
絵
巻

『富
士
の
人
穴
』
（
「
常
信
筆
絵
詞
之
巻
物
」
）
に
つ
い
て
そ
の
一

田
　
村
　
正
　
彦

は

じ
め
に

　
『
富
士
の
人
穴
』
は
、
室
町
時
代
に
作
ら
れ
た
御
伽
草
子
の
一
つ
で
、

富
士
山
麓
に
実
際
に
あ
る
溶
岩
洞
窟
を
舞
台
と
し
た
、
仁
田
忠
常
（
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぱ
こ

一
六
七
年
～
一
二
〇
三
年
）
の
異
界
巡
歴
謹
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
は
室

町
時
代
末
の
古
写
本
の
他
、
江
戸
時
代
に
は
版
本
、
奈
良
絵
本
、
あ
る

い

は

富
士
信
仰
の
徒
に
よ
る
写
本
群
等
、
様
々
な
形
態
と
な
っ
て
伝
わ
っ

て

お
り
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い
る
。

　
さ
て
、
そ
の
よ
う
な
中
で
、
こ
の
度
、
絵
巻
形
式
の
『
富
士
の
人
穴
』

を
入
手
し
た
の
で
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
。
決
し
て
状
態
の
よ
い
も
の
で

は
な
く
、
ま
た
、
内
容
も
前
半
の
み
の
不
完
全
な
形
で
の
伝
来
と
な
っ

て
い

る
が
、
絵
巻
と
い
う
形
式
に
つ
い
て
は
非
常
に
珍
し
い
も
の
だ
と

思
わ

れ

る
。
こ
れ
以
外
の
作
例
と
し
て
は
、
京
都
大
学
所
蔵
の
『
富
士

草
紙
』
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
冊
子
本
を
解
体
し
、
絵
巻
に
仕

立
て

直
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
厳
密
な
意
味
で
の
絵
巻
と
は
い
え
な

い
0
　
1
方
、
本
作
品
は
、
詞
と
絵
を
交
互
に
配
す
る
、
い
わ
ゆ
る
一
般

的
な
絵
巻
物
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
、
絵
巻
形
式
の
『
富
士
の
人
穴
』

は

他
に

は
見
ら
れ
ず
、
そ
の
意
味
で
は
貴
重
な
作
例
と
い
え
そ
う
で
あ

る
。

一、

『
富
士
の

人
穴
』
に
つ
い
て

　
『
富
士
の
人
穴
』
と
い
う
作
品
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
ね

の

か
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
『
言
継
卿
記
』
（
山
科
言
継

の

日
記
）
に
よ
れ
ば
、
大
永
七
年
（
一
五
二
七
）
↓
月
l
　
1
十
｛
（
日
の
条

に

「
ふ

し
の
人
あ
な
の
物
語
」
の
語
が
見
え
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
十

六
世
紀
前
半
に
は
知
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
存
す
る
『
富

士
の

人
穴
』
の
テ
キ
ス
ト
の
う
ち
、
年
代
の
わ
か
る
も
の
で
最
も
古
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ま
コ
こ

の

は
、
鳥
取
県
立
博
物
館
蔵
の
写
本
（
慶
長
七
年
／
一
六
〇
二
年
書
写
）

で

あ
る
。
そ
の
他
に
も
慶
長
年
間
の
も
の
が
い
く
つ
か
知
ら
れ
て
い
る

か

ら
、
こ
の
時
期
、
盛
ん
に
書
写
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
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れ
る
。

　

こ
れ
に
続
く
の
は
近
世
前
期
の
版
本
で
あ
り
、
古
活
字
版
も
含
め
る

と
十
七
世
紀
の
内
に
少
な
く
と
も
七
回
出
版
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ハ
ニ
ロ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ハ
　
へ
ご

は
、
①
古
活
字
版
、
②
寛
永
四
年
版
、
③
寛
永
九
年
版
、
④
慶
安
三
年

　
　
　
　
　
　
　
エ
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
よ
ハ
　
　

版
、
⑤
明
暦
四
年
版
、
⑥
万
治
二
年
版
、
⑦
万
治
四
年
版
で
あ
る
。
か

な
り
集
中
的
に
出
版
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
版
本

の

本
文
に

つ
い

て

は
、
漢
字
の
当
て
方
や
表
現
に
多
少
の
違
い
が
見
ら

れ

る
も
の
の
、
基
本
的
に
大
き
な
相
違
は
な
い
。
但
し
、
④
慶
安
三
年

版
に

は

お
よ
そ
I
丁
分
の
脱
文
が
見
ら
れ
、
以
降
の
版
本
に
も
そ
れ
が

引
き
継
が
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
挿
絵
に
つ
い
て
は
、
④
慶
安
三
年
版

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
大
幅
に
手
を
加
え
ら
れ
、
ま
た
、
⑤
明
暦
四
年
版
で
も
刷
新
さ
れ
て

い

る
。
こ
れ
ら
の
系
譜
は
や
や
複
雑
で
あ
る
の
で
、
以
下
に
本
文
と
挿

　
　
　
　
　
　
よ
む

絵
の
系
統
図
を
示
し
て
お
こ
う
。

【本
文
】①

②

▲
自
⑭

【
挿
絵
】

　
さ
て
、
普
通
は
版
本
化
さ
れ
る
こ
と
で
テ
キ
ス
ト
の
形
式
的
な
変
遷

は

終
わ
り
を
告
げ
る
の
だ
が
、
こ
の
『
富
士
の
人
穴
』
に
つ
い
て
は
、

少
々
事
情
が
違
う
。
端
的
に
言
え
ば
、
近
世
の
後
期
に
な
る
と
富
士
講

の

信
者
達
が
書
写
を
繰
り
返
し
た
た
め
に
、
大
量
の
写
本
が
現
代
に
伝

わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
書
写
に
よ
る
功
徳
が
強
調
さ
れ
た
こ

と
に
要
因
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
お
よ
そ
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か

け
て
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
中
に
は
近
代
に
入
っ
て
か
ら
の
作

例
も
見
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
そ
れ
ら
「
信
仰
の
た
め
の
書
」
と
は
別
に
、
奈
良
絵
本
な
ど

の

絵
入
豪
華
版
も
作
ら
れ
た
。
版
本
の
本
文
と
絵
を
も
と
に
し
た
、
手

描
き
に
よ
る
一
点
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
テ
キ
ス
ト
の
変
遷
を

