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ま
え
が
き
に
か
え
て
　

こ
れ
ま
で
の
わ
ず
か
な
経
験
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
講
演
や
講
座
な
ど
の
機
会
に
「
紫
式
部
っ
て
ど
ん
な
人
だ
っ
た
ん
で
す
か
」
と

聞
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
容
貌
の
こ
と
な
の
か
、
人
柄
の
こ
と
な
の
か
、
文
学
者
と
し
て
の
魅
力
の
こ
と

な
の
か
、
ど
ん
な
答
え
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
い
つ
も
困
惑
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
う
ま
く
答
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。か

つ
て
角
田
文
衞
氏
が
、
紫
式
部
の
本
名
は
藤
原
香
子
だ
と
主
張
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
（
（
（

。
こ
の
説
に
は
、
反
論
も
多
か
っ
た
の

で
す
が
、
ど
う
も
よ
く
分
か
ら
な
い
と
、
ひ
と
と
き
沸
騰
し
た
話
題
も
い
つ
の
間
に
か
鎮
静
化
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

歴
史
学
で
は
「
紫
式
部
は
誰
か
」
と
い
う
こ
と
は
一
定
程
度
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
率
直
に
申
し
ま
す
と
、
文
学
の
側
か

ら
は
、
紫
式
部
の
本
名
が
分
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、『
源
氏
物
語
』
の
何
が
明
ら
か
に
な
る
の
か
（
何
も
分
か
ら
な
い
（、
と
い
う
わ
け

で
す
。

と
い
う
の
も
、
紫
式
部
の
家
集
『
紫
式
部
集
』
や
、
中
宮
御
産
を
記
し
た
『
紫
式
部
日
記
』
を
信
じ
れ
ば
、
藤
原
為
時
と
い
う
学

者
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
育
っ
た
こ
と
、
年
長
の
藤
原
宣
孝
の
夫
人
と
な
っ
て
女
児
を
儲
け
た
こ
と
、
宣
孝
が
急
逝
し
未
亡
人
と
な
っ

た
後
、
藤
原
道
長
の
要
請
に
よ
っ
て
中
宮
彰
子
の
教
育
係
と
な
っ
て
『
源
氏
物
語
』
を
書
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
な
ど
が
推
測
0

0

さ
れ
る

ば
か
り
だ
か
ら
で
す
。
な
に
せ
、
生
年
や
没
年
す
ら
も
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
と
も
か
く
紫
式
部
と
い
う
人
物
に
関
す
る
具
体
的

0

0

0

な

情
報
は
、
歴
史
的
な
資
料
か
ら
ほ
と
ん
ど
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

と
は
い
え
、
ま
ち
が
な
く
平
安
時
代
に
生
き
た
紫
式
部
が
、
常
識
的
に
考
え
れ
ば
あ
る
時
期

0

0

0

0

に
『
源
氏
物
語
』『
紫
式
部
日
記
』

『
紫
式
部
集
』
な
ど
を
残
し
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
の
で
す
が
、
紫
式
部
と
い
う
「
作
者
」
と
こ
れ
ら
の
「
作
品
」
と
は
、
原
因
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か
ら
で
す
。

も
う
ひ
と
つ
や
っ
か
い
な
こ
と
は
、
改
め
て
い
え
ば
、
紫
式
部
に
は
『
源
氏
物
語
』『
紫
式
部
日
記
』『
紫
式
部
集
』
と
、
少
な
く

と
も
性
格
の
異
な
る
三
つ
の
「
作
品
」
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
、
で
す
。
一
条
天
皇
の
中
宮
彰
子
の
教
育
係
と
し

て
藤
原
道
長
か
ら
出
仕
の
要
請
を
受
け
た
紫
式
部
は
、
中
宮
教
育
の
一
環
と
し
て
『
源
氏
物
語
』
を
書
き
始
め
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
（
（
（

。

「
純
粋
」
な
「
文
芸
的
動
機
」
か
ら
現
在
の
『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
長
大
な
「
作
品
」
が
生
み
出
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
か
ら

