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本
田
逸
朗　
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
つ
い
て
の
二
、三
の
考
察
―
老
僧
の
赤
鼻
と
し
ぐ
さ
及
び
命
蓮
の
装
い
―

は
じ
め
に

　
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
は
初
期
絵
巻
物
の
名
品
で
あ
り
、
か
つ
て
実
在
し
信
貴

山
に
住
し
た
僧
命
蓮
を
主
人
公
と
し
た
奇
跡
譚
が
三
巻
の
内
に
描
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
三
巻
を
眺
め
渡
す
と
、
命
蓮
以
外
に
も
様
々
な
人
物
が
描
か
れ
て
い
る

の
を
見
て
取
れ
る
。
詞
書
の
中
に
具
体
的
に
記
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
そ
れ
ら
の

人
物
の
表
現
か
ら
は
絵
巻
作
者
の
創
意
を
汲
み
取
る
事
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
そ
の
様
な
人
物
の
中
で
、「
飛
倉
の
巻
」
に
お
い
て
長
者
の
屋
敷
に

居
る
老
僧
に
注
目
し
た
い
。
老
僧
の
身
体
的
特
徴
及
び
、
冒
頭
の
騒
動
を
見
や

る
時
の
し
ぐ
さ
か
ら
ど
の
様
な
人
物
像
が
窺
え
る
の
か
。
そ
し
て
そ
の
事
が
い

か
な
る
意
義
を
持
つ
の
か
と
い
う
事
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
た
、
命
蓮
は
紙

衣
と
い
う
衣
服
を
着
し
て
い
た
事
が
詞
書
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
服
が
命
蓮

像
に
ど
う
い
っ
た
影
響
を
与
え
て
い
る
か
を
掘
り
下
げ
、
考
察
し
た
い
。

一

　
「
飛
倉
の
巻
」
冒
頭
は
長
者
の
屋
敷
の
蔵
が
揺
れ
、
中
か
ら
命
蓮
の
鉢
が
飛
び

出
し
て
く
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
場
面
を
表
す
詞
書
は
欠
損
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
古
本
説
話
集
』
に
絵
巻
と
ほ
ぼ
同
内

容
の
説
話
で
あ
る
「
信
濃
国
聖
事
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』

か
ら
引
用
す
る
と
、
左
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
蔵
、
す
ゞ
ろ
に
ゆ
さ
〳
〵
と
ゆ
る
ぐ
。「
い
か
に
〳
〵
」
と
見
さ
は
ぐ

程
に
、
ゆ
る
ぎ
〳
〵
て
、
土
よ
り
一
尺
斗
ゆ
る
ぎ
上
る
時
に
、「
こ
は
い
か

な
る
事
ぞ
」
と
あ
や
し
が
り
て
さ
は
ぐ
。
…
…
さ
て
飛
行
程
に
、
人
〳
〵

見
の
ゝ
し
り
、
あ
さ
み
さ
は
ぎ
あ
ひ
た
り１

。

　

こ
こ
に
記
さ
れ
る
揺
れ
る
蔵
の
様
子
は
、
絵
巻
画
面
上
に
お
い
て
は
蔵
の
屋

根
瓦
が
落
下
し
て
い
る
描
写
で
そ
の
揺
れ
の
激
し
さ
が
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
つ
い
て
の
二
、三
の
考
察

—

老
僧
の
赤
鼻
と
し
ぐ
さ
及
び
命
蓮
の
装
い—

本　

田　

逸　

朗

Ｄ
一
四
四
二
〇
二
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こ
れ
に
驚
く
人
々
と
い
う
の
は
、
蔵
の
前
で
目
を
む
い
て
手
足
を
踊
ら
せ
る
下

女
達
、板
塀
の
向
こ
う
か
ら
駆
け
て
来
る
男
達
、屋
敷
の
縁
の
上
で
惑
う
長
者
達
、

同
じ
く
縁
の
上
で
蔵
を
眺
め
や
る
老
僧
と
若
い
僧
、
と
い
う
具
体
的
な
形
を
取
っ

て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
人
物
は
た
だ
漫
然
と
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
事
は
な

い
。
こ
の
様
な
人
物
を
配
し
た
絵
巻
作
者
の
何
ら
か
の
意
図
が
認
め
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。

　

そ
の
一
端
を
探
る
手
が
か
り
と
し
て
、
縁
の
上
で
蔵
を
眺
め
る
老
僧
を
取
り

上
げ
て
考
え
て
み
た
い
。

　
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
は
、
老
僧
の
他
に
も
僧
侶
の
姿
が
散
見
さ
れ
る
。「
飛

倉
の
巻
」
の
中
に
も
右
に
挙
げ
た
若
い
僧
や
、
鉢
に
乗
っ
て
飛
ぶ
蔵
に
向
か
っ

て
数
珠
を
摺
り
合
わ
せ
る
僧
等
が
見
ら
れ
る
。
阿
部
泰
郎
氏
は
命
蓮
―
長
者
、

命
蓮
―
天
皇
の
対
立
構
造
を
前
面
に
出
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
僧
に
つ
い
て
、

命
蓮
と
対
比
的
な
存
在
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
る
。

　
〈
長
者
〉
と
い
う
身
分
こ
そ
賤
し
い
け
れ
ど
富
裕
な
も
の
、
一
方
、〈
王
〉

と
い
う
貴
種
の
頂
点
に
君
臨
す
る
も
の
に
行お

こ
ない

す
る
〈
聖ヒ

ジ
リ〉

の
世
界
が
護

法
の
媒な

か
だち

に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
。〈
聖
〉
は
両
者
が
与
え
よ
う
と
す
る

富
や
名
誉
を
一
顧こ

だ
に
せ
ず
拒こ

ば

み
、
そ
れ
ゆ
え
却か

え

っ
て
聖
の
威
験
は
一
層

あ
ざ
や
か
で
あ
る
。

　

絵
巻
で
は
、
そ
の
あ
た
り
が
両
巻
そ
れ
ぞ
れ
に
聖ヒ

ジ
リと

対
比
さ
れ
て
そ
の

無
力
を
さ
ら
け
出
す
体
制
側
の
僧
た
ち
（「
飛
倉
」
で
は
長
者
の
家
に
寄
食

す
る
祈
禱
僧
、「
延
喜
加
持
」
で
は
勅
使
と
宮
門
で
す
れ
ち
が
う
参
内
し
よ

う
と
す
る
護
持
僧
）
に
託
し
て
表
現
し
、
そ
う
し
た
聖ヒ

ジ
リの

尊た
っ
とさ

を
よ
り
際

立
た
せ
る
の
で
あ
る２

。 

　

私
も
こ
の
見
解
に
賛
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
踏
ま
え
た

上
で
、
老
僧
の
姿
形
か
ら
導
か
れ
る
事
を
材
料
に
、
も
う
一
歩
踏
み
込
む
事
を

し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
老
僧
の
様
子
（
図
１
）
を
今
少
し
詳
ら
か
に
述
べ
る
な
ら
ば
、

