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近
世
日
本
絵
画
の
熟
成

　
　
　
　
　
日
本
の
美
意
識
構
築
に
見
る
室
町
期
の
思
想
の
影
響

佐
々
木
　
丞
平

　
は
じ
め
に

　
わ
が
国
に
は
様
々
な
高
度
な
レ
ベ
ル
を
保
持
す
る
伝
統
芸
術
、
伝
統
文
化
の
分
野
が
存
在
す
る
。
で
は
、
「
伝
統
的
」
と
は
ど
う
い
う
こ

と
で
あ
る
の
か
。
勿
論
あ
る
一
定
の
内
容
が
長
期
間
継
続
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
条
件
の
一
つ
と
い
え
る
が
、
長
期
間
続
い
て
い

る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
「
伝
統
的
」
と
い
え
る
わ
け
で
も
な
い
。
「
伝
統
的
」
と
い
わ
れ
る
分
野
に
は
、
必
ず
あ
る
レ
ベ
ル
で
の
完
成
形
態

が
整
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
保
持
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
「
伝
統
的
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
、
日
本
絵
画
史
の
分
野
で
考
察
を
進

め
て
み
た
い
。

　
ま
ず
我
々
が
日
本
絵
画
に
思
う
こ
と
は
、
線
の
美
し
さ
、
余
白
の
美
、
流
れ
、
等
で
あ
る
。
流
派
が
数
多
く
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
描
写

構
成
も
異
な
り
、
ま
た
、
そ
の
流
派
の
中
に
数
多
く
の
絵
師
が
存
在
し
て
、
個
々
の
作
風
の
個
性
に
も
変
化
が
あ
る
中
で
、
そ
れ
で
も
長
い

間
に
培
わ
れ
た
わ
が
国
の
特
有
性
が
日
本
絵
画
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
は
絵
画
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
書
道
、
茶
道
、
華
道
、
能
等
、
こ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
伝
統
的
」
と
冠
さ
れ
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世
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二

る
領
域
で
は
、
個
々
の
分
野
の
み
な
ら
ず
、
全
体
的
に
共
通
す
る
基
盤
と
な
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

本
論
で
は
、
絵
画
史
を
論
ず
る
に
当
た
っ
て
、
そ
の
他
の
伝
統
的
芸
術
分
野
へ
も
視
線
を
送
り
、
日
本
の
「
伝
統
的
」
と
い
わ
れ
る
領
域
、

レ
ベ
ル
を
構
築
し
た
も
の
に
対
し
、
そ
の
背
景
と
な
る
思
想
、
シ
ス
テ
ム
に
ま
で
考
察
を
進
め
て
み
た
い
。

　
近
世
日
本
絵
画
史
の
研
究

　
私
が
主
に
研
究
対
象
と
し
て
き
た
の
は
、
江
戸
中
期
、
十
八
世
紀
の
日
本
の
絵
画
で
あ
る
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
様
々
な
描
法
が
登
場
し
、

百
花
練
乱
と
い
え
る
こ
の
時
期
の
美
術
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
、
解
決
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
幾
つ
か
の
問
題
が
あ
っ
た
。

　
絵
画
と
は
、
言
語
に
明
確
に
置
き
換
え
ら
れ
な
い
美
や
、
抽
象
的
概
念
を
表
現
す
る
た
め
に
発
達
し
た
分
野
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
言

語
に
な
ら
な
い
も
の
を
雷
語
を
も
っ
て
考
察
し
、
明
確
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
伴
う
困
難
さ
が
ま
ず
存
在
す
る
。

　
様
々
な
人
文
系
学
問
分
野
は
、
雷
語
を
以
っ
て
な
さ
れ
た
思
想
、
論
考
に
対
し
て
、
言
語
を
以
っ
て
更
に
考
察
を
進
め
る
と
い
う
こ
と
が

可
能
で
あ
る
の
に
対
し
、
絵
画
、
音
楽
、
舞
踊
等
、
非
言
語
的
表
現
分
野
に
あ
る
も
の
を
解
明
し
て
い
く
に
は
、
ど
こ
か
の
時
点
で
、
非
言

語
的
領
域
を
言
語
領
域
に
置
き
換
え
る
と
い
う
作
業
が
必
要
と
な
る
。

　
ま
た
、
こ
の
非
言
語
的
領
域
か
ら
雷
語
領
域
へ
の
移
行
が
正
確
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

　
詩
人
が
詩
を
書
く
に
当
た
っ
て
は
、
自
ら
の
内
在
す
る
思
い
を
、
言
葉
を
表
現
の
基
本
素
材
と
し
て
表
に
押
し
出
す
、
つ
ま
り
表
現
す
る

の
に
対
し
て
、
画
家
は
同
じ
よ
う
に
自
ら
の
内
な
る
思
い
を
色
や
形
と
い
っ
た
視
覚
的
素
材
で
表
出
す
る
わ
け
で
、
そ
れ
は
罵
言
に
と
っ
て

の
言
語
で
あ
り
、
絵
画
表
現
と
は
言
語
に
代
わ
る
表
現
形
式
の
一
種
で
あ
る
と
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
さ
て
、
我
々
は
日
常
の
表
現
手
段
を
言
語
に
頼
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
言
語
外
表
現
の
領
域
に
な
る
と
、
果
た
し
て
正
確
に
把
握
で
き
て

い
る
の
か
ど
う
か
が
不
確
か
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。

　
し
か
し
、
音
楽
家
が
あ
る
演
奏
を
す
る
と
き
は
、
あ
る
曲
を
解
釈
し
、
自
ら
の
明
確
な
狙
い
を
も
っ
て
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
、
音
楽
に



造
詣
の
深
い
人
ほ
ど
、
そ
の
表
現
内
容
を
的
確
に
捉
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
夏
、
能
を
素
材
と
し
て
、
能
の
舞
の
所
作
な
ど
、
抽
象
的
な
言
語
外
表
現
が
ど
こ
ま
で
鑑
賞
者
側
に
伝
わ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
実

験
を
試
み
て
み
た
が
、
そ
の
伝
達
は
、
あ
る
一
定
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
て
、
特
に
能
を
理
解
し
て
い
る
人
に
は
か
な
り
正
確
に
伝
わ
る
こ

と
が
確
認
で
き
た
。

　
絵
画
史
研
究
で
も
、
具
体
的
な
描
写
解
析
と
歴
史
的
考
察
、
思
想
的
考
察
を
合
体
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
考
察
や
背
景
と
な
る

思
想
史
的
考
察
、
あ
る
い
は
当
時
の
社
会
や
文
化
と
の
連
関
の
解
明
だ
け
で
な
く
、
非
雷
語
表
現
領
域
そ
の
も
の
へ
と
踏
み
込
み
、
よ
り
深

い
解
明
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

　
非
言
語
表
現
領
域
の
担
う
役
割

　
先
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
絵
画
の
表
現
は
、
非
言
語
表
現
領
域
の
中
に
あ
る
。
そ
の
表
現
内
容
が
、
雷
語
化
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
か
ら
と

い
っ
て
、
制
作
の
背
景
と
し
て
明
確
な
絵
画
思
想
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
制
作
者
に
と
っ
て
の
非
雷
語
表
現
は
、
雷
語
に
頼
ら
な

い
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
、
そ
の
背
景
の
思
想
や
感
性
や
表
現
目
的
は
明
確
に
存
在
す
る
。

　
ま
た
、
多
く
の
鑑
賞
者
が
そ
の
絵
の
良
さ
や
、
絵
画
の
表
出
す
る
抽
象
的
内
容
に
関
し
、
自
ら
の
受
容
を
明
確
に
言
語
化
で
き
な
い
の
は
、

理
解
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
絵
画
の
表
現
内
容
を
鑑
賞
者
も
非
言
語
領
域
で
受
け
止
め
て
い
て
、
自
ら
の
受
容

の
詳
細
を
雷
語
化
し
に
く
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
認
知
と
受
容
と
理
解
と
い
う
流
れ
の
中
の
ど
こ
か
の
部
分
で
、
そ
れ
が
雷
語
で
表
現
で
き
る
領
域
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
達
し
て
も
、
あ
る
抽

象
的
概
念
を
表
現
す
る
的
確
な
醤
語
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
い
場
合
も
多
い
。

　
例
え
ば
、
身
近
に
あ
る
あ
り
ふ
れ
た
紙
袋
に
つ
い
て
、
そ
の
デ
ザ
イ
ン
の
表
現
の
説
明
を
言
語
で
試
み
て
み
る
と
、
「
明
度
の
や
や
高
い
、

わ
ず
か
に
黄
土
味
を
帯
び
た
マ
ッ
ト
な
ピ
ン
ク
の
地
色
が
、
そ
の
中
に
四
角
い
形
で
小
さ
な
面
積
を
占
め
る
、
地
色
よ
り
も
明
度
の
低
い
セ

近
世
日
本
絵
画
の
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成
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四

ル
リ
ア
ン
ブ
ル
ー
系
の
白
濁
し
た
寒
色
を
、
本
来
の
そ
の
色
味
の
持
つ
大
人
し
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
よ
り
も
、
冷
た
く
硬
く
見
せ
、
穏
や
か
な
雰

囲
気
の
中
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
利
か
せ
る
効
果
を
生
ん
で
い
る
扁
と
い
う
よ
う
な
長
い
表
現
を
必
要
と
す
る
。

