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絵
画
表
現
に
お
い
て
白
と
黒
の
二
色
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は

申
す
ま
で
も
な
い
が
、
お
そ
ら
く
日
本
の
、
あ
る
い
は
よ
り
広
く
東
洋
の

絵
画
に
お
い
て
の
方
が
、
西
洋
の
絵
画
に
お
い
て
よ
り
も
、
そ
の
比
重
は

大
き
い
に
違
い
な
い
。
墨
と
い
う
手
軽
に
黒
を
表
現
で
き
る
画
材
が
発
明

さ
れ
て
、
そ
の
特
質
を
活
か
し
た
水
墨
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
誕
生
し
、

広
く
行
き
渡
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
白
地
に
墨
の
濃
淡
だ
け
で
表
現
さ
れ
た

基
本
的
に
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
水
墨
画
は
、
日
本
絵
画
史
に
お
い
て
着
色
画

に
劣
ら
ぬ
大
き
な
存
在
で
あ
る
。
拙
稿
で
は
日
本
絵
画
に
見
ら
れ
る
白
と

黒
を
概
観
し
な
が
ら
、
そ
の
特
質
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

一
、
白

日
本
や
東
洋
の
絵
画
に
は
余
白
と
い
う
概
念
が
あ
る
。
モ
チ
ー
フ
の
周

囲
や
背
景
の
な
に
も
描
か
れ
て
い
な
い
ス
ペ
ー
ス
を
言
う
が
、
日
本
の
絵

画
表
現
の
ほ
と
ん
ど
は
紙
か
絹
の
白
地
に
描
か
れ
た
も
の
な
の
で
、
余
白

が
白
い
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

平
安
時
代
に
制
作
さ
れ
た
絵
巻
物
を
、
男
絵
と
女
絵
の
二
種
に
分
類
す

る
こ
と
が
あ
る
。
男
絵
は
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
や
「
伴
大
納
言
絵
巻
」、

女
絵
は
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
が
代
表
す
る
が
、
と
も
に
様
式
に
関
わ
る
概

念
で
あ
っ
て
、
男
絵
は
伸
び
や
か
な
墨
線
を
主
体
と
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
表
現
、
女
絵
は
繊
細
な
着
色
に
よ
る
抒
情
的
な
表
現
を
特
色
と
す
る
。

線
描
を
主
体
と
す
る
男
絵
も
あ
る
程
度
は
彩
色
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ

り
、「
伴
大
納
言
絵
巻
」
に
は
各
所
に
鮮
や
か
な
彩
色
が
施
さ
れ
、
よ
り

線
描
主
体
の
傾
向
が
強
い
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
に
も
淡
彩
が
施
さ
れ
る

が
、
両
作
品
と
も
画
面
全
体
が
絵
具
で
塗
り
込
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

余
白
が
か
な
り
の
面
積
を
占
め
て
い
る
。
さ
ら
に
彩
色
を
一
切
使
わ
ず
に

【
特
集
】

白
と
黒

日
本
絵
画
の
白
と
黒

矢
島
　
新
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日
本
絵
画
の
白
と
黒

【
特
集
】
白
と
黒

極
細
の
墨
線
の
み
で
人
物
や
建
物
等
の
形
象
を
描
き
だ
す
表
現
も
行
わ
れ

て
お
り
、
こ
の
ペ
ン
画
の
よ
う
な
表
現
は
も
ち
ろ
ん
黒
で
描
く
の
だ
が
、

余
白
が
大
き
く
広
が
る
故
に
、
白
描
と
呼
ば
れ
た
。

こ
れ
ら
を
白
と
い
う
色
彩
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
線
描
主
体
の
男
絵
や
白

描
で
目
立
つ
の
は
紙
の
白
で
あ
る
余
白
で
あ
り
、
さ
ほ
ど
広
く
な
い
画
面

を
色
彩
で
塗
り
込
め
る
女
絵
で
は
、
白
は
鉛
白
や
胡
粉
な
ど
の
顔
料
を

塗
っ
た
面
で
あ
る
。
こ
の
残
し
た
白
と
描
い
た
白
は
、
区
別
す
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
白
で
描
く
例
か
ら
見
る
と
、
絵
巻
な
ど
の
や
ま
と
絵
系
の
作
品
で

は
、
人
物
の
顔
や
手
な
ど
の
肉
身
は
多
く
の
場
合
白
系
の
顔
料
が
塗
ら
れ
、

雪
や
雲
な
ど
も
白
く
塗
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。「
春
日
権
現
験
記

絵
巻
」
第
十
九
巻
の
雪
山
の
表
現
な
ど
は
、
白
で
雪
を
描
い
た
例
と
し
て

ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
印
象
的
な
雪
景
色
で
あ
る
。「
う
ら
し
ま
絵
巻
」（
日
本

民
藝
館
蔵
）
の
玉
手
箱
か
ら
立
ち
上
る
煙
を
白
い
筋
で
描
い
た
表
現
な
ど

も
、
記
憶
に
残
る
白
の
使
用
例
と
言
え
よ
う
。

着
色
す
る
絵
画
に
お
い
て
、
白
い
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
肌
や
雲
、
雪
、
花
、

鶴
な
ど
を
白
い
顔
料
を
塗
っ
て
描
く
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
日
本
や

東
洋
の
絵
画
に
限
っ
た
こ
と
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
が
、
白
で
描
い
た
特
筆

に
値
す
る
例
と
し
て
、
白
絵
屏
風
を
挙
げ
よ
う
。
原
在
中
筆
と
伝
え
る「
白

絵
松
鶴
図
屏
風
」（
図
１
、
京
都
府
総
合
資
料
館
蔵
）
は
そ
の
希
少
な
作

例
で
、
少
し
ベ
ー
ジ
ュ
が
か
っ
た
紙
に
、
白
一
色
で
鶴
や
松
、
竹
、
水
辺

な
ど
を
描
い
た
六
曲
一
双
の
屏
風
で
あ
る
。
白
絵
屏
風
は
出
産
が
行
わ
れ

る
場
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
、
清
浄
さ
を
演
出
す
る
た
め
に
、
白
の
み
で

描
か
れ
た
の
で
あ
る
。
出
産
後
に
は
廃
棄
さ
れ
る
の
が
通
例
だ
っ
た
ら
し

く
、
現
存
す
る
の
は
ほ
ん
の
数
例
で
あ
る（
１
）。

日
本
絵
画
の
白
と
し
て
強
調
す
べ
き
は
、
描
い
た
白
よ
り
も
残
し
た
白

の
方
だ
ろ
う
。
東
洋
の
絵
画
に
お
い
て
は
、
残
し
た
地
の
白
で
形
象
を
象

る
こ
と
が
あ
っ
た
。
キ
ャ
ン
バ
ス
内
を
塗
り
込
め
る
の
が
基
本
で
あ
る
西

洋
絵
画
に
は
ほ
と
ん
ど
見
か
け
ぬ
手
法
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
残
し
た
白
は

さ
ら
に
描
き
残
し
た
白
と
、
摺
り
残
し
た
白
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
描
き
残
し
た
白
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
基
本
的
に
墨
の
み
で
描
く

（
部
分
的
に
淡
彩
を
施
す
例
も
多
い
が
…
）
水
墨
画
に
お
い
て
、
後
か
ら

白
を
塗
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た（

２
）。
形
象
の
外
側
を
墨
で
ぼ
か
し
て
モ
チ
ー

フ
の
形
を
抜
く
技
法
を
外
隈
と
い
う
が
、
雪
山
や
水
流
、
白
梅
や
白
菊
、

鶴
や
白
鷺
の
よ
う
な
白
い
モ
チ
ー
フ
や
、
か
す
か
に
墨
を
掃
い
た
空
に
浮

か
ぶ
月
な
ど
は
、
こ
の
技
法
で
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
山
水

