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前
掲
の
『
雪
華
図
説
』
の
研
究
と
い
う
の
は
、
ほ
ん
の
思
い
つ
き
の
よ
う

な
つ
も
り
で
『
画
説
』
に
書
い
た
の
で
あ
る
が
、
脇
本
楽
之
軒
氏
が
大
変
興

味
を
も
た
れ
て
、
こ
の
後
日
譚
を
書
く
材
料
を
集
め
る
の
に
色
々
世
話
を
し

て
下
さ
っ
た
。

　
こ
と
の
起
り
は
、
脇
本
さ
ん
が
か
ね
て
藤
懸
静
也
教
授
に
会
わ
れ
た
際
、

同
教
授
が
『
雪
華
図
説
』
の
著
者
土
井
利
位
の
家
老
で
あ
っ
た
鷹
見
泉
石
の

裔すえ
と
姻
戚
の
間
に
在
る
こ
と
を
き
か
れ
て
い
た
の
に
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
泉

石
の
遺
し
た
書
籍
、
手
稿
、
遺
品
な
ど
が
、
只
今
藤
懸
教
授
の
手
許
に
保
管

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
『
雪
華
図
説
』
の
間
違
い
の
な
い
原
本
が
一
冊
遺
っ
て

い
る
こ
と
な
ど
を
知
ら
せ
て
貰
え
た
の
で
あ
る
。
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前
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
『
雪
華
図
説
』
は
当
時
の
欧
米
の
学
者
た

ち
の
雪
の
結
晶
の
研
究
と
く
ら
べ
て
、
な
ん
ら
遜
色
の
な
い
立
派
な
研
究
な

の
で
あ
っ
て
、
江
戸
時
代
の
日
本
の
科
学
が
遺
し
た
業
績
の
中
で
も
特
筆
す

べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
う
い
う
立
派
な
仕
事
が
、
当
時
の
日

本
の
武
蔵
野
の
一
隅
に 

忽  

焉 
こ
つ
え
ん

と
し
て
現
わ
れ
る
は
ず
は
な
い
の
で
、
何
か

こ
の
書
が
出
る
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
も
の
を
産
む
べ
き
学
問
の
流
れ
が
あ
っ

た
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
誰
に
も
考
え
ら
れ
る
。

『
雪
華
図
説
』
の
出
た
頃
は
、
蘭
学
が
既
に
我
が
国
で
隆
盛
の
期
に
達
し
て

い
た
。
そ
れ
で
土
井
利
位
の
仕
事
も
、
蘭
学
の
系
統
に
属
し
て
い
た
に
は
ち

が
い
な
い
の
で
、
当
時
既
に
か
な
り
す
ぐ
れ
た
蘭
学
者
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の

泉
石
の
助
力
が
よ
ほ
ど
あ
ず
か
っ
て
力
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
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る
。
東
京
科
学
博
物
館
刊
行
の
『
江
戸
時
代
の
科
学
』
に
は
、
『
雪
華
図
説
』

の
著
者
と
し
て
、
土
井
利
位
の
代
り
に
鷹
見
泉
石
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

く
ら
い
で
、
あ
る
い
は
こ
の
研
究
は
主
と
し
て
泉
石
に
よ
っ
て
為
さ
れ
、
刊

行
の
際
に
そ
の
殿
様
で
あ
っ
た
土
井
利
位
の
名
を
冠
し
た
も
の
で
は
な
い
か

と
疑
わ
れ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
『
江
戸
時
代
の
科
学
』
に
著
者
と
し
て
泉
石

の
名
を
挙
げ
た
理
由
は
、
其
の
後
鷹
見
家
の
後
裔
、
鷹
見
久
太
郎
氏
に
会
っ

て
尋
ね
た
が
分
ら
な
か
っ
た
。
詳
し
い
こ
と
は
後
述
の
通
り
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
風
に
考
え
て
く
る
と
『
雪
華
図
説
』
の
研
究
を
す
る
場
合
に
は
、

ど
う
し
て
も
鷹
見
泉
石
の
こ
と
を
詳
し
く
知
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
で
脇
本

さ
ん
に
紹
介
を
願
っ
て
、
一
日
帝
大
の
美
術
史
研
究
室
に
藤
懸
教
授
を
訪
ね
、

泉
石
の
遺
品
を
見
せ
て
貰
い
、
か
つ
泉
石
の
こ
と
に
つ
い
て
色
々
の
話
を
承
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っ
た
。
き
い
て
見
る
と
、
泉
石
は
家
老
と
し
て
非
常
に
す
ぐ
れ
た
人
で
あ
っ