　
視
覚
的
に
は
極
め
て
単
純
な
も
の
の
説
明
で
さ
え
簡
単
で
は
な
く
、
同
じ
青
で
も
セ
ル
リ
ア
ン
ブ
ル
ー
と
い
う
色
味
が
ウ
ル
ト
ラ
マ
リ
ン

と
い
う
色
味
と
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
、
知
ら
な
い
人
に
対
し
て
は
、
こ
の
説
明
で
も
用
を
な
さ
な
い
。

　
絵
画
と
は
、
つ
ま
り
は
、
言
語
で
表
し
に
く
い
分
野
、
部
分
の
表
現
手
段
で
あ
り
、
そ
れ
で
あ
る
か
ら
こ
そ
絵
画
が
存
在
す
る
意
義
が
あ

る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
芸
術
に
お
け
る
絵
画
の
担
う
役
割
と
は
、
そ
の
あ
た
り
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
日
本
美
術
史
研
究

　
日
本
の
絵
画
史
の
中
で
も
十
八
世
紀
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
、
そ
れ
は
過
去
の
日
本
に
お
け
る
美
意
識
や
美
に
対
す
る
概
念
と
、
近
年
の

我
国
の
美
に
対
す
る
概
念
と
の
橋
渡
し
を
す
る
重
要
な
時
期
で
は
な
い
か
と
考
え
た
こ
と
に
よ
る
。

　
江
戸
時
代
で
発
展
し
展
開
し
た
多
く
の
絵
画
表
現
は
、
そ
の
起
源
が
江
戸
時
代
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
が
、
じ
つ
は
そ
の
表
現
構
成
は
、

先
行
す
る
絵
画
に
内
在
さ
れ
た
要
素
を
ヒ
ン
ト
に
、
そ
こ
か
ら
展
開
し
、
発
展
し
、
熟
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
絵
画
の
表
現
は
、
い
き
な
り
無
か
ら
完
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
絵
画
と
い
う
文
化
的
創
造
行
為
は
、
入
間
社
会
の
中
に
あ
っ
て
熟
達

す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
必
ず
ど
こ
か
の
時
点
で
先
行
す
る
他
者
の
作
品
や
他
の
分
野
の
美
的
表
現
か
ら
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
流
れ
を
考
え
て
み
る
と
、
絵
画
史
の
流
れ
は
、
個
々
の
画
家
の
範
瞬
を
越
え
、
水
の
流
れ
の
よ
う
な
大
き
な
う
ね
り
を
伴
い
な

が
ら
、
時
代
と
共
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
個
人
作
家
研
究
は
全
体
の
う
ね
り
の
中
に
あ
る
し
、
ま
た
、
大
き
な
全
体
の
う

ね
り
は
飼
人
作
家
の
そ
れ
ぞ
れ
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
。



　
各
流
派
固
有
の
ス
タ
イ
ル
を
決
定
付
け
る
描
法

　
さ
て
そ
れ
で
は
、
近
世
日
本
絵
画
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
狩
野
派
（
図
1
）
、
土
佐
派
（
図
2
）
、
円
山
四
条
派
（
図
3
）
、
文
人
画
派
（
図

4
）
、
琳
派
（
図
5
）
、
奇
想
派
（
図
6
）
、
等
々
、
数
々
の
流
派
が
存
在
す
る
が
、
長
い
伝
統
を
持
つ
流
派
内
に
お
い
て
は
、
作
家
の
個
々

の
個
性
を
超
え
た
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

　
そ
れ
は
、
第
一
に
、
ス
タ
イ
ル
の
問
題
で
あ
る
。
我
々
は
作
者
名
を
見
な
く
て
も
、
こ
れ
は
狩
野
派
だ
、
こ
の
作
品
は
琳
派
だ
、
と
区
別

す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
描
写
の
特
性
が
、
そ
の
流
派
内
で
一
定
で
あ
り
続
け
る
こ
と
に
よ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
作
品
が
ど
の
流
派
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
明
確
に
区
分
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
作
品
の
作
風
、
ス
タ
イ
ル
に
よ
る

も
の
で
あ
る
が
、
で
は
、
そ
の
ス
タ
イ
ル
は
何
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
日
本
画
の
画
材
は
古
く
よ
り
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
上
、
流
派
に
よ
っ
て
画
材
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
描
写
に
関
し
て
は
、

近
世
の
日
本
の
絵
画
は
多
様
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
生
み
出
さ
れ
、
空
間
構
成
や
量
感
表
現
に
も
巾
が
出
て
き
て
は
い
る
が
、
し
か
し
な

が
ら
、
西
洋
画
の
よ
う
な
極
め
て
具
体
的
で
現
実
的
な
、
リ
ア
ル
な
三
次
元
性
は
希
薄
で
あ
る
。

　
多
く
の
作
品
は
日
本
の
風
景
や
気
象
現
象
と
適
合
す
る
、
や
や
曖
昧
な
部
分
を
含
ん
だ
、
余
白
を
生
か
し
た
空
間
表
現
を
と
っ
て
い
る
。

奥
へ
の
空
間
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
部
分
は
、
モ
チ
ー
フ
を
配
置
せ
ず
、
余
白
と
し
て
残
し
、
こ
の
奥
行
き
空
間
を
感
じ
さ
せ
る
た
め
に
、
近

景
に
明
確
な
モ
チ
ー
フ
を
配
置
す
る
か
（
図
7
）
、
あ
る
い
は
景
物
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
特
色
あ
る
も
の
の
み
を
描
き
、
後
は
余
白
と
し
て

残
し
、
鑑
賞
者
の
想
像
に
委
ね
る
と
い
う
無
限
定
空
間
表
現
（
図
8
）
を
と
る
か
の
い
ず
れ
か
が
多
い
。
各
流
派
と
も
、
画
面
内
の
空
間
構

成
そ
の
も
の
で
は
、
あ
ま
り
大
き
な
違
い
は
生
じ
て
は
こ
な
い
。

　
こ
う
し
た
日
本
画
と
し
て
の
大
き
な
く
く
り
の
中
で
は
、
各
流
派
に
は
際
立
っ
た
違
い
は
な
い
が
、
違
い
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
事
え
ば
、

「
画
法
」
、
「
描
法
」
、
「
構
成
」
、
つ
ま
り
は
筆
使
い
と
画
面
構
成
の
差
に
行
き
着
く
。

　
写
生
的
で
均
一
な
細
線
を
主
体
と
す
る
土
佐
派
（
図
9
）
、
筆
の
腰
の
弾
力
を
生
か
し
、
書
法
的
な
多
様
な
変
化
を
見
せ
る
狩
野
派
（
図

近
世
日
本
絵
画
の
熱
成

五
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図9　源氏物語図屏風（部分）
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1
0
）
、
た
っ
ぷ
り
と
し
た
墨
で
筆
を
滑
ら
す
よ
う
に
用
い
る
琳
派
（
図
1
1
）

と
が
、
ま
ず
各
流
派
を
規
定
し
て
い
る
第
一
番
目
の
要
素
と
い
え
よ
う
。

図10　唐人物図襖（部分）

図11雷神図屏風（部分）

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
流
派
に
特
徴
的
な
筆
捌
き
が
存
在
す
る
こ

　
描
法
を
決
定
付
け
る
絵
画
思
想

　
あ
る
流
派
、
あ
る
い
は
あ
る
絵
師
が
、
描
く
目
的
に
即
し
た
表
現
を
選
ぶ
と
き
、
そ
れ
は
特
定
の
線
質
を
選
ぶ
こ
と
に
繋
が
る
。
な
ぜ
な

ら
ぽ
、
写
生
的
な
表
現
を
目
的
と
す
れ
ば
、
装
飾
的
な
味
の
あ
る
線
質
を
選
ぶ
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
当
然
、
物
の
形
に
添
っ
た
、
明
確
で

厳
し
い
表
現
（
図
1
2
）
が
必
要
と
な
る
。
こ
う
な
る
と
、
選
べ
る
線
質
は
、
筆
の
腰
の
弾
力
を
生
か
し
な
が
ら
、
意
の
ま
ま
に
厳
し
く
引
け

る
細
線
と
な
る
。

　
反
対
に
、
精
神
性
や
装
飾
性
な
ど
を
重
視
し
た
絵
画
画
面
を
創
作
し
よ
う
と
す
れ
ぽ
、
筆
の
持
ち
味
を
生
か
し
た
、
擦
れ
や
筆
圧
の
変
化

や
抑
揚
を
見
せ
る
線
描
（
図
1
3
）
を
選
択
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
近
世
日
本
絵
画
の
熟
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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図12　花鳥図（部分）

図13　山紅於染図（部分）

品
の
作
風
、
ス
タ
イ
ル
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
画
材
、
空
間
構
成
な
ど
に
大
き
な
変
化
が
無
い
場
合
、

ら
れ
る
こ
と
が
理
解
で
き
、
更
に
は
、
絵
画
を
決
定
付
け
る
あ
る
特
定
の
描
写
を
選
定
す
る
原
因
と
し
て
は
、

か
と
い
う
、
作
者
の
絵
画
創
作
に
対
す
る
方
向
性
、
思
想
が
係
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
明
確
と
な
る
。

