
落
書
と
か
ら
く
り

山

田

和

人

か
ら
く
り
研
究
資
料
の
有
効
性
は
︑
か
ら
く
り
の
動
態
把
握
に
あ
り
︑
人
形

の
瞬
時
の
変
化
と
変
相
を
実
体
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い

る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
か
ら
く
り
は
︑
遣
い
手
が
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
人
形
が
自
動

的
に
動
い
て
い
る
よ
う
に
演
技
す
る
こ
と
に
本
質
が
あ
り
︑
人
形
が
仕
掛
け
に

よ
っ
て
変
化
︑
変
相
す
る
瞬
間
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
︑
資
料
価

値
は
下
が
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
資
料
価
値
の
高
い
順
に
資
料
を
掲
げ
て
み
る
︒

一
︑
現
存
か
ら
く
り
及
び
そ
の
映
像
・
写
真
資
料

二
︑
か
ら
く
り
関
連
の
絵
本
︑
絵
尽
し
︑
番
付
の
絵
と
本
文

三
︑
か
ら
く
り
の
図
解
・
解
説
な
ど
の
概
説
書

四
︑
人
形
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
の
挿
絵
と
本
文

五
︑
浮
世
草
子
︑
滑
稽
本
︑
黄
表
紙
︑
読
本
な
ど
の
挿
絵
と
本
文

六
︑
双
六
な
ど
の
遊
戯
資
料

七
︑
芸
能
記
録

こ
れ
ら
以
外
に
も
︑
浮
世
絵
や
雑
俳
・
狂
歌
な
ど
も
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

と
は
言
え
︑
か
ら
く
り
は
︑
個
々
の
か
ら
く
り
研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
文
化
史

的
な
裾
野
の
拡
が
り
を
持
っ
て
い
る
た
め
に
︑
多
様
な
研
究
資
料
の
発
掘
に
取

り
組
む
必
要
が
あ
る
︒

今
回
︑
と
り
あ
げ
る
の
は
︑
落
書
で
あ
る
︒
文
学
研
究
の
側
か
ら
近
世
の
落

書
を
取
り
上
げ
た
先
行
研
究
は
そ
れ
程
多
く
は
な
い
︒
そ
の
た
め
に
落
書
に
つ

い
て
も
形
態
的
に
整
理
を
し
た
上
で
︑
落
書
に
現
れ
た
か
ら
く
り
関
連
記
事
を

紹
介
し
︑
こ
れ
を
か
ら
く
り
研
究
資
料
と
し
て
︑
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
か
を
検
証
す
る
︒
同
時
に
︑
落
書
が
制
作
さ
れ
る
時
に
下
敷
き
に

し
た
か
ら
く
り
関
連
資
料
を
い
か
に
利
用
し
て
い
っ
た
の
か
︑
明
ら
か
に
で
き

る
可
能
性
が
あ
る
︒
そ
の
点
も
あ
わ
せ
て
探
っ
て
い
き
た
い
︒
な
お
︑
取
り
上

げ
る
の
は
江
戸
の
落
書
で
あ
り
︑
竹
田
か
ら
く
り
の
江
戸
で
の
人
気
を
推
定
す

る
資
料
に
も
な
っ
て
く
る
︒
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本
稿
で
は
︑
か
ら
く
り
研
究
の
視
点
か
ら
︑
落
書
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た

い
︒
具
体
的
に
は
︑
﹃
江
戸
時
代
落
書
類
聚
﹄
︵
以
下
︑
﹃
落
書
類
聚
﹄
︶
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
落
書
を
対
象
と
す
る①
︒

一

落
書
は
︑
基
本
的
に
社
会
諷
刺
で
あ
り
︑
多
く
の
人
び
と
の
関
心
に
応
え
る

こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
た
め
に
︑
大
き
な
事
件
や
出
来
事
を
素
材
と
し
て

い
る
︒
﹁
社
会
批
判
︑
政
治
批
判
︑
人
物
批
判
︑
世
相
批
判②
﹂
の
意
図
を
有
す

る
匿
名
の
文
辞
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
落
書
で
は
︑
何
を
い
か
に
取
り
上
げ
︑

表
現
す
る
か
が
第
一
の
関
心
事
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
趣
向
を
構

え
る
か
を
競
い
合
う
こ
と
に
な
る
︒
大
き
な
事
件
や
出
来
事
を
扱
う
た
め
に
︑

実
に
多
様
な
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
て
い
た
︒
参
考
ま
で
に
︑
﹃
落
書
類
聚
﹄
か
ら
︑

落
書
の
形
態
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
み
る
と
︑
次
の
よ
う
な
も
の
が
目
に
つ
く
︒