ま
と
め
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

近
世
初
期

近
世
前
期

近
世
後
期

園一閨一園

　　　　　　　↓

　
今
回
紹
介
す
る
絵
巻
は
、
「
奈
良
絵
本
等
」
の
あ
た
り
に
位
置
付
け

ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
既
成
の
版
本
の
テ

キ
ス
ト
と
挿
絵
を
利
用
し
た
、
手
描
き
の
作
品
の
ひ
と
つ
と
い
う
こ
と

に

な
ろ
う
。
但
し
、
先
述
の
通
り
、
絵
巻
形
式
の
『
富
士
の
人
穴
」
は
、

管
見
の

限

り
本
作
品
だ
け
で
あ
る
。
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二
、
絵
巻
『
富
士
の
人
穴
』
の
解
説
と
翻
刻
（
前
半
）

　
本
絵
巻
（
紙
本
著
色
）
は
、
二
〇
一
九
年
六
月
に
大
分
県
の
古
物
商

か

ら
入
手
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
紙
部
分
の
題
籏
に
は
「
常
信
筆
絵
詞

之
巻
物
」
と
あ
る
が
、
内
容
か
ら
見
て
『
富
士
の
人
穴
』
の
伝
本
の
ひ

と
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
旧
蔵
者
は
、
佐
賀
大
学
初
代
学
長

の
西
久
光
氏
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
す
で
に
他
界
さ
れ
て
い
る
の
で
、

伝
来
等
に
つ
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
法
量
に
つ
い
て
は

以
下
の

通
り
と
な
る
。

　
　
縦
‖
二
七
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
o

　
　
横
1
1
十
五
・
一
メ
ー
ト
ル
o

　
　

図
H
九
図

　
本
紙
の
最
後
の
部
分
に
は
「
常
信
」

奥
付
が
な
い
こ
と
か
ら
、
中
巻
、

る
。

　
　
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、

も
し
く
は
下
巻
の
存
在
が
想
定
さ
れ

　
翻

刻
に
際
し
て
は
、
可
能
な
限
り
原
文
通
り
に
記
す
こ
と
を
心
懸
け

た

が
、
便
宜
上
、
句
読
点
を
加
え
て
あ
る
。
ま
た
、
漢
字
は
概
ね
現
行

の

字
体
に
改
め
、
本
文
の
誤
り
が
疑
わ
れ
る
箇
所
に
は
、
右
傍
に
（
マ

マ

）

と
記
し
k
）
o
　
r
本
文
」
の
他
に
、
「
口
語
訳
」
、
F
語
釈
」
、
r
絵
」
の

解
説
等
も
付
け
た
。

［本
文
0
1
］

そ

も
そ
も
し
や
う

抑
正
治
元
年
四

月
三
日
と
申
に
、
頼
家
の
か
う
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
　
ピ
　

　
殿
、
和
田
の
平
太
を
あ
し
て
仰
け
る
は
、
い
か
に
平
太

　
う
け
た
ま
に
　
　
　
　
　
　
　
き
く
ふ
し

　
承

れ
。
む
か
し
よ
り
を
と
に
聞
冨
士
の
人
あ
な
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
ジ
ご
ざ

　
申
せ
共
、
い
ま
た
聞
た
る
ば
か
り
に
て
見
る
こ
と

　
の

さ
ら
に
な
し
。
さ
れ
ば
此
あ
な
に
い
か
な
る
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
い

　
し
ぎ
な
る
こ
と
の
有
ら
ん
。
な
ん
ぢ
入
て
見
て
参

　
　
　
　
お
ほ
せ
あ
り

　
れ

と
仰
有
け
れ
ば
、
か
し
こ
ま
り
て
申
や
う
、
是
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
ユ
ロ
リ

　
お

も
ひ
も
よ
ら
ぬ
一
大
じ
の
御
こ
と
を
仰
け
る

　

も
の
か
な
。
て
ん
を
か
く
る
つ
ば
さ
、
地
を
は
し
る
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
せ

　
た
も
の
を
と
り
て
ま
い
ら
せ
よ
と
の
仰
に
て
候
は
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

　
い

と
や
す
き
御
こ
と
に
て
候
へ
と
も
、
是
は
い
か
s
候
べ

　

き
や
ら
ん
。
い
か
に
し
て
ひ
と
あ
な
へ
入
て
又
二
た
s
ひ

　
　
　
　
　
　
ぶ
へ
る

　
と
も
た
ち
返
る
道
な
ら
ば
こ
そ
と
申
あ
げ
け
れ

　
　
　
よ
り
い
ヘ
セ
ひ
お
ほ
ゴ
ロ
　
い

　
ば
、
頼
家
か
さ
ね
て
是
非
土
ハ
と
仰
け
れ
ば
、
御
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち

　

を
そ
む
き
が
た
く
て
、
二
つ
な
き
命
を
は
き
み
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
へ

　
参
ら
せ
ん
と
り
や
う
し
や
う
申
、
御
前
こ
そ
た
＼
れ

　
け
る
。

［口
語
訳
］

　
さ
て
、
正
治
元
年
四
月
三
日
と
申
す
日
に
、
頼
家
の
督
殿
が
和
田
の

平
太

を
召
し
寄
せ
て
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
に
は
、
「
お
い
平
太
、
聞
く
の

だ
。
昔
か
ら
噂
に
聞
く
富
±
の
人
穴
と
申
す
も
の
が
あ
る
が
、
い
ま
だ

人
づ
て
に

聞
く
だ
け
で
一
度
も
見
た
こ
と
が
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
、
こ

の

穴
の
中
に
ど
の
よ
う
な
不
思
議
な
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
（
と
思
っ

て
い

る
）
。
お
前
、
穴
に
入
っ
て
見
て
く
る
の
だ
。
」
と
の
仰
せ
が
あ
っ
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た
の
で
、
（
和
田
の
平
太
が
）
平
伏
し
て
申
し
上
げ
る
こ
と
に
は
、
「
こ

れ

は
思
い
も
よ
ら
な
い
大
変
な
任
務
を
ご
命
令
に
な
っ
た
こ
と
で
す
な

あ
。
空
を
飛
ぶ
鳥
や
、
地
を
走
る
獣
を
捕
っ
て
こ
い
と
い
う
仰
せ
で
し

た

ら
簡
単
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
回
の
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
い

た

し
ま
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
な
ん
と
か
し
て
人
穴
へ
入
っ
て
、