八

　
つ
ま
り
、
あ
る
表
現
、
あ
る
描
写
を

そ
の
作
家
が
選
択
す
る
の
は
、
そ
の
背

景
に
、
絵
画
を
ど
の
よ
う
な
方
向
付
け

に
し
た
い
か
と
い
う
、
作
者
の
絵
画
思

想
が
大
き
く
係
わ
っ
て
く
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
あ
る
作

　
描
写
そ
の
も
の
に
大
き
く
決
定
付
け

　
　
　
　
ど
の
よ
う
な
表
現
を
し
た
い

　
伝
統
流
派
に
お
け
る
描
法
の
継
承

　
そ
れ
で
は
、
あ
る
表
現
に
も
っ
と
も
的
確
で
あ
る
描
写
を
ど
の
よ
う
に
構
築
し
て
い
く
か
で
あ
る
が
、
全
く
の
無
か
ら
新
た
な
完
成
形
態

を
生
み
出
し
た
と
い
う
作
画
例
は
ほ
と
ん
ど
無
い
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
が
革
新
的
な
描
写
表
現
で
あ
っ
て
も
、
元
と
な
る
発
想
や
描
写
技

術
は
、
前
者
の
作
例
を
参
考
に
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
つ
ま
り
、
新
し
い
表
現
と
は
、
元
型
を
継
承
し
た
上
で
の
ア
レ
ン
ジ
で
あ
る
。

　
長
い
間
、
同
一
描
法
を
継
承
し
て
き
た
狩
野
派
、
土
佐
派
の
よ
う
な
流
派
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
流
派
に
は
そ
れ
を
支
え
る
支
持

母
体
が
あ
り
、
例
え
ば
武
家
社
会
を
中
心
と
し
、
幕
府
を
後
ろ
盾
に
持
つ
狩
野
派
は
、
経
済
的
基
盤
と
地
位
的
確
立
を
得
て
、
四
〇
〇
年
の

長
き
に
渡
っ
て
君
臨
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
十
一
世
紀
の
春
日
絵
所
に
始
ま
っ
て
、
朝
廷
、
公
家
社
会
の
支
持
を
得
て
、
幕
末
ま
で
の
八
○
○
年
の
伝
統
を
持
つ
土
佐
派
も
、

時
に
は
狩
野
家
の
家
系
と
絡
み
合
い
な
が
ら
、
代
々
の
継
承
を
続
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
長
期
間
の
継
承
は
、
先
に
あ
げ
た
支
持
母
体
が
あ



｛　亦ド“’」’！」「ヒ

@
　
＝
幕
　
、

憲
「
悔
雌
饗
尾
　
　
　
　
　
、

　　、P、』9聴『　き　　　ぴ

I

図15大徳寺本坊方丈襖絵

図14　二条城二之丸御殿大広間

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
自
ら
の
雇
い
主
が
将
軍
や
大
名
で
あ
る
狩
野
派
の
絵
師
た
ち
に
と
っ
て
は
、

ら
の
武
家
社
会
に
お
け
る
絵
画
の
目
的
と
そ
の
美
意
識
に
合
致
す
る
作
風
、

さ
せ
る
こ
と
を
第
一
義
と
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

　
狩
野
派
の
絵
師
た
ち
が
あ
る
表
現
形
式
を
好
ん
だ
と
い
う
よ
り
は
、
お
抱
、
兄
絵
師
で
あ
る
彼
ら
の
立
場
か

ら
す
れ
ぽ
、
注
文
主
で
あ
る
武
家
社
会
の
嗜
好
を
反
映
し
た
作
風
を
継
続
で
き
る
か
否
か
が
、
お
抱
え
で
あ

る
た
め
の
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
彼
ら
の
表
現
形
式
を
方
向
付
け
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
朝
廷
や
公
家
に
支
え
ら
れ
て
き
た
土
佐
派
に
と
っ
て
は
、
雅
な
気
風
に
答
、
兄
る
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
両
者
と
も
長
き
に
わ
た
っ
て
、
　
定
の
作
風
を
伝
え
続
け
て
い
く
た
め
に
は
、
努
力
と
工
夫
が
必
要
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
現
在
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
伝
統
流
派
の
作
品
を
、
一
目
で
そ
れ
ぞ
れ
の
流
派
の
も
の
と
判
断
で
き
る

近
世
日
本
絵
画
の
熟
成

っ
た
と
い
う
こ
と
が
大
き
べ
作
用
し
、
特
定
の
支
持
母
体
が
長
期
間
存
在

す
る
こ
と
が
、
そ
の
流
派
に
特
定
の
表
現
を
保
持
さ
せ
る
一
つ
の
要
因
と

な
る
。

　
武
家
好
み
の
作
風
と
は
、
武
家
社
会
そ
の
も
の
が
自
ら
に
厳
し
さ
を
求

め
、
ま
た
、
自
ら
の
権
力
を
他
者
に
見
せ
付
け
る
た
め
に
絵
画
を
機
能
さ

せ
て
き
た
の
で
、
当
時
の
絵
画
の
形
式
で
あ
る
障
壁
画
の
担
う
役
割
は
、

室
内
の
空
間
に
そ
う
し
た
武
家
の
意
識
に
合
致
し
た
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
、

清
廉
、
幽
玄
と
共
に
、
権
威
、
力
の
表
現
、
他
者
へ
の
威
圧
、
と
い
っ
た

目
的
へ
の
比
重
が
大
き
く
な
っ
て
い
た
（
図
1
4
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
描
写
を
抽
出
し
、
そ
れ
を
継
続

九
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こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
こ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
注
文
主
の
好
み
に
合
わ
せ
た
表
現
と
す
る
た
め
の
、
厳
然
た
る
固
定
さ
れ
た
基
本
描
写
と
、
あ

る
一
定
範
囲
内
に
留
め
ら
れ
て
い
る
特
有
表
現
の
存
在
が
認
識
で
き
る
。

　
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
描
法
の
基
準
と
な
る
筆
法
の
「
型
」
で
あ
る
。
土
佐
派
の
写
生
的
均
一
細
線
、
狩
野
派
の
画
格
に
合
わ

せ
た
豊
か
な
線
質
の
選
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
流
派
を
明
確
に
特
色
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

　
描
法
継
承
に
お
け
る
「
型
」
の
役
割

　
伝
統
流
派
の
描
写
を
よ
く
よ
く
観
察
す
る
と
、
そ
れ
ら
は
幾
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
で
き
る
こ
と
が
分
か
る
。
土
佐
派
の
よ
う
に
、
描

写
自
体
に
巾
が
少
な
く
、
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
継
承
し
て
い
る
と
い
う
場
合
も
あ
る
が
、
狩
野
派
の
よ
う
に
、
注
文
主
の
要
望
に
よ
っ
て
、

時
に
は
城
郭
建
築
に
お
け
る
豪
奢
な
金
碧
障
壁
画
、
時
に
は
御
所
の
華
麗
で
品
格
あ
る
装
飾
、
あ
る
い
は
寺
院
の
枯
淡
幽
玄
な
襖
絵
（
図

1
5
）
、
ま
た
更
に
は
幕
府
か
ら
各
地
へ
送
る
軸
装
作
品
ま
で
、
実
に
巾
の
広
い
作
域
を
こ
な
さ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
例
も
あ
る
。
狩
野

派
の
よ
う
な
絵
師
集
団
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
風
の
イ
メ
ー
ジ
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
画
法
を
構
築
で
き
た
と
き
、
次
世
代
に
そ
の
画

法
を
確
実
に
継
承
で
き
る
方
法
を
生
み
出
す
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

　
そ
こ
に
用
い
ら
れ
た
の
が
、
描
写
毎
に
そ
の
特
性
を
明
確
化
し
た
「
型
」
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
的
な
「
型
」
は
、
典
型
的
な
パ
タ
ー
ン
と

し
て
、
作
画
学
習
の
粉
本
と
し
て
継
承
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
を
基
本
と
し
た
一
定
範
囲
内
で
の
ア
レ
ン
ジ
の
元
型
と
し
て
も
機
能
し

た
。

古
画
描
法
に
見
る
「
型
」

　
先
月
（
平
成
十
六
年
十
月
）
、
京
都
文
化
博
物
館
に
お
い
て

か
の
作
品
の
松
の
表
現
を
見
て
み
た
い
。

「
近
世
京
都
の
狩
野
派
展
」
が
開
催
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
展
示
さ
れ
た
幾
つ



　
ま
ず
十
八
世
紀
の
狩
野
派
の
絵
師
、
狩
野
永
常
の
作
品
（
図
1
6
）
を
見
て
み
る
と
、
葉
を
一
点
を
中
心
と
し
て
放
射
状
に
丸
く
描
き
、
そ

れ
ら
を
少
し
空
間
を
持
た
せ
て
配
置
す
る
描
法
が
あ
る
が
、
こ
の
表
現
は
同
じ
く
十
八
世
紀
に
活
躍
し
た
と
思
わ
れ
る
狩
野
正
栄
の
松
の
表

現
（
図
1
7
）
に
も
、
ま
た
十
七
世
紀
後
半
の
狩
野
派
の
画
家
、
狩
野
探
信
の
松
（
図
1
8
）
に
も
同
様
の
丸
い
形
の
表
現
が
確
認
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
が
、
狩
野
派
細
脈
に
お
け
る
松
の
描
法
の
一
つ
の
「
型
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
さ
か
の
ぼ
れ
ば
十
七
世
紀
の
初
め
に
狩
野
探
幽
が
棟

梁
と
し
て
指
揮
し
た
名
古
屋
城
上
洛
殿
の
松
の
表
現
（
図
1
9
）
に
も
確
認
で
き
る
し
、
さ
ら
に
は
探
幽
の
祖
父
で
あ
る
狩
野
永
徳
の
十
六
世

