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「東方文様讀本」
東方キャラに使われる文様の意味と由来

近藤貴弥　文・編
　うーみん　画





　

序　

近
藤
貴
弥

本
書
は
表
題
に
あ
る
通
り
『
東
方
キ
ャ
ラ
に
使
わ
れ
る
文
様
の
意
味
と
由
来
』
を
、
う
ー
み
ん
氏
の
画
と
共
に
繙
い
て
い
く
書
で
あ
る
。

東
方
P
r
o
j
e
c
t
に
登
場
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
東
方
に
関
す
る
考
察
本
は
沢
山
出
て
い
る
。
こ
の
書
は
、
東
方
に
使
わ
れ
る
『
文

様
』
に
注
目
し
、
一
つ
一
つ
を
考
え
、
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
よ
り
深
く
理
解
で
き
る
よ
う
な
本
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
立
ち
絵

の
な
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
文
様
が
分
か
ら
な
い
た
め
省
略
す
る
。
ま
た
、
旧
作
も
確
認
が
難
し
い
た
め
省
略
し
て
い
る
。

文
様
と
模
様
の
違
い
に
つ
い
て
だ
が
、
様
式
化
さ
れ
た
連
続
模
様
の
こ
と
を
文
様
と
し
、
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な

も
の
は
模
様
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
十
六
夜
咲
夜
や
レ
ミ
リ
ア
・
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
の
襟
元
に
描
か
れ
て
い
る
ラ
イ
ン
や
サ
ニ
ー
ミ
ル
ク
の
服

に
描
か
れ
て
い
る
太
陽
マ
ー
ク
は
模
様
と
考
え
、
区
別
し
て
い
る
。
こ
の
書
は
『
文
様
』
の
意
味
と
由
来
に
注
目
す
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な

模
様
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
省
略
し
て
い
る
。

　

本
書
の
構
成
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

・
見
開
き
右
の
頁
に
文
様
の
意
味
と
由
来
に
つ
い
て
の
文
章
。
こ
の
文
章
は
基
本
的
に
頭
部
や
帽
子
か
ら
始
ま
り
、
ど
ん
ど
ん
と
爪
先
や

指
先
へ
と
展
開
さ
れ
る
。

・
見
開
き
左
の
頁
に
、
う
ー
み
ん
氏
の
画
に
よ
る
説
明
。

3　序
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博麗霊夢　8

先
の
筆
者
の
推
測
で
は
、
こ
の
円
の
説
明
ま
で
カ
バ
ー
し
て
い
る

と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
博
麗
神
社
に
至
る
道
筋
で
は
な
く
、

も
っ
と
博
麗
霊
夢
に
近
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
霊
夢
が
武
器
と
し
て
使
う
陰
陽
玉
と
の
関
係
で
あ

る
。
一
般
的
に
太
極
図
と
呼
ば
れ
る
こ
の
マ
ー
ク
は
、
物
事
の
性

質
を
陰
と
陽
に
分
け
る
。
そ
の
中
に
太
陰
と
太
陽
が
あ
り
、
月
と

太
陽
の
関
係
で
あ
る
。
ギ
ザ
ギ
ザ
の
頂
点
に
規
則
的
に
並
ん
だ
円

を
今
再
び
見
て
み
る
と
、
太
陽
や
月
が
昇
り
、
沈
む
様
子
の
簡
略

表
現
と
呼
べ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
山
に
太
陽
が

昇
り
、
沈
み
、
月
が
昇
り
、
沈
み
、
ま
た
太
陽
が
昇
っ
て
く
る
。

そ
の
よ
う
な
自
然
の
摂
理
を
文
様
と
し
て
霊
夢
に
用
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

彼
女
の
文
様
と
な
る
と
、
頭
の
リ
ボ
ン
や
衿
や
ス
カ
ー
ト
の
裾

に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
縞
模
様
の
一
種
で

あ
る
山
路
文
と
考
え
ら
れ
る
。
山
道
と
も
呼
ば
れ
、
ギ
ザ
ギ
ザ
形

の
線
で
構
成
さ
れ
た
文
様
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
鋸
の
歯
の
よ
う

な
形
か
鋸
歯
文
と
呼
ば
れ
る
文
様
の
可
能
性
も
あ
る
。

筆
者
は
、
博
麗
霊
夢
に
用
い
ら
れ
て
い
る
文
様
は
山
路
文
だ
と

推
測
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
以
下
に
展
開
さ
せ
る
。
ま
ず
霊
夢

が
博
麗
神
社
の
巫
女
で
あ
る
と
こ
ろ
が
、
山
路
文
に
つ
い
て
考
え

て
い
き
た
い
。
博
麗
神
社
は
幻
想
郷
の
最
東
に
位
置
し
、
神
社
か

ら
幻
想
郷
を
一
望
で
き
る
と
『
東
方
求
聞
史
紀
』
に
あ
る
。
一
望

で
き
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
程
度
の
標
高
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

意
味
す
る
。『
風
神
録
』
で
登
場
し
た
守
矢
神
社
が
「
山
の
上
の

神
社
」
と
の
対
比
と
し
て
、
博
麗
神
社
は
「
麓
の
神
社
」
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
妖
怪
の
山
ほ
ど
高
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
分

か
る
。
そ
の
博
麗
神
社
ま
で
至
る
道
筋
の
一
つ
と
し
て
、
山
路
と

し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
。

が
、
同
じ
巫
女
で
あ
る
東
風
谷
早
苗
に
は
そ
の
よ
う
な
文
様
は

見
当
た
ら
な
い
。
加
え
て
、
こ
こ
で
山
路
文
の
ギ
ザ
ギ
ザ
の
頂
点

に
規
則
的
に
並
ん
で
い
る
円
が
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
て
ほ
し
い
。