た
ば
か
り
で
な
く
、
蘭
学
者
と
し
て
も
立
派
に
一
家
を
な
し
て
い
た
ら
し
い
。

そ
れ
に
色
々
面
白
い
話
が
あ
り
、
特
に
崋
山
の
泉
石
像
の
こ
と
や
陶
工
道
八

の
名
前
ま
で
出
て
く
る
の
で
、
そ
の
話
は
『
画
説
』
の
読
者
に
も
興
味
あ
る

こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
、
教
授
の
談
話
を
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
藤
懸
静
也
教
授
の
談
話
よ
り

　
泉
石
の
本
名
は
鷹
見
十
郎
左
衛
門
忠
常
、
字
を
伯
直
と
い
っ
た
。
天
明
五

年
古
河
の
家
老
の
家
に
生
る
。
早
く
か
ら
父
に
従
っ
て
江
戸
に
出
て
修
業
に

つ
と
め
た
。
幼
に
し
て
天
才
の
名
が
あ
っ
て
、
絵
を
巧
み
に
し
、
十
二
歳
の

時
に
既
に
寛
永
三
補
図
を
写
し
た
。
三
補
と
は
土
井
、
酒
井
、
本
多
を
指
す
。

　
文
化
年
間
、
露ロ
西シ
亜ア
が
エ
ト
ロ
フ
に
入
り
、
北
辺
を
擾さわ
が
し
た
。
泉
石
は
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そ
の
刺
戟
を
受
け
、
二
十
歳
前
後
の
頃
、
北
海
道 

樺  

太 

カ
ラ
フ
ト

沿
海
州
の
地
図
を

写
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
仕
事
に
著
手
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
泉
石

は
北
辺
防
備
に
早
く
か
ら
心
を
致
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
後
日
『
雪

華
図
説
』
の
よ
う
な
研
究
を
し
た
、
少
く
と
も
そ
の
研
究
に
多
大
な
助
力
を

し
た
の
も
、
こ
の
点
と
一
脈
通
じ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
泉
石
は
早
く
か
ら
蘭
学
を
学
ん
で
い
た
。
そ
の
系
統
は
桂
川
系
で
も
な
く
、

又
大
槻
一
派
の
門
人
の
中
に
も
泉
石
の
名
は
見
当
ら
な
い
。
ち
ょ
う
ど
そ
の

時
代
に
古
河
藩
の
河
口
信
任
な
る
蘭
学
者
が
い
て
、
泉
石
は
そ
の
系
統
で
あ

っ
た
。
河
口
の
晩
年
は
泉
石
の
壮
年
時
代
に
当
り
、
共
に
江
戸
に
住
ん
で
い

た
の
で
、
泉
石
が
河
口
よ
り
蘭
学
を
学
ぶ
機
会
は
多
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
河
口
は
古
河
の
藩
医
で
、
『
解
屍
篇
』
な
る
解
剖
書
を
出
し
た
人
で
あ
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る
。
こ
の
書
は
実
際
に
解
剖
を
行
っ
て
調
べ
た
結
果
を
集
め
た
も
の
で
、
明

和
年
間
に
刊
行
さ
れ
、
木
刻
、
手
彩
色
の
立
派
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
上
梓

は
有
名
な
『
解
体
新
書
』
に
先
立
つ
こ
と
数
年
で
あ
る
。

　
こ
れ
か
ら
見
て
も
河
口
信
任
が
蘭
学
者
と
し
て
か
な
り
非
凡
な
人
で
あ
っ

た
こ
と
が
分
る
が
、
そ
の
門
下
の
泉
石
の
蘭
学
も
、
相
当
に
進
ん
だ
も
の
で

あ
っ
た
。
当
時
の
一
般
の
蘭
学
者
は
、
多
く
は
医
家
で
あ
っ
て
、
医
書
を
通

じ
て
外
国
の
事
情
を
知
り
、
国
を
憂
う
る
に
至
っ
た
人
が
多
か
っ
た
が
、
泉

石
は
家
老
の
家
に
生
れ
、
若
い
時
か
ら
北
辺
防
備
に
思
い
を
致
し
て
、
そ
の

故
も
あ
っ
て
、
蘭
学
を
学
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
泉
石
の
家
老
と
し
て
の
仕
事
の
中
で
、
一
番
変
化
に
富
ん
だ
の
は
、
天
保

