
巻
」

①　

両
本
の
来
歴

明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
以
降
に
あ
ら
わ
れ
る
火
事
絵
巻
の
型
を
受
継
ぐ
地
震
絵

巻
と
し
て
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
「
江
戸
大
地
震

之
図
」（
以
降
、
東
大
本
と
呼
ぶ
）
と
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

所
蔵
の
「
安
政
大
地
震
災
禍
図
巻
」（
以
降
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
と
呼
ぶ
）
の
二
例
の
み
確

認
さ
れ
て
い
る
。
火
事
絵
巻
ほ
ど
の
広
が
り
を
見
せ
て
い
な
い
の
は
、
江
戸
で
大
地

震
が
起
こ
っ
た
の
が
安
政
二
年
と
い
う
幕
末
期
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
起
因
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
絵
巻
制
作
の
主
な
担
い
手
で
あ
っ
た
大
名
家
の
多
く
は
明
治
維
新
の

混
乱
期
に
は
時
間
と
費
用
の
か
か
る
絵
巻
の
制
作
を
す
る
よ
う
な
状
況
で
は
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

東
大
本
は
現
在
、
国
宝
「
島
津
家
文
書
」
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
従
来
島
津
家
文

書
と
は
別
に
分
類
さ
れ
て
い
た
「
島
津
家
御
手
許
書
類
」
と
い
う
、
ま
と
ま
り
の
中

に
あ
っ
た
。
こ
の
一
群
は
、
島
津
家
の
記
録
所
で
作
成
さ
れ
た
『
御
文
書
目
録
』
に

は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
、
島
津
久
光
の
御
手
許
書
類
が
基
に
な
っ
て
い
る
と

推
測
さ
れ
て
い
る）18
（

。
文
部
省
官
房
史
料
編
修
課
が
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
島
津
公
爵

図7　「天明火災絵巻」部分　京都国立博物館 蔵
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家
か
ら
史
料
を
借
用
し
た
際
に
作
成
さ
れ
た
目
録
『
島
津
家
所
蔵
御
手
許
書
類
借
入

目
録
）
19
（

』
に
み
え
る
書
込
み
に
よ
る
と
、
そ
の
後
「
大
箪
笥
」
に
移
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
。「
大
箪
笥
」
に
は
島
津
斉
彬
の
御
手
許
本
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
た

可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
不
確
実
な
要
素
も
あ
る
が）20
（

、
本
絵
巻
が
安
政
大
地
震

か
ら
ほ
ど
な
く
島
津
家
当
主
が
特
に
関
心
を
寄
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
資
料
と
と
も
に

身
近
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
在
ダ
ブ
リ
ン
の
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
所
蔵
さ
れ
る

Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
の
伝
来
に
つ
い
て
は
、
詳
細
不
明
で
あ
り
、
本
作
を
購
入
し
た
ビ
ー

テ
ィ
ー
卿
に
よ
る
一
九
一
七
年
の
メ
モ
が
、
こ
の
絵
巻
が
も
と
近
衛
家
の
依
頼
に
よ

り
作
ら
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
後
売
立
て
に
出
た
こ
と
を
伝
え
る
の
み
で
あ
る）21
（

。

島
津
家
と
近
衛
家
の
繋
が
り
は
深
く
、
島
津
斉
興
、
斉
彬
の
二
代
に
渡
っ
て
養
女
が

近
衛
家
に
嫁
し
て
お
り
、
斉
彬
の
養
女
篤
姫
は
近
衛
忠
煕
の
養
女
と
し
て
第
十
三
代

将
軍
家
定
と
の
婚
礼
を
迎
え
た
。
安
政
二
年
当
時
、
篤
姫
は
江
戸
の
薩
摩
藩
邸
で
被

災
し
た
の
で
あ
る
。
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
の
制
作
経
緯
も
ま
た
島
津
家
と
の
関
わ
り
が
十
分
想

定
で
き
そ
う
で
あ
る
。

②　

描
か
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー

二
つ
の
作
品
は
ど
ち
ら
も
ほ
ぼ
同
図
様
で
あ
り
、
物
語
は
共
通
す
る
。
田
村
憲
美

氏
は
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
の
全
体
を
、
一
続
き
の
場
に
よ
っ
て
成
る
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
上
の
ま

と
ま
り
に
沿
っ
て
3
部
（
プ
ロ
ロ
ー
グ
、
震
災
の
と
き
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
）
に
分
け
て

そ
の
内
容
を
詳
細
に
解
説
し
て
い
る）22
（

。

こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
細
か
な
場
面
展
開
を
追
い
な
が
ら
2
部
を
三
つ
の
景
に
分

け
、
全
体
を
五
景
八
場
に
分
け
て
そ
の
内
容
を
読
み
解
い
て
み
た
い
。

第
一
景　

地
震
発
生
前

⑴　

導
入
部
は
、
地
震
発
生
の
前
、
大
店
の
奥
に
あ
る
草
庵
茶
室
の
落
ち
着
い
た

佇
ま
い
か
ら
始
ま
る
。
連
子
窓
か
ら
み
え
る
の
は
炉
に
か
け
ら
れ
た

、
亭
主
が

手
に
し
て
い
る
の
は
羽
箒
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
炉
開
き
の
後
、
季
節
は
晩
秋
で
あ

る
こ
と
が
庭
の
紅
葉
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　

そ
し
て
瀬
戸
物
屋
、
傘
提
灯
屋
、
古
着
屋
、
武

具
屋
と
並
ぶ
商
店
の
前
に
行
き
か
う
人
々
の
活
気

あ
る
風
俗
が
描
か
れ
る
。
古
着
屋
の
店
先
で
は
暖

を
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
夕
方
の
様
子
で
あ
ろ

う
か
。
続
く
料
理
屋
の
二
階
の
人
影
は
日
が
落
ち

て
あ
た
り
が
暗
く
な
っ
て
き
た
様
子
を
う
か
が
わ

せ
る
。
そ
し
て
、
呼
子
を
吹
く
座
頭
の
姿
、
夜
鳴

き
蕎
麦
屋
、
戸
締
り
を
し
た
下
駄
屋
、
煙
草
屋
と

夜
の
江
戸
の
姿
へ
移
り
変
わ
っ
て
ゆ
く
。（
図
8
）

第
二
景　

地
震
発
生

⑵　

こ
こ
か
ら
、
場
面
は
サ
ー
ッ
と
薄
墨
を
ひ
い

て
急
展
開
、
次
の
瞬
間
大
震
災
の
一
撃
で
倒
壊
し

て
ゆ
く
家
々
が
一
望
の
も
と
に
目
に
飛
び
込
む
。

崩
れ
出
し
た
家
屋
か
ら
、
着
の
身
着
の
ま
ま
転
が

り
出
る
よ
う
に
逃
げ
出
す
人
々
、
運
悪
く
家
屋
の

下
敷
き
に
な
っ
た
人
々
、
地
震
の
衝
撃
で
噴
水
の

よ
う
に
水
を
吹
き
上
げ
る
井
戸
、
な
ど
が
生
々
し

く
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。（
図
9
）

⑶　

武
家
屋
敷
で
は
、
傾
い
た

で
暴
れ
る
馬
を

静
め
る
馬
方
や
具
足
櫃
を
背
負
い
大
小
の
刀
を
両

手
に
抱
え
て
逃
げ
る
小
者
、
そ
し
て
崩
れ
か
け
た

築
地
塀
内
の
一
角
に
畳
を
敷
い
て
一
時
避
難
を
し

て
い
る
奥
方
と
女
中
た
ち
の
慌
た
だ
し
い
様
子
が

み
え
る
。
画
面
上
部
、
遠
景
に
町
並
み
が
シ
ル

エ
ッ
ト
の
よ
う
に
現
れ
、
背
景
が
ほ
の
か
に
赤
く

図8　地震発生前（1）「江戸大地震之図」（国宝島津家文書）東京大学史料編纂所 蔵
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照
ら
さ
れ
て
い
る
。
倒
壊
し
た
建
物
に
火
の
手
が
上
が
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
が

進
行
方
向
に
沿
っ
て
、
さ
ら
に
遠
く
へ
遠
く
へ
と
描
き
継
が
れ
、
ま
さ
に
燎
原
の

火
の
ご
と
く
江
戸
の
町
が
炎
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
く
様
が
絶
妙
に
表
さ
れ
て
い

る
。（
図
10
）

第
三
景　

地
震
火
事
発
生

⑷　

突
然
此
方
へ
騎
馬
で
駆
け
付
け
る
侍
の
印
象
的
な
姿
が
現
れ
、
絵
巻
の
先
に

何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
と
気
持
ち
を
誘
い
つ
つ
、
大
き
な
樹
木
に
よ
る
場
面
展

開
を
経
て
再
び
倒
壊
し
た
町
が
現
れ
る
。
避
難
す
る
人
々
を
追
い
か
け
る
よ
う
に

左
か
ら
火
の
粉
が
チ
ラ
チ
ラ
と
見
え
始
め
、
火
事
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
す

る
。
さ
ら
に
繰
り
広
げ
る
と
炎
に
包
ま
れ
る
家
々
や
下
敷
き
に
な
っ
て
炎
か
ら
逃

れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
人
の
姿
と
い
っ
た
悲
惨
な
光
景
が
広
が
っ
て
い
る
。
一

方
、
火
の
前
で
は
避
難
し
た
人
々
が
一
列
に
並
ん
で
手
に
手
に
襖
や
障
子
を
持
っ

て
火
の
粉
を
扇
ぎ
防
い
だ
り
、
持
ち
出
し
た
建
具
で
仮
囲
い
を
作
っ
て
一
時
し
の

ぎ
を
し
て
い
た
り
す
る
様
子
も
見
え
る
。
早
く
も
そ
こ
で
は
飲
食
が
始
ま
っ
て
お

り
、
火
消
し
へ
差
し
入
れ
を
渡
す
女
性
の
姿
や
人
気
銘
柄
の
酒
樽
も
描
か
れ
、
和

や
か
な
雰
囲
気
す
ら
感
じ
さ
せ
る
。（
図
11
）

第
四
景　

焼
け
跡

⑸　

徐
々
に
火
事
も
収
束
し
、
焼
け
跡
か
ら
は
焼
死
し
た
人
々
が
木
樽
に
入
れ
ら

れ
て
次
々
と
運
び
出
さ
れ
て
い
る
。
通
り
を
挟
ん
で
向
う
側
に
見
え
る
滕
紋
の
幔

幕
を
め
ぐ
ら
せ
た
武
家
屋
敷
か
ら
も
死
者
を
収
め
た
棺
桶
が
運
び
出
さ
れ
、
手
前

の
町
人
地
で
は
近
親
者
で
あ
ろ
う
焼
死
体
を
前
に
涙
に
く
れ
る
人
々
の
様
子
が
描

き
出
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
復
興
に
む
け
て
動
き
出
す
人
々
の
営
み
も
描
か
れ
、

そ
の
両
者
が
行
き
か
う
悲
劇
と
逞
し
さ
が
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
来
る
と
、
仮