霧雨魔理沙　10

霧
雨
魔
理
沙
の
文
様
は
意
外
に
少
な
く
、
無
地
で
あ
る
こ
と
が

多
い
。
飾
り
物
と
し
て
星
が
用
い
ら
れ
て
い
る
程
度
だ
。
し
か
し
、

『
紺
珠
伝
』
を
見
て
み
る
と
、
帽
子
等
々
に
微
か
で
あ
る
が
丸
い

模
様
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。
点
も
文
様
の
一
つ
と

し
て
鮫
小
紋
や
霰
小
紋
と
い
っ
た
細
か
い
点
を
衣
全
体
に
散
り
ば

め
た
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
数
が
少
な
く
、

そ
の
よ
う
な
文
様
に
は
見
え
な
い
。
幾
何
学
模
様
に
し
て
も
同
様

で
あ
る
。

こ
こ
で
、
帽
子
に
配
置
さ
れ
て
い
る
丸
い
模
様
の
並
び
に
注
目

し
た
い
。
傾
い
て
は
い
る
が
、『
品
』
の
字
に
並
ん
で
い
る
。
中

国
で
は
、
こ
の
よ
う
に
『
品
』
の
字
に
三
つ
の
丸
を
並
べ
る
こ
と

を
、
三
曜
文
と
呼
ん
で
い
る
。
オ
リ
オ
ン
座
の
中
央
に
並
ぶ
三
つ

の
星
の
こ
と
を
三
武
と
い
い
、
中
央
の
大
将
軍
星
、
左
右
の
左
将

軍
星
・
右
将
軍
星
と
し
て
、
武
神
の
象
徴
と
し
て
い
る
。

星
が
文
様
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
は
古
く
、
鎌
倉
時
代
の
絵
巻

物
『
平
治
物
語
絵
巻
』
に
登
場
し
て
い
る
。
古
代
中
国
の
陰
陽
説

が
五
行
説
が
平
安
時
代
に
盛
ん
に
な
っ
た
。
北
斗
七
星
を
神
格
化

し
た
妙
見
信
仰
も
起
こ
り
、
星
の
文
様
化
が
進
ん
だ
。

三
曜
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
オ
リ
オ
ン
座
で
あ
る
が
、
星
座

の
元
と
な
っ
て
い
る
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
登
場
す
る
オ
リ
オ
ン
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
『
紺
珠
伝
』
と
関
係
が
あ
り
そ
う
な
も
の
を
一
つ

挙
げ
て
お
く
。

　

狩
猟
の
女
神
で
も
あ
り
、
後
に
月
の
女
神
と
な
っ
た
ア
ル
テ

ミ
ス
と
恋
に
落
ち
た
オ
リ
オ
ン
の
話
で
あ
る
。
ア
ル
テ
ミ
ス
の
兄

で
あ
る
ア
ポ
ロ
ン
は
、
二
人
を
引
き
離
そ
う
と
企
て
、
ア
ル
テ
ミ

ス
に
弓
を
引
か
せ
、
オ
リ
オ
ン
を
殺
し
た
。

こ
の
よ
う
な
下
地
を
考
え
る
と
、『
紺
珠
伝
』
に
登
場
す
る
魔

理
沙
の
帽
子
に
三
曜
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
偶
然
で
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。





紅美鈴　12

ス
カ
ー
ト
や
胸
の
あ
た
り
に
、
何
か
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
の

が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
中
国
の
伝
統
的
な
幾
何
学
模
様
で
あ
る

雷ら
い
も
ん文
で
あ
る
。
名
前
の
通
り
、
雷
や
稲
妻
を
意
匠
化
し
、
曲
折
し

た
直
線
で
表
し
た
文
様
。
こ
の
文
様
は
殷
や
周
の
時
代
か
ら
使
わ

れ
て
い
た
文
様
で
あ
る
が
、
現
在
の
よ
う
に
中
心
に
使
わ
れ
る
の

で
は
な
く
、
龍
や
鳳
凰
の
動
物
文
様
の
端
に
隙
間
な
く
施
さ
れ
た
。

古
代
中
国
で
は
文
様
は
邪
霊
か
ら
中
身
を
守
る
力
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

日
本
に
伝
わ
っ
た
の
は
、
奈
良
時
代
に
仏
教
と
共
に
大
陸
文
化

が
輸
入
さ
れ
た
頃
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
江
戸
時
代
で
も
脳
装
束

に
よ
く
使
わ
れ
、
荒
々
し
い
役
割
を
表
し
た
。
こ
の
文
様
を
卍
字

に
崩
し
、
織
物
の
地
模
様
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

美
鈴
の
文
様
に
注
目
す
る
と
、
雷
文
様
が
二
つ
繋
が
っ
て
い
る

と
こ
ろ
と
一
つ
し
か
繋
が
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
中
国

式
が
前
者
で
あ
り
、
日
本
式
が
後
者
で
あ
る
。

意
匠
化
さ
れ
た
雷
で
あ
る
が
、
稲
光
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
ギ
ザ

ギ
ザ
状
に
屈
折
し
た
幾
何
文
様
も
あ
る
。





十六夜咲夜　14

葉
は
、
三
位
一
体
を
表
す
。

と
二
つ
の
文
様
の
可
能
性
を
考
え
た
が
、
葉
文
様
は
建
築
装
飾

で
あ
る
た
め
、
服
飾
に
使
わ
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
ゴ
シ
ッ
ク