画
上
部
の
余
白
は
、
空
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

墨
で
白
梅
を
描
く
墨
梅
は
、
墨
竹
や
墨
蘭
と
並
ん
で
古
く
か
ら
行
わ
れ
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た
墨
絵
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
細
い
線
で
花
弁
の
輪
郭
を
描
い
て
地
の
白

で
白
梅
を
表
現
す
る
の
は
、
南
宋
の
揚
補
之
に
始
ま
る
技
法
と
い
う
。
墨

梅
は
日
本
に
も
鎌
倉
時
代
に
は
伝
わ
っ
て
お
り
、
白
雲
恵
暁
賛
の
双
幅

（
栗
棘
庵
蔵
）
が
早
い
例
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
花
木
で
も
桜
は

水
墨
画
に
描
か
れ
る
こ
と
が
少
な
い
が
、
梅
を
好
ん
だ
中
国
で
ほ
と
ん
ど

描
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
、
墨
の
み
で
は
桜
花
特
有
の
ピ
ン
ク
が
表
現
で

き
な
い
こ
と
が
理
由
だ
ろ
う
。

白
い
鳥
を
白
地
を
残
し
て
描
く
例
も
豊
富
で
あ
り
、
南
宋
の
画
僧
蘿
窓

の
「
竹
鶏
図
」（
文
化
庁
）
や
、
雪
村
が
「
花
鳥
図
屏
風
」（
図
２
、
ミ
ネ

ア
ポ
リ
ス
美
術
館
蔵
）
に
描
い
た
白
鷺
な
ど
が
思
い
浮
か
ぶ
。
地
の
白
を

残
し
た
雪
の
表
現
も
し
ば
し
ば
見
か
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
後
述
し
よ
う
。

水
墨
画
と
並
ん
で
地
の
白
を
残
す
表
現
が
多
用
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
ル
は
版

画
で
あ
る
。
黒
一
色
の
版
画
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
多
色
刷
り
の
錦
絵
に

お
い
て
も
白
を
摺
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
水
墨
画
の
場
合
と
同

じ
く
、
月
や
光
、
雪
、
雲
、
波
頭
な
ど
は
、
摺
り
残
し
た
紙
の
白
で
表
現

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
特
筆
さ
れ
る
の
は
鈴
木
春
信
が
真
綿
を
表
現
し
た
例

（
座
鋪
八
景
「
塗
桶
の
暮
雪
」）
で
、
空
摺
り
（
極
め
出
し
）
の
技
法
で
、

柔
ら
か
く
盛
り
上
が
る
真
綿
の
質
感
を
表
現
し
て
い
る
。
歌
川
広
重
の
雪

図
１　
「
白
絵
松
鶴
図
屏
風
」
部
分
（
京
都
府
総
合
資
料
館
）



19

日
本
絵
画
の
白
と
黒

【
特
集
】
白
と
黒

景
色
の
表
現
な
ど
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
、
黒

墨
絵
が
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
た
日
本
の
絵
画
に
お
い
て
、
黒
は
極

め
て
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
墨
梅
と
並
ぶ
文
人
画
の
ジ
ャ
ン
ル
に

墨
竹
が
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
墨
の
黒
で
竹
を
描
い
た
も
の
だ
が
、
墨
絵
の
伝

統
を
知
ら
ぬ
欧
米
人
が
、
竹
と
は
黒
い
植
物
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
と
い

う
笑
い
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
様
々
な
モ
チ
ー
フ
が
墨
で
描
か
れ
る

の
は
当
た
り
前
す
ぎ
て
特
に
論
ず
る
材
料
も
な
い
の
で
、
本
節
で
は
背
景

を
黒
地
と
す
る
表
現
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

や
は
り
絵
は
白
地
に
描
か
れ
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
て
、
背
景

を
黒
地
と
す
る
作
例
（
黒
バ
ッ
ク
）
は
か
な
り
珍
し
い
存
在
で
あ
る
。
こ

の
黒
バ
ッ
ク
の
問
題
に
つ
い
て
は
拙
文
を
草
し
た
ば
か
り
な
の
で（

３
）、

こ
こ

で
は
そ
の
内
容
を
簡
略
に
ま
と
め
る
に
と
ど
め
る
が
、
黒
バ
ッ
ク
は
大
き

く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
初
か
ら
の
黒
地
に
描
く
も
の
と
、

白
地
に
描
い
た
後
に
余
白
を
黒
く
塗
り
潰
す
も
の
の
二
種
で
あ
る
。
黒
地

に
描
く
か
、
背
景
の
白
地
を
黒
く
潰
す
か
は
、
同
じ
黒
バ
ッ
ク
と
言
っ
て

も
表
現
の
方
向
が
真
逆
で
あ
る
。

黒
地
に
描
く
絵
画
表
現
の
代
表
は
、
漆
工
芸
の
主
要
な
技
法
で
あ
る
蒔

図
２　

雪
村
「
花
鳥
図
屏
風
」
部
分
（
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
美
術
館
）
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絵
で
あ
ろ
う
。
蒔
絵
は
文
字
通
り
漆
黒
の
地
に
金
粉
を
蒔
い
て
絵
画
的
な

装
飾
を
行
う
技
法
で
、
我
が
国
で
独
自
に
発
達
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い

る
。
黒
漆
は
深
く
光
沢
の
あ
る
黒
で
あ
る
が
、
そ
れ
故
に
金
の
輝
き
が
際

立
つ
。
黒
と
金
、
す
な
わ
ち
闇
と
輝
き
の
対
比
は
鮮
烈
で
あ
り
な
が
ら
も

上
品
で
、
高
貴
な
気
分
に
満
ち
て
い
る
。

黒
地
に
装
飾
を
施
す
工
芸
は
他
に
明
治
期
の
七
宝
に
例
が
あ
り
、
黒
地

に
文
様
が
浮
か
び
上
が
る
表
現
の
点
で
は
似
て
い
る
。
し
か
し
七
宝
の
黒

地
は
文
様
を
彩
る
赤
や
黄
な
ど
と
と
も
に
描
く
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
ず
黒

地
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
工
程
か
ら
見
れ
ば
、
後
述
す
る
背
景
を
黒
く

潰
す
例
に
相
当
す
る
と
言
え
よ
う
。

絵
画
作
品
は
や
は
り
白
地
に
描
く
の
が
普
通
で
あ
り
、
蒔
絵
の
よ
う
に

漆
黒
の
画
面
に
描
く
の
は
極
め
て
珍
し
い
が
、
黒
に
近
い
濃
紺
の
地
と
い

う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
仏
教
絵
画
の
中
に
い
く
つ
か
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き

る
。
空
海
請
来
本
を
転
写
し
た
と
伝
え
る
高
雄
曼
荼
羅
（
神
護
寺
蔵
）
が

そ
の
古
い
例
で
、
濃
紺
の
紫
綾
地
に
金
泥
と
銀
泥
の
線
描
の
み
で
両
界
曼

荼
羅
の
多
く
の
尊
像
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
傷
み
が
激
し
い
の
が
惜
し

ま
れ
る
が
、
保
存
の
よ
い
部
分
に
は
制
作
当
初
の
流
麗
な
線
描
の
技
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
平
安
時
代
中
期
に
制
作
さ
れ
た
子
島
曼
荼
羅
（
子
島

寺
蔵
）
も
、
同
種
の
技
法
に
よ
る
両
界
曼
荼
羅
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

