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一
、
は
じ
め
に

　

京
都
国
立
博
物
館
に
は
、
数
点
の
洛
中
洛
外
図
屏
風
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

う
ち
最
も
知
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
旧
山
岡
家
本
と
も
呼
ば
れ
る
六
曲
一
隻
屏
風
で

あ
り
、
京
都
国
立
博
物
館
の
所
蔵
品
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
「
洛
中
洛
外
図
」
を
検
索
し

た
際
に
最
初
に
ヒ
ッ
ト
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
研
究
で
用
い
る
京
都
国
立
博
物
館
所

蔵
の
洛
中
洛
外
図
屏
風
は
、
右
記
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
同
様
の
検
索
に
よ
っ
て
三
件
目

に
表
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
論
に
お
い
て
は
便
宜
上「
京
博
Ｃ
本
」

と
い
う
名
称
で
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

京
博
Ｃ
本
は
、
洛
中
洛
外
図
を
そ
の
景
観
内
容
に
よ
っ
て
分
類
し
た
と
き
、
代
表

的
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
右
隻
に
は
方
広
寺
大
仏
殿
や
豊
国
廟
を
、
左
隻
に
は
二
条
城

を
描
く
第
二
定
型
に
属
す
る
六
曲
一
双
屏
風
で
あ
る
。
具
体
的
な
景
観
を
み
て
い
く

と
、
右
隻
の
右
上
に
は
伏
見
城
を
、
右
下
に
は
何
艘
も
の
船
が
み
ら
れ
る
港
を
描
く

ほ
か
、
方
広
寺
大
仏
殿
や
豊
国
廟
、
三
十
三
間
堂
を
は
じ
め
と
す
る
東
山
の
景
観

と
、
鴨
川
を
は
さ
ん
で
祇
園
会
が
お
こ
な
わ
れ
る
洛
中
の
寺
院
や
町
家
が
描
か
れ
て

お
り
、
第
六
扇
に
は
内
裏
が
み
ら
れ
る
。
左
隻
に
は
二
条
城
や
北
野
社
、
大
徳
寺
な

ど
の
社
寺
や
嵐
山
の
景
観
、
そ
し
て
多
く
の
町
家
な
ど
、
京
都
の
西
側
の
洛
中
洛
外

の
景
観
を
描
い
て
い
る
。
人
物
を
あ
ま
り
描
き
込
ま
ず
、
店
先
で
の
や
り
と
り
や
殺

伐
と
し
た
表
現
が
み
ら
れ
な
い
た
め
、
全
体
に
落
ち
着
い
た
印
象
を
受
け
る
作
品
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
他
の
第
二
定
型
作
品
が
左
隻
の
中
心
に
大
き
く
二
条
城
を
描
く

研
究
論
文

　
　
　
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
　
洛
中
洛
外
図
屏
風
に
描
か
れ
た
象
の
姿
に
つ
い
て

並
　
木
　
晴
　
香

　

京
都
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
、
江
戸
時
代
の
京
都
の
景
観
を
描
い
た
六
曲
一
双
の
洛
中
洛
外
図
屏
風
に
は
、
第
二
定
型
の
基
本
的
な
描
写
の
な
か
に
町

を
歩
く
象
の
姿
が
描
か
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
本
研
究
で
は
、
現
存
す
る
洛
中
洛
外
図
作
品
の
な
か
で
こ
の
作
品
に
唯
一
描
か
れ
る
象
の
姿
に
着
目
し
、
同
じ

く
生
き
た
象
を
描
く
南
蛮
屏
風
や
初
期
洋
風
画
の
作
品
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
改
め
て
そ
の
特
徴
を
分
析
す
る
。
さ
ら
に
本
研
究
を
、
京
博
Ｃ
本
を
総
合
的
に
研
究

す
る
た
め
の
基
礎
研
究
の
ひ
と
つ
と
位
置
づ
け
て
、
本
研
究
で
得
ら
れ
た
考
察
か
ら
京
博
Ｃ
本
の
景
観
年
代
や
制
作
年
代
の
推
定
、
さ
ら
に
注
文
・
制
作
さ
れ
た
意

図
に
つ
い
て
も
検
討
を
し
て
い
く
。
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こ
と
が
多
い
の
に
対
し
て
、
京
博
Ｃ
本
で
は
二
条
城
が
第
五
・
六
扇
と
左
に
偏
っ
て

描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
描
写
は
、
東
寺
が
右
隻
の
第
一
扇
に
描
か
れ
る
こ
と
と
あ
わ

せ
て
景
観
年
代
が
早
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
ほ
か
、
二
条
城
が
画
面
の
左
に
寄
る
こ

と
で
、
二
条
城
の
北
側
地
域
が
広
く
描
か
れ
る
と
い
う
特
徴
的
な
構
図
も
生
み
出
し

て
い
る
。
さ
ら
に
方
広
寺
西
側
の
門
の
位
置
が
中
央
で
は
な
く
北
寄
り
に
な
っ
て
い

る
こ
と
や
、
方
広
寺
の
南
門
か
ら
三
十
三
間
堂
へ
と
続
く
道
が
描
か
れ
て
い
る
点
、

洛
外
の
小
橋
や
川
の
岩
肌
の
描
写
な
ど
か
ら
は
、
実
際
の
景
観
に
基
づ
い
て
丁
寧
に

描
く
絵
師
の
特
徴
も
見
て
取
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
京
博
Ｃ
本
に
は
、
現
存
す
る
ほ
と
ん
ど
の
作
品
が
分
類
さ
れ
る
第
二

定
型
の
基
本
的
な
景
観
を
有
し
て
は
い
る
も
の
の
、
右
隻
の
右
下
に
港
の
景
観
を
描

い
て
い
る
こ
と
や
、
左
隻
の
二
条
城
の
北
側
に
広
く
寺
之
内
の
寺
院
群
を
描
い
て
い

る
こ
と
な
ど
、
他
の
洛
中
洛
外
図
に
は
み
ら
れ
な
い
景
観
を
い
く
つ
も
有
し
て
い
る

と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
特
徴
の
中
で
も
特
に
注
目
す
る
べ
き
も
の
は
、
左
隻
第

三
扇
に
描
か
れ
た
象
の
姿
で
あ
る
。
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
な

か
に
象
を
描
く
も
の
は
他
に
存
在
せ
ず
、
洛
中
洛
外
図
研
究
に
お
い
て
も
重
要
な
描

写
と
な
っ
て
い
る
。

　

京
博
Ｃ
本
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
、
左
隻
の
構
図
の
特
徴
と
象
の
姿
の
検
討
、
右

隻
の
方
広
寺
大
仏
殿
か
ら
三
十
三
間
堂
へ
と
の
び
る
道
の
存
在
な
ど
に
つ
い
て
検
討

を
重
ね
て
き
た
（
１
）。
細
部
の
描
写
や
特
徴
的
な
景
観
に
つ
い
て
の
分
析
を
ふ
ま
え
て
京

博
Ｃ
本
を
総
合
的
に
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
景
観
年
代
推
定
や
洛
中
洛
外
図
全

体
に
お
け
る
本
作
品
の
位
置
付
け
な
ど
に
加
え
て
、
他
に
類
型
作
品
の
な
い
本
作
品

が
制
作
さ
れ
た
意
図
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
基

礎
研
究
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
本
研
究
で
は
改
め
て
象
の
描
写
に
注
目
を
す
る
。

二
、
描
か
れ
た
象
の
姿

　

京
博
Ｃ
本
に
描
か
れ
た
象
の
姿

（
図
１
）
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に

よ
り
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
に
ス

ペ
イ
ン
使
節
か
ら
豊
臣
秀
吉
に
対
し

て
、
天
正
一
五
年
（
一
五
八
七
）
に

発
し
た
「
伴
天
連
追
放
令
」
の
懐
柔

を
求
め
る
た
め
に
贈
ら
れ
た
も
の
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
出
来
事

を
含
む
象
が
日
本
へ
と
舶
載
さ
れ
て

き
た
歴
史
に
つ
い
て
は
後
述
す
る

が
、
本
来
日
本
に
生
息
し
て
い
な

か
っ
た
象
は
日
本
人
に
と
っ
て
は
身
近
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
日
本
へ
と
舶

載
さ
れ
て
人
び
と
の
前
に
姿
を
現
す
た
び
に
驚
き
を
も
っ
て
迎
え
入
れ
ら
れ
た
。
一

方
で
、
仏
教
の
教
え
の
な
か
に
登
場
す
る
霊
獣
と
し
て
象
の
存
在
は
古
く
か
ら
人
び

と
に
認
知
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
仏
画
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
絵
画
に
、
象
の

姿
は
繰
り
返
し
描
か
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
描
か
れ
た
象
の
姿
が
ど
れ
も
現
在
我
々
が
知
っ
て
い
る
象
と
同
じ
か
と

い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
。
仏
画
に
登
場
す
る
象
の
姿
は
明
ら
か
に

実
物
と
は
異
な
っ
て
い
る
し
、
日
本
に
象
が
来
た
以
降
に
描
か
れ
た
も
の
も
、
元
来

日
本
人
に
根
付
い
て
い
た
霊
獣
と
し
て
の
象
の
イ
メ
ー
ジ
と
混
同
し
、
違
和
感
を
覚

え
る
も
の
も
多
い
。
そ
の
な
か
で
、
京
博
Ｃ
本
に
描
か
れ
て
い
る
象
は
、
実
際
の
姿

に
基
づ
い
て
描
か
れ
る
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
京
博
Ｃ
本
と
同
じ
よ
う
な
象

図 1　京博Ｃ本に描かれた象の姿
　　　（撮影　京都国立博物館）
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の
姿
を
描
い
た
作
品
と
し
て
は
、
洛
中
洛
外
図
と
同
じ
近
世
初
期
風
俗
画
の
ジ
ャ
ン

ル
に
属
す
る
南
蛮
屏
風
が
挙
げ
ら
れ
、
象
の
描
写
に
つ
い
て
京
博
Ｃ
本
と
の
共
通
点

も
み
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
京
博
Ｃ
本
と
同
じ
く
慶
長
二
年
に
日
本
に
舶
載
さ
れ
て
き

た
象
を
描
く
南
蛮
屏
風
を
は
じ
め
と
し
て
、
象
の
姿
を
描
い
た
作
品
を
比
較
対
象
と

し
、
京
博
Ｃ
本
の
象
の
描
写
に
つ
い
て
分
析
を
し
て
い
く
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
京

博
Ｃ
本
を
総
合
的
に
検
討
し
て
い
く
た
め
の
手
が
か
り
を
導
き
出
す
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

三
、
象
が
日
本
へ
来
た
歴
史

　

洛
中
洛
外
図
に
は
、
景
観
年
代
の
早
い
第
一
定
型
や
現
存
数
の
多
い
第
二
定
型
と

い
う
区
別
な
く
、
様
々
な
動
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
南
蛮
人
が
為
政
者
に

対
す
る
献
上
品
と
し
て
連
れ
て
い
る
洋
犬
や
麝
香
猫
な
ど
の
珍
し
い
動
物
も
み
ら
れ

る
も
の
の
、
描
か
れ
た
動
物
の
ほ
と
ん
ど
は
馬
や
牛
、
犬
、
猿
、
鶏
と
い
っ
た
人
び

と
に
と
っ
て
身
近
な
も
の
で
あ
っ
た
。
南
蛮
人
行
列
が
珍
獣
を
連
れ
て
い
る
描
写
自

体
、
多
く
の
作
品
に
描
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
京
博
Ｃ
本
に

象
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
非
常
に
特
異
な
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
で
は
、

象
が
実
際
に
日
本
人
の
目
に
触
れ
た
の
は
ど
の
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た
の

か
。
細
部
の
描
写
に
つ
い
て
分
析
を
お
こ
な
う
前
に
、
象
が
日
本
へ
来
た
歴
史
に
つ

い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

象
が
は
じ
め
て
日
本
の
地
に
運
ば
れ
て
き
た
の
は
、
応
永
一
五
年
（
一
四
〇
八
）

の
こ
と
で
あ
る
。
象
の
ほ
か
に
孔
雀
や
鸚
鵡
な
ど
の
動
物
を
載
せ
た
南
蛮
船
が
若
狭

へ
と
到
着
し
、
こ
れ
ら
の
珍
獣
は
室
町
幕
府
四
代
将
軍
の
足
利
義
持
に
献
上
さ
れ

た
。
こ
の
時
は
じ
め
て
生
き
た
象
を
目
に
し
た
人
び
と
の
様
子
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
将
軍
が
い
か
な
る
反
応
を
示
し
た
の
か
な
ど
詳
し
い
様
子
は