囲
い
に
も
葭
簀
や
板
等
で
屋
根
掛
け
を
し
た
仮
小
屋
に
な
っ
て
お
り
、
や
や
時
間

が
経
過
し
て
い
る
様
相
を
見
せ
る
。
仮
店
舗
の
飯
屋
と
焼
け
釘
の
買
い
取
り
業
者

の
繁
盛
ぶ
り
は
、
逞
し
く
復
興
し
つ
つ
あ
る
江
戸
の
姿
を
表
し
て
い
る
。（
図
12
）

図9　地震発生（2）東大本

図10　地震発生（3）東大本
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⑹　

絵
巻
を
繰
り
広
げ
る
と
、
こ
の
瓦

礫
の
彼
方
（
左
側
）
か
ら
二
人
の
子
供

が
勢
い
よ
く
此
方
に
駆
け
て
く
る
姿
が

目
に
入
る
。
明
る
い
未
来
を
暗
示
し
つ

つ
、
焼
井
戸
か
ら
水
を
汲
ん
で
夕
餉
の

支
度
を
す
る
人
々
や
銭
湯
に
集
ま
る
男

女
の
姿
が
市
井
の
人
々
の
生
命
力
を
感

じ
さ
せ
る
展
開
を
み
せ
、
障
子
に
映
る

シ
ル
エ
ッ
ト
や
提
灯
の
ほ
の
か
な
灯
り

が
続
き
、
江
戸
の
町
は
暮
れ
て
ゆ
く
。

（
図
13
）

第
五
景　

復
興
へ
の
営
み

⑺　

薄
墨
で
煙
る
よ
う
な
霞
が
屋
根
を

覆
い
だ
し
、
次
第
に
屋
根
に
は
白
い
雪

が
積
も
っ
て
い
く
。
晩
秋
か
ら
冬
へ
む

か
う
時
間
の
経
過
を
感
じ
さ
せ
る
。
ふ

い
に
店
の
戸
を
開
け
て
笑
顔
で
左
の
通

り
を
眺
め
る
主
人
の
姿
が
現
れ
る
。
そ

の
眺
め
る
先
に
は
、
雪
を
被
っ
た
笠
蓑

に
身
を
包
ん
だ
賑
や
か
な
行
列
が
進
ん

で
い
る
。
不
明
瞭
で
は
あ
る
が
、
め
組

の
旗
を
掲
げ
た
一
行
で
あ
る
。
そ
の
先

に
は
人
の
背
丈
を
超
え
る
よ
う
な
大
き

な
雪
達
磨
を
作
っ
て
目
を
入
れ
よ
う
と

す
る
男
た
ち
と
そ
れ
を
眺
め
る
子
供
た

ち
。
場
面
は
次
第
に
吉
祥
の
兆
し
を
感

図11　地震火事発生（4）東大本

図12　焼け跡（5）東大本

図13　焼け跡（6）東大本
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じ
さ
せ
る
よ
う
に
展
開
す
る
。（
図
14
）

⑻　

い
つ
し
か
屋
根
の
雪
も
消
え
、
季
節
は
春
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
ゆ
く
。
場
面

は
遠
く
ま
で
開
け
、
手
間
に
は
御
用
提
灯
を
掲
げ
た
御
救
小
屋
、
遠
景
に
は
飛
翔

す
る
つ
が
い
の
鶴
と
白
い
富
士
山
が
清
々
し
い
姿
を
見
せ
る
。
ラ
ス
ト
シ
ー
ン

は
、
崩
れ
た
石
垣
や
修
復
の
た
め
の
足
場
が
残
る
幸
橋
門
か
ら
登
城
す
る
侍
の
一

行
、
門
に
は
正
月
の
松
飾
り
も
見
え
、
明
る
い
未
来
を
予
兆
す
る
絵
で
締
め
く
く

ら
れ
る
。（
図
15
）

③　

描
か
れ
た
場
と
時

両
本
に
は
、
当
初
か
ら
そ
の
題
箋
に
「
安
政
大
地
震
」
が
明
記
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
前
述
の
と
お
り
文
字
情
報
も
全
く
含
ま
れ
て
い
な
い
。
果
た
し
て
こ
れ

が
江
戸
で
起
こ
っ
た
安
政
二
年
の
大
地
震
を
描
い
た
も
の
な
の
か
ど
う
か
、
そ
し
て

そ
う
で
あ
れ
ば
具
体
的
に
ど
の
場
所
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
画
面
分
析
か
ら
検
討

し
て
み
た
い
。

安
政
の
地
震
は
、
旧
暦
十
月
二
日
（
新
暦
十
一
月
十
一
日
）
夜
四
ツ
時
（
午
後
十

時
ご
ろ
）
に
起
こ
っ
た
直
下
型
地
震
で
あ
る
。
絵
巻
に
表
さ
れ
た
季
節
は
、
⑴
に
描

か
れ
た
茶
室
に
炉
と
羽
箒
が
み
え
る
こ
と
か
ら
十
月
の
炉
開
き
の
後
で
紅
葉
が
見
ら

れ
る
頃
。
客
の
姿
が
見
え
ず
、
亭
主
が
座
掃
を
手
に
席
中
を
掃
い
て
い
る
よ
う
な
の

で
席
入
り
の
前
か
中
立
の
後
で
あ
ろ
う
か
、
昼
頃
の
光
景
に
始
ま
り
、
次
第
に
時
間

が
経
過
し
て
い
く
様
子
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
地
震
が
町
を
襲
っ
た
の
が
夜
更
け

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
寝
間
着
姿
の
人
々
が
慌
て
て
逃
げ
出
す
様
子
か
ら
う
か
が
わ
れ

る
。
絵
に
表
さ
れ
た
季
節
と
時
間
の
経
過
は
安
政
二
年
の
地
震
と
一
致
を
見
せ
る
。

描
か
れ
た
場
に
つ
い
て
は
特
定
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
絵
巻
に
は
全
く
文

字
情
報
が
な
い
こ
と
か
ら
、
前
提
と
し
て
、
具
体
的
な
場
所
や
被
災
状
況
の
記
録
を

目
的
と
し
て
制
作
さ
れ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
幾
分
か
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
│
絵
空
事
│

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
踏
ま
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
全
く

の
創
作
で
描
く
こ
と
は
却
っ
て
困
難
で
あ
り
、
絵
画
世
界
に
臨
場
感
を
与
え
る
こ
と

は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
等
か
の
場
を
読
み
解
く
ヒ
ン
ト
が
巧
み
に
編
み
込
ま
れ

て
い
る
可
能
性
を
探
る
こ
と
に
し
た
。

最
初
の
手
が
か
り
と
な
っ
た
の
は
、
⑻
に
描
か
れ
た
御
救
小
屋
で
あ
る
。
田
村
憲

美
氏
）
23
（

と
北
原
糸
子
氏
が
こ
の
御
救
小
屋
と
登
城
す
る
侍
の
一
行
が
向
う
見
附
を
手
が

か
り
に
、
最
後
の
場
面
が
幸
橋
御
門
外
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
地

図14　復興への営み（7）東大本

図15　復興への営み（8）東大本
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震
の
後
設
け
ら
れ
た
五
か
所
の
御
救
小
屋
（
幸
橋
御
門
外
、
浅
草
広
小
路
、
深
川
海

辺
新
田
、
上
野
広
小
路
、
深
川
八
幡
境
内
）
の
内
、
目
附
の
近
く
に
位
置
す
る
の
は

幸
橋
御
門
外
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
へ
の
道
筋
を
考
え
つ
つ
導
入
部
の
賑
わ
う
町
並

み
が
ど
の
辺
り
を
想
定
し
た
も
の
か
推
測
し
て
み
た
い
。
賑
わ
う
通
り
に
は
瀬
戸
物

屋
、
傘
提
灯
屋
、
古
着
屋
、
武
具
屋
と
続
き
、
筋
向
い
に
は
紅
屋
の
看
板
で
あ
っ
た

赤
い
幟
が
み
え
、
通
り
に
は
弁
慶
を
か
つ
い
だ
ビ
ー
ド
ロ
簪
売
り
を
は
じ
め
、
各
種

物
売
り
、
御
用
の
荷
や
米
俵
を
運
ぶ
人
足
、
大
道
芸
人
、
力
士
、
物
乞
い
ま
で
描
か

れ
、
賑
わ
う
町
の
様
子
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
繁
華
街
は
江
戸
で
も
い

く
つ
か
の
場
所
に
絞
ら
れ
る
。
画
面
中
特
に
目
を
引
く
の
が
武
具
屋
で
あ
る
。
少
し

時
代
は
遡
る
が
、
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
の
『
江
戸
買
物
獨
案
内
』
を
見
る
と
、

該
当
す
る
の
は
わ
ず
か
九
件
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
四
軒
が
西
紺
屋
町
に
集
中
し
て
い

る
。
こ
こ
は
武
具
関
係
の
店
が
多
く
軒
を
連
ね
た
町
で
あ
り
、
絵
の
場
面
に
は
該
当

し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
の
武
具
屋
の
う
ち
、
萬
糸
組
物
所
の
増
田
屋
が
芝
神
明

門
前
と
記
さ
れ
て
い
る
が）24
（

、
こ
の
界
隈
は
「
京
橋
以
南
第
一
の
繁
昌
は
外
に
比
類
な

き
土
地
な
り）25
（

」
と
言
わ
れ
る
繁
華
街
で
あ
っ
た
。
絵
に
描
か
れ
た
よ
う
な
店
屋
が
実

際
に
並
ん
で
お
り
、
絵
巻
の
景
観
に
最
も
近
い
場
所
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

店
屋
前
の
賑
わ
い
の
中
に
立
つ
力
士
の
姿
に
注
目
さ
れ
る
が
、
天
保
九
年

（
一
八
三
八
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
東
都
歳
事
記
』（
図
16
）
の
「
芝
神
明
宮
祭
礼
」
図

の
中
央
に
も
よ
く
似
た
力
士
が
描
か
れ
て
い
る
。
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
こ
こ
で

起
こ
っ
た
火
消
の
め
組
と
力
士
の
喧
嘩
は
江
戸
の
巷
を
賑
わ
し
た
事
件
と
し
て
あ
ま

り
に
有
名
で
あ
り
、
芝
神
明
と
い
う
場
を
暗
示
す
る
モ
チ
ー
フ
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
手
前
に
は
銃
を
担
い
だ
若
い
侍
た
ち
が
群
が
っ
て
い

る
が
、
幕
末
期
に
洋
式
調
練
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
流
行
し
た
と
い
う
肩
掛
胴

乱
を
身
に
着
け
、
手
に
し
て
い
る
の
は
東
大
本
で
は
当
時
広
く
導
入
さ
れ
た
と
い
う

銃
剣
付
銃
）
26
（

で
あ
る
。
当
時
、
す
ぐ
近
く
の
芝
新
銭
座
に
は
江
川
太
郎
左
衛
門
英
敏
）
27
（

の

鉄
砲
調
練
所
が
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
光
景
が
よ
く
見
ら
れ
た
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
推

察
さ
れ
る
。
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
ペ
リ
ー
来
航
の
二
年
後
と
い
う
世
相
を
感
じ

さ
せ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

こ
の
場
面
が
、
厳
密
に
芝
神
明
門
前
を
写
生
し
た
も
の
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
、

こ
こ
に
は
そ
の
場
を
暗
示
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
モ
チ
ー
フ
が
再
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
島
津
家
の
崇
敬
も
厚
い
芝
神
明
宮
は
、
薩
摩
藩
三
田
上

屋
敷
か
ら
幸
橋
御
門
内
の
中
屋
敷
へ
の
間
に
位
置
す
る
場
所
で
あ
り
、
こ
の
絵
巻
の

導
入
部
と
し
て
十
分
に
考
え
ら
れ
る
場
所
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

芝
神
明
前
か
ら
幸
橋
御
門
ま
で
の
ル
ー
ト
を
地
図
上
で
真
っ
直
ぐ
に
辿
っ
て
み
る

と
、
町
屋
と
藩
邸
が
通
り
を
挟
ん
で
細
長
く
ず
っ
と
続
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

倒
壊
し
た
町
が
続
き
武
家
屋
敷
も
通
り
過
ぎ
な
が
ら
最
後
の
幸
橋
御
門
へ
と
向
か
う

絵
巻
上
の
景
観
に
近
い
場
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
ル
ー
ト
は
実
際
こ
の
地
震
で
の