再
び

地
上
に

戻

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
し
た
ら
（
行
く
の
で
す
が
）
。
」

と
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
頼
家
は
重
ね
て
「
ぜ
ひ
と
も
（
行
っ
て
く

れ
）
o
」
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
、
命
令
に
背
く
こ
と
は
で
き
ず
、
た
っ
た

1
つ
の

我
が
命
は

主
君
に

差

し
上
げ
よ
う
と
（
覚
悟
を
決
め
て
）
了
承

申
し
上
げ
、
御
前
か
ら
退
出
し
た
。

［語
釈
］

r正
治
元
年
四

月
三
日
」
1
1
一
一
九
九
年
四
月
三
日
。
『
吾
妻
鏡
』
で

は
、
建
仁
三
年
（
一
1
1
0
三
）
六
月
一
日
の
条
に
、
伊
東
崎
の
洞
窟

（現
伊
東
市
の
「
穴
の
原
溶
岩
洞
穴
」
か
）
探
検
の
記
録
が
見
ら
れ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
源
頼
家
の
命
で
和
田
胤
長
が
洞
内
に
入
り
、
大
蛇
を

退
治
し
た
と
い
う
。

r頼
家
」
‖
源
頼
家
。
父
頼
朝
の
死
後
、
鎌
倉
殿
の
地
位
を
引
き
継
い

だ
。　

　
　
　
　
　
　
　
か
み

Fか
う
の
殿
」
　
＝
＝
　
r
督
の
殿
」
の
ウ
音
便
。
正
治
二
年
（
一
1
1
0
0
）
、

源
頼
家
は
従
三
位
左
衛
門
督
と
な
っ
て
お
り
、
「
督
の
殿
」
と
称
し
た
。

F和
田
の
平
太
」
1
1
和
田
胤
長
。
義
長
の
子
で
、
義
盛
の
甥
に
あ
た
る
。

［絵
0
1
］

　
源
頼
家
と
和
田
胤
長
（
「
和
田
の
平
太
」
）
の
対
面
の
場
面
。
頼
家
の

邸
宅
を
斜
め
上
か
ら
傭
臓
す
る
構
図
で
描
か
れ
て
い
る
。
対
面
の
部
屋

に

は
、
頼
家
と
胤
長
の
他
に
、
侍
が
五
人
、
小
姓
が
一
人
控
え
て
い
る
。

ま
た
、
部
屋
の
外
に
も
侍
が
四
人
見
え
る
。
寝
殿
造
（
主
殿
造
）
の
庭

に

は
池
が
あ
り
、
中
島
に
松
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。
板
塀
越
し
に
は
柳

の

木
が
描
か

れ
、
隙
間
か
ら
は
赤
い
花
も
見
え
て
い
る
。

［本
文
0
2
］

よ
し
も
り

義
盛
の
し
ゆ
く
し
よ
に
参
り
、
き
こ
し
め
せ
、
平
太

　
　
　
　
　
　
　
　
う
け
た
ま
は
り

こ
そ
君
の
御
の
ぞ
み
を
承
て
冨
士
の
ひ
と
あ
な

へ
入
申
候
と
ま
ふ
す
。
よ
し
も
り
き
こ
し
め
し

そ
れ
大
事
の
御
の
ぞ
み
や
。
自
然
の
こ
と
の
有
な

ら
ば
、
し
せ
ん
ず
る
は
一
定
な
り
。
人
を
も
つ
れ

て

行
へ
き
道
に
あ
ら
ず
。
た
＼
一
人
い
る
へ
き
と
て

な
み
た
を
な
か
し
給
ふ
。
や
、
有
て
義
盛
お
ほ
せ

け
る
は
、
あ
ひ
か
ま
へ
て
平
太
と
の
高
名
し
給
へ
。

わ

れく
が
一
も
ん
の
名
ば
し
く
た
し
給
ふ
な
と

仰
せ
け
れ
ば
、
承
り
候
と
て
な
み
だ
を
う
か
べ
て
有
け
る

所

に
、
あ
さ
い
な
の
三
郎
来
り
て
こ
の
よ
し
を
見
る

よ
り
も
、
四
し
や
く
八
寸
あ
り
け
る
い
か
も
の
つ
く
り
の

太

刀
を
は
き
、
は
ゴ
き
も
と
四
五
寸
く
つ
ろ
げ
ひ
ざ

の

う
へ
に
か
き
の
せ
、
平
太
を
は
た
と
に
ら
ん
で
、
な
ん
ぢ

ほ

と
お
と
こ
が
ま
し
き
も
の
世
に
あ
ら
じ
。
日
本

国
の
諸
さ
ふ
ら
ひ
の
見
る
処
に
て
、
な
き
が
ほ
人
に
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見

す
る
こ
と
こ
そ
み
れ
ん
の
し
だ
ひ
な
り
。
あ
れ
程

　
の
お

v
び
や
う
も
の
を
一
も
ん
の
中
に
を
け
ば
、
そ
れ

　
に

ひ

か

さ
れ
て
お
く
び
や
う
に
な
る
と
申
こ
と
有
。
そ

　

こ
も
と
罷
た
て
と
申
。
平
太
き
、
て
、
い
か
に
あ
さ
い
な

　
ど
の
、
お
く
び
や
う
な
り
と
も
人
あ
な
を
見
ず
は
罷
帰

　
る
ま
じ
き
也
。
御
心
や
す
く
お
ぼ
し
め
す
べ
し
。

　

あ
さ
い
な
ど
の
、
と
て
出
に
け
り
。
あ
さ
い
な
聞
て
か
ら
く

　

と
う
ち
わ
ら
ひ
、
さ
れ
と
も
平
太
ど
の
、
は
し

　

る
む
ま
に
む
ち
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。
千
し
ほ
に
染
る

　

く
れ
な
い
も
そ
む
る
に
よ
つ
て
色
を
ま
す
。
な
に
が
し
も

　
み

つ

ぎ
た
く
は
思
へ
と
も
、
た
ゴ
一
人
さ
＼
れ
た
る
あ
い
だ

　
み

つ
か

ぬ

な
り
。
あ
ひ
か
ま
へ
て
こ
の
た
び
は
高
名

　
を
し
て
わ
れ
く
が
一
も
ん
の
名
を
あ
け
給
へ
と
い
ふ
。

［口
語
訳
］

　
（
平
太
は
）
伯
父
の
義
盛
の
屋
敷
に
参
上
し
、
F
お
聞
き
く
だ
さ
い
。

私
平
太
は

主
君
頼
家
様
の
お
望
み
を
承
り
、
富
士
の
人
穴
へ
入
る
こ
と

に

な
り
ま
し
た
。
」
と
申
し
上
げ
た
。
義
盛
は
こ
れ
を
お
聞
き
に
な
り
、

Fそ
れ

は
容
易
で
な
い
ご
希
望
で
あ
る
な
あ
。
万
が
l
の
こ
と
が
あ
れ

ば
、
死
ぬ
の
は
確
実
で
あ
る
よ
。
家
来
を
連
れ
て
行
く
べ
き
で
は
あ
る

ま
い
。
お
前
一
人
で
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
そ
。
」
と
言
っ
て
涙
を