分
か
ら
な
い
が
、
仏
画
な
ど
で
目
に
し
て
い
た
存
在
と
は
異
な
る
姿
に
、
大
き
な
驚

き
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
判
ぜ
ら
れ
る
。

　

次
に
舶
載
さ
れ
て
き
た
の
は
、
若
狭
へ
来
た
時
か
ら
約
一
七
〇
年
後
の
天
正
三
年

（
一
五
七
五
）
ま
で
下
る
。
こ
の
時
の
様
子
は
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
の
、

明
の
船
に
乗
っ
て
豊
後
臼
杵
へ
と
到
着
し
、
他
の
動
物
と
と
も
に
キ
リ
シ
タ
ン
大
名

の
大
友
宗
麟
へ
贈
ら
れ
た
「
大
象
」
が
そ
れ
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の

時
に
は
、
象
が
上
方
へ
来
た
記
録
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

　

続
く
象
の
舶
来
は
、
ス
ペ
イ
ン
使
節
を
通
じ
て
豊
臣
秀
吉
へ
と
献
上
さ
れ
た
慶
長

二
年
（
一
五
九
七
）
で
あ
る
。
大
友
宗
麟
へ
献
上
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
時
か
ら

二
〇
年
ほ
ど
し
か
経
っ
て
い
な
い
が
、
天
正
三
年
に
舶
載
さ
れ
て
き
た
象
が
九
州
を

出
た
記
録
が
み
ら
れ
な
い
た
め
、
上
方
に
象
が
や
っ
て
く
る
の
は
応
永
一
五
年
以
来

の
こ
と
と
な
り
、
多
く
の
人
び
と
が
象
の
姿
を
み
よ
う
と
し
て
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
こ

と
が
記
録
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
時
の
象
の
舶
来
が
そ
れ
以
前
の
と
き
と
大
き

く
異
な
る
点
は
、
風
俗
画
の
興
隆
と
相
ま
っ
て
絵
画
へ
と
描
か
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
絵
画
が
、
次
章
に
て
述
べ
る
南
蛮
屏
風
で
あ
る
。

　

そ
の
後
は
、
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
に
徳
川
家
康
へ
交
趾
国
よ
り
象
が
献
上

さ
れ
た
ほ
か
、
江
戸
幕
府
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
が
所
望
し
た
こ
と
で
享
保
一
三
年

（
一
七
二
八
）
に
江
戸
へ
来
た
り
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
は
象
を
載
せ
た
船

が
横
浜
港
へ
や
っ
て
き
た
り
す
る
な
ど
何
度
か
人
び
と
の
前
に
姿
を
現
し
て
い
る
。

し
か
し
現
在
の
よ
う
に
誰
も
が
実
際
の
姿
を
す
ぐ
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
よ
う
な
存

在
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
度
々
描
か
れ
た
象
の
姿
は
、
仏
画
に
み
ら
れ
る
霊
獣
と
し

て
の
象
と
混
合
さ
れ
て
い
た
り
、
私
た
ち
か
ら
す
る
と
奇
妙
な
姿
を
し
た
り
し
て
い
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る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
京
博
Ｃ
本
や
南
蛮
屏
風
な
ど
の

象
の
描
写
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

四
、
象
を
描
い
た
作
品

　

京
博
Ｃ
本
に
描
か
れ
た
象
の
描
写
を
検
討
し
て
い
く
前
に
、
日
本
美
術
作
品
の
中

で
象
が
描
か
れ
た
も
の
に
は
ど
の
よ
う
な
作
品
が
あ
る
の
か
を
概
観
す
る
。

四

－

一
、
仏
画

　

象
は
元
来
日
本
に
生
息
し
て
い
な
い
動
物
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
存
在
は
早
く
か
ら

日
本
人
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
六
世
紀
以
降
、
仏
教
が
大
陸
か
ら

伝
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

　
『
法
華
経
』
を
は
じ
め
と
す
る
仏
教
経
典
に
は
、
普
賢
菩
薩
は
仏
が
亡
く
な
っ
た
後

の
世
に
お
い
て
修
業
を
す
る
者
の
前
に
六
牙
の
白
象
に
乗
っ
た
姿
で
あ
ら
わ
れ
る
と

記
さ
れ
て
お
り
、
普
賢
菩
薩
が
絵
画
も
し
く
は
彫
刻
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
と
き
に
は
白

象
に
乗
っ
た
姿
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
仏
教
の
教
え
が
広
が

る
と
と
も
に
、
象
は
普
賢
菩
薩
の
乗
る
霊
獣
と
し
て
人
び
と
に
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

白
象
に
乗
る
普
賢
菩
薩
の
図
様
と
し
て
は
、
奈
良
県
・
法
隆
寺
の
金
堂
壁
画
に
日

本
最
古
の
作
例
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
ほ
か
、
平
安
時
代
後
期
の
名
品
と
し
て
国
宝

に
指
定
さ
れ
て
い
る
「
絹
本
着
色
普
賢
菩
薩
像
」（
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
）
や
、

同
時
期
の
国
宝
で
あ
る
鳥
取
県
・
豊
乗
寺
の
「
普
賢
菩
薩
像
」
な
ど
が
あ
る
。
ま
た

彫
刻
と
し
て
は
、
前
述
の
二
作
品
と
同
じ
平
安
時
代
後
期
の
作
例
で
あ
る
大
倉
文
化

財
団
所
蔵
の
「
普
賢
菩
薩
騎
象
像
」
が
知
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
日
本
人
は
仏
画
に
よ
っ
て
象
の
存
在
を
認
識
す
る
に
至
っ
た
が
、
普

賢
菩
薩
の
図
様
以
外
に
も
象
の
姿
を
描
い
た
仏
画
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
釈
迦
が
入
滅

す
る
場
面
を
描
い
た
仏
涅
槃
図
で
あ
る
。
日
本
に
伝
来
し
た
仏
涅
槃
図
は
大
き
く
分

け
て
ふ
た
つ
の
形
式
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
早
い
時
期
か
ら
制
作
さ
れ
て
い

た
第
一
形
式
に
は
ほ
と
ん
ど
動
物
が
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
宋
画
を
も
と

に
し
た
と
さ
れ
る
第
二
形
式
に
な
る
と
、
仏
涅
槃
図
に
描
か
れ
る
動
物
は
次
第
に
そ

の
数
を
増
し
て
い
く
。
ま
た
第
一
形
式
の
作
品
も
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
て
、
第
二

形
式
の
影
響
を
受
け
て
動
物
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
例
え
ば
、
第
一
形

式
に
属
し
日
本
で
現
存
最
古
の
仏
涅
槃
図
と
さ
れ
て
い
る
和
歌
山
県
・
金
剛
峯
寺
所

蔵
の
金
剛
峯
寺
本
（
応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
））
は
入
滅
の
場
面
に
シ
シ
一
頭
を
描

く
の
み
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
二
形
式
の
代
表
作
例
で
あ
る
京
都
府
・
長
福
寺
本
は
、

画
面
の
下
方
四
分
の
一
ほ
ど
の
部
分
に
実
在
の
動
物
か
ら
鳳
凰
を
は
じ
め
と
す
る
架

空
の
存
在
ま
で
、
五
〇
種
も
の
動
物
や
鳥
が
涅
槃
の
場
に
集
っ
て
い
る
。

　

象
に
関
し
て
み
て
い
け
ば
、
仏
涅
槃
図
の
典
拠
と
し
て
知
ら
れ
る『
大
般
涅
槃
経
』

の
な
か
に
涅
槃
の
場
に
集
っ
た
動
物
と
し
て
名
を
連
ね
て
お
り
、
仏
涅
槃
図
の
描
写

の
な
か
に
次
第
に
日
本
人
に
身
近
な
動
物
が
積
極
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
も
、
そ
の
姿
は
多
く
の
作
品
に
描
か
れ
て
き
た
。
第
一
形
式
に
分
類
さ

れ
な
が
ら
も
、
第
二
形
式
の
影
響
を
受
け
て
多
く
の
動
物
を
描
く
滋
賀
県
・
石
山
寺

本
を
は
じ
め
と
す
る
仏
涅
槃
図
の
動
物
表
現
に
つ
い
て
、
中
野
玄
三
氏
は
、
仏
涅
槃

図
に
描
か
れ
た
動
物
の
表
現
に
は
、
唐
画
を
端
緒
と
し
て
密
教
の
図
様
に
み
ら
れ
る

動
物
、
さ
ら
に
「
鳥
獣
人
物
戯
画
」
と
の
類
似
を
指
摘
す
る
。
ま
た
そ
れ
ら
に
み
ら

れ
る
動
物
表
現
の
特
徴
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
り
、
象
に
つ
い
て
は
、
三
日
月
形
の

目
や
付
け
根
の
細
い
鼻
、
筒
の
よ
う
な
形
で
垂
れ
た
耳
、
凹
ん
だ
背
中
や
足
の
爪
を

挙
げ
、
そ
の
よ
う
な
姿
を
し
た
象
を
「
空
想
的
霊
獣
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
こ
こ
で

挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
鳥
獣
人
物
戯
画
」
に
つ
い
て
は
後
で
触
れ
る
が
、
仏
涅
槃
図
に
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描
か
れ
る
象
の
姿
は
必
ず
し
も
普
賢
菩
薩
を
連
想
す
る
六
牙
の
白
象
で
は
な
い
も
の

の
、
前
述
の
特
徴
を
も
っ
た
空
想
的
な
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
第
二
形
式
に
お
い
て

も
ほ
と
ん
ど
の
場
合
が
白
象
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、「
象
は
白
い
も
の
」
と
い
う

認
識
が
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
な
か
で
先
に
挙
げ
た
長
福

寺
本
は
、
動
物
を
よ
り
具
体
的
に
描
き
出
し
て
い
る
点
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
作
品
に
つ
い
て
中
野
氏
は
、「
技
工
の
巧
拙
は
別
と
し
て
、
宋
代
院
体
花
鳥
画
の

目
指
し
た
写
実
的
表
現
を
も
と
に
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
」
（
２
）と
す
る
。
こ
こ

で
注
目
す
べ
き
は
象
の
描
写
で
、
体
の
色
を
鼠
色
と
し
て
い
る
ほ
か
、
耳
や
背
の
か

た
ち
も
「
空
想
的
霊
獣
」
と
し
て
で
は
な
く
「
実
際
の
イ
ン
ド
象
」
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
。
霊
獣
・
瑞
獣
と
し
て
の
白
象
に
見
慣
れ
て
い
た
人
び
と
が
長
福
寺
本
に
み

ら
れ
る
よ
う
な
写
実
的
に
描
か
れ
た
象
の
姿
を
見
て
ど
の
よ
う
に
感
じ
た
の
か
は
分

か
ら
な
い
が
、
こ
の
長
福
寺
本
を
粉
本
と
し
て
描
か
れ
た
で
あ
ろ
う
作
品
に
お
い
て

象
が
再
び
白
象
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
や
は
り
日
本
人
に
と
っ

て
象
は
白
い
も
の
、
と
い
う
認
識
が
通
常
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

四

－

二
、
南
蛮
屏
風

　

洛
中
洛
外
図
屏
風
を
代
表
と
す
る
近
世
初
期
風
俗
画
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
な

か
に
、
南
蛮
屏
風
と
称
せ
ら
れ
る
作
品
の
一
群
が
あ
る
。
十
六
世
紀
半
ば
に
な
っ
て

西
洋
と
の
つ
な
が
り
が
で
き
る
と
、
当
時
の
日
本
人
は
西
欧
人
が
運
ん
で
く
る
様
々

な
文
物
や
異
国
の
人
び
と
の
こ
と
を
「
南
蛮
」
と
呼
び
珍
し
が
っ
た
。
ま
た
織
田
信

長
や
豊
臣
秀
吉
な
ど
の
為
政
者
が
南
蛮
文
物
を
好
み
、
自
ら
の
衣
装
や
持
ち
物
の
な

か
に
南
蛮
風
俗
を
多
用
し
は
じ
め
る
と
、
人
び
と
も
こ
ぞ
っ
て
南
蛮
文
化
を
取
り
入

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
人
び
と
の
興
味
を
ひ
い
た
南
蛮
文
化
は
次
第
に
絵
画

化
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
風
俗
画
の
一
ジ
ャ
ン
ル
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が