揺
れ
、
家
屋
倒
壊
、
火
災
と
い
う
被
害
が
甚
大
で
あ
っ
た
地
域
と
も
重
な
る）28
（

。

⑺
に
は
「
め
」
の
字
の
旗
を
掲
げ
て
雪
の
中
を
行
く
行
列
が
現
れ
る
が
、
北
原
糸

子
氏
は
こ
れ
を
一
向
宗
の
報
恩
講
中
と
述
べ
て
い
る）29
（

。
報
恩
講
中
と
「
め
」
の
旗
と

図16　「芝神明宮祭礼」
（『東都歳事記』）　早稲田大学図書館 蔵
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の
関
係
に
つ
い
て
は
典
拠
と
な
る
史
料
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ

の
場
面
が
何
ら
か
の
講
中
行
列
を
表
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
旗
の
字

は
、
東
大
本
で
は
不
明
瞭
な
が
ら
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
で
は
明
確
に
「
め
組
」
と
描
か
れ
て

い
る
。
行
列
後
半
の
旗
に
は
「
重
ね
枡
に
め
の
字
」
紋
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
火
消

の
「
め
」
組
が
「
重
ね
枡
」
模
様
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
せ
る
と
、
こ
の

旗
は
「
め
」
組
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う）30
（

。
ま
さ
に
芝
神
明
門
前
か
ら
芝

口
ま
で
の
一
帯
は
「
め
」
組
の
持
ち
場
で
あ
り
、
想
定
す
る
場
と
一
致
す
る
モ
チ
ー

フ
と
い
え
よ
う
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
地
震
絵
巻
は
、
薩
摩
藩
上
屋
敷
か
ら
中
屋
敷
へ
向
か
う
通
り
を

想
定
し
つ
つ
絵
巻
作
品
と
し
て
再
構
成
さ
れ
た
景
観
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
最

後
の
場
面
で
侍
の
一
行
が
向
う
幸
橋
御
門
の
向
う
側
に
は
被
災
し
た
薩
摩
藩
邸
が
あ

る
の
で
あ
る
。

④　

時
空
間
表
現
と
視
覚
効
果

こ
の
地
震
絵
巻
は
、
単
に
実
際
に
起
こ
っ
た
地
震
を
写
し
た
記
録
で
は
な
く
、
安

政
地
震
に
お
け
る
実
際
の
時
間
と
特
定
の
場
を
想
起
さ
せ
る
モ
チ
ー
フ
を
組
み
合
わ

せ
つ
つ
綿
密
に
再
構
成
さ
れ
た
作
品
と
し
て
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
に
は
、
巻
子
を
繰
り
広
げ
た
り
巻
き
取
っ
た
り
を
繰
り
返
し
な
が
ら
横
に
長
い

画
面
を
目
で
追
う
と
い
う
鑑
賞
方
式
で
高
い
視
覚
効
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
時
空

間
表
現
の
工
夫
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。
両
本
と
も
図
様
は
ほ
ぼ
共
通
す
る
の
で
、
東

大
本
を
も
と
に
3
│
②
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
沿
っ
て
具
体
的
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

第
一
景　

地
震
発
生
前

⑴　

導
入
は
、
霞
の
中
か
ら
現
れ
る
樹
木
の
頂
部
分
か
ら
始
ま
る
。
地
面
が
霞
に

隠
れ
て
い
る
の
で
、
高
い
所
か
ら
見
下
ろ
す
よ
う
な
視
点
）
31
（

で
絵
巻
に
入
る
と
茶
室

と
庭
先
の
老
人
が
現
れ
る
。
鑑
賞
者
を
迎
え
る
か
の
よ
う
に
空
を
見
上
げ
る
老
人

の
顔
へ
と
自
然
に
視
線
が
下
り
て
く
る
。

　

最
初
に
現
れ
る
草
庵
茶
室
は
、
軸
側
投
影
図
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
た
い
。
火
事
絵
巻
や
江
戸
時
代
の
風
俗
絵
巻
の
町
並
み
に
お
け
る
建
物
は
、

多
く
の
場
合
斜
投
影
図
で
右
面
を
見
せ
る
構
図
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
巻
子

の
形
状
に
沿
っ
て
真
横
に
視
点
を
移
動
さ
せ
る
に
は
都
合
が
良
い
自
然
な
構
図
で

あ
る
が
、
軸
側
投
影
図
の
場
合
は
建
物
の
左
右
面
が
等
し
く
描
か
れ
る
こ
と
で
、

ま
る
で
建
物
を
回
り
込
ん
で
移
動
す
る
か
の
よ
う
な
感
覚
を
与
え
る
。
つ
ま
り
、

そ
の
場
に
や
や
留
ま
る
感
覚
で
あ
る
。

　

地
震
絵
巻
の
導
入
部
に
描
か
れ
た
茶
室
を
含
む
商
家
は
俯
瞰
の
軸
側
投
影
図
で

描
か
れ
て
い
る
た
め
、
鑑
賞
者
の
視
点
は
高
く
、
そ
の
視
線
は
ゆ
っ
く
り
と
物
語

の
場
面
に
降
り
て
い
き
、
茶
室
を
ま
わ
っ
て
商
家
の
邸
内
に
入
る
。
縁
側
に
腰
掛

け
る
少
年
が
握
る
折
枝
の
指
し
示
す
方
向
に
導
か
れ
て
玄
関
か
ら
外
へ
出
て
い
く

と
、
玄
関
先
に
は
ま
さ
に
振
り
返
っ
て
邸
内
を
覗
く
男
が
鑑
賞
者
の
分
身）32
（

│
心
理

的
視
点
の
担
い
手
│
と
し
て
現
れ
、
鑑
賞
者
は
商
家
を
見
送
り
な
が
ら
賑
わ
う
町

へ
と
出
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
は
分
身
を
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
て
次
の
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
力

士
へ
た
ど
り
着
く
。
こ
こ
ま
で
は
人
物
が
行
き
交
う
よ
う
に
密
集
し
て
描
か
れ
て

い
る
た
め
、
鑑
賞
者
は
そ
の
場
で
町
の
賑
わ
い
を
熟
覧
さ
せ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

力
士
の
す
ぐ
左
に
は
先
ほ
ど
と
同
様
、
進
行
方
向
を
指
し
示
す
よ
う
に
右
手
に
棒

を
握
る
子
供
と
、
そ
れ
を
導
く
よ
う
に
先
に
駆
け
る
犬
が
現
れ
、
次
の
場
面
へ
と

視
線
は
ス
ム
ー
ズ
に
引
っ
張
っ
て
ゆ
か
れ
る
。

　

す
る
と
、
こ
こ
か
ら
の
建
物
は
斜
投
影
図
に
描
か
れ
、
視
点
は
下
が
っ
て
き
た

よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
。
通
り
を
歩
く
人
の
視
点
と
重
な
る
感
覚
で
あ
る
。
こ
こ
で

興
味
深
い
の
は
、
通
り
を
挟
ん
で
向
う
側
は
建
物
の
右
面
を
見
せ
る
よ
う
に
描
か

れ
て
い
る
が
手
前
側
は
左
面
を
見
せ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
図

８
）。
例
え
ば
「
熈
代
勝
覧
」（
図
17
））
33
（

に
み
ら
れ
る
よ
う
、
ど
ち
ら
も
同
じ
向
き

に
描
か
れ
る
の
が
俯
瞰
で
眺
め
た
町
並
み
の
合
理
的
構
図
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
一
件
矛
盾
す
る
よ
う
な
こ
の
構
図
に
は
ど
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
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か
。
そ
れ
は

〈
通
り
を
歩

く
人
の
視

点
〉
に
ヒ
ン

ト
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

実
際
に
通
り

を
歩
い
て
い

た
ら
左
右
の

建
物
が
ど
の

よ
う
に
目
に

映
る
か
を
想

像
し
て
み
る

と
、
右
手
は
右
面
を
左
手
は
左
面
を
見
せ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
地
震
絵
巻
で
は
、

こ
の
よ
う
に
描
く
こ
と
で
鑑
賞
者
の
分
身
を
地
震
発
生
直
前
の
江
戸
の
町
に
深
く

ひ
き
込
み
、
高
い
臨
場
感
を
与
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

　
「
熈
代
勝
覧
」
の
場
合
は
、
視
点
は
あ
く
ま
で
実
際
に
絵
巻
を
鑑
賞
し
て
い
る

人
か
ら
離
れ
ず
、
少
し
高
い
場
所
か
ら
江
戸
の
町
を
俯
瞰
し
て
み
つ
め
る
、
落
ち

着
い
た
鑑
賞
感
覚
で
あ
る
の
に
対
し
、
地
震
絵
巻
で
は
鑑
賞
者
を
よ
り
深
く
絵
巻

世
界
の
中
に
ひ
き
込
も
う
と
す
る
意
図
を
感
じ
さ
せ
る
。

　

文
字
に
よ
る
語
り
を
持
た
な
い
絵
巻
に
お
い
て
、
最
も
重
要
か
つ
表
現
の
難
し

い
導
入
部
が
、
驚
く
べ
き
緻
密
さ
で
計
算
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
の
配
置
と
構
図
に

よ
っ
て
自
然
に
描
き
出
さ
れ
、
鑑
賞
者
は
あ
っ
と
い
う
間
に
安
政
二
年
十
月
二
日

夜
十
時
ご
ろ
の
不
安
な
静
け
さ
漂
う
江
戸
の
町
に
立
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
景　

地
震
発
生

⑵　

間
違
い
な
く
、
こ
の
第
一
景
か
ら
二
景
へ
の
転
換
場
面
こ
そ
が
本
作
品
最
大

の
見
せ
場
で
あ
り
、
絵
画
に
よ
る
災
害
映
像
の
到
達
点
の
ひ
と
つ
と
言
え
よ
う
。

　

鑑
賞
者
の
分
身
は
印
象
的
な
按
摩
の
姿
と
重
な
り
、
背
景
に
は
薄
墨
が
ひ
か
れ

て
建
物
の
輪
郭
線
が
ぼ
や
け
て
く
る
。
こ
こ
は
実
際
に
商
店
が
立
ち
並
ん
だ
場
面

と
し
て
合
理
的
に
描
か
れ
て
い
な
が
ら
、
同
じ
よ
う
な
建
物
と
天
水
桶
が
斜
投
影

図
で
規
則
的
に
並
ぶ
こ
と
で
、
ま
る
で
コ
マ
送
り
で
画
像
を
追
っ
て
い
る
か
の
よ

う
な
感
覚
も
同
時
に
与
え
る
。
何
か
重
大
な
事
が
起
こ
る
前
触
れ
と
し
て
そ
の
直

前
の
凝
縮
さ
れ
た
一
瞬
が
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
（
高
速
度
撮
影
）
で
引
き
伸
ば
さ

れ
て
表
さ
れ
る
と
い
う
映
画
的
手
法
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
映
画
よ

り
も
先
行
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
昔
か
ら
変
わ
ら
ず
私
た
ち
に
共
通
す
る
記

憶
さ
れ
た
心
理
的
視
覚
を
再
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
場
の
雰
囲
気
を
追
体

験
さ
せ
よ
う
と
す
る
ね
ら
い
が
あ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

次
の
瞬
間
か
ら
再
び
視
点
は
高
く
な
り
、
大
震
災
の
一
撃
で
倒
壊
し
た
家
々
が

俯
瞰
す
る
よ
う
に
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
実
際
の
倒
壊
現
場
と
し
て
写
実
感
を

見
せ
な
が
ら
も
巻
子
を
繰
り
広
げ
る
鑑
賞
方
法
を
意
識
し
た
構
図
が
取
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
最
初
に
見
え
る
手
前
側
の
蔵
の
左
端
か
ら
徐
々
に
崩
れ
出