お

流

し
に
な
る
。
し
ば
ら
く
の
沈
黙
の
後
、
義
盛
が
お
っ
し
ゃ
る
こ
と

に

は
、
「
全
力
を
尽
く
し
て
、
平
太
殿
よ
、
手
柄
を
お
立
て
な
さ
い
。

ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
我
々
一
門
の
名
誉
を
傷
つ
け
な
さ
い
ま
す
な
。
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
（
平
太
は
）
「
承
知
し
ま
し
た
。
」
と
言
っ
て

涙

を
浮
か
べ
た
。
す
る
と
そ
こ
に
従
兄
弟
の
朝
比
奈
三
郎
義
秀
が
や
っ

て
来

て
、
こ
の
様
子
を
見
る
や
い
な
や
、
四
尺
八
寸
も
あ
る
厳
め
し
v

作
っ
た
太
刀
を
腰
に
下
げ
、
鍔
元
を
四
五
寸
緩
め
て
膝
の
上
に
載
せ
、

平
太

を
ぐ
っ
と
睨
ん
で
、
「
お
前
ほ
ど
男
ら
し
い
者
は
こ
の
世
に
い
な

い

は
ず
だ
。
（
そ
れ
な
の
に
）
日
本
の
侍
た
ち
が
見
て
い
る
前
で
泣
き

顔
を

見
せ

る
な
ど
、
ま
こ
と
に
残
念
な
こ
と
だ
。
こ
ん
な
臆
病
者
を
一

門
の
中
に
置
い
て
お
く
と
、
そ
れ
に
影
響
さ
れ
て
臆
病
に
な
る
者
が
出

て

く
る
や
も
し
れ
ぬ
。
お
前
な
ど
さ
っ
さ
と
出
て
行
け
。
」
と
申
し
上

げ
る
。
平
太
は
そ
れ
を
聞
い
て
、
「
な
ん
と
ま
あ
、
朝
比
奈
殿
よ
。
い

く
ら
臆
病
で
あ
っ
て
も
、
人
穴
を
探
索
せ
ず
に
立
ち
戻
っ
て
く
る
こ
と

は

あ
り
ま
せ
ん
ぞ
。
ご
安
心
な
さ
い
ま
せ
、
朝
比
奈
殿
。
」
と
言
っ
て

出
て
行
こ
う
と
し
た
。
朝
比
奈
は
そ
れ
を
聞
い
て
、
か
ら
か
ら
と
声
を

立
て

て
笑
い
、
「
し
か
し
、
平
太
殿
よ
。
走
る
馬
に
さ
ら
に
鞭
を
打
つ
、

と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
何
度
も
染
あ
た
紅
の
色
も
更
に
染

め
続
け
る
こ
と
で
よ
り
鮮
や
か
な
色
と
な
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
私
も
支

援

し
た
い
と
は
思
う
の
で
あ
る
が
、
た
だ
一
人
、
お
主
が
任
命
さ
れ
て

い

る
間
は
支
援
し
な
い
で
お
く
そ
。
力
を
尽
く
し
て
こ
の
任
務
で
手
柄

を
立
て
て
、
我
々
一
門
の
名
を
あ
げ
な
さ
い
ま
せ
。
」
と
言
う
の
で
あ
っ

た
。［語

釈
］

「
義
盛
」
1
1
和
田
義
盛
。
胤
長
の
伯
父
に
あ
た
る
。
源
頼
朝
に
仕
え
、

幕
府
の
重
臣
の
一
人
と
な
る
も
、
最
後
は
北
条
氏
に
亡
ぼ
さ
れ
た
（
和
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田
合
戦
）
。

F
あ
さ
い
な
の
三
郎
」
1
1
朝
比
奈
三
郎
義
秀
。
和
田
義
盛
の
三
男
。
胤

長
の
従
兄
弟
に
あ
た
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
か
も
の
つ
く

r
い

か

も
の
つ
く
り
の
太
刀
」
B
「
厳
物
作
り
の
太
刀
」
。
外
装
を
厳

め

し
く
こ
し
ら
え
た
太
刀
。

F
は
ゴ
き
も
と
」
1
1
刀
剣
な
ど
の
つ
ば
も
と
。

Fみ
れ
ん

の

し
だ
ひ
」
　
－
r
未
練
の
次
第
」
で
、
こ
こ
は
「
ま
こ
と
に

残
念

な
こ
と
だ
」
と
理
解
し
て
お
い
た
。
但
し
、
r
未
熟
者
が
す
る
こ

と
だ
」
と
も
解
釈
で
き
る
か
。

Fは
し
る
む
ま
に
む
ち
」
‖
「
走
る
馬
に
鞭
」
。
よ
い
上
に
も
さ
ら
に

よ
く
す
る
こ
と
。

F千
し
ほ
に
染
る
く
れ
な
い
も
そ
む
る
に
よ
つ
て
色
を
ま
す
」
1
1
よ
い

も
の
で
も
、
さ
ら
に
心
を
配
る
こ
と
で
、
よ
り
立
派
な
も
の
に
な
る
。

［絵
0
2
］

　
和
田
義
盛
と
胤
長
の
対
面
の
場
面
。
胤
長
が
義
盛
の
屋
敷
に
参
上
し
、

頼
家
か

ら
人
穴
探
索
の
命
を
受
け
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
そ
れ
を

聞
き
、
義
盛
は
涙
し
て
い
る
。
ま
た
、
従
兄
弟
の
朝
比
奈
三
郎
義
秀
が

す
ご
ん
で
い
る
様
子
も
躍
動
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
胤
長
の
姿
は
、
そ

