
身
延
山
に
於
け
る
大
学
の
前
学
頭
と
し
て
、
永
年
尽
力
し
て
来
ら
れ
た
松
木
本
興
先
生
は
、
明
治
三
十
一
年
五
凡
に
、
身
延
町
の
新
宿

で
誕
生
さ
れ
、
望
月
日
明
上
人
の
門
下
と
な
り
、
祖
山
学
院
に
学
ば
れ
た
。

大
正
八
年
三
月
、
祖
山
学
院
高
等
部
本
科
を
卒
業
す
る
や
、
直
に
内
地
留
学
生
と
し
て
、
東
部
天
台
宗
大
学
（
現
在
の
大
正
大
学
）
に

学
ば
れ
、
天
台
学
を
専
攻
さ
れ
た
。
然
し
、
先
生
は
宗
学
者
た
ら
ん
と
す
る
希
望
の
外
に
、
若
く
か
ら
、
布
教
師
と
し
て
の
望
み
も
、
又

大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
。

昭
和
四
十
四
年
十
月
廿
四
日
、
宗
務
院
に
於
て
、
第
二
十
二
回
日
蓮
宗
教
学
研
究
発
表
大
会
が
開
か
れ
、
特
別
発
表
と
し
て
、
「
近
代
宗
学
の
回
顧
と

展
望
」
と
い
う
共
通
テ
ー
マ
で
、
物
故
さ
れ
た
望
月
歓
厚
教
授
（
三
回
忌
）
、
松
木
本
興
教
授
（
三
回
忌
）
、
鈴
木
一
成
教
授
（
七
回
忌
）
、
執
行
海
秀

教
授
（
一
周
忌
）
の
四
先
生
の
回
忌
を
偲
ん
で
．
そ
れ
ぞ
れ
学
風
と
業
統
を
発
表
し
た
が
、
本
稿
は
そ
の
折
り
の
要
旨
で
あ
る
。

松
木
本
興
先
生
の
教
化
と
近
代
宗
学

ま
え
が
き

一
、

上
田
本

日
日
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即
ち
先
生
は
、
教
化
者
た
ら
ん
と
欲
し
て
、
先
ず
そ
の
た
め
に
は
、
自
身
が
学
を
修
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
揃
感
し
、
「
教
化

者
た
る
前
に
、
謙
虚
な
気
持
で
学
究
の
徒
と
な
る
覚
悟
が
必
要
で
あ
る
。
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
た
。

即
ち
、
学
生
時
代
の
先
生
は
胸
部
疾
患
に
か
か
り
、
転
地
探
養
を
要
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
当
時
に
於
て
は
「
不
治
の
病
」
死
病

と
し
て
恐
れ
ら
れ
た
肺
結
核
に
胸
を
む
し
ば
ま
れ
つ
つ
も
、
「
助
か
ら
ぬ
生
命
な
ら
ば
、
思
い
切
っ
て
布
教
に
身
を
入
れ
て
み
よ
う
」
と

決
心
し
、
北
海
道
へ
渡
っ
て
、
勇
猛
獅
子
呪
さ
れ
た
。
こ
の
死
身
弘
法
の
結
果
、
病
魔
と
も
打
ち
勝
つ
こ
と
が
出
来
、
同
時
に
布
教
師
と

し
て
の
基
礎
が
、
着
々
固
め
ら
れ
て
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。

大
正
十
二
年
三
月
、
天
台
宗
大
学
卒
業
と
同
時
に
母
校
た
る
祖
山
学
院
の
助
教
授
に
就
任
さ
れ
、
二
年
後
の
大
正
十
四
年
に
は
教
授
に

昇
任
さ
れ
て
、
天
台
学
を
識
じ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

先
生
は
若
い
頃
か
ら
学
者
と
し
て
身
を
立
て
よ
う
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
立
派
な
布
教
師
と
し
て
大
い
に
活
躍
し
よ
う

と
決
意
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
然
し
、
先
生
の
目
さ
れ
た
布
教
師
と
い
う
の
は
、
常
に
学
問
の
裏
付
け
を
持
っ
た
布
教
で
あ
り
伝
道
で
あ

