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書 

評

久
野
俊
彦
著

『
絵
解
き
と
縁
起
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』

小 

池　

淳 

一

　

本
書
は
絵
解
き
及
び
略
縁
起
研
究
の
領
域
で
多

年
に
わ
た
る
粘
り
強
い
活
動
を
続
け
て
き
た
久
野

俊
彦
氏
（
以
下
、
著
者
と
す
る
）
の
論
考
一
四
編

と
そ
れ
ら
と
緊
密
に
結
び
つ
く
資
料
四
編
と
が
一

書
に
仕
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
に

明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
ら
が
民
俗
研
究
の
立
場

で
統
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
口
承
文
芸
研
究
に

と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
内
容
を
紹

介
す
る
と
と
も
に
、
本
書
の
口
承
文
芸
研
究
へ
の

貢
献
を
伝
説
お
よ
び
「
場
」
の
観
点
か
ら
考
え
て

み
た
い
。
な
お
、
本
書
評
で
は
こ
れ
か
ら
の
読
者

の
参
考
に
供
す
る
た
め
に
、
論
及
す
る
当
該
頁
を

な
る
べ
く
具
体
的
に
示
し
、
評
者
の
読
み
を
相
対

化
で
き
る
よ
う
に
努
め
た
。

一　

内
容
紹
介

　

本
書
は
序
章
と
全
Ⅲ
部
一
三
章
か
ら
な
る
。
序

章
は
「
絵
解
き
と
縁
起
へ
の
視
角
─
語
り
・
文

字
・
絵
画
」
と
し
て
全
体
を
貫
く
問
題
意
識
が

開
陳
さ
れ
、
続
い
て
第
Ⅰ
部
「
近
世
の
絵
解
き
と

縁
起
」
で
は
、
ま
ず
、
親
鸞
聖
人
絵
伝
の
絵
解
き

を
め
ぐ
る
写
本
が
持
つ
意
義
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ

（
第
一
章
）、
次
い
で
寺
社
の
開
帳
空
間
に
お
け
る

縁
起
を
メ
デ
ィ
ア
論
か
ら
と
ら
え
る
（
第
二
章
）。

そ
の
視
点
は
さ
ら
に
宝
物
の
展
観
と
そ
れ
に
付
随

す
る
語
り
の
考
察
（
第
三
章
）
に
発
展
し
て
い
く
。

そ
う
し
た
空
間
や
装
置
の
な
か
で
の
縁
起
の
近
世

的
な
特
徴
を
整
理
し
、
明
示
し
て
い
る
の
が
第
四

章
で
あ
り
、
第
五
章
で
は
『
愛
敬
稲
荷
略
縁
起
』

を
例
に
、
略
縁
起
の
成
立
と
変
化
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
近
世
社
会
に
お
け
る
縁
起
の
様
相

を
絵
解
き
（
エ
ト
キ
）
を
含
む
開
帳
と
い
う
「
場
」

を
通
し
て
考
察
す
る
と
い
う
姿
勢
が
提
示
さ
れ
、

そ
の
特
性
の
抽
出
に
成
功
し
て
い
る
。
縁
起
を
テ

キ
ス
ト
と
し
て
読
む
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が

声
と
な
り
、
上
演
さ
れ
る
姿
に
着
目
し
考
究
す
る

方
法
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

第
Ⅱ
部
「
近
代
に
生
き
る
絵
解
き
の
フ
ォ
ー
ク

ロ
ア
」
で
は
、
第
一
章
で
信
州
善
光
寺
と
紀
州
高

野
山
周
辺
に
お
け
る
刈
萱
の
絵
解
き
の
姿
が
提
示

さ
れ
、
つ
い
で
、
高
野
山
刈
萱
堂
を
は
じ
め
と

す
る
多
様
な
刈
萱
の
絵
解
き
が
論
じ
ら
れ
る
（
第

二
章
）。
信
州
の
刈
萱
山
西
光
寺
の
絵
解
き
に
つ

い
て
の
現
代
に
お
け
る
展
開
が
第
三
章
で
述
べ
ら

れ
、
最
後
に
第
四
章
で
は
太
宰
治
が
幼
少
期
に
親

し
ん
だ
青
森
県
金
木
の
雲
祥
寺
の
地
獄
絵
と
太
宰

文
学
の
受
容
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
近
代
に
お
け
る
絵
解
き
の
生
成
や