濃
紺
に
金
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
書
に
お
い
て
も
多
用
さ
れ
て
お
り
、

紺
紙
に
金
銀
泥
で
書
写
し
た
経
典
が
数
多
く
制
作
さ
れ
て
い
る
。
書
と
絵

の
融
合
と
言
う
べ
き
金
字
宝
塔
曼
荼
羅
は
、
紺
地
に
金
で
書
し
た
経
文
の

文
字
を
連
ね
て
、
宝
塔
を
描
き
出
す
文
字
絵
で
あ
る
（
図
３
）。
経
文
の

一
字
一
字
を
聖
な
る
も
の
と
見
る
観
念
か
ら
金
字
が
使
わ
れ
た
の
だ
ろ
う

が
、
そ
の
輝
き
を
引
き
出
す
た
め
に
、
高
雄
曼
荼
羅
な
ど
と
同
じ
く
濃
紺

の
地
が
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
金
字
宝
塔
曼
荼
羅
は
平
安
末
か
ら
鎌
倉
に

か
け
て
の
作
例
が
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
が
、
高
麗
の
作
例
が
知
ら
れ

て
い
て
、
大
陸
か
ら
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

蒔
絵
や
紺
地
金
銀
泥
描
を
別
と
す
れ
ば
、
暗
色
の
背
景
を
持
つ
絵
画
の

多
く
は
、
紙
や
絹
の
本
来
の
白
地
を
、
後
か
ら
黒
く
潰
し
た
も
の
で
あ
る
。

背
景
の
白
地
を
黒
く
潰
す
作
例
に
は
肉
筆
の
作
品
と
版
画
作
品
の
二
種
が

あ
る
が
、
特
に
版
画
は
白
と
黒
の
対
比
で
形
象
を
描
く
技
法
で
あ
る
か
ら
、

白
と
黒
を
テ
ー
マ
と
す
る
拙
論
に
お
い
て
大
き
く
取
り
上
げ
る
べ
き
ジ
ャ

ン
ル
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
両
者
を
取
り
混
ぜ
な
が
ら
、
時
代
順
に
検
討

し
て
み
た
い
。

ま
ず
一
点
制
作
の
肉
筆
作
品
の
古
い
例
と
し
て
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町

時
代
に
か
け
て
盛
ん
に
描
か
れ
た
来
迎
図
を
挙
げ
た
い
。
も
ち
ろ
ん
す
べ

て
の
来
迎
図
の
背
景
が
暗
色
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
か
ら
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日
本
絵
画
の
白
と
黒

【
特
集
】
白
と
黒

室
町
時
代
に
か
け
て
は
、
阿
弥
陀
や
菩
薩
の
全
身
を
金
泥
や
截
金
を
駆
使

し
て
金
色
に
描
き
、
白
毫
や
身
体
か
ら
発
せ
ら
れ
る
光
条
を
截
金
で
表
現

し
た
皆
金
色
と
呼
ば
れ
る
ス
タ
イ
ル
が
主
流
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
地
は
、

ほ
と
ん
ど
が
黒
に
近
い
濃
紺
で
あ
っ
た
。
修
法
に
使
わ
れ
た
密
教
画
の
背

景
も
燻
煙
な
ど
の
た
め
に
暗
色
化
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
皆
金
色
の

来
迎
図
の
地
色
は
、
金
の
輝
き
を
引
き
た
た
せ
る
た
め
の
意
図
的
な
も
の

だ
ろ
う
。

鎌
倉
時
代
に
は
版
画
作
品
に
お
い
て
も
す
で
に
黒
い
背
景
が
試
み
ら
れ

て
い
る
。
天
理
図
書
館
が
蔵
す
る
「
十
牛
図
」
が
早
い
例
と
言
う
が（
４
）、

濃

紺
地
に
金
銀
泥
で
描
い
た
作
例
と
同
じ
く
、
そ
の
源
流
は
や
は
り
中
国
に

求
め
ら
れ
る
。

黒
地
の
版
画
に
つ
い
て
は
中
国
の
作
例
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

言
及
す
べ
き
は
石
碑
の
書
を
写
し
た
拓
本
が
普
及
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

通
常
の
木
版
が
左
右
反
対
の
像
を
描
い
た
版
に
直
接
墨
を
つ
け
て
紙
を
置

き
、
バ
レ
ン
等
を
用
い
て
裏
か
ら
摺
り
あ
げ
る
の
に
対
し
、
拓
本
は
も
ち

ろ
ん
正
像
で
あ
る
書
や
画
像
が
印
刻
さ
れ
た
石
碑
に
紙
を
当
て
、
そ
の
上

か
ら
墨
を
た
た
い
て
写
し
取
る
も
の
で
、
通
常
の
木
版
画
と
は
大
き
く
異

な
る
技
法
で
あ
る
。
陰
刻
さ
れ
た
書
を
拓
本
に
と
る
と
、
白
く
抜
か
れ
た

文
字
の
周
囲
に
黒
地
が
大
き
く
広
が
る
こ
と
に
な
る
が
、
中
国
で
は
そ
う

図
３　
「
金
字
宝
塔
曼
荼
羅
」
部
分
（
妙
法
寺
）
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し
た
黒
地
の
拓
本
は
書
の
手
本
と
し
て
広
く
普
及
し
た
の
で
、
通
常
の
木

版
に
も
稀
に
見
ら
れ
た
黒
バ
ッ
ク
も
、
さ
し
て
目
新
し
く
感
じ
ら
れ
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
拓
本
の
技
法
（
拓
摺
）
が
日
本
で
盛
ん
に
な

る
の
は
江
戸
時
代
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

日
本
の
版
画
制
作
は
通
常
の
木
版
が
中
心
で
、
中
国
の
木
版
画
に
倣
っ

た
先
述
の
十
牛
図
の
よ
う
な
例
は
見
ら
れ
た
も
の
の
、
や
は
り
画
像
や
文

字
を
陽
刻
し
て
、
白
地
に
黒
い
線
で
表
す
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。

黒
地
の
版
画
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
近
世
に
入
る
頃
か
ら
で
、

文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
の
奥
書
が
あ
る
『
仏
説
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十

王
経
』
版
本
や
、
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
の
『
四
體
千
字
文
』
が
早
い

例
で
あ
る
が
、
両
者
と
も
技
法
は
通
常
の
木
版
で
あ
る
。
前
者
の
経
文
や

十
王
の
挿
絵
は
、
通
常
の
版
本
と
同
様
の
文
字
や
図
柄
を
陽
刻
し
た
白
地

の
表
現
で
あ
る
が
、
挿
絵
の
最
後
に
展
開
す
る
地
獄
の
情
景
（
図
４
）
に

は
、
黒
い
背
景
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
描
写
は
残
酷
な
責
め
苦
を
描

き
な
が
ら
も
素
朴
な
味
わ
い
に
富
む
も
の
で
、
地
獄
絵
に
新
た
な
世
界
を

拓
く
も
の
で
あ
っ
た（

５
）。『

四
體
千
字
文
』
は
拓
本
に
似
せ
た
書
の
手
本
で
、

黒
地
に
文
字
を
白
く
抜
い
て
い
る
。

黒
地
の
版
画
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
の
は
十
八
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で

あ
る
。
拓
本
と
同
様
の
手
法
で
像
の
左
右
を
反
転
さ
せ
ず
に
紙
に
写
し
取

図
４　
『
仏
説
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十
王
経
』
版
本
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日
本
絵
画
の
白
と
黒