建
築
の
ア
ー
チ
は
窓
の
先
端
部
分
を
飾
っ
て
い
る
装
飾
で
あ
る
。

外
の
世
界
で
忘
れ
去
ら
れ
た
も
の
が
幻
想
郷
に
流
れ
着
く
と
な

れ
ば
、
レ
ー
ス
と
い
う
文
様
が
外
の
世
界
で
忘
れ
去
ら
れ
、
幻
想

郷
の
少
女
達
の
服
飾
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
方
が

妥
当
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

メ
イ
ド
と
い
う
立
場
か
ら
か
、
彼
女
に
施
さ
れ
て
い
る
文
様
は

少
な
い
。『
輝
針
城
』
で
、
ス
カ
ー
ト
の
裾
部
分
に
施
さ
れ
て
い

る
の
が
確
認
で
き
る
程
度
だ
。
こ
の
文
様
を
見
た
時
、
こ
の
文
様

が
レ
ー
ス
な
の
か
、
他
の
文
様
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。レ

ー
ス
は
十
六
世
紀
の
北
イ
タ
リ
ア
で
盛
ん
に
な
り
、
十
七
世

紀
中
期
に
は
フ
ラ
ン
ス
で
も
大
流
行
し
た
。
襟
や
袖
口
、
ハ
ン
カ

チ
の
縁
な
ど
に
使
わ
れ
、
威
厳
を
表
す
に
も
欠
か
せ
な
い
も
の
と

な
っ
た
。
レ
ー
ス
は
次
第
に
男
性
に
も
多
く
使
用
さ
れ
、
目
が
詰

ま
っ
た
厚
み
の
あ
る
レ
ー
ス
が
優
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
十
八
世
紀
に
入
る
と
時
代
の
嗜
好
に
合
わ
せ
、
レ
ー
ス
も

軽
や
か
で
洗
練
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。
華
々
し
い
時
代
と
共
に
そ

の
姿
を
巧
み
に
変
え
た
レ
ー
ス
で
あ
っ
た
が
、
十
九
世
紀
後
半
に

な
る
と
豪
華
な
装
飾
か
ら
、
実
際
的
な
衣
類
、
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー

マ
時
代
の
よ
う
な
流
れ
る
よ
う
な
シ
ル
エ
ッ
ト
が
好
ま
れ
、
レ
ー

ス
は
次
第
に
需
要
を
失
い
、
徐
々
に
廃
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

も
う
一
つ
は
、
葉
文
様
で
あ
る
。
切
り
込
み
の
数
に
よ
っ
て
、

三
葉
、
四
葉
、
五
葉
、
多
葉
と
な
る
。
裾
に
用
い
ら
れ
て
い
る
文

様
は
切
り
込
み
の
数
か
ら
、
三
葉
に
見
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
三





レミリア・スカーレット　16

留
め
具
が
見
え
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
様
の
ル
ー
ツ
に
ケ
ル
ト
が

あ
る
。
そ
の
ケ
ル
ト
の
特
徴
的
な
文
様
の
中
に
組
紐
文
が
あ
る
。

始
ま
り
も
終
り
も
な
い
連
続
文
で
あ
り
、
無
限
や
永
遠
を
象
徴
す

る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
文
様
が
上
へ
下
に
と
重

な
り
合
う
動
き
の
繰
り
返
し
は
、
死
と
誕
生
を
繰
り
返
す
ケ
ル
ト

の
霊
魂
不
滅
の
思
想
に
通
じ
る
。「
永
遠
に
紅
い
幼
き
月
」
と
い

う
二
つ
を
示
す
彼
女
ら
し
い
装
飾
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

襟
を
見
る
と
、
三
つ
の
円
が
「
品
」
の
字
形
に
並
べ
ら
れ
た
も

の
が
あ
る
。
魔
理
沙
の
頁
（
十
二
頁
）
で
そ
の
文
様
の
意
味
は
大

方
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
文
様
は
登
場
作
品
で
あ
る
『
紺
珠

伝
』
に
則
し
て
考
え
る
よ
う
に
し
て
い
た
。
そ
の
説
明
を
、
そ
の

ま
ま
レ
ミ
リ
ア
・
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
に
当
て
は
め
る
と
な
る
と
食
い

違
う
と
こ
ろ
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
今
一
度
、
そ
の

文
様
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

こ
の
文
様
は
先
に
書
い
て
い
る
通
り
、
オ
リ
オ
ン
座
の
帯
に
あ

た
る
三
つ
の
星
を
円
で
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
、
三

つ
星
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
。
オ
リ
オ
ン
座
と
い
う
星
座
が
、
い
つ

見
え
る
の
か
と
な
る
と
、
冬
、
宵
の
時
分
で
あ
る
。
宵
、
夜
中
、

暁
と
徐
々
に
夜
が
深
く
な
る
、
そ
の
最
初
の
時
分
で
あ
る
。

狩
人
で
あ
る
オ
リ
オ
ン
の
星
座
を
施
し
て
い
る
の
も
、
レ
ミ
リ

ア
・
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
を
知
る
上
で
も
役
立
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

袖
を
見
て
み
る
と
、
十
六
夜
咲
夜
の
頁
（
二
二
頁
）
で
説
明
し

た
レ
ー
ス
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
華
や
か
な
少
女
性

を
思
わ
せ
な
が
ら
、
威
厳
を
示
す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
。

『
紅
魔
郷
』
の
み
に
見
え
る
が
、
服
の
中
心
に
「
S
」
字
状
の
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で
は
霊
芝
雲
と
呼
ぶ
。
自
然
の
一
風
景
で
あ
る
雲
の
文
様
は
横
に