た
だ
し
︑
そ
の
形
態
は
実
に
多
種
多
彩
で
あ
り
︑
す
べ
て
を
網
羅
す
る
も
の
で

は
な
い
︒

狂
歌
︵
落
首
︶
狂
詩
︑
六
歌
仙
・
百
人
一
首
・
八
景
・
三
夕
・
長
歌
な
ど

歌
謡
︵
大
道
芸
含
む
︶
︑
大
黒
舞
・
ち
ょ
ん
が
れ
・
鹿
島
事
触
・
役
払
・
万

歳
五
大
力
・
童
謡
な
ど

謡
曲
︑
道
成
寺
・
善
知
鳥
・
兼
平
・
八
嶋
・
江
口
・
楊
貴
妃
・
盛
久
・
鉢

木
・
船
弁
慶
・
田
村
・
自
然
居
士
・
忠
度
・
頼
政
・
東
北
・
邯
鄲
・

猩
々
・
高
砂
な
ど

歌
舞
伎
︑
勧
進
帳
・
忠
臣
蔵
・
傾
城
無
間
鐘
・
役
者
評
判
記
な
ど

番
付
︑
芝
居
番
付
・
相
撲
番
付
な
ど

口
上
︑
物
売
り
・
か
ら
く
り
口
上
・
見
世
物
口
上
︵
化
物
︶
・
軽
業
口
上
な

ど

献
立
︑
茶
懐
石
献
立
な
ど

い
ろ
は
歌
︑
引
札
︑
漢
籍
︑
雑
俳
︑
な
ぞ
︑
御
䦰
︑
捨
札
︑
落
噺
な
ど

今
回
取
り
上
げ
る
の
は
︑
そ
の
う
ち
の
口
上
の
な
か
の
︑
か
ら
く
り
口
上
を

当
て
込
ん
だ
落
書
で
あ
る
︒

﹃
落
書
類
聚
﹄
の
な
か
か
ら
︑
該
当
す
る
落
書
の
見
出
し
を
巻
別
に
掲
げ
る

と
次
の
通
り
で
あ
る
︒

巻
之
八
﹁
焼
田
口
上
﹂
﹁
焼
田
か
ら
く
り
﹂
﹁
や
け
た
口
上
言
立
﹂

巻
之
九
﹁
竹
田
口
上
﹂

巻
之
十
四
﹁
竹
田
出
水
大
が
ら
く
り
﹂
﹁
八
百
屋
お
七
か
ら
く
り
口
上
﹂
﹁
大

が
ら
く
り
ふ
し
穴
よ
り
の
ぞ
き
見
﹂
︵
以
上
︑
﹃
落
書
類
聚
﹄
上
巻
︶

残
編
巻
之
四
﹁
竹
田
口
上
﹂
︵
﹃
落
書
類
聚
﹄
下
巻
︶

以
上
が
︑
か
ら
く
り
口
上
を
当
て
込
ん
だ
落
書
で
あ
る
︒
明
和
の
大
火
と
田

沼
意
次
と
そ
の
政
策
批
判
が
主
な
内
容
で
あ
る
︒

本
稿
で
は
︑
明
和
九
年
の
大
火
を
当
て
込
ん
だ
巻
之
八
所
収
の
落
書
を
取
り

上
げ
る
︒
大
火
の
被
害
を
竹
田
か
ら
く
り
の
口
上
に
な
ぞ
ら
え
て
︑
制
作
し
た
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落
書
で
あ
る
︒

今
回
︑
巻
之
八
所
収
の
か
ら
く
り
口
上
を
用
い
る
理
由
に
つ
い
て
も
触
れ
て

お
き
た
い
︒

実
は
︑
﹃
落
書
類
聚
﹄
に
収
め
ら
れ
た
落
書
を
見
て
い
く
と
︑
巻
之
八
所
収

落
書
が
︑
﹃
落
書
類
聚
﹄
の
う
ち
で
︑
絵
が
含
ま
れ
た
落
書
と
し
て
は
初
出
で

あ
る
︒
本
来
︑
落
書
に
は
挿
絵
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
比
較
的
少
な
い
の
で
︑
何

ら
か
の
事
情
が
拝
察
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
る
︒
右
に
掲
出
し
た

八
点
の
口
上
の
う
ち
で
挿
絵
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
︑
巻
之
八
の
最
初
の
二
点

の
み
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
最
初
の
ふ
た
つ
に
は
相
似
し
た
挿
絵
が
描
か
れ
て
お

り
︑
落
書
を
制
作
し
て
い
く
時
に
下
敷
き
に
し
た
か
ら
く
り
関
連
資
料
を
指
摘

で
き
る
可
能
性
が
あ
る
︒
こ
の
二
点
に
お
い
て
︑
落
書
研
究
に
お
け
る
表
現
︑

典
拠
に
関
わ
る
問
題
提
起
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
︒
そ
の
他
の
落

書
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
言
及
し
た
い
︒

二

以
下
に
﹃
落
書
類
聚
﹄
所
収
の
当
該
本
文
を
掲
出
す
る
︒

｢
焼
田
口
上
﹂

東
西
〳
〵
︑
高
ふ
ハ
御
座
り
ま
す
れ
ど
も
︑
是
よ
り
申
上
ま
す
る
︒
元
祖
焼
田

火
元
之
義
︑
明
暦
以
来
初
て
御
当
地
に
て
御
目
に
か
け
ま
す
る
︒

御
目
通
に
お
き
ま
し
た
る
細
工
之
義
ハ
︑
御
江
戸
八
百
八
町
の
風
景
に
御
座
り

ま
す
る
︒
先
最
初
ハ
︑
行
人
坂
よ
り
焼
出
し
ま
す
る
辻
風
︑
つ
む
じ
の
様
に
焼

ま
す
る
︒
一
旦
ハ
し
め
り
︑
夫
よ
り
広
尾
合
羽
干
場
に
火
移
り
ま
す
る
︒
川
を

越
ま
し
て
た
ち
ま
ち
五
口
六
口
と
別
れ
︑
土
器
町
よ
り
西
の
窪
を
な
ぐ
り
︑
夫

よ
り
大
名
の
い
ら
か
伝
へ
︑
諸
侯
権
門
が
た
丸
焼
︑
取
分
明
神
湯
嶋
仁
王
門
伝

法
院
へ
う
つ
り
ま
し
て
︑
火
の
中
よ
り
顕
れ
ま
す
る
︒
丸
山
よ
り
燃
上
り
︑
吉

原
ハ
三
度
も
ん
ど
り
を
う
た
せ
ま
す
る
︒
浅
草
の
並
木
を
伝
へ
︑
尻
ハ
千
手
の

蔵
ま
で
も
残
り
な
く
焼
ま
し
て
︑
夫
よ
り
北
風
と
替
り
︑
八
百
八
町
炭
に
い
た

し
ま
す
る
︒
明
ヶ
の
烏
と
一
同
に
御
ひ
い
き
の
役
者
共
︑
木
場
へ
立
退
ま
す
る
︒

夫
よ
り
小
雨
を
ふ
ら
せ
︑
東
北
風
に
替
り
︑
惣
体
幅
一
丁
に
つ
も
り
二
十
里
余

の
野
原
と
な
り
ま
す
る
︒
火
消
ハ
な
し
︑
水
ハ
な
し
︑
焼
た
る
者
ハ
乞
食
と
な

り
︑
焼
ざ
る
も
の
も
焼
た
る
に
お
と
り
︑
末
に
ハ
ど
ろ
ぼ
う
に
御
気
を
付
ら
れ

ま
せ
う
︒
此
上
何
と
ば
し
御
座
り
ま
せ
ふ
︒

｢
焼
田
か
ら
く
り
﹂

東
西
〳
〵
︑
扨
か
ざ
り
す
へ
ま
し
た
る
ハ
︑
南
風
目
黒
寺
と
申
か
ら
く
り
︑

所
々
へ
火
を
付
て
御
ら
ふ
じ
ま
せ
︒

先
最
初
︑
口
上
に
随
ひ
焼
出
し
ま
す
る
躰
︑
白
鉄
台
よ
り
西
の
久
保
︑
あ
な
た

の
桜
台
へ
飛
う
つ
り
ま
す
る
︒
チ
ヤ
ン
〳
〵
カ
チ
〳
〵
チ
ヤ
ン
〳
〵
︒
人
間
が

き
も
を
つ
ぶ
し
ま
す
る
︒
さ
も
け
つ
か
う
に
立
並
び
た
る
大
名
屋
敷
︑
残
ら
ず

灰
と
な
り
ま
す
る
︒
見
付
〳
〵
橋
〻
焼
落
ま
す
れ
バ
︑
北
風
と
変
り
︒
東
北
風

と
変
り
ま
す
れ
バ
︑
町
屋
も
こ
と
ご
と
く
火
と
な
り
ま
す
る
︒
持
出
し
た
る
道

落
書
と
か
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具
共
御
気
を
付
ま
せ
う
︑
は
る
か
あ
な
た
へ
見
へ
ま
す
る
浅
草
寺
︑
御
堂
よ
り