【
特
集
】
白
と
黒

る
版
画
技
法
を
拓
摺
（
拓
版
）
と
も
正
面
摺
（
正
面
版
）
と
も
言
う
が
、

こ
の
技
法
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
た
中
野
三
敏
氏
は
、「
何
れ
に
せ
よ
本
邦

正
面
版
の
刊
行
は
お
お
む
ね
元
禄
、
宝
永
、
正
徳
と
云
っ
た
時
期
に
中
国

の
技
法
を
旨
と
し
て
、
長
崎
を
起
点
に
江
戸
へ
伝
わ
り
、
高
玄
岱
、
細
井

広
沢
と
い
っ
た
唐
様
書
家
の
尽
力
す
る
所
に
よ
っ
て
定
着
し
て
、
宝
暦
頃

に
は
町
版
の
一
つ
と
し
て
法
帖
の
特
製
高
級
品
と
い
う
感
覚
を
持
ち
な
が

ら
流
布
す
る
に
至
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
頃
か
ら
、
こ
の
技
法
を

絵
画
に
及
ぼ
し
た
画
譜
、
画
巻
の
刊
行
も
企
て
ら
れ
る
に
い
た
」
っ
た
と

述
べ
て
お
ら
れ
る（
６
）。

こ
の
書
に
お
け
る
拓
摺
や
、
中
国
の
絵
手
本
で
あ
る
『
芥
子
園
画
伝
』

な
ど
の
普
及
に
刺
激
さ
れ
て
、
浮
世
絵
に
も
黒
バ
ッ
ク
の
作
例
が
登
場
す

る
。
羽
川
珍
重
（
一
六
七
九
？
～
一
七
五
四
）
の
「
松
の
内
の
ん
こ
れ
双

六
」（
図
５
）
は
享
保
年
間
の
作
と
考
え
ら
れ
る
早
い
例
で
、
黒
地
に
貝

の
よ
う
な
形
を
抜
い
て
、
そ
の
中
に
人
物
等
を
描
い
て
い
る
。
延
享
年
間

（
一
七
四
四
～
四
八
）
に
は
、
奥
村
政
信
（
一
六
八
六
～
一
七
六
四
）
や

西
村
重
長
（
一
六
九
七
？
～
一
七
五
六
）
ら
が
、
ベ
タ
な
黒
地
に
白
く
抜

い
た
線
描
で
人
物
等
を
描
き
出
し
た
一
枚
も
の
の
木
版
画
を
制
作
し
て
お

り
、
そ
れ
ら
は
拓
本
か
ら
の
連
想
で
石
摺
と
呼
ば
れ
た
。

肉
筆
画
に
も
こ
の
頃
新
た
な
表
現
が
登
場
し
て
い
る
。
我
が
国
の
文
人

図
５　

羽
川
珍
重
「
松
の
内
の
ん
こ
れ
双
六
」
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画
の
先
駆
け
で
あ
る
柳
沢
淇
園
（
一
七
〇
三
～
五
八
）
は
、
拓
摺
を
江
戸

に
広
め
た
書
家
と
し
て
名
が
挙
が
る
細
井
広
沢
を
書
の
師
と
し
た
よ
う
に
、

中
国
か
ら
の
情
報
に
敏
感
な
知
識
人
で
あ
っ
た
が
、
緑
青
で
竹
を
描
い
た

「
彩
竹
図
」（
岡
田
美
術
館
）
や
濃
彩
の
「
花
卉
図
」（
図
６
、
ベ
ル
リ
ン

東
洋
美
術
館
）
の
よ
う
な
、
背
景
を
濃
紺
地
と
す
る
作
品
を
描
い
て
い
る
。

「
花
卉
図
」
は
そ
の
写
実
的
で
緻
密
な
画
法
が
他
に
類
を
見
な
い
も
の
で
、

藤
の
花
弁
一
枚
一
枚
に
施
さ
れ
た
微
妙
な
陰
影
表
現
な
ど
は
、
中
国
経
由

で
も
た
ら
さ
れ
た
西
洋
画
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
消
化
吸
収
し
た
も
の
だ
ろ
う（
７
）。

そ
の
完
成
度
は
職
業
画
家
で
は
な
い
淇
園
の
手
に
な
る
と
に
わ
か
に
信
じ

が
た
い
ほ
ど
で
、
筆
者
が
ま
だ
実
見
し
て
い
な
い
以
上
、
こ
こ
で
の
考
察

の
対
象
に
加
え
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
両
作
品
と
も
制
作

年
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
淇
園
の
没
年
で
あ
る
宝
暦
八
年（
一
七
五
八
）

以
前
の
制
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

背
景
を
墨
で
塗
り
込
め
た
黒
バ
ッ
ク
は
、
禅
僧
白
隠
（
一
六
八
五
～

一
七
六
八
）
の
禅
画
に
早
い
例
が
あ
る
。
白
隠
画
の
革
新
性
に
つ
い
て
は

様
々
な
誌
面
で
述
べ
て
き
た
が
、
万
寿
寺
の
大
達
磨
の
よ
う
な
代
表
作
に

お
い
て
印
象
的
な
黒
バ
ッ
ク
を
試
み
て
い
る
こ
と
も
、
絵
画
史
に
お
い
て

強
調
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
ろ
う（

８
）。
制
作
年
代
の
明
ら
か
な
黒
バ
ッ
ク
の

早
い
例
と
し
て
は
、
大
阪
市
立
近
代
美
術
館
建
設
準
備
室
所
蔵
の
「
維
摩

像
」（
図
７
）
と
静
岡
市
龍
津
寺
所
蔵
の
「
太
原
崇
孚
像
」（
図
８
）
が
、

七
十
一
歳
の
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
の
作
で
あ
る
。

白
隠
は
ほ
と
ん
ど
の
作
画
に
人
々
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
の
賛
を
付

し
て
い
る
が
、
背
景
を
黒
く
塗
り
潰
す
場
合
は
、
そ
の
処
理
が
問
題
で

あ
っ
た
。「
維
摩
像
」
の
賛
は
蝋
抜
き
の
技
法
に
よ
る
と
言
わ
れ
、「
太
原

崇
孚
像
」
で
は
大
き
く
塗
り
残
し
た
区
画
の
中
に
墨
書
し
て
い
る
。「
維

摩
像
」
の
蝋
抜
き
の
工
程
の
実
際
は
不
明
で
あ
る
が
、
賛
の
周
囲
は
や
や

図
６　

柳
沢
淇
園
「
花
卉
図
」（
ベ
ル
リ
ン
東
洋
美
術
館
蔵
）
部
分
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日
本
絵
画
の
白
と
黒

【
特
集
】
白
と
黒

墨
色
が
薄
く
、
全
体
に
塗
り
斑
が
目
立
っ
て
い
る
。
筆
や
刷
毛
で
墨
を
塗

る
場
合
ど
う
し
て
も
塗
り
斑
が
生
じ
る
が
、
職
業
的
な
絵
師
で
あ
れ
ば
そ

の
よ
う
な
ラ
フ
な
仕
上
げ
を
嫌
う
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
肉
筆
画
に
お
い
て

黒
バ
ッ
ク
が
あ
ま
り
行
わ
れ
な
か
っ
た
理
由
か
も
し
れ
な
い
。
あ
く
ま
で

素
人
の
立
場
で
絵
を
描
い
た
白
隠
は
、
塗
り
斑
な
ど
気
に
し
な
い
お
お
ら

か
な
表
現
者
で
あ
っ
た
。

白
隠
の
作
画
の
絶
頂
期
で
あ
る
宝
暦
か
ら
明
和
に
か
け
て
、
京
都
の
伊

藤
若
冲
（
一
七
一
六
～
一
八
〇
〇
）
は
、
印
象
的
な
黒
バ
ッ
ク
の
版
画
を

制
作
し
て
い
る
。
若
冲
は
伝
統
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
自
分
の
表
現
を