の

義
秀
に

対

し
て
返
事
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
ろ
う
。
部
屋
の

外
に

は

そ
の
様
子
を
み
て
い
る
侍
二
人
が
描
か
れ
て
い
る
。
非
常
に
本

文
に

忠
実

な
描
写
と
言
え
る
。
ま
た
、
別
の
部
屋
で
は
、
刀
の
手
入
れ

を
す
る
武
士
が
三
人
描
か
れ
て
い
る
。
武
家
の
屋
敷
で
あ
る
こ
と
を
描

き
出
そ
う
と
し
た
工
夫
で
あ
ろ
う
。

［本
文
0
3
］

　
平
太
か
其

日
の
し
や
う
そ
く
は
、
い
つ
よ
り
も
は
な
や
か
な

　

り
o
は
だ
に
は
白
き
か
た
ひ
ら
の
わ
き
ふ
か
く
と
か
せ
、

　
み

な
し
ろ
お
り
て
一
か
さ
ね
、
中
白
の
ひ
た
た
れ
の

　

す
そ

を
む
す
ん
で
か
た
に
か
け
、
は
か
ま
の
く
＼
り
を

　
高

く
ゆ
い
、
し
ろ
か
ね
の
と
う
か
ね
に
、
あ
か
ぎ
の
つ
か

　
に

き
ん
ぶ
く
り
ん
か
け
さ
せ
、
だ
み
た
る
扇
さ
し
そ
へ

　

し
や
く
だ
う
作
り
の
太
刀
二
ふ
り
か
さ
ね
て
は
き
、

　
た

い

松
十
六
も
た
せ
、
人
六
人
つ
れ
て
き
み
の

　
御
前
に
参
り
て
、
御
い
と
ま
と
申
、
諸
国
の
侍
達
へ

　
暇
申
、
コ
ニ
日
と
申
む
ま
の
刻
に
帰
り
申
へ
し
。
そ
れ
す
き

　
候

は
、
い
は
や
に
て
し
、
た
る
と
お
ほ
し
め
せ
」
と
申
。

　
す
て
に
岩
屋
へ
入
に
け
り
。
諸
人
是
を
見
て
「
あ
つ

　
は

れ

弓
矢
と
り
の
な
ら
ひ
ほ
と
世
に
あ
わ
れ
な
る

　

こ
と
は
な
し
」
と
み
な
く
申
許
な
り
。

［口
語
訳
］

　
平
太
の

出
発
の
日
の
衣
裳
は
、
い
つ
も
よ
り
華
や
か
で
あ
る
。
肌
に

は
白
い
帷
子
で
脇
を
深
く
解
か
せ
た
も
の
を
着
て
、
そ
の
白
い
単
衣
を

折
っ
て
も
う
一
重
ね
し
、
中
白
の
直
垂
の
裾
を
結
ん
で
肩
に
掛
け
、
袴

の

括

り
を
高
く
結
い
上
げ
、
銀
の
胴
金
を
付
け
た
赤
木
作
り
の
柄
に
金

覆
輪
を
施
し
、
彩
色
さ
れ
た
扇
を
持
っ
た
上
で
、
赤
銅
造
り
の
太
刀
二

本

を
重
ね
て
腰
に
差
し
、
松
明
を
十
六
本
持
た
せ
て
、
六
人
の
部
下
を

連
れ

て

頼
家
の
御
前
に
参
上
し
、
行
っ
て
参
り
ま
す
と
申
し
上
げ
、
諸
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国
の
侍
た
ち
に
も
次
の
よ
う
に
別
れ
の
挨
拶
を
し
た
。
コ
ニ
日
後
の
午

の

刻
に
帰
っ
て
く
る
つ
も
り
で
お
り
ま
す
。
も
し
そ
の
刻
限
を
過
ぎ
ま

し
た
ら
、
岩
屋
の
中
で
死
ん
だ
も
の
と
お
思
い
く
だ
さ
れ
」
と
申
し
上

げ

た
。
そ
う
し
て
あ
っ
と
い
う
間
に
岩
屋
へ
入
っ
て
い
っ
た
。
周
り
の

人
た

ち
は
こ
の
様
子
を
見
て
、
「
あ
あ
、
武
士
の
し
き
た
り
ほ
ど
こ
の

世
に
感
慨
深
い
も
の
は
な
い
よ
」
と
み
な
口
々
に
申
す
ば
か
り
で
あ
る
。

［語
釈
］

Fみ
な
し
ろ
」
1
1
「
皆
白
」
。
全
部
白
色
で
あ
る
こ
と
。

F中
白
」
1
1
中
央
の
部
分
が
白
い
こ
と
。

r
と
う
か
ね
」
‖
「
胴
金
」
。
刀
の
柄
、
鞘
の
合
わ
せ
の
割
れ
る
の
を

防
ぐ
た
め
に
は
め
た
幅
広
の
鎧
。

r
あ
か
ぎ
の
つ
か
」
‖
「
赤
木
の
柄
」
。
刀
剣
の
柄
を
、
漆
を
塗
ら
な

い

で
赤
地
の
ま
ま
の
花
欄
の
材
で
作
っ
た
も
の
。

「
き
ん
ぶ
く
り
ん
」
1
1
「
金
覆
輪
」
。
覆
輪
の
1
種
。
装
飾
と
し
て
金

で
縁
取
り
し
た
も
の
。

「
し
や
v
だ
う
作
り
」
1
1
「
赤
銅
造
」
。
刀
剣
の
装
飾
品
を
赤
銅
で
作
っ

た
も
の
。

［絵
0
3
］

　
和
田
胤
長
の
出
発
の
場
面
。
画
面
右
端
に
見
え
る
の
は
、
頼
家
の
邸

宅

な
の
で
あ
ろ
う
。
侍
の
姿
が
四
人
確
認
で
き
る
。
中
で
は
、
胤
長
が

出
発
の
挨
拶
を
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
左
側
に
は
、
諸
国

の

侍
た
ち
が
十
人
お
り
、
胤
長
の
出
発
を
見
送
っ
て
い
る
。
当
の
胤
長

は
、
本
文
の
内
容
通
り
、
中
白
の
直
垂
を
身
に
纏
い
、
赤
木
で
金
覆
輪

を
施
し
た
刀
を
腰
に
差
し
、
扇
を
持
っ
た
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、