で
す
。
ま
た
、
道
長
か
ら
中
宮
御
産
の
記
録
を
求
め
ら
れ
、
女
房
と
し
て
の
立
場
か
ら
『
紫
式
部
日
記
』
を
書
い
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
一
方
、『
紫
式
部
集
』
は
、
現
在
形
が
ど
う
で
あ
れ
、
お
そ
ら
く
は
も
と
も
と
晩
年
に
な
っ
て
編
纂
さ
れ
た
個
人
家
集
で
す
（
（
（

。

つ
ま
り
、
性
格
の
異
な
る
三
者
の
間
に
共
有
さ
れ
て
い
て
底
で
繋
が
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
、
紫
式
部
独
自
の
表
現
の
特
質
は
ど
の
よ

う
に
し
て
明
ら
か
に
で
き
る
か
と
い
う
問
い
が
隠
れ
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

さ
ら
に
も
し
、
あ
え
て
付
け
加
え
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
聞
き
慣
れ
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
口
承
と
書
承
と
い
う

問
題
で
す
。
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
口
承
と
は
口
伝
え
の
伝
承
の
系
譜
の
こ
と
で
あ
り
、
書
承
と
は
文
献
同
士
の
伝
承
の

系
譜
の
こ
と
で
す
（
（
（

。

何
を
言
っ
て
い
る
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
も
ち
ろ
ん
紫
式
部
は
漢
詩
文
や
和
歌
に
関
し
て
、
豊
富
な
知
識
や
教
養
を
備
え
て
い
た
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
あ
の
壮
大
な
『
源
氏
物
語
』
は
書
け
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
漢
籍
に
つ
い
て
は
、
紫
式
部
は
花
山
帝
の
東
宮
時
代

の
副
侍じ

ど
く読
だ
っ
た
父
為
時
の
書
斎
に
籠
っ
て
い
た
、
猛
烈
な
読
書
家
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
主
と
し
て
『
紫
式
部
日
記
』
か
ら
想

像
で
き
ま
す
。
和
歌
に
つ
い
て
も
、
親
族
関
係
の
中
に
曾
祖
父
兼
輔
や
伯
父
為
頼
と
い
う
歌
人
の
影
響
が
あ
る
と
説
か
れ
て
き
た
と

こ
ろ
で
す
。『
源
氏
物
語
』
の
中
で
も
、
帚
木
巻
の
雨
夜
の
品
定
め
や
末
摘
花
の
造
型
な
ど
何
箇
所
か
、
紫
式
部
が
歌
学
書
の
髄ず

い
の
う脳

を
学
ん
で
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
痕
跡
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
『
紫
式
部
日
記
』
の
中
で
も
、
和
泉
式
部
に
対
す
る
批
評
が
、
生
ま

と
結
果
の
関
係
だ
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
て
し
ま
い
ま
す
と
、
こ
と
は
よ
そ
よ
そ
し
い
事
実
と
し
て
し
か
見
え
ま
せ
ん
。
で
は
ど
う
す

れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
と
、
文
学
の
問
題
と
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
ら
の
「
作
品
」
を
読
ま
な
い
か
ぎ
り
、
何
も
明
ら
か
に
は
で
き
な

い
と
思
い
付
か
れ
る
で
し
ょ
う
。
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
、
読
む
0

0

と
い
う
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
紫
式
部
と
い
う
存
在
は
『
源
氏
物
語
』

『
紫
式
部
日
記
』『
紫
式
部
集
』
の
中
に
0

0

こ
そ
、
手
応
え
の
あ
る
も
の
と
し
て
見
出
し
う
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
紫
式
部
の
表

現
」
と
い
う
も
の
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
紫
式
部
が
言
葉
で
書
き
残
し
た
表
現
の
中
に
し
か

0

0

0

0

紫
式
部
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

も
し
そ
う
だ
と
し
て
、
さ
ら
に
面
倒
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』『
紫
式
部
日
記
』『
紫
式
部
集
』
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
成
立
の
目
的
が
違
い
ま
す
か
ら
、
一
見
ば
ら
ば
ら
に
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
よ
く
よ
く
読
ん
で
み
ま
す
と
、
三
者