し
、
左
前
方
に
傾
く
家
屋
は
左
側
か
ら
崩
れ
て
ゆ
き
、
順
に
倒
壊
度
合
い
の
高
い

家
屋
が
描
か
れ
、
巻
子
を
広
げ
る
に
し
た
が
っ
て
次
第
に
倒
壊
し
て
ゆ
く
か
の
よ

う
に
見
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
通
り
は
水
平
で
は
な
く
、
斜
め
上
方
へ
と
走
っ
て

お
り
、
両
側
の
建
物
は
⑴
と
違
っ
て
ど
ち
ら
も
同
じ
向
き
に
描
か
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
惨
状
を
少
し
高
い
視
点
か
ら
一
瞥
さ
せ
る
よ
う
な
工
夫
と
い
え
る
だ
ろ

う
。

　

地
震
の
起
こ
る
瞬
間
を
こ
こ
ま
で
劇
的
か
つ
迫
力
あ
る
画
面
展
開
で
表
し
た
例

を
他
に
は
知
ら
な
い
。
こ
の
臨
場
感
は
絵
師
が
実
際
に
現
場
を
写
し
た
に
違
い
な

い
と
私
た
ち
に
思
わ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
べ
く
周
到
に

計
算
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
も
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

⑶　

通
り
が
左
斜
め
上
方
へ
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
遠
景
へ
と
視
線
を

図17　「熈代勝覧」部分
ベルリン国立アジア美術館 蔵
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誘
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
先
に
遠
く
の
町
が
現
れ
る
こ
と
で
、
次
第
に
火
が
燃
え

広
が
っ
て
く
様
が
効
果
的
に
表
さ
れ
て
い
る
。
画
面
上
方
の
町
は
小
さ
く
描
か
れ

る
こ
と
と
、
薄
墨
で
描
か
れ
る
こ
と
で
遠
近
感
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
東

大
本
で
は
、
最
も
遠
く
小
さ
く
描
か
れ
る
最
後
の
町
の
木
々
が
濃
く
緑
青
に
彩
色

さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
実
際
に
は
遠
い
火
災
現
場
に
、
視

線
を
強
く
惹
き
つ
け
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
よ
う
と
す
る
一
種
の
心
的
遠
近
法
）
34
（

と

言
え
る
。

　

こ
こ
に
、
此
方
へ
（
右
向
き
）
騎
馬
で
駆
け
付
け
る
侍
が
現
れ
る
。
絵
巻
上
で

進
行
方
向
（
左
向
き
）
に
走
る
人
物
は
、
鑑
賞
者
の
分
身
と
な
っ
て
先
へ
向
か
う

テ
ン
ポ
を
上
げ
る
効
果
を
も
た
ら
す
の
に
対
し
、
画
面
左
か
ら
右
に
走
る
人
物

は
、
左
手
に
巻
き
取
ら
れ
た
未
来
か
ら
何
か
を
告
げ
よ
う
と
現
れ
る
使
者
で
あ

り
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
先
で
お
こ
っ
て
い
る
事
件
│
火
災
│
の
予
感
を
鑑
賞
者
へ

与
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
そ
し
て
画
面
中
央
に
大
き
な
樹
木
を
配
す
る
こ
と

で
場
面
転
換
を
図
る
と
い
う
古
典
的
手
法
を
用
い
て
時
と
場
の
大
き
な
移
動
が
あ

り
、
次
の
場
面
に
は
一
旦
惹
き
つ
け
た
遠
く
の
町
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
読
み

解
け
る
だ
ろ
う
。

第
三
景　

地
震
火
事
発
生

⑷　

画
面
左
か
ら
火
の
粉
が
飛
ん
で
く
る
と
い
う
火
事
の
暗
示
は
火
事
絵
巻
で
も

同
様
の
手
法
で
、
風
下
側
か
ら
火
元
で
あ
る
進
行
方
向
に
向
か
っ
て
行
く
と
い
う

設
定
は
恐
怖
心
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
こ
で
も
⑵
と
同
様
の
構
図
で
建
物
が
描
か

れ
、
通
り
も
同
じ
く
左
斜
め
上
方
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。
反
復
す
る
構
図
は
、
同

じ
場
所
の
そ
の
後
の
様
子
と
い
う
二
重
イ
メ
ー
ジ
も
与
え
、
時
間
の
経
過
に
よ
っ

て
被
害
が
深
刻
化
し
て
い
く
様
が
巧
み
に
描
き
出
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
炎
と
黒
煙
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
空
間
を
経
て
、
実
に
巧
妙
な
構
図
の
変

化
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
先
ほ
ど
ま
で
は
火
の
粉
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
画
面
右
方

向
へ
人
々
が
避
難
し
て
い
た
が
、
こ
こ
か
ら
は
左
下
方
へ
と
避
難
す
る
人
々
が
描

か
れ
、
次
第
に
画
面
下
方
に
一
時
し
の
ぎ
を
す
る
人
々
が
溜
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
通
り
と
建
物
は
水
平
に
横
に
続
く
画
面
へ
変
わ
り
、
手
前
の
建
物
が
消
え
る

こ
と
で
視
点
も
下
が
り
、
風
下
の
位
置
は
画
面
右
方
か
ら
上
方
へ
と
変
わ
っ
て
い

る
。
こ
の
構
図
の
変
化
は
、
鑑
賞
者
の
分
身
に
、
不
安
と
恐
怖
を
感
じ
さ
せ
る
場

面
か
ら
、
避
難
す
る
人
々
と
共
に
炎
か
ら
逃
れ
て
ひ
と
ま
ず
安
全
な
風
下
か
ら
炎

に
包
ま
れ
た
建
物
を
眺
め
て
い
る
か
の
よ
う
な
気
分
の
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

第
四
景　

焼
け
跡

⑹　

火
事
が
収
束
し
た
後
の
焼
け
跡
の
場
面
、
視
線
は
遠
景
に
小
さ
く
描
か
れ
た

焼
け
跡
の
作
業
風
景
か
ら
中
景
の
駆
け
て
く
る
子
供
た
ち
へ
と
移
動
し
、
そ
こ
に

再
び
導
入
部
に
描
か
れ
た
よ
う
な
軸
側
投
影
図
建
物
が
配
置
さ
れ
る
こ
と
で
、

ゆ
っ
く
り
と
建
物
を
回
り
込
ん
で
銭
湯
へ
と
移
動
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
視
線
移
動

は
被
災
現
場
か
ら
子
供
、
銭
湯
、
団
ら
ん
と
い
う
や
わ
ら
か
な
曲
線
を
描
き
、
そ

れ
に
よ
る
夕
方
へ
の
時
間
移
行
に
よ
っ
て
日
常
へ
の
復
帰
の
イ
メ
ー
ジ
が
描
き
出

さ
れ
て
い
る
。

第
五
景　

復
興
へ
の
営
み

⑺　

こ
こ
か
ら
は
、
⑵
と
似
た
構
図
の
横
並
び
の
建
物
が
描
か
れ
る
が
、
⑵
で
は

黒
い
霞
で
建
物
が
ぼ
や
け
て
い
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
白
い
霞
で
屋
根
が
覆
わ
れ
て

い
く
。
前
者
は
夜
更
け
の
一
瞬
が
長
く
引
き
伸
ば
さ
れ
て
お
り
、
後
者
は
夜
明
け

へ
の
、
そ
し
て
季
節
の
移
り
変
わ
り
と
い
う
長
い
時
間
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
前
者
⑵
に
現
れ
る
呼
子
を
吹
く
按
摩
と
後
者
に
現
れ
る
鉦
を
叩
く
寒
念
仏

の
男
も
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
転
換
に
対
を
な
し
て
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
両
者

に
共
通
す
る
の
は
〈
音
〉
で
あ
る
。
絵
で
音
を
再
生
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で

あ
る
が
、
鑑
賞
者
の
記
憶
に
あ
る
音
を
再
生
さ
せ
る
装
置
た
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

両
場
面
は
シ
ン
メ
ト
リ
ー
な
構
成
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
比
的
な
気
分
を
効
果

的
に
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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⑻　

最
後
の
場
面
、
光
景
は
い
っ
き
に
遠
く
ま
で
開
け
、
人
物
も
小
さ
く
描
か
れ

て
い
る
。
視
点
が
次
第
に
高
く
遠
ざ
か
っ
て
い
く
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
こ
と
で
、

鑑
賞
者
の
分
身
は
画
中
世
界
か
ら
現
実
世
界
へ
戻
っ
て
ゆ
く
。
導
入
部
が
高
い
視

点
か
ら
次
第
に
下
り
て
き
て
画
中
世
界
に
入
っ
て
行
く
の
と
対
称
的
な
構
成
に

な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。　

⑤　

画
面
分
析
か
ら
み
る
両
本
の
関
係

次
に
、
他
に
類
例
の
な
い
二
つ
の
地
震
絵
巻
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
を
探

る
た
め
、
両
本
の
共
通
点
と
相
違
点
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

と
も
に
紙
本
着
色
の
巻
子
装
で
、
全
体
の
図
様
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
東
大
本
の

法
量
は
、
天
地
（
本
紙
）
三
六
・
一
糎
、
本
紙
の
長
さ
は
九
紙
を
繋
ぎ
一
、

〇
二
〇
・
五
糎
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
は
、
天
地
四
十
一
・
六
糎
、
本
紙
の
長
さ
は
八
紙
を
繋
ぎ

一
、一
六
八
・
一
糎
で
あ
る
。　

Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
は
、
東
大
本
に
比
べ
、
大
型
で
上
質
の
鳥
の
子
紙
を
使
用
し
て
お
り
、

天
地
が
五
・
五
糎
大
き
い
。
し
か
し
、
描
か
れ
た
図
は
両
本
と
も
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ

で
あ
る
。
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
は
上
下
に
余
白
が
も
た
さ
れ
、
そ
の
上
下
の
空
間
に
五
〜
六
糎

幅
の
金
霞
が
ひ
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
紙
全
長
も
東
大
本
よ
り
一
四
七
・
六
糎
長

い
の
で
あ
る
が
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
第
七
紙
の
終
わ
り
か
ら
十
七
糎
の
と
こ
ろ
で
絵
は
終

わ
っ
て
お
り
、
そ
の
後
と
第
八
紙
は
、
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
白
紙
の
状
態
で
あ
る

た
め
、
合
計
約
一
四
八
糎
分
の
余
白
を
差
し
引
く
と
両
本
は
ほ
ぼ
同
じ
長
さ
に
描
か

れ
て
い
る
。

両
本
の
画
像
を
同
縮
尺
透
過
度
五
〇
％
で
合
成
す
る
と
（
図
18
）、
場
面
毎
の
主

た
る
構
成
モ
チ
ー
フ
（
建
築
物
、
樹
木
、
人
物
）
の
輪
郭
線
が
ほ
ぼ
一
致
を
見
せ
る
。

つ
ま
り
同
様
の
原
本
を
敷
き
写
し
て
制
作
さ
れ
た
絵
巻
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
か
が
も

う
一
方
を
写
し
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
両
本
の
現
状
の
画
面
か
ら
受
け
る
印
象
は
か
な
り
違
っ
た
も
の
に

な
っ
て
い
る
。
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
で
使
用
さ
れ
て
い
る
紙
は
明
度
が
高
く
表
面
は
緻
密
で
艶