っ
て
、
法
華
経
と
祖
書
を
い
つ
も
「
研
鐙
」
し
て
お
ら
れ
た
。
先
生
は
特
に
宗
学
に
つ
い
て
は
、
「
研
究
」
と
云
う
言
葉
を
さ
け
ら
れ
、

専
ら
「
研
鐡
」
の
語
を
用
い
て
お
ら
れ
た
。

布
教
研
修
所
の
所
長
を
し
て
お
ら
れ
た
当
時
、
先
生
は
、
研
修
生
に
対
し
、
「
凡
そ
僧
侶
た
る
者
は
、
八
常
説
法
教
化
Ｖ
の
精
神
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
述
べ
ら
れ
、
更
に
「
教
化
と
は
、
教
化
者
が
一
方
的
に
相
手
を
説
得
感
化
さ
せ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ

を
通
し
て
教
化
者
自
身
、
自
他
共
に
教
化
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
、
教
化
者
と
し
て
の
基
本
的
態
度
と
学
問
の
重
要
性

を
通
し
て
教
化
者
自
身
、

を
強
調
し
て
お
ら
れ
た
。
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従
来
、
宗
門
の
一
つ
の
傾
向
と
し
て
、
布
教
を
志
す
者
、
学
者
を
志
す
者
、
或
い
は
修
法
を
志
す
者
、
等
と
そ
れ
ぞ
れ
目
標
に
向
っ
て

分
化
さ
れ
、
現
在
そ
れ
は
ま
す
ま
す
細
分
化
さ
れ
て
行
く
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
然
か
も
専
門
的
な
分
野
が
深
か
ま
れ
ば
深
か
ま
る
程

他
の
分
野
と
の
関
連
は
う
す
れ
て
い
く
か
の
如
く
に
見
ら
れ
る
。
例
せ
ば
、
布
教
者
の
分
野
で
は
布
教
の
た
め
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
盛
ん
に

修
習
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
裏
付
け
と
な
る
宗
学
に
就
い
て
は
、
専
ら
宗
学
者
に
ゆ
だ
ね
て
お
り
、
学
問
の
分
野
に
ま
で
進
ん
で
立
ち
入

ろ
う
と
し
な
い
。
又
一
方
、
学
者
と
い
わ
れ
る
分
野
の
グ
ル
ー
プ
に
在
っ
て
は
、
経
典
や
祖
書
の
研
究
に
没
頭
し
、
布
教
の
面
ま
で
は
手

が
届
き
兼
ね
る
と
い
う
の
が
い
つ
わ
ら
ざ
る
現
状
の
よ
う
で
あ
る
。

先
生
が
そ
の
出
発
に
於
て
、
中
心
の
目
標
を
教
化
者
に
瞳
さ
、
布
教
す
る
こ
と
に
主
眼
を
据
え
な
が
ら
も
、
放
て
学
者
と
し
て
の
道
を

歩
ま
れ
た
こ
と
は
、
そ
こ
に
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

布
教
師
と
し
て
の
外
部
的
な
活
動
の
一
面
と
学
者
と
し
て
の
内
部
的
な
思
索
の
一
面
、
こ
の
両
面
を
備
え
て
こ
そ
、
真
の
教
化
者
と
し

て
の
姿
が
認
め
ら
れ
て
来
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

か
つ
て
、
学
生
を
交
え
て
の
研
究
会
の
終
っ
た
あ
と
で
、
或
る
学
生
が
「
先
生
は
布
教
師
が
本
務
な
の
で
す
か
、
そ
れ
と
も
学
者
が
本

業
な
の
で
す
か
。
」
と
云
う
質
問
を
し
た
事
が
あ
っ
た
。
こ
の
間
に
は
我
々
も
興
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
果
し
て
先
生
は
ど
の
よ
う
な

答
え
方
を
さ
れ
る
か
、
と
期
待
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
「
僕
は
布
教
師
で
も
な
け
れ
ば
、
又
学
者
で
も
な
い
よ
。
」
と
言
下
に
云
わ
れ
た
こ

と
を
覚
え
て
い
る
。

先
生
の
説
明
に
よ
る
と
、
出
発
は
た
し
か
に
布
教
師
に
な
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
立
派
な
布
教
師
た
る
為
に
は
、
先
ず
修
学