観
世
音
︑
雨
を
ふ
ら
せ
ま
す
る
︒
目
黒
よ
り
巣
鴨
の
果
ま
で
原
と
な
り
ま
す
れ

バ
︑
御
惣
客
様
へ
の
御
暇
乞
︒
チ
ヤ
ン
〳
〵
カ
チ
〳
〵
︒
チ
ヤ
ン
カ
チ
チ
ヤ
ン

カ
チ
〳
〵
︒

そ
れ
ぞ
れ
の
落
書
の
本
文
中
に
口
上
人
の
姿
が
描
か
れ
て
お
り
︑
そ
の
前
後

に
か
ら
く
り
の
挿
絵
が
配
置
さ
れ
て
い
る
︒

右
記
の
落
書
が
共
通
の
話
題
に
し
て
い
る
の
は
︑
明
和
の
大
火
で
あ
る
︒
こ

の
明
和
九
年
の
大
火
に
つ
い
て
は
︑
﹃
武
江
年
表③
﹄
に
詳
し
い
︒
そ
こ
か
ら
摘

出
し
て
︑
大
火
の
類
焼
の
実
情
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
︒

二
月
二
十
九
日
午
の
刻
︑
目
黒
行
人
坂
大
円
寺
か
ら
出
火
し
て
︑
永
峰
町
通

り
︑
白
金
在
町
︑
麻
布
辺
一
円
︑
霊
南
坂
一
筋
は
︑
西
久
保
︑
桜
田
︑
霞
ヶ

関
・
虎
御
門
・
日
比
谷
御
門
・
桜
田
御
門
︑
神
田
橋
御
門
な
ど
焼
亡
し
御
門
内

諸
侯
藩
邸
灰
燼
と
な
り
︑
日
本
橋
か
ら
南
伝
馬
町
︑
北
は
本
町
石
町
辺
︑
東
西

神
田
町
武
家
方
一
円
︑
小
川
町
入
口
︑
駿
河
台
・
昌
平
橋
筋
違
橋
御
門
︑
外
神

田
町
々
・
神
田
社
・
聖
堂
・
湯
島
天
神
社
︑
上
野
仁
王
門
・
山
王
社
・
下
寺
残

ら
ず
︑
車
坂
下
谷
辺
︑
広
小
路
・
御
徒
町
・
入
谷
・
小
塚
原
・
吉
原
町
・
千

住
・
浅
草
寺
・
伝
法
院
に
至
っ
た
︒
同
日
暮
六
時
︑
本
郷
丸
山
田
町
よ
り
出
火

し
︑
駒
込
・
白
山
・
う
な
ぎ
縄
手
・
千
太
木
入
口
・
根
津
谷
中
感
王
寺
・
芋
坂

根
岸
に
至
っ
た
︒
翌
晦
日
巳
刻
︑
北
風
に
変
わ
り
︑
あ
る
い
は
東
風
に
な
っ
て
︑

常
盤
橋
外
の
火
︑
大
伝
馬
町
辺
・
馬
喰
町
二
丁
目
ま
で
︑
堺
町
・
葺
屋
町
両
座

の
芝
居
操
芝
居
四
座
︑
小
網
町
・
日
本
橋
・
中
橋
・
京
橋
に
至
っ
た
︒
未
刻
双

方
の
火
が
鎮
ま
り
︑
此
時
大
雨
降
り
︑
風
が
鎮
ま
っ
た
︒

明
和
大
火
は
︑
こ
の
よ
う
な
甚
大
な
被
害
を
江
戸
の
町
に
も
た
ら
し
た
︒
江

戸
城
の
南
西
か
ら
東
︑
北
に
か
け
て
武
家
屋
敷
︑
町
屋
を
ほ
ぼ
焼
き
尽
く
し
た
︒

こ
れ
ほ
ど
大
き
な
火
災
は
︑
明
暦
の
大
火
と
並
ぶ
ス
ケ
ー
ル
だ
っ
た
︒
そ
の
あ

り
さ
ま
を
竹
田
か
ら
く
り
の
口
上
に
な
ぞ
ら
え
て
記
し
た
の
が
こ
の
落
書
で
あ

っ
た
︒
江
戸
の
町
が
火
災
で
大
き
く
変
化
す
る
あ
り
さ
ま
を
︑
か
ら
く
り
の
変

化
に
な
ぞ
ら
え
て
表
現
し
た
の
で
あ
る
︒
﹁
焼
田
﹂
と
し
た
の
も
︑
﹁
竹
田
﹂
の

音
の
類
似
性
に
掛
け
た
洒
落
で
も
あ
る
︒
甚
大
な
被
害
の
状
況
を
︑
か
ら
く
り

口
上
や
か
ら
く
り
の
変
化
と
い
う
趣
向
を
通
し
て
伝
え
よ
う
と
し
た
︒
落
書
は
︑

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
は
な
く
︑
そ
う
し
た
趣
向
を
通
し
て
︑
人
び
と
の
共
時

体
験
に
基
づ
く
事
件
や
出
来
事
に
対
す
る
共
通
理
解
を
前
提
に
し
た
言
語
遊
戯

と
し
て
表
現
す
る
と
こ
ろ
に
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
︒

三

口
上
本
文
を
あ
ら
た
め
て
見
て
み
る
と
︑
冒
頭
か
ら
常
套
句
が
続
く
︒

｢
東
西
〳
〵
﹂
で
始
ま
り
︑
﹁
高
ふ
ハ
御
座
り
ま
す
れ
ど
も
︑
是
よ
り
申
上
ま

す
る
︒
元
祖
焼
田
火
元
之
義
︑
明
暦
以
来
初
て
御
当
地
に
て
御
目
に
か
け
ま
す

る
︒
﹂
や
﹁
扨
か
ざ
り
す
へ
ま
し
た
る
ハ
︑
南
風
目
黒
寺
と
申
か
ら
く
り
︑

所
々
へ
火
を
付
て
御
ら
ふ
じ
ま
せ
︒
﹂
な
ど
の
冒
頭
句
は
か
ら
く
り
口
上
の
常

落
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か
ら
く
り

一
九
〇



套
句
で
あ
る
︒
演
目
名
を
大
火
に
掛
け
て
﹁
焼
田
火
元
﹂
﹁
南
風
目
黒
寺
﹂
な

ど
と
称
し
て
い
る
︒
そ
こ
か
ら
次
々
と
か
ら
く
り
の
変
化
を
語
る
と
こ
ろ
を
︑

風
向
き
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
い
く
江
戸
市
中
の
火
事
の
勢
い
に
変
換
し
て
語
っ