以
下
の
事
が
言
え
よ
う
。
数
珠
を
掛
け
た
左
手
を
屋
敷
の
柱
に
添
え
て
い
る
。

爪
先
立
ち
に
な
っ
て
伸
び
上
が
り
、
屋
敷
の
塀
越
し
に
蔵
の
騒
動
を
眺
め
て
い

る
。
右
手
を
顔
の
前
に
翳
し
、
親
指
と
他
の
四
指
の
間
か
ら
覗
き
見
る
様
に
し

て
い
る
。
袈
裟
を
掛
け
、
僧
服
を
着
て
い
る
。
鼻
が
赤
く
大
き
い
。
背
後
に
銚

子
と
高
坏
に
乗
っ
た
膳
が
あ
る
。

右
に
挙
げ
た

事
の
内
、
特
に
目

を
引
く
の
は
赤
く

大
き
い
鼻
で
あ
ろ

う
。
周
囲
の
人
物

の
鼻
と
比
べ
る
と

一
際
大
き
い
。『
絵

巻
物
に
よ
る
日
本

常
民
生
活
絵
引
』

（
以
下
『
絵
引
』

図１
『信貴山縁起絵巻』「飛倉の巻」

（『サントリー創業一〇〇周年記念展Ⅳ　
特別公開　国宝信貴山縁起絵巻　図録』

より転載）
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『
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山
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起
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』
に
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い
て
の
二
、三
の
考
察
―
老
僧
の
赤
鼻
と
し
ぐ
さ
及
び
命
蓮
の
装
い
―

と
略
称
）
は
こ
の
老
僧
を
取
り
上
げ
る
と
共
に
、「
赤
鼻
の
僧
」
の
項
を
立
て
て

左
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

鼻
の
赤
く
な
る
病
は
昔
か
ら
あ
っ
て
、『
倭
名
抄
』
に
も
に
き
み
ば
な
の
言

葉
が
あ
り
、『
医
心
方
』
に
あ
か
は
な
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
僧
も
大
き

い
赤
い
鼻
を
し
て
お
り
、『
信
貴
山
縁
起
』
で
は
他
の
場
面
に
も
赤
鼻
が
描

か
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
頃
は
き
わ
め
て
一
般
に
見
か
け
ら
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る３

。 

　

こ
れ
に
従
う
と
、
老
僧
の
鼻
は
「
に
き
み
ば
な
」
と
も
呼
ば
れ
た
「
赤
鼻
」

と
い
う
病
で
あ
る
と
さ
れ
る
。で
は
こ
の
病
の
具
体
相
は
如
何
な
る
も
の
か
。『
絵

引
』
の
言
及
し
た
二
つ
の
医
書
を
見
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、『
倭
名
類
聚
抄
』
で
は
「
皶さ

鼻び

」
と
し
て
項
を
立
て
て
い
る
。

皶
鼻　

野
王
案
皶
〈
音
砂
𨒛
岐
美
波
奈
〉
鼻
上
皰
也４

　

こ
こ
で
は
、「
皶
」
と
い
う
も
の
は
鼻
の
上
の
皰
で
あ
る
と
し
、「
皶
」
の
音

は
「
さ
」
で
、
に
き
み
ば
な
の
事
で
あ
る
と
二
行
割
で
示
し
て
い
る
。「
皰
」
の

字
を
『
大
漢
和
辞
典
』
に
よ
っ
て
見
る
と
、
鼻
の
上
の
ニ
キ
ビ
、
も
が
さ
、
で

あ
る
と
説
明
が
な
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、「
皶
鼻
」
と
は
ニ
キ
ビ
や
も
が
さ
の
で
き

た
鼻
を
指
す
事
に
な
る
。

　

次
に
『
医
心
方
』
巻
四
で
は
「
治
鼻
皶
方
」
と
し
て
項
を
設
け
、
そ
の
説
明

と
治
療
法
に
つ
い
て
記
す
。

治
鼻
皶
方
第
十
六

病
源
論
云
、
此
由
飲
酒
熱
㔟
、
衝
面
、
而
遇
風
冷
之
気
、
相
搏
所
生
也
。

故
令
鼻
面
間
生
皶
。
赤
皰
迊
々
然
者
是
也
。
和
名
安
加
波
奈５

。

　
『
病
源
論
』
を
引
用
し
て
言
う
に
は
、
飲
酒
に
よ
っ
て
顔
に
上
っ
た
熱
が
風
に

打
た
れ
る
事
に
よ
っ
て
鼻
や
顔
面
に
皶
を
生
ず
る
と
し
、
こ
の
病
の
和
名
が
「
あ

か
は
な
」
で
あ
る
と
付
す
。

　
『
倭
名
類
聚
抄
』
の
述
べ
る
所
は
『
伊
呂
波
字
類
抄
』
等
、
他
の
古
辞
書
類
で

も
大
き
く
変
わ
ら
な
い
。
そ
し
て
『
医
心
方
』
が
赤
鼻
の
原
因
に
飲
酒
が
あ
る

と
説
く
所
も
、
近
世
の
医
書
で
あ
る
『
病
名
彙
解
』
に

鼻ビ
 
サ齄　

俗
ニ
云
ザ
ク
ロ
バ
ナ
酒
ヲ
飲ノ

ム

人
ニ
多
ク
ハ
生
ズ
ル
故
ニ
又
酒
齄
鼻

ト
云
リ
…
…
飲
酒
ニ
因
テ
血
熱
肺
ニ
入
風
寒
を
被カ

ウ
フリ

欝
ス
ル
コ
ト
久
シ
キ

ト
キ
ハ
血
凝
濁
シ
テ
色
赤
ク６

　

等
と
あ
る
如
く
、
広
く
時
代
を
通
じ
て
共
有
さ
れ
た
見
解
で
あ
っ
た
と
見
る

事
が
で
き
よ
う
。
絵
巻
作
者
も
こ
れ
に
従
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
赤
鼻
の
原
因
に

飲
酒
が
あ
る
と
い
う
事
が
、
老
僧
の
人
物
像
を
考
え
る
上
で
目
を
留
め
る
べ
き

所
と
な
ろ
う
。

 

先
に
引
い
た
『
絵
引
』
で
は
、「
な
お
こ
の
僧
の
背
後
に
は
片
口
の
銚
子
が
あ
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り
、
高
坏
に
盛
飯
を
し
、
そ
れ
に
箸
が
つ
き
立
て
て
あ
る
。
垸お

う

飯ば
ん

と
い
わ
れ
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
垸
飯
が
客
を
も
て
な
す
た
め
に
特
別
の
食
事
で
あ
っ
た
こ
と

は
当
時
の
諸
記
録
に
多
く
見
え
て
い
る
」
と
、
老
僧
が
も
て
な
さ
れ
て
い
た
事

を
指
摘
し
て
い
る７

。
こ
こ
か
ら
、
老
僧
が
こ
の
時
食
事
中
で
あ
る
と
同
時
に
酒

を
飲
ん
で
い
た
と
見
る
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

 「
延
喜
加
持
の
巻
」
に
見
ら
れ
る
赤
鼻
の
人
物
は
、
勅
使
が
出
立
し
た
後
、
画

面
手
前
の
方
で
数
人
寄
り
集
ま
っ
て
話
を
し
て
い
る
内
の
一
人
で
あ
る
。
こ
の

人
物
の
鼻
も
老
僧
の
そ
れ
と
同
じ
位
に
赤
く
大
き
い
。
よ
っ
て
こ
れ
が
赤
鼻
を

絵
の
上
に
表
わ
す
場
合
の
（『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
お
い
て
は
）
標
準
的
な
表

現
と
な
ろ
う
。
翻
し
て
、
老
僧
の
鼻
が
赤
い
の
は
、
一
度
の
飲
酒
に
よ
る
一
時

的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
事
が
明
瞭
に
な
っ
て
来
る
。
そ
し
て
僧
侶
の
身
で

あ
り
な
が
ら
赤
鼻
と
な
る
と
い
う
事
は
、
日
常
的
に
飲
酒
を
繰
返
し
て
不
飲
酒

戒
を
犯
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
と
は
言
え
こ
れ
は
特
段
珍
し
い
事
で

は
な
く
、
当
時
不
飲
酒
戒
は
そ
れ
ほ
ど
厳
格
に
守
ら
れ
て
い
た
訳
で
は
な
い
。

例
え
ば
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
五
―
十
「
或
僧
、
人
ノ
許
ニ
テ
氷
魚
盗
食
タ
ル