八
年
の
大
塩
平
八
郎
召
捕
事
件
で
あ
っ
た
。
大
塩
が
乱
を
起
し
た
時
に
、
ち
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ょ
う
ど
土
井
利
位
は
大
坂
城
代
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
。
古
河
の
領
地
が
大

坂
の
平
野
郷
に
あ
っ
て
、
そ
こ
の
女
が
大
塩
の
隠
れ
て
い
た
家
へ
女
中
と
し

て
行
っ
て
い
た
た
め
に
、
召
捕
事
件
と
な
っ
た
由
で
、
そ
の
報
告
書
が
残
っ

て
い
る
。

　
召
捕
の
際
は
古
河
藩
の
士
九
人
が
大
塩
の
家
の
裏
に
向
い
、
与
力
が
表
か

ら
入
っ
た
。
押
し
入
っ
た
の
は
暁
方
の
こ
と
で
、
就
寝
中
の
大
塩
は
逃
れ
ら

れ
ぬ
と
覚
悟
し
て
、
家
に
火
を
付
け
、
そ
の
中
に
飛
び
込
ん
だ
。
そ
の
時
古

河
の
藩
士
が
袖
を
捕
え
た
が
、
千
切
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
大
塩
は
短
刀

を
投
げ
つ
け
た
が
、
そ
れ
は
藩
士
の
持
っ
て
い
た
半
棒
に
当
っ
た
。
こ
の
半

棒
は
、
其
の
後
鷹
見
家
で
し
ん
ば
り
棒
と
し
て
使
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
に

「
大
塩
召
捕
棒
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
藤
懸
教
授
が
発
見
さ
れ
、
そ
れ

9



と
分
っ
た
由
で
あ
る
。
大
塩
は
こ
の
時
黒
焦
の
屍
体
と
な
っ
て
発
見
さ
れ
、

泉
石
も
そ
の
検
死
に
立
会
っ
た
。
続
い
て
大
塩
召
捕
に
つ
い
て
、
古
河
藩
と

与
力
と
の
間
に
功
名
争
い
が
あ
っ
た
が
、
残
っ
た
片
袖
と
短
刀
と
が
証
拠
に

な
っ
て
、
古
河
藩
の
手
柄
と
な
っ
た
。
泉
石
は
こ
う
い
う
交
渉
な
ど
に
も
有

能
な
人
で
あ
っ
た
。

　
泉
石
は
こ
の
事
件
の
顛
末
を
幕
府
へ
報
告
す
る
た
め
に
江
戸
へ
下
っ
た
。

そ
し
て
土
井
家
の
菩
提
寺
た
る
浅
草
の
誓
願
寺
へ
、
土
井
家
の
代
拝
と
し
て

参
詣
し
た
。
そ
の
帰
途
、
崋
山
の
居
を
訪
れ
た
と
こ
ろ
、
崋
山
は
、
「
ち
よ

う
ど
御
姿
が
出
来
て
い
る
か
ら
」
と
言
っ
て
、
泉
石
の
像
を
写
し
た
。
今
日

崋
山
の
泉
石
像
と
し
て
有
名
な
も
の
は
、
こ
の
時
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
あ

の
像
が
正
装
を
し
て
い
る
の
は
、
こ
う
い
う
わ
け
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
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の
泉
石
像
は
、
日
本
画
の
肖
像
画
と
し
て
、
顔
に
洋
風
の
陰
影
を
つ
け
風
神

 
奕  
々 
え
き
え
き

た
る
も
の
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
崋
山
は
泉
石
の
蘭
学
の
弟
子
で
あ

っ
て
、
先
生
の
画
像
を
描
い
た
の
で
、
特
に
力
を
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
崋
山
は
田
原
藩
士
で
、
同
藩
家
中
の
鷹
見
爽
鳩
と
泉
石
の
家
と
は
一
家
で

あ
っ
た
た
め
、
そ
の
縁
で
、
早
く
か
ら
文
通
が
あ
り
、
ま
た
共
に
江
戸
に
い

る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
、
師
弟
の
関
係
が
結
ば
れ
た
ら
し
い
。