は
深
い
と
こ
ろ
で
繋つ

な

が
っ
て
い
る
こ
と
が
実
感
で
き
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
よ
う
や
く
こ
の
三
者
を
貫
く
紫
式
部
の
表
現

と
は
何
か
と
い
う
問
い
が
生
ま
れ
る
と
思
い
ま
す
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
三
つ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
ま
ぎ
れ
な
く
同
じ
人
の
著
作
だ
と

い
う
こ
と
が
確
信
で
き
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

そ
の
よ
う
な
興
味
や
関
心
の
も
と
に
「
紫
式
部
の
表
現
」
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
紫
式
部
の
表
現
」
と
は
何
か
、
と
い
う
と
き
「
紫
式
部
」
に
は
、
あ
え
て
鍵
括か

っ
こ弧
「　

」
を
付
け
て
も
構
い
ま
せ
ん
。
と
い
う

の
は
、
先
に
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
歴
史
上
実
在
し
た
存
在
、
あ
る
い
は
実
体
と
し
て
の
紫
式
部
で
は
な
く
、
表
現
者
と
し
て
の

紫
式
部
と
い
う
意
味
だ
か
ら
で
す
（
（
（

。

さ
て
、
私
が
な
ぜ
表
現
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
る
の
か
と
い
う
と
、
主
に
二
つ
の
理
由
が
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
他
の
誰
か
の

表
現
で
は
な
く
、
他
な
ら
ぬ
紫
式
部
の
表
現
で
あ
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
明
ら
か
に
で
き
る
か
と
い
う
問
い
が
隠
れ
て
い
る
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を
捉
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
表
現
し
よ
う
と
考
え
た
こ
と
だ
け
が
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
考
え
る
か
ら
で
す
。
言
い

換
え
る
な
ら
ば
、
表
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
自
前
の
表
現
の
枠
組
み
だ
け
で
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
…
。
そ
れ
で
は
、

意
識
さ
れ
な
い
枠
組
み
と
は
何
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
っ
て
、
紫
式
部
の
表
現
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
こ
れ
か

ら
探
っ
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

正
直
に
申
し
ま
す
と
、
冒
頭
に
紹
介
し
ま
し
た
「
紫
式
部
っ
て
ど
ん
な
人
だ
っ
た
ん
で
す
か
」
と
い
う
質
問
に
、
ま
じ
め
に

0

0

0

0

答
え

よ
う
と
し
た
の
が
本
書
で
す
。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
私
の
答
は
、
紫
式
部
は
彼
女
の
書
い
た
も
の
の
中
に
居
る

0

0

0

0

と
い
う
こ
と

で
す
。「
で
も
、
そ
の
紫
式
部
っ
て
ど
ん
な
人
な
ん
で
す
か
」
と
、
さ
ら
に
質
問
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
紫
式
部
独
自
の
表
現
と
は
ど

こ
が
そ
う
な
の
か
、
紫
式
部
独
自
の
精
神
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
ぜ

ひ
こ
の
書
を
御
読
み
に
な
っ
て
、
御
考
え
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
い
さ
さ
か
偏
っ
た
内
容
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
も
し
『
源

氏
物
語
』
や
紫
式
部
に
少
し
で
も
興
味
の
あ
る
方
が
、
本
書
を
手
に
取
っ
て
い
た
だ
け
る
と
し
た
ら
、
こ
れ
以
上
の
喜
び
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

注（
（
（	角
田
文
衞
「
紫
式
部
の
本
名
」『
角
田
文
衞
著
作
集　

７　

紫
式
部
の
世
界
』
法
蔵
館
、
一
九
八
四
年
。
初
出
、
一
九
六
六
年
。
紫

式
部
の
肖
像
画
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中
世
に
な
る
と
「
淫み
だ
ら
な
」
内
容
の
『
源
氏
物
語
』
を
描
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
紫

式
部
が
地
獄
に
堕
ち
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、『
源
氏
物
語
』
は
仏
教
的
に
い
か
に
功
徳
の

あ
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
、
彼
女
を
救
済
し
よ
う
と
行
わ
れ
た
の
が
「
源
氏
供
養
」
と
い
う
儀
式
で
す
。
そ
の
儀
式
で