追
求
し
た
自
由
な
絵
師
で
、
独
自
の
技
法
を
試
み
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る

が
、
拓
摺
の
技
法
に
よ
っ
て
、
明
和
四
年（
一
七
六
七
）
の「
乗
興
舟
」（
図

９
）
や
、
翌
五
年
の
「
玄
圃
瑤
華
」
と
い
っ
た
優
れ
た
黒
バ
ッ
ク
の
版
画

を
制
作
し
て
い
る（
９
）。

淀
川
両
岸
の
情
景
を
描
い
た
「
乗
興
舟
」
に
は
版
木

が
残
さ
れ
て
お
り
、
拓
摺
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
て
貴
重
で
あ
る
。
空

を
漆
黒
に
描
く
の
は
か
つ
て
な
か
っ
た
表
現
で
あ
り
、
新
た
な
世
界
が
展

開
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

若
冲
の
拓
摺
は
、
現
在
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
宝
暦
十
年（
一
七
六
〇
）

制
作
の
「
髑
髏
図
」（
西
円
寺
他
）
が
早
い
例
で
あ
り）

（（
（

、
年
代
的
に
は
宝

暦
五
年
の
作
例
が
確
認
さ
れ
る
白
隠
が
少
し
先
行
す
る
。
故
郷
沼
津
で
民

衆
教
化
に
尽
く
し
て
い
た
白
隠
は
、
死
の
前
年
の
明
和
四
年（
一
七
六
七
）

に
黒
バ
ッ
ク
の
観
音
像
を
十
点
近
く
も
制
作
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
万
寿

図
７　

白
隠
「
維
摩
像
」（
大
阪
市
立
近
代
美
術
館
建
設
準
備
室
蔵
）

図
８　

白
隠
「
太
原
崇
孚
像
」（
龍
津
寺
蔵
）
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寺
の
大
達
磨
も
八
十
三
歳
の

こ
の
年
に
描
い
た
と
考
え
ら

れ
る
が
、
若
冲
が「
乗
興
舟
」

を
描
い
た
の
も
こ
の
明
和
四

年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の

明
和
の
早
い
時
期
は
江
戸
の

鈴
木
春
信
が
多
色
刷
り
の
錦

絵
の
技
法
を
確
立
し
た
頃
で

も
あ
る
が
、
春
信
も
ま
た
黒

バ
ッ
ク
を
描
い
て
い
る
（
後

述
）。
す
な
わ
ち
江
戸
時
代

も
半
ば
を
過
ぎ
た
ほ
ぼ
同
じ

時
期
に
、
沼
津
で
は
白
隠
が

肉
筆
で
、
京
都
で
は
若
冲
が

拓
摺
で
、
江
戸
で
は
春
信
が

錦
絵
で
と
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
技
法
で
黒
バ
ッ
ク
を
試
み

て
い
た
の
で
あ
る
。
片
田
舎

で
展
開
さ
れ
た
あ
ま
り
に
個

性
的
な
白
隠
の
画
業
は
孤
立
し
た
存
在
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
や

は
り
絵
画
史
の
流
れ
の
中
で
捉
え
る
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
た

め
て
教
え
て
く
れ
る
事
実
と
言
え
よ
う
。

三
、
夜
に
降
る
雪

前
節
で
は
十
八
世
紀
ま
で
の
作
品
を
中
心
に
黒
地
の
背
景
に
つ
い
て
考

え
た
が
、
蒔
絵
の
よ
う
な
特
殊
な
も
の
や
、
版
画
の
技
法
に
よ
る
も
の
を

除
い
て
は
、
黒
バ
ッ
ク
は
あ
ま
り
見
か
け
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
特
に
風
景
画
に
は
ほ
と
ん
ど
黒
バ
ッ
ク
の
例
を
拾
う
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
が
、
風
景
画
に
お
け
る
黒
バ
ッ
ク
は
夜
の
表
現
と
考
え
ら

れ
る
の
で
、
そ
れ
は
夜
を
漆
黒
で
表
現
す
る
例
が
少
な
か
っ
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
本
節
で
は
ま
ず
日
本
の
絵

画
表
現
の
中
で
夜
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
き
た
の
か
を
振
り
返
っ
て
み

た
い
。

ま
ず
や
ま
と
絵
か
ら
夜
の
表
現
を
拾
う
と
す
れ
ば
、「
源
氏
物
語
絵
巻
」

は
そ
の
宝
庫
で
あ
る
。「
蓬
生
」
の
巻
の
源
氏
が
末
摘
花
を
訪
ね
る
場
面

で
は
露
払
い
の
惟
光
が
燭
台
を
持
ち
、「
横
笛
」
の
巻
の
雲
居
雁
が
赤
子

に
乳
を
与
え
る
場
面
に
は
背
の
高
い
燭
台
が
置
か
れ
、「
鈴
虫
（
二
）」
の

図
９　

伊
藤
若
冲
「
乗
興
舟
」
部
分
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日
本
絵
画
の
白
と
黒

【
特
集
】
白
と
黒

二
千
円
札
に
も
使
わ
れ

た
有
名
な
月
見
の
場
面

（
図
10
）
に
は
も
ち
ろ

ん
月
が
描
か
れ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
が
夜
の
場
面
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
燭
台
、
行
灯
、
松

明
な
ど
の
明
か
り
や
月

は
、
当
時
の
絵
画
表
現

に
お
い
て
夜
で
あ
る
こ

と
を
示
す
標
識
と
し
て

機
能
し
て
お
り
、
様
々

な
絵
巻
に
例
を
拾
う
こ

と
が
で
き
る
。

こ
の
「
鈴
虫
（
二
）」

の
画
面
は
、
あ
り
得
な

い
低
い
位
置
に
月
が
描

か
れ
る
こ
と
、
室
内
に

雲
が
か
か
る
こ
と
、
屋

根
が
描
か
れ
な
い
こ
と
、
斜
め
の
線
を
主
体
に
構
成
さ
れ
た
極
め
て
デ
ザ

イ
ン
的
な
画
面
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
か
け
離
れ
た
表
現

に
満
ち
て
お
り
、
そ
う
し
た
絵
空
事
と
言
う
べ
き
表
現
こ
そ
は
、
日
本
で

独
自
の
発
達
を
見
た
重
要
な
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る

が
、
画
面
の
明
る
さ
を
落
と
さ
ず
に
夜
を
表
現
す
る
こ
と
も
、
そ
こ
に
加

え
て
良
い
だ
ろ
う
。

中
国
か
ら
新
た
に
伝
来
し
た
水
墨
画
は
風
景
を
描
く
山
水
画
が
主
流
で

あ
っ
た
が
、
夜
景
は
や
は
り
空
に
月
を
描
い
て
表
現
す
る
こ
と
が
多
か
っ

た
。
応
永
十
二
（
一
四
〇
五
）
年
に
描
か
れ
た
「
柴
門
新
月
図
」（
図
11
、

藤
田
美
術
館
蔵
）
は
そ
の
代
表
的
な
一
幅
で
、
年
代
が
明
ら
か
な
最
古
の

詩
画
軸
と
し
て
も
著
名
で
あ
る
。
闇
の
表
現
は
控
え
め
で
、
月
明
か
り
が

人
物
の
周
囲
を
明
る
く
照
ら
し
て
い
る
。

こ
の
五
年
後
の
応
永
十
七
（
一
四
一
〇
）
年
に
描
か
れ
た
「
芭
蕉
夜
雨

図
」（
図
12
、
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
は
、
一
華
建
怤
と
い
う
後
に
南
禅

