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日本の病の絵

は
じ
め
に

　

令
和
二
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
の
真
っ
た
だ
中
に
あ
る
。

人
類
は
ウ
ィ
ル
ス
と
の
戦
い
を
繰
り
返
し
て
き
た
が
、
こ
の
一
年
も
そ
れ
に

明
け
暮
れ
た
年
と
し
て
、
人
々
の
記
憶
に
深
く
刻
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。

　

こ
の
コ
ロ
ナ
禍
を
受
け
て
本
誌
で
も
特
集
を
組
む
こ
と
に
な
り
、
筆
者
も

美
術
史
の
立
場
か
ら
筆
を
執
る
よ
う
に
と
の
依
頼
を
受
け
た
。
筆
者
は
病
の

絵
を
専
門
に
研
究
す
る
者
で
は
な
い
が
、
学
芸
員
時
代
に
企
画
し
た
展
覧
会）

1
（

で
疱
瘡
絵
や
麻
疹
絵
を
取
り
上
げ
た
経
験
は
あ
る
。
そ
の
時
の
感
触
を
手
掛

か
り
に
、
病
を
描
い
た
絵
の
歴
史
を
振
り
返
え
る
こ
と
で
、
わ
ず
か
に
責
を

果
た
し
た
い
。
今
回
の
事
態
を
受
け
て
こ
の
種
の
テ
キ
ス
ト
は
日
本
中
で
書

か
れ
る
に
違
い
な
く
、
さ
し
た
る
新
知
見
を
盛
り
込
む
わ
け
で
は
な
い
本
稿

に
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
の
か
心
も
と
な
い
が
、
あ
ら
た
め
て
病
に
関
す

る
絵
の
歴
史
を
振
り
返
る
中
で
気
づ
か
れ
た
こ
と
を
交
え
な
が
ら
、
私
見
を

記
し
て
み
よ
う
。

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

具
体
的
な
作
例
の
検
討
に
移
る
前
に
病
気
に
か
か
わ
る
事
項
を
確
認
し
て

お
く
と
、
か
つ
て
日
本
で
は
疫
病
の
流
行
は
疫
病
神
の
仕
業
で
あ
り
、
怨
霊

や
神
の
祟
り
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。『
今
昔
物
語
』
に
は
伴
善
男
が
疫
神
に

な
っ
た
話
が
載
っ
て
い
る
（「
巻
二
十
七
「
或
所
膳
部
見
善
雄
伴
大
納
言
霊

語
第
十
一
）。《
伴
大
納
言
絵
巻
》
の
主
人
公
と
し
て
知
ら
れ
る
伴
善
男
は
怨

霊
（
御
霊
）
と
呼
ぶ
に
は
か
な
り
小
者
だ
が
、
当
時
恨
み
を
残
し
て
死
ん
だ

者
は
疫
神
化
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

典
薬
寮
や
施
薬
院
な
ど
の
医
療
機
関
も
置
か
れ
て
い
た
が
、
民
間
の
疫
病

対
策
は
祈
祷
や
祈
願
に
頼
る
他
な
か
っ
た
。
中
で
も
節
分
、
端
午
の
節
句
、

夏
越
の
祓
い
な
ど
の
季
節
の
行
事
は
、
か
つ
て
の
疾
病
対
策
や
健
康
祈
願
を

【
特
集
】

禍
難
を
乗
り
越
え
て

日
本
の
病
の
絵

矢
島
　
新
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考
え
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
目
に
見
え
る
行
事
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
々
の
恐
れ
や
不
安
を
取
り
除
こ
う
と
し
た
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
行
事
に
関

し
て
は
、
民
俗
学
や
歴
史
学
に
お
い
て
多
く
の
業
績）

2
（

が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い

る
の
で
、
そ
れ
ら
の
要
点
を
か
い
つ
ま
ん
で
お
く
。

　

ま
ず
節
分
は
季
節
の
変
わ
り
目
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
際
に
邪
気
（
鬼
）
が

生
じ
る
と
信
じ
ら
れ
た
の
で
、
そ
れ
を
払
う
行
事
が
行
わ
れ
た
。
ま
ず
大
晦

日
に
宮
中
で
行
わ
れ
た
の
が
追
儺
で
あ
る
。
中
国
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
こ
の

行
事
は
文
字
通
り
（
疫
）
鬼
を
追
い
払
う
も
の
で
、
方
相
氏
と
呼
ば
れ
る
追

い
出
し
手
は
、
鬼
を
怯
え
さ
せ
る
た
め
に
目
が
四
つ
あ
る
恐
ろ
し
い
面
を
被

り
、
熊
の
毛
皮
を
ま
と
っ
た
。
平
安
時
代
中
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
政
治
要
略
』

（
巻
二
十
九
・
年
中
行
事
・
十
二
月
下
「
追
儺
」）
に
こ
の
方
相
氏
と
疫
鬼
の

図
（
図
１

）
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
普
通
の
筋
肉
質
の
男
の
よ
う
に
見
え
る

疫
鬼
の
表
現
に
注
目
し
た
い
。

　

こ
の
行
事
に
は
魔
を
も
っ
て
魔
を
制
す
と
い
う
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
追
儺
が
現
在
節
分
で
行
わ
れ
て
い
る
鬼
追
い
の
原
型
と
言
わ
れ
て

い
る
。
追
儺
の
伝
来
は
奈
良
時
代
の
こ
と
だ
が
、
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
恐

ろ
し
い
面
を
被
る
方
相
氏
が
、
平
安
時
代
以
降
次
第
に
追
い
払
わ
れ
る
鬼
そ

の
も
の
に
転
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
善
神
か
ら
悪
神
へ
の
転
換
が
起
こ
っ
た

わ
け
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
両
義
性
は
、
日
本
の
疫
病
神
を
考
え
る
際
の
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

図
１ 　

追
儺
の
疫
鬼
と
方
相
氏
（『
政
治
要
略
』
巻
二
十
九
・
年
中

行
事
・
十
二
月
下
「
追
儺
」
所
収
）
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五
月
五
日
の
端
午
の
節
句
も
中
国
か
ら
伝
来
し
た
行
事
で
あ
る
。
戦
国
時

代
の
屈
原
の
故
事
に
起
源
す
る
と
言
わ
れ
、
南
北
朝
時
代
に
夏
季
の
疾
病
予

防
と
し
て
菖
蒲
が
用
い
ら
れ
は
じ
め
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
日
本
で
子
供

の
健
康
を
祈
念
す
る
行
事
に
な
っ
た
経
緯
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
各
家
庭
で
絵
幟
を
立
て
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
図
様

は
弁
慶
や
義
経
の
よ
う
な
有
名
な
武
将
や
、
鯉
の
滝
登
り
の
よ
う
な
中
国
の

故
事
に
取
材
す
る
も
の
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
鍾
馗
（
図
２

）
や
菖
蒲
な
ど

の
疫
病
除
け
に
直
接
か
か
わ
る
モ
チ
ー
フ
も
見
ら
れ
た
。

　

絵
幟
は
子
供
の
健
や
か
な
成
長
を
願
う
親
や
祖
父
母
の
心
情
が
形
に
な
っ

た
も
の
で
あ
る
。
現
代
で
は
鯉
幟
が
こ
れ
に
と
っ
て
代
わ
り
、
絵
幟
の
伝
統

は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
近
年
の
北
村
勝
史
氏
の
精
力
的
な
収

集
・
研
究
で
、
江
戸
期
の
幟
旗
が
よ
う
や
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
町

絵
師
の
優
れ
た
デ
ザ
イ
ン
感
覚
が
発
揮
さ
れ
た
貴
重
な
文
化
遺
産
と
し
て
今

後
は
大
切
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

　

旧
暦
の
六
月
晦
日
（
新
暦
七
月
三
十
一
日
に
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
）
に

行
わ
れ
る
夏
越
の
祓
は
、
年
の
前
半
の
罪
穢
を
祓
う
も
の
で
あ
る
。
宮
中
で

行
わ
れ
る
大
祓
が
民
間
で
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
い
い
、
雑
菌

が
繁
殖
し
や
す
い
季
節
の
前
に
、
疫
病
予
防
と
健
康
を
祈
願
す
る
行
事
で

あ
っ
た
。
そ
の
際
素
盞
嗚
尊
（
ス
サ
ノ
オ
）
な
ど
を
祀
る
神
社
で
は
茅
で

作
っ
た
巨
大
な
輪
を
設
置
し
て
、
そ
れ
を
く
ぐ
れ
ば
厄
が
払
わ
れ
る
と
す
る

「
茅
の
輪
く
ぐ
り
」
を
行
っ
て
い
る
。

　

こ
の
茅
の
輪
く
ぐ
り
は
、『
釈
日
本
紀
』
に
引
用
さ
れ
る
『
備
後
国
風
土

記
』
逸
文
に
見
え
る
武
塔
神
の
伝
説
に
由
来
し
て
い
る
。
簡
単
に
紹
介
す
る

と
、
嫁
取
り
の
旅
に
出
た
武
塔
神
が
宿
を
乞
う
た
と
こ
ろ
、
裕
福
な
巨
旦
将

来
は
断
り
、
そ
の
兄
の
貧
し
い
蘇
民
将
来
は
も
て
な
し
た
。
後
に
そ
の
地
を

再
訪
し
た
武
塔
神
は
、
茅
の
輪
を
つ
け
さ
せ
た
蘇
民
将
来
の
娘
を
除
い
て
巨

旦
一
族
を
皆
殺
し
に
し
、
自
ら
が
素
盞
烏
尊
で
あ
る
と
明
か
し
た
と
い
う
。

今
日
で
も
「
蘇
民
将
来
子
孫
」
と
書
い
た
疫
病
除
け
の
護
符
（
紙
札
・
粽
・

木
製
の
角
柱
な
ど
様
々
な
形
態
が
あ
る
）
を
授
け
る
神
社
は
多
い
。

　

武
塔
神
は
素
盞
烏
尊
の
異
名
で
あ
り
、
仏
教
起
源
の
牛
頭
天
王
と
も
同
体

と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
疫
病

を
引
き
起
こ
す
力
が
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
起
こ
さ
ず
に

い
る
選
択
も
可
能
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
牛
頭

図
２　

鍾
馗
図
絵
幟
（
個
人
蔵
）
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天
王
を
祭
神
と
し
て
い
た
京
都
八
坂
神
社
（
旧
名
祇
園
社
、
現
在
の
祭
神
は

素
盞
嗚
尊
・
櫛
稲
田
姫
命
・
八
柱
御
子
神
）
の
祇
園
祭
は
、
悪
霊
や
疫
鬼
を

鎮
め
、
祓
う
祭
り
で
あ
る
。
今
年
は
新
型
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
怖
れ
て

