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金

の
世
界
に

遊
す
る

み
を

か

る
人
々
。
さ
さ
め
く

や
双

六
を

つ

、

い
三
味
線
の
響
き
が

こ
え
て
く
る
よ
う

。
面

い
の
は

画
中
画
。
屏
風
の
中
に
描
か
れ
た
屏
風
を

き
込
む
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
そ

の
山
水
世
界
に

い
込
ま
れ
て
し
ま
い
そ
う

。
そ
ん
な
ミ

な

絵
画
「
彦
根
屏
風
」
（
彦
根

物

）

図
一

は

時
代

（
一

六

四

一
六
四
四
）
に

作
さ
れ
た
と

さ
れ
て
お
り
、
画
家
は

詳
な

が
ら
画
中
画
と
し
て
描
か
れ
た
山
水
図
の
描

な
ど
か
ら

の
立
つ

の
画
家
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
描
か
れ
て
い
る
人
々
は
遊
女
や
そ
の

と
見

ら
れ
、

体
的
に
は

時
の

の
遊
里
で
あ
る
六
条
柳
町
（
三

町
）
が
舞

台
と
し
て
想

さ
れ
て
い
る
。
画
面
は
四
人
の
立
ち

の
人
物
が
描
か
れ
る

第
一
、

扇
と
、

る
一
一
人
の
人
々
を
描
く
第
三

六
扇
と
に
描
き
分
け
ら

れ
て
い
る
の
が
本
図
の
特

の

と
つ
で
あ
る
。
立
ち

と

る

と
で
画

面
が

右
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
に
何
か
意
味
が
あ
る
の
か
は

か
で

は
な
い
が
、
こ
れ
を

と

内
の
描

の
描
き
分
け
で
あ
る
と
見
る
意
見

や
、
あ
る
い
は
そ
の

す
ら

し
て
金
地
の
背
景
が
現

の

を
表

さ
な
い
「
遊
楽
と
い
う
観

」
を
示
す
も
の
と
解
す
る

も
あ
る
一

。
そ
ん
な

中
、
第
四
扇
に
は
三
人
の
男
女
が

を
書
き
、
ま
た

む
様

が
描
か
れ
て

い
る
。

く
第
五
、
六
扇
に
は
三
人
の
男
女
が
双
六

を

み
楽
し
む
様

や
、

人
の
女
性
と
一
人
の
老
人
が
三
味
線
を

に
持
っ
て

を
鳴
ら
し

す
る

が
描

さ
れ
て
い
る

。
彼
ら
の
後

に
は
六
曲
一
隻
の
屏
風
が
配

置
さ
れ
、
そ
こ
に
は
山
水
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
中
国
の
士
大
夫
に

と
っ
て
重
要
な
四

で
あ
る
琴
・
棋
（

）
・
書
・
画
を

し
た
「
琴
棋
書

画
」
の
見
立
て
で
あ
り
、
「
彦
根
屏
風
」
に
お
い
て
こ
の
見
立
て
は
重
要
な

け
で
あ
る
。
し
か
し

時
の
遊
里
に

う
人
々
を
「
琴
棋
書
画
」
に
見
立
て

る
こ
と
こ
そ
が
本
図
の
主
題
で
あ

う
か
。

、
そ
れ

け
で
は
こ
の
絵
画
を

み
解
く
に
は
物

り
な
く

じ
る
の

う
。
本
図
が
本

に
描
き
出
し
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て
い
る
こ
と
は
何
か
、
よ
り
本
質
を
突
い
た
主
題
を
探
求
す
る
研
究
が
こ
れ

ま
で
も
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。

本
論
で
「
彦
根
屏
風
」
に
つ
い
て
筆
者
が
提
示
し
た
い
こ
と
は
、
本
図
に
お

け
る
画
中
画
の
重
要
性
と
そ
の
性
質
を
考
察
し
、
そ
の
う
え
で
画
中
画
が
桃

源
郷
の
イ
メ
ー
ジ
を
含
み
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
画
中
画

と
作
品
全
体
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
画
中
山
水
図
と
遊
廓
で
生
き

る
人
々
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
響
き
合
い
が
生
じ
て
く
る
の
か
、
大
い
に
気

に
な
る
の
で
あ
る
。
次
章
で
本
図
の
主
題
に
関
す
る
研
究
史
を
概
観
し
た
後
、

画
中
屏
風
の
内
容
を
観
察
し
、
そ
の
特
異
な
性
質
や
桃
源
郷
の
要
素
を
指
摘

す
る
。
陶
淵
明
の
語
っ
た
桃
源
郷
の
世
界
と
本
図
の
画
中
画
が
照
応
す
る
糸

口
を
辿
り
、
ま
た
人
物
の
配
置
や
三
味
線
を
弾
く
老
人
に
見
出
せ
る
異
界
性

と
い
っ
た
観
点
か
ら
画
中
画
と
作
品
全
体
の
関
連
性
を
指
摘
し
、
「
彦
根
屏

風
」
の
構
造
の
大
枠
を
捉
え
る
。

「
彦
根
屏
風
」
の
第
一
の
主
題
は
遊
里
に
お
け
る
遊
楽
で
あ
る
。
そ
の
背
後

に
あ
る
物
語
を
探
る
主
題
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
本
図
は
ど
の
よ

う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
か
、
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
奥
平
俊
六
氏

は
「
彦
根
屏
風
」
を
「
無
言
の
劇
」
と
喩
え
た
。
人
物
全
員
に
相
似
的
な
か
た

ち
に
よ
る
鏡
像
関
係
（
ミ
ラ
ー
・
イ
メ
ー
ジ
）
が
指
摘
で
き
る
こ
と
や
第
四
扇

の
脇
息
に
も
た
れ
る
女
性
が
維
摩
の
見
立
て
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
分
析
し
、

そ
う
し
た
い
く
つ
も
の
「
か
た
ち
」
の
工
夫
を
通
し
て
本
図
は
遊
里
の
恋
愛
と

い
う
偽
り
の
ゲ
ー
ム
と
そ
こ
に
漂
う
無
常
観
を
表
現
し
て
い
る
と
し
た
。
ま

た
奥
平
氏
は
画
中
画
に
つ
い
て
も
詳
細
な
分
析
を
重
ね
、
詩
画
軸
に
込
め
ら

れ
た
禅
僧
た
ち
の
隠
逸
へ
の
憧
れ
が
、
本
図
の
画
中
山
水
図
に
継
承
さ
れ
て

い
る
と
指
摘
し
た
。
絵
の
中
の
絵
と
し
て
の
み
成
立
す
る
山
里
と
時
代
の
波

に
の
ま
れ
変
容
し
て
ゆ
く
六
条
柳
町
の
遊
里
が
、
非
日
常
と
い
う
点
で
深
く

共
鳴
し
て
い
る
こ
と
を
考
察
し
た
三

。
藤
崎
由
紀
氏
は
第
一
扇
の
女
性
が
着
る

芭
蕉
文
様
の
小
袖
に
着
目
し
、
謡
曲
「
芭
蕉
」
が
主
題
で
あ
る
と
提
示
し
た
。

画
中
屏
風
は
六
曲
一
双
の
瀟
湘
八
景
図
屏
風
の
右
隻
で
あ
る
と
し
、
湘
水
を

舞
台
に
展
開
す
る
芭
蕉
の
精
の
物
語
、
そ
し
て
維
摩
や
王
維
と
い
っ
た
イ
メ

ー
ジ
の
重
な
り
が
本
図
の
画
面
全
体
を
通
し
て
重
要
な
物
語
で
あ
る
と
考
え

た
四

。
佐
藤
康
宏
氏
は
本
図
の
「
琴
棋
書
画
」
見
立
て
は
金
地
に
描
か
れ
た
遊
楽
人

物
と
の
間
に
〈
古
代
／
現
代
〉
、
〈
中
国
／
日
本
〉
、
〈
高
士
／
遊
女
と
侍
〉

な
ど
と
い
う
よ
う
に
何
重
も
の
落
差
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