南
蛮
屏
風
で
あ
る
。
南
蛮
屏
風
の
定
義
と
し
て
坂
本
満
氏
は
、

　
　
　

�

そ
れ
は
ま
ず
「
南
蛮
人
」
を
描
い
た
屏
風
で
は
あ
る
が
、「
豊
国
祭
礼
図
」

や
「
洛
中
洛
外
図
」
あ
る
い
は
歌
舞
伎
図
巻
な
ど
の
図
中
に
南
蛮
人
の
描
か

れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
う
は
呼
ば
な
い
。
そ
こ
に
は
「
南
蛮
」
の
カ
ピ
タ
ン
・

モ
ー
ル
や
商
人
、
宣
教
師
た
ち
の
日
本
の
港
町
で
の
様
子
が
描
か
れ
、「
南

蛮
寺
」
と
彼
ら
の
乗
っ
て
き
た
大
型
の
洋
式
帆
船
も
必
ず
描
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
が
南
蛮
屏
風
の
基
本
的
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
り
、
こ
れ
が
左
右
一
双
に

描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
一
つ
の
類
型
を
な
し
（
第
一
類
）、
ま
た
一

隻
の
中
に
そ
れ
ら
が
ま
と
め
ら
れ
、
他
の
一
隻
に
は
南
蛮
船
が
出
港
し
て
き

た
外
国
の
港
や
町
で
の
情
景
が
描
か
れ
る
の
が
も
う
一
つ
の
類
型
を
な
し
て

い
て
（
第
二
・
三
類
）、
す
べ
て
の
南
蛮
屏
風
は
大
体
こ
の
類
型
の
ど
ち
ら
か

に
属
す
る
こ
と
に
な
る
（
３
）

と
す
る
。
異
国
か
ら
日
本
に
は
な
い
珍
し
い
も
の
を
た
く
さ
ん
運
ん
で
く
る
洋
式
の
帆

船
は
宝
船
に
も
例
え
ら
れ
、
吉
祥
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
も
好
ま
れ
た
。
類
型
の
分
類
に

つ
い
て
は
諸
説
み
ら
れ
る
が
、
一
〇
〇
点
ほ
ど
の
作
品
が
確
認
さ
れ
て
い
る
南
蛮
屏
風

の
な
か
で
今
回
注
目
す
る
の
は
狩
野
内
膳
筆
の
南
蛮
屏
風
と
そ
の
系
統
作
品
で
あ
る
。

　

南
蛮
屏
風
も
他
の
風
俗
画
と
同
様
に
、
作
品
を
手
が
け
た
絵
師
の
名
前
が
判
明
す

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
神
戸
市
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
南
蛮
屏
風
（
以
下
「
神
戸
市
博
本
」
と
す
る
）
に
は
「
狩
野
内
膳
筆
」
と
い

う
落
款
と
印
章
が
捺
さ
れ
て
お
り
、
絵
師
の
名
が
分
か
る
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。
こ

の
神
戸
市
博
本
を
含
め
て
狩
野
内
膳
の
落
款
印
章
を
と
も
な
う
作
品
は
四
点
確
認
さ

れ
て
お
り
、
ま
た
神
戸
市
博
本
を
粉
本
と
し
て
制
作
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
作
品
も
存

在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
神
戸
市
博
本
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
系
統
作
品
の
特
徴

と
し
て
は
、
画
面
に
象
の
姿
が
描
か
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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先
に
み
た
よ
う
に
、
南
蛮
屏
風
に
は
カ
ピ
タ
ン
・
モ
ー
ル
の
一
行
や
宣
教
師
た
ち

と
い
っ
た
西
欧
人
や
異
国
風
の
船
、
珍
し
い
動
物
な
ど
多
く
の
南
蛮
風
俗
が
描
か
れ

て
い
る
。
そ
の
様
相
は
類
型
に
よ
っ
て
、
ま
た
作
品
に
よ
っ
て
共
通
点
や
異
な
る
点

な
ど
が
み
ら
れ
る
が
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
南
蛮
屏
風
の
な
か
で
象
が
描
か
れ
て

い
る
の
は
狩
野
内
膳
の
南
蛮
屏
風
と
そ
の
系
統
作
品
に
限
ら
れ
て
お
り
、
珍
し
い
南

蛮
文
物
や
異
国
の
人
び
と
を
描
く
南
蛮
屏
風
に
あ
っ
て
も
、
象
の
姿
は
多
用
さ
れ
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

各
作
品
の
象
の
描
写
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
し
く
み
て
い
く
が
、
狩
野
内
膳
が
描

い
た
神
戸
市
博
本
の
象
は
狩
野
内
膳
が
実
際
に
目
に
し
て
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
狩
野
内
膳
は
元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
に
荒
木
村
重
の
家
臣
の
子
と
し

て
生
ま
れ
、
十
代
半
ば
頃
に
狩
野
松
栄
（
一
五
一
九

－
一
五
九
二
）
の
も
と
へ
入
門

し
た
。そ
の
後
天
正
一
五
年（
一
五
八
七
）に
は
狩
野
姓
を
名
乗
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
、

狩
野
内
膳
重
郷
と
号
し
た
こ
と
が
知
れ
る
。
そ
し
て
内
膳
の
描
い
た
絵
が
豊
臣
秀
吉

の
目
に
と
ま
り
、
そ
の
才
能
を
認
め
ら
れ
て
豊
臣
家
の
御
用
絵
師
と
な
っ
た
。
内
膳

の
作
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
は
多
い
と
は
い
え
な
い
が
、
代
表
作
と
し
て
京
都
府
・

豊
國
神
社
に
奉
納
さ
れ
現
在
も
当
社
に
伝
わ
る
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
が
あ
る
。
内

膳
は
御
用
絵
師
と
し
て
主
人
の
近
く
で
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
目
に
し
、
ま
た
豊
臣
家

に
関
連
す
る
絵
を
制
作
し
た
と
さ
れ
る
。
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
に
豊
臣
秀
吉
に

象
が
贈
ら
れ
、
大
坂
城
で
対
面
す
る
と
い
う
出
来
事
も
、
内
膳
は
当
然
の
ご
と
く
立

ち
会
っ
て
い
た
。
神
戸
市
博
本
に
描
か
れ
て
い
る
象
が
仏
画
に
み
ら
れ
る
白
象
と
は

異
な
り
実
際
の
象
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
は
、
内
膳
が
実
物
の
象
を
目
に
し
た
か

ら
で
あ
る
。

　

な
お
象
を
描
い
た
南
蛮
屏
風
と
し
て
取
り
上
げ
る
狩
野
内
膳
の
落
款
印
章
を
有
す

る
四
点
と
内
膳
作
品
を
踏
襲
し
た
系
統
作
品
を
比
べ
る
と
、
描
か
れ
た
象
の
姿
も
同

じ
系
統
に
属
す
る
と
は
い
え
次
第
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

京
博
Ｃ
本
と
の
比
較
の
な
か
で
詳
し
く
み
て
い
く
。

四
－

三
、
そ
の
他
に
象
が
描
か
れ
た
作
品

　

京
博
Ｃ
本
や
南
蛮
屏
風
と
は
異
な
る
時
代
に
象
を
描
い
た
作
品
に
つ
い
て
、
こ
こ

で
は
「
鳥
獣
人
物
戯
画
」
と
「
国
々
人
物
図
巻
」
を
取
り
上
げ
る
。

　
　
　

四

－

三

－

一
、
鳥
獣
人
物
戯
画

　

仏
涅
槃
図
以
外
で
様
々
な
動
物
が
描
か
れ
る
作
品
と
し
て
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
京

都
府
・
高
山
寺
所
蔵
の
「
鳥
獣
人
物
戯
画
」
で
あ
る
。
各
巻
に
は
制
作
年
代
に
差
が

あ
る
と
さ
れ
る
が
、
甲
・
乙
・
丙
・
丁
の
四
巻
か
ら
な
る
こ
の
絵
巻
に
は
、
擬
人
化
さ

れ
た
動
物
た
ち
の
姿
を
は
じ
め
人
物
や
た
く
さ
ん
の
動
物
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
な

か
で
象
の
姿
は
乙
巻
に
登
場
す
る
（
図
２
）。
兎
や
蛙
、
猿
と
い
っ
た
動
物
た
ち
が
ユ
ー

モ
ア
あ
ふ
れ
る
表
情
を
み
せ
る
甲
巻
が
有
名
だ
が
、
乙
巻
に
描
か
れ
た
動
物
に
は
甲

巻
の
よ
う
な
擬
人
化
し
た
表
現
は

み
ら
れ
ず
、
馬
や
牛
な
ど
の
身
近

な
動
物
か
ら
麒
麟
や
獏
と
い
っ
た

空
想
上
の
動
物
、
も
し
く
は
異

国
の
動
物
ま
で
全
十
五
種
類
が
、

愛
ら
し
さ
よ
り
も
険
し
い
表
情

を
全
面
に
出
し
て
描
か
れ
て
い

る
。
象
は
絵
巻
の
最
後
に
近
い

青
龍
と
獏
の
間
に
二
頭
描
か
れ
、

一
頭
は
鼻
を
高
く
上
げ
て
声
を

放
ち
、
も
う
一
頭
は
前
方
を
見

図 2　「鳥獣人物戯画」乙巻（部分）
　　　（『日本の美術（300）

絵巻鳥獣人物戯画と鳴呼絵』　53 頁）
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つ
め
て
い
る
。乙
巻
の
動
物
表
現
に
は
密
教
図
様
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

乙
巻
に
描
か
れ
た
三
日
月
型
の
目
や
足
の
爪
を
も
つ
象
の
姿
は
、
実
際
に
生
き
た
象

の
姿
と
い
う
よ
り
も
仏
画
と
の
関
連
性
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　

四

－

三

－

二
、
国
々
人
物
図
巻

　

京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
の
「
国
々
人
物
図
巻
」
は
、
雪
舟
（
一
四
二
〇

－

一
五
〇
六
）
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
を
写
し
た
模
本
と
さ
れ
て
い
る
。
雪
舟
は
応

仁
元
年
（
一
四
六
七
）
か
ら
文
明
元
年
（
一
四
六
九
）
ま
で
の
三
年
間
、
明
に
渡
っ

て
中
国
画
壇
を
直
に
学
び
、
ま
た
中
国
の
山
水
風
景
を
直
接
目
に
し
て
自
身
の
画
風

に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
。
そ
の
渡
明
し
た
期
間
の
な
か
で
、
雪
舟
が
実
際
に
目
に

し
た
異
国
の
人
び
と
や
動
物
を
次
々
に
描
き
連
ね
た
の
が
こ
の
「
国
々
人
物
図
巻
」

で
あ
る
。
人
物
や
動
物
の
横
に
は
、
そ
れ
が
何
者
で
あ
る
の
か
と
い
う
書
き
入
れ
も

み
ら
れ
、
熱
心
な
書
き
込
み
ぶ
り
が
印
象
的
で
あ
る
。そ
こ
に
描
か
れ
た
象
の
姿（
図

３
）
に
は
、
仏
画
や
「
鳥
獣
人
物
戯
画
」
乙
巻
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
厳
し
い
表
情
は

み
ら
れ
な
い
。
南
蛮
屏
風
の
よ
う

な
陰
影
表
現
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ

な
い
も
の
の
、
霊
獣
と
し
て
で
は

な
く
実
際
に
み
た
姿
を
描
い
た
と

判
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
十
七
世
紀
前
半
に
京
都

で
活
躍
し
た
俵
屋
宗
達
（
生
没
年

不
詳
）
の
手
に
よ
る
京
都
府
・
養

源
院
の
杉
戸
絵
に
み
ら
れ
る
象

は
、
描
か
れ
た
と
さ
れ
る
時
期
が

南
蛮
屏
風
の
制
作
時
期
と
重
な
る
も
の
の
や
は
り
白
象
で
、
た
と
え
宗
達
が
実
際
に

京
都
を
歩
い
た
象
を
見
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
姿
を
写
実
的
に
描
く
の
で
は
な
く

霊
獣
と
し
て
の
姿
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
描
い
た
と
い
え
る
。
ま
た
十
八
世
紀
に
な
る