規
模
を
か
な
り
縮
小
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
皮
肉
な
事
態
と
言
う
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。
牛
頭
天
王
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
が
、
こ
の
神
の
両
面
性

に
は
注
意
し
た
い
。

一
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
作
例

　

か
つ
て
絵
は
、
偉
大
な
も
の
や
美
し
い
も
の
な
ど
、
プ
ラ
ス
の
価
値
を
描

く
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
病
の
よ
う
な
マ
イ
ナ
ス
の
闇
を
描
く
例
は

当
然
な
が
ら
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
例
が
少
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
疫
病
に

関
わ
る
絵
は
、
日
本
の
絵
画
史
の
中
で
時
折
描
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
古
代
か

ら
中
世
に
か
け
て
の
展
開
を
、
時
代
を
追
っ
て
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

【
病
草
紙
】

　

病
を
描
く
絵
と
聞
い
て
多
く
の
人
が
最
初
に
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
十
二

世
紀
後
半
に
描
か
れ
た
《
病
草
紙
》
で
あ
ろ
う
。
絵
巻
の
愛
好
家
と
し
て
知

ら
れ
る
後
白
河
法
皇
の
周
辺
で
、
地
獄
草
紙
や
餓
鬼
草
紙
と
と
も
に
、
六
道

絵
巻
を
構
成
す
る
一
点
と
し
て
製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
人
道
の

苦
し
み
の
表
現
と
し
て
、
病
の
諸
相
が
描
か
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
病

草
紙
は
現
在
軸
装
さ
れ
た
21
図
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
元
は
絵
巻
で
あ
っ
た
。

　

今
21
図
の
分
析
を
行
う
余
裕
は
な
い
が
、
感
染
症
こ
そ
描
か
れ
て
い
な
い

も
の
の
、
不
眠
症
や
眼
病
の
よ
う
な
あ
り
ふ
れ
た
病
気
は
も
ち
ろ
ん
、
男
性

器
と
女
性
器
を
と
も
に
持
つ
人
物
（
二
形
）
の
よ
う
な
架
空
の
症
例
ま
で
含

ん
だ
、
病
気
図
鑑
の
よ
う
な
絵
巻
で
あ
る
。
眼
病
の
治
療
な
ど
は
描
か
れ
る

も
の
の
、
病
気
の
根
絶
を
祈
願
す
る
よ
う
な
性
格
の
絵
で
は
な
く
、
病
者
を

あ
ざ
け
る
よ
う
な
気
分
さ
え
感
じ
ら
れ
る
冷
徹
な
絵
で
あ
る
。
京
都
国
立
博

物
館
所
蔵
の
10
図
が
国
宝
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
絵
師
の

リ
ア
リ
ズ
ム
の
技
量
が
よ
く
示
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。

【
辟
邪
絵
】

　

辟
邪
絵
と
呼
ば
れ
る
作
品
も
病
に
関
わ
る
絵
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
病

草
紙
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
、《
天
刑
星
》、《
栴
檀
乾
闥
婆
》、

《
神
虫
》、《
鍾
馗
》、《
毘
沙
門
天
》
の
５

点
の
断
簡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
栴

檀
乾
闥
婆
と
毘
沙
門
天
は
仏
教
系
、
天
刑
星
、
神
虫
と
鍾
馗
は
道
教
系
と
、

様
々
な
神
仏
が
疫
鬼
を
退
治
す
る
様
子
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
や
は
り
か

つ
て
は
絵
巻
で
あ
り
、
六
道
絵
巻
を
構
成
す
る
一
点
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
た
だ
し
六
道
の
苦
し
み
で
は
な
く
善
神
が
悪
鬼
を
退
治
す
る
様
を

描
く
も
の
な
の
で
、
六
道
絵
巻
の
一
巻
で
あ
る
の
か
ど
う
か
議
論
の
余
地
は
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あ
る）

3
（

。

　

５

図
の
中
で
も
鍾
馗
と
天
刑
星
の
二
図
は
、
病
に
関
わ
る
絵
の
そ
の
後
を

考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
鍾
馗
は
高
熱
を
発
し
て
床
に
伏
し
た
玄
宗
皇
帝

の
夢
に
現
れ
て
、
鬼
を
祓
っ
た
と
伝
え
る
豪
傑
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
は
疱

瘡
絵
や
幟
旗
に
し
ば
し
ば
描
か
れ
、
疫
病
退
治
の
ヒ
ー
ロ
ー
的
存
在
と
な
る

が
、
辟
邪
絵
の
鍾
馗
は
鍔
の
広
い
特
徴
的
な
帽
子
を
被
っ
て
お
り
、
近
世
の

画
像
と
は
見
た
目
が
少
し
異
な
る
。

　

天
刑
星
（
図
３

）
は
星
を
つ
か
さ
ど
る
道
教
系
の
神
で
あ
る
が
、
逆
立
つ

髪
や
四
本
の
腕
な
ど
は
密
教
尊
の
よ
う
で
あ
る
。
詞
書
に
「
か
み
に
天
形
星

と
な
つ
く
る
ほ
し
ま
し
ま
す
／
牛
頭
天
王
お
よ
び
そ
の
部
類
な
ら
び
に
も
ろ

／
も
ろ
の
疫
鬼
を
と
り
て
す
に
さ
し
て
こ
れ
／
を
食
と
す
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
天
刑
星
が
捕
食
し
て
い
る
の
は
疫
鬼
牛
頭
天
王
と
そ
の
部
類

な
の
だ
が
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
天
刑
星
と
牛
頭
天
王
は
同
体
で
あ
る
と
い
う

説
が
そ
の
後
流
布
し
て
い
く
。
牛
頭
天
王
は
善
悪
両
面
を
持
つ
神
な
の
で
あ

る
。

　

善
神
に
退
治
さ
れ
る
疫
鬼
た
ち
は
様
々
な
姿
に
描
か
れ
て
い
る
。
天
刑
星

に
食
わ
れ
る
牛
頭
天
王
は
肌
の
色
は
多
様
で
あ
る
も
の
の
人
に
近
い
姿
で
あ

る
が
、
毘
沙
門
天
に
刺
し
貫
か
れ
て
い
る
疫
鬼
に
は
牛
や
鶏
な
ど
の
鳥
獣
が

混
じ
り
、
毘
沙
門
天
に
射
抜
か
れ
る
疫
鬼
は
翼
を
持
っ
た
天
狗
の
よ
う
な
姿

で
あ
る
。
平
安
時
代
に
は
疫
鬼
の
イ
メ
ー
ジ
が
ま
だ
定
ま
っ
て
い
な
い
こ
と

が
わ
か
る
。

図
３　

辟
邪
絵
（
天
刑
星
）（
奈
良
国
立
博
物
館
蔵
）
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【
聖
衆
来
迎
寺
の
六
道
絵
】

　

先
に
触
れ
た
病
草
紙
は
、
六
道
の
一
つ
で
あ
る
人
道
の
苦
し
み
を
病
で
代

表
さ
せ
て
描
い
た
も
の
と
一
応
考
え
ら
れ
る
が
、
仏
教
の
説
く
人
道
の
苦
し

み
は
、
四
苦
八
苦
に
分
類

さ
れ
る
多
様
な
も
の
で
あ

る
。
四
苦
と
は
生
・
老
・

病
・
死
を
言
い
、
八
苦
は

こ
れ
に
愛
別
離
苦
・
怨
憎

会
苦
・
求
不
得
苦
・
五
陰

盛
苦
を
加
え
た
も
の
で
あ

る
。
十
三
世
紀
に
描
か
れ

た
聖
衆
来
迎
寺
伝
来
の

《
六
道
絵
》
で
は
、
こ
の

人
道
の
四
苦
八
苦
を
２

幅

に
分
け
て
描
い
て
い
る
。

　

病
苦
の
描
写
は
リ
ア
ル

か
つ
シ
ン
プ
ル
で
、
武
家

屋
敷
風
の
質
素
な
室
内
で

女
性
た
ち
に
看
護
さ
れ
て

い
る
老
婆
が
上
半
身
を
起

こ
し
、
角
盥
に
嘔
吐
し
よ
う
と
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
（
図
４

）。
周
囲
に

疫
鬼
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

【
本
尊
や
祭
神
の
霊
験
を
描
く
中
世
絵
巻
】

　

平
安
時
代
の
末
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、
社
寺
縁
起
や
高
僧
伝
な
ど
の

宗
教
絵
巻
が
多
数
制
作
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
当
該
寺
社
の
本
尊

や
祭
神
が
霊
験
を
あ
ら
わ
し
て
、
疫
鬼
を
退
散
さ
せ
た
話
を
盛
り
込
む
例
が

散
見
さ
れ
る
。
以
下
に
代
表
的
な
も
の
を
い
く
つ
か
拾
い
あ
げ
て
み
る
が
、

十
二
世
紀
後
半
に
遡
る
《
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
》
は
、
と
り
わ
け
早
い
例
で
あ

る
。

　

粉
河
寺
は
奈
良
時
代
に
創
建
さ
れ
た
古
刹
で
、
そ
の
縁
起
絵
巻
は
本
尊
千

手
観
音
が
そ
の
地
に
祀
ら
れ
る
に
至
っ
た
創
建
譚
と
、
そ
の
後
の
霊
験
説
話

か
ら
な
る
。
霊
験
説
話
は
河
内
の
国
の
娘
の
重
い
病
を
、
千
手
観
音
の
化
身

で
あ
る
童
行
者
が
治
療
す
る
話
で
、
病
床
の
娘
の
様
子
が
細
か
く
描
写
さ
れ

て
い
る
。
娘
の
顔
と
は
だ
け
た
上
半
身
に
は
赤
い
発
疹
が
現
れ
て
い
る
の
で

一
見
疱
瘡
の
よ
う
だ
が
、
三
年
も
患
っ
て
い
る
と
詞
書
に
記
さ
れ
て
い
る
の

で
、
別
の
難
病
な
の
で
あ
ろ
う
。
病
草
紙
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
制
作
で
あ
る
が
、

病
草
紙
同
様
リ
ア
リ
ズ
ム
の
精
神
が
感
じ
ら
れ
、
病
者
の
周
囲
に
疫
鬼
は
描

か
れ
て
い
な
い
。

　

粉
河
寺
縁
起
の
よ
う
に
本
尊
や
祭
神
が
霊
験
を
あ
ら
わ
し
て
、
病
者
を
回

図
４　

人
道
苦
相
図
・
部
分
（
聖
衆
来
迎
寺
蔵
）
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復
さ
せ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
盛
り
込
ん
だ
縁
起
絵
巻
は
、
十
四
世
紀
に
入
っ
た