そ
れ
は
理
想
的
な
過
去
と
そ
う
で
な
い
現
在
と
の
落
差
に
対
す
る
武
士
の
意

識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
し
た
。
「
琴
棋
書
画
」
の
舞
台
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い

画
中
山
水
図
の
存
在
も
、
遊
楽
す
る
人
物
と
過
去
と
の
対
比
を
思
わ
せ
る
も

の
で
あ
り
、
本
図
に
見
出
せ
る
様
々
な
落
差
こ
そ
が
本
図
の
重
要
な
表
現
意

図
で
あ
る
と
し
た
五

。
橋
本
治
氏
は
女
性
で
も
少
女
で
も
な
く
、
ま
た
若
衆
や

出
家
者
で
も
な
い
画
中
で
唯
一
の
男
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
第
四
扇
の
人
物

に
注
目
し
、
本
図
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
彼
が
見
て
い
る
楽
し
か
っ
た
過
去
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の

で
あ
る
と
考
え
た
六

。

・

氏
は
第
四
扇
の
文
を
持

つ
人
物
は
物
語
を

ん
で
お
り
、
そ
れ
は
第
三
扇
の
少
女
が
指
し
示
す
第
一
、

扇
の

面
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
し
た
。

想

と
風
景
と
し
て
の
画
中

屏
風
、
そ
し
て
「
琴
棋
書
画
」
を
見
立
て
た
現

世
界
の
そ
れ

れ
が
本
図
に

描
か
れ
て
い
る
と
考
え
、

構
世
界
の
分
析
を

っ
た

。

三

一
、
「
彦
根
屏
風
」
に
お
け
る
画
中
画
の
重
要
性

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
人
物
の
図
像
か
ら
隠
さ
れ
た
物
語
を
想

し
た

り
、
対
概

か
ら
主
題
を

み
取
っ
た
り
、
ま
た
金
地

間
の

性
に
着
目

し
た
考
察
な
ど
が
な
さ
れ
て
き
た
。
ど
れ
も
重
要
な
指
摘

か
り
で

味
深

い
解
釈
で
あ
る
が
、
筆
者
は
画
中
山
水
図
と
遊
里
が
非
日
常
性
と
い
う
共
通

点
で
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
奥
平
氏
の
指
摘
に
特
に
共

す
る
。
筆
者
は

本
図
の

も
重
要
な
主
題
は
画
中
画
に
こ
そ
あ
る
と

じ
て
い
る
。「
彦
根
屏

風
」
に
は
第
五
、
六
扇
の
上

分
に
画
中
屏
風
が
描
か
れ
て
い
る

図
一

一

。
そ
れ
は
双
六
や
三
味
線
を

に
す
る
人
々
の
背
後
に

か
に

ん
で
い

る
。
画
中
屏
風
も
「
彦
根
屏
風
」
本
体
と

様
六
曲
一
隻
屏
風
で
あ
り
（
一
双

屏
風
で
あ
る

性
も

は
で
き
な
い
が
、
画
面
に
描
か
れ
て
い
る
の
は

一
隻
の
み
で
あ
る
。
）
、
第

扇
か
ら
第
五
扇
ま
で
は
ま
っ
す

に

、
第

一
扇
と
第
六
扇
が
内

に

り
曲
げ
ら
れ
る
こ
と
で
屏
風
は

立
し
て
い

る
。
画
中
屏
風
は
そ
の

に

る
人
々
を

う
よ
う
な

で
立
っ
て
お
り
、

第
六
扇
が

者

に
屏
風

を
見
せ
る
こ
と
で
画
中
画
の
第
五
扇
と
第
六

扇
の
絵
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
画
中
画
の

に
い
る

双
六
を
す
る
三
人
の
男
女
と
三
味
線
を

で
る
老
人
の

に
、
画
中
屏
風
の

第
一
、

扇
と
第
三
、
四
扇
の

が
隠
れ
て
い
る
。
画
中
屏
風
と

く

い

に

る
彼
ら
は
ま
る
で
画
中
屏
風
の

中
に
あ
る
か
の
よ
う
で
、
画
中

画
と
金
地

間
に
描
か
れ
た
遊
楽
す
る
人
々
と
の

な
つ
な
が
り
を
思
わ

に
は
い
ら
れ
な
い
。

「
彦
根
屏
風
」
の
画
面
全
体
の
中
で
画
中
画
は
お
よ
そ
六
分
の
一
を

め

て
お
り
、
と
て
も
目
立
つ
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
画
中
画
が
重
要
な

ー

で
あ
る
と
指
摘
で
き
る
の
は

に
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
か
ら

け
で
は
な

い
。
ま

気
に
な
る

イ

は
こ
の
画
中
画
が

町
時
代
の
様

の
山
水

図
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
本
図
が

作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

時
代

よ
り
も
古
い
様
相
を
見
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。

し
た
よ
う

に
本
図
に
は
「
琴
棋
書
画
」
の
見
立
て
が
な
さ
れ
て
お
り
、

的
な
画
題
を

世
の
遊
廓
の

に

さ
せ
る
面

さ
を
表
現
し
て
い
る
。
三
味
線
や
双

六
は
遊
廓
の
遊

の
な
か
で

く
取
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
で
、
「
書
」
も
遊
女

の
恋
文
と
し
て

に
置
き

え
ら
れ
て
い
る
わ
け

が
、
佐
藤
氏
ら
も
指
摘

す
る
よ
う
に
「
画
」
に
相

す
る
画
中
屏
風

け
は

な
も
の
や

な
も
の

に
置
き

え
ら
れ
て
は
お
ら

、
む
し

時
代
を
思
わ
せ
る
山
水
図
屏
風

と
し
て
時
代
を

し
て
い
る
点
が

三
つ
の
要
素
と
異
な
っ
て
い
る
八

。

次
に
、
無
背
景
の
画
面
の
中
に
画
中
屏
風
が

さ
れ
た
点
で
あ
る
。
「
彦
根

屏
風
」
は

内
の

や

、
あ
る
い
は

の
地
面
や

と
い
っ
た
様
々
な
背
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景
を
取
り

っ
た
の
に
も
関
わ
ら

、
な

屏
風

け

し
た
の

う
か
。

そ
れ
は
こ
の
作
品
に
と
っ
て
画
中
屏
風
は
た

の
一
点
景
で
は
な
く

要

な
存
在

っ
た
か
ら

と
い
え
よ
う
。
本
図
と

じ
く
金
地
無
背
景
の

画
面
に
遊
女
た
ち
を
描
い
た
「

屏
風
」
（
大

文

）
は
、

様
に
「
琴

棋
書
画
」
見
立
て
を
取
り

れ
た
も
の
の
「
画
」
に

た
る
画
中
画
は
描
か
れ

て
い
な
い

。
ま
た
人
物
を
描
か
な
い
「

が
袖
図
屏
風
」
に
お
い
て
、
小
袖

が

け
ら
れ
た

や
屏
風
が
主
題
と
し
て
描

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
え

、
画
中
屏
風
の
取

が

世

風

画
を

作
し
た
画
家
た
ち
の

間
で

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
「
本

平
八

絵
屏
風
」
（

）

図

の
無
背
景
の

間
に
は
四
人
の
女
性
と
少
女
、
若
衆
が

描
か
れ
て
い
る
。
彼
ら
が

と

を

く
こ
と
か
ら
そ
こ
が

で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。
右

で
は

に

っ
た
女
性
が
三
味
線
を
弾
い
て
お

り
、
お
そ
ら
く
遊
廓
の

の

に
出
さ
れ
た

に

る
様

を
描
い
た
の

で
あ

う
。
こ
の
絵
の
中
で
人
物

に

さ
れ
な
か
っ
た
大
き
な
描

対

は
こ
の

の
み
で
あ
り
、

が
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
画
面
に
奥

き
が
生
ま
れ
る
と
と
も
に

る
人
物
と
立
つ
人
物
と
い
う

ム

が
生

ま
れ
る
点
で

的
で
あ
り
、
「
彦
根
屏
風
」
と

少
の

似
性
が

じ
ら
れ

る
。本

図
の
画
中
屏
風
は
作
品
本
体
と
の

い
も

味
深
い
。
本
体
が
小
屏
風

で
あ
る
の
に
対
し
画
中
屏
風
は
よ
り
大
き
な
本
間
屏
風
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
一