が
あ
る
た
め
、
絵
具
の

発
色
が
よ
く
、
細
い
線

ま
で
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ

る
。
こ
の
軽
や
か
な
抜

け
感
と
、
上
下
に
ひ
か

れ
た
金
霞
は
画
面
全
体

に
明
る
い
印
象
を
与
え

て
い
る
。
東
大
本
の
場

合
、
や
や
茶
色
味
の
あ

る
楮
紙
（
経
年
に
よ
る

変
色
も
あ
る
だ
ろ
う
）

の
上
で
は
墨
と
茶
の
区

別
が
鮮
明
で
な
く
絵
具

の
発
色
は
比
較
的
鈍
く

あ
ら
わ
れ
、
筆
触
は
柔

ら
か
で
厚
み
が
あ
る
た

め
、
全
体
に
暗
く
沈
ん

だ
印
象
を
受
け
る
。
こ

の
両
本
の
紙
質
の
違
い

か
ら
生
じ
る
差
異
は
考

慮
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
描
写
の
特
徴
を
比

較
し
て
み
た
。

両
本
の
彩
色
は
大
方

一
致
す
る
が
、
東
大
本

は
全
体
的
に
墨
彩
を
基

図18　 両本合成画像（東大本とCBL本を透過度50％で重ねたもの）
（C）The Trustees of the Chester Beatty Library, Dublin

東大本
CBL 本
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調
と
し
、
彩
色
部
分
は
控
え
め
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
は
反
対
に
白

（
胡
粉
）
の
使
用
が
多
く
、
茶
や
群
青
の
発
色
も
際
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
流
血

の
描
写
は
東
大
本
の
方
が
多
く
、
黒
味
の
あ
る
朱
が
目
を
引
く
。
炎
の
表
現
は
、
朱

が
太
く
濃
い
筆
致
で
暈
す
よ
う
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
で
は
、

細
い
墨
線
で
描
か
れ
た
炎
の
輪
郭
線
に
そ
っ
て
朱
が
薄
く
細
く
賦
彩
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
結
果
、
東
大
本
の
方
が
震
災
の
凄
惨
さ
を
感
じ
さ
せ
る
暗
さ
と
迫
力
あ
る
画

面
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
は
比
較
的
穏
や
か
で
温
か
み
の
あ
る
画
面
を
つ
く
っ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

人
物
の
描
き
方
は
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
の
方
が
や
や
額
を
大
き
く
描
く
傾
向
が
あ
る
。
薄

い
墨
線
で
描
か
れ
た
輪
郭
線
の
内
側
に
暈
し
の
あ
る
彩
色
を
施
し
て
立
体
感
を
出
す

の
は
共
通
し
て
い
る
が
、
東
大
本
は
肉
身
部
、
頭
髪
と
目
鼻
口
の
描
き
起
し
に
濃
墨

を
用
い
る
こ
と
や
、
口
に
朱
を
入
れ
る
傾
向
に
違
い
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
差
異
は
、

両
本
が
別
の
絵
師
の
手
に
よ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
図
19
）
ま
た
、
東
大
本
の
柔
ら
か

な
筆
触
の
薄
墨
に
よ
る
陰
影
で
表
さ

れ
た
瓦
礫
や
建
物
な
ど
の
背
景
に

は
、
湿
潤
な
空
間
の
厚
み
が
感
じ
ら

れ
、
そ
こ
に
明
瞭
な
輪
郭
線
を
持
っ

た
人
物
が
描
か
れ
る
こ
と
で
淡
彩
な

が
ら
め
り
は
り
の
あ
る
引
き
締
ま
っ

た
画
面
を
作
り
出
し
て
い
る
。
比
べ

る
と
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
の
背
景
描
写
は
や
や

硬
く
平
板
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
は

免
れ
な
い
が
、
細
部
が
丁
寧
に
描
か

れ
、
温
雅
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
印

象
を
受
け
る
。

基
本
的
に
は
両
本
と
も
に
狩
野
派
で
画
技
を
習
得
し
た
と
思
わ
れ
る
絵
師
に
よ
る

風
俗
画
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
絵
師
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
東
大
本
の
描
写
の
方
が
よ
り
熟
練
の
度
が
高
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

次
に
そ
れ
ぞ
れ
何
が
描
か
れ
て
い
る
か
│
情
報
│
に
つ
い
て
比
較
し
て
み
た
い
。

二
つ
の
地
震
絵
巻
に
は
、
全
体
を
通
し
て
細
か
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
主
な
と
こ

ろ
を
箇
条
書
き
に
列
挙
す
る
。

イ
．
町
人
の
着
物
を
見
る
と
、
東
大
本
は
江
戸
時
代
後
期
に
流
行
し
た
縦
縞
模
様
が

多
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
で
は
そ
の
大
半
が
無
地
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ

て
い
る
。
⑴
に
見
ら
れ
る
力
士
の
羽
織
袖
の
縞
模
様
は
、
東
大
本
の
方
が
正
確

な
向
き
に
描
か
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。（
図
20
）

ロ
．
調
練
帰
り
の
侍
た
ち
が
担
い
で
い
る
銃
は
、
東
大
本
で
は
銃
剣
が
装
着
さ
れ
て

図19　人物描写部分
（左、CBL本と右、東大本の比較）

（C）The Trustees of the Chester Beatty Library, Dublin

図20　力士の着物
（左、CBL本と右、東大本の比較）

（C）The Trustees of the Chester Beatty Library, Dublin

図21　鳶の刺青（左、CBL本と右、東大本の比較）
（C）The Trustees of the Chester Beatty Library, Dublin
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い
る
が
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
は
装
着
さ
れ
て
い
な
い
。

ハ
．
武
具
屋
の
店
先
に
腰
か
け
て
品
定
め
を
し
て
い
る
侍
は
、
東
大
本
で
は
頬
被
頭

巾
を
付
け
て
い
て
、
店
の
前
に
鑓
や
薙
刀
が
立
て
か
け
て
あ
る
が
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本

で
は
ど
ち
ら
も
描
か
れ
て
い
な
い
。

ニ
．
当
時
、
勇
み
肌
の
鳶
や
大
工
に
流
行
し
た
刺
青
が
東
大
本
に
は
細
か
く
描
き
込

ま
れ
て
い
る
が
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
で
は
全
く
描
か
れ
て
い
な
い
。（
図
21
）

ホ
．
焼
け
跡
か
ら
死
者
を
運
び
出
す
た
め
に
使
用
す
る
桶
の
一
部
（
町
人
地
に
お
け

る
）
が
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
で
は
黒
塗
り
の
天
水
桶
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
東
大
本
で
は

す
べ
て
白
木
の
棺
桶
。

全
体
的
な
傾
向
と
し
て
、
市
井
の
風
俗
は
東
大
本
の
ほ
う
が
細
や
か
に
反
映
さ
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ホ
．
の
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
に
つ
い
て
は
田
村
憲
美
氏
が
「
こ
の
部

分
は
震
災
の
様
相
を
描
い
た
当
時
の
随
筆
・
回
想
な
ど
の
作
品
と
そ
の
構
想
に
お
い

て
深
い
関
連
が
想
定
さ
れ
る
。」
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
天
水
桶
を
棺
桶
に
利
用
し

て
い
る
場
面
が
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
お
り
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
の
作
者
が
別
の
情
報
ソ
ー

ス
も
利
用
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
次
の
事
例
は
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
の
み
に
描

か
れ
て
い
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

ヘ
．
⑴
の
商
家
の
中
で
茶
道
具
が
納
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
木
箱
の
掛
け
紐
が

東
大
本
で
は
描
か
れ
な
い
。

ト
．
⑶
の

に
馬
を
繋
ぐ
綱
が
東
大
本
で
は
描
か
れ
な
い
。

チ
．
⑶
で
避
難
中
の
奥
方
の
周
り
で
行
き
来
す
る
家
臣
た
ち
は
東
大
本
で
は
素
足
で

あ
る
の
に
対
し
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
で
は
白
足
袋
を
履
い
て
い
る
。

リ
．
登
場
人
物
の
履
物
の
う
ち
、
下
駄
や
草
履
は
両
本
と
も
同
様
に
描
か
れ
て
い
る

が
、
草
鞋
に
つ
い
て
は
東
大
本
で
は
省
略
す
る
傾
向
が
あ
る
。

こ
れ
ら
つ
い
て
は
、
絵
手
本
に
は
描
か
れ
て
い
な
く
て
も
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
の
作
者
が
、

当
然
あ
る
べ
き
と
想
像
さ
れ
る
モ
チ
ー
フ
を
後
で
描
き
こ
ん
だ
と
い
う
可
能
性
も
否

定
で
き
な
い
。

次
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
違
い
は
描
か
れ
て
い
る
人
物
の
数
で
あ
る
。
東

大
本
五
九
六
人
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
五
八
八
人
で
あ
り
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
は
東
大
本
よ
り
八
人
少

な
い
。
正
確
に
言
え
ば
、
東
大
本
に
登
場
す
る
人
物
の
う
ち
、
十
六
人
が
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本

か
ら
消
え
て
い
て
、
反
対
に
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
だ
け
に
登
場
す
る
人
物
が
八
人
描
か
れ
て
い

る
。
こ
れ
を
詳
細
に
比
較
し
て
み
る
と
、
主
に
前
半
部
分
の
群
集
か
ら
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
で

人
が
省
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
倒
壊
し
た
家
か
ら
逃
げ
出
し
た
夫
婦
の
子
供
、
梁

の
下
敷
き
に
な
っ
た
人
、
会
話
す
る
男
な
ど
、
周
囲
の
モ
チ
ー
フ
と
絡
み
合
っ
て
い

る
人
物
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
元
に
な
っ
た
作
品
に
は
こ
れ
ら
の
人

物
は
描
か
れ
て
い
て
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
を
制
作
す
る
に
あ
た
っ
て
省
略
し
た
と
考
え
る
の

が
自
然
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
の
み
で
人
物
が
見
ら
れ
る
の
は
後
半
⑤
の
焼

け
跡
で
働
く
人
四
人
と
⑧
の
最
後
の
場
面
で
江
戸
城
に
登
城
す
る
一
行
の
供
連
れ
│

挟
箱
持
、
立
傘
持
、
口
取
り
、
小
者
│
の
四
人
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
絵
手
本
か
ら

Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
で
描
き
加
え
た
の
か
、
東
大
本
で
減
ら
し
た
の
か
、
判
断
す
る
の
は
困
難

で
あ
る
が
、
絵
巻
全
体
を
通
し
て
情
報
量
の
多
い
東
大
本
で
こ
こ
だ
け
人
物
を
省
略

す
る
の
は
む
し
ろ
不
思
議
で
あ
る
。
特
に
最
後
の
⑧
の
場
面
で
は
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
の
制

作
者
が
登
城
す
る
侍
に
相
応
し
い
よ
う
供
連
れ
の
体
裁
を
整
え
て
描
き
加
え
た
と
考

え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
作
品
の
比
較
だ
け
で
ど
ち
ら
が
先
行
す
る
の
か
を
判
断
す
る
の
は
早
計
で
あ
る

と
思
う
が
、
以
上
の
検
討
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
両
本
と
も
に
同
じ
絵
手
本
を
も

と
に
し
て
ほ
ぼ
同
時
期
に
制
作
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
東
大
本
を
も
と
に
し
て
Ｃ
Ｂ

Ｌ
本
が
制
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
は

庶
民
の
風
俗
や
流
血
の
場
面
を
少
し
控
え
た
表
現
の
鑑
賞
用
絵
画
に
整
え
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

⑥　

絵
師
と
制
作
目
的

二
つ
の
地
震
絵
巻
は
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
な
目
的
で
、
誰
に
描
か
せ
た
も
の
な
の

か
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
画
面
分
析
を
通
し
て
推
測
し
得
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
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て
お
き
た
い
。

3
│
①
で
述
べ
た
よ
う
に
、
東
大
本
の
伝
来
お
よ
び
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
に
付
属
す
る
メ
モ

の
内
容
か
ら
、
こ
れ
ら
が
島
津
家
や
近
衛
家
と
深
く
関
わ
る
経
緯
で
伝
来
し
て
い
る

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
安
政
二
年
当
時
、
薩
摩
藩
主
は
島
津
斉
彬
の
代
で
あ
っ
た
。