変
化
を
広
い
視
野
か
ら
追
究
し
、
そ
の
原
動
力
や

要
因
と
な
る
事
象
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
絵

解
き
が
成
立
し
、
維
持
さ
れ
、
変
容
し
て
い
く
背

景
や
条
件
ま
で
を
も
取
り
上
げ
、
さ
ら
に
絵
画
と

そ
の
社
会
的
な
位
相
を
考
察
す
る
姿
勢
が
提
示
さ

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

第
Ⅲ
部
「
縁
起
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
」
で
は
、
日

光
山
縁
起
絵
巻
の
成
立
過
程
の
考
察
（
第
一
章
）、
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日
光
山
縁
起
と
民
間
伝
承
と
の
関
わ
り
の
検
討

（
第
二
章
）
が
行
わ
れ
た
後
、
第
三
章
で
は
縁
起

と
儀
礼
と
の
関
係
を
素
麺
地
蔵
説
話
を
例
と
し
て

検
討
し
、
第
四
章
で
は
縁
起
と
信
仰
と
の
連
関
を

庚
申
信
仰
を
素
材
に
論
じ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
縁
起
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
孤
立
さ

せ
て
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
絵
画
や
伝
説
、
儀

礼
、
信
仰
と
い
っ
た
関
連
す
る
文
化
事
象
と
並
行

さ
せ
、
そ
の
機
能
や
意
味
、
さ
ら
に
は
変
遷
の
過

程
が
析
出
さ
れ
て
い
る
。
縁
起
が
決
し
て
閉
じ
ら

れ
、
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
自
在
に
成
長
し
、

新
た
な
意
味
を
生
み
出
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ

と
を
明
示
し
、
そ
う
し
た
縁
起
を
軸
と
し
た
文
化

研
究
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

本
書
は
全
体
と
し
て
、
時
代
的
に
は
中
世
か
ら

現
代
に
至
る
長
い
時
間
を
扱
い
、
そ
の
な
か
の
縁

起
の
展
開
に
つ
い
て
多
角
的
な
視
座
か
ら
跡
づ
け

た
意
欲
的
な
著
作
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
単
一

の
主
題
や
対
象
に
よ
っ
て
貫
か
れ
た
も
の
で
は
な

い
も
の
の
、
か
え
っ
て
そ
れ
ゆ
え
に
著
者
の
方
法

的
意
識
、
複
眼
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
手
法
が
浮
き

彫
り
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二　

�

方
法
的
特
色
と
叙
述
の
特
徴

�

─
本
書
の
達
成
点
と
問
題
点

　

次
に
評
者
が
本
書
か
ら
読
み
取
っ
た
方
法
的
な

特
色
、
達
成
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

　

著
者
自
身
が
あ
と
が
き
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に

（
三
七
六
頁
）、
本
書
は
文
献
と
民
俗
と
い
う
視
角

で
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
文
字
記
録
が
膨
大
に

存
在
す
る
日
本
文
化
史
研
究
に
お
い
て
は
当
然
と

も
い
え
る
視
角
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
実
践
に
あ

た
っ
て
は
、
文
学
及
び
歴
史
学
と
民
俗
学
と
い
う

成
り
立
ち
も
問
題
意
識
も
異
な
る
学
際
的
な
手
法

を
要
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
達
成
は
決
し
て
容

易
な
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。
文
献
記
録
を
読
む
こ
と
と
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
行
う
こ
と
を
共
に
意
味
あ
る
作
業
に