そ
の
先
の
松
林
に
は
、
六
人
の
部
下
が
松
明
や
武
器
を
持
っ
て
控
え
て

い

る
。
画
面
左
端
に
は
駿
河
湾
が
描
か
れ
、
さ
ら
に
そ
の
先
に
は
こ
れ

か

ら
向
か
う
富
士
山
が
見
え
て
い
る
。

［本
文
0
4
］

さ
て
岩
屋
の
う
ち
へ
一
町
は
か
り
入
て
見
れ
は
、

口

よ
り
く
わ
ゑ
ん
を
出
し
た
る
く
ち
な
は
、
す
の
こ

を
か
き
た
る
こ
と
く
な
り
。
そ
れ
を
と
び
こ
へ
く

行
て
み

れ

は
、
な
ま
く
さ
き
風
吹
て
お
そ
ろ
し

き
こ
と
か
き
り
な
し
。
か
た
わ
ら
を
見
れ
は
、
年

の

よ
は
ひ
十
七
八
な
る
女
ば
う
、
十
二
ひ
と
へ
を

ひ

き
か
さ
ね
、
紅
の
は
か
ま
を
ふ
み
し
た
き
て

三
十
二
さ
う
を
具
足
し
て
、
た
け
な
る
か
ん
ざ
し

は
せ
ひ
た
い
か
た
て
い
た
に
こ
う
ろ
き
の
墨
を

す
り
な
か
し
た
る
こ
と
く
也
。
白
か
ね
の
は
た

あ
し
に
、
こ
か
ね
の
樋
を
も
つ
て
は
た
を
お
り

給
へ
り
。
か
り
う
び
ん
な
る
こ
は
ね
に
て
「
な
に
も

の

な
れ
ば
、
わ
か
す
み
か
へ
き
た
れ
る
ぞ
」
と
有

け
れ
は
、
平
太
承
り
、
「
か
ま
く
ら
殿
よ
り
御
使
に

三
浦
の
一
ぞ
く
和
田
の
平
太
と
申
も
の
に
て
候
」

と
申
。
女
ば
う
き
こ
し
め
し
、
r
た
と
へ
な
に
の
つ
か
ひ

な
り
と
も
、
み
つ
か
ら
が
前
を
は
通
す
ま
し
き
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な
り
。
そ
れ
を
お
か
し
て
と
を
る
な
ら
は
、
た
ち
ま
ち

　
に

命

を
と
る
へ
し
。
是
よ
り
帰
り
給
へ
。
み
つ
か
ら

　

は
し
恨
み
給
ふ
な
よ
。
そ
れ
を
い
か
に
と
申
に
、
な
ん

　
ぢ

は

す

で
に

仏
法
に

て

き
を
な
し
た
り
し

　
守
屋
の
大
臣
に
は
九
代
の
末
也
」
と
お
ほ
せ
も

　
は

て
ぬ

に
、
い
は
や
の
お
く
よ
り
風
ふ
き
い
て
、
一

　
も
み
も
ん
て
吹
か
と
思
へ
ば
、
た
ち
所
も
た
ま

　

ら
す
、
岩
屋
の
口
へ
ふ
き
い
だ
さ
れ
て
、
お
ほ
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
こ

　

ら
は
に
吹
み
だ
れ
て
や
、
や
う
く
た
ち
あ
が
ら
ん

　
と
す
る
所
に
、

［ロ
語
訳
］

　
そ

う
し
て
、
岩
屋
の
中
へ
一
町
ほ
ど
入
っ
て
み
る
と
、
口
か
ら
炎
を

吹
き
出
し
て
い
る
蛇
が
、
簑
の
子
を
か
ぶ
せ
た
よ
う
に
た
く
さ
ん
い
る
。

そ
れ
を
飛
び
越
え
飛
び
越
え
進
ん
で
ゆ
く
と
、
生
臭
い
風
が
吹
い
て
き

て
、
恐
ろ
し
い
こ
と
こ
の
上
な
い
。
ふ
と
傍
ら
を
見
る
と
、
年
の
頃
が

十
七
八
歳
の
女
性
が
い
る
。
十
二
単
を
重
ね
着
て
、
紅
色
の
袴
を
踏
み

乱

し
v
　
l
切
の
美
し
さ
を
兼
ね
備
え
、
身
の
丈
ほ
ど
も
あ
る
髪
の
毛

は
、
青
黛
の
色
を
し
た
立
板
に
、
さ
ら
に
香
炉
木
の
墨
を
摺
り
流
し
た

よ
う
に
黒
く
美
し
い
の
で
あ
る
。
（
女
性
は
）
銀
製
の
機
織
り
機
で
、

金
の

秤

を
使
っ
て
機
を
織
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
そ
し
て
、
迦
陵
頻
伽

の

よ
う
な
美
し
い
声
で
、
「
何
者
だ
と
い
っ
て
、
私
の
住
処
へ
や
っ
て

来
た

の

だ

（
お
前
は
い
っ
た
い
誰
で
、
ど
う
し
て
私
の
住
処
に
や
っ
て

来

た
の
だ
）
」
と
い
う
の
で
、
平
太
は
そ
れ
を
お
聞
き
し
て
、
「
鎌
倉
殿

（頼
家
）
か
ら
の
お
使
い
で
、
1
1
1
f
f
．
　
1
族
の
和
田
の
平
太
と
い
う
も
の

で

ご
ざ
い
ま
す
」
と
申
し
上
げ
た
。
女
は
そ
れ
を
お
聞
き
に
な
り
、

F
た
と
え
誰
の
使
い
で
あ
っ
て
も
、
私
の
前
を
通
す
わ
け
に
は
い
か
な

い

の

だ
。
そ
の
掟
を
破
っ
て
通
る
と
い
う
な
ら
ば
、
す
ぐ
に
お
前
の
命

を
取
っ
て
や
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
お
帰
り
な
さ
い
。
決
し
て
私
を
恨
み
な

さ
る
な
よ
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
か
と
言
え
ば
、
お
前
は
す

で
に

仏
法
に

刃
向
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
守
屋
の
大
臣
の
九
代
末
の

子
孫

な
の
だ
か
ら
」
と
仰
せ
終
わ
ら
ぬ
う
ち
に
、
岩
屋
の
奥
か
ら
風
が

吹
い
て
き
て
、
一
回
激
し
く
吹
い
た
か
と
思
う
と
、
立
っ
て
い
る
こ
と

が

で

き
ず
に
、
岩
屋
の
入
口
ま
で
吹
き
出
さ
れ
て
し
ま
い
、
髪
も
衣
服

も
吹
き
乱
れ
て
、
何
と
か
立
ち
上
が
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、