頃
か
ら
そ
の
数
が
急
増
す
る
。
そ
れ
ら
を
見
て
気
付
か
れ
る
の
は
、
病
者
の

周
囲
に
疫
鬼
を
描
く
も
の
が
目
立
つ
こ
と
で
あ
る
。

　

制
作
年
が
判
明
す
る
作
例
を
順
に
見
る
と
、
ま
ず
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）

の
奥
書
を
持
つ
《
春
日
権
現
験
記
絵
巻
》
が
挙
げ
ら
れ
る
。
春
日
の
神
の
霊

験
譚
を
全
二
十
巻

に
ま
と
め
た
中
の

第
八
巻
第
二
段
に
、

屋
根
の
上
か
ら
室

内
を
の
ぞ
き
込
む

疫
鬼
が
描
か
れ
て

い
る
（
図
５
）。
赤

肌
で
筋
肉
質
の
半

裸
体
で
あ
る
も
の
、

角
は
生
え
て
い
な

い
よ
う
だ
。

　

応
長
元
年
（
一

三
一
一
）
の
奥
書

を
持
つ
《
松
崎
天

神
縁
起
絵
巻
》
は

興
味
深
い
作
例
で
あ
る
。
そ
の
第
五
巻
第
六
段
に
、
室
内
の
高
徳
の
阿
闍
梨

と
向
き
合
う
青
鬼
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
６

）。
詞
書
き
に
よ
れ
ば
、
天
神

を
篤
く
信
仰
す
る
教
厳
阿
闍
梨
が
、
天
神
の
使
者
で
あ
る
青
鬼
に
守
護
さ
れ

て
病
人
の
加
持
を

行
う
場
面
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
こ
の
角

の
な
い
青
鬼
は
疫

病
を
引
き
超
す
の

で
は
な
く
、
退
散

さ
せ
る
側
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
第

五
巻
の
第
五
段
と

問
題
の
第
六
段
は
、

先
行
す
る
天
神
縁

起
に
は
な
い
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
あ
り
、

こ
の
時
代
の
要
請

を
受
け
て
加
え
ら

れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
る）

4
（

。

図
５　

春
日
権
現
験
記
絵
巻
・
部
分
（
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
）

図
６　

松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
・
部
分
（
防
府
天
満
宮
蔵
）
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《
融
通
念
仏
縁
起
絵
巻
》
は
融
通
念
仏
を
広
め
た

良
忍
（
一
〇
七
三
〜
一
一
三
二
）
の
事
績
を
描
く
も

の
で
、
鎌
倉
時
代
末
期
の
正
和
三
年
（
一
三
一
四
）

に
成
立
し
、
そ
の
後
多
く
の
転
写
本
が
作
ら
れ
た
。

上
巻
は
良
忍
に
よ
る
教
義
の
確
立
を
描
き
、
下
巻
に

は
融
通
念
仏
の
功
徳
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
第

九
段
に
、
疫
鬼
ま
で
が
融
通
念
仏
に
帰
依
し
よ
う
と

念
仏
道
場
に
押
し
か
け
る
場
面
が
あ
る
（
図
７

）。

疫
病
退
散
の
た
め
に
念
仏
道
場
を
開
い
た
名
主
の
夢

の
中
の
シ
ー
ン
で
、
疫
鬼
た
ち
は
こ
の
後
融
通
念
仏

に
結
縁
し
た
人
々
の
名
を
記
し
た
番
帳
を
確
認
し
て

帰
っ
た
が
、
そ
こ
に
名
前
が
な
か
っ
た
娘
は
、
そ
の

後
疫
病
で
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。
疫
鬼
が
病
に
罹
る

者
と
罹
ら
ぬ
者
を
選
別
す
る
力
を
持
つ
こ
と
が
分
か

る
。
疫
鬼
に
は
角
が
あ
る
者
も
無
い
者
も
あ
り
、
実

に
多
様
な
姿
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

十
四
世
紀
前
半
に
制
作
さ
れ
た
絵
巻
を
３

例
挙
げ

て
み
た
が
、
十
四
世
紀
の
作
例
に
は
こ
の
他
に
《
地

蔵
菩
薩
霊
験
記
》、《
不
動
利
益
縁
起
》、《
因
幡
堂
薬

師
縁
起
》、《
光
明
真
言
功
徳
絵
巻
》（
一
三
九
八
年
）

図
７　

融
通
念
仏
縁
起
絵
巻
・
部
分
（
清
涼
寺
蔵
）
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な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
地
蔵
菩
薩
、
不
動
明
王
、
薬
師
如
来
ら
の
仏
教
尊

や
、
光
明
真
言
が
霊
力
を
発
揮
し
て
、
疫
病
を
退
散
さ
せ
た
話
を
盛
り
込
ん

で
い
る
。
多
く
の
神
仏
が
疫
病
を
鎮
め
る
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、

寺
社
が
そ
う
し
た
霊
験
譚
を
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。

　

疫
鬼
を
考
え
る
上
で
、
高
橋
昌
明
の
『
酒
呑
童
子
の
誕
生
│
も
う
一
つ
の

日
本
文
化）

5
（

』
は
重
要
な
著
作
で
あ
る
。
高
橋
は
酒
呑
童
子
を
疫
鬼
と
見
て
、

そ
の
誕
生
の
過
程
を
詳
し
く
検
証
し
て
い
る
。
酒
呑
童
子
伝
説
の
初
見
資
料

で
あ
る
『
大
江
山
絵
詞
』（
逸
翁
美
術
館
蔵
）
が
制
作
さ
れ
た
の
は
十
四
世

紀
で
あ
り
、
疫
鬼
が
絵
巻
に
描
か
れ
始
め
る
時
期
と
一
致
し
て
い
る
。
退
治

さ
れ
る
酒
呑
童
子
は
後
に
定
ま
る
鬼
の
定
型
と
は
か
な
り
異
な
る
姿
の
、
十

五
の
目
と
、
五
本
の
角
を
持
っ
た
異
形
で
あ
る
（
図
８

）。
十
四
世
紀
の
時

点
で
の
疫
鬼
の
イ
メ
ー
ジ
の
一
つ
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

【
天
野
念
仏
講
の
六
道
絵
】

　

先
に
十
三
世
紀
に
描
か
れ
た
聖
衆
来
迎
寺
の
六
道
絵
を
取
り
上
げ
た
が
、

お
よ
そ
三
百
年
後
の
十
六
世
紀
に
描
か
れ
た
旧
天
野
念
仏
講
の
六
道
絵
（
出

光
美
術
館
蔵
）
も
興
味
深
い
作
例
で
あ
る
。
こ
の
六
道
絵
は
筆
者
が
大
学
院

生
時
代
に
国
華
誌
上）

6
（

に
紹
介
し
た
思
い
出
深
い
作
品
な
の
だ
が
、
地
獄
絵
の

中
世
と
近
世
を
つ
な
ぐ
貴
重
な
作
例
で
あ
る
。
人
道
は
全
六
幅
の
最
終
第
六

幅
に
描
か
れ
て
お
り
、
病
苦
の
場
面
で
は
横
た
わ
る
病
人
を
看
護
の
者
が
囲

み
、
す
ぐ
脇
の
縁
側
に
赤
鬼
と
青
鬼
が
立
っ
て
、
室
内
を
窺
っ
て
い
る
（
図

９

）。
疫
鬼
の
描
写
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
左
下
の
建
物
内
は
生
苦
を
あ
ら

わ
す
出
産
の
場
面
だ
が
、
そ
の
建
物
の
屋
根
に
は
緑
の
鬼
が
取
り
付
い
て
い

図
８　

大
江
山
絵
詞
・
部
分
（
逸
翁
美
術
館
）
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る
。
こ
の
鬼
は
出
産
の
危
険
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
疫
鬼
で
は

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
隣
の
部
屋
で
は
僧
が
読
経
を
し
、
庭
で
は
男
が
弓

を
構
え
て
い
る
。
安
産
祈
願
の
魔
除
け
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
（
鳴
弦
）。

計
三
体
が
描
か
れ
た
鬼
に
は
い
ず
れ
も
角
が
あ
り
、
現
代
人
が
イ
メ
ー
ジ
す

る
姿
に
近
い
。

【
針
聞
書
】

　

や
や
特
殊
な
例
で
は
あ
る
が
、
中
世
末
に
著
わ
さ
れ
た
『
針
聞
書
』
と
い

う
書
物
も
紹
介
し
て
お
こ
う
。
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
に
元
行
と
い
う

人
物
が
著
し
た
も
の
で
、
針
の
打
ち
方
、
灸
や
針
を
打
つ
ポ
イ
ン
ト
を
示
し

た
図
、
体
中
の
虫
の
図
と
そ
の
治
療
法
、
体
内
の
解
剖
図
の
四
部
で
構
成
さ

れ
る
医
学
書
で
あ

る
。
当
時
の
医
学

知
識
の
一
端
を
示

す
も
の
で
あ
る
が
、

病
の
原
因
を
架
空

の
疫
鬼
に
求
め
る

の
で
は
な
く
、
体

中
に
寄
生
す
る
虫

と
考
え
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
そ

れ
な
り
に
科
学
的

と
言
え
る
だ
ろ
う

図
９　

旧
天
野
念
仏
講
六
道
絵
第
六
幅
・
部
分
（
出
光
美
術
館
蔵
）

図
10　
『
針
聞
書
』
よ
り
腹
の
虫
（
九
州
国
立
博
物
館
蔵
）
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か
。

　

美
術
史
的
に
は
図
版
に
示
し
た
よ
う
な
虫
の
図
（
図
10
）
が
興
味
深
い
。

そ
の
素
朴
な
魅
力
に
あ
ふ
れ
た
表
現
は
筆
者
が
近
年
称
揚
し
て
い
る
素
朴
絵）

7
（

の
典
型
で
あ
り
、
そ
れ
が
素
朴
絵
の
ピ
ー
ク
と
考
え
ら
れ
る
十
六
世
紀
に
描

か
れ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

以
上
古
代
か
ら
中
世
ま
で
の
作
例
を
振
り
返
っ
て
み
た
が
、
十
四
世
紀
に

入
る
頃
に
、
疫
鬼
が
描
か
れ
始
め
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
疫
鬼

は
人
に
は
見
え
な
い
は
ず
だ
が
、
あ
え
て
そ
れ
を
描
い
て
病
気
の
原
因
を
目

に
見
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、
人
々
の
怖
れ
や
不
安
を
取
り
除
く
た
め
に

は
必
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
興
味
深
い
の
は
、
疫
鬼
は
単
な
る
悪
霊
で
は
な

く
、
病
を
引
き
起
こ
さ
ぬ
こ
と
も
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
融