そ
の
時
、
江
戸
の
芝
に
あ
っ
た
薩
摩
藩
邸
に
は
斉
彬
養
女
の
篤
姫
が
居
て
将
軍
家
へ

の
入
輿
の
準
備
を
進
め
て
い
た
。
震
災
後
は
居
を
渋
谷
の
藩
邸
へ
移
し
、
安
政
三
年

（
一
八
五
六
）
近
衛
忠
煕
の
養
女
と
な
っ
て
徳
川
家
定
に
嫁
し
て
い
る
。
近
衛
忠
煕

の
正
室
は
島
津
斉
興
の
養
女
興
子
で
あ
り
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
は
忠
煕
の

子
忠
房
も
ま
た
島
津
家
よ
り
貞
姫
を
迎
え
て
い
る
。
両
家
の
関
係
は
深
く
、
Ｃ
Ｂ
Ｌ

本
に
付
属
す
る
ビ
ー
テ
ィ
ー
卿
の
メ
モ
が
文
字
通
り
近
衛
家
が
制
作
を
依
頼
し
た
こ

と
を
意
味
す
る
も
の
な
ら
ば
、
島
津
家
よ
り
原
本
を
借
り
て
写
し
を
作
ら
せ
た
か
、

近
衛
家
の
要
望
が
あ
っ
て
島
津
家
で
写
し
を
作
っ
て
送
っ
た
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ

う
。
あ
る
い
は
ビ
ー
テ
ィ
ー
卿
が
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
を
入
手
す
る
に
あ
た
っ
て
出
所
が
近
衛

家
で
あ
る
こ
と
を
聞
き
、
そ
れ
を
近
衛
家
の
依
頼
と
メ
モ
し
た
も
の
か
も
し
れ
な

い
。
現
在
の
と
こ
ろ
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
画
面
分
析
か

ら
描
か
れ
た
場
が
薩
摩
藩
邸
の
あ
る
芝
界
隈
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
鑑
み

て
、
原
本
は
島
津
家
に
よ
る
注
文
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
島
津
斉
彬
の
御
手
許
書
類

に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
東
大
本
は
斉
彬
が
亡
く
な
る
安
政
五
年

（
一
八
五
八
）
七
月
以
前
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

地
震
か
ら
ほ
ど
な
く
、
島
津
家
に
よ
る
注
文
で
制
作
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
ど
の
よ

う
な
絵
師
が
想
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
薩
摩
藩
の
御
用
を
務
め
る
絵
師
の
う
ち
、
安

政
二
年
以
降
に
地
震
絵
巻
を
描
き
得
た
狩
野
派
の
絵
師
は
数
多
く
い
る
。
当
時
の
薩

摩
藩
絵
師
の
動
向
に
つ
い
て
、
山
西
健
夫
氏
は
『
薩
摩
の
絵
師
た
ち）35
（

』
で
、
江
戸
時

代
後
期
に
な
る
と
薩
摩
画
壇
と
木
挽
町
狩
野
家
が
つ
な
が
り
を
強
め
て
行
く
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。
そ
の
表
現
方
式
に
お
い
て
先
行
す
る
と
考
え
ら
れ
る
火
事
絵
巻
の
絵

師
た
ち
も
ま
た
、
木
挽
町
狩
野
家
の
、
特
に
九
代
晴
川
院
養
信
の
門
弟
た
ち
で
あ
っ

た
）
36
（

。
た
だ
し
、
二
つ
の
地
震
絵
巻
が
必
ず
し
も
薩
摩
藩
お
抱
え
絵
師
の
手
に
な
る
と

ま
で
は
言
え
な
い
た
め
、
木
挽
町
狩
野
家
と
関
わ
る
絵
師
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘

す
る
に
と
ど
め
た
い
。

次
に
、
地
震
絵
巻
の
制
作
目
的
で
あ
る
が
、
文
献
資
料
に
よ
る
裏
付
け
は
出
来
な

い
た
め
、
今
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
分
析
を

通
し
て
検
討
を
加
え
た
い
。

安
政
大
地
震
が
起
き
た
直
後
、
藩
主
と
そ
の
家
族
の
安
否
、
お
よ
び
藩
邸
の
被
害

状
況
の
情
報
は
す
み
や
か
に
国
許
に
伝
達
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
必
要
な
情

報
を
短
時
間
で
効
率
よ
く
伝
え
る
の
は
ま
ず
文
字
に
よ
る
情
報
で
あ
り
、
次
に
そ
れ

を
明
示
す
る
絵
図
類
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
報
道
や
記
録
の
た
め
の
情
報
で
あ
る
が
、

地
震
絵
巻
は
そ
の
よ
う
な
目
的
│
事
実
を
伝
え
る
│
を
有
す
る
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
的

絵
画
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

震
災
に
お
け
る
具
体
的
情
報
│
い
つ
、
ど
こ
で
、
だ
れ
が
、
な
に
が
、
ど
の
よ
う

に
起
こ
っ
た
か
│
を
明
確
に
知
ら
せ
る
文
字
情
報
は
も
ち
ろ
ん
、
身
元
が
わ
か
る
よ

う
な
主
要
人
物
も
描
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
報
道
性
に
重
点
を
お
い
た
絵
画
と
は
言

え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
絵
巻
は
他
の
ど
ん
な
災
害
絵
よ
り
も
鑑
賞
者
を
画
中
に
引

き
込
み
強
い
臨
場
感
を
与
え
る
こ
と
は
、
そ
の
視
覚
効
果
に
つ
い
て
の
分
析
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
視
覚
効
果
を
与
え
る
た
め
に
巧
み
に
構
成
さ
れ
た
絵
画
で

あ
り
、
実
際
の
震
災
現
場
の
写
生
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
大
地
震
の
恐
怖

と
江
戸
の
人
々
の
復
興
へ
む
け
た
営
み
を
伝
え
る
た
め
に
、
現
実
の
場
と
事
件
を
舞

台
と
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
し
て
作
り
上
げ
た
再
現
ド
ラ
マ
風
絵

画
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

災
害
絵
に
は
、
報
道
性
に
重
点
を
お
く
も
の
と
物
語
性
に
重
点
を
お
く
も
の
が
あ

る
こ
と
は
1
│
①
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
制
作
目
的
（
享
受
者
の
関
心
）
に

よ
っ
て
軸
足
が
変
わ
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
安
政
の
大
地
震
直
後
に
出

版
さ
れ
た
『
安
政
見
聞
誌
』
や
い
く
つ
か
の
か
わ
ら
版
に
は
、
優
れ
て
迫
真
的
描
写
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の
報
道
性
の
高
い
絵
画
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
同
じ
よ
う
に
迫
真
的
な

描
写
が
用
い
ら
れ
な
が
ら
も
、
島
津
家
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
地
震
絵
巻
は
、
ま
る

で
そ
の
場
に
い
る
よ
う
な
興
奮
と
未
来
へ
の
希
望
を
情
感
に
直
接
伝
え
る
映
画
作
品

の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
事
実
の
羅
列
や
物
語
を
説
明

す
る
文
字
情
報
は
鑑
賞
の
妨
げ
で
す
ら
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考

え
る
と
、
二
つ
の
地
震
絵
巻
は
災
害
の
か
わ
ら
版
や
版
本
と
も
災
害
絵
図
と
も
そ
の

性
格
を
や
や
異
に
す
る
。
一
般
大
衆
に
向
け
た
報
道
や
風
刺
画
で
も
な
く
、
藩
に
よ

る
公
式
な
報
告
や
記
録
画
で
も
な
い
、
島
津
家
の
人
々
の
関
心
を
満
た
す
べ
く
作
ら

れ
た
一
大
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
映
画
に
例
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
結
果
と
し
て
他
に
例
の
な

い
特
異
な
地
震
絵
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

榊
原
悟
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に）37
（

、
こ
の
不
思
議
な
明
る
さ
と
楽
天
的
な
結
末
は
、

現
代
人
の
私
た
ち
に
は
思
慮
深
さ
を
欠
く
と
見
え
か
ね
な
い
ム
ー
ド
を
漂
わ
せ
て
い

る
。
そ
し
て
こ
の
ム
ー
ド
は
一
連
の
火
事
絵
巻
に
も
通
底
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
す
べ

て
の
制
作
動
機
を
一
様
に
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
火
事
絵
巻
写
本
の
作
例
に

制
作
者
や
鑑
賞
者
の
気
分
を
窺
わ
せ
る
次
の
よ
う
な
一
文
が
残
さ
れ
て
い
る
。

嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
に
「
江
府
町
火
消
画
図
」（
個
人
蔵
）
を
写
し
た
三
枝

守
道
）
38
（

は
そ
の
制
作
の
動
機
を
奥
書
に
記
し
て
い
る
。「
…
神
田
に
す
め
る
斎
藤
月
岑

ぬ
し
の
所
蔵
し
け
る
を
見
る
に
画
図
殊
に
こ
ま
や
か
に
う
つ
し
其
此
を
今
眼
の
前
に

見
る
こ
こ
ち
し
て
め
ず
ら
か
な
る
も
の
な
れ
ば
、
か
り
も
て
き
て
う
つ
し
お
き
ぬ
…
」

秋
田
藩
江
戸
用
人
で
人
気
黄
表
紙
作
家
の
朋
誠
堂
喜
三
二
が
火
事
絵
巻
写
本
の
余

白
部
分
に
戯
文
を
書
き
入
れ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
の
中
の
一
節
「
鳥
か
曰　

扨
て

〳
〵
け
ふ
の
火
事
は
お
も
し
ろ
か
っ
た　

月
夜
に
出
た
き
ど
り
て
風
か
み
に
廻
つ
て

み
て
居
る
と
け
し
か
ら
す
お
も
し
ろ
い
…）39
（

」

こ
れ
に
は
火
事
が
あ
る
と
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な
い
と
い
う
あ
ら
ゆ
る
階
層
の

人
々
に
も
共
通
す
る
野
次
馬
見
物
の
心
理
に
近
い
も
の
を
感
じ
る
。
榊
原
氏
の
指
摘

す
る
よ
う
に
、
地
震
絵
巻
に
は
世
直
し
へ
の
期
待
と
い
う
気
分
も
込
め
ら
れ
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
絵
師
は
享
受
者
の
物
見
高
さ
を
満
足
さ
せ
る
絵
画
と
し
て
そ

の
技
量
の
限
り
を
尽
く
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
昂
揚
感
を
持
っ
て
鑑
賞

さ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

島
津
家
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
大
名
家
に
は
災
害
を
含
め
大
事
件
が
起
こ
っ

た
際
、
そ
れ
を
絵
巻
に
し
て
藩
主
の
御
手
許
本
と
し
た
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な

く
、
そ
れ
ら
に
詳
細
な
詞
書
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
も
多
い
。
そ
れ
ら
は
基
本
的
に
展

開
す
る
絵
を
楽
し
む
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
近
衛
家
の
伝
来

と
伝
わ
る
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
は
、
よ
り
優
美
で
温
雅
な
絵
に
体
裁
を
整
え
た
絵
巻
で
あ
る
こ

と
か
ら
も
、
島
津
家
と
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
近
衛
家
の
縁
者
た
ち
に
も
江
戸
で
起

こ
っ
た
大
地
震
の
様
子
を
視
覚
的
に
伝
え
る
た
め
に
作
ら
れ
た
写
し
で
あ
っ
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い）40
（

。

ま
と
め
に
か
え
て

こ
の
よ
う
な
地
震
絵
巻
が
制
作
さ
れ
た
経
緯
と
し
て
、
初
発
性
の
高
い
か
わ
ら
版

や
地
震
直
後
に
出
版
さ
れ
た
『
安
政
見
聞
誌
』
の
絵
画
と
の
具
体
的
な
関
係
、
安
政

五
年
頃
ま
で
に
絵
師
が
目
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
地
震
の
随
筆
、
回
想
録
、
漢
詩
文