す
る
た
め
に
は
、
机
上
と
野
外
と
い
う
全
く
異
な

る
条
件
の
も
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
や
事
象
の
性

質
に
即
し
た
解
析
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
本
書
は
、

そ
う
し
た
資
料
の
根
幹
的
な
性
質
の
違
い
を
踏
ま

え
つ
つ
、
そ
れ
ら
相
互
の
架
橋
を
縁
起
の
成
長
や

変
容
と
い
う
視
点
で
可
能
に
し
た
成
果
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
を
支
え
て
い
る
の
は
、
資
料
に
対
す
る
著

者
の
柔
軟
な
姿
勢
で
あ
る
。
多
様
な
テ
キ
ス
ト
の

検
討
や
、
伝
承
と
そ
の
記
録
類
に
と
ど
ま
ら
ず
、

多
種
多
様
な
資
料
を
用
い
て
検
討
を
進
め
て
い

る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
刈
萱
の
絵
解
き
に
関
し
て

は
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
地
誌
や
名
所
案
内

や
近
代
の
絵
入
り
本
の
活
用
（
一
二
六
～
一
三
七

頁
）
や
、
雲
祥
寺
の
地
獄
絵
に
関
し
て
は
参
詣
者

に
よ
る
『
参
詣
記
念
帳
』
へ
の
記
入
内
容
に
対
す

る
注
目
（
一
六
五
～
一
六
八
頁
）
等
に
よ
く
表
れ

て
い
る
。
絵
解
き
研
究
は
絵
画
と
い
う
視
覚
に
訴

え
る
メ
デ
ィ
ア
を
主
と
し
て
文
学
研
究
の
対
象
と

し
て
大
き
く
開
い
た
研
究
領
域
で
あ
る
が
、
著
者

は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
絵
画
と
関
連
す

る
社
会
的
文
化
的
な
諸
事
象
、
諸
記
録
と
の
関
係

の
中
で
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
絵
解
き

を
特
殊
視
せ
ず
、
巨
視
的
な
縁
起
の
展
開
と
の
関

わ
り
を
重
視
す
る
方
法
の
提
示
こ
そ
が
、
本
書
の

大
き
な
達
成
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
し
て
、
そ
う
し
た
達
成
の
基
盤
に
あ
る
の
は

資
料
を
読
み
込
み
、
分
析
し
た
上
で
、
表
に
整
理

し
て
相
互
に
比
較
を
可
能
に
す
る
と
い
う
堅
実
な

姿
勢
で
あ
る
。
本
書
の
一
二
一
～
一
二
三
頁
の
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「
絵
解
き
「
刈
萱
」
対
照
表
」、
一
七
〇
～
一
七
二

頁
の
「
雲
祥
寺
『
参
詣
記
念
帳
』
記
述
有
無
一

覧
」、
一
九
八
～
一
九
九
頁
の
「
日
光
・
赤
城
山

麓
神
戦
伝
承
一
覧
表
」、
二
三
一
～
二
三
二
頁
の

「『
庚
申
縁
起
』
対
照
表
」、
三
二
二
～
三
四
五
頁

の
「『
御
伝
私
考
』
構
成
一
覧
表
」
等
に
は
そ
う

し
た
資
料
分
析
の
視
点
と
手
順
と
が
よ
く
表
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
本
書
が
多
様
な
資
料
の
実
証
的

な
解
析
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
著
者
の
こ
う
し

た
分
析
結
果
を
入
念
に
検
討
す
る
こ
と
で
新
た
な

研
究
上
の
テ
ー
マ
や
考
察
の
芽
を
見
い
だ
す
こ
と

も
可
能
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
そ
う
し
た
客
観
性
を

担
保
し
た
叙
述
に
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
後
に
続
く
研
究
の
た
め
の
環
境
整
備