た
な
び
く
形
で
描
か
れ
る
。
瑞
祥
の
意
味
は
な
い
。

西
行
寺
幽
々
子
の
衣
に
使
わ
れ
て
い
る
雲
を
確
認
す
る
と
、
後

者
で
あ
る
と
分
か
る
。
一
文
字
雲
、
渦
巻
き
雲
、
流
れ
雲
と
沢
山

の
種
類
が
あ
る
雲
文
様
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
雲
が
風
に
吹

か
れ
る
様
を
意
匠
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
妖
々
夢
』
の
西
行
寺
幽
々
子
の
衣
類
に
注
目
す
る
と
桜
花
が

描
か
れ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
桜
は
平
安
時
代
に
貴
族
達
に
愛
好

さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
「
花
」
と
い
え
ば
「
梅
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

を
逆
転
さ
せ
た
。
花
が
散
る
風
情
と
共
に
、
流
水
の
流
れ
に
任
せ

る
桜
の
花
も
日
本
人
の
心
を
と
ら
え
多
く
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

桜
文
は
大
き
く
分
け
れ
ば
、
枝
に
咲
く
様
、
桜
花
、
花
筏
や
桜

川
な
ど
流
水
と
の
組
み
合
わ
せ
が
あ
る
。
西
行
寺
幽
々
子
の
衣
に

使
わ
れ
て
い
る
の
は
桜
文
様
の
中
で
も
、
桜
散
ら
し
と
呼
ば
れ
る
、

花
を
重
ね
た
り
、
ち
ぎ
れ
た
花
び
ら
を
散
ら
す
な
ど
の
変
化
を
つ

け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。『
妖
々
夢
』
と
西
行
寺
幽
々
子
の
関
係
を

表
し
た
文
様
で
あ
る
。

『
永
夜
抄
』
の
目
を
移
す
と
、
満
月
に
雲
が
描
か
れ
て
い
る
。

月
は
名
月
の
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
秋
の
草
花
と
取
り
合
わ
せ
て
使

わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

雲
の
文
様
は
種
類
が
多
く
、
鳥
と
雲
、
鳥
と
花
、
立
涌
の
よ
う

な
幾
何
学
文
様
と
様
々
な
組
み
合
わ
せ
が
あ
る
。
雲
の
文
様
は
中

国
の
神
仙
思
想
を
受
け
継
い
だ
瑞
雲
と
、
自
然
の
一
風
景
と
し
て

の
雲
の
二
種
類
が
あ
る
。
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
瑞
雲
を
、
日
本
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『
永
夜
抄
』
の
八
雲
紫
の
衣
を
見
る
と
、
そ
の
服
の
中
心
に
非

常
に
特
徴
的
な
も
の
が
見
え
る
。
日
本
国
内
で
は
「
算
木
文
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
算
木
は
和
算
で
用
い
た
計
算
の
道
具
で

あ
る
。
し
か
し
、
八
雲
紫
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
、
あ
る
い
は
こ

の
文
様
が
使
わ
れ
て
い
る
中
華
的
な
服
を
見
る
と
、
こ
の
文
様
は

「
八
卦
文
」
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
る
。

易
と
呼
ば
れ
る
古
代
中
国
で
考
え
出
さ
れ
た
占
い
に
用
い
ら
れ

る
の
が
八
卦
で
あ
る
。
筮
竹
五
十
本
を
二
つ
に
分
け
、
陰
陽
を
知

り
、
卦
を
作
る
。
こ
の
卦
は
八
種
類
あ
り
、
乾
、
坤
、
離
等
々
で

あ
る
。
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
「
兌
」
と
「
坤
」
で
あ
る
。

こ
の
二
文
字
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
八

卦
を
二
つ
重
ね
、
そ
れ
ぞ
れ
に
は
占
い
の
文
句
が
あ
る
。

八
雲
紫
に
使
わ
れ
た
二
つ
の
卦
は
、
四
五
番
目
の
卦
で
あ
る

「
沢
地
萃
」
を
導
く
。
人
や
物
事
が
集
ま
る
、
繁
栄
す
る
時
で
あ

る
。
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月
人
と
い
う
種
族
や
「
月
の
頭
脳
」（『
永
夜
抄
』）
と
い
う
二

つ
名
通
り
、
彼
女
に
使
わ
れ
て
い
る
文
様
は
天
体
に
関
す
る
。
帽

子
の
織
姫
座
に
始
ま
り
、
右
上
半
身
に
あ
る
カ
シ
オ
ペ
ア
座
、
左

上
半
身
に
あ
る
北
斗
七
星
、
右
下
半
身
の
箕
、
左
下
半
身
の
奎
・

壁
と
な
っ
て
い
る
。

ス
カ
ー
ト
の
裾
部
分
に
は
八
卦
も
あ
り
、
右
半
身
に
は
乾
・

巽
・
離 

が
描
か
れ
て
お
り
、
左
半
身
に
は
艮
・
坤
が
描
か
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
八
卦
は
、
五
行
に
も
対
応
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
、
水
・
金
・
土
・
火
・
木
と
な
っ
て
い
る
。

月
と
い
う
場
に
お
い
て
、
八
意
永
琳
と
い
う
存
在
が
ど
の
よ
う

な
立
場
に
あ
り
、
人
々
か
ら
ど
の
よ
う
な
眼
差
し
を
向
け
ら
れ
て

い
る
の
か
文
様
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
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蓬
莱
山
輝
夜
の
衣
に
は
幾
つ
も
の
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
月
に