て
お
り
︑
最
後
は
定
型
と
し
て
︑
﹁
何
と
ば
し
御
座
り
ま
せ
ふ
﹂
﹁
御
惣
客
様
へ

の
御
暇
乞
﹂
な
ど
の
ご
挨
拶
で
結
ぶ
︒

落
書
で
は
︑
か
ら
く
り
の
演
目
の
人
形
の
変
化
・
変
相
に
な
ぞ
ら
え
て
︑
火

事
を
も
じ
っ
た
演
目
名
で
︑
火
事
で
類
焼
す
る
江
戸
市
中
の
あ
り
さ
ま
を
語
っ

て
い
る
︒
こ
う
し
た
ひ
と
つ
の
演
目
の
中
で
展
開
さ
れ
る
人
形
の
変
化
・
変
相

を
表
す
一
例
を
示
す
︒
こ
れ
は
落
書
の
直
接
的
な
素
材
や
典
拠
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
︑
ひ
と
つ
の
か
ら
く
り
人
形
の
動
態
を
口
上
で
示
し
た
例
と
し
て
掲
げ

て
お
く
︒

﹃
竹
田
大
唐
繰④
﹄
に
所
収
さ
れ
て
い
る
﹁
人
間
五
常
の
臺
﹂
に
は
︑
次
の
よ

う
な
口
上
が
挿
絵
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

一
オ
に
は
口
上
人
が
祭
文
語
り
の
人
形
の
説
明
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
描
か

れ
て
い
る
︒
右
手
に
錫
杖
︑
左
手
に
扇
を
も
っ
て
い
る
︒
本
文
に
は
﹁
つ
ぎ
に

御
ら
ん
に
入
ま
す
る
は
か
ざ
り
お
き
ま
し
た
る
人
形
う
た
ざ
へ
も
ん
に
あ
わ
せ

せ
う
〳
〵
は
た
ら
き
を
つ
け
お
き
ま
し
て
ご
ざ
り
ま
す
る

み
ぎ
の
に
ん
ぎ
や

う
す
へ
に
い
た
り
ま
し
て
ぶ
つ
ぼ
さ
つ
と
か
は
り
ま
す
る
﹂
と
あ
る
︒
続
い
て
︑

一
ウ
に
は
こ
の
人
形
が
変
化
し
た
姿
が
描
か
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
本
文
に

は
﹁
さ
て
さ
い
し
よ
左
り
の
あ
し
は
ふ
ど
う
め
う
わ
う
と
か
は
り
ま
す
る

右

の
あ
し
は
多
も
ん
天
と
か
は
り
左
右
の
か
い
な
は
く
わ
ん
を
ん
せ
い
し

た
い

は
し
や
か
に
よ
ら
い
と
か
は
り
へ
そ
は
や
く
し
の
る
り
の
つ
ぼ
と
な
り
ま
す
る

ま
た
か
し
ら
は
三
ぞ
ん
と
か
は
り
ま
す
る
な
に
と
ば
し
ご
ざ
り
ま
せ
う
か

又
々
も
と
の
人
形
と
仕
御
目
に
入
ま
す
る
相
か
は
り
ま
せ
ぬ
義
を
御
覧
ニ
入
ま

し
て
こ
さ
り
ま
す
る
﹂
と
あ
る
︒

ま
ず
︑
祭
文
語
り
の
人
形
が
歌
祭
文
に
合
わ
せ
て
所
作
を
す
る
︒
そ
し
て
︑

こ
の
人
形
が
末
に
仏
菩
薩
と
変
化
す
る
と
い
う
展
開
が
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
そ

の
変
化
は
︑
左
足
が
不
動
明
王
︑
右
足
が
多
聞
天
︑
左
腕
が
観
音
︑
右
腕
が
勢

至
︑
体
は
釈
迦
如
来
︑
臍
は
薬
師
の
瑠
璃
の
壷
︑
頭
は
三
尊
に
そ
れ
ぞ
れ
変
化

し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
仏
菩
薩
に
変
じ
た
姿
が
最

後
に
も
と
の
人
形
の
姿
に
戻
っ
て
終
わ
る
と
い
う
大
か
ら
く
り
で
あ
っ
た
︒

こ
の
よ
う
に
次
々
と
人
形
が
変
化
し
て
い
く
様
相
を
記
し
て
い
く
の
が
︑

個
々
の
演
目
の
か
ら
く
り
口
上
の
表
現
類
型
で
あ
る
︒
落
書
は
︑
そ
の
人
形
の

変
化
・
変
相
に
な
ぞ
ら
え
て
︑
ど
ん
ど
ん
燃
え
広
が
る
江
戸
市
中
の
火
事
の
状

況
を
表
し
た
︒

四

﹃
落
書
類
聚
﹄
に
収
め
ら
れ
た
落
書
を
あ
ら
た
め
て
見
直
し
て
み
る
と
︑
竹

田
か
ら
く
り
の
口
上
の
も
じ
り
に
な
っ
て
い
る
の
は
︑
明
和
大
火
の
当
て
込
み

が
最
初
で
あ
る
︒
な
ぜ
︑
竹
田
か
ら
く
り
の
口
上
を
取
り
込
ん
だ
の
か
︒
元
来
︑

落
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と
か
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落
書
の
趣
向
と
し
て
取
り
込
ま
れ
る
も
の
は
︑
当
然
江
戸
市
中
の
人
び
と
に
と

っ
て
周
知
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
う
し
た
趣
向
が
受
け
入
れ
ら
れ

る
の
は
︑
竹
田
か
ら
く
り
が
︑
江
戸
で
お
お
い
に
人
気
を
博
し
て
い
た
か
ら
に

他
な
ら
な
い
︒
た
だ
し
︑
当
時
︑
上
方
で
は
︑
す
で
に
竹
本
座
・
豊
竹
座
も
退

転
し
︑
竹
田
一
族
も
道
頓
堀
の
興
行
を
取
り
仕
切
る
勢
い
は
な
く
︑
昔
な
が
ら

の
か
ら
く
り
と
子
供
芝
居
を
綯
い
交
ぜ
た
竹
田
芝
居
と
し
て
興
行
を
続
け
て
い

た
︒
そ
れ
だ
け
に
か
え
っ
て
︑
地
方
巡
業
を
行
い
︑
興
行
収
益
を
上
げ
て
い
こ

う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

竹
田
芝
居
の
江
戸
興
行
が
確
認
で
き
る
資
料
を
掲
げ
て
み
る
と
︑
加
藤
曳
尾

庵
の
﹃
我
衣⑤
﹄
の
寛
保
元
年
︵
一
七
四
一
︶
の
条
に
は
︑
竹
田
芝
居
の
江
戸
興

行
に
つ
い
て
触
れ
て
︑
演
目
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
二
代
目
團
十
郎
の
﹃
老