紀
中
ご
ろ
に
描
か
れ
た
細
辛
院
の
松
図
に
も
、
ま
た
、
永
徳
の
祖
父
、
狩
野
元
信
が
十
六
世
紀
前
半
に
大
徳
寺
大
仙
院
に
描
い
た
花
鳥
図

（
図
2
0
）
に
も
見
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
先
を
見
れ
ば
、
十
五
世
紀
後
半
、
狩
野
派
の
開
祖
で
あ
る
狩
野
正
信
の
作
品
（
図
2
1
）
に
も
見
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。

　
松
の
描
写
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
幾
つ
も
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
が
、
ぎ
っ
し
り
と
密
生
し
た
状
態
で
枝
を
横
か
ら
見
た
扇
型
置
の
表
現

を
追
っ
て
み
る
と
、
ま
ず
、
十
八
世
紀
の
狩
野
派
の
系
脈
に
あ
る
鶴
沢
派
の
絵
師
、
堀
索
道
の
作
品
（
図
2
2
）
で
は
、
松
の
茂
み
を
横
か
ら

見
た
扇
型
状
の
表
現
で
ま
と
め
て
い
る
。
波
型
の
輪
郭
の
凸
部
に
若
い
枝
が
あ
っ
て
、
左
右
へ
の
松
葉
の
表
現
が
、
地
の
緑
青
の
緑
の
上
に

細
線
で
描
か
れ
て
い
る
。
先
ほ
ど
の
葉
を
丸
い
茂
み
ご
と
に
点
在
さ
せ
る
表
現
と
は
対
照
的
に
、
こ
の
描
法
で
は
、
松
葉
の
茂
み
を
マ
ッ
ス

と
し
て
捉
え
て
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
「
型
」
で
あ
る
。

　
こ
の
表
現
は
同
展
覧
会
の
同
じ
く
十
八
世
紀
の
狩
野
派
の
絵
師
、
狩
野
永
常
の
作
品
（
図
2
3
）
で
も
、
岡
じ
く
横
か
ら
見
た
扇
型
状
の
松

の
表
現
と
し
て
確
認
で
き
、
更
に
は
同
じ
く
十
八
世
紀
、
鶴
沢
派
の
石
田
幽
汀
の
作
品
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
ら
に
は
、
探
幽
が
指
揮
し
た
二
条
城
大
広
問
の
松
の
表
現
（
図
2
4
）
、
あ
る
い
は
永
徳
の
作
品
（
図
2
5
）
に
も
追
う
こ
と
が
で
き
る
。

前
者
の
丸
い
形
は
、
松
の
枝
を
上
か
ら
見
た
と
き
の
葉
の
茂
り
方
を
表
現
し
て
お
り
、
後
者
の
溺
面
型
は
、
松
の
枝
を
横
か
ら
見
て
そ
の
茂

り
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
共
に
、
あ
る
意
味
で
は
、
松
を
観
察
し
、
形
態
の
、
あ
る
条
件
を
写
し
取
っ
た
も
の
と
い
え
る
。

　
こ
れ
ら
は
、
松
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
描
く
に
当
た
っ
て
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表
現
す
る
、
描
写
の
一
つ
の
完
成
形
態
と
し
て
、

近
世
日
本
絵
画
の
熟
成
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図24三鷹図（部分）

図25松鷹図屏風（部分）

い
わ
ゆ
る
「
元
型
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

　
後
に
続
く
も
の
が
、
そ
の
「
元
型
」
の
描
写
を
受
け
継
い
で
取

り
入
れ
て
い
く
こ
と
で
、
こ
れ
ら
は
伝
統
的
「
型
」
と
な
っ
て
い

く
。　

こ
う
し
た
「
型
」
は
樹
法
な
ど
の
表
現
の
パ
タ
ー
ン
だ
け
で
な

く
、
筆
遣
い
、
筆
法
の
線
質
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
、
あ
る
い
は
画
格
の

設
定
な
ど
、
実
に
様
々
な
部
分
に
存
在
し
て
い
る
。

　
「
型
」
を
統
括
す
る
画
格
の
問
題

　
更
に
、
こ
れ
ら
の
「
型
」
を
統
括
す
る
も
の
と
し
て
、
画
格
の
問
題
が
あ
る
。
当
時
は
城
郭
建
築
の
謁
見
の
間
の
よ
う
な
、
公
的
で
権
力

や
格
式
を
重
ん
じ
る
場
と
、
例
え
ば
、
寝
室
の
よ
う
な
、
極
め
て
私
的
な
空
間
と
の
差
は
大
き
か
っ
た
。
各
部
屋
が
、
あ
る
目
的
、
機
能
、

格
付
け
を
持
つ
と
き
、
そ
の
部
屋
を
構
成
す
る
障
壁
画
は
、
部
屋
の
雰
囲
気
を
決
定
付
け
る
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
絵
画
も

部
屋
の
格
付
け
に
合
わ
せ
た
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　
金
地
極
彩
色
に
よ
る
雄
大
で
豪
奢
な
作
風
は
、
極
真
体
と
呼
ば
れ
、
先
の
城
郭
建
築
の
謁
見
の
間
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
ほ
か
、
真
体
（
図

2
6
）
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
岩
絵
の
具
な
ど
、
高
価
な
画
材
を
使
用
し
た
、
丁
寧
な
描
写
に
よ
る
も
の
で
、
フ
ォ
ー
マ
ル
な
場
に
使
用
さ
れ

た
。
ま
た
、
公
的
な
場
で
は
あ
っ
て
も
、
肩
肘
を
張
る
必
要
の
無
い
、
例
え
ば
事
務
的
な
仕
事
を
す
る
場
、
内
輪
の
会
合
の
部
屋
な
ど
に
は
、

行
体
（
図
2
7
）
と
い
わ
れ
る
、
や
や
穏
や
か
な
描
写
が
用
い
ら
れ
、
更
に
は
、
寝
室
の
よ
う
な
私
室
や
思
索
に
耽
る
場
と
し
て
の
寺
院
の
方

丈
な
ど
に
は
、
簡
略
で
精
神
性
の
高
い
草
体
表
現
（
図
2
8
）
が
用
い
ら
れ
た
。

近
世
日
本
絵
画
の
熟
成

＝
二
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こ
れ
ら
の
真
体
、
行
体
、
草
体
と
い
う
描
写
の
区
別
、
つ
ま
り
画
格
の
変
化
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
筆
法
や
画
法
が
ど
の
画
格
に
属
す
る
か
を

規
定
す
る
大
元
の
ル
ー
ル
で
も
あ
っ
た
。

　
実
は
様
々
な
小
さ
い
「
型
」
を
統
括
し
、
イ
メ
ー
ジ
付
け
る
も
の
は

い
え
る
の
で
あ
る
。

、
こ
の
画
格
と
し
て
の
ル
ー
ル
、
つ
ま
り
大
き
な
「
型
」
で
あ
る
と

　
様
々
な
種
類
の
「
型
」
の
存
在

　
更
に
細
か
く
考
察
し
て
み
よ
う
。
狩
野
派
の
画
論
書
に
、
十
七
世
紀
に
狩
野
安
信
が
ま
と
め
た
『
画
道
要
訣
』
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
図
版

を
伴
わ
ず
、
文
章
の
み
で
狩
野
派
の
画
技
の
目
指
す
べ
き
も
の
を
論
説
し
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
「
画
の
六
法
」
と
い
う
絵
画
制
作
に
お
い
て
目
指
す
べ
き
構
成
と
、
基
本
的
で
か
つ
重
要
な
制
作
方
法
、
学
習
方
法
と
を
ま
と



め
た
も
の
や
、
ど
の
よ
う
な
絵
が
よ
い
絵
で
あ
る
か
と
い
う
、
狩
野
派
に
お
け
る
規
定
「
神
品
」
「
妙
品
」
「
器
品
」
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う

な
絵
が
悪
い
絵
で
あ
る
か
を
論
じ
た
「
版
」
「
刻
」
「
結
」
な
ど
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
は
、
い
わ
ぽ
考
え
方
に
お
け
る
「
型
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
絵
画
思
想
が
狩
野
派
の
絵
画
を
形
作
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
目
に
見

え
る
形
式
で
あ
る
「
型
」
と
、
目
に
は
見
え
な
い
が
表
現
形
式
を
規
定
す
る
思
想
で
あ
る
「
型
」
と
の
両
者
が
狩
野
派
に
存
在
し
て
い
た
こ

と
が
理
解
で
き
る
。

　
狩
野
派
に
は
こ
の
他
に
図
版
を
伴
う
画
論
と
し
て
、
十
八
世
紀
前
半
、
狩
野
派
の
系
脈
に
あ
る
絵
師
、
林
藁
葺
の
ま
と
め
た
『
画
集
』
と
、

同
じ
く
十
八
世
紀
中
頃
、
狩
野
派
系
の
画
家
、
大
岡
春
ト
が
ま
と
め
た
『
焦
慮
潜
覧
』
等
が
存
在
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
画
笙
』
を
見
て
み
る
と
、
例
え
ば
七
福

織
餐
k

麟讐

伽

近
世
日
本
絵
画
の
熟
成

29　大黒天図30福禄寿
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、
蜜
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寒
秦
一