と
、
写
実
性
を
重
視
し
た
円
山
応
挙
や
そ
の
弟
子
で
あ
る
長
澤
芦
雪
、「
樹
花
鳥
獣

図
屏
風
」（
静
岡
県
立
美
術
館
所
蔵
）
や
「
象
と
鯨
図
屏
風
」（M

IH
O
�M
U
SEU
M

所
蔵
）
な
ど
の
作
品
で
印
象
的
な
象
の
姿
を
描
い
た
伊
藤
若
冲
を
は
じ
め
と
す
る
絵

師
た
ち
に
よ
っ
て
様
々
な
象
の
絵
が
描
か
れ
た
。
仏
画
や
先
人
た
ち
の
作
品
の
影
響

を
受
け
て
白
象
と
し
て
描
い
た
も
の
や
、
実
際
の
姿
に
基
づ
い
て
鼠
色
の
肌
を
し
た

姿
で
描
い
た
も
の
な
ど
種
々
み
ら
れ
る
が
、
本
研
究
で
対
象
と
し
た
作
品
が
制
作
さ

れ
た
時
代
か
ら
は
大
き
く
ず
れ
る
こ
と
か
ら
、
今
回
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。

五
、
象
の
描
写
の
比
較

五

－

一
、
京
博
Ｃ
本

　

こ
こ
か
ら
は
、
近
世
に
お
い
て
普
賢
菩
薩
の
乗
る
六
牙
の
白
象
の
よ
う
な
霊
獣
・

瑞
獣
と
し
て
の
姿
で
は
な
く
実
際
に
人
々
が
目
に
し
た
象
の
姿
を
描
い
た
作
品
を
取

り
上
げ
て
、
そ
の
象
の
描
写
に
つ
い
て
京
博
Ｃ
本
と
の
比
較
検
討
を
お
こ
な
っ
て
い

く
。
ま
ず
は
、
本
研
究
の
対
象
で
あ
る
京
博
Ｃ
本
の
象
を
み
て
い
く
。

　

京
博
Ｃ
本
の
な
か
で
、
象
の
姿
は
左
隻
の
第
三
扇
に
描
か
れ
て
い
る
。
京
博
Ｃ
本

に
は
二
条
城
の
北
側
に
あ
る
聚
楽
第
跡
地
で
能
の
興
行
を
お
こ
な
う
様
子
が
描
か
れ

て
お
り
本
作
品
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
が
、
象
は
こ
の
跡
地
の
北
側
の

道
、
一
条
通
あ
た
り
を
東
に
向
か
っ
て
歩
い
て
い
る
。
象
は
大
坂
城
で
豊
臣
秀
吉
と

対
面
し
た
あ
と
、
京
都
へ
移
動
し
て
禁
裏
に
て
天
皇
の
叡
覧
を
供
し
、
そ
し
て
伏
見

城
へ
と
移
っ
て
い
る
。
京
博
Ｃ
本
に
描
か
れ
た
場
面
は
、
こ
の
行
程
の
な
か
で
大
坂

図 3　「国々人物図巻」（部分）
　　　（『日本美術絵画全集　4　雪舟』　89 頁）
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城
か
ら
禁
裏
へ
と
向
か
う
様
子
を
描
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

通
り
を
歩
く
象
は
、
緑
の
帽
子
を
か
ぶ
り
オ
レ
ン
ジ
色
に
わ
ず
か
に
模
様
が
う
か

が
え
る
ズ
ボ
ン
を
履
い
た
南
蛮
人
を
一
人
首
元
に
乗
せ
て
い
る
。肌
の
色
は
鼠
色
で
、

足
の
爪
や
背
中
の
凹
み
と
い
っ
た
仏
画
に
み
ら
れ
る
特
徴
は
み
ら
れ
な
い
。
な
に
よ

り
の
特
徴
は
、
胸
や
腹
か
ら
足
に
か
け
て
陰
影
表
現
が
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
京
博

Ｃ
本
の
象
以
外
の
描
写
に
は
特
に
陰
影
表
現
は
み
ら
れ
ず
、
道
を
歩
く
象
に
の
み
陰

影
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
る
べ
き
点
で
あ
る
。
こ
の
象
が
仏
画
に

描
か
れ
た
霊
獣
と
し
て
の
姿
と
は
異
な
り
、
陰
影
表
現
を
含
め
て
絵
師
が
実
際
に
そ

の
姿
を
見
て
描
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い
え
る
も
の
の
、
そ
の
姿
に
ど
こ
か

違
和
感
を
覚
え
る
の
は
、
顔
が
体
に
対
し
て
小
さ
い
と
い
う
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
背
中
に
輿
を
設
け
て
い
な
い
こ
と
や
、
象
の
ま
わ
り
に
南
蛮
人
を
含
め
て
人
が

少
な
い
こ
と
な
ど
疑
問
点
も
生
ま
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
京
博
Ｃ
本
の

注
文
・
制
作
に
関
す
る
検
討
と
も
関
わ
っ
て
く
る
た
め
、
後
章
に
て
再
度
触
れ
た
い
。

京
都
の
町
を
象
と
そ
の
一
行
が
ど
の
よ
う
な
様
相
で
歩
い
た
の
か
は
現
在
の
と
こ
ろ

定
か
で
は
な
い
が
、
そ
れ
以
前
に
描
か
れ
た
姿
と
比
べ
て
実
際
の
姿
に
近
い
か
た
ち

で
あ
ら
わ
さ
れ
た
象
の
姿
は
、
京
博
Ｃ
本
全
体
に
つ
い
て
検
討
す
る
う
え
で
重
要
な

存
在
と
な
っ
て
い
る
。

五

－

二
、
南
蛮
屏
風

　

京
博
Ｃ
本
の
象
の
姿
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
、
今
回
は
九
点
の
南
蛮
屏
風
を
取
り

上
げ
る
。
な
お
以
下
に
用
い
る
作
品
の
名
称
は
中
央
公
論
美
術
出
版
『
南
蛮
屏
風
集

成
』
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
踏
襲
す
る
。

　
　
　

五

－

二

－

一
、
神
戸
市
立
博
物
館
本
Ａ
（
神
戸
市
博
本
）

　

神
戸
市
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
の
南
蛮
屏
風
は
、
狩
野
内
膳
の
落
款
印

章
を
有
す
る
四
点
の
な
か
で
も
最
も
優
品
と
さ
れ
る
も
の
で
、
重
要
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
精
細
な
描
写
か
ら
、
同
じ
構
図
を
有
す
る
作
品
の
な
か
で
も
内

膳
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
神
戸
市
博
本
の
全
体

の
内
容
を
み
て
い
く
と
、
右
隻
に
は
第
五
・
六
扇
に
日
本
へ
到
着
し
た
異
国
船
を
描

き
、
鮮
や
か
な
衣
装
を
身
に
つ
け
た
貴
人
を
先
頭
に
、
カ
ピ
タ
ン
・
モ
ー
ル
の
一
行

が
上
陸
し
て
い
る
。
到
着
し
た
カ
ピ
タ
ン
・
モ
ー
ル
の
一
行
の
な
か
に
は
献
上
品

と
み
ら
れ
る
荷
物
を
抱
え
る
人
や
、
洋
犬
や
檻
に
入
っ
た
虎
な
ど
の
動
物
が
み
ら

れ
、
そ
れ
ら
を
迎
え
る
宣
教
師
た
ち
の
な
か
に
は
裃
を
着
た
日
本
人
の
姿
も
み
ら
れ

る
。
画
面
の
右
側
に
は
聖
画
を
置
い
た
礼
拝
堂
や
店
先
に
商
品
を
置
く
瓦
葺
の
町
家

な
ど
も
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
左
隻
に
は
第
一
・
二
扇
に
描
か
れ
た
船
が
マ
ス
ト
を

は
っ
て
異
国
を
出
航
し
て
い
く
様
子
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
異
国
風
の
建
物
を
背
景

と
し
て
様
々
な
服
装
の
南
蛮
人
が
大
勢
み
ら
れ
る
。
な
お
到
着
し
た
日
本
の
港
も
、

出
航
す
る
異
国
の
港
も
特
定
の
港
町
を
描
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
建
物
の
表
現

に
よ
っ
て
日
本
か
ど
う
か
が
区
別
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
風
に
は
た
め
く

旗
や
マ
ス
ト
を
つ
け
て
出
航
す
る
異

国
船
を
見
送
る
南
蛮
風
俗
の
人
々
の

な
か
に
パ
ラ
ン
キ
ー
ン
に
乗
っ
た
人

物
が
第
五
扇
に
描
か
れ
、
そ
の
う
し

ろ
、
第
六
扇
に
背
中
に
人
を
乗
せ
た

輿
を
設
け
る
象
の
姿
が
描
か
れ
て
い

る
（
図
４
）。

　

こ
の
象
に
は
仏
画
的
な
描
写
が
一

切
み
ら
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
胸
や

図 4　神戸市立博物館本・左隻（部分）
　　　（『南蛮屏風集成』　13 頁）
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腹
、
足
の
部
分
に
陰
影
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
顔
や
足
な
ど
に

み
ら
れ
る
皺
は
最
小
限
で
目
立
つ
表
現
で
は
な
く
、
顔
と
体
の
バ
ラ
ン
ス
に
違
和
感

が
な
い
こ
と
か
ら
も
、
狩
野
内
膳
が
豊
臣
秀
吉
と
対
面
し
た
象
を
間
近
で
見
て
描
い

た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
描
写
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
こ
の
神
戸
市
博
本
と
そ
の
象
の

描
写
に
つ
い
て
は
、
画
面
全
体
の
な
か
で
象
に
だ
け
陰
影
表
現
が
み
ら
れ
る
こ
と

や
、
象
の
斜
め
前
と
後
ろ
に
立
つ
象
使
い
が
、
現
在
で
も
使
わ
れ
る
鳶
口
と
同
じ
形

態
の
も
の
を
手
に
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
象
の
前
方
で
貴
人
が
乗
っ
て
い
る
パ
ラ

ン
キ
ー
ン
が
、
聚
楽
第
で
イ
ン
ド
の
副
王
使
節
を
謁
見
し
た
豊
臣
秀
吉
が
彼
ら
か
ら

贈
ら
れ
、
そ
れ
以
後
愛
用
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
「
こ
れ
ら
は
秀
吉
の
王
権
が
専
有
す

る
献
上
品
で
あ
り
、
彼
の
ス
テ
イ
タ
ス
・
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
」
（
４
）と
も
み
ら
れ
て
い

る
。
南
蛮
風
俗
を
好
み
、
自
ら
の
服
装
や
身
の
ま
わ
り
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
家
臣

た
ち
に
も
南
蛮
風
俗
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
豊
臣
秀
吉
の
趣
味
や
、
異

国
の
使
節
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
が
描
き
込
ま
れ
た
と
す
る
こ
の
南
蛮
屏
風
の
な
か
で

唯
一
陰
影
表
現
を
も
ち
い
て
象
を
描
い
た
こ
と
か
ら
は
、
秀
吉
が
ど
れ
ほ
ど
に
象
を

特
別
視
し
て
い
た
の
か
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
姿
そ
の
も
の
に
は
違

い
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
慶
長
二
年
に
日
本
へ
と
舶
載
さ
れ
て
き
た
象
を
写
実
的
に

描
く
と
い
う
同
じ
特
徴
を
有
す
る
神
戸
市
博
本
の
象
の
姿
が
京
博
Ｃ
本
に
み
ら
れ
る

象
の
姿
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
注
目
す
る
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　

五
－

二
－

二
、
所
在
不
明
（
川
西
家
旧
蔵
）
本

　

右
隻
に
「
狩
野
内
膳
筆
」
と
い
う
落
款
、
左
隻
に
「
狩
野
」
と
い
う
落
款
と
印
章

が
あ
り
、
本
作
品
の
制
作
に
は
狩
野
内
膳
が
関
わ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
作

品
で
、
慶
長
後
半
期
に
制
作
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
昭
和
初
期
頃
ま
で
は
所
在
情
報
が

つ
か
め
る
も
の
の
、
現
在
は
所
在
が
不
明
と
な
っ
て
い
る
。

　