と
い
っ
た
テ
キ
ス
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
都
合
で
詳
し
い
論
及
を
別
稿

に
譲
る
が
、
地
震
絵
巻
も
ま
た
基
本
的
に
は
狩
野
派
の
絵
師
が
絵
画
作
品
を
制
作
す

る
方
法
│
粉
本
を
利
用
し
て
絵
画
作
品
を
作
り
上
げ
る
│
に
よ
っ
て
出
来
て
い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
る
で
映
画
が
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
技
法
を
獲
得
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
物
語
を
語
り
始
め
る
よ
う
に
、
全
体
が
細
部
に
い
た
る
ま
で
巧
妙
に
計
算

さ
れ
た
構
図
と
モ
チ
ー
フ
の
配
置
に
よ
っ
て
場
が
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
巧
妙
な
時
空
間
表
現
に
つ
い
て
は
、
中
世
以
降
の
絵
巻
物
に
お
け
る
表
現
よ

り
も
む
し
ろ
、
院
政
期
の
す
ぐ
れ
た
絵
巻
作
品
に
そ
の
淵
源
を
感
じ
る
。
江
戸
時
代

後
期
の
一
部
の
狩
野
派
の
絵
師
に
よ
る
災
害
絵
巻
に
お
い
て
な
ぜ
こ
れ
が
再
現
し
え

た
の
か
、
本
稿
で
は
そ
こ
に
深
く
立
ち
入
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
ひ
と
つ
の
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可
能
性
と
し
て
木
挽
町
狩
野
家
、
晴
川
院
養
信
に
よ
る
絵
巻
物
の
模
写
作
業
と
の
関

係
を
呈
示
し
て
お
き
た
い）41
（

。

彼
ら
は
古
典
絵
巻
作
品
を
模
写
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
展
開
す
る
時
空
間
表
現
を
直

接
深
く
学
ぶ
機
会
を
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
単
に
描
か
れ
た
モ
チ
ー
フ

や
構
図
を
粉
本
と
し
て
取
り
入
れ
る
だ
け
で
は
真
に
そ
の
再
現
を
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
だ
ろ
う
。
鑑
賞
者
を
強
く
惹
き
つ
け
る
よ
う
な
、
巧
み
な
時
空
間
表
現
を
も
た

ら
す
視
覚
効
果
の
秘
密
を
解
き
明
か
す
鋭
い
洞
察
力
と
映
像
編
集
能
力
が
求
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

比
較
的
作
例
の
多
い
火
事
絵
巻
を
見
て
い
て
不
思
議
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
同

じ
よ
う
な
写
し
で
あ
り
な
が
ら
、
冗
長
に
感
じ
ら
れ
る
作
品
と
、
気
分
を
高
揚
さ
せ

る
作
品
が
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
院
政
期
の
絵
巻
物
が
持
つ
生

き
生
き
と
し
た
表
現
の
秘
密
に
気
づ
き
得
た
絵
師
の
み
が
そ
れ
を
自
分
の
も
の
と

し
、
新
た
な
命
を
物
語
る
絵
に
吹
き
込
む
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
あ
る
。

東
京
大
学
と
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
所
蔵
さ
れ
る
二
つ

の
地
震
絵
巻
は
、
日
本
の
古
典
的
絵
巻
作
品
に
あ
っ
た
豊
か
な
時
空
間
表
現
が
、
幕

末
期
に
は
か
な
り
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
西
洋
的
合
理
的
時
空
間
把
握
の
中
に
違
和

感
な
く
展
開
さ
れ
た
作
品
と
し
て
、
映
画
的
絵
画
の
ひ
と
つ
の
到
達
点
で
あ
る
と
考

え
る
。

〔
註
〕

（
1
）  

災
害
教
訓
の
継
承
に
関
す
る
専
門
調
査
会
報
告
書
「1855 

安
政
江
戸
地
震
」（
内

閣
府
・
中
央
防
災
会
議　

平
成
十
六
年
三
月
）

 
 

以
下
、
安
政
江
戸
地
震
の
規
模
と
被
害
に
つ
い
て
は
上
記
報
告
書
の
数
値
を
参
考

に
し
た
。

（
2
）  

明
治
十
八
年
か
ら
内
務
省
に
よ
る
地
震
の
業
務
観
測
が
始
ま
る
た
め
、
そ
れ
以
前

の
地
震
の
実
態
は
古
記
録
に
た
よ
っ
て
把
握
す
る
し
か
な
い
。
そ
の
よ
う
な
地
震
が

歴
史
地
震
と
よ
ば
れ
て
い
る
。（
註
1
／
第
１
章
第
2
節
│
1
）

（
3
）  

註
1
／
第
2
章　

北
原
糸
子
氏
に
よ
る
と
、
町
人
地
の
被
害
に
つ
い
て
は
一
応
信

頼
す
べ
き
数
値
が
得
ら
れ
て
い
る
が
、
武
家
地
に
つ
い
て
は
未
だ
不
明
な
こ
と
が
多

い
と
さ
れ
る
。

（
4
）  

北
原
糸
子
著
『
近
世
災
害
情
報
論
』（
二
〇
〇
三
年
、
塙
書
房
）

（
5
）  

拙
稿
「
江
戸
時
代
火
事
絵
巻
研
究
│
表
現
の
手
法
と
目
的
」（『
美
術
史152 V

ol.LI 
N
o.2

』
二
〇
〇
二
年
、
美
術
史
学
会
）

（
6
）  

註
4
／
第
5
章
「
江
戸
時
代
の
メ
デ
ィ
ア 

か
わ
ら
版
は
何
を
伝
え
た
か
」
に
お
い

て
東
京
大
学
大
学
院
情
報
学
環
社
会
情
報
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
の
小
野
秀
雄
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
を
内
容
か
ら
分
類
し
、
地
震
が
全
体
の
21
・
5
％
と
最
も
多
く
、
次
い

で
火
事
が
19
・
6
％
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
一
八
四
〇
年
〜
五
〇
年
に
急
増
し
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
傾
向
性
を
さ
ま
ざ
ま
な
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
と
の
比
較
検
討
の
上
、
実
際
に
出
版
さ
れ
た
か
わ
ら
版
の
特
徴
を
表
す
も
の

で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
7
）  

地
方
に
お
け
る
出
版
物
の
実
態
や
、
肉
筆
の
災
害
絵
に
つ
い
て
の
全
国
的
調
査
は

成
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
正
確
な
数
字
は
わ
か
ら
な
い
が
、
災
害
絵
巻
調
査
を
通
じ

て
把
握
で
き
る
大
名
家
伝
来
肉
筆
画
の
傾
向
は
、
火
事
絵
巻
が
多
い
こ
と
、

一
八
〇
〇
年
代
以
降
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
い
え
る
。

（
8
）  

江
戸
の
大
火
で
も
特
に
被
害
の
甚
大
で
あ
っ
た
三
大
大
火
と
し
て
、
明
暦
三
年

（
一
六
五
七
）
の
明
暦
の
大
火
、
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
の
目
黒
行
人
坂
火
事
、
文

化
三
年
（
一
八
〇
六
）
丙
寅
火
事
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

（
9
）  

万
治
四
年
（
一
六
六
一
）
に
刊
行
さ
れ
た
、
浅
井
了
意
に
よ
る
仮
名
草
子
。
明
暦

の
大
火
を
物
語
風
に
著
述
す
る
形
で
挿
絵
が
多
く
、
初
期
の
火
掛
か
り
の
様
子
な
ど

が
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。

（
10
）  
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
三
月
に
刊
行
。
二
九
〇
〇
部
を
発
行
し
た
が
、
無
許
可

出
版
物
と
し
て
出
版
後
、
幕
府
に
よ
っ
て
発
禁
処
分
と
な
り
、
版
元
は
処
罰
さ
れ
た
。

（
11
）  

安
政
三
年
六
月
に
刊
行
。

（
12
）  

江
戸
時
代
末
期
の
歌
川
広
重
筆
「
江
戸
乃
華
」（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）
鬼
蔦
斎
筆

「
鎮
火
安
心
図
巻
」（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）
等
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
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個
人
コ
レ
ク
タ
ー
の
元
に
あ
っ
て
未
公
開
の
作
例
も
あ
り
、
今
後
の
さ
ら
な
る
調
査

が
必
要
な
分
野
で
あ
る
。

（
13
）  
箱
蓋
裏
の
貼
付
紙
片
に
「
江
戸
火
事
之
図　

田
代
幸
春
筆　

壹
巻
／
右
者
小
野
杉

右
衛
門
高
祖
父
拝
領
之
品
ニ
候
処
末
々
廉
抹
之
取
扱
ニ
相
成
候
而
者
恐
入
候
付
依
願

奉
差
上
御
物
ニ
相
成
／
文
化
十
一
甲
戌
十
二
月
」
と
あ
り
。
題
箋
に
は
「
明
暦
大
火

之
図
」
と
記
さ
れ
る
。
箱
の
小
口
に
「
江
戸
大
火
之
図
」
お
よ
び
「
六
十
九
号
」
と

書
か
れ
た
南
紀
徳
川
家
の
票
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
絵
師
の
田
代
幸
春
に
つ
い
て
は
詳

細
不
明
。制
作
年
に
つ
い
て
は
、
蓋
裏
紙
片
の
記
述
に
よ
る
な
ら
ば
、
江
戸
時
代
初
期
、

十
七
世
紀
末
〜
十
八
世
紀
初
頭
頃
に
小
野
杉
右
衛
門
の
曽
祖
父
が
拝
領
し
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
た
め
、
明
暦
の
大
火
を
描
い
た
と
い
う
可
能
性
は
高
い
。
江
戸
東
京
博

物
館
所
蔵
。

（
14
）  

三
井
文
庫
所
蔵
「
火
消
絵
巻
」
は
、
画
中
の
空
白
部
分
に
文
章
が
書
き
こ
ま
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
中
期
の
人
気
黄
表
紙
作
家
で
あ
っ
た
朋
誠
堂
喜
三
二
（
本

名
、
平
沢
常
富
）
が
絵
を
見
て
そ
こ
か
ら
想
起
さ
れ
る
戯
文
を
書
き
込
ん
だ
も
の
で

あ
る
。し
た
が
っ
て
、
絵
の
後
に
文
が
出
来
た
例
と
な
る
。拙
稿
「
三
井
文
庫
所
蔵
『
火

消
絵
巻
』
│
戯
文
入
り
絵
巻
成
立
の
経
緯
│
」（『
デ
ア
ル
テ
第
一
八
号
』
二
〇
〇
二

年
、
九
州
藝
術
学
会
）

（
15
）  

註
（
5
）。

（
16
）  

柳
川
藩
御
用
絵
師
、
梅
澤
晴
峩
筆
「
江
戸
失
火
消
防
ノ
景
」
は
、
一
連
の
火
事
絵

巻
の
中
で
も
同
時
代
の
火
事
風
俗
が
考
証
さ
れ
て
再
構
成
さ
れ
た
作
例
と
し
て
秀
で

て
い
る
。
拙
稿
「
柳
川
藩
立
花
家
伝
来
「
江
戸
失
火
消
防
ノ
景
」
│
巻
子
装
絵
画
に

お
け
る
物
語
再
生
の
手
法
│
」（『
民
族
藝
術V

O
L.22

』
二
〇
〇
六
年
、
民
族
藝
術
学

会
）

（
17
）  

天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
正
月
晦
日
の
朝
、
宮
川
町
か
ら
出
火
し
、
応
仁
の
乱
で
焦

土
と
な
っ
て
以
来
の
大
火
で
あ
っ
た
。
円
山
応
挙
の
筆
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
が
、
む
し