始
ま
り
、
雲
、
桜
、
竹
、
紅
葉
、
梅
、
蝶
。
桜
と
雲
に
つ
い
て
は

西
行
寺
幽
々
子
の
頁
（
二
六
頁
）
の
説
明
に
譲
り
、
他
の
文
様
に

つ
い
て
意
味
と
由
来
を
考
え
る
。

月
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
『
竹
取
物
語
』
や
蓬
莱
山
輝
夜
の
出

身
が
月
で
あ
る
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
桜
、
竹
、
紅

潮
、
梅
の
四
種
は
四
季
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ

も
文
様
と
し
て
意
匠
化
さ
れ
た
の
は
古
い
。
竹
と
梅
に
つ
い
て
は

吉
祥
の
文
様
で
も
あ
る
。
松
を
加
え
、
松
竹
梅
文
や
歳
寒
の
三
友

と
呼
ば
れ
る
文
様
で
あ
る
。

『
永
夜
抄
』
で
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
名
前
の
と
こ
ろ
に
、
蝶
が
描

か
れ
い
る
が
こ
れ
に
つ
い
て
も
書
い
て
お
く
。
蝶
が
文
様
と
し
て

登
場
す
る
に
な
っ
た
の
は
平
安
次
代
中
期
頃
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で

は
添
え
物
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
卵
か
ら
青
虫
と
な
り
、
脱
皮

を
重
ね
蛹
に
な
り
、
や
が
て
蝶
に
な
り
舞
い
上
が
る
。
不
死
不
滅

の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
武
士
の
紋
章
に
も
な
っ
て
い
る
。
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ス
カ
ー
ト
を
見
る
と
薄
っ
す
ら
で
あ
る
が
、
落
葉
と
流
水
が
見

え
る
。
水
の
流
れ
の
蛇
行
し
た
線
に
色
々
な
モ
チ
ー
フ
を
配
し
、

様
々
な
文
様
が
作
ら
れ
た
。
流
水
自
体
も
、
人
生
の
浮
き
沈
み
に

と
例
え
ら
れ
た
。

流
水
に
落
葉
を
加
え
る
と
全
く
異
な
っ
た
文
様
を
意
味
す
る
。

竜
田
川
文
で
あ
る
。
奈
良
県
生
駒
郡
を
流
れ
る
川
の
下
流
部
、
大

和
川
と
合
流
点
の
下
部
を
竜
田
川
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
両
岸

に
は
楓
が
多
く
、
紅
葉
の
名
所
と
し
て
古
く
か
ら
有
名
で
あ
り
、

『
古
今
和
歌
集
』
に
も
数
多
く
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。『
百
人

一
首
』
に
も
あ
る
、『
ち
は
ら
ぶ
る
神
代
き
か
ず
た
つ
た
川
か
ら

く
れ
な
い
に
水
く
く
る
と
は
』
と
い
う
和
歌
は
と
り
わ
け
有
名
で

あ
ろ
う
。

江
戸
時
代
で
は
名
所
と
し
て
の
竜
田
川
を
表
す
と
同
時
に
、
和

歌
の
風
情
を
巧
み
に
意
匠
化
し
た
文
様
も
数
多
く
見
ら
れ
る
。





古明地さとり　28

カ
ー
ト
に
描
か
れ
て
る
薔
薇
は
ピ
ン
ク
色
。
花
言
葉
と
し
て
は
、

『
し
と
や
か
』
や
『
上
品
』
や
『
感
銘
』
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
。

ス
カ
ー
ト
に
注
目
し
て
み
る
と
、
微
か
に
花
の
模
様
が
描
か
れ

て
い
る
の
が
見
え
る
。
薔
薇
で
あ
る
。
美
し
い
花
容
で
花
色
、
香

り
が
素
晴
ら
し
く
ギ
リ
シ
ャ
時
代
か
ら
愛
さ
れ
栽
培
さ
れ
て
い
る
。

ア
フ
ロ
デ
ィ
ー
テ
の
誕
生
と
共
に
薔
薇
が
創
造
さ
れ
た
、
神
酒

が
零
れ
て
薔
薇
に
な
っ
た
、
ロ
ー
ダ
ン
テ
と
い
う
娘
が
薔
薇
の
木

と
な
っ
た
…
…
と
い
っ
た
ふ
う
に
、
薔
薇
と
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
関

係
は
幾
つ
か
あ
る
。
そ
う
し
て
登
場
し
た
薔
薇
は
十
五
世
紀
ト
ル

コ
の
イ
ズ
ニ
ー
ク
を
中
心
に
陶
器
の
文
様
と
し
て
写
実
的
に
描
か

れ
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
中
世
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
は
百
合
と
同
様
に
聖
母
マ
リ
ア

に
捧
げ
ら
れ
た
。
棘
の
な
い
赤
い
薔
薇
は
、
聖
母
の
慈
愛
を
象
徴

し
た
。
聖
母
は
薔
薇
の
咲
き
誇
る
庭
、
あ
る
い
は
薔
薇
の
垣
根
に

囲
ま
れ
た
庭
に
座
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

『
庭
』
と
い
う
子
囲
ま
れ
た
空
間
は
聖
母
の
処
女
性
を
示
し
、『
薔

薇
の
園
』
は
天
国
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

中
世
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
そ
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
た
薔

薇
で
あ
る
が
、
十
八
世
紀
以
降
は
絹
織
物
や
磁
器
の
モ
チ
ー
フ
に

取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

色
や
本
数
で
意
味
が
変
わ
る
薔
薇
で
あ
る
が
、
さ
と
り
の
ス
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文
様
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
少
な
い
。
春
の
花
な
の
で
あ

る
が
、
春
と
な
る
と
桜
や
梅
と
い
っ
た
花
々
が
描
か
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。『
幸
せ
の
再
来
』
と
い
っ
た
花
言
葉
が