事８

」
は
、
僧
が
食
い
意
地
を
張
ら
せ
て
失
敗
し
た
笑
い
話
で
あ
る
が
、「
こ
れ
も

今
は
昔む

か
し、

あ
る
僧
、
人
の
も
と
へ
行い

き
け
り
。
酒
な
ど
す
ゝ
め
け
る
に
、
氷（

ひ
を
）魚

は
じ
め
て
出い

で
き
た
り
け
れ
ば
」
と
あ
り
、ま
ず
酒
を
僧
に
出
し
て
い
る
。
ま
た
、

『
徒
然
草
』
五
十
三
段
は
、
僧
が
ふ
ざ
け
て
被
っ
た
鼎
が
頭
か
ら
抜
け
な
く
な
る

と
い
う
失
敗
譚
だ
が
、
こ
ち
ら
も
「
是

（
こ
れ
）も

仁（
に
ん
わ
じ
）

和
寺
の
法
師
、
童わ

ら
はの

法
師し

に
な
ら

む
と
す
る
な
ご
り
と
て
、
を（

お
）の

〳
〵
遊
ぶ
こ
と
あ
り
け
る
に
、
酔ゑ

い（
ひ
）て

興
に
入

（
い
る
）

あ
ま
り９

」
と
い
う
、
酔
っ
た
末
の
事
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
場
合
も
特
段
構
え
る

事
無
く
酒
を
飲
ん
で
い
る
様
子
で
あ
る
。
持
戒
し
修
行
を
す
る
僧
が
尊
い
事
は

変
わ
り
な
く
と
も
、
周
囲
が
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
は
も
は
や
飲
酒
が
極
端

な
堕
落
を
示
す
と
も
言
え
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
は
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は

老
僧
の
上
に
も
当
て
嵌
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
老
僧
は
一
般
的
で
は
あ
る
が
、
俗

に
寄
っ
た
僧
で
あ
る
と
見
る
事
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
次
に
、
病
と
し
て
の
赤
鼻
で
は
な
い
が
赤
い
鼻
や
特
徴
的
な
鼻
を
持
っ

た
人
物
は
ど
の
よ
う
な
目
で
見
ら
れ
て
い
た
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
共
通
し
た

イ
メ
ー
ジ
を
探
り
、
そ
れ
を
老
僧
の
上
に
帰
納
す
る
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

赤
い
鼻
と
い
う
も
の
は
、
古
く
は
『
万
葉
集
』
の
中
に
見
ら
れ
る
。
左
は
巻

十
六
の
三
八
四
一
・
三
八
四
三
番
の
歌
で
あ
る
。

大お
ほ
み
わ
の神

朝あ
そ
み
お
き
も
り

臣
奥
守
の
報こ

た

へ
嗤わ

ら

ひ
し
歌
一
首

仏ほ
と
け

造
る
ま
朱そ

ほ

足
ら
ず
は
水
溜た

ま
る
池
田
の
朝あ

そ臣
が
鼻
の
上
を
掘
れ

　
　
　

大
神
朝
臣
奥
守
報
嗤
歌
一
首

仏ほ
と
け
つ
く
る

造　

真ま
そ
ほ朱

不た
ら
ず
は

足
者　

水み
づ
た
ま
る渟　

池い
け

田だ

乃の

阿あ

曾そ

我が　

鼻
は
な
の
う
へ上

乎を

ほ

れ
穿
礼

穂ほ
づ
み
の
あ
そ
み

積
朝
臣
の
和わ

せ
し
歌
一
首

い
づ
く
そ
ま
朱そ

ほ

掘
る
岡
薦こ

も

畳た
た
み

平へ
ぐ
り群

の
朝あ

そ臣
が
鼻
の
上
を
掘
れ

　
　
　

穂
積
朝
臣
和
歌
一
首

何い
づ
く
そ

所
曾　

真ま
そ
ほ
ほ
る
を
か

朱
穿
岳　

薦こ
も
た
た
み畳　

平へ
ぐ
り群

乃の

あ

そ

が

阿
曾
我　

鼻
は
な
の
う
へ上

乎を
 
ほ
 
れ

穿
礼10

　

三
八
四
一
番
の
歌
は
池
田
某
が
「
寺て

ら
で
ら々

の
女め

が

き
餓
鬼
申ま

を

さ
く
大お

ほ
み
わ神

の
男を

が

き
餓
鬼
賜た

ば
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田
逸
朗　
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
つ
い
て
の
二
、三
の
考
察
―
老
僧
の
赤
鼻
と
し
ぐ
さ
及
び
命
蓮
の
装
い
―

り
て
そ
の
子
は
ら
ま
む
」
と
詠
み
か
け
て
、
大
神
奥
守
の
痩
身
を
笑
っ
た
の
に

対
し
て
返
し
た
歌
で
あ
る
。
仏
像
を
作
る
た
め
の
真
朱
が
足
り
な
い
の
で
あ
れ

ば
赤
い
鼻
を
持
つ
池
田
朝
臣
の
鼻
の
上
を
掘
れ
、
と
歌
っ
て
、
池
田
朝
臣
の
鼻

が
赤
い
事
を
笑
い
返
し
て
い
る
。

　

三
八
四
三
番
の
歌
も
殆
ど
同
じ
様
に
、
平
群
某
が
「
童わ

ら
はど

も
草
は
な
刈
り
そ

八や
ほ
た
で

穂
蓼
を
穂ほ

づ
み積

の
朝あ

そ臣
が
腋わ

き
く
さ草

を
刈
れ
」
と
詠
み
か
け
た
の
に
対
し
て
、
平
群

の
朝
臣
の
鼻
が
赤
い
事
を
笑
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
二
首
を
見
る
に
、
赤
い
鼻
は
痩
身
・
体
毛
と
並
び
置
か
れ
て
卑
俗
な
笑

い
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
ま
た
、
当
時
に
お
い
て
赤
い
鼻
は
醜
い
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な

特
徴
的
な
鼻
を
持
つ
人
物
で
有
名
な
の
は
末
摘
花
で
あ
ろ
う
。
左
は『
源
氏
物
語
』

「
末
摘
花
」
か
ら
、
源
氏
が
末
摘
花
に
出
会
っ
た
場
面
で
あ
る
。

ま
づ
居ゐ

だ
け丈

の
高た

か

く
、
を
背せ

長な
が

に
見み

え
給
ふ
に
、
さ
れ
ば
よ
と
胸む

ね

つ
ぶ
れ
ぬ
。

う
ち
つ
ぎ
て
、
あ
な
か
た
わ（

は
）と

見み

ゆ
る
も
の
は
鼻は

な

な
り
け
り
。
ふ
と
目め

ぞ

と
ま
る
。
普ふ

げ
む
ぼ
さ
つ

賢
菩
薩
の
乗ゝ

り
も
の物

と
お
ぼ
ゆ
。
あ
さ
ま
し
う
高た

か

う
の
び
ら
か
に
、

先さ
き

の
方か

た

少す
こ

し
垂た

り
て
色い

ろ

づ
き
た
る
事
、
こ
と
の
ほ
か
に
う
た
て
あ
り11

。

　

源
氏
は
末
摘
花
の
欠
点
と
し
て
、
座
高
の
高
さ
、
額
の
広
さ
、
痩
せ
ぎ
す
な

様
子
等
様
々
な
物
を
挙
げ
る
が
、
鼻
が
象
の
様
に
高
く
長
く
、
垂
れ
た
先
の
方

に
色
が
つ
い
て
い
る
事
を
取
り
分
け
見
苦
し
く
思
っ
て
い
る
。
女
性
と
男
性
の

違
い
は
あ
る
が
、
赤
い
鼻
を
持
つ
人
物
へ
の
評
の
代
表
的
な
例
と
し
て
確
認
し

て
お
く
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
説
話
の
中
に
も
赤
い
鼻
の
人
物
を
拾
う
事
が
で
き
る
。『
今
昔
物
語
集
』