。
画
中
画
の
構
造
に

さ
が

ラ

さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た

「
彦
根
屏
風
」
の

作
品
に
描
か
れ
た
画
中
屏
風
と
の
差
異
も
気
に
な
る

点
で
あ
る
。
本
図
に
は

の

本
や

作
品
が
存
在
す
る
が
、
本
図
の
画

中
屏
風
の
高
い
描

や
構
成

、
配
置
や
屏
風
の

り

の

な
ど
、
そ
の

存
在

を

か
に

け
継
い

作
品
は
少
な
い
よ
う
に

じ
ら
れ
る
。「
彦
根

屏
風
」
の
画
中
画
に
は
何
か
特

な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
に
も
関
わ

ら

、

者
た
ち
は
そ
の
表
面

け
を
取
り

れ
、
意
味
ま
で
は
理
解
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
本
図
と
そ
の

本
を
比

し
た
と
き
に

じ
る
大
き
な

の
一
つ
に
画
中
画
の
表
現
の
差
異
が
関
わ
っ
て
く
る

と
思
わ
れ
る
一
一

。

上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
「
彦
根
屏
風
」
と
い
う
作
品
に
お
い
て
画
中
屏
風

は
特
に
重
要
な

ー

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
第

扇
か
ら
第
五
扇
に
か
け
て
は

と
ん
ど
ま
っ
す

に

た

に
な
っ

て
い
る
が
、
よ
く
観
察
す
る
と
第
四
扇
と
第
五
扇
の

合

分
に
は

の

線
が

か
れ
て
お
り
、
第
五
扇
に
さ
し
か
か
っ
て
屏
風
は
わ

か
に
奥
に
開

か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
非
常
に
細
か
い
描

が
、
本
図
の

の

や

小
袖
文
様
の
細

表
現
に
つ
い
て

研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
こ
れ
は
「
彦
根
屏
風
」
の
画
家
の
特

の
一
つ
、
細

へ
の

い
こ

わ

り
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
画
家
が
画
中
画
の
描

に
も
非
常
に
気
を
配
っ
て

い
た
様

が

じ
取
れ
る
。

三

、
「
彦
根
屏
風
」
の
画
中
画
の
性
質

画
中
画
は
「
絵
」
の
中
に
描
か
れ
た
「
絵
」
で
あ
る
。
そ
れ
は

の
物
語

を

と
つ
の
画
面
に

め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
り
、
作
品
本
体
と
の
間
に
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何
ら
か
の

的
な
意
図
を

合
も
あ
る
。
日
本
絵
画
の

史
の
中
で

も
一

的
な
画
中
画
の

は
、

内
描

の

・

で
あ
る
と
い

え
、
日
本
の
古
代
・
中
世
絵
画
に
お
け
る
画
中
画
の
存
在
は
、
現
存
し
な
い

屏
画
の

を
探
る

か
り
に
も
な
っ
て
い
る
一

。

で
は
画
中

画
は
特

の
メ

ー
ジ
を
作
品
に
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
の
見

や
画
家

の

を
示
す

な
ど
が

様
に

展
し
、
研
究
も
積
み
重
ね
ら
れ
て
き

て
い
る
一
三

。

画
中
画
の

い

史
の
中
で
、
本
図
に
描
か
れ
た
画
中
画
が
特
異
な
作

の

と
つ
で
あ
る
こ
と
は

い
な
い

う
。
筆
者
は
「
彦
根
屏
風
」
の
画
中

画
に
は

つ
の
性
質
が
あ
る
と
考
え
る
。
ま

一
つ
に
内

性
で
あ
る
。
本
図

は
六
曲
一
隻
の
屏
風

で
あ
り
、
そ
の
中
に
描
か
れ
る
画
中
画
も
ま
た
六

曲
一
隻
の
屏
風
で
あ
る
。

え

筆
「
一
の

合

図
屏
風
」
（

立

史
と

の

物

）
や

く
の
作

が
あ
る
「
扇
面

屏

風
」
の
よ
う
に
、
屏
風
の
中
に
配
置
さ
れ
た
扇
面
の
画
中
画
に
は

の

い

か
ら
く
る

的
な

し
み
が

わ
る
が
、

一
の
画
面

で
あ
る
屏
風

に
描
か
れ
た
画
中
屏
風
と
い
う
も
の
は

ー

の
よ
う
な
、

々

と

く

れ

構
造
の
奥
深
さ
が
あ
り
、
よ
り
内

性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
構
造
か
ら
は
画
中
画
と
そ
れ
を
内

す
る

間
（
作
品
全
体
）
の

質

性
が

さ
れ
る
一
四

。
も
う
一
つ
の
特

は
鏡
で
あ
る
。
「
彦
根
屏
風
」
の

画
中
屏
風
は
第
一
扇
と
第
六
扇
を
内

に

り
曲
げ
た

で
描
か
れ
て
お

り
、
人
々
を

い
込
む

に
は
ま
る
で
意
思
が
あ
る
よ
う

。

立
し
た
こ
の

画
中
屏
風
の

は

間
で
あ
る
金
地
の

間
か
ら
の

立
性
を
示
し
、
遊

楽
人
物
と

き
合
う
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
想
像
し
て
み
て

し
い
。

こ
の
作
品
が
金
地
無
背
景
で
は
な
く

の
様

な
ど
が
現

に

し
て
描

か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
な
ら

、
画
中
屏
風
は
背
景
の
一

に

け
込
み

一
つ
の

立
し
た
存
在
と
し
て
は
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
は

。
こ
の
画
中

屏
風
は
金
地

間
に

し
た
存
在
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
そ
の

的
な

存
在
で
も
な
く
、

に

応
す
る
関
係
を
も
つ
と
筆
者
は
分
析
す
る
。
そ
し

て
こ
の
画
中
屏
風

体
が
鏡
の
よ
う
で
あ
る
と
思
え
て
く
る
。
鏡
は
現

で

は
鏡
の

に
あ
る
も
の
を
映
し
出
す

み
を
も
つ
が
、
絵
画
や
文

に
お

い
て
は
鏡
の

の
も
の
と
は
異
な
る

を
映
し
出
す

を

う
こ
と
が

々
あ
る
。
本
図
の
画
中
画
も
金
地
の

間
と
は
異
な
る
世
界
を
映
し
出
す

文

・
絵
画
上
の

と
し
て
の
鏡
の
性
質
を
持
つ
の
で
は
な
い
か

一
五

。
こ
の
よ
う
に
本
図
に
お
け
る
画
中
屏
風
に
は
そ
れ
を
内

す
る

間

と
の

質
性
を
示

す
る
面
と
、
異
質
性
を
映
し
出
す
鏡
と
し
て
の
一
面
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
一
六