　
大
塩
事
件
の
直
後
、
土
井
利
位
は
京
都
所
司
代
と
な
り
、
翌
年
に
は
老
中

に
抜
擢
さ
れ
た
。
そ
れ
で
利
位
は
京
都
よ
り
江
戸
へ
下
っ
た
が
、
そ
の
時
は

中
仙
道
を
通
っ
た
。
藤
懸
教
授
が
、
先
年
軽
井
沢
の
先
の
追
分
の
旧
家
に
残

っ
て
い
る
古
文
書
を
調
べ
ら
れ
た
時
、
天
保
九
年
の
大
名
の
宿
帳
の
中
に
、

利
位
、
泉
石
の
名
が
発
見
さ
れ
た
由
で
あ
る
。
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利
位
は
江
戸
に
帰
っ
て
老
中
と
な
る
や
、
水
野
越
前
守
と
共
に
、
天
保
の

改
革
を
断
行
し
た
。
泉
石
は
終
始
利
位
を
援
け
て
、
家
老
の
重
責
を
果
し
、

非
常
に
忙
し
い
生
活
を
し
て
い
た
が
、
『
雪
華
図
説
』
お
よ
び
『
続
雪
華
図

説
』
の
よ
う
な
仕
事
が
、
こ
う
い
う
多
忙
な
公
的
生
涯
の
中
に
あ
っ
て
為
さ

れ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

　
泉
石
は
こ
の
よ
う
に
、
政
治
家
と
学
者
と
の
両
面
を
具
え
た
珍
し
い
人
で

あ
っ
て
、
万
事
に
非
常
に
克
明
で
あ
っ
た
。
そ
の
性
質
が
よ
く
出
て
い
る
の

は
日
記
で
あ
っ
て
、
八
十
冊
の
詳
し
い
日
記
が
遺
っ
て
い
る
。
こ
の
日
記
は

史
料
編
纂
所
で
写
し
を
と
っ
た
が
、
そ
れ
が
印
刷
に
で
も
な
れ
ば
、
か
な
り

貴
重
な
資
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
泉
石
は 
和  
蘭 
オ
ラ
ン
ダ

の
本
も
沢
山
買
っ
て
よ
く

読
ん
だ
。
日
記
の
中
に
、
非
常
に
欲
し
い
蘭
本
が
あ
る
が
、
三
両
も
す
る
の
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で
買
え
な
い
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
家
老
の
身
で
も
三
両
の
本
は
ち
ょ
っ
と

買
い
に
く
か
っ
た
ら
し
い
。
泉
石
の
蘭
学
は
か
な
り
進
ん
だ
も
の
で
、
相
当

蘭
書
が
読
め
た
。
和
蘭
風
説
書
を
自
分
で
訳
し
た
こ
と
も
日
記
に
出
て
い
る
。

　
弘
化
年
間
に
至
り
、
泉
石
は
古
河
に
蟄
居
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
理
由
は
分
ら

な
い
が
、
外
国
関
係
の
こ
と
で
、
主
君
に
累
を
及
ぼ
す
の
を
恐
れ
た
た
め
ら

し
い
。
爾
来
、
安
政
五
年
、
七
十
四
歳
で
歿
す
る
迄
、
ず
っ
と
古
河
に
い
た
。

こ
の
時
代
の
泉
石
は
、
す
っ
か
り
政
治
よ
り
遠
ざ
か
り
、
著
述
と
読
書
と
に

日
を
送
っ
た
。
嘉
永
二
年
出
版
の
新
訳
和
蘭
国
全
図
な
ど
も
そ
の
間
に
出
来

た
も
の
で
、
そ
の
版
木
が
遺
っ
て
い
る
。
こ
の
図
は
先
年
藤
懸
教
授
が
外
遊

の
時
新
し
く
刷
っ
て
諸
外
国
の
図
書
館
な
ど
へ
寄
附
さ
れ
た
由
で
あ
る
が
、

ラ
イ
デ
ン
大
学
に
は
そ
の
初
刷
が
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
蟄
居
後
の
泉
石
は
、
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来
客
が
あ
る
と
、
渡
良
瀬
川
の
堤
防
で
会
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
大
槻
磐
渓