通
念
仏
に
帰
依
す
る
疫
鬼
ま
で
が
絵
巻
に
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。

二
、
近
世
の
作
例

　

近
世
は
街
道
や
航
路
が
整
備
さ
れ
て
人
々
の
往
来
が
あ
る
程
度
盛
ん
に

な
っ
た
時
代
だ
が
、
自
由
な
通
行
が
許
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
異
国
に
開

い
た
長
崎
の
窓
は
小
さ
く
、
新
た
な
病
原
体
が
流
入
す
る
危
険
も
少
な
か
っ

た
。
世
界
の
他
の
地
域
に
比
べ
て
感
染
症
の
大
規
模
流
行
は
少
な
か
っ
た
の

だ
が
、
そ
れ
で
も
疱
瘡
や
麻
疹
な
ど
の
ウ
ィ
ル
ス
性
感
染
症
は
し
ば
し
ば
流

行
し
て
い
る
。

　

し
か
し
筆
者
の
乏
し
い
知
見
で
は
、
近
世
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
は
、

病
に
関
わ
る
絵
が
あ
ま
り
思
い
浮
か
ば
な
い
。
大
津
絵
の
中
の
鍾
馗
や
為
朝

を
描
く
も
の
や
、
異
形
の
元
三
大
師
（
角
大
師
）
を
描
い
た
護
符
な
ど
を
、

わ
ず
か
に
挙
げ
う
る
く
ら
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
の
素
朴
な
画
像

に
祈
っ
た
人
々
も
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

農
山
村
の
医
療
に
は
修
験
者
ら
の
験
力
や
薬
草
の
知
識
が
力
を
発
揮
し
た

と
思
わ
れ
る
が
、
円
空
を
は
じ
め
と
す
る
諸
国
を
旅
す
る
造
仏
聖
も
そ
う
し

た
役
割
を
担
う
存
在
で
あ
り
、
彼
ら
が
彫
っ
た
神
仏
の
像
に
は
病
気
平
癒
の

期
待
が
寄
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
病
の
回
復
だ
け
で
な
い

様
々
な
祈
り
の
対
象
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
円
空
の
後
継
者
と
言
う
べ
き

木
喰
の
展
覧
会
を
担
当
し
た
際
に
、
か
つ
て
は
木
喰
仏
を
削
っ
て
薬
と
し
て

飲
ん
だ
と
い
う
話
を
耳
に
し
た
。
円
空
は
近
世
前
期
の
人
だ
が
、
木
喰
が
仏

像
を
彫
り
始
め
た
の
は
近
世
も
後
半
に
か
か
る
頃
で
あ
る
。
当
時
の
山
村
部

で
の
医
療
の
貧
し
さ
を
示
す
事
例
と
言
え
よ
う
が
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
時
期

に
描
か
れ
始
め
た
の
が
、
疱
瘡
絵
で
あ
る
。

【
疱
瘡
絵
】

　

近
世
に
流
行
し
た
感
染
症
の
中
で
、
最
も
恐
れ
ら
れ
た
の
は
疱
瘡
（
天
然

痘
）
で
あ
る
。
麻
疹
の
流
行
が
二
十
年
近
く
間
隔
が
空
い
た
の
に
対
し
、
六
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〜
七
年
の
間
隔
で
流
行
を
繰
り
返
し
た
疱
瘡
は
、
一
度
罹
患
す
る
と
免
疫
が

で
き
て
再
び
は
感
染
し
な
い
た
め
、
子
供
時
代
の
通
過
儀
礼
的
な
側
面
を
持

つ
病
気
で
あ
っ
た
。

致
死
率
は
高
く
、

回
復
し
た
場
合
も

顔
な
ど
に
ひ
ど
い

あ
ば
た
が
残
る
こ

と
が
あ
っ
た
の
も
、

怖
れ
を
増
幅
さ
せ

た
一
因
で
あ
っ
た
。

疱
瘡
に
罹
る
こ
と

は
避
け
ら
れ
な
い

に
し
て
も
、
あ
ば

た
の
残
ら
ぬ
よ
う

に
軽
く
済
ま
せ
た

い
と
考
え
る
人
が

多
か
っ
た
の
で
あ

る
。

　

近
世
も
半
ば
を

過
ぎ
る
頃
、
繰
り

返
さ
れ
る
疱
瘡
の
流
行
に
対
処
す
る
た
め
に
、
疱
瘡
絵
と
呼
ば
れ
る
も
の
が

描
か
れ
始
め
る
。「
疱
瘡
絵
」
は
明
治
に
な
っ
て
で
き
た
言
葉
で
あ
り）

8
（

、
当

時
は
「
紅
絵
」（
あ
る
い
は
赤
絵
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
広
義
に
は
国
芳
が

描
い
た
《
鎮
西
八
郎
為
朝
》（
図
11
）
の
よ
う
な
錦
絵
も
含
め
る
が
、
狭
義

に
は
赤
を
主
体
と
す
る
版
画
を
言
う
。
赤
一
色
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
数
色
を

加
え
る
だ
け
の
、
一
目
で
そ
れ
と
わ
か
る
安
手
の
版
画
で
あ
る
（
図
12
）。

患
者
が
出
た
家
に
見
舞
い
と
し
て
贈
ら
れ
、
回
復
後
は
川
な
ど
に
流
さ
れ
た

と
言
わ
れ
て
い
る
。
消
耗
品
と
し
て
の
ア
ー
ト
で
あ
っ
た
。

図
11 　

歌
川
国
芳
《
鎮
西
八
郎
為
朝
》（
東
京
都
立
中
央
図

書
館
蔵
）

図
12 　

歌
川
芳
綱
《
富
士
・
達
磨
・
鍾
馗
・
為
朝
・
鯛
車
》（
国
立

歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
）
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疱
瘡
絵
に
つ
い
て
は
、
Ｈ
・
Ｏ
・
ロ
ー
テ
ル
ム
ン
ド
の
『
疱
瘡
神　

江
戸

時
代
の
病
い
を
め
ぐ
る
民
間
信
仰
の
研
究）

9
（

』
と
い
う
記
念
碑
的
著
作
が
あ
り
、

そ
の
後
も
い
く
つ
か
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る）

10
（

。
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、

疱
瘡
絵
に
赤
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
疱
瘡
を
発
病
さ
せ
る
と
考
え
ら
れ
た
疱

瘡
神
が
赤
を
嫌
う
（
あ
る
い
は
好
む
）
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
痘
疹

の
色
が
赤
い
病
人
は
軽
く
済
む
と
信
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
言
う
。

　

先
行
研
究
は
疱
瘡
絵
の
画
題
を
お
お
む
ね
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
第
一

は
鍾
馗
や
為
朝
な
ど
の
武
勇
に
優
れ
た
歴
史
上
の
人
物
で
あ
る
。
彼
ら
の
超

人
的
な
武
力
に
あ
や
か
っ
て
、
疱
瘡
神
を
抑
え
込
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

鍾
馗
が
唐
代
か
ら
魔
を
祓
う
力
を
期
待
さ
れ
て
神
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
は
す

で
に
述
べ
た
が
、
日
本
の
あ
ま
た
の
武
将
の
中
で
為
朝
が
選
ば
れ
た
の
は
、

曲
亭
馬
琴
が
『
椿
説
弓
張
月
』
の
中
で
、
八
丈
島
（
八
郎
島
）
へ
上
陸
し
よ

う
と
し
た
疱
瘡
神
を
追
い
返
し
た
と
創
作
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
。

　

第
二
は
縁
起
の
良
い
も
の
で
あ
る
。
鯛
車
、
春
駒
、
羽
子
板
、
梅
、
富
士

山
、
蓬
莱
山
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
疱
瘡
絵
の
知
識
が
な
い
と
病
に
関
わ

る
と
す
ぐ
に
は
理
解
で
き
な
い
よ
う
な
祝
祭
的
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
あ
ら
か

じ
め
回
復
を
祝
っ
て
し
ま
お
う
（
予
祝
）
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　

第
三
は
元
気
の
よ
さ
や
回
復
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
元
気
に
遊
ぶ

金
太
郎
や
、
す
ぐ
起
き
上
が
る
ダ
ル
マ
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
や
は
り
予

祝
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く
の
だ
ろ
う
が
、
玩
具
類
が
描
か
れ
る
の
は
、
親

が
発
症
し
た
子
供
に
与
え
て
、
安
静
に
隔
離
し
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
と
い
う
。

病
が
去
ぬ
、
あ
る
い
は
去
る
こ
と
を
祈
念
し
て
描
か
れ
る
犬
や
猿
も
こ
の
タ

イ
プ
に
分
類
さ
れ
る
が
、
こ
の
種
の
ダ
ジ
ャ
レ
に
類
す
る
連
想
は
、
江
戸
庶

民
の
生
活
誌
を
紐
解
け
ば
、
そ
こ
か
し
こ
に
見
出
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
疱
瘡
絵
に
は
し
ば
し
ば
和
歌
が
記
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
軽
く
」

「
か
ろ
か
ろ
」「
か
る
か
る
」
と
い
っ
た
言
葉
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

疱
瘡
が
軽
く
済
み
、
後
遺
症
の
あ
ば
た
が
残
ら
ぬ
こ
と
を
祈
念
す
る
呪
歌
で

あ
る
。

　

第
一
タ
イ
プ
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
武
を
も
っ
て
疱
瘡
神
を
制
す
と
い
う
考

え
方
は
、
病
の
克
服
を
願
う
絵
と
し
て
理
解
し
や
す
い
。
鍾
馗
は
古
代
か
ら

連
綿
と
描
か
れ
て
き
た
伝
統
的
な
画
題
だ
が
、
近
世
後
期
に
は
北
斎
の
作
例

（
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
）
の
よ
う
に
朱
一
色
で
描
か
れ
た
も
の
も
登
場
し
て

い
る
。
疱
瘡
除
け
に
特
化
し
た
鍾
馗
像
と
言
え
よ
う
。

　

為
朝
を
描
く
疱
瘡
絵
は
数
多
い
が
、
そ
の
流
行
の
き
っ
か
け
の
一
つ
に
、

先
述
の
『
椿
説
弓
張
月
』
の
挿
絵
と
し
て
葛
飾
北
斎
が
描
い
た
為
朝
像
が
挙

げ
ら
れ
る
。
歌
川
国
芳
の
《
鎮
西
八
郎
為
朝
》（
図
11
）
は
紅
絵
で
は
な
く

錦
絵
だ
が
、
岩
に
腰
掛
け
る
ポ
ー
ズ
は
、
北
斎
画
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
老
人
姿
の
疱
瘡
神
が
為
朝
に
手
形
を
捺
し
た
証
文
（
疱
瘡
を
二
度