。

三

三
、
画
中
画
の
観
察

そ
れ
で
は
画
中
画
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。
遊
廓
の

面
と
は
異
な
り
金

地
で
は
な
い
が
、
山
や
平
地
、

と
い
っ
た
画
面
の

々
を
金

の

が

い
、
水

の
筆

が

さ
を

す
と
は
い
え
地
味
な

は

え
な
い
。
絵
は

四
扇
分
し
か
見
え
て
い
な
い
が
、
そ
の
う
ち
画
面
を
右

め
の
対

線
で

っ
た
右

分
に
は

な
山
々
と
平
ら
な

地
の
様

が
描
か
れ
て
い

る
。

り
立
っ
た

を

く

山
に
は

が
生
え
、
中

に

え
る
主
山
の
背
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後
や

景
に

じ
よ
う
に

し
い

山
が

、
右

の

深
い

間
に
は

が

想
的
に

む
。
主
山
の
右

の

景
に
は

つ

つ
と

し
た

が
存
在

を
主

し
て
い
る
。

に
し

と
く
生
え
た
根
っ
こ

を

に
す
る

本
の

は
高
く

、
ま
る
で
第
三
の
山
の
よ
う
で
あ
る
。

の

は
画
面

か
ら

れ
る

に

し
て
お
り
、
右

に

か
れ
た

の
線
は
そ
こ
か
ら

が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た

は
右

か
ら

上
に
か
け
て
の

ー

を
描
き
、

の
よ
う
な

が
り
が
見
え
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る

図
一

。
こ
う
し
た
山
々
の

の
平
地
に
は
の
ど
か
な

が

が
っ
て
い
る
。

と

の
家

が

ち
、

あ
る
家
の

で
は
四
人
の
人
物
が

か
い
合
う
様

が
描
か
れ
て
い
る
。

落
の

を

れ
る
小

は

口
に
出
て
、
そ
こ
に

台
の

り
出
し
た

物
、

そ
し
て
小

が

し
て
い
る
。
対

に
も

く
か
の
家

や

の

が

め
ら
れ
、

く

や
か
な

口
に
展
開
す
る

落
の
風
景
を

大
に
映
し

出
し
て
い
る
。

四

一
、
桃
源
郷
と
い
う
異
界

こ
の
よ
う
に
本
図
の
画
中
屏
風
に
は

大
な
山
水
の
景

が
描
か
れ
て
い

る
が
、
こ
の
風
景
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に

に
隠

者

の

む
山
里
と
し
て
描
か
れ
た
の

う
か
。
そ
れ
よ
り
も
よ
り
異
世
界
性

を
高
め
た
桃
源
郷
の
世
界
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る

性
は
な
い

う

か
一

。
桃
源
郷
は
中
国

の
詩
人
陶
淵
明
（
三
六
五

四

）
に
よ
っ

て
「
桃

源

」
に

さ
れ
た
一

の
理
想
郷
で
、

き
者
で

な
人
々
が

ら
す
そ
の
平

な
隠
れ
里
の
世
界
観
は

ジ

に
お
い
て

く

く

え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
あ
る
一
人
の

夫
が

い
に

き

る
桃

に

い
込
み
、
そ
の
水
源
に
あ
っ
た

を

け
出
る
と
何
世
代
も
世
間
と

わ
ら

に

ら
し
て
き
た
人
々
の

落
を

見
す
る
物
語
で
あ
る
。

や

老
人
が
楽
し
げ
で
、

や

の
鳴
き

が
響
く
の
ん

り
と
し
た

の
人
々

か
ら

を

け
た
後
、

夫
は
目

を

し
な
が
ら

を
後
に
す
る
が

そ
の

を

れ
る
こ
と
は

わ
な
か
っ
た
と
い
う
。

「
桃

源

」
は

時
代

間
（
三

六

三

六
）
の

、
現
在

の

の
武

の
地

を
舞
台
と
し
て
い
る
。
そ
こ
は
陶
淵
明
が

を
構

え
た

山
か
ら

さ
れ
た

地
で
は
な
く
、
ま
た
詩
人
の
存

中
か
ら

た
ら
な
い
時
代
の
こ
と
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、

が
あ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
一
八

。
そ
ん
な
陶
淵
明
の

陶

（

五

三
三

四
）
は

と
い
う
少

の
出

と
さ
れ
る
。

は

の
時
代
か
ら
武

の

地
に

み
武

と

れ
た
。
こ
う
し
た
陶
淵
明
の
出

が
、

を

し
て

郷
の
素

ら
し
さ
を
は
っ
き
り
と

識
し
、

郷

の
意
を

含
む
桃
源
郷
の
物
語
を

す
に

ら
し
め
た
の
で
は
な
い
か
と
解
釈
さ
れ
て

い
る
一

。
「
桃

源

」
の
物
語
の
よ
う
に

や

な
ど
と
い
う

口
を

通
し
て
主
人

が
異
界
を

す
る
異
界

は
、
六

小

中
国
で
は
し

し

取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
題

で
あ
る
と
い
う

。

氏
は
「
桃

源

」
で

夫
が

の
よ
う
な
桃

を
さ

い
細
い

を
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り

け
た
の
ち
に

な
桃
源
郷
の

に
出
る
と
い
う

の
り
に
は
、

へ
の

の

求
が

み
取
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

一

。

を

け

た

の
桃
源
郷
は

の

ま
う
地
で
は
な
い
が
、

は

れ
る
こ
と
の

で
き
な
い
異
界
な
の
で
あ
る
。

四

、
陶
淵
明
作
品
と
画
中
山
水
図
の

似
性

「
桃

源

」

、
桃
源
郷
の
世
界
観
は

く
文
人
ら
が
憧
れ
る
共
通
の

識
と
し
て
継
承
さ
れ
、
文

や
絵
画
に
作
家
そ
れ

れ
の
解
釈
で
表
現
さ

れ
て
き
た
。
日
本
に
は

時
代
に
は

わ
り
、

時
代

に
は
桃
源
郷

イ
メ
ー
ジ
の

は

分
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

時
代
中

に
は

（
一

一
六

八
三
）
ら
に
よ
っ
て
盛
ん
に
絵
の
題

と
さ

れ
、

く
の
桃
源
図
が

作
さ
れ
た
。

筆
者
が
「
彦
根
屏
風
」
の
画
中
画
に
桃
源
郷
と
の
関
連
性
を
見
出
し
た
の

は
、
見
立
て
や
古

図
像
の

を

む
「
彦
根
屏
風
」
の
画
家
な
ら

山
水

図
に
も

と

ね
り

え
て
く
る
は

と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら

の

を

い
る
こ
と
で
本
図
に

の
対
立
概

が
生
じ
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
が
、
中
で
も
中
国
と
日
本
、
古
代
と
現
代
、
そ
し
て