と
も
こ
の
堤
防
で
会
っ
て
話
を
し
た
こ
と
が
、
日
記
に
残
っ
て
い
る
。
後
年

磐
渓
が
『
雪
華
図
説
』
の
翻
刻
を
し
て
序
文
を
書
い
て
い
る
の
も
、
そ
う
い

う
関
係
が
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

　
泉
石
の
蘭
学
は
為
政
者
と
し
て
の
憂
国
の
念
か
ら
発
し
た
も
の
で
、
最
も

力
を
入
れ
た
の
は
地
理
で
あ
っ
た
。
現
在
沢
山
の
地
図
が
残
っ
て
い
る
が
、

嘉
永
二
年
作
の
北
海
道
樺
太
の
地
図
な
ど
を
見
る
と
、
現
今
の
地
図
と
ほ
と

ん
ど
同
じ
で
あ
る
。

　
泉
石
が
進
歩
し
た
意
見
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
、
ペ
ル
リ

来
朝
の
時
に
幕
府
に
提
出
し
た
開
国
の
意
見
書
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
意
見
書
は
、
幕
府
が
各
藩
に
意
見
を
き
い
た
の
に
対
す
る
答
申
書
で
あ
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っ
て
、
公
に
さ
れ
た
も
の
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
今
日
遺
っ
て
い
る
の

は
泉
石
の
添
削
が
つ
い
て
い
る
下
書
で
あ
る
。
泉
石
の
開
国
論
は
次
の
如
く

で
あ
る
。
向
う
三
軒
両
隣
り
と
言
う
が
如
く
、
外
国
と
の
交
通
を
開
始
す
る

の
が
急
務
で
あ
る
。
西
洋
人
は
古
来
礼
儀
の
国
民
で
あ
る
か
ら
、
礼
を
も
っ

て
交
わ
る
べ
き
で
あ
る
。
支
那
は
英
国
を
夷
狄
と
し
て
扱
っ
た
た
め
に
阿
片

戦
争
を
起
し
て
失
敗
し
た
。
我
が
国
と
し
て
は
、
ま
ず
軍
艦
迦
砲
を
作
り
、

砲
術
を
心
得
た
蘭
人
を
雇
い
、
世
界
に
巡
検
使
を
出
し
、
外
国
の
状
勢
地
理

に
通
ず
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
か
く
す
れ
ば
侮
り
を
う
け
ず
に
す
む
こ
と

が
出
来
る
。
我
が
国
は
英
吉
利

イ
ギ
リ
ス

国
と
似
て
い
る
が
、
や
が
て
は
「
英
吉
利
国

に
も
優
り
候
御
国
と
相
成
り
、
上
下
の
御
安
堵
之
に
す
ぎ
ず
と
奉
存
候
」
と

い
う
の
で
あ
る
。
泉
石
が
外
国
地
理
や
北
辺
防
備
に
意
を
つ
く
し
た
の
も
故
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あ
る
の
で
あ
る
。
泉
石
逝
去
の
際
、
川
路
聖
謨
が
悔
状
を
よ
こ
し
て
い
る
が
、

そ
れ
に
は
、
自
分
が
蝦
夷
の
事
柄
を
泉
石
に
聞
く
こ
と
三
十
年
に
及
ん
で
い

る
、
自
分
の
蝦
夷
の
知
識
は
鷹
見
翁
に
う
け
た
の
で
あ
る
と
書
い
て
あ
る
。

　
泉
石
は
当
時
の
進
歩
主
義
者
で
あ
っ
て
、
ヤ
ン
・
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
ダ
ッ

プ
ル
と
い
う
洋
名
ま
で
も
っ
て
い
た
。
こ
の
洋
名
は
和
蘭
商
館
長
が
命
名
し

た
も
の
で
、
ヘ
ー
グ
古
文
書
館
に
あ
る
商
館
の
日
記
に
遺
っ
て
い
る
由
で
あ

る
。
鷹
見
家
に
も
、
達
夫
児
様
と
い
う
宛
名
の
手
紙
が
あ
り
、
和
蘭
学
者
と

の
文
通
の
手
紙
も
沢
山
遺
っ
て
い
る
。

　
現
在
藤
懸
教
授
の
許
に
保
管
さ
れ
て
い
る
泉
石
の
遺
品
は
沢
山
あ
っ
て
、

Le grand D
ictionaire Francois H

alm
a 

二
冊
、
地
理
書
、
文
法
書
、
蘭
仏

の
小
辞
典
、
プ
リ
ン
カ
ン
地
理
書
（
一
八
一
七
年
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
版
）
、
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和
蘭
綴
字
書
（
一
八
〇
五
年
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
版
）
、
蘭
領
バ
タ
ビ
ア
役
員