　
柳
謬
器
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町

、
ξ
嚢
妻
で
畿
銘
の

婆
讐

礎
醗
膿
麟

図31松葉32松

神
の
そ
れ
ぞ
れ
の
着
衣
、
風
貌
な
ど
、
特
定

さ
れ
た
パ
タ
ー
ン
と
し
て
の
表
現
が
記
載
さ

れ
て
お
り
、
大
黒
天
は
俵
の
上
に
座
り
、
大

き
な
袋
を
持
ち
、
手
に
は
小
槌
を
持
つ
（
図

2
9
）
。
あ
る
い
は
、
福
禄
寿
は
老
人
で
あ
り
、

長
い
頭
頂
部
を
持
つ
（
図
3
0
）
、
等
と
い
っ

た
こ
と
が
図
版
を
伴
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
様
々
な
描
画
に
必
要
な
情
報
と
共

に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
和
人

物
、
漢
入
物
、
山
水
、
鳥
獣
、
草
木
等
、
広

く
絵
に
描
か
れ
る
モ
チ
ー
フ
の
す
べ
て
に
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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っ
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。

　
樹
法
の
項
を
見
て
み
る
と
、
先
ほ
ど
出
て
き
た
松

の
表
現
（
図
3
1
、
図
3
2
）
が
こ
の
『
画
笙
』
に
お
い

て
も
確
認
で
き
る
。

　
次
に
『
画
巧
潜
覧
』
を
見
て
み
る
と
、
人
物
の
描

法
を
十
の
パ
タ
ー
ン
に
分
け
て
掲
載
し
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
、
写
生
的
で
均
一
な
、
素
直
で
丁
寧
な
描

写
か
ら
、
筆
線
の
味
わ
い
を
生
か
し
た
抵
抗
感
の
あ

る
表
現
、
簡
略
な
筆
の
勢
い
を
生
か
し
た
表
現
ま
で
、

異
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
表
現
を
規
定
し
て
い
る
。

　
錐
で
石
に
刻
み
付
け
る
か
の
よ
う
な
、
均
一
で
写

生
的
な
端
正
さ
を
見
せ
る
「
錐
画
数
」
（
図
3
3
）
、
筆

に
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
加
圧
を
か
け
る
描
写
で
、
硬
い
漢

画
風
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
「
闇
斜
点
」
（
図
3
4
）
、

一
つ
の
線
描
に
筆
を
何
度
も
止
め
て
、
形
を
確
認
す

る
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
描
く
「
遅
速
点
」
（
図
3
5
）
、
チ

リ
チ
リ
と
し
た
装
飾
的
と
も
い
え
る
表
現
を
用
い
た

「
急
波
点
」
（
図
3
6
）
、
更
に
は
衣
の
裾
を
雲
海
の
よ

う
に
柔
ら
か
く
く
ね
ら
せ
た
「
曲
雲
点
」
（
図
3
7
）
、

一
七
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写
生
的
で
あ
り
な
が
ら
、
素
直
な
柔
ら
か
な
均
一
線
で
表
現
し
た
「
正
鋒
点
」
（
図
3
8
）
、
緩
や
か
な
筆
圧
の
変
化
を
見
せ
る
「
暗
過
点
」

（
図
3
9
）
、
穂
先
の
磨
耗
し
た
筆
で
、
筆
の
毛
の
弾
力
に
頼
ら
ず
簡
略
に
描
い
た
「
禿
筆
点
」
（
図
4
0
）
、
直
筆
、
主
筆
を
織
り
交
ぜ
た
自
由
な

筆
遣
い
を
見
せ
る
「
顕
露
点
」
（
図
4
1
）
、
更
に
は
用
具
そ
の
も
の
の
選
定
に
も
自
由
性
を
見
せ
る
略
体
画
で
あ
る
「
南
路
点
」
（
図
4
2
）
と

い
っ
た
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
見
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
様
々
な
描
写
は
、
実
際
の
作
品
か
ら
も
確
認
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
狩
野
探
幽
と
い
う
個
人
の
作
品
を
追
っ
て
み
て
も
作
風
は

一
定
で
は
な
く
、
女
英
図
（
図
4
3
）
は
「
錐
画
図
」
、
甲
声
図
（
図
4
4
）
は
「
闇
斜
点
」
、
釈
迦
図
（
図
4
5
）
は
「
娘
雲
点
」
、
唐
人
物
識
（
図

4
6
）
は
「
正
鋒
点
」
、
主
命
図
（
図
4
7
）
は
「
南
路
点
」
と
い
う
よ
う
に
、
描
法
を
使
い
分
け
て
い
る
。
「
型
」
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い

た
か
を
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
「
型
」
の
機
能

　
こ
う
し
た
様
々
な
「
型
」
の
存
在
と
そ
の
使
用
は
、
創
作
と
い
う
自
由
性
に
根
ざ
す
表
現
行
為
か
ら
は
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
。
豊
か
な

表
現
の
自
由
な
発
展
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
「
型
」
が
発
生
し
、
受
け
入
れ
ら
れ
、
広
め
ら
れ
て
き
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
何
ら
か
の
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
描
写
に
幾
つ
も
の
「
型
」
が
あ
る
こ
と
は
、
い
ち
い
ち
モ
チ
ー
フ
の
表
現
を
根
底
か
ら
考
え
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
描
写
表
現
が
何
派
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
独
自
性
を
明
確
に
す
る
点
で
も
機
能
す
る
。

　
現
代
で
は
、
画
家
個
々
人
の
個
性
表
現
、
個
別
化
が
重
視
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
発
想
の
希
薄
で
あ
っ
た
当
時
に
し
て
み
れ
ば
、
集
団

で
の
制
作
で
あ
っ
て
も
、
乱
筆
毎
に
作
風
が
違
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
統
一
さ
れ
た
画
法
で
の
仕
上
が
り
と
な
り
、
注
文
時
に

完
成
時
の
お
お
よ
そ
の
絵
の
雰
囲
気
の
予
想
も
つ
き
、
絵
師
の
世
代
が
変
わ
っ
て
も
、
ほ
ぼ
均
一
な
制
作
が
期
待
で
き
る
な
ど
、
家
元
制
度

に
つ
な
が
る
も
の
が
あ
り
、
流
派
と
し
て
の
作
風
が
大
き
く
作
用
す
る
時
代
に
あ
っ
て
は
、
誠
に
「
型
」
は
う
ま
く
機
能
す
る
も
の
で
あ
っ



た
。　

現
代
で
感
じ
ら
れ
る
画
家
個
人
の
才
能
の
問
題
は
、
工
房
制
で
あ
っ
た
当
時
に
し
て
み
れ
ば
、
大
き
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

そ
れ
よ
り
は
、
集
団
と
し
て
の
制
作
の
統
一
性
が
遥
か
に
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
例
え
ば
城
郭
の
よ
う
な
千
面
以
上
も
あ

る
膨
大
な
数
の
障
壁
画
は
、
一
個
人
が
短
期
間
に
描
け
る
も
の
で
は
な
く
、
棟
梁
の
描
い
た
形
に
即
し
て
葉
の
　
枚
一
枚
の
彩
色
を
す
る
画

工
に
至
る
ま
で
、
大
人
数
で
秩
序
立
て
た
制
作
工
程
と
分
業
が
必
要
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
時
に
、
棟
梁
の
方
針
を
明
確
に
最
下
位
の
画
工
に
ま
で
浸
透
さ
せ
る
に
は
、
共
通
認
識
と
し
て
の
画
法
の
「
型
」
は
、
う
ま

く
機
能
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
「
型
」
に
つ
い
て
の
考
察

　
さ
て
、
「
型
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
な
に
も
そ
れ
は
絵
画
画
法
に
限
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
華
道
、
茶
道
、
書
道
な
ど
に
は

「
型
」
が
存
在
す
る
し
、
柔
道
、
剣
道
、
な
ど
の
武
道
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
ま
た
、
能
や
日
本
舞
踊
な
ど
に
お
い
て
も

「
型
」
は
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
日
本
の
文
化
芸
術
の
分
野
で
い
わ
ゆ
る
日
本
ら
し
い
も
の
と
雷
わ
れ
る
伝
統
的
領
域

に
あ
る
も
の
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
も
の
が
「
型
」
お
よ
び
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。

　
つ
ま
り
、
「
型
」
と
は
、
我
国
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
道
」
の
付
く
よ
う
な
体
系
化
さ
れ
た
様
々
な
分
野
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ

れ
る
。
「
道
」
と
は
、
あ
る
分
野
の
目
指
す
べ
き
道
筋
を
示
し
た
も
の
で
、
理
想
的
な
目
指
す
べ
き
も
の
へ
の
道
筋
を
秩
序
立
て
て
体
系
化

し
た
も
の
で
あ
る
。

　
先
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
華
道
、
茶
道
、
書
道
、
柔
道
、
剣
道
の
他
に
、
絵
画
も
当
時
は
画
道
と
呼
ば
れ
て
い
た
し
、
こ
の
ほ
か
に
も

「
道
」
の
付
く
も
の
は
多
い
。
ま
た
、
能
や
日
本
舞
踊
な
ど
の
よ
う
な
「
道
」
的
な
発
展
を
遂
げ
た
分
野
も
存
在
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
門
道
」
の
付
く
分
野
、
お
よ
び
「
道
」
的
な
発
展
を
遂
げ
た
分
野
の
中
の
「
型
」
を
考
察
し
て
み
る
と
、
「
型
」
と
は
そ
の
分