と
流
行
ら
せ
な
い
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
）
を
差
し
出
し
、
犬
、
ミ
ミ
ズ
ク
（
失

明
せ
ぬ
よ
う
に
と
い
う
意
で
描
か
れ
る
）、
ダ
ル
マ
な
ど
の
、
紅
絵
で
は
お
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な
じ
み
の
モ
チ
ー
フ
が
後
に
控
え
て
い
る
。
国
芳
は
《
八
郎
大
明
神
回
向
院

に
て
開
帳
の
図
》（
図
13
）
と
い
う
錦
絵
も
描
い
て
お
り
、
国
芳
画
と
似
た

ポ
ー
ズ
の
縫
物
細
工
の
為
朝
像
が
両
国
の
回
向
院
で
開
帳
さ
れ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
為
朝
は
江
戸
の
人
々
の
ヒ
ー
ロ
ー
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

数
は
少
な
い
が
、
記
紀
神
話
の
主
役
の
一
人
で
あ
る
素
盞
烏
尊
も
疱
瘡
絵

に
描
か
れ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
素
盞
烏
尊
は
牛
頭
天
王
と
同
体

と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
疫
病
と
深
く
か
か
わ
る
神
で
あ
り
、
荒
ぶ

る
神
を
代
表
す
る
存
在
で
も
あ
る
。

　

素
盞
烏
尊
を
主
役
と
す
る
絵
と
し
て
ま
ず
取
り
上
げ
る
べ
き
は
、
北
斎
が

牛
島
神
社
に
奉
納
し
た
《
須
佐

之
男
命
厄
神
退
治
之
図
》
と
呼

ば
れ
る
大
絵
馬
で
あ
ろ
う
。
こ

の
大
絵
馬
は
関
東
大
震
災
で
焼

失
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
近

年
明
治
四
十
三
年
の
国
華
二
四

〇
号
掲
載
の
写
真
（
図
版
14
）

に
基
づ
く
精
巧
な
複
製
が
作
ら

れ
て
、
現
在
す
み
だ
北
斎
美
術

館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。
や
は

り
岩
に
座
る
素
盞
烏
尊
を
15
体

の
様
々
な
疫
神
が
取
り
巻
き
、

証
文
を
提
出
し
て
い
る
図
様
で

あ
る
。
江
戸
の
人
々
に
と
っ
て
、

素
盞
烏
尊
も
疫
病
を
力
強
く
退

治
し
て
く
れ
る
神
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

　

改
め
て
第
一
タ
イ
プ
を
検
討

す
る
と
、
鍾
馗
に
つ
い
て
は
疫

鬼
を
文
字
通
り
懲
ら
し
め
て
い

図
13 　

歌
川
国
芳
《
八
郎
大
明
神
回
向
院
に
て
開
帳
の
図
》（
個
人
蔵
）

図
14 　

葛
飾
北
斎
《
須
佐
之
男
命
厄
神
退
治

之
図
》
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る
図
様
が
多
い
の
だ
が
、
為
朝
と
素
盞
烏
尊
に
つ
い
て
は
疫
鬼
を
ね
じ
伏
せ

る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
以
上
流
行
さ
せ
な
い
こ
と
を
誓
わ
せ
て
い
る
図
様
が

目
立
つ
。
疫
鬼
に
つ
い
て
も
老
人
で
あ
っ
た
り
子
供
で
あ
っ
た
り
と
、
あ
ま

り
凶
悪
な
姿
に
描
か
な
い
も
の
が
多
い
。
そ
こ
に
は
疱
瘡
神
を
悪
と
決
め
つ

け
る
の
で
は
な
く
、
折
り
合
っ
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
の
こ
と
と
も
関
連
す
る
の
だ
が
、
疱
瘡
絵
の
最
大
の
特
徴
は
、
第
二
・

第
三
の
タ
イ
プ
が
半
数
以
上
を
占
め
る
こ
と
だ
ろ
う
。
一
見
疫
病
退
治
と
は

無
関
係
に
見
え
る
祝
祭
的
な
モ
チ
ー
フ
を
描
く
例
が
極
め
て
多
い
の
で
あ
る
。

多
く
の
論
者
が
説
く
よ
う
に
、
疫
病
の
根
絶
は
難
し
い
と
考
え
た
上
で
、
せ

め
て
軽
く
済
ま
せ
た
い
と
願
う
表
現
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

【
コ
レ
ラ
絵
】

　

コ
レ
ラ
は
海
外
で
多
発
し
た
細
菌
性
の
感
染
症
で
あ
る
。
近
世
に
は
ほ
と

ん
ど
流
入
し
な
か
っ
た
が
、
外
国
船
が
頻
繁
に
来
航
し
た
幕
末
に
は
、
幾
度

か
大
き
な
流
行
が
あ
っ
た
。

　

江
戸
に
お
け
る
流
行
と
し
て
は
、『
武
江
年
表
』
に
記
さ
れ
る
安
政
五
年

（
一
八
五
八
）
八
月
の
も
の
が
有
名
で
、
こ
の
年
に
版
行
さ
れ
た
病
関
連
の

絵
は
、
コ
レ
ラ
に
関
わ
る
可
能
性
が
大
き
い
。
疱
瘡
絵
や
麻
疹
絵
に
比
べ
て

言
及
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
が
、《
加
藤
清
正
の
手
形
》（
図
15
）
や
歌
川
芳

員
の
《
諸
神
の
加
護
に
よ
り
て
良
薬
悪
病
を
退
治
す
》（
図
16
）、
五
雲
亭
貞

秀
の
《
日
本
英
雄
傳
之
内
神
代
素
盞
烏
尊
悪
神
退
治
之
図
》（
図
17
）
な
ど

に
は
同
年
８

月
の
改
印
が
捺
さ
れ
て
お
り
、
コ
レ
ラ
の
流
行
に
合
わ
せ
た
出

版
と
見
ら
れ
る
。
芳
員
の
絵
で
は
様
々
な
病
気
が
退
治
さ
れ
て
い
る
の
で
コ

レ
ラ
絵
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
そ
の
流
行
が
版
元
の
念
頭
に
あ
っ
た
と
み

て
よ
い
だ
ろ
う）

11
（

。

　

コ
レ
ラ
は
コ
ロ
リ
と
死
ぬ
こ
と
か
ら
虎
狼
狸
と
も
表
記
さ
れ
、
上
半
身
が

虎
、
下
半
身
が
狼
、
睾
丸
が
狸
と
い
う
コ
レ
ラ
の
怪
獣
を
、
衛
生
隊
が
消
毒

液
を
吹
き
か
け
て
退
治
し
て
い
る
錦
絵
も
、
明
治
に
な
っ
て
版
行
さ
れ
て
い

る
。
表
記
に
虎
の
字
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
コ
レ
ラ
の
感
染
拡
大
が
虎
の
よ

う
に
速
い
と
形
容
さ
れ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
加
藤
清
正
の
手
形
（
図
15
）
が

描
か
れ
た
の
は
、

虎
退
治
で
知
ら
れ

た
猛
将
だ
っ
た
か

ら
だ
ろ
う
。

　

こ
の
絵
の
上
部

に
は
素
盞
嗚
尊
と

菅
丞
相
（
道
真
）

の
歌
が
賛
と
し
て

記
さ
れ
る
が
、
清

正
も
神
と
祀
ら
れ

図
15 　
《
加
藤
清
正
の
手
形
》（
日
本
医
学
文
化
保
存
会
蔵
）
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る
武
将
で
あ
る
。
つ

ま
り
こ
の
絵
に
は
、

日
本
の
神
々
の
力
が

集
め
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
芳
員
の
絵

で
は
牛
頭
天
王
を
先

頭
に
、
神
田
大
明
神
、

氷
川
大
明
神
、
山
王

大
権
現
ら
多
く
の

神
々
が
雲
に
乗
っ
て

飛
来
し
、
そ
の
援
護

を
う
け
て
大
黄
ら
の

薬
が
様
々
な
病
の
症

状
を
退
治
し
て
い
る
。

貞
秀
の
絵
で
は
、
素

盞
烏
尊
が
そ
の
剛
腕

で
疫
鬼
を
痛
め
つ
け
て
い
る
。

　

安
政
五
年
に
版
行
さ
れ
た
絵
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、
そ
の
図
様
は
疱

瘡
絵
や
麻
疹
絵
と
や
や
趣
を
異
に
し
、
日
本
の
神
が
疫
鬼
を
力
で
抑
え
込
も

う
と
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
時
の
コ
レ
ラ
の
流
行
は
長
崎
に
来
航

し
た
ア
メ
リ
カ
船
ミ
シ
シ
ッ
ピ
号
か
ら
始
ま
っ
た
の
だ
が
、
外
来
の
敵
と
い

う
意
識
が
絵
に
表
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
当
時
の
攘
夷
の
風
潮
が
反
映
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

【
麻
疹
絵
】

　

麻
疹
は
疱
瘡
と
並
ん
で
人
々
に
恐
れ
ら
れ
た
感
染
症
で
あ
る
。
武
江
年
表

に
よ
れ
ば
、
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
か
ら
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
ま
で

の
約
二
百
五
十
年
間
に
十
四
回
流
行
し
て
い
る
の
で
、
二
十
年
弱
の
間
隔
で

図
16 　

歌
川
芳
員
《
諸
神
の
加
護
に
よ
り
て
良
薬
悪
病
を

退
治
す
》（
東
京
大
学
社
会
情
報
研
究
所
蔵
）

図
17 　

五
雲
亭
貞
秀
《
日
本
英
雄
傳
之
内
神
代
素
盞
烏
尊
悪
神
退
治
之

図
》（
日
本
医
学
文
化
保
存
会
蔵
）
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流
行
し
た
こ
と
に
な
る
。
中
で
も
文
久
二
年
の
流
行
で
は
死
者
一
万
五
千
人

に
及
ん
だ
が
、
こ
の
年
に
は
大
量
の
麻
疹
絵
が
版
行
さ
れ
て
お
り
、
研
究
者

に
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　

麻
疹
絵
に
つ
い
て
は
論
文）

12
（

が
い
く
つ
か
発
表
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で

は
簡
略
な
紹
介
に
と
ど
め
た
い
が
、
そ
の
図
様
の
多
様
さ
に
は
驚
か
さ
れ
る
。

鍾
馗
や
為
朝
を
描
く
も
の
は
少
数
に
と
ど
ま
り
、
当
時
の
俗
信
に
関
す
る
知

識
の
な
い
現
代
人
に
は
理
解
し
難
い
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
《
は
し
か
ま
じ