の
た
の
し
み⑥
﹄
に
も
寛
保
元
年
四
月
十
五
日
夜
に
團
十
郎
が
竹
田
近
江
父
子
と

会
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
宝
暦
八
年
︵
一
七
五
八
︶
﹃
竹
田
新
か
ら
く

り⑦
﹄
︵
﹃
竹
田
大
か
ら
く
り
絵
尽
﹄
︶
が
︑
赤
本
形
式
で
残
っ
て
い
る
か
ら
く
り

絵
本
の
ま
と
ま
っ
た
古
い
資
料
で
あ
る
︒
竹
田
芝
居
は
︑
そ
の
前
年
に
江
戸
興

行
を
行
っ
て
お
り
︑
そ
の
時
﹃
竹
田
大
か
ら
く
り
﹄
が
す
で
に
刊
行
さ
れ
︑
そ

の
続
編
と
し
て
﹃
竹
田
新
か
ら
く
り
﹄
が
刊
行
さ
れ
た
︒
そ
の
後
︑
竹
田
芝
居

が
江
戸
興
行
を
行
っ
た
の
は
︑
明
和
四
︑
五
︵
一
七
六
七
︑
八
︶
年
頃
で
あ
り
︑

江
戸
で
も
お
お
い
に
評
判
を
と
っ
て
い
た
︒
そ
の
時
︑
か
ら
く
り
絵
本
と
し
て

﹃
機
関
千
種
の
実
生
﹄
と
﹃
若
楓
東
雛
形
﹄
の
二
冊⑧
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
て

い
る
︒
こ
の
あ
た
り
ま
で
が
竹
田
芝
居
の
活
力
の
あ
る
時
代
と
言
え
る
︒
ち
な

み
に
︑
次
に
確
認
で
き
る
か
ら
く
り
絵
本
と
し
て
は
︑
安
永
六
年
︵
一
七
七

七
︶
﹃
竹
田
大
唐
繰
﹄
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
以
後
も
︑
竹
田
芝
居
は
︑
た

び
た
び
江
戸
興
行
を
行
っ
て
お
り
︑
そ
こ
で
興
行
収
益
を
あ
げ
て
い
た
も
の
と

推
測
さ
れ
る
︒
そ
う
し
た
江
戸
で
の
興
行
に
よ
っ
て
︑
そ
の
存
在
は
江
戸
市
中

の
多
く
の
人
び
と
に
知
れ
渡
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
明
和
九
年
の
大
火
を
当

て
込
ん
だ
落
書
も
︑
こ
う
し
た
竹
田
か
ら
く
り
へ
の
関
心
や
興
味
が
あ
っ
て
の

こ
と
と
考
え
ら
れ
る
︒

五

こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
こ
れ
ら
の
落
書
が
︑
そ
う
し
た
竹
田
芝

居
の
評
判
を
当
て
込
ん
だ
だ
け
で
な
く
︑
落
書
の
体
裁
ま
で
も
︑
こ
れ
ら
の
か

ら
く
り
絵
本
を
丹
念
に
真
似
て
作
ら
れ
て
お
り
︑
そ
れ
を
も
じ
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
︒

そ
の
実
情
を
探
る
こ
と
で
︑
落
書
の
作
者
が
︑
ど
の
よ
う
に
落
書
を
作
っ
て

い
く
の
か
︑
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
で
き
る
事
例
と
も
な
る
だ
ろ
う
︒
﹃
落
書

類
聚
﹄
の
原
本
は
︑
作
者
矢
島
隆
教
が
大
正
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
編
纂
し

た
も
の
で
あ
り
︑
い
ま
は
国
立
国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
︑
デ
ジ
タ
ル

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
︒
東
京
堂
出
版
か
ら
三
巻
本
と
し
て

翻
刻
・
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
︑
同
書
の
﹁
凡
例
﹂
に
も
断
ら
れ
て
い
る
と
お
り
︑

落
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と
か
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図�

落書「焼田口上」口上図『竹田新からくり』口上図

図	

『機関千種の実生』口上図 落書「焼田からくり」口上図
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組
版
の
関
係
で
活
字
と
図
版
の
位
置
が
原
状
と
は
異
な
っ
て
お
り
︑
落
書
の
作

者
が
意
図
し
た
と
こ
ろ
が
う
ま
く
伝
え
ら
れ
な
い
結
果
に
な
っ
て
い
る
場
合
が

あ
る
︒
今
回
取
り
上
げ
る
竹
田
か
ら
く
り
の
口
上
と
か
ら
く
り
も
そ
う
し
た
ケ

ー
ス
で
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
﹃
落
書
類
聚
﹄
の
当
該
箇
所
を
参
照
す
る
と
︵
前
ペ
ー
ジ
に
掲
出
︶
︑

口
上
人
の
図
が
本
文
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
活
字
本

で
は
︑
本
文
が
ま
と
め
て
翻
刻
さ
れ
︑
別
ペ
ー
ジ
に
挿
絵
と
し
て
挿
入
さ
れ
て

い
る
︒
そ
こ
で
︑
﹃
落
書
類
聚
﹄
の
口
上
図
を
検
討
し
て
み
た
い
︒

｢
焼
田
口
上
﹂
で
は
︑
比
較
的
年
配
の
口
上
人
が
︑
舞
台
上
手
の
方
を
見
て
︑

左
手
で
扇
を
逆
手
に
持
っ
て
差
し
上
げ
て
い
る
図
柄
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
を

か
ら
く
り
絵
本
﹃
竹
田
新
か
ら
く
り
﹄
の
冒
頭
の
口
上
図
と
比
較
す
る
と
︑
構

図
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
年
配
の
姿
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
︑
こ

の
口
上
人
が
当
時
の
三
代
目
竹
田
近
江
大
掾
で
あ
り
︑
そ
の
舞
台
姿
と
考
え
ら

れ
る
︒
落
書
は
そ
こ
ま
で
は
わ
か
ら
ず
と
も
︑
こ
の
口
上
図
を
参
照
し
て
い
る

可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
落
書
の
口
上
文

は
︑
か
ら
く
り
絵
本
の
口
上
本
文
の
内
容
と
は
直
接
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
︒

こ
の
構
図
は
︑
口
上
人
の
舞
台
姿
と
し
て
は
珍
し
い
も
の
で
あ
り
︑
着
物
の

柄
は
異
な
る
も
の
の
︑
落
書
が
か
ら
く
り
絵
本
を
模
写
し
た
よ
う
な
構
図
に
な

っ
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
︑
こ
う
し
た
か
ら
く
り
絵
本
の
口
上
図
を
そ
の
ま
ま
利

用
し
て
︑
そ
れ
ら
し
く
見
せ
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
お
そ
ら