［語
釈
］

Fふ
み

し
だ
く
」
1
1
強
く
踏
む
。
ま
た
、
裾
を
踏
み
つ
け
て
歩
く
o

F三
十
二

さ
う
」
‖
コ
ニ
十
二
相
」
。
仏
の
身
に
備
わ
る
三
十
二
種
の

美
し
い
姿
や
形
。
転
じ
て
、
女
性
の
理
想
的
な
美
の
す
べ
て
。

F
た
け
な
る
か
ん
ざ
し
」
1
1
「
丈
な
る
髪
」
。
身
の
長
に
余
る
ほ
ど
の

長
い
髪
。
豊
か
な
髪
。

rせ
ひ

た
い
か
た
て
い
た
に
こ
う
ろ
き
の
墨
」
1
1
「
青
黛
が
立
板
に
香

炉
木
の
墨
」
。
青
黒
色
の
立
板
に
流
し
た
香
り
高
い
墨
。
美
し
い
黒
髪

の

形
容
し
て
い
っ
た
も
の
。

F
は
た
あ
し
」
1
1
「
機
足
」
。
機
織
り
機
。

　
　
　
　
　
ひ

F樋
」
1
1
「
拝
」
で
、
機
織
用
具
の
一
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

り
よ
う
び
ん
が

rか
り
う
び
ん
」
1
1
「
迦
陵
頻
伽
」
の
こ
と
。
雪
山
あ
る
い
は
極
楽
浄
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土
に

い

る
想
像
上
の
鳥
。
美
し
い
声
で
法
を
説
く
と
い
う
。

コ
1
1
f
f
．
の
　
1
’
S
P
　
v
」
　
＝
和
田
氏
は
、
相
模
国
を
拠
点
と
す
る
三
浦
氏
の

一族
。

r守
屋
の
大
臣
」
1
1
物
部
守
屋
の
こ
と
。
仏
法
を
排
斥
す
る
こ
と
を
主

張

し
、
蘇
我
馬
子
と
対
立
し
た
。

［絵
0
4
］

　
胤
長
の
洞
窟
探
検
の
場
面
。
画
面
右
半
分
は
、
口
か
ら
炎
を
吐
く
蛇

の

大
群
に

遭
遇

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
松
明
を
持
っ
た
部
下
た
ち
が
そ

れ

を
照
ら
し
出
し
て
い
る
。
画
面
左
半
分
は
、
機
を
織
る
女
に
追
い
返

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
長
い
黒
髪
の
女
が
十
二
単
を
着
て
機
織
り
機

に

腰
掛

け
機
を
織
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
る
。
胤
長
た
ち
は
大
風

に

吹
か
れ
、
入
口
側
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
。

［本
文
0
5
］

岩
屋
の
う
ち
よ
り
か
ら
ひ
た
る
こ
ゑ
に
て

Fな
ん
ち
か
年
は
十
八
歳
也
。
1
i
l
十
　
1
と
い
は
ん

は
る
の
こ
ろ
、
し
な
の
、
国
の
住
人
、
和
泉
の

三
郎

と
申
も
の
に
か
た
ら
ひ
て
、
ゆ
へ
な

き
む
ほ
ん
を
お
こ
し
て
う
た
れ
ん
こ
と
は

一
定

な
り
」
と
よ
ば
わ
り
て
、
雷
電
し
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
マ
こ

は
、
お
そ
ろ
し
こ
と
か
き
り
な
し
。
さ
て
岩

屋

よ
り
罷
帰
り
て
、
か
ま
く
ら
殿
へ
参
り
、
此

由
を
申
す
。
い
は
や
の
ふ
し
き
共
さ
ま
く
に

　
申
け
れ
ば
、

［口
語
訳
］

　
岩
屋
の

奥
の

方
か

ら
し
わ
が
れ
た
声
で
、
「
お
前
の
年
は
十
八
歳
で

あ
る
な
。
1
1
1
十
　
1
歳
に
な
っ
た
春
の
頃
、
信
濃
国
の
住
人
で
あ
る
和
泉

の

三
郎
と
申
す
も
の
と
結
託
し
て
、
深
く
考
え
も
せ
ず
謀
反
を
起
こ
し

て

討
た
れ
る
こ
と
は
、
確
か
な
こ
と
で
あ
る
ぞ
」
と
大
声
で
言
い
、
雷

電
が
起

こ
っ
た
の
で
、
恐
ろ
し
い
こ
と
こ
の
上
な
い
。
そ
う
し
て
岩
屋

か

ら
退
出
し
て
帰
っ
て
き
て
、
頼
家
の
も
と
に
参
上
し
、
事
の
次
第
を

申
し
上
げ
る
。
岩
屋
で
の
不
思
議
な
出
来
事
を
様
々
に
申
し
上
げ
る
と
、

［語
釈
］

F和
泉
の
三
郎
」
1
1
泉
親
衡
の
こ
と
。
源
頼
家
の
遺
児
（
千
手
丸
）
を

将
軍
に

擁
立

し
、
北
条
氏
の
打
倒
を
計
画
し
た
が
、
事
前
に
露
顕
し
失

敗
に

終
わ
っ
た
（
泉
親
衡
の
乱
）
。
こ
の
際
、
胤
長
も
捕
ら
え
ら
れ
て

い
る
。

［絵
0
5
］

　
頼
家
へ
の
報
告
の
場
面
。
洞
窟
か
ら
出
て
き
た
胤
長
が
、
頼
家
の
屋

敷
へ
参
上
し
、
洞
窟
探
検
の
結
果
を
報
告
し
て
い
る
。
扇
を
持
っ
た
頼

家

は
、
身
を
乗
り
出
し
て
聞
い
て
い
て
い
る
。
筆
貝
の
子
の
上
に
い
る
侍

た
ち
四
人
も
、
興
味
深
げ
で
あ
る
。

お

わ

り
に

　
本
絵
巻
は
、
江
戸
時
代
の
版
本
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
絵

を

挿
入
す

る
箇
所
は
、
寛
永
四
年
版
（
も
し
く
は
古
活
字
版
）
と
一
致

一
39　一



し
て
お
り
、
図
柄
に
つ
い
て
も
、
版
本
の
挿
絵
を
基
本
と
し
つ
つ
、
絵

巻
の

特
性

を
生
か
し
た
豊
か
な
画
面
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
和

田
胤
長
に
す
ご
む
朝
比
奈
三
郎
義
秀
の
躍
動
感
や
、
版
本
に
は
描
か
れ

な
い
機
を
織
る
女
の
姿
な
ど
か
ら
は
、
絵
師
の
工
夫
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
残
念
な