近
世
日
本
絵
画
の
熟
成
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野
に
お
け
る
あ
る
表
現
の
最
小
単
位
の
部
分
と
、
そ
の
最
小
単
位
を
統
合
構
成
す
る
、
つ
ま
り
そ
の
分
野
の
表
現
形
式
を
形
作
る
背
骨
と
し

て
の
機
能
の
部
分
の
両
方
に
見
ら
れ
る
。

　
最
小
単
位
で
あ
る
「
型
」
は
把
握
し
や
す
い
も
の
で
、
更
に
そ
れ
ら
を
統
合
構
成
す
る
「
型
」
は
、
い
わ
ゆ
る
表
現
の
イ
メ
ー
ジ
を
決
定

付
け
る
パ
タ
ー
ン
と
し
て
の
役
割
を
持
つ
。

　
例
え
ば
書
道
で
は
、
留
め
、
払
い
な
ど
、
一
つ
一
つ
の
筆
遣
い
が
規
定
さ
れ
「
型
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
要
素
を
ど
う
構
成
す

る
か
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
単
位
で
の
楷
書
、
行
書
、
草
書
等
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
の
「
型
」
が
あ
る
。

　
能
舞
で
あ
れ
ば
、
指
す
、
開
く
、
と
い
っ
た
よ
う
な
舞
の
最
小
単
位
の
動
き
で
あ
る
「
型
」
と
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
を
統
合
し
、
一
つ
の

イ
メ
ー
ジ
へ
と
構
成
す
る
、
演
目
で
の
配
役
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
「
型
扁
と
が
あ
る
。
後
者
は
老
人
の
舞
か
、
若
い
女
性
や
梅
の
精
等
の

舞
で
あ
る
か
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
「
型
」
は
最
小
単
位
の
動
き
に
見
ら
れ
る
の
と
同
時
に
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
決
定
付
け
る
表

現
パ
タ
ー
ン
と
し
て
も
登
場
す
る
。

　
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
茶
道
の
手
前
の
「
型
篇
で
も
い
え
る
し
、
古
画
法
の
「
型
」
に
お
い
て
も
確
認
で
ぎ
る
。

　
「
型
」
の
生
ま
れ
た
時
代

　
様
々
な
わ
が
国
に
お
け
る
伝
統
表
現
の
「
型
扁
を
追
っ
て
み
る
と
、
そ
の
発
生
が
い
つ
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
は
重
要
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
に
は
わ
が
国
の
こ
れ
ら
の
分
野
は
大
き
な
発
展
を
遂
げ
、
既
に
伝
統
を
形
成
す
る
歴
史
を
持
つ
に
至
っ
て
い
る
。
で
は
そ
の
発

生
が
い
つ
で
あ
っ
た
か
と
な
る
と
、
茶
道
、
華
道
、
書
道
、
連
歌
、
能
、
絵
画
等
が
秩
序
立
て
ら
れ
、
「
道
」
と
し
て
の
系
統
化
を
達
成
し
、

そ
の
中
に
「
型
」
が
内
包
さ
れ
る
形
式
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
室
町
時
代
、
足
利
将
軍
の
御
世
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
分
野
の
発
生
の

時
期
が
こ
の
時
代
に
当
た
る
こ
と
は
、
多
く
の
研
究
者
の
論
考
で
既
に
定
説
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
先
の
分
野
は
い
ず
れ
も
後
に
日
本
の
文
化
芸
術
を
代
表
し
、
イ
メ
ー
ジ
付
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
な
ぜ



こ
の
時
代
が
こ
れ
ら
の
分
野
の
発
生
、
系
統
化
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
な
ぜ
そ
れ
が
廃
れ
る
こ
と
な
く
伝
統
化
し
て
い
っ
た
の

か
、
そ
こ
に
こ
の
動
き
を
推
進
す
る
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
る
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
う
考
え
て
み
る
と
、
数
多
く
の
分
野
に
同
時
期
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
の
一
つ
は
、
ま
ず
時
の
為
政
者
の
問
題

が
あ
る
。
学
問
芸
術
を
庇
護
す
る
立
場
に
あ
る
か
、
戦
を
好
む
の
み
で
あ
る
の
か
に
よ
っ
て
は
、
一
国
の
当
該
分
野
は
大
ぎ
な
影
響
を
受
け

る
は
ず
で
あ
る
。

　
室
町
期
の
政
治
の
中
心
は
と
い
う
と
、
当
然
足
利
将
軍
家
で
あ
る
。
初
代
将
軍
足
利
尊
氏
は
、
戦
乱
の
世
を
経
て
、
新
た
な
政
治
を
切
り

開
く
た
め
に
室
町
幕
府
を
開
き
、
そ
の
幕
政
の
た
め
の
法
令
と
し
て
「
建
武
式
目
」
を
制
定
し
、
国
の
興
廃
は
政
の
善
悪
に
よ
る
と
し
て
、

自
己
の
立
場
と
そ
の
決
意
を
儒
教
概
念
に
よ
っ
て
宣
言
し
て
い
る
。

　
こ
れ
は
同
時
に
、
武
将
と
い
う
も
の
は
、
戦
場
に
お
い
て
は
戦
略
に
富
み
戦
う
存
在
で
あ
る
が
、
平
時
に
お
い
て
は
良
き
政
治
家
で
な
け

れ
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
の
宣
言
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
は
、
文
官
と
武
官
が
相
並
び
相
助
け
合
う
べ
き
こ
と
を
説
く
形
で
の
文
武
両

道
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
人
の
う
ち
に
兼
ね
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
「
文
武
両
道
」
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
「
文
」
は
政
治
で
あ

る
と
共
に
書
物
に
親
し
む
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
文
武
兼
備
の
武
士
た
ら
ん
た
め
に
、
そ
の
精
神
的
拠
り
所
を
仏
典
の
み
で
な
く
経
書
に

求
め
る
こ
と
も
多
く
な
っ
て
い
き
、
以
後
、
足
利
将
軍
家
は
儒
教
を
保
護
す
る
立
場
を
堅
持
し
て
い
っ
た
。

　
三
代
将
軍
足
利
義
満
は
、
北
山
に
鹿
苑
寺
金
閣
を
造
営
し
、
宗
教
的
発
展
と
共
に
漢
詩
漢
文
学
な
ど
中
国
の
文
化
を
取
り
入
れ
る
等
、
そ

の
真
摯
な
好
学
の
性
格
は
様
々
な
思
想
の
摂
取
に
も
積
極
的
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
義
満
の
学
術
文
化
的
志
向
は
、
そ
の
子
、
四
代
将
軍
義
持
、
六
代
将
軍
義
教
、
孫
の
八
代
将
軍
義
政
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
。

　
こ
の
時
点
で
既
に
武
家
社
会
に
文
化
的
基
盤
が
確
立
さ
れ
、
武
家
社
会
の
精
神
と
公
家
社
会
の
審
美
的
な
志
向
が
相
侯
っ
て
、
秩
序
立
て

ら
れ
た
中
に
も
豊
か
な
美
意
識
を
内
包
し
た
、
両
者
の
融
合
体
と
し
て
の
文
化
が
確
立
さ
れ
る
。
八
代
将
軍
義
政
の
時
代
と
な
る
と
、
文
化

は
更
に
熟
成
し
、
高
度
な
精
神
性
を
も
含
む
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
義
政
は
東
山
に
慈
照
寺
銀
閣
を
開
き
、
幽
玄
な
東
山
文
化
を
確
立
す
る

近
世
日
本
絵
画
の
熟
成
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が
、
単
に
庭
園
や
建
造
物
、
絵
画
、
華
道
と
い
っ
た
視
覚
的
に
確
認
で
き
る
美
意
識
だ
け
で
な
く
、

想
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

二
二

そ
の
背
景
と
し
て
の
深
い
精
神
性
、
思

　
文
化
芸
術
の
背
景
と
し
て
の
思
想

　
足
利
時
代
を
通
観
し
て
み
る
と
、
そ
の
背
景
に
あ
る
学
術
基
盤
と
し
て
、
一
つ
に
は
中
国
か
ら
の
影
響
が
存
在
す
る
。
当
時
の
わ
が
国
に

し
て
み
れ
ぽ
、
大
国
中
国
の
熟
成
さ
れ
た
学
術
文
化
、
芸
術
の
有
様
は
、
そ
の
完
成
度
の
高
さ
か
ら
強
い
憧
憬
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
っ

た
。　

中
国
か
ら
は
天
倫
、
｝
庵
の
よ
う
な
禅
僧
も
渡
来
し
、
日
本
か
ら
禅
僧
が
遣
明
船
で
明
へ
渡
る
こ
と
も
積
極
的
に
試
み
ら
れ
た
時
期
で
、

わ
が
国
か
ら
明
へ
渡
っ
た
禅
僧
に
は
竺
一
等
連
、
桂
庵
玄
樹
、
な
ど
が
あ
り
、
明
よ
り
様
々
な
仏
典
、
陣
営
を
持
ち
帰
っ
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
な
中
に
は
禅
僧
雪
舟
も
い
て
、
広
く
中
国
の
絵
画
画
法
を
習
得
し
、
わ
が
国
に
持
ち
帰
り
、
各
地
で
普
及
に
努
め
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
時
代
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
禅
僧
は
、
仏
教
（
禅
）
と
儒
教
を
並
列
的
に
置
い
て
い
た
。
渡
明
し
た
禅
僧
ら
は
押
し
な
べ
て

儒
教
を
も
熱
心
に
研
究
し
て
お
り
、
こ
れ
は
禅
僧
た
ち
が
、
多
く
の
儒
教
の
経
典
を
持
ち
帰
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
。
禅
僧
は