一
一
、
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て
、
更
に
身
延
山
の
教
学
》

歩
ま
れ
て
来
ら
れ
て
い
る
。

先
生
は
そ
の
生
涯
の
経
歴
か
ら
み
て
も
わ
か
る
如
く
、
布
教
帥
と
し
て
は
、
昭
和
三
年
身
延
山
布
教
師
に
任
命
さ
れ
て
か
ら
以
来
、
専

任
・
常
任
市
教
師
と
し
て
、
昭
和
二
十
二
年
に
は
身
延
山
執
事
布
教
部
長
に
な
ら
れ
、
布
教
審
議
会
委
員
、
布
教
研
修
所
長
、
特
派
布
教

師
等
と
宗
門
に
於
け
る
布
教
の
第
一
線
を
歩
み
続
け
て
来
ら
れ
て
お
り
、
又
そ
の
反
面
、
身
延
山
に
於
け
る
大
学
の
教
授
と
し
学
頭
と
し

て
、
更
に
身
延
山
の
教
学
部
長
と
し
、
或
い
は
宗
門
の
教
学
審
瀧
会
委
員
と
し
て
、
所
調
、
学
者
と
し
て
の
道
も
是
れ
又
永
年
に
亘
っ
て

こ
う
し
た
先
生
の
経
歴
を
ふ
り
か
え
っ
て
見
る
時
に
、
身
延
で
生
れ
育
っ
た
謂
ば
「
身
延
人
」
と
し
て
の
生
涯
の
上
に
、
布
教
と
学
問

の
両
面
を
備
え
た
「
教
化
者
」
と
し
て
の
姿
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

先
生
の
説
を
要
約
し
て
み
る
と
、
宗
学
を
志
す
者
と
、
教
化
者
と
の
間
に
は
、
や
や
も
す
る
と
、
分
業
化
が
目
立
ち
、
宗
学
を
研
究
す

る
者
と
、
宗
学
に
よ
っ
て
教
化
を
し
よ
う
と
す
る
者
と
の
川
に
、
へ
だ
た
り
が
見
受
け
ら
れ
、
両
者
の
間
に
は
次
第
に
他
と
の
関
連
を
葱

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
気
付
き
、
学
問
の
道
に
入
っ
た
が
、
遂
い
に
学
者
に
も
布
教
師
に
も
な
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
勿
論
、
先
生
の
謙
虚
な
気
持
か
ら
出
た
言
葉
で
あ
る
が
、
然
し
そ
の
後
に
つ
け
加
え
ら
れ
た
先
生
の
言
葉
に
は
、
重
要
な
も
の
が
含
ま

れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
た
し
か
「
今
の
質
問
に
も
あ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
布
教
師
と
学
者
と
を
区
別
し
て
考
え
る
所
に
、
既

に
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
学
者
は
学
者
、
布
教
師
は
布
教
師
と
、
分
業
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
考
え
方
を

す
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
最
早
や
仏
教
で
い
う
八
教
化
者
Ｖ
と
し
て
は
、
カ
タ
ワ
者
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
と

い
う
意
味
の
言
葉
で
あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。

三
、
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識
し
よ
う
と
せ
ず
、
遂
い
に
唾

く
な
い
、
と
云
う
の
で
あ
る
。

遂
い
に
は

題
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。

こ
れ
は
近
代
宗
学
の
研
究
者
が
、
宗
学
の
「
学
」
を
、
近
代
科
学
の
「
学
」
に
近
づ
け
よ
う
と
苦
心
し
、
一
般
科
学
と
同
一
の
線
上
に

竝
ぺ
て
、
「
宗
学
を
科
学
化
し
よ
う
」
と
し
た
結
果
、
宗
学
に
於
け
る
分
野
の
細
分
化
・
専
門
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
勢
い
宗
学

を
研
究
す
る
こ
と
に
終
始
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
結
果
と
な
り
つ
つ
あ
る
や
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る
問

宗
学
の
近
代
化
に
伴
な
う
「
科
学
化
」
の
是
非
に
つ
い
て
は
一
応
さ
て
幟
き
、
「
常
説
法
教
化
」
を
使
命
と
す
る
「
本
化
門
下
」
と
し

て
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
研
究
者
と
布
教
者
と
の
疎
外
感
が
、
次
第
に
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
行
き
つ
つ
あ
る
処
に
問
題
が
あ