が

ら
紙
面
の
関
係
で
、
今
回
は
前
半
の
第
五
段
ま
で
の
紹
介

と
な
る
。
後
半
部
分
は
、
次
号
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。
ま
た
、
こ
の

絵
巻

は
、
本
来
は
上
中
下
三
巻
、
も
し
く
は
上
下
二
巻
か
ら
な
っ
て
い

た

は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
本
絵
巻
に
続
く
巻
が
あ
る
は
ず
で

あ
る
が
、
そ
の
所
在
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
内
容
的
に
は
、
物
語
後
半

の
仁

田
忠
常
が
地
獄
め
ぐ
り
を
す
る
場
面
で
あ
る
か
ら
、
壮
大
な
地
獄

絵
図
が
展
開
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
の
か
o
実
に
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

注

（
1
）　
物
語
の
梗
概
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
の
初
S
、
和
田

　
　
平
太
胤
長
は
、
将
軍
源
頼
家
の
命
を
受
け
、
富
士
の
人
穴
を
探
索
す
る

　
　
こ
と
に
な
っ
た
。
穴
に
入
る
と
十
二
単
を
着
た
機
を
織
る
女
房
に
出
く

　
　
わ
し
、
将
来
を
予
言
さ
れ
る
や
、
大
風
が
吹
き
、
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
っ

　
　
た
。
頼
家
は
、
そ
の
報
告
で
は
満
足
で
き
ず
、
更
な
る
探
索
者
を
求
め

　
　
た
。
す
る
と
、
伊
豆
国
の
住
人
、
仁
田
忠
常
（
忠
綱
と
も
）
が
名
乗
り

　
　
を
上
げ
、
褒
美
と
引
き
換
え
に
人
穴
に
入
っ
て
い
っ
た
。
し
ば
ら
く
進

　
　
む
と
巨
大
な
毒
蛇
が
現
れ
、
行
く
手
を
阻
ん
だ
。
忠
常
が
頼
家
か
ら
賜
っ

　
　
た
太
刀
を
献
上
す
る
と
、
毒
蛇
は
童
子
姿
へ
と
変
化
し
、
浅
間
大
菩
薩

　
　
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
た
。
そ
し
て
、
娑
婆
の
連
中
は
地
獄
の
存
在
を
信

　
　
じ
て
い
な
い
よ
う
だ
か
ら
、
お
前
に
そ
れ
を
見
せ
て
や
ろ
う
と
言
い
、

　
　
忠
常
を
連
れ
て
六
道
の
世
界
を
見
て
回
る
。
す
べ
て
の
世
界
を
見
終
わ
っ

　
　
た
後
、
そ
の
証
拠
と
し
て
金
の
草
紙
を
賜
る
。
も
し
地
獄
極
楽
を
疑
う

　
　
よ
う
な
者
が
い
た
ら
そ
れ
を
見
せ
よ
、
決
し
て
自
ら
語
っ
て
は
な
ら
な

　
　
い
、
と
告
げ
ら
れ
た
。
穴
か
ら
帰
還
後
、
忠
常
は
す
ぐ
さ
ま
頼
家
に
報

　
　
告
を
す
る
が
、
語
り
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
、
頼
家
も
ろ
と
も
命
を
失
っ

　
　
て
し
ま
っ
た
。

（11）
　

こ
の
話
の
原
話
は
『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
、
建
仁
三
年
六
月
一
日
か

　
　
ら
四
日
ま
で
の
記
事
に
よ
る
と
、
一
日
、
和
田
平
太
胤
長
は
伊
東
崎
の

　
　
洞
窟
（
伊
東
市
の
「
穴
の
原
溶
岩
洞
穴
」
か
）
に
探
索
に
入
り
、
大
蛇

　
　
を
退
治
し
と
い
う
。
ま
た
、
三
日
か
ら
四
日
に
か
け
て
は
、
新
田
忠
常

　
　
が
今
度
は
富
士
の
人
穴
の
探
索
に
出
か
け
、
洞
窟
内
の
大
河
の
先
に

　
　
F
奇
特
」
（
浅
間
大
菩
薩
か
）
を
見
て
し
ま
う
。
部
下
四
人
が
た
ち
ま
ち

　
　
に
死
ん
で
し
ま
い
、
忠
常
は
頼
家
か
ら
拝
領
し
た
剣
を
河
に
投
げ
入
れ
、

　
　
命
か
ら
が
ら
逃
げ
出
し
た
と
な
っ
て
い
る
。
『
富
士
の
人
穴
』
は
、
こ

　
　
の
1
1
つ
の
探
検
讃
を
う
ま
く
ア
レ
ン
ジ
し
、
ま
た
、
地
獄
極
楽
め
ぐ
り

　
　
の
要
素
を
取
り
入
れ
て
、
作
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

（
三
）
　
「
鳥
取
県
立
博
物
館
蔵
『
富
士
の
人
穴
草
子
』
　
翻
刻
と
解
題
」
、
原

　
　
豊
二
氏
、
『
山
陰
研
究
』
第
二
号
、
二
〇
〇
九
年
1
二
月
。

（
四
）
　
赤
木
文
庫
旧
蔵
『
ふ
じ
の
人
あ
な
さ
う
し
』
は
慶
長
八
年
（
一
六
〇

　
　
三
）
、
柳
亭
種
彦
旧
蔵
『
ふ
し
の
人
穴
』
は
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）

　
　
の
書
写
。
ま
た
、
石
川
透
氏
に
よ
れ
ば
、
慶
雁
義
塾
図
書
館
所
蔵
の

　
　
『
人
あ
な
さ
う
し
』
は
室
町
時
代
後
期
の
書
写
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て

　
　
い
る
か
ら
、
慶
長
期
を
さ
ら
に
遡
る
写
本
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
五
）
　
特
に
第
十
図
（
費
の
河
原
）
以
降
の
図
は
、
様
々
な
要
素
が
描
き
加

　
　
え
ら
れ
て
い
る
。

（
六
）
　
こ
の
系
統
図
は
、
『
京
都
大
学
蔵
む
う
ま
ち
も
の
が
た
り
第
一
巻
』

　
　
（
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
の
本
井
牧
子
氏
の
も
の
を
参
照
し
た
。
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（横126c皿）図04

（横94cm）図05

（頼家との対面）図01部分（義盛／義秀／胤長）図02部分

（胤長出発の姿）図03部分（駿河湾と富士山）図03部分
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　　図04部分（洞窟内の蛇の大群） 図04部分（機を織る女）

図05部分（頼家への報告）
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