儒
教
の
経
典
の
方
を
む
し
ろ
重
視
す
る
者
が
多
か
っ
た
程
で
あ
る
。

　
禅
僧
ら
は
儒
学
経
典
の
講
義
を
行
い
、
あ
る
い
は
仏
典
の
講
義
に
儒
学
を
引
い
て
調
和
を
試
み
る
と
い
っ
た
こ
と
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
た
。

禅
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
儒
僧
と
呼
ば
れ
る
者
が
多
か
っ
た
よ
う
に
、
儒
教
に
関
す
る
高
い
教
養
を
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
当
時
、
わ
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
書
物
に
は
、
記
録
を
見
て
も
仏
典
の
み
な
ら
ず
、
外
典
、
特
に
、
五
経
、
朱
子
学
と
い
っ
た
儒
教
の
経

典
が
多
か
っ
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。

　
ま
た
、
京
都
五
山
に
お
け
る
出
版
、
い
わ
ゆ
る
「
五
山
版
」
に
お
い
て
も
、
仏
典
の
み
な
ら
ず
、
儒
教
の
経
典
が
盛
ん
に
刊
行
さ
れ
た
。

「
古
文
尚
書
孔
子
伝
」
「
礼
記
鄭
氏
部
」
「
春
秋
経
伝
集
解
」
「
論
語
集
解
」
等
の
古
注
本
の
外
、
新
注
本
の
「
大
学
章
句
」
を
始
め
、
「
四
書



五
経
」
等
、
儒
教
に
関
す
る
多
数
の
典
籍
が
日
本
で
も
版
行
さ
れ
、
儒
教
の
広
が
り
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
室
町
時
代
の
歴
代
の
将
軍
は
禅
宗
の
高
僧
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
が
、
京
都
五
山
を
中
心
と
す
る
禅
宗
の
寺
院
は
、
幕
府
の
宗
教

的
組
織
で
も
あ
り
、
ま
た
、
禅
僧
は
武
将
の
精
神
上
、
知
識
上
の
教
師
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
初
代
将
軍
足
利
尊
氏
は
禅
僧
、
夢
窓
疎
石
に
厚
い
帰
依
の
心
を
寄
せ
て
い
た
し
、
三
代
将
軍
義
満
は
同
じ
く
五
山
の
禅
僧
で
、
春
松
煙
聴
、

絶
海
中
津
、
大
岳
周
崇
、
義
堂
周
信
等
、
当
時
一
流
と
い
わ
れ
、
儒
教
に
も
通
じ
た
人
々
を
招
請
し
、
講
義
を
聴
き
、
教
え
を
乞
う
た
と
言

わ
れ
て
い
る
。

　
四
代
将
軍
義
持
、
六
代
将
軍
義
教
は
共
に
当
時
の
第
一
線
の
禅
僧
、
惟
肖
得
巌
に
帰
依
し
て
、
八
代
将
軍
義
政
は
そ
の
前
半
生
に
お
い
て

禅
僧
瑞
渓
周
鳳
、
後
半
生
に
お
い
て
は
横
川
景
三
に
深
く
帰
依
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
実
は
、
先
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
時
の
為
政
者
が
禅

の
み
な
ら
ず
、
深
く
儒
教
の
教
え
を
受
容
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
当
時
わ
が
国
に
持
ち
来
た
ら
さ
れ
た
思
想
に
は
、
禅
、
儒
教
の
他
に
道
教
が
あ
っ
た
。

　
道
教
と
は
、
自
然
と
い
う
大
き
な
世
界
に
対
し
、
入
間
が
岡
化
し
、
そ
こ
に
内
包
さ
れ
る
こ
と
を
良
し
と
す
る
思
想
で
、
い
わ
ば
自
然
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
り
ご
と

人
問
の
共
存
、
融
和
と
い
う
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
的
発
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
、
儒
教
は
人
間
の
社
会
を
秩
序
立
て
、
政

を
中
心
と
し
た
整
然
と
機
能
す
る
組
織
を
目
指
す
も
の
で
、
更
に
禅
は
人
間
と
い
う
「
個
」
の
世
界
の
精
神
を
自
身
で
統
括
し
、
深
い
境
地

を
見
出
そ
う
と
い
う
思
想
で
あ
る
。

　
多
く
の
知
識
人
は
こ
れ
ら
の
思
想
を
理
解
し
、
修
得
す
る
た
め
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
し
た
が
、
文
化
芸
術
の
発
展
と
こ
の
よ
う
な
思
想

の
受
容
と
が
同
時
期
で
あ
る
こ
と
は
、
文
化
芸
術
の
発
展
の
背
景
に
、
こ
れ
ら
の
思
想
の
浸
透
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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儒
学
の
精
神

　
儒
学
と
は
何
か
と
い
え
ぽ
、
い
わ
ぽ
「
社
会
規
範
へ
と
整
理
し
、
秩
序
立
て
る
学
問
」
で
あ
る
。
乙
子
「
以
北
篇
」
で
は
「
道
は
天
の
道

に
非
ず
、
地
の
道
に
非
ず
、
人
の
道
な
る
所
以
な
り
」
と
あ
り
、
儒
学
に
お
け
る
「
道
偏
を
人
の
「
道
」
と
規
定
し
て
い
る
。

　
人
間
社
会
を
秩
序
立
っ
た
機
能
す
る
も
の
と
す
る
に
は
、
様
々
な
ル
ー
ル
の
整
備
、
知
識
の
集
積
、
ま
た
そ
の
継
承
、
教
育
等
を
構
築
し

て
い
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
何
が
善
で
あ
り
、
何
が
悪
で
あ
る
か
、
人
に
と
っ
て
集
団
が
共
存
で
き
る
た
め
の
方
策
と
は
何
か
、
人
体
に

と
っ
て
益
と
な
る
も
の
は
何
で
、
毒
と
な
る
も
の
は
何
か
、
ど
こ
の
地
方
で
何
が
い
つ
取
れ
る
の
か
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
天
候
で
よ
く
取

れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
等
々
、
宇
宙
万
物
に
対
し
、
人
が
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
整
理
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
儒
学
は
一
種
の
整
理
学
の
体
制
を
伴
っ
て
い
て
、
あ
る
事
物
に
対
し
、
そ
の
本
質
を
知
る
た
め
に
、
細
か
く
解
体
し
、
一
つ
一
つ
の
要
素

を
明
確
化
し
、
更
に
は
そ
の
個
々
の
要
素
が
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ル
で
連
結
さ
れ
統
合
さ
れ
て
元
の
形
を
形
成
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
対

し
、
深
い
解
明
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
あ
る
事
物
を
秩
序
立
て
、
整
理
し
、
組
織
化
す
る
と
い
う
方
向
性
を
持
ち
、
一
つ
の
大
き
な
組
織
が
細
部
に
至
る
ま
で
、
正
確

に
連
結
さ
れ
、
機
能
す
る
こ
と
を
目
指
す
思
想
で
も
あ
る
。

　
当
蒋
の
わ
が
国
は
、
幕
府
主
導
で
、
武
家
を
中
心
と
し
た
社
会
を
ま
ず
秩
序
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
軍
が
全
体
を
掌
握
し
、
統
治
で

き
る
国
家
を
目
指
し
て
い
た
わ
け
で
、
こ
の
儒
教
的
思
想
は
将
軍
家
に
と
っ
て
、
正
に
都
合
の
よ
い
、
浸
透
さ
せ
る
べ
き
思
想
で
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。

　
伝
統
芸
術
の
背
景

　
細
部
そ
れ
ぞ
れ
が
機
能
し
、
連
な
り
統
合
さ
れ
る
こ
と
で
一
つ
の
形
が
築
き
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
、

げ
た
わ
が
国
の
、
伝
統
的
文
化
芸
術
の
構
成
法
と
、
き
わ
め
て
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
儒
学
の
思
想
は
、
実
は
先
に
あ



　
「
型
」
の
一
つ
　
つ
の
要
素
が
機
能
し
、
連
な
り
、
統
合
さ
れ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
分
野
は
完
成
さ
れ
て
い
る
。
様
々
な
小
さ
い

「
型
」
を
秩
序
立
て
る
も
の
と
し
て
の
更
に
大
き
な
単
位
で
の
「
型
」
と
、
そ
れ
ら
の
「
型
」
を
機
能
さ
せ
る
た
め
の
思
想
さ
え
も
い
く
つ

か
の
「
型
」
と
な
っ
て
確
立
さ
れ
継
承
さ
れ
て
い
る
。

　
例
と
し
て
あ
げ
れ
ぽ
、
能
舞
の
「
指
す
」
「
開
く
偏
と
い
う
最
小
単
位
の
所
作
は
、
儒
学
的
に
考
え
れ
ば
細
部
の
構
成
要
素
で
あ
り
、
舞

と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
決
定
付
け
る
更
に
大
き
な
演
目
と
し
て
の
「
型
」
が
あ
り
、
能
の
美
意
識
を
決
定
付
け
る
思
想
に
も
世
阿
弥
の
花
伝

書
の
よ
う
な
、
そ
れ
を
方
向
付
け
示
唆
す
る
「
型
」
が
存
在
す
る
、
と
い
う
具
合
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
当
時
の
儒
、
仏
、
道
と
い
う
三
つ
の
思
想
の
中
で
も
特
に
儒
学
は
わ
が
国
の
芸
術
形
成
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
儒
学
は
儒
教
と
も
い
う
よ
う
に
、
学
問
で
あ
る
の
と
同
時
に
一
つ
の
精
神
的
志
向
を
決
定
付
け
導
く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
教
え
は
単
に