る
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

即
ち
、
布
教
の
実
践
は
布
教
帥
に
、
宗
学
の
研
究
は
宗
学
者
に
、
そ
し
て
宗
門
の
政
治
は
宗
政
家
に
、
と
そ
れ
ぞ
れ
一
任
し
て
し
ま
っ

て
、
大
多
数
の
僧
職
に
在
る
者
は
、
そ
う
し
た
所
謂
「
専
門
家
」
の
や
り
方
を
周
朋
か
ら
見
守
っ
て
い
る
か
、
も
し
く
は
全
く
無
関
心
で

い
る
と
云
う
傾
向
を
示
し
て
い
る
か
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
腱
山
村
に
於
け
る
寺
院
に
は
、
過
疎
に
よ
る
経
済
的
余
祐
が
み
ら
れ

な
い
た
め
、
一
層
こ
う
し
た
傾
向
を
示
し
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

先
生
は
こ
う
し
た
専
門
家
に
依
っ
て
主
た
る
動
き
を
見
せ
て
い
る
近
代
の
宗
学
と
布
教
の
傾
向
に
つ
い
て
、
常
に
心
を
痴
め
、
僧
職
に

あ
る
者
の
総
て
が
、
常
に
「
真
の
教
化
者
」
と
な
る
よ
う
念
じ
て
お
ら
れ
た
。
所
謂
、
先
生
の
云
う
真
の
教
化
者
と
は
、
「
心
を
宗
学
に

お
い
て
研
鑛
を
深
め
る
一
方
、
身
は
布
教
の
場
に
処
し
て
錬
磨
に
勤
め
る
」
と
云
う
の
で
あ
っ
て
、
宗
門
は
一
部
少
数
の
「
専
門
家
」
に

よ
っ
て
動
か
す
の
で
は
な
く
、
大
多
数
の
「
教
化
者
」
に
よ
っ
て
進
展
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。

全
く
独
立
し
た
分
野
と
し
て
考
え
て
し
ま
う
程
に
ま
で
な
っ
て
来
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
点
が
、
少
な
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換
言
す
れ
ば
、
教
化
者
と
し
て
の
「
本
務
」
を
離
れ
た
宗
学
研
究
や
法
式
儀
礼
、
更
に
宗
政
等
は
、
何
ら
そ
こ
に
日
蓮
門
下
と
し
て
の

特
色
を
持
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
云
う
説
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

事
実
、
先
生
は
こ
う
し
た
自
説
を
身
を
以
て
実
践
さ
れ
て
お
ら
れ
、
灯
火
の
元
、
修
学
考
究
さ
れ
た
昨
夜
の
宗
学
は
、
翌
日
の
布
教
に

於
て
直
に
活
か
さ
れ
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
又
時
に
は
布
教
の
た
め
に
、
大
学
に
於
け
る
「
天
台
学
」
や
「
法
華
経
識
義
」
の
繊
座
が

時
折
り
休
講
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
程
で
あ
り
、
先
生
の
生
涯
か
ら
布
教
を
切
り
離
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

と
云
う
先
生
の
持
論
は
、
正
し
く
此
の
間
の
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
と
云
う
こ
と
が
出
来
え
よ
う
。

こ
う
し
た
先
生
の
立
場
か
ら
、
も
う
一
度
ふ
り
か
え
っ
て
見
る
と
、
布
教
は
も
と
よ
り
、
宗
学
研
究
も
法
式
儀
礼
も
、
更
に
宗
門
の
政

治
を
と
る
こ
と
も
、
す
べ
て
は
、
上
求
菩
提
・
下
化
衆
生
を
目
的
と
し
た
本
化
教
化
者
と
し
て
の
働
き
と
し
て
表
さ
れ
て
来
る
の
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

特
に
現
代
は
大
衆
化
の
時
代
で
あ
り
、
情
報
化
の
時
代
で
あ
る
。
一
人
で
も
多
く
の
人
々
を
対
象
と
し
て
、
宗
門
全
体
が
教
化
活
動
に

身
を
入
れ
て
こ
そ
、
護
法
活
動
も
成
果
が
期
待
で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
上
求
菩
提
の
宗
学
研
究
と
、
下
化
衆
生
の
布
教
実
践

を
兼
ね
備
え
る
こ
と
に
よ
り
、
始
め
て
本
化
門
下
と
し
て
の
教
化
者
の
理
想
像
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、