人
や
動
物
、
木
々
な
ど
の
配
置
に

多
少
の
違
い
が
み
ら
れ
る
が
、
全
体

と
し
て
は
神
戸
市
博
本
を
よ
く
踏
襲

し
て
い
る
。
神
戸
市
博
本
と
同
様
、

左
隻
の
第
五
扇
に
パ
ラ
ン
キ
ー
ン
に

乗
っ
た
人
物
が
、
そ
の
隣
の
第
六
扇

に
背
中
に
輿
と
人
物
を
乗
せ
た
象
が

描
か
れ
て
お
り
（
図
５
）、
象
の
腹

の
部
分
に
は
陰
影
が
は
っ
き
り
見
て

と
れ
る
。
や
や
陰
影
の
み
ら
れ
る
部

分
が
神
戸
市
博
本
よ
り
少
な
く
な
っ

て
い
る
ほ
か
、
象
に
乗
る
貴
人
に
対
し
て
神
戸
市
博
本
で
は
閉
じ
ら
れ
て
い
た
傘
が

本
作
品
で
は
差
し
向
け
ら
れ
て
い
た
り
、
象
の
前
方
に
い
る
象
使
い
の
服
装
が
全
く

異
な
っ
て
い
た
り
す
る
な
ど
、
象
の
ま
わ
り
の
描
写
に
も
差
異
が
み
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
点
も
含
め
て
、
内
膳
の
関
わ
り
が
み
ら
れ
る
と
は
い
え
、
本
作
品
の
制
作
は

狩
野
内
膳
本
人
で
は
な
く
別
の
人
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

五

－

二

－

三
、
文
化
庁
保
管
本

　

神
戸
市
博
本
の
左
隻
に
あ
た
る
一
隻
の
み
が
残
る
作
品
で
、
狩
野
内
膳
の
落
款
印

章
を
有
し
て
い
る
。
所
在
不
明
本
と
同
じ
く
、
配
置
に
多
少
の
違
い
が
あ
る
も
の
の

基
本
的
に
は
神
戸
市
博
本
の
左
隻
と
同
じ
景
観
と
な
っ
て
い
る
。
内
膳
の
系
統
作
品

の
な
か
で
唯
一
、
第
三
扇
に
円
型
の
南
極
図
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で

あ
る
。

　

象
の
描
写
（
図
６
）
に
関
し
て
み
る
と
、
象
は
第
六
扇
に
描
か
れ
、
前
方
に
パ

図 5　所在不明（川西家旧蔵）本・左隻（部分）
　　　（『南蛮屏風集成』　68 頁）
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ラ
ン
キ
ー
ン
に
乗
っ
た
貴
人
が
い
る

点
も
神
戸
市
博
本
や
所
在
不
明
本
と

共
通
す
る
が
、
特
徴
的
だ
っ
た
陰
影

表
現
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
っ

て
い
る
ほ
か
、
神
戸
市
博
本
と
比
べ

て
象
の
足
の
部
分
な
ど
に
皺
が
増
え

て
い
る
。
さ
ら
に
、
神
戸
市
博
本
や

所
在
不
明
本
で
は
象
の
左
前
に
い
る

象
使
い
が
鳶
口
を
持
っ
て
い
た
の
に

対
し
て
本
作
で
は
描
か
れ
て
い
な
い

点
や
、
象
の
首
に
あ
る
飾
り
が
前
掲

二
作
品
と
異
な
る
点
な
ど
か
ら
、
所
在
不
明
本
よ
り
も
内
膳
本
人
と
の
距
離
が
み
ら

れ
、
内
膳
の
工
房
作
で
あ
る
と
目
さ
れ
て
い
る
。
神
戸
市
博
本
に
は
み
ら
れ
た
目
の

ま
わ
り
の
陰
影
も
な
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
目
元
の
印
象
が
や
や
異
な
る
点
も
注
目

さ
れ
る
。
修
復
時
に
発
見
さ
れ
た
文
書
の
存
在
か
ら
、
制
作
は
内
膳
の
最
晩
年
で
あ

る
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
頃
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

五

－

二

－
四
、
リ
ス
ボ
ン
国
立
古
美
術
館
本
Ｂ

　

狩
野
内
膳
の
落
款
は
な
い
が
内
膳
が
使
用
し
た
印
章
が
捺
さ
れ
て
い
る
作
品
で
、

神
戸
市
博
本
の
右
隻
に
描
か
れ
て
い
た
瓦
屋
根
の
町
家
が
な
く
な
っ
て
い
る
た
め
多

少
印
象
が
異
な
る
も
の
の
基
本
的
に
は
同
様
の
景
観
と
な
っ
て
い
る
。
狩
野
内
膳
の

落
款
印
章
を
有
す
る
前
掲
の
三
作
品
と
比
べ
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
描
か
れ
る
人
物

や
動
物
が
増
え
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
右
隻
の
第
三
扇
に
は
羽
根
を
ひ
ろ
げ
た

孔
雀
、
第
四
・
五
扇
に
は
駱
駝
の
姿
が
描
か
れ
る
ほ
か
驢
馬
や
牛
な
ど
も
み
ら
れ
、

左
隻
に
は
第
六
扇
に
描
か
れ
た
系
統
作
品
と
同
じ
構
図
の
象
に
加
え
て
、
も
う
一
頭

象
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

第
六
扇
に
描
か
れ
た
象
（
図
７
）
は
、
他
の
内
膳
系
統
作
品
に
比
べ
て
陰
影
表
現

が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
前
述
の
三
作
品
の
象
の
描
写
と
の
違

い
と
し
て
は
、
背
中
に
乗
せ
た
輿
の
裾
が
腹
方
向
の
み
に
な
り
、
尾
の
付
け
根
に
か

か
っ
て
い
た
裾
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、
胴
が
や
や
細
長
く
伸
び
て
い
る
点
、

ま
た
神
戸
市
博
本
、
所
在
不
明
本
、
文
化
庁
保
管
本
で
は
前
方
へ
と
曲
線
を
描
い
て

い
た
鼻
が
真
っ
直
ぐ
下
へ
と
伸
び
て
い
る
点
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

一
方
左
隻
第
四
扇
に
描
か
れ
た
象
（
図
８
）
に
つ
い
て
み
る
と
、
第
六
扇
の
象
と

同
じ
く
ほ
と
ん
ど
陰
影
表
現
が
み
ら
れ
な
い
ほ
か
、
背
中
に
輿
を
乗
せ
て
お
ら
ず
、

そ
の
か
わ
り
に
一
人
の
象
使
い
が
首
に
ま
た
が
っ
て
鳶
口
を
振
り
上
げ
て
い
る
。
そ

図 6　文化庁保管本（部分）
　　　（『南蛮屏風集成』　71 頁）

図7　リスボン国立古美術館本B・左隻第六扇（部分）

図8　リスボン国立古美術館本B・左隻第四扇（部分）
　　　（図 7・8 ともに『南蛮屏風集成』　73 頁）
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し
て
他
の
象
が
す
べ
て
立
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
足
を
曲
げ
て
ひ
ざ
ま
ず
く
よ
う
な

姿
を
し
て
い
る
。
こ
の
姿
は
、
ア
ビ
ラ
・
ヒ
ロ
ン
の
『
日
本
王
国
記
』
に
お
い
て
、

豊
臣
秀
吉
が
象
と
対
面
し
た
際
に「
象
は
太
閤
が
や
っ
て
来
る
の
を
見
る
や
い
な
や
、

象
使
い
の
命
令
で
地
面
に
三
度
ひ
ざ
ま
ず
き
、
鼻
を
頭
の
上
に
も
ち
上
げ
て
、
大
き

な
吠
声
を
は
な
っ
た
」
（
５
）と
記
さ
れ
た
と
き
の
姿
に
似
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
象
を
描

い
た
南
蛮
屏
風
の
な
か
で
こ
の
よ
う
な
象
の
姿
を
描
く
の
は
リ
ス
ボ
ン
国
立
古
美
術

館
本
Ｂ
の
み
で
あ
り
注
目
さ
れ
る
が
、
内
膳
が
本
作
品
に
直
接
関
わ
っ
た
可
能
性
は

低
い
と
さ
れ
て
い
る
。
制
作
年
代
は
内
膳
の
最
晩
年
か
ら
没
後
に
か
け
て
の
慶
長
末

期
か
ら
元
和
頃
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
内
膳
の
落
款
印
章
を
も
つ
四
作
品
の
な
か
で

は
最
も
あ
と
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

五

－

二

－

五
、
個
人
蔵
本

　

こ
の
作
品
は
地
面
や
雲
の
部
分
に
金
箔
を
用
い
ず
、
そ
の
か
わ
り
に
金
銀
の
切
箔

を
散
ら
し
て
い
る
た
め
、
他
の
作
品
と
大
き
く
印
象
を
異
に
し
て
い
る
。
港
を
出
航

す
る
異
国
船
の
う
し
ろ
に
み
ら
れ
る
二
艘
の
船
は
リ
ス
ボ
ン
国
立
古
美
術
館
本
Ｂ
と

類
似
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
作
品
で
は
左
隻
の
画
面
手
前
に
描
か
れ
て
い
た
岩

の
場
所
が
移
動
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
目
を
引
く
。
本
作
品
は
神
戸
市
博
本
を
は
じ
め

と
す
る
内
膳
系
統
の
南
蛮
屏
風
を
踏
襲
し
た
作
品
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
制
作
は

内
膳
の
工
房
と
は
別
の
絵
師
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
内
膳
系
統
作
品
の
左
隻

に
あ
た
る
部
分
の
み
が
現
存
し
て
お
り
、
十
七
世
紀
中
頃
の
制
作
と
み
ら
れ
て
い
る
。

　

背
景
部
分
の
違
い
に
加
え
て
、
画
面
左
端
に
他
の
作
品
に
は
な
か
っ
た
大
き
な
岩

を
描
い
て
い
る
た
め
、
通
常
第
六
扇
に
描
か
れ
て
い
た
象
（
図
９
）
が
第
五
扇
に
移

動
し
て
い
る
と
い
う
違
い
も
み
ら
れ
る
。
内
膳
の
工
房
と
は
異
な
る
絵
師
に
よ
る
も

の
な
が
ら
象
の
描
写
は
内
膳
作
品
を
よ
く
学
ん
で
お
り
、
リ
ス
ボ
ン
国
立
古
美
術
館

本
Ｂ
で
は
真
っ
直
ぐ
に
な
っ
て
い
た

鼻
の
ま
が
り
方
も
神
戸
市
博
本
の
よ

う
に
前
方
へ
向
け
て
曲
線
を
描
い
て

い
る
。
た
だ
し
陰
影
表
現
は
ほ
と
ん

ど
み
ら
れ
な
い
ほ
か
、
全
体
的
に
線

の
硬
さ
が
み
ら
れ
る
た
め
、
足
が
硬

直
し
て
突
っ
張
っ
た
よ
う
な
印
象
を

受
け
る
。

　
　
　

五

－

二

－

六
、
個
人
蔵
本

　

画
面
の
構
図
は
内
膳
の
作
品
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
描
か
れ
る
人
物
の

数
が
増
加
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。
具
体
的
に
み
る
と
、
右
隻
に

町
家
が
増
え
、
そ
の
内
外
か
ら
多
く
の
人
が
南
蛮
人
行
列
を
見
つ
め
て
い
る
ほ
か
、

そ
の
南
蛮
人
行
列
自
体
も
人
が
増
し
て
い
る
。
左
隻
で
出
航
を
見
送
る
人
も
大
勢
み

ら
れ
る
な
か
で
、
特
に
両
隻
に
描
か

れ
る
異
国
船
は
人
が
ぎ
っ
し
り
と
詰

ま
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。

右
隻
の
港
に
は
檻
に
入
れ
ら
れ
た
動

物
が
複
数
描
か
れ
た
り
ア
ラ
ビ
ア
馬

が
連
れ
ら
れ
て
い
た
り
す
る
な
ど
、

動
物
も
多
く
み
ら
れ
る
。

　

左
隻
第
六
扇
の
象
（
図
10
）
を
み

る
と
、
人
物
の
乗
っ
た
輿
を
背
中
に

乗
せ
る
点
は
共
通
し
て
い
る
も
の

図 9　個人蔵本（部分）
　　　（『南蛮屏風集成』　79 頁）

図 10　個人蔵本・左隻（部分）
　　  　（『南蛮屏風集成』　87 頁）
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の
、
そ
の
姿
に
陰
影
表
現
は
す
で
に
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
体
の
皺
が
増
え
て
お
り
、

特
に
足
と
口
元
の
皺
が
目
を
引
く
。
牙
が
こ
れ
ま
で
の
作
品
よ
り
長
く
主
張
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
り
、
尾
の
毛
並
み
が
表
現
さ
れ
て
い
た
り
と
前
掲
五
作
品
の
象
と

は
様
相
が
異
な
っ
て
い
る
。
制
作
は
十
七
世
紀
前
半
、
寛
永
期
と
さ
れ
る
。

　
　
　