寺
の
住
持
と
な
る
僧
の
「
秋
雨
芭
蕉
」
と
い
う
詩
の
情
景
を
描
い
た
詩
画

軸
で
、
雨
夜
な
の
で
月
は
見
え
な
い
。
薄
墨
を
掃
い
て
夜
を
表
現
し
て
い

る
の
だ
が
、
月
が
な
い
の
で
題
名
を
見
な
け
れ
ば
夜
と
気
付
か
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
近
景
に
は
吹
墨
に
よ
る
小
さ
な
墨
点
が
散
ら
ば
る
が
、
雨
の

表
現
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

図
10　

源
氏
物
語
絵
巻
「
鈴
虫
（
二
）」（
五
島
美
術
館
蔵
）
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「
柴
門
新
月
図
」
や
「
芭
蕉
夜
雨
図
」
の
闇
は
か
す
か
で
、
漆
黒
と
は

ほ
ど
遠
い
が
、
月
明
か
り
だ
け
の
闇
夜
を
忠
実
に
描
い
た
の
で
は
建
物
や

風
景
の
細
部
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
絵
画
表
現
と
し
て
は

当
然
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
絵
空
事
が
横
溢
す
る
や
ま
と
絵
に
比
べ
、
中

国
画
を
範
と
す
る
水
墨
画
は
リ
ア
リ
ズ
ム
を
重
視
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た

の
だ
が
、
夜
を
ほ
ん
の
か
す
か
な
闇
で
描
く
の
は
、
約
束
事
と
言
う
べ
き

表
現
法
で
あ
っ
た
。

＊
＊

様
々
な
絵
師
が
参
加
し
て
夜
の
闇
の
表
現
が
大
き
く
進
展
し
た
の
は
、

や
は
り
江
戸
時
代
も
半
ば
を
過
ぎ
た
十
八
世
紀
後
半
の
こ
と
で
あ
る
。
先

に
黒
地
の
背
景
を
検
討
し
た
際
に
も
、
宝
暦
か
ら
明
和
に
か
け
て
の
時
期

が
画
期
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
が
、
夜
の
表
現
と
い
う
点
で
も
、
こ
の
頃
新

た
な
表
現
が
登
場
し
て
い
る
。

図
12　
「
芭
蕉
夜
雨
図
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）

図
11　
「
柴
門
新
月
図
」（
藤
田
美
術
館
蔵
）
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日
本
絵
画
の
白
と
黒

【
特
集
】
白
と
黒

ま
ず
先
に
検
討
し
た
中
で
、
風
景
画
で
あ
る
若
冲
の「
乗
興
舟
」（
図
９
）

の
黒
バ
ッ
ク
は
夜
の
表
現
と
見
な
せ
そ
う
だ
が
、
こ
の
作
品
は
友
人
と
実

際
に
淀
川
を
舟
で
下
っ
た
体
験
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
夜
景
で
は

あ
り
え
な
い
。
夜
を
表
現
す
る
た
め
の
黒
バ
ッ
ク
で
は
な
く
、
拓
摺
と
い

う
目
新
し
い
技
法
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
故
の
黒
バ
ッ
ク
で
あ
ろ
う
。

先
ほ
ど
は
具
体
的
な
作
品
を
示
さ
な
か
っ
た
が
、
江
戸
の
鈴
木
春
信
は
、

夜
景
を
木
版
画
特
有
の
ベ
タ
な
黒
バ
ッ
ク
で
描
い
て
い
る
。「
夜
の
梅
」

（
図
13
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
他
蔵
）
や
「
蛍
狩
り
」（
東
京
国
立
博

物
館
他
蔵
）
と
い
っ
た
作
品
が
そ
れ
で
、
雪
洞
や
蛍
が
描
か
れ
て
い
る
こ

と
よ
り
み
て
も
、
黒
バ
ッ
ク
は
闇
夜
の
表
現
で
あ
る
。
ベ
タ
な
黒
バ
ッ
ク

で
あ
る
の
に
、
人
物
な
ど
の
モ
チ
ー
フ
は
陰
影
を
施
さ
ず
に
鮮
や
か
に
表

現
さ
れ
る
の
で
、
ど
こ
か
不
思
議
な
世
界
が
現
出
し
て
い
る
。
夜
の
表
現

と
し
て
は
極
め
て
斬
新
な
も
の
で
あ
っ
た
。

明
和
に
続
く
時
期
に
は
、
葛
蛇
玉
（
一
七
三
五
～
八
〇
）
や
与
謝
蕪
村

（
一
七
一
六
～
一
七
八
四
）
ら
の
京
都
の
先
進
的
な
絵
師
た
ち
が
、
闇
夜

の
写
実
的
な
表
現
に
挑
ん
で
い
る
。
彼
ら
の
夜
景
は
春
信
の
錦
絵
の
よ
う

な
ベ
タ
な
黒
バ
ッ
ク
で
は
な
く
、
筆
に
よ
る
微
妙
な
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
で

闇
の
深
さ
を
表
現
し
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
絵
画
に
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
印
象
的
な
夜
景
と
な
っ
て
い
る
。
雪
を
描
く
作
品
が
多
い
こ
と
も

興
味
深
い
が
、
漆
黒
の
闇
に
降
る
白
い
雪
は
水
墨
で
描
く
の
に
ふ
さ
わ
し

い
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、「
白
と
黒
」
と
い
う
本
稿
の
テ
ー
マ
か
ら
し
て
も
、

詳
し
く
考
察
を
加
え
る
べ
き
作
品
群
で
あ
ろ
う
。

葛
蛇
玉
は
遺
品
の
少
な
さ
故
に
さ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
絵
師
で
あ
る

が
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
制
作
の
「
雪
中
松
に
兎
・
梅
に
鴉
図
屏
風
」

（
図
14
、
プ
ラ
イ
ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
は
、
夜
の
情
景
を
描
い
た
傑
作
で

あ
る
。
六
曲
一
双
の
大
画
面
に
か
な
り
濃
い
墨
を
掃
い
て
闇
夜
を
表
し
、

図
13　

鈴
木
春
信
「
夜
の
梅
」
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幹
や
枝
葉
に
積
も
る
雪
は
紙
の
白
地
を
残
し
、
降
る
雪
は
白
い
絵
具
を
吹

き
散
ら
し
て
描
い
て
い
る
。
墨
の
微
妙
な
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
が
闇
の
深
さ

を
表
現
し
て
い
る
が
、
そ
れ
こ
そ
が
蛇
玉
の
狙
い
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
作
品
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
た
佐
藤
康
宏
氏
は
、
そ
の
闇
の
表
現
に
南

蘋
派
の
影
響
を
指
摘
さ
れ
、「
若
冲
の
画
歴
を
模
倣
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
」

と
も
述
べ
て
お
ら
れ
る）

（（
（

。

二
〇
一
三
年
に
『
蕪
村
の
絵
絹
』）

（（
（

と
い
う
好
著
を
上
梓
さ
れ
た
星
野
鈴

氏
は
、
与
謝
蕪
村
を
「
夜
の
画
家
」
と
形
容
し
て
お
ら
れ
る
。
夜
半
亭
を

名
乗
っ
た
蕪
村
に
は
、
確
か
に
「
闇
夜
漁
舟
図
」（
逸
翁
美
術
館
）
や
天

明
元
年
（
一
七
八
一
））
の
款
記
が
あ
る
「
王
子
猷
訪
戴
安
道
図
」
な
ど
、

夜
や
夕
暮
れ
時
を
描
い
た
好
作
が
多
い
。
星
野
氏
は
「
富
嶽
図
」、「
蛾
眉

露
頂
図
」、「
夜
色
楼
台
図
」
と
い
う
蕪
村
画
を
代
表
す
る
三
つ
の
作
品
が
、

夏
秋
冬
の
夜
景
三
部
作
を
構
成
す
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
お
ら
れ