．
日
学
問
に
よ
り
得
た
事
柄
は
、
た
と
え
そ
れ
が
一
文
一
句
た
り
と
も
、
次
の
日
に
は
、
そ
れ
を
未
聞
の
人
々
に
伝
え
て
行
く
べ
き

「
一
日
挫

で
あ
る
。

特
に
戦
后
に
於
け
る
先
生
は
、
研
究
室
に
た
て
髄
っ
て
、
古
文
謬
を
相
手
に
、
明
け
暮
れ
ペ
ン
を
走
ら
せ
る
と
云
う
姿
よ
り
も
、
布
教

L一

四
、
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の
た
め
の
法
衣
を
ま
と
い
、
東
奔
西
走
さ
れ
て
い
る
時
の
方
が
、
多
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
此
の
た
め
多
く
の
学
者
が
そ
の
晩

年
に
至
っ
て
集
大
成
す
る
著
述
・
論
文
の
類
は
、
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
が
、
た
だ
身
延
に
於
け
る
宗
祖
の
動
静
を
研
鐵
し
、
調
査
し
て
ま

と
め
ら
れ
た
『
身
延
の
お
机
帥
様
』
が
逝
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
所
謂
、
教
化
者
と
し
て
の
立
場
で
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
永
年
『
み
の
ぶ
』
教
報
誌
に
連
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
同
じ

く
先
生
の
著
さ
れ
た
『
日
遮
型
人
伝
十
識
』
の
続
編
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
此
の
「
聖
人
伝
十
識
」
は
、
先
生
が
若
い
頃
か
ら
、

「
法
話
」
や
「
お
説
教
」
等
を
通
じ
て
、
折
り
有
る
度
に
、
布
教
し
て
来
ら
れ
た
「
聖
人
伝
」
を
、
晩
年
に
至
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
、
第
一
識
の
八
求
法
の
要
行
Ｖ
か
ら
始
っ
て
、
大
聖
人
出
生
当
時
の
内
外
情
勢
、
仏
教
界
の
状
態
、
並
に
出
家
の
動
機
等
を
述
べ

ら
れ
た
第
二
識
に
続
き
、
第
三
識
は
八
研
究
時
代
Ｖ
と
し
て
、
虚
空
蔵
祈
願
と
八
宗
兼
学
を
、
そ
れ
ぞ
れ
祖
文
引
用
に
依
っ
て
明
ら
か
に

し
、
そ
の
次
に
八
立
教
開
宗
Ｖ
の
第
四
識
が
続
く
。
こ
の
附
宗
の
識
よ
り
、
先
生
の
特
色
あ
る
文
体
が
展
開
し
て
行
く
の
で
あ
っ
て
、
第

五
識
の
八
鎌
倉
の
伝
道
と
第
一
回
諌
言
Ｖ
で
は
、
一
つ
一
つ
祖
書
に
徴
し
な
が
ら
事
項
の
説
明
を
続
け
ら
れ
、
第
六
識
以
下
で
は
、
四
大

法
難
を
そ
れ
ぞ
れ
取
り
挙
げ
て
、
第
九
識
に
及
ん
で
い
る
。
そ
の
誰
の
終
り
に
「
佐
渡
の
信
徒
及
び
、
第
十
識
身
延
山
の
日
蓮
聖
人
は
拙

轆
『
身
延
の
お
祖
師
様
』
に
ゆ
づ
る
。
」
と
記
る
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
み
て
明
ら
か
な
如
く
、
『
身
延
の
お
祖
師
さ
ま
』
は
、
此
の
「
班

人
伝
十
識
」
の
中
の
、
第
十
柵
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。

『
身
延
の
お
祖
師
さ
ま
』
は
、
先
生
が
終
戦
後
一
時
、
大
学
を
離
れ
て
、
総
本
山
の
教
学
部
長
に
な
ら
れ
、
『
み
の
ぶ
』
教
報
の
発
行

者
と
な
ら
れ
た
昭
和
二
十
二
・
三
年
頃
か
ら
、
そ
の
教
報
誌
上
に
約
十
年
間
に
わ
た
り
、
連
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