名
簿
、
英
吉
利
日
本
対
語
、
ロ
ー
マ
字
百
人
一
首
和
蘭
語
訳
付
な
ど
、
外
に

ま
だ
沢
山
の
本
が
あ
る
。
そ
の
中
に
は
手
写
し
た
も
の
も
沢
山
あ
っ
て
、
大

黒
屋
幸
太
夫
が
露ロ
西シ
亜ア
か
ら
持
っ
て
来
た
絵
入
り
の
書
な
ど
は
、
石
版
刷
り

の
精
緻
な
図
版
ま
で
克
明
に
透
き
写
し
た
も
の
が
遺
っ
て
い
る
。
し
か
し
泉

石
の
遺
品
と
し
て
最
も
貴
重
な
の
は
、
地
図
の
蒐
集
で
あ
っ
て
、
日
本
地
図

を
入
れ
る
と
、
八
百
葉
に
及
ん
で
い
る
。
誠
に
驚
く
べ
き
蒐
集
で
あ
る
。

『
雪
華
図
説
』
に
関
連
し
て
最
も
興
味
の
あ
る
の
は
、
仁
和
寺
宮
様
の
お
附

の
者
か
ら
の
手
紙
の
遺
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
泉
石
が
、
「
蘭
鏡
」

を
宮
様
に
御
貸
し
申
し
上
げ
た
の
に
対
す
る
御
礼
状
で
あ
っ
て
、
そ
の
蘭
鏡

が
宮
様
の
御
興
趣
を
ひ
き
、
そ
の
御
礼
と
し
て
、
道
八
の
茶
碗
を
御
下
賜
に
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な
る
旨
が
書
い
て
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
道
八
の
茶
碗
も
遺
っ
て
い
る
。
そ
の

蘭
鏡
は
残
念
な
が
ら
今
日
遺
っ
て
い
な
い
の
で
、
何
を
意
味
す
る
か
は
分
ら

な
い
が
、
後
記
の
如
く
色
々
の
点
か
ら
考
え
て
み
て
、
そ
れ
は
、
『
雪
華
図

説
』
の
研
究
に
用
い
た
顕
微
鏡
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
望
遠
鏡
や
水
銀
寒

暖
計
は
今
日
も
遺
っ
て
い
る
が
、
そ
の
寒
暖
計
は
英
国
製
で
、
今
日
吾
々
の

用
い
て
い
る
も
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
立
派
な
寒
暖
計
で
あ
る
。

　
藤
懸
教
授
の
話
で
、
面
白
く
感
じ
た
の
は
前
記
の
蘭
鏡
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
現
在
残
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
ど
う
い
う
も
の
か
は
分
ら
な
い
が
、

多
分
複
式
の
、
す
な
わ
ち
今
日
吾
々
が
用
い
て
い
る
も
の
と
同
じ
顕
微
鏡
で

は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
単
な
る
虫
目
鏡
な
ら
ば
、
教
授
の
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話
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ほ
ど
珍
重
さ
れ
た
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
土
井
利
位
が
雪
華
の
研
究
を
し
た
時
代
は
、
も
う
既
に
複
式
の
顕
微
鏡
が

日
本
に
十
分
よ
く
紹
介
さ
れ
、
か
つ
将
来
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
下
の

話
は
、
主
と
し
て
『
江
戸
時
代
の
科
学
』
か
ら
の
抜
萃
で
あ
る
が
、
当
時
の

状
況
を
瞥
見
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
鎌
田
昌
長
著
『
結
夏
随
筆
』
に
よ
る
と
、
小
野
蘭
山
が
、
年
代
は
は
っ
き

り
分
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
既
に
複
式
の
顕
微
鏡
を
用
い
て
、
毎
年
雪
華
を

観
察
し
て
楽
し
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
蘭
山
の
雪
華
図
と
い
う
の
は
残

っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
多
分
こ
れ
が
我
が
国
で
の
雪
華
研
究
の
最
初

の
記
録
で
あ
ろ
う
。
蘭
山
は
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
に
生
れ
、
『
本
草

綱
目
啓
蒙
』
四
十
八
巻
を
以
て
有
名
で
あ
る
。
歿
年
は
文
化
七
年
（
一
八
一
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〇
）
で
あ
る
か
ら
、
『
雪
華
図
説
』
の
著
者
が
、
二
十
年
来
の
研
究
を
天
保

三
年
に
刊
行
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
研
究
著
手
よ
り
も
数
十
年
以
前
に
、
蘭