る
。な

か
で
も
「
夜
色
楼
台
図
」
は
、
夜
を
描
い
た
も
の
と
し
て
史
上
に
残

る
傑
作
で
あ
ろ
う
。
山
や
屋
根
に
残
る
雪
は
地
の
白
を
残
し
、
降
る
雪
は

胡
粉
を
散
ら
し
て
表
現
し
て
い
る
が
、
そ
の
地
は
紙
の
白
そ
の
ま
ま
で
は

な
く
、
胡
粉
を
下
塗
り
し
て
い
る
と
言
う
。
濃
さ
の
違
う
墨
を
た
ら
し
込

む
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
微
妙
な
濃
淡
が
闇
の
深
さ
を
表
現
し
て
い
る

図
14　

葛
蛇
玉
「
雪
中
松
に
兎
・
梅
に
鴉
図
屏
風
」（
プ
ラ
イ
ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）



31

日
本
絵
画
の
白
と
黒

【
特
集
】
白
と
黒

が
、
そ
の
複
雑
な
黒
と
、
雪
の
こ
れ
ま
た
複
雑
微
妙
な
白
の
対
比
が
こ
の

絵
の
肝
で
あ
る
。

「
鴉
図
」（
図
15
、
北
村
美
術
館
）
の
雪
も
印
象
深
い
。
グ
レ
ー
の
バ
ッ

ク
は
曇
天
の
表
現
と
言
う
べ
き
で
真
の
闇
を
描
く
も
の
で
は
な
い
が
、
蕪

村
は
こ
こ
で
も
残
し
た
白
と
描
い
た
白
を
使
い
分
け
て
、
雪
を
巧
み
に
描

い
て
い
る
。
と
言
っ
て
も
白
い
絵
具
で
描
く
の
は
黒
い
鴉
に
降
り
か
か
る

雪
の
み
で
、
枝
に
積
も
る
雪
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
降
る
雪
ま
で
も
地
の

白
を
残
し
て
描
い
て
い
る
。
微
妙
に
不
揃
い
な
形
が
、
ゆ
っ
く
り
と
舞
い

落
ち
る
雪
の
湿
っ
た
質
感
を
見
事
に
表
現
し
て
い
る
。
蕪
村
の
夜
景
を
描

い
た
秀
作
は
謝
寅
落
款
の
晩
年
作
に
集
中
し
て
お
り
、
蛇
玉
の
「
雪
中
松

に
兎
・
梅
に
鴉
図
屏
風
」
が
少
し
先
行
す
る
。
佐
藤
康
宏
氏
は
、
蕪
村
が

蛇
玉
の
屏
風
を
目
に
し
た
可
能
性
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が）
（（
（

、
蛇
玉
が
屏

風
に
降
ら
せ
た
雪
は
、
白
で
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

雪
を
残
し
た
白
で
表
現
す
る
の
は
、
南
宋
の
画
家
梁
楷
の
「
雪
景
山
水

図
」
な
ど
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
古
く
よ
り
行
わ
れ
た
技
法
で
あ
る
が
、

そ
の
多
く
は
遠
い
雪
山
を
塊
と
し
て
描
く
も
の
で
あ
っ
た
。
蕪
村
の
「
鴉

図
」
や
蛇
玉
の
「
雪
中
松
に
兎
・
梅
に
鴉
図
屏
風
」、
あ
る
い
は
夜
景
で

は
な
い
が
圓
山
応
挙
の
「
雪
松
図
屏
風
」
な
ど
に
見
る
よ
う
に
、
十
八
世

紀
の
雪
の
表
現
は
近
景
の
雪
の
質
感
の
表
現
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
高
度
な
達
成
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。

＊
＊

こ
こ
ま
で
背
景
を
黒
地
と
す
る
表
現
や
、
そ
れ
と
深
く
か
か
わ
る
夜
や

雪
の
表
現
が
、
一
八
世
紀
の
後
半
に
大
き
く
進
展
し
た
こ
と
を
述
べ
て
き

た
が
、
そ
れ
ら
は
十
九
世
紀
に
入
っ
て
一
層
の
成
熟
を
見
せ
る
。
拙
稿
の

ま
と
め
と
し
て
、
そ
の
様
相
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
十
九
世
紀
の
初
頭
に
、
葛
飾
北
斎
が
読
本
の
挿
絵
に
印
象
的
な
黒

バ
ッ
ク
の
図
を
描
い
て
い
る
。『
椿
説
弓
張
月
』（
文
化
四
年
、

一
八
〇
七
）
や
『
近
世
怪
談
霜
夜
星
』（
図
16
、
文
化
五
年
）
の
挿
図
の

い
く
つ
か
な
ど
が
そ
う
し
た
例
で
、
版
画
特
有
の
ベ
タ
な
黒
バ
ッ
ク
に
、

図
15　

与
謝
蕪
村
「
鴉
図
」（
北
村
美
術
館
蔵
）
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シ
ャ
ー
プ
な
描
線
で
描

か
れ
た
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ

ク
な
場
面
が
展
開
し
て

い
る）

（（
（

。
黄
表
紙
な
ど
の

十
八
世
紀
の
草
紙
類
に

は
見
か
け
な
か
っ
た
表

現
で
あ
り
、
現
代
の
劇

画
に
直
結
す
る
よ
う
な

新
し
さ
が
あ
る
。
春
信

が
試
み
た
黒
バ
ッ
ク
を

進
化
さ
せ
た
も
の
と
言

え
る
だ
ろ
う
か
。

北
斎
の
黒
バ
ッ
ク
と

し
て
は
「
弘
法
大
師
修

法
図
」（
西
新
井
大
師
総
持
寺
蔵
）
の
よ
う
な
肉
筆
の
大
作
も
忘
れ
難
い

が
、
娘
の
葛
飾
応
為
が
描
い
た
「
吉
原
夜
景
図
」（
図
17
、
太
田
記
念
美

術
館
蔵
）
も
、
黒
を
見
事
に
使
い
こ
な
し
た
夜
景
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
だ

ろ
う
。

こ
の
作
品
に
は
光
を
描
こ
う
と
す
る
意
図
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
が
、
光

図
16　

北
斎
『
近
世
怪
談
霜
夜
星
』

と
影
の
表
現
は
、
江
戸

時
代
後
期
の
浮
世
絵
の

特
徴
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

多
く
の
浮
世
絵
師
が
光

と
影
の
表
現
を
意
識
す

る
よ
う
に
な
り
、
西
洋

画
風
の
陰
影
表
現
も
盛

ん
に
試
み
て
い
る
。
歌

川
国
芳
の
「
狩
人
に
た

ぬ
き
・
金
魚
に
ひ
ご

い
っ
子
」（
図
18
）
の

よ
う
に
、
影
そ
の
も
の

を
主
題
と
す
る
作
品
も

登
場
し
て
い
る
。
シ
ル

エ
ッ
ト
は
も
ち
ろ
ん
ベ

タ
な
黒
で
あ
る
。

浮
世
絵
に
お
け
る
雪
や
夜
の
表
現
を
論
じ
る
際
に
、
歌
川
広
重
が
描
い

た
雪
景
色
や
夜
景
に
言
及
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
代
表
的
な
作
例