あ
る
。

古
明
地
さ
と
り
と
同
様
に
、
古
明
地
こ
い
し
の
ス
カ
ー
ト
に
も

似
た
よ
う
な
花
が
描
か
れ
て
い
る
。
薔
薇
と
よ
く
似
て
い
る
が
、

ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス
と
い
う
別
の
花
で
あ
る
。
光
沢
の
あ
る
花
弁
を

幾
重
に
も
重
ね
た
豪
華
な
花
で
あ
る
。

葉
と
茎
が
違
い
、
ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス
は
蓬
の
葉
の
よ
う
な
形
を

し
て
い
る
。
茎
の
色
は
ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス
の
方
が
薄
く
、
薔
薇
と

は
違
い
ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス
の
茎
に
は
産
毛
が
あ
る
。
萼
に
も
産
毛

が
あ
り
、
厚
み
が
あ
り
、
丸
み
を
帯
び
て
い
る
。
薔
薇
は
木
で
あ

り
、
ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス
は
草
と
い
う
違
う
も
あ
る
。

こ
う
し
て
違
い
を
並
べ
、
豪
華
な
花
と
表
現
し
た
が
、
文
様
に

使
わ
れ
る
こ
と
は
薔
薇
と
比
べ
て
遥
か
に
少
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教

と
関
連
付
け
ら
れ
た
薔
薇
、
百
合
と
い
っ
た
花
々
が
描
か
れ
る
こ

と
が
多
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

そ
の
由
来
も
調
べ
て
み
た
が
、
こ
れ
も
薔
薇
同
様
に
ギ
リ
シ
ャ

神
話
に
あ
る
ら
し
く
、
ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス
と
い
う
青
年
の
悲
恋
に

あ
る
ら
し
い
が
定
か
で
は
な
い
。

ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス
の
花
言
葉
は
『
と
て
も
魅
力
的
』、『
美
し
い

人
格
』、『
名
声
』、『
名
誉
』
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
。

彼
女
の
上
着
に
も
鈴
蘭
と
い
う
花
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
も





姫海棠はたて　32

今
で
は
チ
ェ
ッ
ク
や
市
松
模
様
と
し
て
知
ら
れ
る
、
姫
海
棠
は

た
て
の
ス
カ
ー
ト
の
柄
で
あ
る
が
、
こ
の
柄
は
江
戸
時
代
の
歌
舞

伎
役
者
で
あ
る
佐
野
川
市
松
が
用
い
た
こ
と
で
流
行
っ
た
。

元
は
「
正
方
形
の
石
を
交
互
に
並
べ
た
形
状
か
ら
石
畳
文
と
い

う
平
安
時
代
に
は
公
家
の
正
装
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

有
職
文
様
と
な
り
、『
霰
文
様
』
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

姫
海
棠
は
た
て
の
市
松
文
様
の
ス
カ
ー
ト
に
は
薄
っ
す
ら
と
で

あ
る
が
花
が
描
か
れ
て
い
る
。
特
定
は
難
し
い
が
、
お
そ
ら
く
、

ヒ
メ
カ
イ
ド
ウ
で
あ
ろ
う
。
ズ
ミ
と
も
呼
ば
れ
、
樹
皮
を
煮
出
し

黄
色
の
染
料
に
用
い
る
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
。
花
言
葉
は
『
追

憶
』。
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ら
れ
た
。

と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
秦
こ
こ
ろ
の
服
飾
に
格
子
文
様

が
描
か
れ
て
い
る
の
は
洋
服
地
の
チ
ェ
ッ
ク
柄
と
は
違
っ
た
意
味

が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

縞
柄
の
一
種
で
あ
る
格
子
縞
が
、
秦
こ
こ
ろ
の
服
に
は
描
か
れ

て
い
る
。
横
縞
と
縦
縞
と
の
組
み
合
わ
せ
で
、
細
い
四
角
な
木
を

組
み
合
わ
せ
た
建
具
を
格
子
戸
と
い
う
が
、
こ
の
格
子
戸
か
ら
名

付
け
ら
れ
て
い
る
。
洋
服
地
の
チ
ェ
ッ
ク
と
同
じ
図
柄
で
あ
る
。

細
か
い
格
子
模
様
の
微
塵
格
子
、
碁
盤
の
目
の
よ
う
に
縦
横
の

幅
が
同
じ
格
子
の
碁
盤
格
子
、
縦
横
の
幅
が
同
じ
格
子
で
小
さ
め

の
柄
を
意
味
す
る
小
格
子
、
二
本
筋
の
二
筋
格
子
、
三
本
筋
の
三

筋
格
子
、
四
本
筋
の
四
筋
格
子
…
…
と
い
っ
た
よ
う
に
多
く
の
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
が
、
太
い
柄
は
威
厳
の
良
さ
を
、
細
か
い

格
子
は
上
品
さ
や
粋
を
表
し
た
。

と
い
っ
た
格
子
文
様
は
、
江
戸
時
代
中
期
か
ら
地
産
業
と
し
て

い
綿
織
物
を
奨
励
す
る
藩
が
多
く
な
り
、
縞
物
は
庶
民
の
日
常
着

と
し
て
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
た
。

庶
民
の
日
常
着
と
し
て
欠
か
せ
な
い
も
の
に
な
っ
た
格
子
文
様

で
あ
る
が
、
能
装
束
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
様
々
な
用

途
に
使
わ
れ
た
厚
板
と
い
う
小
袖
が
あ
り
、
白
、
無
地
、
色
な
し
、

色
入
り
、
大
格
子
や
中
格
子
や
小
格
子
と
い
っ
た
よ
う
に
い
く
つ

も
の
用
途
に
分
け
ら
れ
た
。
主
と
し
て
男
性
の
着
付
け
に
使
わ
れ

た
が
、
荒
神
や
鬼
神
の
類
の
役
、
年
配
の
女
性
の
上
着
に
も
用
い
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き
」
と
い
う
思
い
が
流
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