と
い
う
面
で
は
充
実
し
た
索
引
や
本
書
の
三
分
の

一
を
占
め
る
大
量
の
関
連
資
料
の
翻
刻
・
紹
介
も

重
要
で
あ
る
。
索
引
は
書
物
の
読
み
方
を
別
次
元

に
解
き
放
つ
も
の
で
あ
る
し
、
資
料
の
翻
刻
・
紹

介
は
貴
重
な
素
材
を
研
究
者
全
体
に
共
有
の
も
の

と
す
る
意
義
を
持
つ
。
索
引
は
形
式
的
な
付
録
で

は
全
く
な
い
し
、
資
料
の
翻
刻
・
紹
介
は
時
と
し

て
論
文
以
上
の
価
値
と
生
命
と
を
持
つ
。
著
者
は

本
書
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
そ
う
し
た
面
へ
の

顧
慮
を
忘
れ
て
い
な
い
。

　

著
者
の
従
来
の
研
究
と
の
関
わ
り
で
は
、
二
二

頁
に
あ
る
よ
う
な
、
親
鸞
の
異
伝
は
正
典
で
あ
る

『
御
伝
鈔
』
を
絶
対
視
す
る
立
場
か
ら
は
全
て
「
偽

造
」
の
書
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
い
さ
さ
か
性
急

な
表
現
で
は
あ
る
が
興
味
深
い
。
著
者
は
既
に
時

枝
務
と
と
も
に
『
偽
文
書
学
入
門
』（
二
〇
〇
四

年
、
柏
書
房
）
と
い
う
挑
発
的
な
タ
イ
ト
ル
─
言

う
ま
で
も
な
く
、
日
本
古
文
書
学
の
古
典
で
あ
り
、

優
れ
た
入
門
書
と
し
て
定
評
の
あ
る
佐
藤
進
一
の

『
古
文
書
学
入
門
』
を
意
識
し
て
い
る
─
の
研
究

書
を
編
集
し
て
い
る
。
権
威
に
よ
っ
て
「
正
」
と

さ
れ
た
も
の
を
相
対
化
し
、「
正
」
か
ら
そ
ぎ
落

と
さ
れ
た
り
、
異
端
視
さ
れ
る
「
偽
」
の
世
界
の

豊
饒
さ
や
重
要
性
を
忘
れ
な
い
姿
勢
は
著
者
の
研

究
に
通
底
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
書
の
問
題
点
と
し
て
は
、
序
章
に
お
い
て
、

基
本
的
な
研
究
の
視
角
が
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
そ
れ
を
具
体
的
に
展
開
し
た
本
書
全
体
の
内

容
を
受
け
て
の
結
論
に
あ
た
る
部
分
が
な
い
こ
と

が
物
足
り
な
い
。
各
章
に
お
け
る
課
題
提
示
と
分

析
と
は
手
堅
い
も
の
の
、
本
書
全
体
を
通
じ
て
著

者
が
主
張
し
た
い
こ
と
は
何
な
の
か
が
見
え
に
く

く
、
読
み
取
り
づ
ら
い
こ
と
は
残
念
な
が
ら
指
摘

し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
関
連

し
て
、
研
究
史
の
把
握
や
評
価
に
つ
い
て
著
者
は

意
外
に
冷
淡
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
タ

イ
ト
ル
に
示
さ
れ
て
い
る
「
絵
解
き
」
と
「
縁

起
」
に
つ
い
て
も
そ
れ
ら
の
語
が
含
意
す
る
研
究

上
の
意
義
に
つ
い
て
は
序
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

も
の
の
、
そ
う
し
た
視
角
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た

経
緯
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
書
が
注
で
羅

列
さ
れ
る
（
一
五
～
一
六
頁
）
だ
け
で
、
個
々
の

研
究
の
評
価
や
相
互
の
位
置
づ
け
は
避
け
ら
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
研
究
史
的
整
理
に
淡
泊
な
姿
勢