巻
二
十
六
‐
十
七
「
利

と
し
ひ
と
の
し
や
う
ぐ
ん
わ
か
き
と
き

仁
将
軍
若
時
、
従き

や
う
よ
り
つ
る
が
に
ご
ゐ
を
ゐ
て
ゆ
く
こ
と

京
敦
賀
将
行
五
位
語
」
に
登
場
す
る

五
位
が
そ
う
で
あ
る
。
芥
川
の
「
芋
粥
」
の
原
話
と
し
て
有
名
な
こ
の
話
は
、

藤
原
利
仁
と
い
う
人
物
が
、
芋
粥
を
飽
き
る
程
飲
ん
で
み
た
い
と
言
う
五
位
を

連
れ
て
敦
賀
の
舅
の
家
へ
向
か
う
。
そ
こ
で
「
斛こ

く
な
ふ
が
ま
ど
も

納
釜
共
五
ツ
六む

つ

ホ
ド
」
に
芋

粥
を
作
っ
て
見
せ
た
所
、
そ
れ
だ
け
で
五
位
の
食
欲
は
失
せ
て
し
ま
っ
て
「
一ひ

と

盛も
り

ダ
ニ
否え

く

は
不
食
デ
、「
飽あ

き

ニ
タ
リ
」
ト
云
ヘ
バ
、
極い

み
じク

咲わ
ら
ひテ

集
リ
居
テ
、「
客ま

ら
う
と人

ノ
御
徳と

く

ニ
、
暑
預
粥
食く

ふ

」
ナ
ド
云
ヒ
嘲あ

ざ
けリ

合
ヘ
リ
」
と
い
っ
た
有
様
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
こ
の
話
の
内
、
利
仁
が
五
位
を
敦
賀
へ
連
れ
て
行
こ
う
と
す
る
時

に
五
位
の
姿
態
が
記
さ
れ
る
。

鼻
高だ

か

ナ
ル
者
ノ
、
鼻は

な

崎さ
き

ハ
赤
ニ
テ
、
穴
ノ
移
リ
痛
ク
湿ぬ

れ

バ
ミ
タ
ル
ハ
洟

す
す
は
なヲ

糸い
と

モ
巾の

ご
はヌ

ナ
メ
リ
ト
見
エ12

、

　

ま
た
、
右
の
一
文
の
前
後
に
は
「
薄う

す
わ
た綿

ノ
衣き

ぬ

二
ツ
許ば

か
り、

青あ
を
に
ぶ鈍

ノ
指さ

し
ぬ
き貫

ノ
裾す

そ

壊
や
ぶ
れ

タ
ル
ニ
、
同

お
な
じ

色
ノ
狩か

り
ぎ
ぬ衣

ノ
肩
少
シ
落お

ち

タ
ル
ヲ
着
テ
、
下し

た

ノ
袴は

か
まモ

着
ズ
」、「
狩
衣

ノ
後
ハ
、帯
ニ
被ひ

き
ゆ
が
め
ら
れ

引
喎
タ
ル
ヲ
、引ひ

き

モ
不つ

く
ろ
は
ず䟽

ハ
、喎ゆ

が
み
な
が乍

ラ
ア
レ
バ
、可を

か
し
け
れ咲

ド
モ
」
と
、

服
装
に
全
く
気
を
払
っ
て
い
な
い
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
鼻
水
を
拭
い
も
し

な
い
様
子
と
合
わ
せ
て
、
酷
く
不
精
な
姿
が
窺
え
、
利
仁
の
掌
の
上
で
踊
ら
さ

れ
る
道
化
に
な
っ
て
い
る
。

　

巻
二
十
八
‐
二
十
一
「
左さ

き
ょ
う
の
だ
い
ぶ

京
大
夫

□
、
付い

み
ゃ
う
つ
く
こ
と

異
名
語
」
に
お
け
る
左
京
大
夫
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第
二
十
四
号
（
二
〇
一
六
）

も
似
た
様
子
で
あ
る
。
こ
の
人
物
に
「
青
経
ノ
君
」
と
い
う
あ
だ
名
が
つ
い
て

笑
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
を
天
皇
が
止
め
る
。
し
か
し
結
局
堀
川
の
中
将
が

混
ぜ
っ
返
し
て
し
ま
っ
て
あ
だ
名
は
そ
の
ま
ま
に
な
り
、
左
京
大
夫
は
笑
い
も

の
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

有
様
・
姿
ナ
ム
鳴を

こ呼
也
ケ
ル
。
頭
ノ
鐙

あ
ぶ
み
が
し
ら頭

也
ケ
レ
バ
、
頸
ハ
背
ニ
不つ

か付
ズ
シ

テ
、
離は

な

レ
テ
ナ
ム
被ふ

ら
れ振

ケ
ル
。
色
ハ
、
露
草
ノ
花
ヲ
塗ぬ

り

タ
ル
様や

う

ニ
青あ

を

白じ
ろ

ニ
テ
、

眼ま
な
ぶ
た皮

ハ
黒
ク
テ
、
鼻
鮮あ

ざ
や
かニ

高
ク
テ
色
少
シ
赤
カ
リ
ケ
リ
。
唇

く
ち
び
るハ

薄
ク
色
モ
無

ク
テ
、
咲ゑ

め

バ
歯
ガ
チ
ナ
ル
者
ノ
、
齗は

し
しハ

赤あ
か
くナ

ム
見
ヱえ

ケ
ル
。
音こ

ゑ

ハ
鼻は

な
ご
ゑ音

ニ
テ

高
カ
リ
ケ
リ
。
物
云
ヘ
バ
一ひ

と

内う
ち

響ひ
び
きテ

ゾ
聞き

こ

ヱえ

ケ
ル
。
歩あ

ゆ

ビ
ハ
、
背
ヲ
振
リ
尻

ヲ
振
テ
ゾ
歩
ビ
ケ
ル13

。

　

高
く
赤
い
鼻
は
「
鳴
呼
」
と
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
に
並
ん
で
一
風
変
わ
っ
た
特

徴
が
列
挙
さ
れ
る
。
そ
し
て
彼
の
名
誉
は
回
復
さ
れ
る
事
が
な
い
。
先
の
五
位

と
大
き
く
通
じ
る
人
物
像
家
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

今
一
つ
、
巻
二
十
八
‐
二
十
「
池

い
け
の
を
の
ぜ
ん
ち
ん
な
い
ぐ
の
は
な
の
こ
と

尾
禅
珍
内
供
鼻
語
」
を
挙
げ
よ
う
。
こ
れ

も
芥
川
の
「
鼻
」
で
有
名
で
あ
る
。
善
珍
内
供
の
鼻
は
一
際
特
徴
的
で
、
大
き

く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。

　

然さ

テ
、
此
ノ
内な

い

供く

ハ
、
鼻
ノ
長
カ
リ
ケ
ル
、
五
六
寸
許ば

か
り

也
ケ
レ
バ
、

頷お
と
が
ひヨ

リ
モ
下さ

が
りテ

ナ
ム
見
ヱえ

ケ
リ
。
色
ハ
赤
ク
紫
色
ニ
シ
テ
、
大お

ほ
か
ん
じ

柑
子
ノ
皮

ノ
様や

う

ニ
シ
テ
、
ツ
ブ
立だ

ち

テ
ゾ
㿺

ふ
く
れ

タ
リ
ケ
ル
。
其
レ
ガ
極い

み
じク

痒か
ゆ

カ
リ
ケ
ル
事

無か
ぎ
り
な限

シ14

。

　