で
あ
る
「
東
海
道
五
十
三
次
之
内　

蒲
原　

雪
之
夜
」（
図
19
）
に
は
ど

図
17　

葛
飾
応
為「
吉
原
夜
景
図
」（
太
田
記
念
美
術
館
蔵
）
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こ
か
懐
か
し
い
雪
景
色
が
広
が
る
が
、
そ
の
雪
は
紙
の
白
を
残
し
た
も
の

で
あ
る
。
画
面
最
上
部
に
摺
ら
れ
た
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
る
黒
い
帯
が

夜
で
あ
る
こ
と
を
示
す
が
、「
一
文
字
ぼ
か
し
（
天
ぼ
か
し
）」
と
呼
ば
れ

る
こ
の
黒
い
ぼ
か
し
は
、
工
夫
さ
れ
た
黒
バ
ッ
ク
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
空
の
部
分
の
白
と
黒
を
反
転
さ
せ
た
「
地
ぼ
か
し
」
と
呼
ば
れ
る
摺

図
18　

歌
川
国
芳
「
狩
人
と
た
ぬ
き
・
金
魚
に
ひ
ご
い
っ
子
」

図
19
、
20　

歌
川
広
重
「
東
海
道
五
十
三
次
之
内　

蒲
原　

雪
之
夜
」
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り
（
図
20
）
も
存
在
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
の
方
が
数
多
く
残
る
よ
う
だ
が
、

天
ぼ
か
し
よ
り
も
闇
の
深
さ
と
雪
の
白
さ
が
強
調
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
天
ぼ

か
し
の
も
の
に
も
空
に
は
ご
く
薄
い
墨
が
摺
ら
れ
、
降
る
雪
が
か
す
か
に

白
く
抜
か
れ
て
い
る
が
、
版
画
で
あ
る
か
ら
こ
そ
簡
単
な
陰
刻
で
小
さ
な

雪
片
が
描
け
た
の
で
あ
る
。

保
永
堂
版
「
東
海
道
五
十
三
次
」
シ
リ
ー
ズ
を
見
る
と
、
色
が
後
摺
で

変
更
さ
れ
た
図
も
あ
っ
て
数
を
示
す
の
は
難
し
い
が
、
さ
す
が
に
青
空
を

示
す
ベ
ロ
藍
の
天
ぼ
か
し
が
多
く
、
朝
焼
け
を
描
く
「
原
」
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
朱
を
用
い
た
も
の
が
こ
れ
に
次
ぐ
。
黒
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
雨

を
描
く
「
大
磯
」、「
庄
野
」、「
土
山
」、
早
朝
の
情
景
を
描
く
「
三
島
」（
藍

を
用
い
た
摺
り
も
あ
る
）
や
「
関
」、
夕
暮
れ
時
の
「
御
油
」
や
「
赤
坂
」、

そ
し
て
雪
降
る
「
蒲
原
」
な
ど
で
あ
る
。
雪
景
色
で
あ
っ
て
も
、
晴
天
の

「
亀
山
」
で
は
藍
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
天
ぼ
か
し
も
一
文
字

の
言
葉
通
り
色
の
帯
は
細
く
、
空
全
体
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
が
、
な
か

な
か
リ
ア
リ
テ
ィ
あ
る
空
の
表
現
で
あ
る
。
そ
の
天
ぼ
か
し
を
や
め
て
地

ぼ
か
し
に
し
た「
蒲
原
」
の
摺
り
は
、
夜
景
を
表
現
す
る
進
化
し
た
黒
バ
ッ

ク
と
し
て
、
特
筆
さ
れ
る
事
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
白
と
黒
に
焦
点
を
当
て
て
日
本
の
絵
画
を
振
り
返
っ
て
み
た
が
、

と
く
に
水
墨
画
や
版
画
に
お
い
て
、
様
々
な
絵
師
が
夜
や
雪
景
色
に
多
様

な
表
現
を
試
み
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
拙
稿
は
そ
の
一
部
を
紹
介

し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
味
わ
い
豊
か
な
作
品
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
を
示

し
え
た
と
考
え
て
い
る
。
事
例
の
列
挙
に
終
始
し
、
以
前
の
拙
稿
を
繰
り

返
し
た
部
分
も
多
い
が
、
ご
寛
恕
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註（
１
）『
単
彩
画
―
ひ
と
つ
の
色
の
多
彩
な
世
界
―
』
展
図
録
（
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
、

二
〇
一
三
年
）

（
２
）
水
墨
画
に
白
を
塗
る
例
が
皆
無
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン

ド
美
術
館
所
蔵
の
雪
村
筆
「
竜
虎
図
屏
風
」
で
は
、
龍
の
髭
に
白
が
塗
ら
れ
て
い
る
。

や
ま
と
絵
の
着
色
技
法
を
取
り
入
れ
た
狩
野
派
の
作
画
に
お
い
て
は
、
水
墨
主
体
の
作

例
で
あ
っ
て
も
白
は
多
用
さ
れ
て
い
る
。
墨
梅
に
つ
い
て
も
、
花
に
白
を
塗
る
例
は
多

い
。

（
３
）
拙
稿
「
背
景
を
黒
地
に
す
る
近
世
絵
画
」［
矢
島
新
編
『
仏
教
美
術
論
集
第
七
巻
―

近
世
の
宗
教
美
術
―
』（
竹
林
舎
、
二
〇
一
四
年
刊
行
予
定
）
所
収
］

（
４
）『
日
本
古
版
画
集
成　

図
版
編
Ⅱ
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
四
年
）

（
５
）
拙
稿
「
近
世
の
地
獄
絵
―
素
朴
な
表
現
の
作
品
を
中
心
に
―
」［
矢
島
新
編
『
仏
教

美
術
論
集
第
七
巻
―
近
世
の
宗
教
美
術
―
』（
竹
林
舎
、
二
〇
一
四
年
刊
行
予
定
）
所
収
］

（
６
）
中
野
三
敏
「
拓
版
画
の
系
譜
―
木
拓
正
面
版
に
つ
い
て
」［『
版
と
型
の
日
本
美
術
』

展
図
録
（
町
田
市
立
国
際
版
画
美
術
館
、
一
九
九
七
年
）
所
収
］

（
７
）
辻
惟
雄
に
よ
る
『
在
外
日
本
の
至
宝
６　

文
人
画
・
諸
派
』（
毎
日
新
聞
社
、

一
九
八
〇
年
）
の
解
説
。
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（
８
）
拙
稿
「
白
隠
筆
朱
衣
達
磨
像
」（『
国
華
』
一
三
七
九
号
、
二
〇
一
〇
年
）

（
９
）
小
林
忠
「
伊
藤
若
冲
の
版
画
」（『M

U
SEU

M

』377

号
、
一
九
八
二
年
）

（
10
）
狩
野
博
幸
に
よ
る
『
伊
藤
若
冲
大
全
』（
京
都
国
立
博
物
館
編
、
小
学
館
、
二
〇
〇
二

年
）
の
解
説

（
11
）
佐
藤
康
宏
「
蛇
玉
山
人
の
こ
と
」（
国
華
一
〇
八
五
号　

一
九
八
五
年
）

（
12
）
星
野
鈴
「
蕪
村
の
夜
」［『
蕪
村
の
絵
絹
』（
風
人
社
、
二
〇
一
三
年
）
所
収
］

（
13
）
註
11
参
照

（
14
）
辻
惟
雄
『
奇
想
の
江
戸
挿
絵
』（
集
英
社
新
書　

二
〇
〇
八
年
）