は
新
し
い
領
域
の
開
拓
者
に
は
あ
り
が
ち
な
も
の

で
あ
る
が
、
後
学
の
者
に
と
っ
て
は
不
親
切
で
あ

る
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

個
々
の
論
考
に
お
い
て
も
、
結
論
に
あ
た
る
部

分
で
内
容
や
分
析
の
結
果
を
繰
り
返
す
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
く
、
唐
突
に
論
が
閉
じ
ら
れ
る
感
が
強

い
。
著
者
は
各
章
で
得
ら
れ
た
成
果
を
も
っ
て
次

の
考
究
へ
と
進
ん
で
い
く
こ
と
に
急
で
あ
り
、
そ

こ
で
の
考
察
を
振
り
返
り
、
再
度
、
吟
味
検
討
す

る
興
味
が
薄
い
か
に
見
え
る
。
各
章
の
結
論
に
あ
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た
る
重
要
な
叙
述
は
往
々
に
し
て
最
終
節
で
は
な

く
、
そ
の
ひ
と
つ
前
の
節
に
あ
る
場
合
が
少
な
く

な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
考
察
そ
れ
自
体
の

価
値
や
意
義
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、

い
さ
さ
か
読
み
づ
ら
い
印
象
を
抱
く
の
は
評
者
だ

け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

三　

口
承
文
芸
研
究
へ
の
貢
献

　

最
後
に
本
書
の
口
承
文
芸
研
究
に
お
け
る
意

義
、
本
書
か
ら
導
か
れ
る
口
承
文
芸
研
究
の
新
た

な
課
題
に
つ
い
て
評
者
な
り
の
読
み
を
示
し
て
参

考
に
供
し
た
い
。

　

そ
の
第
一
は
伝
説
研
究
に
関
す
る
点
で
あ
る
。

伝
説
が
モ
ノ
（
事
物
）
に
付
随
す
る
も
の
で
あ
り
、

信
仰
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
口
承
文
芸
研
究

に
お
い
て
常
識
に
属
す
る
が
、
そ
の
生
成
過
程
に

つ
い
て
の
論
究
は
、
口
承
文
芸
お
よ
び
説
話
文
学

の
領
域
内
に
と
ど
ま
る
場
合
が
多
い
。
本
書
に
収

録
さ
れ
た
論
考
の
な
か
で
、
開
帳
に
お
け
る
「
エ

ト
キ
」
と
い
う
行
為
は
、
寺
社
が
所
有
す
る
宝
物

や
縁
起
に
関
わ
る
モ
ノ
を
、
開
帳
の
場
に
お
い
て

物
語
、
由
来
と
と
も
に
人
々
の
眼
前
に
具
体
的
に

提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た（
五
六
頁
）。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
は
絵
画
の
中
の
世
界
と
も
つ
な
が
っ
て
お
り
、

絵
解
き
に
登
場
し
た
モ
ノ
が
同
じ
開
帳
の
場
に
並

べ
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
っ
た
（
七
六
頁
等
）。

　

こ
れ
ら
は
八
九
頁
で
著
者
が
主
張
す
る
よ
う

に
、
寺
社
の
伝
説
と
な
り
、
伝
承
さ
れ
て
い
く
場

合
が
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
状

況
は
近
世
社
会
に
お
け
る
伝
説
を
め
ぐ
る
状
況
と

し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
で
は
、

現
代
に
お
け
る
伝
説
の
定
義
を
無
批
判
に
遡
ら
せ

る
だ
け
で
あ
り
、
い
さ
さ
か
乱
暴
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
よ
り
も
本
書
の
第
Ⅰ
部
の
諸
論
考
で
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
後
に
伝
説
と
し
て
も
伝
え
ら
れ
て

い
く
物
語
や
説
話
、
あ
る
い
は
歴
史
認
識
が
、
開

帳
と
い
う
「
場
」
で
再
確
認
、
編
集
さ
れ
、
モ
ノ

と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
と
解
す
る
べ
き
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
「
場
」
に
お
け
る
エ
ト
キ