こ
の
鼻
を
湯
が
い
て
後
鼻
の
脂
を
踏
み
出
さ
せ
た
り
、
食
事
の
時
に
鼻
を
持

ち
上
げ
る
の
に
失
敗
し
た
童
と
の
や
り
取
り
が
弟
子
達
の
笑
い
を
誘
う
事
に

な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
善
珍
内
供
は
僧
と
し
て
優
秀
で
あ
っ
た
。「
身
浄き

よ

ク
テ
、

真
言
ナ
ド
吉よ

ク
習な

ら
ひテ

、
懃

ね
む
ご
ろニ

行ぎ
ゃ
う
ぼ
ふ法

ヲ
修し

ゅ

シ
」
た
傍
ら
で
は
、
寺
内
の
管
理
を
良

く
し
「
寺
ノ
内
ニ
僧
坊
隙ひ

マ
無
ク
住す

み

賑に
ぎ

ハ
ヒ
ケ
リ
」
と
い
う
状
態
に
し
た
。
御

蔭
で
「
其
ノ
辺ほ

と
りニ

住
ム
小こ

い
へ
ど
も

家
共
員か

ず
あ
ま
た
い
で
き

数
出
来
テ
、
郷さ

と

モ
賑
」
わ
っ
た
。
こ
う
い
っ

た
人
物
で
あ
り
な
が
ら
結
局
は
「
此
レ
ヲ
思
フ
ニ
、
実ま

こ
とニ

何い

カ
ナ
リ
ケ
ル
鼻
ニ

カ
有あ

り

ケ
ム
。
糸い

と

奇あ
さ
ま
し異

カ
リ
ケ
ル
鼻
也
」
と
、
そ
の
鼻
を
取
り
上
げ
て
は
評
さ
れ
、

「
童
ノ
糸
可を

か
し咲

ク
云
タ
ル
事
ヲ
ゾ
、
聞
ク
人
讃ほ

め

ケ
ル
」
と
い
う
事
に
な
っ
た
。
笑

い
者
と
し
て
し
か
人
の
口
の
端
に
上
ら
な
か
っ
た
人
物
で
あ
る
様
に
語
ら
れ
る
。

　

以
上
の
様
な
例
を
鑑
み
る
に
、
赤
鼻
の
老
僧
も
、
姿
は
醜
く
嘲
笑
に
近
い
笑

い
を
買
う
様
な
人
物
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
見
る
事
が
で

き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
い
か
に
立
派
な
屋
敷
と
蔵
を
持
ち
、
蔵

の
中
を
無
数
の
米
俵
で
満
た
す
事
の
で
き
る
様
な
長
者
で
あ
ろ
う
と
も
、
こ
の

様
な
老
僧
を
酒
飯
を
以
て
も
て
な
し
て
い
る
。
こ
の
事
が
長
者
の
俗
な
性
格
を

規
定
し
て
く
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
次
の
様
な
事
か
ら
も
補
強

さ
れ
る
と
考
え
る
。

二

　

先
に
も
述
べ
た
が
、「
飛
倉
の
巻
」
冒
頭
に
お
い
て
、
老
僧
は
右
手
を
目
の
前
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『
信
貴
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縁
起
絵
巻
』
に
つ
い
て
の
二
、三
の
考
察
―
老
僧
の
赤
鼻
と
し
ぐ
さ
及
び
命
蓮
の
装
い
―

に
翳
し
て
、
親
指
と
他

の
四
指
の
間
か
ら
一

連
の
騒
動
を
眺
め
て
い

る
。
こ
れ
は
「
覗
き
見

る
」
し
ぐ
さ
と
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

様
な
し
ぐ
さ
に
つ
い

て
、
常
光
徹
氏
が
次
の

様
に
指
摘
し
て
い
る
。

突
発
的
な
事
態
に
遭
遇

し
た
と
き
、
と
っ
さ
に

手
で
顔
を
覆
い
、
お
そ

る
お
そ
る
指
の
間
か
ら

覗
き
見
る
の
は
本
能
的

な
動
作
で
も
あ
る
が
、

同
時
に
そ
れ
が
異
常
な

場
面
を
見
る
と
き
の
呪

的
な
し
ぐ
さ
と
し
て
類

型
化
さ
れ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初

期
の
作
と
い
わ
れ
る
『
伴
大
納
言
絵
詞
』
に
は
、
炎
上
す
る
応
天
門
を
見

上
げ
る
人
々
の
な
か
に
、
扇
の
骨
の
間
や
ひ
ろ
げ
た
五
本
の
指
の
間
か
ら

見
て
い
る
と
思
わ
れ
る
人
物
が
何
人
か
描
か
れ
て
い
る
。
火
事
の
現
場
だ

け
に
、
火
の
粉
や
熱
風
を
さ
え
ぎ
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い

が
、
そ
れ
よ
り
も
異
常
な
場
面
を
見
る
時
の
類
型
化
さ
れ
た
し
ぐ
さ
と
理

解
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
わ
れ
る15

。

　

こ
の
し
ぐ
さ
を
取
る
人
物
の
手
の
形
は
一
様
で
は
な
い
が
、
右
で
言
わ
れ
て

い
る
『
伴
大
納
言
絵
巻
』
の
当
該
場
面
を
眺
め
る
と
、
老
僧
と
同
じ
様
に
親
指

と
他
の
四
指
の
間
か
ら
覗
き
見
る
格
好
を
し
た
人
物
（
図
２
・
図
３
）
が
見
受

け
ら
れ
る
。
従
っ
て
老
僧
の
し
ぐ
さ
に
は
そ
れ
ら
と
同
じ
意
味
が
あ
る
と
考
え

る
の
も
不
可
能
で
な
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
常
光
氏
は
『
桑
実
寺
縁
起
』
で
琵
琶
湖
上
に
現
れ
た
薬
師
如
来
を
眺

め
る
人
々
の
中
、『
法
然
上
人
絵
伝
』
で
法
然
往
生
の
紫
雲
を
見
上
げ
る
人
々
の

中
に
も
同
様
の
こ
の
し
ぐ
さ
を
す
る
人
物
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
気
を
留
め
て
お
き
た
い
の
は
、
応
天
門
の
炎
上
と
い
う
事
件
は
明
ら

か
な
凶
事
、
如
来
の
出
現
や
往
生
の
紫
雲
は
奇
瑞
で
、
種
類
が
異
な
る
と
い
う

事
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
事
態
に
も
こ
の
し
ぐ
さ
は
適
用
さ
れ
得
る
と
い
う
訳
だ

が
、
老
僧
に
お
い
て
は
眼
前
の
蔵
の
騒
動
を
ど
の
様
に
捉
え
て
こ
の
し
ぐ
さ
を

行
っ
て
い
る
の
か
。
は
っ
き
り
と
断
定
す
る
事
は
難
し
い
。
僧
侶
で
あ
る
以
上

は
飛
鉢
の
奇
跡
を
認
め
、
蔵
を
も
浮
か
す
そ
の
験
力
に
有
難
い
思
い
を
抱
い
た

か
も
し
れ
な
い
。
逆
に
た
だ
の
異
常
事
態
と
し
て
し
か
捉
え
き
れ
な
か
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
両
者
が
綯
交
ぜ
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

今
ま
で
見
て
来
た
老
僧
の
人
物
像
を
思
う
と
後
者
の
比
重
が
大
き
い
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
僧
で
あ
る
命
蓮
が
引
き
起
こ
し
た
事
態
に
対
す
る
老

図２
（中央公論社 日本絵巻大成２
『伴大納言絵詞』より転載）

図３
（図２に同じ）
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僧
の
こ
の
様
な
反
応
は
、
老
僧
の
格
と
い
う
も
の
を
一
段
低
く
し
て
し
ま
う
で