五

－

二

－

七
、
南
蛮
文
化
館
本
Ｂ

　

本
作
品
も
内
膳
の
工
房
作
品
で
は
な
い
な
が
ら
も
直
接
的
に
内
膳
の
作
品
に
学
ん

だ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
、
首
が
つ
ま
っ
た
よ
う
な
人
物
表
現
は
個
人
蔵
本
（
五

－

二

－

六
）
と
同
じ
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
と
い
え
る
。
小
屏
風
で
あ
る
こ
と
か
ら
天
地
の

圧
縮
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
建
物
や
人
物
の
配
置
は
、
左
隻
部
分
し
か
現
存
し
て
い

な
い
文
化
庁
保
管
本
に
類
似
し
て
い
る
。

　

象
の
描
写
（
図
11
）
は
、
神
戸
市
博
本
と
比
べ
て
顔
が
や
や
圧
縮
さ
れ
た
よ
う
な

か
た
ち
に
な
り
、
頭
の
高
さ
も
背
中
の
輿
よ
り
低
く
な
っ
て
、
首
を
引
っ
込
め
た
よ

う
な
姿
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
胸
や
腹
、
足
の
部
分
に
陰
影
表
現
が
施
さ
れ
て
お

り
、
内
膳
作
品
を
直
接
継
承
し
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
人
物
の

服
装
に
も
陰
影
表
現
が
み
ら
れ
る
こ

と
か
ら
南
蛮
屏
風
を
描
い
た
絵
師
の

な
か
で
も
西
洋
画
法
に
接
近
し
て
い

る
様
子
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

鼻
の
描
写
は
等
間
隔
の
横
筋
が
入
っ

て
い
る
点
や
上
下
に
う
ね
っ
て
い
る

点
な
ど
が
、
人
物
表
現
に
類
似
性
が

み
ら
れ
る
個
人
蔵
本（
五

－

二

－

六
）

と
表
現
が
似
て
い
る
。
足
の
皺
の
表
現
は
あ
ま
り
激
し
く
は
な
い
が
、
口
元
に
み
ら

れ
る
皺
や
長
く
伸
び
た
牙
も
前
掲
作
品
と
の
共
通
点
で
あ
る
。
前
掲
作
よ
り
は
早
い

時
期
の
制
作
と
さ
れ
る
も
の
の
、
寛
永
期
（
十
七
世
紀
前
半
）
に
な
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

　
　
　

五

－

二

－

八
、
西
蓮
寺
本

　

全
体
的
な
構
図
は
他
の
作
品
と
同
じ
く
内
膳
作
品
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
描
か
れ

て
い
る
人
物
や
動
物
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
作
品
全
体
と
し
て
や
や
寂
し
げ

な
印
象
を
受
け
る
。
前
掲
の
個
人
蔵
本
（
五

－

二

－

七
）
と
同
じ
く
小
屏
風
で
は
あ

る
が
、
二
点
の
個
人
蔵
本
（
五

－

二

－

六
、五

－

二

－

七
）
に
比
べ
て
人
物
が
不
自

然
に
圧
縮
さ
れ
た
描
写
は
み
ら
れ
な
い
。

　

象
の
描
写
（
図
12
）
は
他
の
作
品
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
に
み

て
き
た
作
品
の
象
が
、
陰
影
表
現
の
有
無
や
そ
の
他
様
々
な
差
異
が
み
ら
れ
な
が
ら

も
写
実
性
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
神
戸
市
博
本
の
姿
を
比
較
的
継
承
し
て
い
た
の
に

対
し
、
西
蓮
寺
本
の
象
は
写
実
性
に

欠
け
、
仏
画
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
姿

と
な
っ
て
い
る
。
体
型
も
膨
れ
て
皺

が
多
く
、
三
日
月
形
の
目
や
足
に
爪

が
あ
る
様
子
は
、
前
章
の
仏
画
に
描

か
れ
た
動
物
の
特
徴
と
類
似
し
て
い

る
。
細
長
い
鼻
も
印
象
的
だ
が
、
本

作
品
を
手
が
け
た
絵
師
は
絵
仏
師
の

よ
う
な
知
識
を
も
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
推
測
も
な
さ
れ
て
お

図 11　南蛮文化館本 B・左隻（部分）
　　  　（『南蛮屏風集成』　89 頁）

図 12　西蓮寺本・左隻（部分）
　　  　（『南蛮屏風集成』　97 頁）
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り
、
実
際
に
豊
臣
秀
吉
や
狩
野
内
膳
な
ど
が
目
に
し
た
象
の
姿
を
描
く
と
い
う
概
念

は
み
ら
れ
な
い
。
制
作
は
十
七
世
紀
前
半
、
寛
永
期
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

五

－

二

－

九
、
個
人
蔵
本

　

本
作
品
は
内
膳
の
系
統
作
品
で
は
な
い
南
蛮
屏
風
で
、
当
初
か
ら
六
曲
一
隻
も
し
く

は
八
曲
一
隻
で
完
結
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
画
面
の
左
半
分

に
大
き
く
異
国
船
を
描
き
、
港
に
は
南
蛮
人
の
一
行
と
様
々
な
動
物
を
連
れ
た
行
列
と

が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
行
列
の
な
か
に
象
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
13
）
が
、
鼻
が
長

い
と
い
う
点
で
象
だ
と
判
別
で
き
る
も
の
の
、
内
膳
系
統
作
品
に
み
ら
れ
た
象
と
は
全

く
異
な
る
描
写
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
肌
の
色
は
白
く
、
そ
れ
で
い
て
鳶
口
を
持
っ

た
象
使
い
が
後
ろ
に
お
り
、
写
実
的
な
要
素
も
仏
画
的
な
要
素
も
み
ら
れ
な
い
な
が
ら

も
両
方
の
イ
メ
ー
ジ
が
混
同
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
制
作
は
十
七
世
紀
半
ば

と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
檻
に
入
れ
ら
れ

る
こ
と
な
く
行
列
を
な
し
て
い
る
珍
獣

や
、
様
々
な
服
装
を
着
た
南
蛮
人
、
そ

れ
を
出
迎
え
る
人
び
と
の
多
様
な
衣
装
、

そ
し
て
大
き
く
描
か
れ
た
異
国
の
船
な

ど
内
膳
系
統
作
品
と
は
異
な
る
構
成
で

あ
る
が
、
南
蛮
屏
風
と
し
て
観
る
者
を

楽
し
ま
せ
る
描
写
の
多
い
作
品
で
あ
る
。

五
－

三
、
レ
パ
ン
ト
戦
闘
図
・
世
界
地
図
屏
風

　

十
六
世
紀
半
ば
に
西
欧
人
が
日
本
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
て
以
来
は
じ
ま
っ
た
西
洋

と
の
交
流
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
に
は
な
か
っ
た
様
々
な
文
化
が
流
入
し
、

服
飾
や
食
べ
物
、
工
芸
、
絵
画
な
ど
多
く
の
も
の
が
そ
の
影
響
を
受
け
た
。
南
蛮
屏

風
も
そ
の
延
長
上
に
あ
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
な
か
で
、
宣
教
師
た
ち
が
布
教
を
目

的
と
し
て
設
立
し
た
セ
ミ
ナ
リ
オ
で
は
西
洋
風
の
絵
画
教
育
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ

こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
に
関
連
す
る
聖
画
だ
け
で
は
な
く
、
戦
闘
図
や
騎
馬
武
者
図
な

ど
の
制
作
も
お
こ
な
わ
れ
、
西
洋
画
に
学
ん
だ
陰
影
法
や
遠
近
法
を
取
り
入
れ
た
作

品
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
ら
の
作
品
は
、
十
八
世
紀
の
画
家
た
ち
が
手
が
け
た
洋
風
画

と
区
別
し
て
初
期
洋
風
画
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
初
期
洋
風
画
の
代
表
作
品
と
し
て
は
、

サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
と
神
戸
市
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
重
要
文
化
財
「
泰
西

王
侯
騎
馬
図
屏
風
」
が
知
ら
れ
る
が
、
今
回
取
り
上
げ
る
の
は
「
レ
パ
ン
ト
戦
闘
図
・

世
界
地
図
屏
風
」（
香
雪
美
術
館
所
蔵
）
で
あ
る
。
本
作
品
に
は
一
隻
に
戦
闘
図
、
も

う
一
隻
に
世
界
地
図
が
描
か

れ
て
お
り
、
戦
闘
の
様
子
を

描
い
た
画
面
に
三
頭
の
象
が

み
ら
れ
る
（
図
14
）。

　

こ
の
戦
闘
図
は
、
ス
ペ

イ
ン
国
王
フ
ェ
リ
ペ
二
世

が
ト
ル
コ
艦
隊
と
戦
っ
た

一
五
七
一
年
の
レ
パ
ン
ト
沖

の
海
戦
を
描
い
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
描
か
れ
た
象
は

い
ず
れ
も
ト
ル
コ
側
の
象
隊

と
し
て
登
場
し
て
お
り
、
首

元
に
象
使
い
を
乗
せ
、
背
中

図 13　個人蔵本（部分）
　　  　（『南蛮屏風集成』　252 頁）

図 14　「レパント戦闘図・世界地図屏風」・右隻（部分）
　　  　（サントリー美術館展覧会図録

『南蛮美術の光と影ー泰西王侯騎馬図屏風の謎』　112 頁）
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に
は
武
器
を
持
ち
攻
撃
を
仕
掛
け
る
人
々
が
入
っ
た
箱
の
よ
う
な
輿
を
乗
せ
て
い

る
。
象
の
肌
は
白
色
、
茶
色
、
黒
色
と
描
き
分
け
ら
れ
て
お
り
、
写
実
的
と
は
い
え

な
い
ま
で
も
、
耳
や
胸
、
足
の
部
分
な
ど
に
陰
影
表
現
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
京
博

Ｃ
本
や
南
蛮
屏
風
の
象
と
は
雰
囲
気
が
異
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
作
品
が
近
世
初
期

に
制
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
る
べ
き
点
で
あ
る
。
な
お
実
際
の
レ
パ
ン
ト
沖

の
海
戦
は
本
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
地
上
戦
で
は
な
く
海
上
戦
で
あ
っ
た
た

め
、
象
隊
の
出
動
は
な
か
っ
た
。
こ
の
図
様
は
西
洋
の
銅
版
画
か
ら
の
借
用
が
指
摘

さ
れ
て
お
り
、
華
や
か
な
戦
闘
図
を
好
ん
だ
当
時
の
日
本
の
人
び
と
の
趣
向
に
あ
わ

せ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
隻
の
世
界
地
図
屏
風
に
つ

い
て
は
戦
闘
図
と
は
趣
向
が
全
く
異
な
る
た
め
、
今
回
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。

六
、
描
写
の
分
析
か
ら
み
る
京
博
Ｃ
本
の
象

　

前
章
で
は
、
京
博
Ｃ
本
に
描
か
れ
た
象
の
姿
に
つ
い
て
そ
の
表
現
を
み
た
う
え

で
、
豊
臣
家
の
御
用
絵
師
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
使
節
か
ら
贈
ら
れ
た
象
を
間
近
で
見
た

と
さ
れ
る
狩
野
内
膳
の
作
品
を
は
じ
め
画
面
に
象
を
描
く
南
蛮
屏
風
に
つ
い
て
、
そ

の
全
体
と
各
作
品
の
象
の
描
写
に
つ
い
て
論
じ
た
。
さ
ら
に
洛
中
洛
外
図
屏
風
や
南

蛮
屏
風
と
同
じ
く
近
世
初
期
風
俗
画
の
ひ
と
つ
で
あ
る
初
期
洋
風
画
か
ら
、
様
相
は

全
く
異
な
る
も
の
な
が
ら
も
象
を
描
い
た
作
品
と
し
て
「
レ
パ
ン
ト
戦
闘
図
・
世
界

地
図
屏
風
」
を
取
り
上
げ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
つ
い
て
の
個
別
の
検
討
を
も
と

に
し
て
、
京
博
Ｃ
本
の
象
の
姿
を
中
心
に
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
く
。

　

ま
ず
南
蛮
屏
風
に
つ
い
て
、
今
回
列
挙
し
た
作
品
を
時
系
列
も
し
く
は
狩
野
内
膳

と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
分
類
し
て
み
る
と
、
内
膳
の
落
款
印
章
を
有
す
る
四
点
の
作

品
と
そ
れ
以
外
の
作
品
と
で
線
引
き
が
で
き
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
背
景
に
金