な
ひ
お
し
え
宝
》（
図
18
）
と
い
う
一
枚
は
、
擬
人
化
さ
れ
た
金
柑
、
飼
葉
桶
、

麦
の
穂
の
三
人
が
膝
を
突
き
合
わ
せ
て
い
る
な
ん
と
も
不
思
議
な
図
様
で
あ

る
。

　

各
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
解
説
し
て
お
く
と
、
ま
ず
麦
が
描
か
れ
る
の
は
、

穂
の
先
の
細
く
硬
い
芒
（
の
ぎ
）
が
「
は
し
か
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
由
来

し
て
い
る
。
芒
（
は
し
か
）
が
あ
る
の
に
実
を
結
ぶ
麦
に
あ
や
か
ろ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。
賛
の
最
後
の
二
行
は
「
麦
ど
の
ハ
生
れ
ぬ
先
に
は
し
か
し
て

／
か
せ
た
る
後
ハ
我
身
な
り
け
り
」
と
い
う
歌
で
あ
る
。
た
と
え
麻
疹
に

罹
っ
て
も
、
痂
せ
た
（
傷
が
乾
い
た
）
後
は
体
が
元
に
戻
る
こ
と
を
祈
念
す

る
呪
歌
で
あ
り
、
多
く
の
麻
疹
絵
に
記
さ
れ
て
い
る
。
麦
殿
大
明
神
と
い
う

奇
妙
な
神
を
人
々
が
拝
ん
で
い
る
図
様
の
麻
疹
絵
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　

飼
馬
桶
は
馬
に
麦
の
芒
を
食
わ
せ
る
こ
と
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
。
飼
馬

桶
を
頭
に
被
れ
ば
、
麻
疹
を
免
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
金
柑
は

喉
の
い
が
ら
っ
ぽ
さ
を
抑
え
る
こ
と
に
由
来
す
る
よ
う
だ
。
右
上
の
《
は
し

か
ま
じ
な
ひ
お
し
え
宝
》
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
記
さ
れ
る
葉
は
タ
ラ
ヨ
ウ

（
多
羅
葉
）
と
い
う
木
の
葉
で
、
こ
の
葉
に
先
の
呪
歌
を
書
い
て
川
に
流
す

と
良
い
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
実
際
の
葉
が
手
に
入
ら
な
い
時
は
、
こ
の

絵
を
切
り
抜
い
て
使
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
絵
に
は
、
麻
疹
除
け
に

効
能
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
様
々
な
呪
物
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

麻
疹
絵
に
鍾
馗
や
為
朝
の
よ
う
な
豪
傑
が
描
か
れ
た
例
は
少
な
い
が
、

図
18 　

歌
川
芳
艶
《
は
し
か
ま
じ
な
ひ
お
し
え
宝
》（
内
藤
記
念
く
す
り
博
物

館
蔵
）
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《
流
行
麻
疹
退
散
の
図
》（
図
19
）
で
は
天
神
が
持
つ
鏡
が
発
す
る
光
が
疫
鬼

を
退
治
し
て
い
る
。
天
神
、
す
な
わ
ち
菅
原
道
真
は
か
つ
て
怨
霊
で
あ
り
、

疫
病
を
引
き
起
こ
す
存
在
だ
っ
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
疫
病
を
抑
え
る
神
に

転
化
し
て
い
る
。

　

こ
の
絵
で
興
味
深
い
の
は
、
上
部
に
描
か
れ
た
書
物
の
右
ペ
ー
ジ
に
「
食

て
よ
い
も
の
」、
左
ペ
ー
ジ
に
「
大
毒
に
な
る
も
の
」
が
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
食
し
て
良
い
も
の
と
し
て
黒
豆
や
小
豆
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
大

毒
に
な
る
こ
と
と
し
て
、
房
事
や
朝
夕
に
風
に
あ
た
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
実
に
具
体
的
な
疫
病
対
処
法
で
あ
る
。
当
時
の
人
々
が
切
実
に

求
め
た
情
報
な
の
だ
ろ
う
。
食
べ
て
よ
い
食
品
と
し
て
列
記
さ
れ
る
の
は
総

じ
て
消
化
が
良
い
も
の
で
あ
り
、
あ
る
程
度
医
学
的
に
根
拠
が
あ
る
情
報
と

も
言
え
そ
う
で
あ
る
。
食
し
て
よ
い
食
品
軍
と
、
毒
に
な
る
と
さ
れ
た
食
品

軍
が
戦
っ
て
い
る
図
も
描
か
れ
る
な
ど
、
麻
疹
絵
に
は
実
用
的
知
識
を
詰
め

込
む
も
の
が
多
い
。

　

社
会
風
刺
の
要
素
が
含
ま
れ
た
例
も
見
ら
れ
る
。《
毒
だ
て
や
う
じ
や
う
》

（
図
20
）
と
い
う
一
枚
を
見
る
と
、
画
面
下
の
二
人
が
ど
う
や
ら
麻
疹
を
引

き
起
こ
す
麻
疹
神
で
、
飼
馬
桶
を
振
り
か
ざ
す
男
と
、
こ
れ
も
麻
疹
に
効
能

が
あ
る
と
さ
れ
た
房
楊
枝
を
持
つ
男
が
こ
れ
に
打
ち
か
か
っ
て
い
る
が
、
間

に
擬
人
化
さ
れ
た
薬
が
割
っ
て
入
っ
て
い
る
。
麻
疹
の
流
行
時
に
は
薬
屋
と

医
者
が
繁
盛
し
た
の
で
、
人
々
の
反
感
を
買
っ
た
と
い
う
。
薬
は
麻
疹
神
に

立
ち
向
か
う
の
で
は
な
く
、
逆
に
庇
お
う
と
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
表
現
に
は
既
視
感
が
あ
る
。
麻
疹
絵
が
量
産
さ
れ
た
文
久
二
年

（
一
八
六
二
）
の
七
年
前
の
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
、
江
戸
は
大
地
震

と
い
う
別
種
の
災
禍
に
見
舞
わ
れ
た
が
、
こ
の
時
に
鯰
絵
と
呼
ば
れ
る
錦
絵

が
量
産
さ
れ
て
い
る
。
当
初
は
地
震
を
引
き
起
こ
し
た
鯰
を
悪
者
と
し
て
描

く
も
の
が
大
半
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
再
建
ラ
ッ
シ
ュ
で
儲
か
っ
た
大
工
や

材
木
商
を
批
判
す
る
絵
が
増
加
し
た
の
で
あ
る）

13
（

。
麻
疹
絵
も
似
た
よ
う
な
流

れ
を
た
ど
っ
た
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。

図
19　

歌
川
芳
盛
《
流
行
麻
疹
退
散
の
図
》（
内
藤
記
念
く
す
り
博
物
館
蔵
）
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文
久
二
年
に
出
版
さ
れ
た
麻
疹
絵
に
は
、
こ
れ
ら
の
他
に
も
麻
疹
か
ら
回

復
し
た
人
気
俳
優
沢
村
田
之
助
を
描
く
も
の
や
、
幕
末
に
流
行
し
た
拳
遊
び

を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
も
の
な
ど
、
実
に
多
彩
な
図
様
が
考
案
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
面
の
分
析
は
か
な
り
進
ん
で
い
る
の
だ
が
、
絵
画
史
の

上
で
重
要
な
の
は
、
麻
疹
は
そ
れ
ま
で
何
度
も
流
行
を
繰
り
返
し
て
い
る
の

に
、
な
ぜ
文
久
二
年
に
限
っ
て
多
く
の
麻
疹
絵
が
出
版
さ
れ
た
の
か
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。

　

お
そ
ら
く
そ
の
答
え
は
幕
末
の
出
版
事
情
に
求
め
ら
れ
る
。
富
沢
達
三
が

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に）
14
（

、
幕
末
に
は
先
述
の
鯰
絵
や
、
か
つ
て
筆
者
が
紹
介

し
た
有
卦
絵）

15
（

の
よ
う
な
時
事
的
な
出
版
が
相
次
い
で
い
る
。
麻
疹
絵
の
突
然

の
大
量
版
行
も
、
当
時
の
出
版
事
情
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
だ
ろ
う
。

鯰
絵
も
有
卦
絵
も
図
様
の
多
彩
さ
が
見
所
だ
が
、
麻
疹
絵
に
つ
い
て
も
同
じ

こ
と
が
言
え
る
。

【
流
行
神
】

　

幕
末
の
時
事
的
な
出
版
の
一
つ
に
流
行
神
を
描
く
も
の
が
あ
る
。
流
行
神

と
は
江
戸
市
中
の
祠
に
祀
ら
れ
る
神
が
突
然
人
々
の
信
仰
を
集
め
た
も
の
を

言
い
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
流
行
始
め
た
浅
草
太
郎
稲
荷
や
、
嘉
永

二
年
（
一
八
四
九
）
に
流
行
っ
た
お
竹
大
日
と
内
藤
新
宿
正
受
院
の
奪
衣
婆

が
有
名
で
あ
る
。

　

今
年
話
題
と
な
っ
た
ア
マ
ビ
エ
は
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
に
肥
後
の

海
中
か
ら
出
現
し
た
と
言
い
、
市
中
に
祀
ら
れ
る
神
で
も
な
け
れ
ば
、
江
戸

で
流
行
っ
た
わ
け
で
も
な
い
が
、
各
地
で
目
撃
談
が
相
次
い
だ
件
と
い
う
妖

怪
な
ど
も
含
め
て
、
幕
末
の
混
乱
す
る
社
会
環
境
が
生
み
出
し
た
流
行
神
の

一
種
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
疫
病
退
散
を
願
う
民
衆
の
心
が
生
み
出
し
た

妖
怪
な
の
で
あ
ろ
う
。

図
20　

歌
川
芳
盛
《
毒
だ
て
や
う
じ
や
う
》（
内
藤
記
念
く
す
り
博
物
館
蔵
）
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三
、
退
治
さ
れ
る
疫
鬼
・
退
治
す
る
神

　

前
節
ま
で
病
に
関
わ
る
絵
の
系
譜
を
平
安
時
代
末
か
ら
江
戸
時
代
末
ま
で

た
ど
っ
て
み
た
が
、
絵
に
登
場
す
る
退
治
さ
れ
る
疫
鬼
と
退
治
す
る
神
に
つ

い
て
、
若
干
の
分
析
を
試
み
よ
う
。

　

古
代
中
国
の
病
気
や
医
学
を
研
究
し
て
い
る
長
谷
川
雅
雄
は
、「
中
国
の

古
い
医
書
に
は
，「
鬼
」
を
病
因
と
す
る
「
鬼
病
」
の
記
載
が
多
く
見
ら
れ
，

か
つ
て
の
医
学
が
病
因
と
し
て
の
「
鬼
」
を
い
か
に
重
視
し
て
い
た
か
が
知

れ
る
」
と
述
べ
て
い
る）

16
（

。
古
代
中
国
に
お
い
て
は
疫
病
の
原
因
と
し
て
鬼
が

想
定
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
う
し
た
考
え
方
は
、
当
然
日
本
に
流
入
し
た
。