山
は
雪
華
を
複
式
の
顕
微
鏡
で
覗
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
複
式
の
顕
微
鏡
が
我
が
国
に
渡
来
し
た
の
は
、
い
つ
で
あ
る
か
は
分

ら
な
い
。
し
か
し
後
藤
光
政
の
『
紅
毛
談
』
（
一
七
六
五
）
に
既
に
記
載
が

あ
り
、
そ
の
図
解
が
『
紅
毛
雑
話
』
（
一
七
八
七
）
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

其
の
後
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
に
至
っ
て
、
桂
川
甫
周
が
幕
命
に
よ
っ
て

顕
微
鏡
用
法
を
述
べ
て
い
る
。
鷹
見
泉
石
の
記
述
「
公
事
務
ノ
暇
、
雪
ノ
下

ル
毎
ニ
之
ヲ
審
視
ス
ル
コ
ト
、
今
春
ニ
至
テ
、
幾
ド
二
十
年
」
と
い
う
の
に

よ
る
と
、
土
井
利
位
、
或
は
泉
石
が
初
め
て
顕
微
鏡
で
雪
華
を
観
察
し
た
の

は
、
一
八
一
二
年
頃
で
、
甫
周
が
顕
微
鏡
の
用
法
を
講
述
し
て
か
ら
十
年
後
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く
ら
い
に
当
る
。

　
土
井
利
位
等
が
雪
華
を
観
察
し
た
の
と
同
年
代
頃
に
、
宇
田
川
榕
庵
は
顕

微
鏡
を
用
い
て
植
物
の
細
胞
や
組
織
な
ど
を
観
察
図
説
し
て
い
る
。
又
『
雪

華
図
説
』
の
研
究
が
始
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
頃
、
す
な
わ
ち
文
化
八
年
（
一

八
一
二
）
に
は
栗
本
瑞
見
が
『
千
虫
譜
』
を
刊
行
し
て
い
る
。
こ
の
瑞
見
は

顕
微
鏡
を
用
い
て
昆
虫
を
観
察
し
た
最
初
の
人
の
由
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
こ
の
時
代
は
、
か
な
り
多
く
の
人
々
が
顕
微
鏡
で
色
々
の
も
の

を
観
察
し
て
い
た
頃
で
あ
る
。
そ
れ
で
土
井
利
位
や
鷹
見
泉
石
な
ど
が
雪
華

の
観
察
に
用
い
て
い
た
蘭
鏡
も
、
複
式
の
ち
ゃ
ん
と
し
た
顕
微
鏡
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
藤
懸
教
授
の
話
さ
れ
た
蘭
鏡
が
残
っ
て
お
れ
ば
大
変
面
白
い
の
で
、

21



土
井
家
ま
た
は
鷹
見
家
に
伺
え
ば
何
か
手
が
か
り
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と

思
っ
て
、
ま
ず
鷹
見
久
太
郎
氏
を
訪
ね
た
。
土
井
家
の
方
は
、
幸
い
御
当
主

の
友
人
増
谷
麟
氏
の
紹
介
を
得
る
こ
と
が
出
来
、
同
氏
を
通
じ
て
、
土
井
家

に
雪
華
の
版
下
が
残
っ
て
い
る
こ
と
、
其
の
他
手
稿
な
ど
も
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
が
、
ま
だ
訪
ね
る
機
会
が
な
い
の
で
、
こ
の
方
は
後
日
に
譲
る
こ
と
と

す
る
。
蘭
鏡
は
矢
張
り
残
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
『
雪
華
図
説
』
に

は
『
続
雪
華
図
説
』
が
あ
り
、
こ
の
『
続
』
の
方
は
か
な
り
稀
本
で
あ
る
。

そ
れ
で
そ
う
い
う
本
と
か
、
外
に
も
未
刊
行
の
も
の
が
あ
る
こ
と
が
想
像
さ

れ
る
の
で
、
一
度
ぜ
ひ
拝
見
し
た
い
も
の
と
思
っ
て
い
る
。

　
鷹
見
久
太
郎
氏
は
、
た
だ
い
ま
泉
石
の
日
記
、
そ
れ
は
非
常
に
膨
大
な
も

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
整
理
し
て
お
ら
れ
る
由
で
あ
っ
た
。
出
来
上
っ
た
ら
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か
な
り
貴
重
な
資
料
に
な
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
同
氏
の
話
の
中
で
、
泉
石