箔
を
用
い
て
い
な
い
六
曲
一
隻
の
個
人
蔵
本
（
五

－

二

－

五
）
に
み
ら
れ
る
ど
こ
か
人

形
の
よ
う
な
硬
さ
や
、
個
人
蔵
本
（
五

－

二

－

六
）
や
南
蛮
文
化
館
本
Ｂ
の
口
元
や

足
な
ど
に
皺
が
増
え
る
描
写
な
ど
内
膳
工
房
以
外
の
作
品
に
は
、
内
膳
系
統
作
品
の

構
図
や
描
写
を
継
承
し
な
が
ら
も
象
の
表
現
に
リ
ア
リ
テ
ィ
が
欠
け
て
い
る
こ
と
が

指
摘
で
き
る
。
作
品
研
究
を
お
こ
な
う
う
え
で
は
、
南
蛮
人
や
そ
の
他
の
動
物
、
建

物
な
ど
に
つ
い
て
も
も
ち
ろ
ん
作
品
ご
と
に
取
り
上
げ
る
べ
き
特
徴
が
あ
り
、
様
々

な
細
部
の
描
写
に
つ
い
て
も
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
、
狩
野
内
膳
が
実

際
に
そ
の
姿
を
み
て
あ
え
て
写
実
的
に
描
い
た
象
の
描
写
の
変
化
に
は
、
作
品
ご
と

に
描
き
手
や
時
代
の
変
化
に
と
も
な
う
違
い
が
よ
り
鮮
明
に
み
ら
れ
る
と
い
え
る
。

　

ま
ず
描
き
手
に
つ
い
て
み
る
と
、
狩
野
内
膳
率
い
る
工
房
に
は
お
そ
ら
く
南
蛮
屏

風
を
制
作
す
る
に
あ
た
っ
て
象
の
様
々
な
姿
を
あ
ら
わ
し
た
ス
ケ
ッ
チ
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
し
、
リ
ス
ボ
ン
国
立
古
美
術
館
本
Ｂ
の
よ
う
に
輿
を
背
中
に
乗
せ
な
い

象
の
姿
を
描
い
た
作
品
が
他
に
存
在
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
内
膳

の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
考
え
ら
れ
る
神
戸
市
博
本
と
そ
の
他
の
三
点
に
は
写
し
崩
れ
が
み

ら
れ
る
部
分
も
あ
り
、
象
の
陰
影
表
現
も
次
第
に
薄
れ
て
い
る
。
内
膳
工
房
以
外
の

作
品
に
つ
い
て
は
写
し
崩
れ
の
度
合
い
が
さ
ら
に
増
し
、
象
の
描
写
そ
の
も
の
が
大

き
く
変
化
し
て
い
る
。
な
か
に
は
西
蓮
寺
本
の
よ
う
に
絵
仏
師
的
な
知
識
を
も
つ
と

い
う
描
き
手
の
存
在
も
想
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
同
じ
工
房

内
に
あ
っ
て
も
図
様
に
変
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
工
房
以
外
の
絵
師
と
の
違
い

は
よ
り
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
時
代
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
象
が
舶
載
さ
れ
て
き
た
の
は
慶
長
二
年

（
一
五
九
七
）、
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
の
あ
と
は
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
ま

で
途
絶
え
る
た
め
、
人
び
と
の
象
に
対
す
る
印
象
は
次
第
に
以
前
の
仏
画
的
な
も
の

に
戻
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
狩
野
内
膳
の
落
款
印
章
を
有
し
な
い
、
内
膳
工
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房
以
外
の
手
に
よ
る
作
品
に
描
か
れ
た
象
の
姿
が
徐
々
に
変
化
し
て
い
る
の
は
、
そ

の
よ
う
な
人
び
と
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
の
影
響
も
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
「
レ
パ
ン
ト
戦
闘
図
・
世
界
地
図
屏
風
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
こ
に
描
か

れ
た
象
に
つ
い
て
は
西
洋
画
か
ら
の
転
写
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
た
め
描
写
内
容
の
性

質
が
大
き
く
異
な
り
、
京
博
Ｃ
本
や
南
蛮
屏
風
と
の
直
接
的
な
比
較
は
困
難
で
あ

る
。
し
か
し
正
面
か
ら
描
か
れ
た
象
の
体
の
陰
影
表
現
は
そ
れ
ま
で
の
日
本
美
術
作

品
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
人
び
と
の
目
に
新
鮮
な
も
の
と
し
て
写
っ

た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

　

西
洋
人
か
ら
絵
画
制
作
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
誕
生
し
た
初
期
洋
風
画
は
、
キ
リ

ス
ト
教
禁
止
令
と
と
も
に
宣
教
師
た
ち
が
国
外
追
放
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
後

の
普
及
は
み
ら
れ
ず
、
陰
影
法
や
遠
近
法
と
い
っ
た
技
法
が
日
本
の
絵
師
に
浸
透
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

狩
野
内
膳
に
よ
る
象
を
描
い
た
南
蛮
屏
風
は
、
神
戸
市
博
本
制
作
後
、
彼
の
工
房

だ
け
で
は
な
く
そ
れ
以
外
の
絵
師
に
も
継
承
さ
れ
て
制
作
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
こ
か

ら
は
内
膳
が
描
い
た
南
蛮
屏
風
に
需
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
し
か
し

構
図
の
踏
襲
は
み
ら
れ
て
も
、
陰
影
表
現
は
受
け
つ
が
れ
な
か
っ
た
。
象
の
姿
に
時

代
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
陰
影

表
現
が
薄
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
「
レ
パ
ン
ト
戦
闘
図
・
世
界
地
図
屏
風
」

の
内
容
に
つ
い
て
論
じ
た
よ
う
に
、
西
洋
風
絵
画
の
教
師
で
あ
っ
た
宣
教
師
た
ち
が

追
放
と
な
っ
た
こ
と
で
陰
影
法
な
ど
の
技
法
が
浸
透
し
な
か
っ
た
こ
と
が
関
わ
っ
て

く
る
だ
ろ
う
。
作
品
に
お
け
る
陰
影
表
現
の
有
無
に
は
、
そ
の
絵
師
が
作
品
を
制
作

す
る
ま
で
に
陰
影
法
や
遠
近
法
に
何
か
し
ら
の
方
法
で
接
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
あ
っ

た
か
ど
う
か
と
い
う
「
時
期
」
が
影
響
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
京
博

Ｃ
本
の
象
の
描
写
に
陰
影
表
現
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
制
作
時
期
を
推
定
す
る
う
え

で
重
要
な
検
討
材
料
と
な
る
。

　

次
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
背
中
に
輿
を
乗
せ
ず
に
首
元
に
象
使
い
を
乗
せ
る
表

現
が
挙
げ
ら
れ
る
。
背
中
に
輿
を
乗
せ
な
い
と
い
う
点
で
は
象
を
描
い
た
南
蛮
屏
風

と
し
て
最
後
に
み
た
個
人
蔵
本
（
五

－

三

－

九
）
も
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
作
品
は

そ
も
そ
も
象
の
姿
か
た
ち
が
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
で
あ
る
た
め
比
較
対
象
と
し
て
用
い
る

こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
京
博
Ｃ
本
と
こ
の
表
現
に
お
い
て
共
通
す
る
の
は
リ
ス
ボ

ン
国
立
古
美
術
館
本
Ｂ
の
第
四
扇
の
象
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
描
か
れ
た
象
使

い
が
乗
る
位
置
に
着
目
す
る
と
、
京
博
Ｃ
本
も
リ
ス
ボ
ン
国
立
古
美
術
館
本
Ｂ
も
象

の
首
元
に
ま
た
が
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
近
世
初
期
風
俗
画
か
ら
は
な
れ
て
当
時
の

人
々
に
馴
染
み
の
あ
っ
た
仏
画
の
描
写
を
み
て
み
る
と
、
絵
画
に
し
て
も
彫
刻
に

し
て
も
、
普
賢
菩
薩
が
象
に
乗
る
位
置
は
背
に
乗
っ
た
蓮
華
座
の
上
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
近
世
初
期
風
俗
画
か
ら
は
時
代
が
下
が
る
が
、
江
戸
時
代
に
み
ら
れ
る
謡

曲
や
長
唄
を
絵
画
化
し
た
題
材
の
ひ
と
つ
に
、
江
口
と
い
う
遊
女
と
西
行
が
歌
を
詠

み
あ
っ
た
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
円
山
応
挙
の
「
江
口
君
図
」（
静
嘉
堂
文
庫
美
術

館
所
蔵
）
が
そ
の
代
表
作
品
で
あ
る
が
、
絵
画
化
の
際
に
は
江
口
と
い
う
遊
女
が
普

賢
菩
薩
の
化
身
で
あ
っ
た
と
す
る
設
定
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
見
立
絵
で
は
遊
女
の

江
口
が
象
の
背
中
に
腰
掛
け
て
い
る
構
図
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
仏
画
や

見
立
絵
と
し
て
象
が
描
か
れ
た
絵
画
で
は
、
あ
く
ま
で
象
に
乗
る
部
分
は
背
中
で
あ

り
、
首
元
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
京
博
Ｃ
本
や
リ
ス
ボ
ン
国
立
古
美
術
館
本
Ｂ

に
み
ら
れ
る
象
の
首
元
に
乗
る
と
い
う
表
現
は
、
実
際
に
そ
の
様
子
を
目
に
し
た
か

ら
こ
そ
描
き
得
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
リ
ス
ボ
ン
国
立
古
美
術
館
本
Ｂ
に
つ
い
て
は

内
膳
工
房
に
よ
る
作
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
手
本
と
な
る
ス
ケ
ッ
チ
の
存
在
を
想
起
し

た
が
、
リ
ス
ボ
ン
国
立
古
美
術
館
本
Ｂ
と
は
異
な
る
表
現
を
し
て
い
る
京
博
Ｃ
本
に

つ
い
て
は
、
京
都
の
町
を
歩
い
て
い
る
と
い
う
状
況
を
描
い
て
い
る
点
を
鑑
み
て
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も
、
ス
ケ
ッ
チ
を
手
本
に
し
た
と
い
う
よ
り
も
絵
師
が
実
際
に
そ
の
光
景
を
見
た
と

考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
象
の
描
き
方
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
南
蛮

屏
風
の
象
の
姿
と
京
博
Ｃ
本
の
象
の
姿
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
み
て
い

く
と
、
京
博
Ｃ
本
の
象
は
顔
と
体
の
バ
ラ
ン
ス
や
胸
か
ら
腹
に
か
け
て
の
ふ
く
ら
み

な
ど
、
体
型
は
内
膳
系
統
作
品
と
の
い
ず
れ
と
も
共
通
性
を
も
っ
て
い
な
い
。
細
部

の
描
写
に
つ
い
て
は
、
牙
を
み
る
と
個
人
蔵
本
（
五

－

二

－

六
）
や
南
蛮
文
化
館
本

Ｂ
に
み
ら
れ
る
長
い
牙
と
は
異
な
り
、
神
戸
市
博
本
や
内
膳
の
落
款
印
章
を
有
す
る

作
品
に
近
い
と
い
え
る
。
し
か
し
や
や
目
が
三
日
月
形
の
よ
う
に
な
っ
て
は
い
る
も

の
の
、
仏
画
的
表
現
と
し
て
挙
げ
た
足
の
爪
や
筒
の
よ
う
に
垂
れ
た
耳
、
細
い
鼻
の

付
け
根
、
凹
ん
だ
背
中
な
ど
の
描
写
は
み
ら
れ
ず
、
西
蓮
寺
本
の
よ
う
な
ぶ
よ
ぶ
よ

と
し
た
描
写
と
も
異
な
る
。
こ
の
よ
う
な
描
写
の
違
い
の
理
由
と
し
て
は
、
描
き
手

の
違
い
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

南
蛮
屏
風
の
象
の
描
写
が
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
内
膳
の
落
款
印
章

を
有
す
る
作
品
は
狩
野
内
膳
工
房
で
制
作
さ
れ
、
二
点
の
個
人
蔵
本
と
南
蛮
文
化
館

本
Ｂ
は
内
膳
工
房
で
は
な
い
に
し
て
も
直
接
的
に
そ
の
図
様
を
学
び
、
ま
た
西
蓮
寺

本
は
絵
仏
師
的
な
知
識
を
持
っ
た
町
絵
師
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
描
き
手
の

違
い
を
先
に
み
た
。
一
方
京
博
Ｃ
本
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
な
か
で
大