と

の
対

概

は
特
に
重
要
な
も
の
で
あ
る

う

。
本
図
に
お
い
て
画
中
屏
風
と

対
応
す
る
も
の
と
い
え

金
地
に
描
か
れ
た
遊
廓
の

景
で
あ
る
。
遊
廓
は

時
の
日
本
の

世
間
の

な

分
を

し
た

で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
と
は

に
画
中
山
水
図
の
も
つ

の
要
素
や

の
イ
メ
ー
ジ
は
い
っ
そ
う

く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
対
比
を

立
た
せ
る
の
は
金
地

と

画

金

き
と
い
う

の

い
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
画
中
山
水
図

に
描
か
れ
た
世
界
は
日
本
の
山
水
風
景
と
い
う
よ
り
も
中
国
の
山

で
あ

り
、

世
よ
り
も
古
の
時
代
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た

楽
に
ふ
け
る
理
想
郷
と

い
う
面
を
持
っ
た
遊
里
で
は
な
く
高
士
が
隠

す
る
山
水
世
界
、
そ
れ
よ
り

も
も
っ
と
特

な
異
世
界

探
し
出
す
こ
と
さ
え

か
な

す
な
わ
ち
桃
源

郷
を
描
い
て
い
る
の

と
い
え
よ
う
。
本
図
に
は

の

人
の
み
な
ら

陶
淵
明
や

に
関
連
し
た
図
像
が
見
出
さ
れ
て
お
り
、
画
家
の

や
中

国

に
対
す
る
関

が
表
れ
て
い
る
の
も
見

せ
な
い

三

。

そ
れ
で
は
「
彦
根
屏
風
」
に
描
か
れ
た
画
中
山
水
図
の
図
像
内
容
が
陶
淵
明

の
語
る
桃
源
郷
と
ど
の
よ
う
に
響
き
合
っ
て
く
る
の
か
、
分
析
し
た
こ
と
を

に
提
示
し
た
い
。
第
一
に
本
論
三

三
で
筆
者
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
画

中
屏
風
の
第
一
扇
の

に
は

か
ら

れ
て
き
た

が

つ
か
る

に

と
思
わ
れ
る

が
描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の

と

の

描

は
「
桃

源

」
に
お
い
て

夫
が

を

け
て
桃
源
郷
の

を

見

す
る
と
い
う
物
語
展
開
を

と
さ
せ
る
。
こ
こ
で
あ
る
作
品
に
注
目
し
た

い
。
「
桃
源

」
と
い
う

を
も
つ

山

（
一
五

一
六
五
一
）

が
描
い
た
「

図
」
（

人

）

図
三

で
あ
る
。
山

は
こ
の
作
品
に

お
い
て

者
を
画
中
に

い
込
む
よ
う
な

を
描
き
、

の
桃
源
郷

観
を
表
し
て
い
る
こ
と
が

氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

四

。
山

の

作
品
も
本
図
の
画
中
画
も
（
人
物
の

に
隠
れ
て
い
る
た
め
少
し
分
か
り
に

く
い
が
）

を
画
面
右

に
描
き

者
の

線
の

分
と
し
て
い

る
こ
と
や
、

に

ま
れ
た

を
描
く
点
で
共
通
し
て
い
る
。

作
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品
と
も
に
桃
源
郷
の

地
の
意
図
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
隠

地
に
桃
源
郷
の
要
素
を

味
し
て
表
現
し
た

時
代

の
作

と
と
も
に
本
図
の
画
中
画
を
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
は

後
の

題
で

も
あ
る
。
第

に
山
の

に
は
人
家
が
あ
り
、
第

扇
の

に
描
か
れ
た
家

の

の

に
は
細
か
い
点
描
の
つ
い
た

が
描
か
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。
こ
れ
を

を
つ
け
た
桃
の

と
解
す
る
こ
と
は
突

で
は
な
い
は

。
第
三
は
人
家
の

に

う
人
々
の
描

で
あ
る

図
一

三

。
家
の
者

と

で
あ
る
の
か
、
何
か
を

し
て
い
る
様

。

り
込
ん

人
と

を
持
っ
て
立
つ
一
人
は

を
か

り
、

の

く
ゆ
っ
た
り
と
し
た

を
着
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
も
う
一
人
の
立
ち

の
人
物
は
彼
ら
と
は

少
し
異
な
る

を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

五

。
こ
う
し
て
見
て
ゆ
く
と

こ
の
異
な
る
い
で
た
ち
の
人
物
は
「
桃

源

」
の
主
人

で
あ
る

夫
を

示
し
、
彼
が

人
た
ち
に
出

え
ら
れ
て
い
る
様

が
表
さ
れ
て
い
る
と
思

え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
「
桃

源

」
の
「
見

人
、

大

、

。

、

要

家
、

作

。
」
の

に

す
る

面
で
、
絵

の
中
の

夫
は
こ
れ
か
ら
家
に

か
れ
彼
ら
と

を
共
に
す
る
の
で
あ

る
。
ち
な
み
に
こ
こ
に
も
描
か
れ
て
い
る

を
つ
い
た
老
人
の
描

は
桃
源

図
に
は
し

し

す
る
も
の
で
、
お
そ
ら
く
こ
の

の
由

や

史
を

る
物

り
な
人
物
と
し
て

夫
の
質

に

え
る

を

え
ら
れ
て
い

る
の

う
。
家
の
中
か
ら
は
女
性
と
思
わ
れ
る
人
物
が
彼
ら
の

を
見
て

お
り
、
彼
女
は

に
描
か
れ
た

ー

で
こ
れ
か
ら

を

意
す
る
と

こ

と

察
さ
れ
る
。
第
四
に
こ
の
画
中
画
に
は

や

と
思
し
き
描

、

水
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
桃
源
図
の
な
か
で
時

取
り

れ
ら
れ

る
要
素
で
あ
る
。
そ
し
て
第
五
に
、
人
物
が

ま
る
家
の

か
い
に
も
人
家
が

、
ち

っ
と
し
た

落
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
家
々
は

で
は
な
い

が

に

え
ら
れ
た
様

で
、

に
は

な
小

が

り
柳
な
ど

も
の

が

わ
っ
て
い
る
。

に
は

台
と

着
き

が
作
ら
れ
、
漂

う

の

こ
う
に
は
な

ら
か
な
山
と
人
家
が
描
か
れ
、
こ
ち
ら
で
も

を

る

が

見
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
が
漂
う
の
ど

か
な

で
は
、
家

も

も
き
ち
ん
と

れ
さ
れ

な

ら
し
が

ま

れ
て
い
る
よ
う
に
見

け
ら
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
「
桃

源

」
に

し
た
理

想
の

間
、
桃
源
郷
の

の
景

の

ラ

で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
画
中
画
に

み
取
れ
る
の
は
「
桃

源

」
の
物
語

け
で
あ

う
か
。
画
中
屏
風
第
四
扇
に
描
か
れ
た

を

る

上
の
高
士

図
一

四

は
、

郷
へ

る
陶
淵
明
の

々
し
い

が
語
ら
れ
る
「

去

」

の
ま
さ
に
陶
淵
明

で
あ

う
（
「

風

夫

」
）
。
そ
し
て
第

扇
に
描
か
れ
る
家
の

で

か
い
合
う
人
々

は
、
「
桃

源

」
の

夫
と

人
で
あ
る

け
で
な
く
、

郷
の
家

に
出

え
ら
れ
た
陶
淵
明
の

に
も
重
な
る
（
「

」
）
。
画
中
の

は
陶
淵
明
の
ふ
る
さ
と
で
も
あ
る
の

。
こ

の
よ
う
に
本
図
の
画
中
屏
風
は
陶
淵
明
の
詩
作
品
の
内
容
を

合
的
に
表
す

も
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
陶
淵
明
の
人
生

、
陶
淵
明
が
作
品
を
通
し
て

え
た
か
っ
た

を
描
い
た
も
の

と
筆
者
は

す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
陶
淵
明
が

え
た
か
っ
た

と
は
何
か
と
い
う
と
、
現

の

郷
に
こ
そ
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分
が

か
ら

す
る
も
の
が
あ
る
と

り
、

や

に

ま
さ
れ
る

こ
と
な
く

に
生
き
る
こ
と
が
一

い
の

と
い
う
生
き

で
は
な
い

う
か
。

そ
の
う
え
で
、
こ
の
画
中
屏
風
を

く
「
彦
根
屏
風
」
に
描
か
れ
た
遊
廓
の

人
々
は
何
を
意
味
す
る
の

う
か
。
遊
廓
は

く
男
女
の
恋
の

で
あ
り
、
遊
女
は

の

を

く
存
在
で
あ
っ
た
。
き
ら

や
か
な
男
女

の
遊
楽
の

は
現

世
界
か
ら

で
き
る
あ
る

の
異
世
界
で
あ
り
、

男
性

に
と
っ
て
の
理
想
郷
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
現

に

れ
た

が
日

常
と
は
異
な
る
世
界
に

す
る
、

の
間
の
異
界

と
い
っ
て
い
い
か

も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
画
中
画
に
描
か
れ
た
桃
源
郷
と
、
こ
の
遊
廓
の
世
界

が
理
想
郷
的
異
世
界
で
あ
る
と
い
う
一
点
は
共
通
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
内