の
人
と
な
り
が
分
る
面
白
い
話
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
二
、
三
を
左
に
紹
介

す
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
鷹
見
久
太
郎
氏
の
話

『
江
戸
時
代
の
科
学
』
に
『
雪
華
図
説
』
の
著
者
と
し
て
鷹
見
泉
石
の
名
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
考
証
を
し
た
の
は
多
分
日
下
寛
氏
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
日
下
氏
は
も
と
帝
大
文
学
部
の
講
師
を
し
て
お
ら
れ
た
人
で
あ
る
が
、

今
は
故
人
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
調
べ
る
手
掛
り
は
な
い
。

　
蘭
鏡
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
望
遠
鏡
な
ど
は
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
器

械
は
日
本
橋
の
オ
ラ
ン
ダ
屋
か
ら
買
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
泉
石
の
日
記
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
器
械
は
一
々
取
り
寄
せ
て
試
験
を
し
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て
買
っ
て
い
た
ら
し
い
。
望
遠
鏡
を
買
う
時
な
ど
も
、
湯
島
の
高
台
に
上
っ

て
市
中
を
眺
め
た
が
、
そ
の
日
は
霞
ん
で
い
て
見
え
ず
、
改
め
て
神
田
明
神

の
高
台
へ
行
っ
た
。
そ
の
時
は
市
中
が
一
望
の
下
に
実
に
は
っ
き
り
見
え
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
あ
ま
り
熱
心
に
見
て
い
た
ら
夕
方
晩
く
な

っ
て
し
ま
っ
て
、
門
が
閉
っ
て
出
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
、
神
主
に
頼
ん
で

や
っ
と
出
し
て
貰
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
土
井
利
位
が
寺
社
奉
行
を
し
て
い
た
頃

な
の
で
、
そ
う
い
う
点
で
は
便
宜
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
泉
石
に
は
一
面
こ
う
い
う
研
究
者
風
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
生
涯

の
仕
事
は
、
ほ
と
ん
ど
土
井
藩
の
家
老
と
し
て
の
職
に
終
始
し
て
い
た
。
日

記
な
ど
に
も
ほ
と
ん
ど
私
事
は
書
い
て
な
い
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
官

界
遊
泳
術
な
ど
に
も
如
才
の
な
い
人
で
あ
っ
た
。
当
時
の
各
藩
の
藩
主
は
、
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皆
就
職
に
狂
奔
し
て
い
て
、
各
々
心
願
書
を
幕
府
へ
提
出
し
て
中
央
の
政
治

に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
ら
し
い
。

　
そ
の
頃
中
野
碩
翁
と
い
う
男
が
幕
府
内
に
妙
に
強
い
権
力
を
も
っ
て
い
て
、

大
名
と
幕
府
と
の
間
の
取
次
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
男
の
手
を
通
し
て
行
わ
れ
た
。

泉
石
は
、
中
野
碩
翁
の
気
に
入
り
の
植
木
屋
平
作
の
手
を
通
し
て
碩
翁
に
近

づ
き
、
度
々
訪
問
も
し
て
い
る
。
土
井
利
位
が
度
々
異
数
の
抜
擢
を
受
け
て
、

幕
府
の
重
職
を
歴
任
し
た
の
は
、
泉
石
の
こ
う
い
う
方
面
で
の
助
力
も
あ
ず

か
っ
て
力
あ
っ
た
も
の
ら
し
い
。

　
以
上
は
折
角
の
材
料
を
少
し
と
り
と
め
も
な
い
話
に
し
て
し
ま
っ
た
が
、

藤
懸
教
授
、
鷹
見
久
太
郎
氏
、
楽
之
軒
氏
の
御
厚
志
に
よ
っ
て
、
当
時
の
学
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界
の
事
情
と
泉
石
の
人
と
な
り
と
が
よ
く
分
り
、
『
雪
華
図
説
』
の
よ
う
な

も
の
が
出
た
こ
と
が
不
思
議
で
な
か
っ
た
と
い
う
点
が
明
か
に
な
っ
た
こ
と

は
非
常
に
有
難
い
と
思
わ
れ
る
。
御
多
忙
中
時
間
を
割
か
れ
た
三
氏
の
御
好

意
に
厚
く
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。
特
に
藤
懸
教
授
が
談
話
筆
記
の
御
校
閲

ま
で
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
は
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
十
四
年
十
二
月
）
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