　

平
安
時
代
の
辞
書
『
和
名
類
聚
抄
』
は
、「
鬼
」
を
「
穏
」
が
転
訛
し
た

も
の
と
し
て
い
る
。
姿
の
見
え
ぬ
、
こ
の
世
な
ら
ざ
る
も
の
と
言
う
こ
と
だ

ろ
う
。
本
来
鬼
は
目
に
は
見
え
な
い
は
ず
だ
が
、
四
天
王
に
踏
み
つ
け
ら
れ

て
い
る
の
も
鬼
、
地
獄
で
刑
務
官
を
務
め
る
者
も
鬼
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

が
仏
像
や
地
獄
絵
に
は
っ
き
り
造
形
化
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
に
か
つ
て
鬼
の
姿
や
出
自
は
様
々
だ
っ
た
が
、
赤
や
青
の
肌
を

し
て
、筋
肉
質
で
、角
が
生
え
、虎
皮
の
褌
を
締
め
る
鬼
の
イ
メ
ー
ジ
が
徐
々

に
出
来
上
が
り
、
現
代
に
及
ん
で
い
る
。
そ
の
確
立
過
程
の
解
明
は
、
私
が

指
導
し
て
い
る
大
学
院
生
の
修
士
論
文
の
テ
ー
マ
で
あ
り
、
そ
の
興
味
深
い

論
考
の
完
成
を
待
ち
た
い
が
、
本
稿
の
よ
う
に
疫
病
関
係
に
限
っ
て
も
疫
鬼

の
姿
に
は
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
。

今
は
十
四
世
紀
に
入
る
頃
か
ら
縁
起
絵
巻
に
疫
鬼
が
描
か
れ
始
め
る
こ
と
と
、

十
六
世
紀
に
は
現
代
人
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
姿
に
近
い
作
例
が
登
場
す
る
こ
と

を
、
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　

近
世
後
期
の
疱
瘡
絵
や
麻
疹
絵
に
な
る
と
疫
鬼
の
姿
は
か
な
り
変
化
し
て

い
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
中
で
は
、《
鎮
西
八
郎
為
朝
》（
図
11
）、《
須
佐

之
男
命
厄
神
退
治
之
図
》（
図
14
）、《
諸
神
の
加
護
に
よ
り
て
良
薬
悪
病
を

退
治
す
》（
図
16
）、《
日
本
英
雄
傳
之
内
神
代
素
盞
烏
尊
悪
神
退
治
之
図
》

（
図
17
）、《
流
行
麻
疹
退
散
の
図
》（
図
19
）、《
毒
だ
て
や
う
じ
や
う
》（
図

20
）
に
疱
瘡
神
や
麻
疹
神
の
描
写
が
見
ら
れ
る
が
、
も
は
や
疫
鬼
と
は
呼
べ

ぬ
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
葛
飾
北
斎
筆
の
《
須
佐
之
男
命
厄
神
退
治
之

図
》（
図
14
）
に
は
様
々
な
病
の
主
が
描
か
れ
る
が
、
そ
の
姿
は
気
味
の
悪

い
異
形
で
は
あ
る
も
の
の
、
一
般
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
鬼
と
は
か
な
り
落
差

が
あ
る
。
疫
鬼
よ
り
疫
神
と
呼
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
。

　

歌
川
国
芳
の
《
鎮
西
八
郎
為
朝
》
で
は
、
為
朝
の
正
面
に
並
ん
だ
証
文
を

差
し
出
す
老
人
と
、
赤
い
餅
の
よ
う
な
も
の
を
口
に
運
ん
で
い
る
子
供
が
疱

瘡
神
と
考
え
ら
れ
る
。と
も
に
鬼
と
は
程
遠
い
姿
で
あ
る
。歌
川
芳
員
の
《
諸

神
の
加
護
に
よ
り
て
良
薬
悪
病
を
退
治
す
》
で
退
治
さ
れ
て
い
る
の
は
、
頭

に
病
名
が
書
か
れ
た
円
を
乗
せ
た
普
通
の
人
間
で
あ
る
。
か
つ
て
山
東
京
伝
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が
創
出
し
た
善
玉
・
悪
玉
に
倣
っ
た
病
気
の
擬
人
化
で
あ
ろ
う
。
歌
川
芳
盛

の
《
毒
だ
て
や
う
じ
や
う
》
に
つ
い
て
は
先
に
簡
単
な
分
析
を
試
み
た
が
、

麻
疹
神
は
ど
こ
に
も
い
そ
う
な
町
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
ま
り

に
も
普
通
な
姿
は
、
疫
病
が
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
の
表
れ
な
の
だ
ろ

う
。

　

興
味
深
い
の
は
歌
川
貞
秀
の
《
日
本
英
雄
傳
之
内
神
代
素
盞
烏
尊
悪
神
退

治
之
図
》（
図
17
）
と
歌
川
芳
盛
の
《
流
行
麻
疹
退
散
の
図
》（
図
19
）
で
あ

る
。
退
治
さ
れ
る
疫
鬼
の
表
現
は
両
者
よ
く
似
て
お
り
、
上
半
身
裸
の
普
通

の
男
で
あ
る
。
髪
は
逆
立
っ
て
い
る
も
の
の
、
角
は
な
い
。
そ
の
姿
は
、
先

に
触
れ
た
平
安
時
代
中
期
の
『
政
事
要
略
』
に
掲
載
さ
れ
る
図
（
図
１

）
に

よ
く
似
て
い
る
。
古
い
疫
鬼
の
表
現
が
地
下
水
脈
の
よ
う
に
続
い
て
い
た
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

退
治
す
る
側
に
目
を
移
す
と
、
中
世
に
お
い
て
は
観
音
や
不
動
な
ど
の
仏

教
尊
が
目
立
っ
た
が
、
近
世
後
期
の
疱
瘡
絵
や
麻
疹
絵
で
は
日
本
の
神
々
が

主
役
で
あ
る
。
中
国
の
伝
説
上
の
人
物
で
あ
る
鍾
馗
は
別
格
だ
が
、
出
雲
の

神
（
素
盞
烏
尊
）
や
天
神
、
新
た
に
創
出
さ
れ
た
麦
殿
大
明
神
な
ど
、
実
に

様
々
な
神
が
描
か
れ
て
い
る
。
為
朝
も
八
郎
大
明
神
と
呼
ば
れ
る
神
で
あ
っ

た
。

　

疫
病
に
か
か
わ
る
神
の
代
表
格
と
言
う
べ
き
牛
頭
天
王
は
仏
教
に
出
自
が

あ
る
が
、
素
盞
烏
尊
と
同
体
と
見
な
さ
れ
て
、
祇
園
社
に
祀
ら
れ
る
神
と

な
っ
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
牛
頭
天
王
は
元
々
天
刑
星
に
退
治
さ
れ
る
疫
鬼

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
疫
病
を
鎮
め
る
神
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

両
面
性
が
、
疫
病
に
か
か
わ
る
神
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
素
盞
烏
尊
は
粗
暴
ゆ

え
に
天
界
か
ら
追
放
さ
れ
た
荒
ぶ
る
神
で
あ
り
、
天
神
菅
原
道
真
は
人
々
を

恐
怖
に
陥
れ
た
怨
霊
で
あ
っ
た
。
為
朝
は
敗
軍
の
将
で
あ
り
、
伊
豆
大
島
へ

流
刑
に
な
っ
て
い
る
（『
椿
説
弓
張
月
』
で
は
伊
豆
大
島
か
ら
さ
ら
に
八
丈

島
（
八
郎
島
）
に
渡
っ
た
と
設
定
さ
れ
て
い
る
）。

　
『
続
日
本
紀
』
巻
三
十
二
の
宝
亀
４

年
（
七
七
三
）
の
条
に
は
、
疫
神
を

諸
国
で
祀
ら
せ
た
と
い
う
記
事
が
見
え
る
。
疫
病
と
神
は
奈
良
時
代
か
ら
表

裏
一
体
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
強
い
力
を
持
つ
も
の
が
悪
に
も
な
り
善
に
も
な

る
と
い
う
構
図
は
、
日
本
の
精
神
風
土
に
し
ば
し
ば
見
か
け
る
も
の
で
あ
る
。

没
後
に
朝
廷
に
雷
を
落
と
し
、
疫
病
を
引
き
起
こ
し
た
怨
霊
道
真
が
、
そ
の

後
天
満
大
自
在
天
神
と
祀
ら
れ
て
、
和
歌
や
学
問
な
ど
様
々
な
分
野
の
神
と

崇
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
の
は
わ
か
り
や
す
い
例
だ
が
、
怪
獣
で
あ
り
な
が

ら
慈
雨
を
も
た
ら
す
龍
、
そ
れ
よ
り
か
な
り
小
ぶ
り
だ
が
多
く
の
神
社
で
祭

神
と
さ
れ
る
蛇
、
堕
地
獄
を
命
じ
あ
る
い
は
免
れ
さ
せ
て
く
れ
る
閻
魔
王
、

魔
物
の
よ
う
に
恐
ろ
し
い
形
相
に
変
じ
た
元
三
大
師
良
源
（
角
大
師
）
な
ど
、

類
似
の
例
は
多
い
。

　

日
本
の
神
は
常
に
慈
悲
深
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
時
に
は
祟
る
怖
さ
も

持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
日
本
の
自
然
は
そ
こ
に
住
ま
う
人
々
に
多
大
な
恩
恵
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を
与
え
て
く
れ
る
の
だ
が
、
時
に
は
大
き
な
災
害
を
も
た
ら
し
も
し
た
。
そ

れ
を
人
格
化
し
た
の
が
神
で
あ
る
。
自
然
を
神
と
し
て
丁
重
に
祀
る
こ
と
に

よ
り
、
時
折
襲
っ
て
く
る
災
害
を
極
力
抑
え
よ
う
と
し
た
の
が
日
本
の
神
道

で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
良
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

疫
神
に
も
お
そ
ら
く
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
疱
瘡
を
引
き
起
こ
す
目
に

は
見
え
ぬ
存
在
を
疱
瘡
神
と
祀
る
こ
と
に
よ
り
、
疱
瘡
に
罹
ら
な
い
、
あ
る

い
は
罹
患
し
て
も
軽
く
済
む
こ
と
を
祈
念
し
た
の
で
あ
る
。
自
然
災
害
を
完

全
に
抑
え
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
様
に
、
疱
瘡
や
麻
疹
に
は
決
定
的