あ
ろ
う
。三

　

そ
れ
で
は
命
蓮
で
あ
る
が
、
如
何
な
る
所
が
讃
え
る
に
足
る
、
そ
の
偉
大
さ

を
表
す
の
か
。
こ
こ
で
は
命
蓮
が
纏
う
衣
服
に
注
目
し
た
い
。（
図
４
）
命
蓮
の

衣
服
に
つ
い
て
は
「
尼
公
の
巻
」
の
詞
書
に
左
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、「
い
か
に
寒
く
て
お
は
し
つ
ら
ん
。
こ
れ
を
着
せ
奉
ら
ん
と
て
、
持

た
り
つ
る
物
な
り
」
と
て
、
懐
よ
り
引
き
出
で
た
る
物
を
み
れ
ば
、
た
い

と
い
ふ
物
を
、
並
べ
て
の
に
も
似
ず
、
太
き
糸
な
ど
し
て
、
厚
々
と
細
か

に
強
げ
に
し
た
れ
ば
、
喜
び
て
取
り
て
着
た
り
。
も
と
は
、
紙
衣
を
た
だ

一
つ
着
た
り

け
れ
ば
、
ま

こ
と
に
い
と

寒
か
り
つ
る

に
、
こ
れ
を

下
に
着
た
れ

ば
、
寒
く
も

な
く
て
、
多

く
の
年
頃
行

ひ
け
り16

。 

　

長
年
紙
衣
一
枚
で
修
行
生
活
を
営
ん
で
い
た
命
蓮
は
、
尼
公
に
手
渡
さ
れ
た

衲
を
身
に
付
け
た
御
蔭
で
暖
を
得
る
事
が
で
き
た
。
従
来
こ
こ
で
関
心
を
集
め

て
来
た
の
は
「
衲
」
の
方
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
紙
衣
の
方
は
あ
ま
り
興
味
を
引

い
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
が
、
こ
れ
が
命
蓮
の
尊
さ
を
示
す

一
つ
の
道
具
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

紙
衣
と
は
ど
の
よ
う
な
物
か
を
確
認
し
て
お
く
と
、『
岩
波
古
語
辞
典
』
で
は
、

「
紙
製
の
着
物
。
厚
紙
に
柿
渋
を
塗
り
、
日
干
し
に
し
た
後
、
夜
露
に
さ
ら
し
、

揉
み
柔
ら
げ
て
作
っ
た
衣
服
。
も
と
僧
が
着
用17

」
と
説
明
さ
れ
る
品
物
で
あ
る
。

こ
れ
が
命
蓮
に
対
し
て
ど
の
様
な
意
味
を
持
つ
か
。
そ
れ
は
、
夏
見
知
章
氏
が

紙
衣
と
僧
と
の
関
係
に
つ
い
て
纏
め
た
次
の
一
文
が
そ
の
ま
ま
命
蓮
の
上
に
も

当
て
嵌
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

紙
の
衣
の
歴
史
は
、
こ
の
よ
う
に
出
家
の
草
庵
生
活
か
ら
始
っ
た
が
、
性

空
を
先
頭
に
し
て
東
大
寺
の
仁
鏡
、
比
叡
山
の
玄
常
、
那
智
山
の
応
照
な

ど
と
、
い
ず
れ
も
持
戒
持
斎
し
て
、
深
山
に
道
を
求
め
た
出
家
達
は
、
皆

そ
の
身
に
破
れ
た
紙
の
衣
を
ま
と
っ
て
、
ひ
た
す
ら
物
的
欲
望
を
放
下
し

去
ら
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
「
大
日
本
国
法
華
験
記
」「
元
亨
釈
書
」

等
の
一
連
の
書
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
物
的
欲
望
へ
の
執
着
を
極
度
に
き

り
つ
め
た
「
簡
素
さ
」
が
、
実
は
紙
の
衣
の
大
き
な
特
質
で
あ
っ
た18

。

　

こ
れ
ら
僧
達
と
紙
衣
に
つ
い
て
見
な
が
ら
、
命
蓮
と
比
し
て
み
よ
う
。

　

時
代
は
下
っ
て
近
世
の
書
で
あ
る
が
、『
仏ぶ

つ
ぞ
う
ひ
ょ
う
し
き
ぎ
ず
せ
つ

像
幖
幟
義
図
説
』
は
諸
文
献
を
参

図４
『信貴山縁起巻』「飛倉の巻」

（図１出典より転載）
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本
田
逸
朗　
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
つ
い
て
の
二
、三
の
考
察
―
老
僧
の
赤
鼻
と
し
ぐ
さ
及
び
命
蓮
の
装
い
―

照
し
な
が
ら
僧
侶
の
衣
服
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
そ
の
中
の
「
紙
衣
」
の
記

事
は
左
の
様
に
な
っ
て
い
る
。

或
称
紙
袍
。
亦
呼
楮
衣
。
三
教
指
帰
〈
巻
下
〉
云
紙
袍
葛
褞
二
肩
不
蔽
是

也
。
同
註
〈
第
五
〉
云
。
紙
袍
。
本
朝
俗
。
多
為
貧
士
之
服
也
。
古
之
隠

僧
襯
之
三
衣
。
以
資
風
寒
。
或
為
法
服
。
蓋
貧
道
之
宜
於
衣
服
。
莫
之
若
者
。

元
亨
釈
書
〈
第
十
一
〉
書
写
性
空
伝
云
。
茅
薦
為
席
。
紙
楮
為
衣
。
隠
逸

伝〈
巻
下
〉福
可
伝
云
。
一
旦
謝
塵
累
。
楮
衣
芒
鞋
。
徧
遊
四
方
。
按
如
二
師
。

蓋
服
之
内
衣
。為
其
法
衣
者
。如
釈
書〈
第
十
二
〉釈
応
照
伝
云
著
新
紙
法
服
。

手
執
香
炉
是
也
。
又
扶
桑
往
生
伝
〈
巻
上
〉
経
源
法
師
伝
云
。
連
日
沐
浴

披
自
製
紙
衣
。
向
阿
弥
陀
像
。
合
掌
念
仏
而
逝
。
是
亦
法
衣
歟19

。

　

こ
こ
で
は
紙
衣
を
二
種
あ
る
と
し
て
い
る
。
服
の
内
側
に
着
る
物
と
、
法
衣

と
し
て
着
た
物
と
で
あ
る
。
絵
巻
詞
書
を
素
直
に
受
け
取
る
な
ら
ば
、
画
面
上

に
表
れ
る
命
蓮
の
装
束
は
後
者
で
、
紙
で
作
ら
れ
て
い
る
物
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
う
で
あ
る
様
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
命
蓮
の
装
束
を
絵
の
上
か

ら
判
断
す
れ
ば
、「
恐
ら
く
命
蓮
を
始
め
、
長
者
の
家
の
客
僧
達
の
著
け
た
も
の

は
素
絹
と
同
形
に
し
て
布
製
で
あ
る
重
衣
と
称
す
る
衣
の
様
で
あ
る20

」
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　

勿
論
、
紙
の
衣
の
質
感
を
絵
の
上
に
表
わ
す
事
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
な
の
で

絵
師
は
こ
れ
を
十
分
に
描
き
得
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
或
は
命
蓮
の
僧
服

の
裾
が
目
立
っ
て
破
れ
綻
び
て
い
る
所
に
、
素
材
の
性
質
上
破
れ
易
い
だ
ろ
う

紙
衣
の
特
質
を
読
み
取
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

破
れ
た
紙
衣
を
纏
っ
た
描
写
は
以
下
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。『
三
教
指
帰
』「
仮