先
ず
、
八
御
入
山
の
聖
懲
Ｖ
か
ら
始
っ
て
、
山
の
御
撰
定
、
身
延
山
の
環
境
、
御
在
山
中
の
年
数
、
御
草
庵
の
人
数
、
御
在
山
中
の
御

健
康
、
と
章
を
進
め
、
八
御
述
作
及
御
識
義
Ｖ
に
至
る
八
章
を
以
て
、
一
応
『
身
延
の
お
祖
師
さ
ま
』
（
天
の
巻
）
と
し
、
昭
和
二
十
四
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年
六
月
に
、
身
延
教
報
社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。
身
延
山
に
於
け
る
宗
祖
の
ご
生
活
が
、
つ
ぶ
さ
に
描
か
れ
て
い
る
点
で
特
色
が
あ

る
。
其
の
後
も
引
続
い
て
連
載
さ
れ
、
「
地
の
巻
」
と
し
て
出
版
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
遂
に
連
戟
の
ま
ま
で
、
「
地
の
巻
」
の
刊

行
が
見
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。

身
延
人
と
し
て
の
先
生
が
『
身
延
の
お
祖
師
さ
ま
』
を
執
筆
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
当
然
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
が
、

先
生
は
宗
祖
の
一
代
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
幼
年
期
（
貞
応
元
年
一
、
三
三
ｌ
天
福
元
年
一
、
二
三
三
年
五
月
）
修
養
期
（
天
福
元
年
五
月

ｌ
建
長
五
年
四
月
）
伝
道
期
（
立
教
開
宗
ｌ
御
入
滅
）
と
三
分
し
、
更
に
此
の
中
の
伝
道
期
に
つ
い
て
、
特
に
序
正
流
通
の
三
時
区
分
を

与
え
、
鎌
倉
期
を
序
分
、
佐
渡
期
を
正
宗
分
、
身
延
期
を
流
通
分
と
し
て
、
歴
史
的
に
こ
の
よ
う
に
「
区
分
す
る
こ
と
は
自
他
共
許
の
事

で
あ
る
」
と
し
、
試
み
に
昭
定
避
文
一
・
二
巻
に
収
め
ら
れ
た
御
避
文
に
よ
る
と
、
序
分
（
鎌
倉
）
九
一
通
、
服
宗
分
（
佐
渡
）
五
二
通

計
一
四
三
通
（
八
○
八
Ｐ
）
あ
る
の
に
対
し
、
流
通
分
（
身
延
）
は
二
九
一
通
（
一
、
一
二
五
Ｐ
）
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
明
か
し
、
そ

の
上
、
「
こ
れ
は
私
見
で
あ
る
が
」
と
こ
と
わ
っ
て
、
宗
学
上
か
ら
本
化
上
行
と
し
て
の
宗
祖
が
、
釈
尊
の
本
弟
子
と
し
て
、
末
法
に
法

華
経
弘
通
を
使
命
と
せ
ら
れ
た
点
を
考
え
、
次
の
よ
う
な
区
分
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

即
ち
、
過
去
遠
々
劫
以
来
現
在
の
修
養
期
迄
を
序
分
と
し
、
立
教
開
宗
よ
り
佐
渡
期
の
終
り
迄
を
正
宗
分
と
し
、
「
此
の
正
宗
中
に
留

難
に
遡
は
る
る
度
に
開
顕
し
給
へ
る
別
頭
の
大
法
を
結
束
し
て
、
末
法
に
流
市
せ
し
む
ぺ
く
、
其
の
中
心
拠
点
と
し
て
の
根
本
道
場
を
典

定
せ
ら
れ
た
の
が
、
総
流
通
分
た
る
身
延
期
と
し
て
拝
す
る
事
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
と
述
べ
、
宗
祖
一
代
に
於
け
る
身
延
期
を
総

流
通
分
と
し
て
、
特
に
重
視
し
、
且
つ
、
身
延
期
の
御
遺
文
が
、
鎌
倉
・
佐
渡
の
両
期
に
比
し
て
、
前
述
の
如
く
二
階
以
上
に
及
ぶ
こ
と