ろ
岸
派
の
横
山
華
山
に
近
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
。

（
18
）  

山
本
博
文
「
解
題
」（『
島
津
家
文
書
目
録
Ⅲ
』
二
〇
〇
〇
年
、
東
京
大
学
史
料
編

纂
所
）

　
　
　

こ
の
「
島
津
家
御
手
許
書
類
」
に
は
、
幕
末
、
明
治
の
史
料
も
入
っ
て
い
る
た
め
、

す
べ
て
が
島
津
久
光
の
御
手
許
本
と
は
言
え
な
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
19
）  

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
。
こ
の
目
録
に
箱
番
号
五
「
江
戸
大
地
震
ノ
図
」
が

記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
欄
外
に
後
の
書
き
込
み
「（
83
）
大
箪
笥
4
、
二
（
第
四
段
） 

（
九
）
第
九
括
」
が
み
ら
れ
る
。

（
20
）  

箱
石
大
「
135　

江
戸
大
地
震
図
巻　

作
品
解
説
」（『
時
を
超
え
て
語
る
も
の　

史

料
と
美
術
の
名
宝
』
展
覧
会
図
録　

二
〇
〇
一
年
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
）

　
　
　

本
絵
巻
は
そ
の
出
自
か
ら
島
津
家
当
主
（
と
く
に
斉
彬
）
の
御
手
許
本
で
あ
る
と

想
定
し
な
が
ら
も
、
明
治
期
以
降
の
家
史
編
纂
事
業
の
過
程
で
入
手
さ
れ
た
可
能
性

も
否
定
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
後
述
の
画
面
分
析
か
ら
、
描
か
れ
た
内
容
が
島
津

家
と
の
関
わ
り
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
同
家
に
よ
る

制
作
、
つ
ま
り
斉
彬
の
御
手
許
本
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
い
え
よ
う
。

（
21
）  

潮
田
淑
子
作
品
解
説
四
九
、
安
政
大
地
震
災
禍
図
巻
（『
日
本
の
物
語
絵　

ア
イ
ル

ラ
ン
ド
・
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
一
九
八
六
年
、
サ
ン
ト

リ
ー
美
術
館
）

（
22
）  

田
村
憲
美
「
113　

安
政
大
地
震
災
禍
図
巻
作
品
解
説
」（『
絵
巻
絵
本
解
題
目
録
』

国
文
学
研
究
資
料
館
・T

he Chester Beatty Library

編
、
二
〇
〇
二
年
、
勉
誠

出
版
）

（
23
）  

註
（
22
）。

（
24
）  

『
江
戸
買
物
獨
案
内　

上
』
に
は
、「
武
具
馬
具
御
糸
物
御
誂
御
好
次
第
」
と
あ
り
、

武
具
を
現
金
掛
け
値
な
し
で
販
売
し
て
い
た
店
で
あ
っ
た
。
絵
に
描
か
れ
た
店
の
紋

と
完
全
に
一
致
し
な
い
が
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
商
店
は
す
べ
て
同
書
の
芝
神
明
界
隈

に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
絵
巻
の
始
ま
り
と
し
て
、
同
地
を
想
定
し
た
と
推
測
す

る
所
以
で
あ
る
。

（
25
）  

『
江
戸
府
内
絵
本
風
俗
往
来
』
菊
池
貴
一
郎
著
、
明
治
三
十
八
年
、
東
陽
堂

（
26
）  

銃
剣
が
装
着
さ
れ
る
の
は
洋
式
銃
の
み
で
あ
る
。
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
で
は
剣
は
装
着
さ
れ

て
い
な
い
が
二
つ
も
し
く
は
三
つ
バ
ン
ド
の
銃
で
あ
り
、
こ
れ
も
洋
式
銃
の
特
徴
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
モ
チ
ー
フ
の
大
き
さ
が
小
さ
い
こ
と
と
、
絵
師
の
銃
に
関
す
る
知

識
不
足
か
ら
か
、
形
状
が
火
縄
銃
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
お
そ
ら
く
洋
式
銃
の
調
練

帰
り
の
侍
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
27
）  

幕
臣
。
父
英
龍
は
高
島
秋
帆
か
ら
西
洋
砲
術
を
学
び
、
そ
の
普
及
に
務
め
た
。
英

敏
は
そ
の
遺
志
を
継
ぎ
、
安
政
二
年
五
月
に
幕
府
か
ら
土
地
を
下
賜
さ
れ
て
芝
新
銭
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座
に
大
小
砲
習
練
場
を
設
置
。
そ
こ
で
は
、
三
千
人
以
上
の
幕
臣
や
諸
藩
士
の
入
門

者
が
西
洋
砲
術
を
学
ん
で
い
る
。

（
28
）  

「1855　

安
政
江
戸
地
震
報
告
書
」（
二
〇
〇
四
年
、
中
央
防
災
会
議
・
災
害
教
訓

の
継
承
に
関
す
る
専
門
調
査
会
）

（
29
）  

北
原
糸
子
「
絵
図
解
説　

江
戸
大
地
震
之
図
」（『
予
防
時
報
』
二
〇
〇
二
年
、
日

本
損
害
保
険
協
会
）

　
　
　

こ
の
行
列
に
描
か
れ
た
婦
人
は
、
一
向
宗
の
婦
人
が
報
恩
講
の
参
詣
に
か
ぶ
っ
た

と
い
わ
れ
る
角
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
な
い
。

（
30
）  

「
め
」
組
の
纏
は
、
明
治
に
入
っ
て
官
制
消
防
制
度
が
発
足
し
た
後
の
絵
画
資
料
で

は
そ
れ
ま
で
の
「
籠
目
八
ツ
花
形
」
か
ら
「
重
ね
枡
」（
火
消
し
の
間
で
は
「
釘
抜
き

角
」
と
呼
ば
れ
る
）
に
変
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
が
い
つ
か
ら
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
そ
れ
ま
で
の
町
火
消
の
纏
が
踏

襲
さ
れ
て
新
制
度
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
た
め
、「
重
ね
枡
」
が
当
時
の
め
組
で
用

い
ら
れ
て
い
た
意
匠
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

（
31
）  

こ
こ
で
言
う
〈
視
点
〉
と
い
う
言
葉
は
、
対
象
を
ど
こ
か
ら
見
て
い
る
か
と
い
う

立
脚
点
の
こ
と
と
し
、
ど
こ
を
見
て
い
る
か
と
い
う
注
視
点
へ
の
ま
な
ざ
し
を
〈
視

線
〉
と
し
て
区
別
す
る
。

（
32
）  

高
橋
亨
「
文
芸
と
絵
巻
物
│
表
現
法
の
共
通
性
と
差
異
」（『
絵
巻
物
の
鑑
賞
基
礎

知
識
』
一
九
九
五
年
、
至
文
堂
）

　
　
　

絵
巻
を
見
る
と
き
に
は
、
鑑
賞
者
は
画
中
の
モ
チ
ー
フ
に
感
情
移
入
し
て
同
化
し

た
り
、
離
れ
た
り
を
繰
り
返
し
な
が
ら
意
味
内
容
を
読
み
取
っ
て
い
く
現
象
が
お
こ

る
こ
と
に
つ
い
て
「
画
中
の
視
点
人
物
」
を
想
定
し
て
説
明
し
て
い
る
。

（
33
）  

文
化
二
年
頃
の
江
戸
日
本
橋
の
賑
わ
い
を
描
い
た
風
俗
絵
巻
一
巻
。
紙
本
着
色
。

天
地
四
三
・
七
糎
、
長
さ
一
二
三
二
・
二
糎
。
作
者
不
明
。
ベ
ル
リ
ン
国
立
ア
ジ
ア
美

術
館
所
蔵
。

（
34
）  

註
（
29
）。
高
橋
氏
は
「
心
的
遠
近
法
」
と
い
う
概
念
で
、
平
安
朝
の
文
芸
と
絵
に

共
通
す
る
語
り
の
手
法
を
と
ら
え
、
西
洋
に
お
け
る
透
視
図
法
に
よ
る
遠
近
法
と
相

対
化
し
た
。
地
震
絵
巻
に
は
透
視
図
法
的
形
態
把
握
と
違
和
感
な
く
心
的
遠
近
法
が

滑
り
込
ま
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
基
本
的
に
遠
く
に
い
く
ほ
ど
色
彩
や
色
調
が

大
気
に
影
響
を
受
け
て
薄
く
不
明
瞭
に
な
っ
て
ゆ
く
空
気
遠
近
法
が
み
ら
れ
る
が
、

東
大
本
で
は
、
最
も
遠
い
町
並
み
で
濃
く
明
瞭
に
描
か
れ
て
い
る
。

（
35
）  

永
田
雄
次
郎
・
山
西
健
夫
『
薩
摩
の
絵
師
た
ち
』（
か
ご
し
ま
文
庫
○
43
、
一
九
九
八

年
、
春
苑
堂
出
版
）

（
36
）  

註
（
5
）。
表
1
に
み
る
絵
師
の
う
ち
竹
沢
養
渓
は
木
挽
町
狩
野
家
七
代
養
川
院
惟

信
門
人
、
三
村
晴
山
、
梅
沢
晴
峩
、
佐
久
間
晴
嶽
は
九
代
晴
川
院
養
信
門
人
で
あ
る
。

（
37
）  

榊
原
悟
「
63　

安
政
大
地
震
災
禍
図
巻
作
品
解
説
」（『
秘
蔵
日
本
美
術
大
観
五　

チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
』
一
九
九
三
年
、
講
談
社
）

　
　
　

最
後
の
場
面
に
み
る
尋
常
で
は
な
い
図
様
の
明
る
さ
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
世
直
し

へ
の
期
待
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
38
）  

詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
巻
末
の
署
名
に
よ
る
と
三
枝
守
道
が
一
五
歳
の
時
に
描

い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
幕
府
旗
本
三
枝
守
道
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
39
）  

表
1
│
13
。
拙
稿
「
三
井
文
庫
所
蔵
『
火
消
絵
巻
』
│
戯
文
入
り
絵
巻
成
立
の
経

緯
│
」（『
デ
ア
ル
テ
18
』
二
〇
〇
二
、九
州
藝
術
学
会
）

（
40
）  

註
（
4
）。
藩
主
の
手
許
に
お
か
れ
た
災
害
の
絵
画
資
料
の
例
と
し
て
は
寛
政
四
年

（
一
七
九
二
）
の
島
原
普
賢
岳
噴
火
の
絵
図
類
が
松
代
藩
主
真
田
幸
弘
（
一
七
四
〇
〜

一
八
一
五
）
の
手
択
品
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
北
原
糸
子
氏

は
、
松
代
藩
主
の
手
許
に
島
原
噴
火
の
写
図
が
存
在
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
幸
弘
の

妹
が
島
原
藩
主
松
平
忠
恕
に
嫁
し
て
い
る
関
係
を
指
摘
し
、
災
害
情
報
が
姻
戚
関
係

を
軸
に
リ
ー
ク
し
て
い
く
痕
跡
を
示
す
例
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
41
）  

池
田
宏
「
狩
野
晴
川
院
『
公
用
日
記
』
に
み
る
諸
相
」（
東
京
国
立
博
物
館
紀
要
第

二
八
号
、
一
九
九
三
年
）

 
 

松
原
茂
「
狩
野
晴
川
院
と
絵
巻
」（M

U
SEU

M
 N
o.344

、
一
九
七
九
年
）

〔
付
記
〕「
め
」
組
の
旗
に
つ
い
て
は
、
平
野
英
夫
氏
（
江
戸
風
俗
研
究
家
）、
洋
式
銃
の
形

状
に
つ
い
て
は
、
峯
田
元
治
氏
（
日
本
銃
砲
史
学
会
常
務
理
事
）
に
そ
れ
ぞ
れ
貴

重
な
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
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