衿
の
所
に
目
を
遣
る
と
、
波
を
扇
状
の
形
で
描
い
て
い
る
幾
何

学
模
様
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
青
海
波
と
呼
ば
れ
る
こ
の
文
様

は
、
エ
ジ
プ
ト
や
ペ
ル
シ
ア
の
み
な
ら
ず
世
界
各
地
で
見
ら
れ
、

三
角
の
文
が
山
や
波
の
形
へ
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
国
内
で

も
古
墳
時
代
の
埴
輪
に
も
用
い
ら
れ
、
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
い

る
文
様
で
あ
る
。
こ
の
時
代
は
「
波
」
や
「
水
」
と
い
っ
た
意
味

で
青
海
波
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
な
く
、
連
続
模
様
の
一
つ

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
の
波
模
様
で
あ
る
こ
の
文
様
が
、

青
海
波
と
名
付
け
ら
れ
た
の
は
同
名
の
雅
楽
の
舞
曲
か
ら
と
言
わ

れ
て
い
る
。

こ
の
文
様
は
吉
祥
文
様
で
も
あ
る
。
大
海
原
を
意
味
し
、
海
の

無
限
の
広
が
り
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
扇
状
と
い
う
の
も
、

末
の
方
に
広
が
る
吉
祥
で
あ
る
。

少
名
針
妙
丸
に
用
い
ら
れ
て
い
る
吉
祥
は
、
彼
女
の
持
つ
打
ち

出
の
小
槌
に
も
あ
る
。
松
だ
。
古
く
か
ら
、
冬
に
も
常
緑
を
保
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
常
盤
樹
や
吉
祥
樹
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、

門
松
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
神
を
招
く
依
り
代
、
歳
神
を
待
つ

と
い
う
意
味
も
あ
る
。

一
寸
法
師
の
末
裔
で
あ
る
彼
女
の
姿
を
見
た
時
、
真
っ
先
に
目

に
飛
び
込
ん
で
く
る
の
は
、
頭
に
被
っ
て
い
る
椀
で
あ
ろ
う
。
こ

の
椀
を
よ
く
見
る
と
、
二
つ
の
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気

付
く
。
一
つ
は
月
。
月
を
象
っ
た
文
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
月
象

文
と
呼
ば
れ
る
文
様
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
紅
葉
と
合
わ
せ
、
秋

の
季
節
を
定
番
と
な
っ
て
い
る
文
様
で
あ
る
。
紅
葉
の
文
様
は
、

そ
の
形
が
鶏
冠
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
立
身
出
世
の
意
味
す
る

こ
と
も
あ
る
。

立
身
出
世
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
彼
女
の
服
に
描
か
れ
て

い
る
蜻
蛉
も
同
じ
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
蜻
蛉
は
「
か
ち
む
し
」

や
「
勝
軍
虫
」
と
も
呼
ば
れ
、
一
直
線
に
飛
ぶ
姿
に
不
転
退
の
精

神
を
見
出
し
、
武
士
の
武
具
の
文
様
に
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。

服
に
注
目
す
る
と
、
蜻
蛉
の
他
に
秋
の
七
草
の
一
つ
で
あ
る
芒
が

描
か
れ
て
い
る
の
も
見
え
る
。
芒
は
中
秋
の
名
月
の
際
に
飾
る
こ

と
も
あ
り
、
椀
に
用
い
ら
れ
て
い
る
月
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

更
に
服
に
見
る
と
、
鹿
の
子
斑
と
い
う
白
い
斑
点
も
あ
る
。
鹿

と
い
う
と
秋
の
文
様
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
『
古
今
和
歌
集
』
の

「
奥
山
に
紅
葉
ふ
み
わ
け
鳴
く
鹿
の
こ
え
き
く
時
そ
秋
は
か
な
し
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黄
色
い
羽
織
に
描
か
れ
て
い
る
花
が
非
常
に
特
徴
的
で
あ
る
が
、

こ
の
花
は
一
体
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
花
を
よ
く
見
て
み
る
と
、

椿
が
考
え
ら
れ
る
。
椿
の
品
種
に
は
、
乙
女
椿
と
い
う
も
の
も
あ

り
、
阿
礼
乙
女
か
ら
の
連
想
と
し
て
こ
の
花
が
選
ば
れ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
椿
の
花
の
散
り
方
に
、
御
阿
礼
の
子
の
短

命
を
思
い
描
か
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
花
は
桜
や
梅
の
よ

う
に
花
弁
が
バ
ラ
バ
ラ
に
散
る
の
で
は
な
く
、
萼
と
雄
し
べ
だ
け

を
木
に
残
し
て
、
花
弁
ご
と
落
ち
る
。
死
を
連
想
さ
せ
る
花
と
忌

み
嫌
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
、
椿
に
は
古
来
よ
り
悪
霊
を
払
う
力
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
、
神
事
に
は
欠
か
せ
な
い
木
で
あ
っ
た
。
椿
の
花
の
散
り
方
が

ま
る
で
首
が
落
ち
る
よ
う
だ
と
忌
み
嫌
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

松
や
竹
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
冬
も
枯
れ
な
い
常
葉
樹
は
吉
祥
の

木
と
さ
れ
て
い
た
。
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え
て
く
れ
た
一
冊
。