れ
な
が
ら
の
和
歌
の
才
能
に
対
す
る
羨
望
や
嫉
妬
が
う
か
が
え
る
一
方
、
紫
式
部
に
は
自
分
の
和
歌
は
学
問
的
裏
付
け
が
あ
る
と
確

信
し
て
い
る
と
み
え
る
箇
所
も
あ
り
ま
す
（
（
（

。

い
ず
れ
に
し
て
も
、『
源
氏
物
語
』
の
表
現
に
は
、
漢
詩
・
漢
文
と
和
歌
・
歌
学
と
双
方
の
影
響
を
認
め
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
が
、

こ
れ
は
あ
れ
か
こ
れ
か
と
い
っ
た
二
者
択
一
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
源
氏
物
語
』
に
は
、
そ
れ
ら
が
重
層
的
に
組
み
込
ま
れ

て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
、
私
は
、
紫
式
部
の
表
現
を
考
え
る
と
き
、
文
字
言
語
の
世
界
だ
け
に
限
定
せ
ず
、
音
声
言
語
の
世
界
と
の
相
互
関
係
の
中

で
捉
え
よ
う
と
思
い
ま
す
（
（
（

。

言
い
換
え
ま
す
と
、
紫
式
部
が
物
語
を
書
く
と
き
出
典
と
し
て
用
い
た
も
の
は
、
意
識
的
に
選
び
取
っ
た
文
献
だ
け
で
な
く
、
口

伝
え
の
伝
説
や
耳
学
問
の
知
識
だ
っ
て
あ
り
う
る

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
す
。
一
般
に
は
、
い
わ
ゆ
る
物
語
研
究
よ
り
も
、
説
話
研
究
の
領

域
で
は
文
献
説
話
の
成
立
に
口
承
世
界
が
ど
う
関
係
す
る
か
、
と
い
う
問
題
の
立
て
方
に
は
ま
だ
馴な

じ染
み
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

残
念
な
が
ら
『
源
氏
物
語
』
研
究
は
「
例
外
」
で
し
た
。
早
く
藤
井
貞
和
氏
が
、
桐
壺
巻
の
楊
貴
妃
の
物
語
に
つ
い
て
は
文
献
上
の

影
響
だ
け
で
な
く
、
口
伝
え
や
噂
話
、
耳
か
ら
入
る
楊
貴
妃
の
物
語
を
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
ヒ
ン
ト
に
な
り
ま
す
（
（
（

。
原
理
的
に

み
て
口
承
と
書
承
と
は
、
対
立
す
る
点
も
あ
り
ま
す
が
、
構
成
と
い
う
点
で
は
枠
組
み
が
共
有
さ
れ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
（
（
（

。

「
紫
式
部
は
天
才
だ
」
と
言
う
こ
と
は
簡
単
で
す
が
、
今
か
ら
一
千
年
前
に
突
然
登
場
し
たgifted

だ
と
片
付
け
る
の
で
は
な
く
、

私
は
紫
式
部
の
表
現

0

0

が
、
い
か
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
か
、
い
か
に
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

い
う
ま
で
も
な
く
表
現
と
は
、
表
現
者
の
思
考
0

0

で
あ
り
、
表
現
者
の
認
識
0

0

で
す
。
改
め
て
考
え
直
し
て
み
ま
す
と
、
従
来
の
研
究

は
、
構
想
が
何
に
依
拠
し
て
い
る
の
か
と
い
う
「
出
典
探
し
」
と
、
主
と
し
て
紫
式
部
の
思
考
の
論
理
や
回
路
、
思
想
と
い
っ
た
意0

識0

の
面
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
て
き
た
と
い
え
ま
す
。
私
は
む
し
ろ
彼
女
の
無
意
識
の
世
界
を
も
含
め
て

0

0

0

総
体
的
に
表
現
と
い
う
こ
と
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（
（
（	『
紫
式
部
集
』
の
伝
本
は
主
と
し
て
、
近
衛
家
に
伝
わ
る
陽
明
文
庫
蔵
本
と
、
定
家
系
の
伝
本
で
由
緒
あ
る
奥
書
を
も
つ
実
践
女
子