く
︑
﹁
焼
田
口
上
﹂
の
構
図
は
︑
﹃
竹
田
新
か
ら
く
り
﹄
の
か
ら
く
り
絵
本
の
口

上
図
を
真
似
て
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

｢
焼
田
か
ら
く
り
﹂
の
口
上
図
で
は
︑
裃
の
若
衆
姿
の
若
い
口
上
人
が
︑
舞

台
下
手
の
方
を
見
て
︑
客
席
に
両
手
を
つ
い
て
ご
挨
拶
を
し
て
い
る
︒
扇
は
前

に
横
向
き
に
置
い
て
い
る
︒
﹃
機
関
千
種
の
実
生
﹄
の
口
上
図
と
は
︑
裃
の
若

衆
姿
と
髪
型
︑
着
物
の
柄
︑
脇
差
し
の
位
置
に
至
る
ま
で
一
致
し
て
い
る
︒
こ

の
口
上
人
は
︑
ま
だ
若
い
竹
田
縫
之
助
で
あ
る
︒
落
書
と
は
︑
右
手
に
逆
さ
に

構
え
た
扇
を
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
が
相
違
し
て
い
る
︒
こ
の
口
上
人
の
姿

は
︑
か
ら
く
り
絵
本
を
模
写
し
た
も
の
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
︒
こ

の
落
書
の
口
上
本
文
は
次
の
丁
に
ま
た
が
っ
て
い
る
点
が
構
図
と
し
て
は
ず
れ

て
い
る
が
︑
そ
の
描
写
の
細
か
な
一
致
は
両
者
の
直
接
的
な
関
係
を
示
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
︒

か
ら
く
り
絵
本
﹃
竹
田
新
か
ら
く
り
﹄
︑
﹃
機
関
千
種
の
実
生
﹄
の
両
書
の
冒

頭
の
口
上
図
は
︑
こ
の
時
の
興
行
全
般
に
わ
た
る
ご
挨
拶
で
あ
り
︑
興
行
の
趣

旨
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
落
書
の
場
合
は
︑
個
々
の
か
ら
く

り
の
演
目
に
つ
い
て
の
口
上
文
に
な
っ
て
い
る
︒
挿
絵
に
は
︑
か
ら
く
り
絵
本

の
口
上
図
を
用
い
な
が
ら
も
︑
口
上
本
文
は
個
々
の
演
目
の
口
上
文
を
も
じ
っ

て
制
作
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
落
書
の
作
者
は
そ
れ
な
り
に
手

の
込
ん
だ
作
り
方
で
︑
趣
向
を
凝
ら
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

落
書
と
か
ら
く
り
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落書「焼田からくり」挿絵

図


図�

『機関千種の実生』「邯鄲栄花春」舞台図

六

し
か
も
︑
同
書
が
次
に
掲
げ
る
か
ら
く
り
の
舞
台
図
と
の
類
似
も
見
逃
せ
な

い
︒
﹃
落
書
類
聚
﹄
に
は
︑
小
さ
な
鐘
を
打
つ
法
師
の
人
形
が
載
る
か
ら
く
り

台
と
大
火
事
に
見
舞
わ
れ
る
江
戸
の
町
の
景
色
を
描
い
た
か
ら
く
り
台
が
並
記

さ
れ
て
い
る
︒
し
か
も
︑
法
師
の
人
形
か
ら
大
火
事
の
か
ら
く
り
へ
と
吹
き
出

し
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
︒

こ
れ
と
類
似
し
た
か
ら
く
り
が
﹃
機
関
千
種
の
実
生
﹄
に
収
め
ら
れ
て
い
る
︒

す
な
わ
ち
︑
第
一
の
﹁
大
か
ら
く
り

邯
鄲
栄
花
春
﹂
で
あ
り
︑
の
ぞ
き
か
ら

く
り
の
鐘
を
打
つ
法
師
の
姿
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
︑
落
書
が
か
ら
く
り
絵
本

の
類
似
す
る
挿
絵
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
か
ら

落
書
と
か
ら
く
り
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く
り
の
口
上
本
文
を
掲
げ
る
︒

か
ざ
り
お
き
ま
し
た
る
の
ぞ
き
が
ら
く
り
は

わ
づ
か
の
は
こ
の
内
へ
千
ぜ

う
じ
き
を
つ
も
り
ま
し
た
る
さ
い
く

さ
い
し
よ
は
ほ
う
し
の
人
形
か
ね
を
う

ち
ま
す
る
と

は
こ
こ
と
〳
〵
ひ
ら
け
ひ
ろ
が
り
ま
し
て

千
ぜ
う
じ
き
の
ゑ

ん
と
か
は
り
左
右
の
子
供
は
東
西
金
銀
の
山
こ
が
ね
し
ろ
か
ね
の
日
り
ん
月
り

ん
と
な
り
ま
す
る

さ
て
は
る
か
む
か
ふ
く
わ
と
う
口
の
き
ぬ
を
ま
き
あ
け
ま

す
れ
ば

女
ら
う
こ
た
つ
の
上
に
て
ね
こ
を
そ
ば
や
か
し
ま
す
る

又
さ
ゆ
う

の
は
し
ご
を
の
ぼ
り

き
う
じ
仕
ま
す
る

此
長
ら
う
か
こ
と
〳
〵
く
は
き
そ

う
ぢ
い
た
し
ま
す
る
︵
三
オ
)