は
、
神
仏
に
対
す
る
信
仰
を
強
化
す
る
機
能
を

持
っ
て
い
た
。
伝
説
の
性
格
の
重
要
な
要
素
で
あ

る
事
物
と
の
結
び
つ
き
や
信
仰
的
な
要
素
と
の
関

わ
り
が
こ
こ
で
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、
本
書
は
口
承
文
芸

研
究
に
お
け
る
伝
説
の
分
厚
い
研
究
の
蓄
積
と
の

接
続
が
可
能
に
な
り
、
そ
れ
ら
と
の
比
較
検
討
に

よ
り
新
た
な
伝
説
研
究
の
地
平
が
開
け
る
と
期
待

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
第
二
と
し
て
、
口
承
文
芸
の
「
場
」

へ
の
新
た
な
省
察
も
可
能
に
す
る
だ
ろ
う
。
縁
起

の
展
開
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
は
文
学
的
な
追

究
を
必
須
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
で
取
り

上
げ
ら
れ
た
開
帳
と
い
う
「
場
」
を
く
ぐ
り
抜
け
、

絵
巻
や
掛
幅
画
あ
る
い
は
モ
ノ
と
い
う
視
覚
的
な

情
報
を
加
え
る
こ
と
で
話
の
長
短
、
内
容
の
難
易

な
ど
が
さ
ま
ざ
ま
に
変
動
し
た
で
あ
ろ
う
。
エ
ト

キ
を
含
む
開
帳
と
い
う
「
場
」
は
そ
う
し
た
話
の

上
演
空
間
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
口
承
文
芸
研
究

が
、
説
話
の
伝
承
に
際
し
て
、
語
り
手
の
し
ぐ
さ

や
表
情
、
そ
の
民
俗
的
属
性
に
注
意
し
て
き
た
こ

と
、
あ
る
い
は
囲
炉
裏
や
生
業
に
お
け
る
作
業
空

間
に
着
目
し
て
き
た
こ
と
と
の
比
較
を
強
く
示
唆

す
る
。
開
帳
と
い
う
「
場
」
を
唱
導
と
い
う
意
図

の
も
と
に
周
到
に
編
み
上
げ
ら
れ
た
特
殊
な
も
の

で
あ
る
と
し
て
、
口
承
文
芸
の
「
場
」
と
異
質
な

も
の
と
し
て
遠
ざ
け
る
こ
と
は
決
し
て
得
策
で
は

な
い
。
現
代
の
口
承
文
芸
が
、
観
光
と
い
う
文
脈

で
も
生
命
を
保
ち
、
ま
た
絵
本
や
映
像
と
い
う
媒

体
に
よ
る
表
現
の
中
に
も
存
在
す
る
こ
と
は
周
知
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勝
俣
隆
著

『
異
郷
訪
問
譚
・
来
訪
譚
の
研
究
』

斎 

藤　

英 

喜

の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
状
況
を
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
規
制
と
そ
れ
に
固
有
の
資
料
の

存
在
形
態
に
即
し
て
分
析
、
考
察
す
る
こ
と
に
つ

い
て
方
法
レ
ベ
ル
で
の
議
論
は
そ
れ
ほ
ど
盛
ん
で

は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
を
時
代
の
異
な

る
対
照
軸
と
し
て
参
照
す
る
こ
と
で
、
口
承
文
芸

の
「
場
」
に
関
す
る
議
論
が
深
化
す
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
本
書
は
口
承
文
芸
そ
の
も
の
の
研
究
書