大
学
蔵
本
を
代
表
と
す
る
二
系
統
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
は
一
類
本
（
定
家
本
系
統
（・
二
類
本
（
古
本
系
統
（
と
呼
ば

れ
て
い
ま
し
た
（
竹
内
美
千
代
『
紫
式
部
集
評
釈
』
桜
楓
社
、
一
九
六
九
年
（
が
、
南
波
浩
『
紫
式
部
集
の
研
究　

校
本
篇
・
伝

本
研
究
篇
』（
笠
間
書
院
、
一
九
七
二
年
（
に
お
い
て
、
諸
本
が
出
揃
い
、
こ
れ
以
降
、
定
家
本
系
統
（
最
善
本
は
実
践
本
と
さ
れ

ま
し
た
（
と
、
古
本
系
統
（
最
善
本
は
陽
明
本
と
さ
れ
ま
し
た
（
と
い
う
分
類
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
ま
す
。

	

　

内
容
上
の
違
い
を
簡
単
に
言
え
ば
、
家
集
の
前
半
0

0

は
ほ
ぼ
両
系
統
に
共
有
0

0

さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
後
半
は
歌
数
や
構
成

に
お
い
て
少
な
か
ら
ず
異
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
本
来
自
撰
家
集
で
あ
っ
た
も
の
が
、
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
て
、
歌
数
や

構
成
に
変
化
が
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
ま
だ
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
（
本
書

「
（　

紫
式
部
像
の
形
成
」
注
（
（
（
参
照
（。

（
（
（	口
承
と
書
承
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
「『
今
昔
物
語
集
』「
物
語
」
考
」、
注
（
（
（（『
古
代
物
語
と
し
て
の
源
氏
物
語
』（
を
参
照
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
昔
話
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
の
中
の
昔
話
』（
新
典
社
、
二
〇
〇
九
年
（、『
民
間
説
話
と

『
宇
治
拾
遺
物
語
』』（
新
典
社
、
二
〇
二
〇
年
（、
ま
た
昔
話
と
『
竹
取
物
語
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、『
表
現
と
し
て
の
源
氏
物

語
』（
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
二
一
年
（
な
ど
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
で
す
。

（
（
（	「
晩
年
期
の
歌
群
と
家
集
の
編
纂
」、
注
（
（
（『
家
集
の
中
の
「
紫
式
部
」』。

	

　

和
泉
式
部
と
い
ふ
人
こ
そ
、
お
も
し
ろ
う
書
き
か
は
し
け
る
。（
略
（
歌
は
い
と
を
か
し
き
こ
と
。
も
の
お
ぼ
え
、
か
た
の
こ
と

わ
り
、
ま
こ
と
の
歌
よ
み
ざ
ま
に
こ
そ
侍
ら
ざ
め
れ
。（
略
（
そ
れ
だ
に
、
人
の
詠
み
た
ら
む
歌
、
難
じ
こ
と
わ
り
ゐ
た
ら
む
は
、

い
で
や
さ
ま
で
心
は
得
じ
。
口
に
い
と
歌
の
詠
ま
る
る
な
め
り
。	

（『
日
本
古
典
文
学
大
系　

紫
式
部
日
記
』
四
九
五
頁
（

	

　

こ
こ
に
は
紫
式
部
と
和
泉
式
部
と
の
消
息
の
や
り
と
り
の
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
が
、
歌
そ
の
も
の
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

は
、
紫
式
部
の
図
像
が
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
石
山
寺
に
伝
わ
る
紫
式
部
の
図
像
は
古
い
も
の
で
す
が
、
こ
れ
が
「
源
氏
供

養
」
に
用
い
ら
れ
た
も
の
か
ど
う
か
何
と
も
言
え
ま
せ
ん
。
一
四
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
の
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が

ど
れ
く
ら
い
彼
女
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

（
（
（	私
は
先
に
『
家
集
の
中
の
「
紫
式
部
」』（
新
典
社
、
二
〇
一
二
年
（
と
い
う
本
を
書
き
ま
し
た
。
紫
式
部
と
い
う
存
在
は
、
家
集