『
明
治
・
大
正
・
昭
和
に
見
る
「
き
も
の
文
様
図
鑑
」』
平
凡

社
先
の
二
冊
は
文
様
の
歴
史
に
つ
い
て
詳
し
く
教
え
て
く
れ
ま
し

た
が
、
こ
の
本
は
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
通
り
明
治
か
ら
昭
和
ま
で
の

き
も
の
の
文
様
に
つ
い
て
教
え
れ
く
れ
た
一
冊
。『
日
本
・
中
国

の
文
様
事
典
』
で
知
っ
た
文
様
を
更
に
深
め
よ
う
と
し
た
時
に
読

み
ま
し
た
。
フ
ル
カ
ラ
ー
で
す
の
で
、
眺
め
て
い
て
も
楽
し
い
一

冊
で
す
。

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
装
飾
と
文
様
』
パ
イ
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

作
者
の
装
飾
文
様
の
情
熱
が
伝
わ
っ
て
く
る
一
冊
。
縞
や
格
子

や
三
角
や
四
角
と
い
っ
た
文
様
に
つ
い
て
の
所
感
は
見
事
な
も
の

で
し
た
。
フ
ル
カ
ラ
ー
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
装
飾
文
様
の
美

し
さ
を
知
れ
た
一
冊
で
し
た
。

『
キ
モ
ノ
文
様
事
典
』
淡
交
社

着
物
の
文
様
を
五
十
音
で
並
べ
た
一
冊
。
他
の
本
で
は
僅
か
し

か
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
文
様
の
意
味
と
由
来
に
つ
い
て
書
か
れ
て

い
た
た
め
貴
重
で
し
た
。
白
黒
の
文
様
事
典
で
す
。

『
江
戸
伝
統
文
様
事
典
』
河
出
書
房
新
社

後
書
き

こ
の
本
は
、
昨
年
の
秋
頃
、
求
代
目
の
紅
茶
会
当
日
に
う
ー
み

ん
氏
が
、『
東
方
文
様
本
』
と
話
さ
れ
た
た
め
、
テ
キ
ス
ト
担
当

を
名
乗
り
出
た
次
第
で
す
。
普
段
は
小
説
を
書
い
て
お
り
、
こ
の

よ
う
な
テ
キ
ス
ト
を
書
く
の
は
今
回
が
初
め
て
で
し
た
の
で
非
常

に
難
し
か
っ
た
で
す
。
い
く
つ
か
の
資
料
に
目
を
通
し
な
が
ら
、

幻
想
郷
の
少
女
達
の
服
と
文
様
を
見
比
べ
る
日
が
続
き
ま
し
た
。

間
違
い
が
な
い
よ
う
に
注
意
を
払
い
ま
し
た
が
、
間
違
え
が
あ
れ

ば
申
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
。
テ
キ
ス
ト
が
遅
く
な
っ
て
も
待
っ
て

い
た
だ
い
た
う
ー
み
ん
氏
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

参
考
文
献
と
一
言
を
左
記
に
記
し
て
お
き
ま
す
。

『
日
本
・
中
国
の
文
様
事
典
』
視
覚
デ
ザ
イ
ン
研
究
所

非
常
に
お
世
話
に
な
っ
た
一
冊
。
日
本
と
中
国
の
文
様
の
歴
史

が
あ
り
、
多
種
多
様
な
文
様
を
紹
介
し
な
が
ら
、
そ
の
文
様
の
意

味
や
由
来
も
教
え
て
く
れ
た
一
冊
で
す
。

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
様
事
典
』
視
覚
デ
ザ
イ
ン
研
究
所

『
日
本
・
中
国
の
文
様
事
典
』
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
版
。
西
洋
の
文

様
の
ツ
ー
ル
を
紹
介
し
な
が
ら
、
そ
の
文
様
の
意
味
と
由
来
を
教



江
戸
期
の
文
様
に
つ
い
て
書
か
れ
た
一
冊
。
が
、
他
の
資
料
の

よ
う
に
、
そ
の
文
様
の
意
味
や
由
来
が
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
た

め
そ
こ
ま
で
活
用
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
白
黒
の
文
様
事
典
。

『
中
国
文
様
事
典
』
河
出
書
房
新
社

中
国
の
文
様
に
絞
っ
た
事
典
。
伝
統
的
な
文
様
は
少
な
く
、
中

国
の
民
間
文
様
を
中
心
と
し
た
白
黒
の
事
典
で
し
た
。

『
文
様
博
物
館
』
マ
ー
ル
社

他
の
文
様
事
典
が
歴
史
や
文
様
の
移
り
変
わ
り
を
中
心
と
し
て

お
り
ま
し
た
が
、
こ
の
資
料
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
と
し
た
国
々

の
特
徴
的
な
文
様
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
フ
ル
カ
ラ
ー
の
文
庫

本
。『

世
界
装
飾
図
』
マ
ー
ル
社

十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ラ
シ

ネ
の
『
世
界
装
飾
図
集
成
』
を
短
く
ま
と
め
た
文
庫
本
。『
文
様

博
物
館
』
同
様
、
世
界
各
国
の
文
様
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
◯
一
六
年
八
月
上
旬　

近
藤
貴
弥
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あ
と
が
き

文
様
讀
本
を
お
手
に
取
っ
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
私
の
軽
い
一
言
か
ら
始
ま
っ
て
、
近
藤
さ
ん
に
文
章
を
書
い

て
頂
い
て
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

お
楽
し
み
頂
け
た
ら
幸
い
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
◯
一
六
年
九
月
上
旬　

う
ー
み
ん
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