頭
で
理
解
さ
れ
る
学
術
的
な
も
の
に
止
ま
る
の
で
は
な
く
、
嬉
々
の
精
神
に
浸
透
し
、
影
響
を
与
え
る
も
の
と
し
て
深
く
広
く
長
く
わ
が
国

の
文
化
、
精
神
活
動
、
芸
術
に
作
用
し
て
き
た
。

　
礼
節
を
重
ん
じ
る
儒
学
で
は
、
子
は
親
を
敬
い
、
弟
子
は
師
を
慕
い
、
民
は
君
主
に
仕
え
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
文
化
芸
術
を
継
承

す
る
家
元
制
度
へ
も
繋
が
る
根
強
い
思
想
を
育
ん
だ
と
も
言
え
よ
う
。
　
儒
学
の
目
的
の
一
つ
が
物
事
を
整
理
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

正
し
く
良
き
も
の
を
後
者
に
伝
え
て
い
こ
う
と
す
る
継
承
、
教
育
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
伝
統
を
形
成
す
る
上
に
教
育
理
念
と
し
て
き
わ
め
て

有
効
に
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
わ
が
国
は
教
育
に
極
め
て
熱
心
な
国
民
性
を
持
ち
、
先
者
を
敬
う
と
い
う
礼
節
を
尊
ぶ
習
慣
も
根
付
き
易
い
。
芸
術
の
分
野
で
、
創
造
性

を
阻
害
す
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
「
型
」
の
登
場
と
そ
の
継
承
が
、
武
家
社
会
を
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
持
つ
伝
統
流
派
、
狩
野
派
に
根
付
い

た
の
は
、
狩
野
派
が
武
家
好
み
の
作
風
を
守
り
続
け
、
親
か
ら
子
へ
と
、
代
々
そ
の
描
法
を
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
で
、
狩
野
家
と
し
て
の

生
業
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
で
、
こ
う
し
た
継
承
と
教
育
に
関
し
て
、
「
型
」
は
ま
さ
し
く
、
正
し
く
機
能
し
て
い
た
と
い
え

近
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日
本
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る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
は
ま
た
、
規
範
を
第
一
義
と
す
る
武
家
社
会
の
思
想
と
の
一
致
を
見
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
「
型
」
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
、
物
事
を
細
部
ま
で
分
解
し
、
一
つ
　
つ
の
要
素
を
確
認
す
る
と
い
う
作
業
は
、
　
方
で
は
無
駄
を
省
き
、

洗
練
さ
れ
た
美
へ
と
芸
術
活
動
を
誘
う
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
「
型
」
は
あ
る
良
き
も
の
を
後
者
へ
と
継
承
し
て
い
く
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
す
る
と
同
時
に
、
先
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
広
が
り
す
ぎ
る

と
創
造
性
の
阻
害
、
形
骸
化
と
い
う
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
、
こ
の
マ
イ
ナ
ス
藏
へ
の
認
識
の
方
が
先
行
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
あ
る
完
成
し
た
形
式
を
何
百
年
掛
い
う
時
を
超
え
て
継
承
し
て
い
く
に
は
、
基
盤
と
な
る
「
型
」
の
存
在
は
重
要
で
あ
る
。

　
総
合
的
な
意
味
で
の
「
型
」
同
士
の
構
築
が
「
道
」
化
さ
れ
、
系
統
立
て
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
わ
が
圏
の
伝
統
分
野
の
高
い
レ
ベ
ル
が
確
立

さ
れ
て
き
た
。

　
室
町
期
の
こ
の
よ
う
な
、
儒
教
的
思
想
と
、
そ
れ
を
背
景
と
す
る
「
型
」
の
登
場
、
「
道
」
化
さ
れ
系
統
立
て
ら
れ
た
シ
ス
テ
ム
は
、
技

術
、
構
成
、
精
神
、
全
て
の
面
を
統
括
し
、
そ
の
後
の
時
代
の
、
日
本
の
美
意
識
構
築
、
伝
統
分
野
の
熟
成
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い

る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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・
本
論
は
、
平
成
十
六
年
十
「
月
三
日
に
開
催
さ
れ
た
京
都
哲
学
会
で
の
講
演
内
容
で
あ
る
。

・
本
研
究
の
描
法
解
析
的
考
察
は
佐
々
木
正
子
（
京
都
造
形
芸
術
大
学
）
が
撫
駕
し
た
。
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二
八

・
塞
研
究
は
三
菱
財
団
学
術
研
究
助
成
に
よ
る
研
究
課
題
「
B
本
絵
画
技
法
の
発
生
と
展
開
の
系
統
化
」
の
研
究
成
果
の
一
端
で
あ
る
。

・
本
論
中
の
挿
図
に
関
し
て
は
、
概
刊
の
図
録
等
か
ら
の
複
写
を
使
用
さ
せ
て
頂
い
た
。
い
ち
い
ち
お
断
り
を
し
な
か
っ
た
が
、
各
作
品
の
所
蔵
者
に
対
し
、

記
し
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
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　　When　we　consider　Japanese　painting　traditions，　we　can　see　their　epitome　in　the

Tosa　and　Kano　schools．　［1］his　way　of　thinking　about　painting　and　painting　methods

was　transmitted　over　a　long　period　and　matured　gradually．　This　occurred　in　the

following　manner．

　　The　social　structure　of　samurai　and　court　society　was　the　supportive　basis　for

painters．　Painters　developed　distinctive　means　of　expression　that　would　reveal　at

a　glance　their　stylistic　allegiance　to　particular　schools　of　painting　in　order　to

produce　the　fusion　of　purpose，　taste　and　aesthetics　so　desired　by　their　patrons．　This

became　an　“archetype”　that　was　the　criterion　for　painting　method．

　　This　“archetype”　of　the　completed　form　of　painting　method　was　adopted　by　later

painters　and　matured　into　the　traditional　“model．”　And　this　“model”　is　assumed　to

exist　in　the　brush　technique，　nuances　of　brushwork，　and　the　formation　of　the

character　of　the　painting．　This　“model”　exists　as　form　visible　to　the　eye　and，

furthermore，　as　an　invisible　“model”　consisting　of　the　ideas　that　prescribe　the

expressive　form　that　determines　the　character　and　refinement　of　the　painting．

　　Namely，　there　exists　a　“model”　that　regulates　each　of　the　minimum　required

features　and　a　“model”　whose　role　is　to　determine　the　pattern　of　the　composition

and　the　overall　expressive　image．　This　double－layered　structure　of　the　“model”

sets　up　an　ordered　approach　to　the　expression　of　the　desired　ideals，　which　is　an

important　constituent　of　the　inner　structure　of　the　systematized　“Do，”　or　Way．
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Painting　（gado），　calligraphy　（shodo），　tea　ceremony　（sado），　flower　arrangement

（kado）　all　connote　the　relation　between　the　“model”　and　“Do，”　the　Way．

　　Although　it　was　in　the　Muromachi　period　that　the　“model”　was　connected　to　the

“Do，”　or　Way，　why　was　it　in　this　time　period　that　this　relationship　emerged？　The

background　of　this　developrnent　was　the　Confucian　way　of　thinl〈ing　employed　by

the　Ashil〈aga　Shoguns　in　establishing　the　country　that　resulted　in　the　protection　of

Confucianism　Confucianism　can　be　called　the　learning　that　orders　the　organiza－

tion　of　social　norms．　To　structure　a　workable　human　society，　various　rules　must

be　organized，　1〈nowledge　accumulated，　and　methods　of　inheritance　and　education

must　be　established．　The　use　of　Confucianism　for　the　fundamental　ideals　to　order

society　was　crucial　to　the　Ashikaga　Shogun’s　aspiration　to　establish　the　Muroma－

chi　shogunate．　That　Confucian　thought　formed　the　nucleus　of　the　political　ideals　of

that　age　is　connected　to　the　structure　of　traditional　art　and　culture．

　　In　this　paper，　1　have　discussed　the　problem　of　the　“model”　in　the　painting　of　early

modern　japan，　and　related　how　the　Confucianism　that　flourished　in　the　Muromachi

period　was　deeply　connected　to　the　construction　of　the　aesthetic　sense　that　visibly

linl〈s　the　traditional　arts　of　Japan．
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　　As　a　propaedeutic　study　of　‘Coinmunication　Ethics’，　this　paper　is　the　first　part　of

attempts　to　review　communicative　phenoinena　in　a　comprehensive　way　from

philosophical　standpoints．　While　the　concept　of　communication　has　been　so　preva－

lent　that　it　might　well　be　called　a　buzzword，　it　is　hard　to　say　that　philosophy　or

ethics　has　succeeded　in　providing　any　adequate　explanation　of　the　notion　from　the

ground　up．　Discourse　Ethics　of　Karbermas　was　a　landmark　attempt　to　explain

communicative　phenonaena　on　the　basis　of　the　ideal　of　“good　communication”　that

is　to　be　taken　in　advance．　Nevertheless，　it　tried　to　move　on　to　the　topic　of　ethics

in　such　haste　that　it　seemed　to　have　a　certain　biased　view　toward　everyday

communication．　Looking　at　the　history　of　Western　ethics　reminds　us　of　Plato’s
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