の
中
に
構
築
さ
れ
た
紫
式
部
像
で
あ
る
（
し
か
な
い
）
と
い
う
理
解
に
基
い
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
ま
で
表
現
と
い
う
語

を
冠
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
研
究
書
は
数
多
い
の
で
す
が
、
紫
式
部
の
表
現
と
い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ
た
書
物
は
少
な
い
と
思
い
ま

す
。
本
書
で
私
は
、
表
現
を
言
語
行
為
0

0

と
し
て
捉
え
ず
に
、
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

と
捉
え
て
い
ま
す
。

	

　

な
お
私
は
、
本
書
で
話
題
と
す
る
昔
話
の
よ
う
な
一
回
か
ぎ
り
の
口
承
の
語
り
は
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
捉
え
る
こ
と
が
難
し

い
も
の
で
す
か
ら
、
文
献
文
芸
と
比
較
す
る
た
め
に
、
ひ
と
た
び
採
録
・
翻
字
と
い
う
手
続
き
に
よ
っ
て
文
字
に
定
着
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
口
承
文
芸
と
し
て
の
昔
話
は
、
語
り
手
の
身
ぶ
り
・
手
ぶ
り
、
声
色
、
顔
の
表
情
な
ど

を
伴
っ
た
、
総
合
的

0

0

0

な
身
体
的

0

0

0

表
現
で
す
が
、
文
学
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
言
語
表
現
の
側
面
に
限
定
し
な
い
と
文
字
文
芸
と
比

較
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

0

0

0

0

と
い
う
事
情
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
立
場
が
全
く
違
え
ば
、
論
の
立
て
方
や
分
析
方
法
は
も
っ
と
違
っ

て
く
る
で
し
ょ
う
。
囲い

ろ

り
炉
裏
端
で
、
昔
話
が
語
ら
れ
る
よ
う
す
を
、
映
像
で
撮
影
し
て
記
録
す
る
と
い
う
試
み
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
確
か
に
記
録
で
す
が
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
注
目
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
（
（	私
は
、
紫
式
部
に
求
め
ら
れ
た
女
房
と
し
て
の
役
割
0

0

か
ら
、『
源
氏
物
語
』
の
性
格
に
中
宮
学
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
考
え
ま
し
た

が
、『
源
氏
物
語
』
後
半
0

0

の
主
題
は
、
紫
式
部
の
関
心
に
よ
っ
て
、
紫
式
部
の
宗
教
的
課
題
へ
と
傾
斜
し
て
い
る
と
理
解
し
て
い
ま

す
（『
古
代
物
語
と
し
て
の
源
氏
物
語
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
八
年
（。
し
か
し

0

0

0

、
私
は
、
そ
の
こ
と
も
ま
た
0

0

中
宮
に
対
す
る

「
教
育
」
に
資
す
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。
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代
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語
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究
の
戦
後
と
私
の
現
在
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（『
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現
と
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て
の
源
氏
物
語
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初
出
、
二
〇
二
一
年
三
月
。

（
（
（	「
平
安
京
の
物
語
・
物
語
の
平
安
京
」
同
『
表
現
と
し
て
の
源
氏
物
語
』。

（
（
（	古
代
文
芸
で
は
、
口
承
の
テ
キ
ス
ト
と
書
承
の
テ
キ
ス
ト
と
の
関
係
に
お
い
て
、
文
献
の
物
語
が
直
接
0

0

口
承
の
素
材
を
引
用
し
た

り
す
る
機
会
は
少
な
い
で
し
ょ
う
が
、
話
型
の
次
元
で
の
交
渉
や
、
内
容
を
要
約
、
梗
概
化
し
た
次
元
で
影
響
す
る
と
い
う
可
能

性
は
あ
り
ま
す
。

　

＊
な
お
、
注
記
し
て
い
る
単
著
の
論
文
や
書
物
に
、
特
に
廣
田
の
氏
名
を
冠
し
て
い
な
い
も
の
は
、
繁
雑
さ
を
避
け
て
略
し
て
い
ま

す
。
以
下
も
同
様
で
す
。