容
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

五

一
、

者
と

え
る
人
々

さ
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
本
図
の
画
中
屏
風
に
は
家

の

で

ね
て
き
た
で
あ

う
人
々
を
出

え
る
様

が
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

は
家
の
中
か
ら
そ
の
様

を

う
人

も
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
彦
根
屏
風
」
全

体
に
目
を

る
と
、
そ
の
描

と

似
す
る

景
に
気
が

か
な
い

う
か
。
第
一
、

扇
に
は
画
面

へ
と

み
を

め
る
四
人
の
人
物
が
描

か
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
画
中
画
に
描
か
れ
た
家

の

の
人
物
と

似
し
、
ま

た
第
三
扇
の
指
を
さ
す
少
女
が
四
人
の
存
在
を
第
四

六
扇
の
人
々
に

ら

せ
る

は
、
画
中
画
の
家

の
中
に
い
る
人
物
と

い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
画
中
画
に
描
か
れ
た
人
々
の

と
金
地
の
遊
楽
人
物
の

と
が
連

し
て
い
る
の

図
一

三

図
一

五

六

。

者
は

右
反

し
た
関

係
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
画
中
画
の
家

が

の

に

っ
て
し
ま

う
と
、
山

の
開
か
れ
た

間
が

ら
れ
る
と
画
家
が
考
え
た
た
め
で
あ

う
。
ま
た
作
品
本
体
と
画
中
屏
風
の
大
き
さ
が

し
て
い
る
よ
う
に
、
描

を
反

さ
せ
る
こ
と
で
作
品
本
体
と
画
中
画
の
異
質
性
を
示
し
た
と
思
わ
れ

る
。

上
の
よ
う
に
考
え
る
と
「
彦
根
屏
風
」
第
一
、

扇
の
四
人
は

の

、
つ
ま
り

に
立
ち
、
第
三

六
扇
の
人
物
た
ち
は

の
中
に
い
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
立
ち

の
四
人
は

ま
さ
に

の
内

へ
と

を

み

れ
よ
う
と
し
て
い
る
の

。
そ
し
て
こ
の
金
地
上
の
人
物
た
ち
の

作
は

画
中
画
の
人
物
た
ち
の

を

し
た
も
の
で
あ
り
、

時
の
遊
廓
の

景

に
や
つ
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
金
地
に
隠
さ
れ
た
本
図
の

体
的
な

面
を
あ
え
て
想

す
る

な
ら

、

え

筆
「

舞

図
」
（

国
立

物

）

図
四

の

隻
に
描
か
れ
た
、

舞

小

の
楽

の

に
あ
る

を
く

っ
て

に

り
出
す
人
々
と
、
彼
ら
を

の

か
ら

め
る
若
衆
や
、
三

味
線
や
双
六
を
す
る
人
物
が
い
る

景
に

似
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る

う
。

こ
こ
ま
で
作
品
本
体
と
画
中
屏
風
が
異
界

と
い
う

ー

で
共
通

し
、
図
像
的
に
も
連

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
点
は
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さ
ら
に

味
深
い

に
突
き

た
る
。
連

し
て
い
る
の
は
作
品
本
体
と

画
中
画

け
で
は
な
い
の

。
作
品
本
体
と
画
中
屏
風
に

じ
よ
う
な

景

が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
画
中
屏
風
に
描
か
れ
た
家

の
さ
ら
に

そ
の
内

で
も
、

様
の
展
開
が

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り

そ
こ
に
も
遊

楽
し
む
人
々
や
画
中
画
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の

。
そ
し
て
そ
の
画
中
画
の
中
に
想

さ
れ
る
画
中
画
の
中
に
も
、

な
る
画

中
画
の
存
在
を
見

か
す
こ
と
が
で
き
、
奥
へ
奥
へ
と

く

れ

構
造
で

あ
る
こ
と
が

明
す
る
。
そ
し
て
、
「
彦
根
屏
風
」
と
い
う
作
品
が

時

的

な

間
や
遊
廓
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
た
と
き
、
本
図
の
画
中
人
物
が
画

中
屏
風
の

く
に
く
つ

い
で
い
た
よ
う
に
、
「
彦
根
屏
風
」
の

時
の

者
も
「
彦
根
屏
風
」
の

く
に

っ
て
い
た
は

。
そ
れ
は
す
な
わ
ち

時

の

者
と
「
彦
根
屏
風
」
の
関
係
が
、
本
図
の
金
地
に
描
か
れ
た
遊
楽
人
物

と
画
中
屏
風
の
関
係
と
連

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
彦
根
屏
風
」
の
画

中
画
は
画
面
の
奥
に
も
そ
し
て

に
も
、
連

す
る

重
構
造
で
あ
る
と

考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

五

、
異
界
へ
の

内
人

上
の
よ
う
に
本
図
の
画
中
画
の
描

と
金
地
の

間
に
描
か
れ
た
遊

楽
人
物
と
の
奥
深
い
つ
な
が
り
を
指
摘
で
き
た
。
こ
こ
で

者
を
取
り
持
っ

て
く
れ
る
存
在
が
い
る
。
第
六
扇
に
描
か
れ
た
三
味
線
を

す
る
老
人
で

あ
る

図
一

六

。
こ
の

の

は

で
あ
り
、
三
味
線
が

す
る

は

の
弾
き
語
り
で
様
々
な
語
り
物
や

謡
を

え
て
き
た

。

は

か
ら

っ
て
く
る
「

の

わ
め
き
の
な
か
へ
み

か
ら
を
開

し
、
共

イ

さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
が
、

代
の

に
あ
っ
て

は
、
〈
異
界
〉
と

す
る

で
も
あ
っ
た
」
と
さ
れ
、
こ
の
世
と

異
界
と
を
つ
な

者
で
あ
っ
た

八

。
こ
の
存
在
が
あ
る
こ
と
で
、
本
図

の
画
中
画
の
桃
源
郷
と
金
地
に

か

遊
里
と
い
う
異
な
る

つ
の
世
界
が

一
画
面
に
共
存
し
て
い
る
の
で
あ
る

。

こ
の

に
は
本
図
の
物
語
の
語
り
を

せ
た
く
な
る
。
奥
平
氏
は
彼
を

こ
の
屏
風
劇
の
語
り

で
あ
る
と
し
、
藤
崎
氏
は
謡
曲
「
芭
蕉
」
の

の
僧

に

て
た
。
山
根

三
氏
の
よ
う
に
こ
の
人
物
が
画
面
の

に

を

け
る

が
作
品
に
漂
う

を

め
て
い
る
と

じ
る
研
究
者
は

い
三

。

し
か
し
筆
者
は
こ
の

に
異
界
の

者
と
し
て
の

の

ジ

な

性
を
見
出
す
。
彼
は

の
武

で
あ
る

を
三
味
線
に

け
て

し
て
い
る
。

が

り

か
ら
こ
そ
わ

か
な

の

い
も

さ
な
い

と
い
う
よ
う
な
気

で
口

を

い
し

り
、
見
え
な
い
は

の
右
目
を
見

開
い
て
い
る
。
「
相
応

屏
風
」
（

）

図
五

の

隻
に
も
、

る

衆
の
中

に
三
味
線
を
弾
く

人
と
思
わ
れ
る
男
性
が
描
か
れ
て
い

る
が
、
右
目
は

じ
、

目
は
開
け
て
三
味
線
を

る

ら
の

を
見
て
い

る
。
楽
し
げ
に

っ
た
口

も
「
彦
根
屏
風
」
の

と
は
対
照
的
で
あ
る
。

の
三
味
線
を

す
る
の
は
日
常

で
は
あ
っ
た

う

が
、
本
図
の

が
異
界
に

を

す

の

と
三
味
線
の

を

に

え
よ
う
と
す
る

に

人
と
し
て
の

ラ
イ

を

じ
る
。
そ
し
て

上

に

け
て
持
ち
上
げ
ら
れ
た

と
見
開
か
れ
た
右
目
は
背
後
の
画
中
屏
風
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異
界
へ
と
つ
な
が
る
の

。

「
彦
根
屏
風
」
に
お
い
て
は
、
こ
の

と
い
う
人
物
を
軸
に
、

の
世

界
と

の
世
界
と
が
非
常
に
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
も
そ
も
本
図
は