こ
れ
よ
り
の
ぞ
き
の
は
こ
と
た
ゝ
み
か
へ
し

ま
す
る
か
ら
く
り

こ
と
の
ほ
か
こ
ま
か
な
る
つ
も
り
さ
い
く

人
形
は
こ

と
〳
〵
く
は
た
ら
き
ま
す
御
き
を
つ
け
ら
れ
ま
せ
ふ
︵
三
ウ
︶

こ
の
か
ら
く
り
は
小
さ
い
の
ぞ
き
の
箱
の
中
に
千
畳
敷
を
仕
組
ん
だ
か
ら
く

り
で
あ
る
︒

最
初
は
︑
の
ぞ
き
の
箱
の
上
の
法
師
の
人
形
が
鉦
を
打
つ
と
︑
箱
が
開
け
て

千
畳
敷
の
座
敷
と
変
わ
る
︒
の
ぞ
き
の
箱
の
穴
か
ら
覗
い
て
い
た
左
右
の
子
供

は
日
輪
月
輪
と
変
わ
る
︒
千
畳
敷
の
座
敷
の
火
燈
口
の
絹
を
巻
き
上
げ
る
と
︑

女
郎
が
炬
燵
の
上
で
猫
を
戯
れ
つ
か
せ
て
い
る
︒
ま
た
︑
左
右
の
梯
子
を
登
り
︑

給
仕
す
る
人
形
︑
長
廊
下
を
掃
き
そ
う
じ
す
る
人
形
が
そ
れ
ぞ
れ
に
所
作
を
す

る
︒
二
階
の
障
子
を
開
け
る
と
︑
主
人
が
辺
り
を
見
回
し
︑
煙
草
を
吸
う
︒
最

後
に
︑
元
の
の
ぞ
き
の
箱
に
畳
み
返
さ
れ
る
︒

つ
ま
り
︑
の
ぞ
き
の
箱
が
開
い
て
︑
箱
の
な
か
で
展
開
さ
れ
て
い
た
千
畳
敷

の
座
敷
の
様
子
を
見
せ
た
後
︑
再
び
︑
覗
き
の
箱
に
も
ど
る
と
い
う
か
ら
く
り

で
あ
り
︑
覗
き
の
穴
を
覗
い
て
い
た
童
子
が
見
た
千
畳
敷
の
座
敷
を
舞
台
化
し

て
見
せ
る
と
い
う
趣
向
で
あ
っ
た
︒

の
ぞ
き
の
か
ら
く
り
で
は
︑
法
師
が
鐘
を
打
つ
と
い
う
の
が
常
套
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
︒
の
ぞ
き
の
箱
の
上
に
人
形
が
描
か
れ
て
い
る
図
と
し
て
は
︑
勝
春

朗
画
の
黄
表
紙
﹃
野
曾
喜
伽
羅
久
里
義
経
山
入
﹄
︵
天
明
四
年
︶
を
掲
げ
る
こ

と
が
で
き
る⑨
︒
法
師
の
人
形
が
鐘
を
打
つ
後
ろ
姿
が
描
か
れ
て
お
り
︑
の
ぞ
き

の
箱
の
上
に
設
け
ら
れ
た
棚
板
の
上
に
人
形
が
セ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
︒
ふ
た
り

の
童
子
が
穴
を
の
ぞ
き
込
ん
で
い
る
︒
本
文
に
は
︑
﹁
さ
て
千
ぢ
や
う
じ
き
と

か
は
り
ま
す
れ
ば

四
て
ん
わ
う
の
め
ん
〳
〵
の
こ
ら
ず
相
つ
め
ま
す
る

こ

れ
も
や
ぶ
ん
の
て
い
と
か
わ
り
ま
す
れ
は

し
よ
く
だ
い
の
こ
ら
ず
ひ
が
と
ほ

り
ま
す
る

こ
の
き
お
め
に
と
ま
り
ま
す
れ
ば

せ
ん
の
か
た
は
お
か
は

り
〳
〵

あ
れ
み
な
あ
か
り
が
と
ぼ
つ
た
よ
﹂
と
あ
る
︒

竹
田
か
ら
く
り
の
千
畳
敷
で
は
︑
最
後
に
火
が
灯
る
︒
絵
尽
し
﹃
身
延
山
恵

方
伝
記
﹄
の
最
後
に
千
畳
敷
の
か
ら
く
り
の
絵
が
収
め
ら
れ
お
り
︑
﹁
数
万
の

し
や
う
く
た
い
︵
燭
台
カ
)

見
事
〳
〵
﹂
と
あ
る
︒

ま
た
︑
英
一
蝶
﹃
一
蝶
画
譜⑩
﹄
︵
明
和
七
年
の
序
文
あ
り
︶
所
収
の
﹁
あ
め

売
﹂
に
も
︑
の
ぞ
き
の
箱
が
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
こ
に
は
︑
和
蘭
陀
風
の
衣
裳

を
着
た
あ
め
売
り
が
描
か
れ
て
お
り
︑
喇
叭
を
吹
い
て
い
る
中
国
風
の
人
形
が

落
書
と
か
ら
く
り
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の
ぞ
き
の
箱
の
上
に
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
の
ぞ
き
の
箱
の
上
に
人
形

を
飾
り
︑
音
を
鳴
ら
し
︑
か
ら
く
り
の
合
図
に
す
る
の
が
︑
の
ぞ
き
か
ら
く
り

の
ひ
と
つ
の
形
態
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

七

こ
の
よ
う
に
﹁
邯
鄲
栄
花
春
﹂
で
は
︑
の
ぞ
き
か
ら
く
り
の
箱
の
上
に
鐘
打

ち
の
法
師
が
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
落
書
の
方
は
法
師
の
人
形
が
別
の

か
ら
く
り
台
に
セ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
相
違
す
る
︒
﹁
邯
鄲
栄
花
春
﹂

で
は
︑
の
ぞ
き
の
箱
が
開
い
て
︑
箱
の
中
に
見
え
る
千
畳
敷
の
二
階
建
て
座
敷

で
種
々
の
人
形
の
所
作
が
演
じ
ら
れ
る
︒
の
ぞ
き
の
箱
の
中
か
ら
吹
き
出
し
が

出
て
お
り
︑
次
の
座
敷
へ
と
変
化
し
て
い
く
こ
と
が
吹
き
出
し
で
示
さ
れ
て
い

る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
吹
き
出
し
は
︑
の
ぞ
き
の
箱
が
開
い
て
︑
座
敷
に
変
化
す

る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
変
化
・
変
相
を
表
す
吹
き
出
し
は
︑

か
ら
く
り
の
絵
画
資
料
に
見
ら
れ
る
表
現
類
型
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
三
丁
表
か

ら
裏
に
か
け
て
︑
吹
き
出
し
が
連
続
に
な
る
よ
う
に
描
か
れ
た
事
例
は
か
ら
く

り
絵
本
の
中
で
も
珍
し
い
︒

そ
れ
に
対
し
て
﹃
落
書
類
聚
﹄
の
落
書
の
図
の
吹
き
出
し
で
は
︑
何
が
変
化

す
る
の
か
が
曖
昧
で
あ
り
︑
法
師
が
変
化
す
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
︒
通
常

の
か
ら
く
り
の
絵
画
資
料
で
は
︑
こ
う
し
た
構
図
で
は
︑
大
人
形
が
変
化
す
る

こ
と
を
意
味
し
て
お
り
︑
別
の
変
化
・
変
相
を
表
す
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
意
味

で
は
︑
落
書
の
作
者
が
﹁
邯
鄲
栄
花
春
﹂
の
か
ら
く
り
の
動
態
を
正
し
く
把
握

し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
む
し
ろ
︑
そ
れ
ら
し
く
模
写
す
る
こ
と
に
主

眼
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
︑
実
際
に
か
ら
く
り
を
見
た
と
は
考
え
に

く
い
︒

と
は
言
う
も
の
の
︑
落
書
の
ね
ら
い
は
︑
こ
の
法
師
人
形
の
鐘
打
ち
の
所
作

に
︑
火
事
を
知
ら
せ
る
半
鐘
を
打
つ
と
い
う
意
味
を
掛
け
て
重
層
的
に
表
現
す

る
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
鐘
を
打
つ
法
師
と
吹
き
出
し

が
︑
落
書
と
か
ら
く
り
絵
本
︑
両
者
の
関
係
の
深
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
︒
わ
ざ
わ
ざ
吹
き
出
し
ま
で
真
似
て
い
る
点
は
注
目
し
て
よ