な
対
策
が
な
か
っ
た
。
神
と
祀
っ
て
共
生
し
て
い
く
よ
り
ほ
か
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　

疱
瘡
絵
や
麻
疹
絵
は
江
戸
時
代
の
人
々
の
祈
り
の
結
晶
で
あ
り
、
多
く
の

人
が
購
っ
た
消
耗
品
で
あ
る
。
世
界
に
類
を
見
な
い
絵
画
と
言
っ
て
良
い
だ

ろ
う
。
表
現
の
点
で
は
疫
病
を
退
治
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
弱
い
の
が
大
き
な
特

徴
で
、
そ
の
よ
う
な
日
本
人
の
神
や
疫
病
に
対
す
る
観
念
を
読
み
解
く
た
め

の
、
貴
重
な
研
究
材
料
で
も
あ
る
。
コ
ロ
ナ
の
時
代
に
あ
っ
て
、
現
代
人
に

貴
重
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
存
在
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

注（
１

）
特
別
展
「
近
世
宗
教
美
術
の
世
界
」（
渋
谷
区
立
松
濤
美
術
館
、
一
九
九
三
年
）
と
特
別

展
「
浮
世
絵
師
た
ち
の
神
仏
」（
渋
谷
区
立
松
濤
美
術
館
、
一
九
九
九
年
）

（
２

）
疫
病
に
関
わ
る
民
俗
学
関
連
の
業
績
と
し
て
は
、
大
島
建
彦
『
疫
神
と
そ
の
周
辺
』（
岩

崎
美
術
社
、
一
九
八
五
年
）
が
疫
病
全
体
を
見
渡
し
た
古
典
的
著
作
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

疱
瘡
神
や
麻
疹
神
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
注（
10
）を
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
の
他
祇
園

（
牛
頭
天
王
）
信
仰
に
関
す
る
も
の
や
、
ス
サ
ノ
オ
に
関
わ
る
論
文
等
が
発
表
さ
れ
て
い
る

が
、
多
数
に
及
ぶ
の
で
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。

（
３

）
宮
島
新
一
「
辟
邪
絵
│
わ
が
国
に
お
け
る
受
容
」（
美
術
研
究
三
三
一
号
、
一
九
八
五
年
）

（
４

）
松
原
茂
「「
松
崎
天
神
縁
起
」
小
考
」（『
続
日
本
絵
巻
大
成
16
松
崎
天
神
縁
起
』
中
央
公

論
社
、
一
九
八
三
年
）

（
５

）
高
橋
昌
明
『
酒
呑
童
子
の
誕
生
│
も
う
ひ
と
つ
の
日
本
文
化
』（
中
公
新
書
、
一
九
九
二

年
）

（
６

）
拙
稿
「
新
出
の
六
道
絵
六
幅
対
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
華
』
一
一
二
〇
号
、
一
九
八
九
年
）

（
７

）
拙
著
『
日
本
の
素
朴
絵
』（
ピ
エ
ブ
ッ
ク
ス
〈
第
二
版
よ
り
パ
イ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ル
〉、
二
〇
一
一
年
）、
拙
著
『
ユ
ル
か
わ
日
本
美
術
史
』（
祥
伝
社
新
書
、
二
〇
一
八
年
）

（
８

）
疱
瘡
絵
と
い
う
言
葉
の
初
見
は
明
治
三
三
年
に
飯
島
虚
心
が
著
し
た
『
日
本
絵
類
考
』

と
言
わ
れ
て
い
る
。

（
９

）
Ｈ
・
Ｏ
・
ロ
ー
テ
ル
ム
ン
ド
『
疱
瘡
神　

江
戸
時
代
の
病
い
を
め
ぐ
る
民
間
信
仰
の
研

究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）

（
10
）
江
戸
時
代
の
疱
瘡
絵
や
麻
疹
絵
に
関
わ
る
主
要
な
論
文
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

藤
井
裕
之
「
疱
瘡
・
麻
疹
に
み
る
病
観
│
疱
瘡
絵
と
は
し
か
絵
の
比
較
│
」（
近
畿
民
俗

一
四
二
・
一
四
三
号
、
一
九
九
五
年
）

川
部
裕
幸
「
麻
疹
絵
の
文
献
的
研
究
」（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
二
一
号
、

二
〇
〇
〇
年
）

加
藤
光
男
「
文
久
２

（
１

８

６

２

）
年
の
麻
疹
流
行
に
伴
う
麻
疹
絵
の
出
版
と
そ
の
位

置
づ
け
」（
文
書
館
紀
要
一
五
号
、
二
〇
〇
二
年
）

畑
有
紀
「
幕
末
の
麻
疹
と
食
│
食
物
本
草
本
を
中
心
に
」（
言
葉
と
文
化
一
二
号
、
二
〇

一
一
年
）
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石
垣
絵
美
「
疱
瘡
絵
の
画
題
と
疱
瘡
除
け
」（
國
學
院
雑
誌
一
一
八
│
七
、
二
〇
一
七
年
）

小
林
香
那
子
「
浮
世
絵
と
庶
民
信
仰
：
疱
瘡
絵
を
め
ぐ
っ
て
」（
論
究
日
本
文
学
一
〇
九

号
、
二
〇
一
八
年
）

展
覧
会
図
録
や
そ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

「
錦
絵
に
見
る
病
と
祈
り　

疱
瘡
・
麻
疹
・
虎
列
刺
」（
町
田
市
立
博
物
館
、一
九
九
六
年
）

『
く
す
り
博
物
館
収
蔵
資
料
集
④
は
や
り
病
の
錦
絵
』（
内
藤
記
念
く
す
り
博
物
館
、
二

〇
〇
年
）

「
病
よ
去
れ　

悪
疫
と
呪
術
と
医
術
」（
古
河
歴
史
博
物
館
、
二
〇
〇
一
年
）

「
病
ま
ざ
る
も
の
な
し
〜
日
本
人
を
苦
し
め
た
感
染
症
・
病
気　

そ
し
て
医
家
〜
」（
内

藤
記
念
く
す
り
博
物
館
、
二
〇
一
一
年
）

（
11
）
安
政
五
年
の
九
月
に
出
版
さ
れ
た
「
流
行
病
追
討
戯
軍
記
（
こ
ろ
り
つ
い
と
う
お
ど
け

ぐ
ん
き
）」」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
墨
摺
一
枚
絵
は
、「
狐
狼
利
疫
病
守
平
忌
成
」
を
大
将
に

「
手
足
冷
太
郎
脈
無
」
ら
が
加
わ
っ
て
暴
れ
ま
わ
る
疫
病
軍
を
、「
施
薬
虎
之
頭
諸
人
為
成
」

大
将
軍
が
軍
を
結
成
し
て
鎮
圧
す
る
と
い
う
筋
の
戯
作
と
、そ
の
戦
闘
の
絵
を
載
せ
て
い
る
。

コ
レ
ラ
も
笑
い
に
変
え
る
し
た
た
か
な
戯
作
者
魂
が
う
か
が
え
る
。

（
12
）
注（
10
）参
照

（
13
）
鯰
絵
に
関
す
る
古
典
的
著
作
に
、
Ｃ
ア
ウ
エ
ハ
ン
ト
『
鯰
絵　

民
俗
的
想
像
力
の
世
界
』

（
せ
り
か
書
房
、
一
九
七
九
年
）
が
あ
る
。
そ
の
後
宮
田
登
と
高
田
衛
に
よ
っ
て
『
鯰
絵　

震
災
と
日
本
文
化
』（
里
文
出
版
、
一
九
九
五
年
）
が
編
集
さ
れ
、
そ
れ
に
収
録
さ
れ
た
多

く
の
論
考
が
委
細
を
尽
く
し
て
い
る
。

（
14
）
富
沢
達
三
『
幕
末
の
時
事
的
錦
絵
と
か
わ
ら
版　

錦
絵
の
ち
か
ら
』（
文
生
書
院
、
二
〇

〇
四
年
）

（
15
）
拙
稿
「
有
卦
絵
」（『
陰
陽
道
の
講
義
』（
嵯
峨
野
書
院
）
所
収
、
二
〇
〇
二
年
）

（
16
）
長
谷
川
雅
雄
・
辻
本
裕
成
・
ペ
ト
ロ
・
ク
ネ
ヒ
ト
「「
鬼
」
の
も
た
ら
す
病
│
中
国
お
よ

び
日
本
の
古
医
学
に
お
け
る
病
因
観
と
そ
の
意
義
│
（
上
）」（
南
山
大
学
紀
要
『
ア
カ
デ

ミ
ア
』
人
文
・
自
然
科
学
編
一
六
号
、
二
〇
一
八
年
）

図
版
出
典

（
図
１

）『
新
訂
増
補
国
史
大
系
28
政
治
要
略
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
）

（
図
２

）『
江
戸
の
幟
旗
』（
渋
谷
区
立
松
濤
美
術
館
、
二
〇
〇
九
年
）

（
図
３

、
４

）「
源
信　

地
獄
極
楽
へ
の
扉
」（
奈
良
国
立
博
物
館
、
二
〇
一
七
年
）

（
図
５

）『
続
日
本
絵
巻
大
成
15
春
日
権
現
験
記
絵
・
下
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
二
年
）

（
図
６

）『
続
日
本
絵
巻
大
成
16
松
崎
天
神
縁
起
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
年
）

（
図
７

）『
続
日
本
絵
巻
大
成
11
融
通
念
仏
縁
起
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
年
）

（
図
８

）『
続
日
本
絵
巻
大
成
19
土
蜘
蛛
草
紙　

天
狗
草
紙　

大
江
山
絵
詞
』（
中
央
公
論
社
、

一
九
八
四
年
）

（
図
９

）『
中
世
庶
民
信
仰
の
絵
画
』（
渋
谷
区
立
松
濤
美
術
館
、
一
九
九
三
年
）

（
図
10
）
拙
著
『
ユ
ル
か
わ
日
本
美
術
史
』（
祥
伝
社
新
書
、
二
〇
一
八
年
）

（
図
11
、
12
、
16
、
17
）『
錦
絵
に
見
る
病
と
祈
り　

疱
瘡
・
麻
疹
・
虎
列
刺
』（
町
田
市
立
博

物
館
、
一
九
九
六
年
）

（
図
13
）『
浮
世
絵
師
た
ち
の
神
仏
』（
渋
谷
区
立
松
濤
美
術
館
、
一
九
九
九
年
）

（
図
14
）『
国
華
』
二
四
〇
号
、
明
治
四
十
三
年

（
図
15
、
18
、
19
、
20
）『
く
す
り
博
物
館
収
蔵
資
料
集
④
は
や
り
病
の
錦
絵
』（
内
藤
記
念
く

す
り
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年
）