な
細

描

や
絵

の
特
異
な
表
現

に
よ
っ
て

え

え
と
し
た

を
見
る
者
に

じ
さ
せ
る
が
、
そ
れ
は

に
関
す
る
描

に

す
る
。

え

は

を

す
る
も
の
で
、
味

は
あ
ま
り
重
要

さ
れ
て
い

な
い
よ
う

が
（
第
六
扇
の
少
女
が
持
つ

は

の

れ
か

み
か
、

あ
る
い
は

き
の
た
め
の

と
見
る
か
は
見
解
の
分
か
れ
る
と
こ

で

あ
る
。
ま
た
本
図
に
は
遊
楽
の

面
で

く
出
て
く
る

の
描

が
な
い

点
が
少
し

思

で
は
あ
り
、
考
察
の

地
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
）
、

に
関
し
て
は
画
中
の
人
物
た
ち
の

な

が

、
特
に

の
四
本
の
指

か
ら

れ
た
小
指
の
描

に
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て
や
は
り
重
要
な
の
は

と

で
あ
る
三
一

。
文
を

み
書
き
す
る

や
絵
の
描
か
れ
た
屏
風
は

の
要
す
る
と
こ

で
あ
り
、
目
の
見
え
な
い
老
人
が
三
味
線
と
い
う

の
世
界
を

大

に

し
な
が
ら
も
画
中
画
に

け
込
み
そ
う
な

ど

に

く

置
し
て
い
る
の
は
、
本
図
に
お
け
る

と

の

な
つ
な

が
り
を
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て

の
人

か
ら
こ
そ
、
こ
の
老

人
が
異
界
の

者
と
な
っ
て
画
中
屏
風
と
金

の
遊
里
と
を

時
に

現

さ
せ
る
の
で
あ
る
。

遊
楽
図
に
お
い
て
し

し

屏
風
が
描
か
れ
る
よ

う
に
、
屏
風
は
三
味
線
な
ど
の

楽
の

を
反
響
さ
せ
る
目
的
が
あ
っ
た
よ

う

。
三
味
線
の

が
屏
風
絵
に
反
響
し
金
地
の
遊
里
に
響
き

る
よ
う
に
、

画
中
の
桃
源
郷
と
遊
里
の
異
界
性
は

応
し
合
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

本
論
で
は
「
彦
根
屏
風
」
の
画
中
画
に

点
を

て
、
そ
こ
に
桃
源
郷

陶
淵
明
の
詩
作
品
の
要
素
が
見
出
せ
る

性
を
提
示
し
、
ま
た
画
中
画
と

金
地
に
描
か
れ
た
遊
里
の

間
と
の
連

や
そ
こ
か
ら

き
出
さ
れ
る

重

構
造
、
作
品
全
体
の

一
性
を
指
摘
し
た
。
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
金
地
の

間
と
画
中
画
の

に
、

人
に
よ
る
異
界

が
描
か
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
三

。
ま
た
本
図
の
画
中
画
イ
メ
ー
ジ
が

重
構
造
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
た
点
は

見
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
画
中
画
と
作
品
本
体
を
つ

な
げ
る

を
三
味
線
を

に
す
る
老
人
が

っ
て
お
り
、
異
界
の

者

と
し
て
、
ま
た

と

の

の

間
に
い
る
者
と
し
て
の
こ
の
人
物

の
重
要
性
を
い
く
ら
か
示
す
こ
と
が
で
き
た
。

い
の
な
い
平

な
隠
れ
里
で
あ
る
桃
源
郷
と
、
一

の
理
想
郷
で
あ
る

遊
里
を

し
て
描
い
た
の
は
ど
ん
な

で
あ

う
か
。
そ
し
て
画
面
の

奥
と

の

に

く

重
構
造
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の

う

か
。

は
そ
こ
ま
で
分
析
す
る
こ
と
は

わ
な
か
っ
た
が
、

時
の
遊
里
の

や
人
々
の
隠
逸
へ
の
憧
れ
と
い
っ
た
も
の
を
詳
し
く

す
る
こ
と
で

見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
は

で
あ
る
。
ま
た

後
も
画
中
画
や
異
界
性
を

ー

ー

に
本
図
の

解
き
に
取
り

ん
で
ゆ
き
た
い
。

が

さ

せ
る
異
界
の
響
き
は

く
の
研
究
の

地
を

し
て
い
る
よ
う
に
思
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う
。

一

「
遊
楽
と
い
う
観

」
と
い
う
考
え
は
橋
本
治
「
そ
の
五

六

過

去

っ
た
も
の
「
彦
根
屏
風
」
」

ら
が
な
日
本

史

三

、
一

一

。

若

宏
氏
は
本
図
の
三
味
線
を
持
つ
三
人
は

古
の

中
で
あ
る
と
考

察
す
る
。

に
出

い
た

で
あ
る
老
人
が

に
い
る
後

の
女

性
に

古
を
つ
け
、
も
う
一
人
の
女
性
は

を

っ
て
い
る
と
す
る
。
若

宏

ー

・

見
一
一

日
本
の

楽

ら
れ

る

ー

と
そ
の

ミ

書

、

一

八

、
四

。

三

奥
平
俊
六

絵
は
語
る
一

彦
根
屏
風

無
言
劇
の

出

平

、

一

六

三

。

四

藤
崎
由
紀
「

彦
根
屏
風

の
主
題
に
関
す
る
一
考
察

謡
曲
「
芭
蕉
」

を
め

っ
て

」

古

一

、
一

四

。

五

佐
藤
康
宏
「

筆

世
絵
が
な
く
し
た
も
の

彦
根
屏
風
小
論
」
小

筆

世
絵
大
観
一

、
一

五

一

。

六

橋
本
、

書
。

・

「
絵
の
中
の
絵
」
（

一
・
三

、
画
中
画
研
究

、
三

解
題
）

研
究

員

研
究

特

イ
メ
ー
ジ
の
中
の
イ
メ
ー
ジ

三

、

三

、
一
六

。

八

佐
藤
、

書
、

。
奥
平
氏
は
「
画
」
が
屏
風
と
い
う

に
置

き

え
ら
れ
て
い
る
点
も
指
摘
（

書
、

）
。

に

氏
は
、

屏
風
は
間

り
と
し
て

に

か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
本
図
の
画
中
屏

風
は
「
琴
棋
書
画
」
の
「
画
」
に
は

た
ら
な
い
と
考
え
、
ま
た
こ
の
画
中

画
は
本
図
の
絵

が
現
物
の
屏
風
を
精

に

し
た
も
の
で
あ
る
と
考
察

し
て
い
る
。

「
国

女
遊
楽
図
屏
風

屏
風

の

平
成
六

一

四

五

の

理
に
お
け
る

見
を
ふ

ま
え
て
」

史
論

一
八
、

一
八

、

一

。

「

屏
風
」
に
描
か
れ
た
小
袖
の

様
や

の
絵
を
「
琴
棋
書

画
」
の
「
画
」
と
す
る
考
察
も
あ
る
が
、
「
彦
根
屏
風
」
に
お
い
て
画
中
屏

風
と
し
て
大
き
く
「
画
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
比

す
る
と
そ

の
重
要

は

い
と
思
わ
れ
る
。

一

小

氏
は
画
中
画
の
作

に
お
い
て
大
き
な
も
の
を
小
さ
く
、
小
さ
な

も
の
を
大
き
く
描
い
た
面

さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
小

「
屏
風
絵
の

の

合
」
小

日
本

全

一

と
風

画

の
絵
画

、
一

六

、
一
八

一
八
一

。

一
一

「
男
女
遊
楽
図
屏
風
」
（
細
見

）
に
描
か
れ
た
画
中
山
水
図
屏

風
は
屏
風
の

を
見
せ
る
こ
と
も
な
く
ま
っ
す

に
立
ち
、

の
人
物
た

ち
と
の
深
い
関
連
性
は
見
出
せ
な
い
。

一

持

一
夫
「

絵

に
現
れ
た

屏
画
」

研
究

一

一
、

一

五
三

一
一

や
、
武

夫
「
中
世

屏
画
と
そ
の
画
中
画
」

中

世

屏
画

国
立

物

、
一

三

な
ど
に
詳
し
い
。

一
三

研
究

員

研
究

特

イ
メ
ー
ジ
の
中
の
イ
メ
ー
ジ

三

、

三

は
、
メ

・
イ

メ
ー
ジ
に
つ
い
て
様
々
な

か
ら

点
を

て
た
、
研
究
の

し
る

と

な
る
論

で
あ
る
。

一
四

「

間
」
と
い
う

は

上

氏
の
論
考
に

っ
た
。

上

「

ム
と
画
中
画

・

を
中

に
」
、
注
一
三

書
。

一
五

奥
平
俊
六
氏
は
こ
の
画
中
画
は
遊
里
の
世
界
の

を
映
し
出
す
「
非

日
常
の
鏡
」
で
あ
る
と
も
喩
え
て
い
る
が
（
奥
平
、

書
、
一

六

一

）
、
筆
者
は
画
中
画
の
鏡
像
要
素
に
つ
い
て
は
ま
た

め
て
詳
細
に

論
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

一
六

本

代
氏
は
「

が
袖
図
屏
風
」
な
ど
に
見
出
せ
る
画
中
画
の
構
造

や
鏡
映
像
が
も
つ
、
現

と
非
現

の

を
映
し
出
す

性
に
つ
い
て

考
察
し
て
い
る
。

本

代
「

が
袖
図
屏
風
と

」

立
女

大

紀
要

、
一

八

三

。

409

「彦根屏風」の主題に関する一考察

（28）



一

中

人
氏
は
遊
里
を
桃
源
郷
と
す
る
立

か
ら

と
し
て
の
山
水

図
と
の
対
比
を
考
察
し
て
い
る
。
中

人

彦
根
屏
風
考

恋
の
す
み

か

工

、

一
一

。

一
八

桃
源
の
水

古

大

出

、

一

五

、

一
五

一
六

。

一

口

一

桃

源

の

を
解
く

意
の
詩

人
・
陶
淵
明

日
本

出

、

一

を

照
し
た
。

波

中
国

想
小

古

異
界

鏡

平

、

一
八

一
一

、

。

一

、

書
、

八

。

佐
藤
、

書
。