い
だ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
特
定
の
演
目
を
記
し
た
絵
本
の
挿
絵
を
下
敷
き
に
し

て
落
書
を
書
く
と
い
う
の
は
︑
作
者
の
こ
の
趣
向
に
対
す
る
思
い
入
れ
を
強
く

感
じ
さ
せ
る

八

こ
こ
で
︑
も
う
一
点
の
か
ら
く
り
の
挿
絵
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
︑
大
き
な

蛤
の
口
が
開
い
て
︑
大
火
事
の
勢
い
が
江
戸
城
の
御
門
に
迫
っ
て
い
る
様
子
が

描
か
れ
て
い
る
︒
ち
な
み
に
︑
こ
の
挿
絵
は
紙
面
の
都
合
か
口
上
図
の
前
に
収

載
さ
れ
て
い
る
︒
挿
絵
に
は
︑
﹁
焼
田
大
が
ら
く
り
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ

の
落
書
も
︑
﹃
竹
田
新
か
ら
く
り
﹄
と
類
似
し
た
冒
頭
の
口
上
図
を
持
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
い
え
ば
︑
こ
れ
も
大
蛤
が
開
い
て
︑
そ
こ
か
ら
何
も
の
か
が
現
れ

落
書
と
か
ら
く
り
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図

落書「焼田口上」挿絵

る
か
ら
く
り
が
演
じ
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
だ
が
︑
管
見
に
い
る
限
り
︑

こ
の
演
目
は
竹
田
か
ら
く
り
の
資
料
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒
山

東
京
伝
の
黄
表
紙
﹃
小
人
国
毀
桜⑪
﹄
に
は
︑
﹁
蛤
貝
の
中
に
覗
機
関
を
仕
込
み

た
る
に
等
し
く
﹂
と
あ
り
︑
こ
う
し
た
蛤
の
貝
が
開
い
て
︑
そ
こ
か
ら
別
種
の

か
ら
く
り
が
展
開
す
る
と
い
う
演
目
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
現
存
か
ら
く

り
の
な
か
で
は
︑
﹁
浦
島
﹂
の
乙
姫
の
登
場
に
際
し
て
︑
大
き
な
貝
が
左
右
に

開
く
と
い
う
演
技
が
見
出
せ
る
︒
浦
島
の
演
技
は
︑
乙
姫
か
ら
玉
手
箱
を
受
け

取
り
︑
そ
れ
を
開
け
て
老
人
に
な
る
ま
で
の
一
連
の
場
面
を
貝
の
か
ら
く
り
の

前
で
演
じ
る
︒
こ
こ
は
樋
式
の
か
ら
く
り
で
演
じ
ら
れ
る
︵
愛
知
県
半
田
市
亀

崎
な
ど
︶
︒
ま
た
︑
果
実
が
割
れ
て
中
か
ら
か
ら
く
り
人
形
が
登
場
す
る
演
技

も
確
認
で
き
る
︵
大
津
祭
西
王
母
山
︶
︒
た
だ
し
︑
落
書
の
作
者
の
意
図
と
し

て
は
︑
火
事
で
焼
け
出
さ
れ
た
焼
き
蛤
と
い
う
意
味
を
重
層
化
さ
せ
て
大
蛤
の

趣
向
と
洒
落
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
う
し
た
演
技
・
演
出
の
か
ら
く
り

が
︑
竹
田
か
ら
く
り
の
演
目
と
し
て
上
演
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
想
定
さ
せ
る

落
書
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
は
︑
竹
田
か
ら
く
り
の
研
究
資
料
と
し
て
も
注
目

さ
れ
る
落
書
と
言
え
る
︒

こ
の
二
点
の
落
書
を
通
し
て
︑
竹
田
か
ら
く
り
の
口
上
を
も
じ
っ
た
落
書
を

作
る
際
に
︑
具
体
的
な
素
材
を
丹
念
に
な
ぞ
ら
え
て
制
作
す
る
場
合
も
あ
り
︑

か
ら
く
り
絵
本
の
口
上
図
や
か
ら
く
り
舞
台
図
の
構
図
や
形
態
ま
で
真
似
た
り
︑

踏
ま
え
た
り
す
る
姿
勢
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
こ
れ
は
特
殊
な
ケ
ー

ス
か
も
し
れ
な
い
が
︑
挿
絵
を
伴
う
落
書
の
場
合
︑
そ
れ
ら
を
精
査
し
て
い
く

こ
と
で
︑
落
書
の
作
者
の
ね
ら
い
が
具
体
的
に
把
握
で
き
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ

う
︒
従
来
︑
落
書
研
究
が
落
首
の
分
析
に
重
点
が
置
か
れ
て
き
た
が
︑
改
め
て

多
種
多
様
な
落
書
の
表
現
に
則
し
た
読
み
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
︒

末
筆
な
が
ら
︑
写
真
の
掲
載
を
お
許
し
頂
い
た
国
立
国
会
図
書
館
・
東
京
都

立
中
央
図
書
館
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒

注①

﹃
江
戸
時
代
落
書
類
聚
﹄
上
中
下
三
巻
︵
東
京
同
出
版
︶
昭
和
五
十
九
年
五
月
︒

②

鈴
木
棠
三
﹁
落
書
概
説
﹂
﹃
江
戸
時
代
落
書
類
聚
﹄
︒

③

斎
藤
月
岑
著
金
子
光
晴
校
訂
﹃
増
訂
武
江
年
表
�
﹄
︵
平
凡
社
︶
昭
和
五
十
九
年

四
月
︵
初
版
昭
和
四
十
三
年
六
月
︶
︒

落
書
と
か
ら
く
り

一
九
八



④

大
東
急
記
念
文
庫
所
蔵
︒
安
永
六
年
刊
︒

⑤

﹃
燕
石
十
種
﹄
第
一
巻
︵
中
央
公
論
社
︶
昭
和
五
十
四
年
三
月
︒

⑥

﹃
燕
石
十
種
﹄
第
五
巻
︵
中
央
公
論
社
︶
昭
和
五
十
五
年
三
月
︒

⑦

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
︒

⑧

東
京
都
立
中
央
図
書
館
所
蔵
︒

⑨

東
京
都
立
中
央
図
書
館
所
蔵
︒

⑩

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
︒

⑪

﹃
山
東
京
伝
全
集
﹄
第
三
巻
所
収
︵
ぺ
り
か
ん
社
︶
平
成
十
三
年
三
月
︒

落
書
と
か
ら
く
り

一
九
九