を
指
摘
し
、
注
目
す
べ
き
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

此
の
点
に
つ
い
て
は
、
『
棲
神
』
第
三
十
六
号
（
組
山
学
院
五
十
周
年
記
念
号
・
昭
和
三
十
七
年
刊
）
の
巻
頭
論
文
の
中
で
、
日
蓮
聖
人
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御
帰
倉
よ
り
身
延
御
入
山
ま
で
の
研
鐡
を
発
表
し
て
い
る
が
、
宗
祖
の
「
身
延
に
於
け
る
御
指
示
は
、
法
華
経
の
生
活
化
に
あ
ら
れ
た
」

と
し
、
御
遺
文
中
に
も
「
生
活
と
宗
教
」
の
面
に
関
す
る
部
類
が
多
い
こ
と
な
ど
を
挙
げ
、
身
延
期
に
於
け
る
宗
祖
の
立
場
を
、
さ
ま
ざ

ま
な
角
度
か
ら
眺
め
つ
つ
、
そ
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

「
仏
教
徒
の
使
命
は
、
経
典
を
自
己
に
反
省
し
、
時
代
に
生
か
す
事
で
あ
る
。
換
言
せ
ば
総
て
の
経
典
の
文
字
の
中
に
、
自
己
の
血
を

通
す
事
が
我
ら
の
態
度
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
述
べ
て
、
現
代
に
生
き
る
教
化
者
と
し
て
の
在
り
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
特

先
生
は
『
核
神
』
第
十
五
号
（
昭
和
四
年
十
二
月
）
の
中
で
、
「
経
典
を
信
仰
的
に
尊
奉
す
る
に
せ
よ
、
科
学
的
に
其
の
教
理
を
批
判

し
、
歴
史
的
に
成
立
年
代
を
探
究
す
る
に
せ
よ
、
是
等
が
既
に
我
等
の
聖
典
で
あ
り
、
修
証
の
羅
針
で
あ
る
事
に
異
論
は
あ
る
ま
い
。
」

と
述
べ
ら
れ
、
更
に
「
従
っ
て
是
を
客
観
的
に
物
語
を
読
む
が
如
き
態
度
に
見
終
ら
ん
か
、
古
聖
の
所
調
、
八
終
日
他
の
宝
を
数
へ
て
、

自
に
於
て
半
銭
の
分
無
き
Ｖ
に
終
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
経
典
を
取
り
扱
う
上
で
、
最
も
注
意
す
べ
き
点
を
掲
げ
、
と
も
す
る
と
、
学
問
研

究
の
た
め
の
み
に
終
始
し
て
し
ま
っ
て
、
肝
心
な
信
行
・
修
証
か
ら
遊
離
し
て
し
ま
う
恐
れ
の
あ
る
研
究
態
度
に
、
厳
し
い
警
告
を
与
え

う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
先
生
は
常
に
『
身
延
の
お
祖
師
さ
ま
』
を
、
こ
の
上
な
く
尊
崇
さ
れ
、
又
末
法
に
於
け
る
法
華
経
行
者
の
活
き

た
見
本
と
し
て
、
尊
重
さ
れ
て
来
ら
れ
た
も
の
と
思
え
る
。
即
ち
、
宗
祖
が
「
法
華
総
の
実
践
」
に
力
を
注
ぎ
、
災
に
そ
れ
を
生
活
化
し

よ
う
と
さ
れ
た
如
く
、
門
下
の
我
々
は
又
宗
祖
の
通
り
に
、
法
華
経
の
生
活
化
を
図
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
お
ら
れ
た
よ

て
い
る
。

五
、
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真
に
味
う
ぺ
き
も
の
と
云
え
よ
う
。

に
こ
の
中
で
「
経
典
の
中
に
自
己
の
血
を
通
す
」
と
云
う
言
葉
は
、
先
生
の
教
化
者
と
し
て
又
学
者
と
し
て
の
生
涯
を
一
貫
し
て
い
た

股
も
大
事
な
こ
と
が
ら
の
よ
う
に
思
え
る
。

「
わ
れ
も
い
た
し
人
を
も
教
化
候
へ
」
と
云
う
祖
文
に
照
し
て
見
た
時
、
此
の
先
生
の
言
莱
は
、
現
代
に
生
き
る
教
化
者
に
と
っ
て
、

松
木
先
生
の
教
化
者
と
し
て
の
一
端
を
窺
う
と
同
時
に
、
近
代
宗
学
の
一
傾
向
に
ま
で
及
ん
だ
次
第
で
あ
る
。

f
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