名
乞
児
論
」
は
空
海
自
ら
を
擬
し
た
、
仮
名
乞
児
と
い
う
人
物
に
仮
託
し
て
、

儒
教
・
道
教
に
対
す
る
仏
教
の
優
位
を
説
い
て
い
る
。
紙
衣
が
見
え
る
の
は
、

そ
の
仮
名
乞
児
の
風
貌
を
記
し
た
個
所
に
お
い
て
で
あ
る
。

夏
則
緩
意
披
襟
。
対
太
王
之
雄
風
。
冬
則
縮
頸
覆
袂
。
守
燧
帝
之
猛
火
。

橡
飯
茶
菜
。
一
旬
不
給
。
紙
袍
葛
褞
。
二
肩
不
蔽21

。 

　

襟
を
開
き
、
縮
こ
ま
る
事
で
暑
さ
寒
さ
を
耐
え
て
い
る
。
紙
衣
が
両
肩
を
覆

わ
な
い
の
は
、
酷
く
綻
び
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
そ
の
脆
さ
や
心
許
な
さ
が

窺
え
る
と
思
わ
れ
る
。

　

仁
鏡
の
伝
に
お
い
て
も
同
様
の
事
が
見
え
る
。
左
は
『
大
日
本
国
法
華
験
記
』

に
記
さ
れ
る
、
仁
鏡
が
晩
年
に
浄
処
を
求
め
て
愛
宕
山
に
住
ん
だ
時
の
様
子
で

あ
る
。不

求
衣
服
。
破
損
紙
衣
。
単
薄
麁
布
。
或
着
破
蓑
或
着
鹿
皮
。
外
不
恥
人
間
。

内
不
制
寒
気22

。

　

破
れ
損
な
わ
れ
た
紙
衣
を
着
て
い
る
。『
今
昔
物
語
集
』
に
収
め
ら
れ
る
仁
鏡

に
つ
い
て
の
話
に
も
「
破や

ぶ
れタ

ル
紙か

み
ぎ
ぬ衣

・
荒
キ
布
ノ
衣
ヲ
着
タ
リ
。
或あ

る
いハ

破
タ
ル

蓑み
の

ヲ
覆
ヒ
、或
ハ
鹿
ノ
皮
ヲ
纏ま

と

ヘ
リ23

」と
あ
っ
て
、大
き
く
変
わ
り
は
し
な
い
。『
元
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亨
釈
書
』
で
は
、
破
れ
た
と
い
う
記
述
は
見
ら
れ
ず
、「
紙
衣
裘
葛
。
恬
度
寒
燠
」

と
あ
る
ば
か
り
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
往
生
伝
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
僧
は
皆

尊
き
高
僧
で
は
あ
る
が
、仁
鏡
は
「
或
時
深
夜
欲
洗
手
。
時
傾
写
水
瓶
無
一
滴
水
。

欲
汲
谷
水
瓶
水
自
満
」
と
い
う
事
を
見
せ
て
い
る
。『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
一
‐

三
十
六
「
修
行
僧
明
練
、
始
建
信
貴
山
語
」
に
お
い
て
命
蓮
が
「
亦
、
訪と

ぶ
らフ

人

無
キ
時
ハ
、
鉢
ヲ
飛と

ば

シ
テ
食じ

き

ヲ
継つ

ギ
、
瓶か

め

ヲ
遣や

り

テ
水
ヲ
汲く

み

テ
行お

こ
なフ

ニ
、
乏と

も
しキ

事

無
シ24

」
と
し
て
い
る
の
と
一
脈
通
じ
る
か
と
も
思
わ
れ
る
。
飛
鉢
を
操
る
の
は

高
徳
の
僧
の
証
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、『
今
昔
物
語
集
』
に
お
け
る
命

蓮
は
仁
鏡
と
同
類
と
見
え
る
。
そ
の
仁
鏡
が
紙
衣
を
纏
っ
て
い
る
の
は
絵
巻
等

に
お
け
る
命
蓮
に
繋
が
っ
て
も
こ
よ
う
。

　

さ
て
ま
た
、
性
空
上
人
に
つ
い
て
は
『
今
昔
物
語
集
』
で
は
紙
衣
を
着
し
た

記
述
は
無
く
、『
朝
野
群
載
』
に
て
初
め
て
記
さ
れ
、『
元
亨
釈
書
』
も
紙
衣
を

着
た
記
述
を
す
る
と
、
夏
見
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
命
蓮
に
つ
い
て
も
、
先

に
少
し
引
い
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
命
蓮
説
話
に
お
い
て
は
服
装
の
記
述
が
見

当
た
ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
場
合
は
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
付
加
さ
れ
て

き
た
要
素
の
一
つ
だ
と
言
う
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
こ
れ
ら
紙
衣
を
着
し
た
僧
達
と
同
様
、
命
蓮
も
「
物
的
欲
望
へ
の
執

着
」
は
し
な
い
。
そ
れ
は
蔵
の
中
の
米
俵
を
全
て
長
者
に
返
却
し
て
し
ま
っ
た

り
、
僧
位
や
荘
園
の
付
与
を
断
っ
た
事
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
畢
竟
、
そ
の
様

な
尊
い
僧
で
あ
る
と
い
う
命
蓮
の
印
象
が
作
り
上
げ
ら
れ
る
中
で
、
そ
の
一
助

と
し
て
紙
衣
が
纏
わ
さ
れ
る
様
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
逆
に
紙
衣
を
纏
っ

て
い
る
事
で
命
蓮
を
今
ま
で
見
て
来
た
様
な
高
僧
の
系
譜
に
入
れ
ら
れ
る
様
に

も
な
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
西
口
順
子
氏
は
、
具
足
戒
の
一
部
で
あ
る
「
尼
薩
耆
波
逸
提
」
の
内
、

第
四
「
取
非
親
尼
衣
戒
」、
第
五
「
浣
故
衣
戒
」
を
根
拠
と
し
て
左
の
如
く
述
べ

ら
れ
る
。

本
来
、
僧
の
衣
は
親
里
（
血
縁
者
）
か
ら
受
け
る
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
、

衣
の
染
色
や
洗
濯
も
、
親
里
の
者
が
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
も
し
親

里
に
あ
ら
ざ
る
比
丘
尼
に
さ
せ
た
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
は
戒
律
に
そ
む
く

こ
と
で
あ
っ
た25

。

　

そ
の
た
め
、
こ
れ
を
厳
密
に
適
用
さ
せ
得
る
な
ら
ば
、
命
蓮
の
様
に
山
中
に

一
人
故
郷
を
離
れ
て
修
行
を
す
る
僧
が
衣
服
を
求
め
る
の
は
し
ば
し
ば
難
し
い

も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

戒
を
守
る
た
め
か
、『
扶
桑
往
生
伝
』
の
経
源
法
師
の
伝
に
次
の
様
に
あ
る
如
く
、

紙
衣
を
自
作
し
、
そ
れ
を
着
す
る
者
も
い
た
事
が
窺
え
る
。

興
福
寺
経
源
学
相
宗
。
修
密
法
。
暮
年
染
微
疾
。
一
日
語
弟
子
曰
。
三
日

後
我
当
往
。
連
日
沐
浴
。
披
自
製
紙
衣
。
向
弥
陀
像
。
端
座
合
掌
。
念
仏

而
逝
経26

　

こ
の
様
に
、
命
蓮
の
衣
が
自
作
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
の
紙
衣
一
枚
で
長
年
の
修
行
に
耐
え
て
き
た
が
、
尼
公
が
持
っ
て
き
た
衲
を
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本
田
逸
朗　
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
つ
い
て
の
二
、三
の
考
察
―
老
僧
の
赤
鼻
と
し
ぐ
さ
及
び
命
蓮
の
装
い
―