三

佐
藤
康
宏
氏
は
右

の
立
ち

の
男
女
三
人
は

三

図
に
（
佐
藤

康
宏
「

の

「
一

絵
」
・
「
彦
根
屏
風
」
・
「

絵
」
」

日
本

史
第

の

承

大

出

、

五

五

、

五
三

。
）
、
双
六
を

む
三
人
は
三

図
に

似

す
る
と
し
（
佐
藤
、
注
五

書
、
三

。
）
、
奥
平
俊
六
氏
は

を

く
女
性
の

り

る

に
「
女
三

」
見
立
て
の

に
も

観

照
女
の
図
像
を
見
出
す

奥
平
、

書
、
八
五

八
六

。

な
ど
、
様
々

な
図
像
に
関
す
る
指
摘
が
あ
る

。

四

「

山

の

図

に
つ
い
て
」

大

文

八

、

一

八

。

五

氏
は
こ
の

を
つ
い
た
人
物
と

に
立
つ
人
物
、

画
中

屏
風
第
四
扇

の

に

っ
た

人
の
人
物
を
高
士
と

と
見
て
い

る
。

「
彦
根
屏
風
の
表
現
に
つ
い
て
」
彦
根

物

、

文

研
究

画

国

彦
根
屏
風

中

論

出

、

八

三

、
一
五
六

。

六

画
中
屏
風
と
遊
楽
人
物
た
ち
に
つ
い
て
、
佐
藤
康
宏
氏
は
画
中
画
の
家

の

の
三
人
の
高
士
と
遊
廓
で
双
六
を
す
る
三
人
が
、
ま
た
画
中
画
の

上

か
ら

を

り

く
高
士
と
遊
里
の

が

り

る
様

が
照
応
す
る

と
指
摘
し
て
い
る
。
佐
藤
、
注

三

書
、

五
三

。

に
つ
い
て
は

藤

〈
異
界
〉
を
語
る
人

と

波

書
、

四

を

照
し
た
。

八

藤
、

書
、

。

ち
な
み
に
第
五
扇
の
三
味
線
を
弾
く

き

の
女
性
は
、

の

で
あ
る

を

と
さ
せ
る
（

の
か
た
ち
に
つ
い
て

は
奥
平
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。
奥
平
、

書
、

三

）
。

三

山
根

三

日
本
の

一

桃
山
の
風

画

平

、
一

六

一

、
一

。

三
一

氏
は
絵
画
と
い
う

に
よ
っ
て
成
立
す
る
中
に

の
世

界
を
生
き
る
老
人
の
異

さ
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
絵
画

を
描

く
絵
画
「
画
中
画
」
（
日
本
）
」

本

・

文

絵
画
の
メ

か
ら
の
メ

ー
ジ

、
一

八

五

。 

三

奥
平
俊
六
氏
は
第
一
扇
の
少
女
と
女
性
は
山
中
の
隠
者
を

す
る
高

士
と

に

似
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
奥
平
、

書
、
一

。

図

出

図
一
、
一

五
、

日
本

全

第
一

時
代

と
遊
楽
図

小

、

一
四

四

。

図
一

一
、
一

、
一

三
、
一

四
、
一

六

彦
根

物

、

文

研
究

画

国

彦
根
屏
風

中

論

出

、

八

三

。

図
三

小

、

日
本

全

一

と

風

画

の
絵
画

、
一

六

。

図
四

世
風

図

第
一

舞

小

、
一

八
三

六

。

図
五

、
佐
々

康

、

佐

ー

五

遊

の

遊
楽
図
の

ー

、

一

六

。

408

大橋香奈子

（29）



図
一

「

本
金
地

風

図
（
彦
根
屏

風
）
」
国

本
金
地

六
曲
一
隻

四
・

一
・

時
代

一

世
紀

彦
根

彦
根

物

図
一

一

「
彦
根
屏
風
」
（

分
）

図
一

「
彦
根
屏
風
」
（

分
）

図

「

本
金
地

風

図
（

本

平
八

絵
）
」
重
要
文

本

曲
一
隻

・

一
五

・
四

時
代

一

世
紀

人

明
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図
三

山

筆
「

図
」

本

画

一

三
一
・
五

一

三
・

時
代

一

世
紀

人

（

分
）

図
一

三

「
彦
根
屏
風
」
（

分
）

図
一

五

「
彦
根
屏
風
」
（

分
）

図
一

四

「
彦
根
屏
風
」
（

分
）

図
四

筆
「

本
金
地

舞

図
」
重
要
文

本
金
地

六
曲

一
双

一

・

三

・
六

時

代
一

世
紀

立

人
国
立
文

構

国
立

物

（

分
）

図
一

六

「
彦
根
屏
風
」
（

分
）

図
五

「

本
金
地

遊
楽
図
（
相
応

屏
風
）
」
重
要
文

本
金
地

八

曲
一
双

一

六
・
一

四

・
八

時
代

一

世
紀

人

明

（

分
）
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Abstract 

 

A Study on the Subject of Hikone Screen: 

Echoing with the Another World 

 

OHASHI, Kanako 
 

 

Keywords: Hikone Screen, Early Modern Genre Painting, Painting-within-a-Painting, Another World, 

the Peach Blossom Land  

 
The Hikone Screen, produced in the early Edo period, is an enigmatic painting. The gold-ground screen 

depicts 15 figures playing at pleasure and a folding screen "painting -within-a-painting," which is set in 
a pleasure quarters of Kyoto at that time. Although the work expresses the appearan ce of four 
accomplishments "kinkishoga," there are a number of suggestive elements that lead the viewer to wonder 
if there is a hidden subject in this work. This paper is a study of the themes of this picture.  

After an overview of the history of research on the subject matter of this painting, I discussed 
"painting-within-a-painting", which I consider to be the most important motif in the subject matter of 
this painting, and showed that it is an important motif in Hikone Screen. 

I next examined the description of the "painting-within-a-painting." In particular, it is important to 
point out that a cave-like object is depicted in the lower right corner of it. It appears possible that this 
painting alludes to the world of "the Peach Blossom Land," described by the Chinese poet Tao Yuan -
ming. I pointed out that several depictions, such as the cave  and the scene of welcoming visitors in front 
of the house, correspond to the theme of Tao Yuan-ming's poems, "a visit to another world."  

Next, I discussed the relationship between this "painting-within-a-painting" and the gold-ground space. 
The composition of this painting, with standing figures on the right and seated figures on the left, is 
similar to the depiction of people welcoming a traveler into the ir home in the "painting-within-a-
painting," and I pointed out that the entire work in this painting corresponds to the content of the 
"painting-within-a-painting." And I analyzed that it leads to multiple structure of this picture. I also 
considered the old man with a samisen in the sixth screen serves as a mediator of another world, 
connecting the two different worlds of the painting, "the Peach Blossom Land" and the pleasure quarters.  

As described above, I showed that elements of "the Peach Blossom Land" can be found in the 
"painting-within-a-painting" in the Hikone Screen, which is linked to the space of the whole picture, 
pleasure quarters. I proposed here a new view on the subject matter of the Hikone Screen. 
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