で
は
な
い
も
の
の
、
口
承
文
芸
研
究
に
志
す
も
の

に
と
っ
て
は
当
然
、
ふ
ま
え
る
べ
き
多
く
の
豊
か

な
内
容
と
論
点
と
を
持
つ
重
要
な
著
作
で
あ
る
。

こ
う
し
た
書
物
の
刊
行
を
心
か
ら
喜
ぶ
と
と
も
に

著
者
の
ま
す
ま
す
の
活
躍
を
お
祈
り
し
た
い
。
ま

た
こ
こ
で
評
者
が
舌
足
ら
ず
に
述
べ
て
き
た
問
題

だ
け
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
縦
横
に
本
書
を
読

み
解
く
こ
と
で
、
口
承
文
芸
研
究
を
新
た
な
段
階

に
押
し
上
げ
て
い
く
読
者
＝
研
究
者
が
現
れ
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
る
。

（
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
、
森
話
社
刊
、
本
体

七
一
〇
〇
円
）

 （
こ
い
け
じ
ゅ
ん
い
ち
／
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）

書 

評

　
『
異
郷
訪
問
譚
・
来
訪
譚
の
研
究
』
と
い
う
タ

イ
ト
ル
を
も
つ
本
書
を
開
い
て
、
最
初
に
目
に
は

い
る
の
は
、
煌
び
や
か
な
カ
ラ
ー
の
天
体
写
真
で

あ
る
。
天
の
河
を
挟
ん
で
向
き
合
う
織
女
星
と
牽

牛
星
、
オ
リ
オ
ン
座
・
お
う
し
座
、
そ
し
て
そ
こ

に
書
き
込
ま
れ
た
異
様
な
サ
ル
タ
ヒ
コ
の
図
像
、

さ
ら
に
キ
ト
ラ
古
墳
の
天
文
図
…
…
。
は
た
し
て

こ
の
本
の
テ
ー
マ
は
何
な
の
か
と
訝
し
く
思
う

の
だ
が
、
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
う
、

本
書
は
、『
星
座
で
読
み
解
く
日
本
神
話
』（
大
修

館
書
店
）
の
著
者
で
あ
る
勝
俣
隆
氏
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
の
だ
。

　

た
だ
し
、
本
書
で
は
「
星
座
」
か
ら
神
話
を
読

み
解
く
と
い
う
議
論
が
メ
イ
ン
で
は
な
く
、
主
要

な
テ
ー
マ
は
〈
異
郷
訪
問
譚
・
来
訪
譚
〉
の
分
析

で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
異
郷
訪
問
譚
は
「
現

世
の
地
上
世
界
、
神
話
で
あ
れ
ば
葦
原
中
国
か

ら
、
そ
れ
以
外
の
異
郷
を
訪
れ
る
話
」（
1
頁
）、

異
郷
来
訪
譚
は
「
現
実
世
界
と
は
異
な
る
異
郷
か

ら
、
あ
る
神
や
異
類
な
ど
が
現
世
を
訪
れ
る
話
」

（
2
頁
）
と
定
義
さ
れ
る
。
以
下
、
第
一
部
「
地

下
世
界
訪
問
譚
」、
第
二
部
「
海
の
果
て
の
異
郷

へ
の
訪
問
と
来
訪
」、
第
三
部
「
海
中
の
異
郷
訪

問
譚
」、
第
四
部
「
天
上
世
界
へ
の
訪
問
譚
と
来

訪
譚
」
と
部
立
て
し
て
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ

の
黄
泉
国
神
話
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
天
上
世
界
訪
問
、

浦
島
伝
説
、
ホ
ヲ
リ
の
綿
津
見
宮
訪
問
、
国
土

創
成
神
話
、
天
孫
降
臨
神
話
、
七
夕
伝
説
な
ど
、

『
記
』『
紀
』『
風
土
記
』
の
お
馴
染
み
の
神
話
世

界
が
解
読
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
本
書
を
読
み
進
め
て
い
て
、
や
は
り
一

番
面
白
い
と
こ
ろ
は
、
神
話
・
伝
承
と
「
星
座
」

と
の
関
係
を
説
い
て
い
く
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
そ
こ

に
本
書
の
眼
目
が
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
と
く