着
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
命
蓮
は
漸
く
身
の
平
安
を
得
る
事
が
で
き
た
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
は
命
蓮
の
持
戒
の
僧
と
し
て
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
同
時
に
、

尼
公
の
持
つ
様
々
な
役
割
を
強
調
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
そ
れ
ら
、
故
郷
の

地
が
信
濃
で
あ
る
と
い
う
事
、
遥
々
と
旅
を
し
て
き
た
事
、
自
作
の
衲
に
込
め

ら
れ
た
民
俗
的
な
力
の
意
味
な
ど
を
今
後
考
究
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
わ
り
に

　

以
上
見
て
き
た
様
に
、
老
僧
は
赤
鼻
と
い
う
特
徴
か
ら
、
そ
の
人
物
像
は
卑

俗
で
あ
り
滑
稽
さ
を
伺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
言
え
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

し
て
そ
の
し
ぐ
さ
か
ら
は
、
僧
侶
と
し
て
の
格
が
そ
れ
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
く
、

絵
巻
画
面
上
に
お
い
て
周
囲
の
俗
人
達
と
大
し
て
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
よ
う
。

　

ま
た
、
命
蓮
は
紙
衣
を
纏
う
と
さ
れ
る
事
か
ら
、
他
の
紙
衣
を
纏
っ
て
修
業

し
た
僧
達
の
様
に
、
高
徳
の
僧
と
し
て
の
一
面
を
見
せ
て
い
る
と
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
画
面
上
紙
衣
に
は
見
え
な
い
と
い
う
疑

問
は
依
然
と
し
て
残
り
、
絵
が
詞
書
に
忠
実
で
な
い
箇
所
が
あ
る
と
い
う
問
題

に
突
き
当
た
っ
て
い
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

こ
の
よ
う
に
絵
巻
に
描
か
れ
る
姿
・
し
ぐ
さ
に
注
目
し
て
い
く
と
、
そ
こ
に

描
か
れ
る
人
物
達
が
た
だ
の
書
き
割
り
で
は
な
い
、
血
の
通
っ
た
人
間
の
よ
う

に
一
人
一
人
細
か
く
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
事
が
は
っ
き
り
と
窺
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
を
細
か
く
掘
り
下
げ
て
い
け
ば
詞
章
に
は
書
か
れ
な
い
絵
巻
の
姿
が
見
え

て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
絵
巻
全
体
を
良
く
見
渡
す
こ
と
で
、

主
人
公
で
あ
る
命
蓮
の
存
在
を
よ
り
詳
細
に
し
て
い
く
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

注１ 

三
木
紀
人
・
浅
見
和
彦
・
中
村
義
雄
・
小
内
一
明
校
注
『
宇
治
拾
遺
物
語 

古
本
説
話
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
四
二　

岩
波
書
店　

平
成
二
年

２ 

阿
部
泰
郎
「
山
に
行
う
聖
と
女
人
―
―
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
と
東
大
寺
・

善
光
寺
』
―
―
」（
網
野
善
彦
他
編
『
西
方
の
春 

修
正
会
・
修
二
会
』
大

系
音
と
歴
史
と
映
像
に
よ
る
日
本
歴
史
と
芸
能
第
三
巻　

平
凡
社　

平
成

三
年
）

３ 

澁
澤
敬
三
編
『
絵
巻
物
に
よ
る
日
本
常
民
生
活
絵
引
』
第
一
巻　

平
凡
社　

昭
和
五
十
九
年

４ 

馬
渕
和
夫
『
和
名
類
聚
抄
古
写
本
声
点
本
本
文
及
び
索
引
』
風
間
書
房　

昭
和
四
十
八
年

５ 

正
宗
敦
夫
編
『
医
心
方
二
』
日
本
古
典
全
集
第
五
期
二　

日
本
古
典
全
集

刊
行
会　

昭
和
十
年
（
私
に
句
読
点
を
付
し
た
）

６ 

蘆
川
桂
洲
著　

貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
刊　

国
会
図
書
館
蔵
本
に
依
る
。

７ 

垸
飯
の
例
は
『
左
経
記
』
寛
仁
元
年
十
一
月
二
十
一
日
条
、『
小
右
記
』

寛
仁
二
年
十
一
月
二
十
日
条
等
に
見
ら
れ
る
。

８ 
１
に
同
じ
。

９ 
佐
竹
昭
広
・
久
保
田
淳
校
注
『
方
丈
記 

徒
然
草
』
新
日
本
古
典
文
学
大

系
三
九　

岩
波
書
店　

平
成
元
年
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成
蹊
人
文
研
究　

第
二
十
四
号
（
二
〇
一
六
）

10 
佐
竹
昭
広
・
山
田
英
雄
・
工
藤
力
男
・
大
谷
雅
夫
・
山
崎
福
之
校
注
『
万

葉
集
四
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
四　

岩
波
書
店　

平
成
十
五
年

11 

柳
井
滋
・
室
伏
信
助
・
大
朝
雄
二
・
鈴
木
日
出
夫
・
藤
井
貞
和
・
今
西
祐

一
郎
校
注
『
源
氏
物
語
一
』
日
本
古
典
文
学
大
系
一
九　

岩
波
書
店　

平

成
五
年

12 

森
正
人
校
注
『
今
昔
物
語
集
五
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
三
七　

岩
波
書

店　

平
成
八
年

13 

同
前

14 

同
前

15 

常
光
徹『
し
ぐ
さ
の
民
俗
学
―
―
呪
術
的
世
界
と
心
性
―
―
』ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房　

平
成
十
八
年

16 

小
松
茂
美
編
『
信
貴
山
縁
起
』
日
本
絵
巻
大
成
四　

中
央
公
論
社　

昭
和

五
十
二
年
四
月　

か
ら
詞
書
釈
文
。（「
た
い
」
の
字
を
私
に
改
め
た
）

17 

大
野
晋
・
佐
竹
昭
広
・
前
田
金
五
郎
『
岩
波
古
語
辞
典
』
岩
波
書
店　

昭

和
五
十
七
年

18 

夏
見
知
章
「
紙
子
史
に
於
け
る
芭
蕉
の
位
置
に
つ
い
て
―
―
「
わ
び
」
の

一
系
譜
―
―
」（『
国
語
教
育
研
究
』
第
八
号　

広
島
大
学
学
術
情
報
リ
ポ

ジ
ト
リ　

http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00023686

）

19 

仏
書
刊
行
会
編
『
大
日
本
仏
教
全
書
七
十
三　

服
具
叢
書
一
』
仏
書
刊
行

会　

大
正
二
年

20 

鈴
木
敬
三
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
に
現
れ
た
風
俗
」（『
美
術
研
究
』
第
一
五

九
号
）

21 

渡
邊
照
宏
・
宮
坂
宥
勝
校
注
『
三
教
指
帰
・
性
霊
集
』
日
本
古
典
文
学
大

系
七
一　

岩
波
書
店　

昭
和
四
十
年

22 

井
上
光
貞
・
大
曾
根
章
介
校
注
『
往
生
伝 

法
華
験
記
』
日
本
思
想
大
系

七　

岩
波
書
店　

昭
和
四
十
九
年

23 

池
上
洵
一
校
注
『
今
昔
物
語
集
三
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
三
五　

岩
波

書
店　

平
成
五
年

24 

同
前
。

25 

西
口
順
子
『
女
の
力
―
―
古
代
の
女
性
と
仏
教
―
―
』
平
凡
社
選
書
一
一

〇　

昭
和
六
十
二
年

26 

愛
媛
大
学
図
書
館　

鈴
鹿
文
庫　

天
和
三
年
版
（
六
月
二
十
日
閲
覧
）
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/index.html