和
絵
系
の
町
絵
師
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
き
た
。
洛
中
洛
外
図
と
南
蛮
屏
風
と
い
う

根
本
的
な
画
題
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
ど
ち
ら
も
同
じ
実
際
に
生
き
た
象
の
姿
を

描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
バ
ラ
ン
ス
や
細
部
な
ど
に
み
ら
れ
る
体
型
の
違
い

は
、
京
博
Ｃ
本
の
絵
師
が
内
膳
の
工
房
や
内
膳
作
品
を
直
接
学
ん
だ
絵
師
た
ち
、
絵

仏
師
と
し
て
の
知
識
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
絵
師
、
そ
し
て
個
人
蔵
本
（
五

－

三

－

九
）
を
手
が
け
た
絵
師
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
立
場
の
絵
師
で
あ
っ
た
こ
と

が
改
め
て
確
認
で
き
た
と
い
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
南
蛮
屏
風
や
初
期
洋
風
画
に
描
か
れ
た
象
の
描
写
と
京
博
Ｃ
本

の
象
の
姿
を
細
か
く
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
京
博
Ｃ
本
が
制
作
さ
れ
た
時
期
の

推
定
や
絵
師
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
次
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
改

め
て
整
理
し
な
が
ら
京
博
Ｃ
本
自
体
に
つ
い
て
検
討
を
し
て
い
く
。

七
、
京
博
Ｃ
本
研
究
の
検
討
材
料
と
し
て

　

京
博
Ｃ
本
は
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
江
戸
時
代
の
京
都
の
景
観
を
描
い
た
第
二

定
型
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
を
有
し
な
が
ら
も
、
右
隻
の
右
端
に

港
を
描
い
た
り
、
左
隻
に
寺
之
内
の
寺
院
群
を
広
く
描
い
た
り
と
、
他
に
同
じ
構
図

を
持
つ
類
型
作
品
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
特
徴
的
な
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に

今
回
着
目
し
た
象
の
姿
が
現
存
す
る
洛
中
洛
外
図
に
唯
一
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
京
博
Ｃ
本
は
江
戸
期
の
洛
中
洛
外
図
に
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
な
粉
本

制
作
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
特
別
な
意
図
を
含
ん
で
注
文
・
制
作

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
き
た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
本
研
究
で
の
分
析
内

容
を
整
理
し
な
が
ら
京
博
Ｃ
本
の
検
討
材
料
と
し
て
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
注
目
す
る
べ
き
点
と
し
て
挙
げ
た
の
は
、
象
の
姿
に
陰
影
表
現
が
み
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
豊
臣
家
の
御
用
絵
師
で
あ
っ
た
狩
野
内
膳
が
、
豊
臣
秀
吉
が
大
坂
城

で
対
面
し
た
象
の
姿
を
陰
影
表
現
を
用
い
て
写
実
的
に
描
い
た
南
蛮
屏
風
は
、
前
章

で
も
述
べ
た
よ
う
に
構
図
は
受
け
継
が
れ
て
も
陰
影
表
現
は
次
第
に
薄
れ
て
い
っ

た
。
ま
た
直
接
陰
影
法
を
西
洋
人
か
ら
学
ん
だ
初
期
洋
風
画
も
、
時
代
の
流
れ
の
な

か
で
日
本
絵
画
に
根
付
く
に
は
至
ら
ず
、
そ
の
技
法
も
浸
透
し
な
か
っ
た
こ
と
を
述

べ
た
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
京
博
Ｃ
本
の
象
に
は
っ
き
り
と
陰
影
表
現
が
用
い
ら
れ
て
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い
る
こ
と
を
み
て
い
く
と
、
絵
師
が
京
都
を
歩
く
象
の
姿
を
実
際
に
み
て
そ
の
様
子

を
描
い
た
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
本
作
品
の
制
作
年
代
が
推
測
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

京
博
Ｃ
本
の
景
観
年
代
は
、
伏
見
城
が
右
隻
第
一
扇
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
や
、

左
隻
の
二
条
城
の
四
隅
に
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
の
後
水
尾
天
皇
の
行
幸
に
際
し

て
改
修
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
き
に
つ
く
ら
れ
た
櫓
が
な
い
こ
と
、
ま
た
そ
の
他
の
細

部
の
描
写
な
ど
か
ら
、
慶
長
期
末
頃
か
ら
元
和
期
に
か
け
て
で
あ
る
と
推
定
し
て
お

り
、
こ
れ
は
第
二
定
型
洛
中
洛
外
図
の
な
か
で
も
比
較
的
早
い
景
観
年
代
と
な
っ
て

い
る
。
景
観
年
代
に
つ
い
て
は
、
そ
の
推
定
が
洛
中
洛
外
図
を
研
究
す
る
う
え
で
重

要
な
焦
点
と
な
る
た
め
京
博
Ｃ
本
研
究
の
早
い
段
階
か
ら
検
討
を
し
て
き
た
が
、
制

作
年
代
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
詳
し
く
言
及
し
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
象

の
描
写
に
用
い
ら
れ
て
い
た
陰
影
表
現
と
作
品
の
制
作
年
代
と
の
関
係
に
着
目
す
る

と
、
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
に
没
し
た
内
膳
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
神
戸
市
博
本

は
も
と
よ
り
、
内
膳
の
落
款
印
章
を
有
す
る
四
点
の
南
蛮
屏
風
は
、
い
ず
れ
も
慶
長

か
ら
元
和
期
に
か
け
て
制
作
さ
れ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
内
膳
系
統
作
品
と
し

て
構
図
を
継
承
し
つ
つ
も
象
の
陰
影
表
現
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
そ
の
他
の
作
品

の
制
作
は
、
寛
永
期
に
入
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
年
代
的
に
は
さ
ほ
ど
大
き
な

開
き
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
慶
長
末
期
か
ら
元
和
期
に
か
け
て
と
寛
永
期
と
い

う
時
代
の
差
は
、
陰
影
表
現
の
有
無
に
関
係
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ

ら
に
文
化
庁
保
管
本
や
リ
ス
ボ
ン
国
立
古
美
術
館
本
Ｂ
な
ど
の
工
房
作
で
さ
え
陰
影

表
現
が
薄
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
陰
影
表
現
を
描
く
対
象
に
用
い
る
こ
と

は
比
較
的
速
い
速
度
で
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。
京
博
Ｃ
本
の

絵
師
は
狩
野
派
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
ま
た
内
膳
工
房
と
の
接
点
は
不
明
で
あ

る
が
、
陰
影
表
現
を
象
に
用
い
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
南
蛮
屏
風
の
流
れ
を
当

て
は
め
れ
ば
、
京
博
Ｃ
本
の
制
作
は
寛
永
期
ま
で
下
が
ら
ず
、
景
観
年
代
と
あ
ま
り

大
差
な
い
時
期
の
制
作
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

次
に
象
の
背
中
に
輿
を
設
け
て
い
な
い
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
仏
画
や
そ
の
見
立

絵
に
お
い
て
象
の
背
中
に
乗
る
表
現
が
早
く
か
ら
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
京
博

Ｃ
本
で
は
首
元
に
象
使
い
が
乗
っ
て
い
る
点
と
あ
わ
せ
て
、
京
博
Ｃ
本
の
絵
師
が
象

の
姿
を
実
際
に
目
に
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
リ
ス
ボ
ン
国
立

古
美
術
館
本
Ｂ
と
共
通
す
る
こ
の
描
写
は
象
の
姿
に
施
さ
れ
た
陰
影
表
現
と
合
わ
せ

て
、
実
際
に
そ
の
様
子
を
見
た
か
ら
こ
そ
の
描
写
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
大
坂
城

で
豊
臣
秀
吉
と
対
面
し
た
象
と
そ
の
一
行
が
ど
の
よ
う
な
状
況
で
京
都
へ
赴
き
、
禁

裏
や
伏
見
城
へ
と
む
か
っ
た
の
か
は
は
っ
き
り
と
し
な
い
が
、『
義
演
准
后
日
記
』

や
『
当
代
記
』
な
ど
の
当
時
の
記
録
か
ら
は
、
象
の
背
中
に
輿
が
乗
っ
て
い
た
こ
と

や
象
が
飾
り
立
て
ら
れ
て
い
た
と
い
う
内
容
は
み
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
『
当
代
記
』
の

な
か
に
「
象
つ
か
い
騎ノル時
は
、
折
二
膝
を
一
乗
す
る
」
（
６
）と
あ
る
こ
と
か
ら
、
京
都
の

町
を
歩
い
た
時
に
は
背
中
に
輿
を
設
け
ず
に
、
首
元
に
象
使
い
が
乗
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
、
第
五
章
で
触
れ
た
京
博
Ｃ
本
の
象
の
姿
に
着
目
す
る
う
え
で
生
じ
る
疑

問
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
そ
れ
は
、
洛
中
洛
外
図
の
な
か
で
唯
一
描
か
れ
て
い
る

象
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
画
面
全
体
に
お
い
て
目
立
つ
描
写
で
は
な
い
こ
と
で

あ
る
。
左
隻
第
三
扇
で
一
条
通
あ
た
り
を
東
へ
と
向
か
う
様
子
は
、
大
坂
城
か
ら
禁

裏
へ
と
向
か
う
行
程
と
捉
え
れ
ば
違
和
感
は
な
く
、
ま
た
右
隻
第
一
扇
に
伏
見
城
が

描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
天
皇
の
叡
覧
に
供
し
た
あ
と
伏
見
城
へ
と
向
か
っ
た
と
す
る

記
録
と
重
ね
あ
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
象
の
ま
わ
り
に
は
乗
っ
て
い
る
象

使
い
以
外
に
南
蛮
人
は
お
ら
ず
、
象
の
姿
に
驚
き
注
目
し
て
い
る
人
も
五
人
ほ
ど
し

か
み
ら
れ
な
い
。京
博
Ｃ
本
は
両
隻
あ
わ
せ
て
一
一
四
六
人
し
か
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
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他
の
洛
中
洛
外
図
と
比
較
し
て
も
人
数
の
少
な
い
作
品
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
人
数

が
集
中
し
て
い
る
の
は
、
祇
園
会
が
描
か
れ
て
い
る
右
隻
第
三
・
四
扇
と
、
舞
の
興

行
や
神
輿
行
列
の
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
左
隻
第
三
扇
で
あ
る
。
象
の
姿
は
左
隻
の
な

か
で
も
人
が
集
ま
る
神
輿
行
列
の
間
近
に
あ
り
、
ま
さ
に
そ
こ
に
接
近
し
て
い
る
と

こ
ろ
だ
が
人
び
と
の
目
は
象
の
方
へ
は
向
い
て
お
ら
ず
、
賑
や
か
な
神
輿
行
列
へ
と

視
線
が
集
中
し
て
い
る
。
象
の
姿
を
描
き
な
が
ら
も
そ
こ
に
人
び
と
を
集
中
さ
せ
て

い
な
い
描
写
に
は
、
何
か
し
ら
の
意
図
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

象
の
描
写
と
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
二
条
城
前
の
南
蛮
人
行
列
で
あ
る
。

第
二
定
型
の
洛
中
洛
外
図
に
は
豊
臣
家
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
方
広
寺
大
仏
殿
や
豊
国

廟
、
徳
川
家
を
象
徴
す
る
二
条
城
が
配
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
は
じ
め
と
す
る
両

家
ゆ
か
り
の
建
物
や
イ
ベ
ン
ト
を
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
か
と
い
う
点
が
、
作
品

の
性
質
を
考
え
る
上
で
の
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
二
条
城
前
の
景

観
も
同
様
で
、
二
条
城
前
に
み
ら
れ
る
描
写
に
は
政
治
的
な
意
味
合
い
が
含
ま
れ
る

と
し
て
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
。
現
存
作
品
の
な
か
で
多
く
み
ら
れ
る
の
は
、

二
条
城
を
出
発
し
て
内
裏
へ
と
向
か
う
徳
川
家
の
参
内
行
列
と
寛
永
三
年
の
後
水
尾

天
皇
に
よ
る
二
条
城
行
幸
の
行
列
で
、
そ
の
他
に
は
慶
長
二
〇
年
（
一
六
一
五
）
に

道
筋
を
変
更
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
祇
園
会
の
神
輿
渡
御
や
、
母
衣
武
者
の
行
列
な
ど

が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
京
博
Ｃ
本
の
二
条
城
前
に
は
南
蛮
人
の
行
列
が
描
か
れ
て

い
る
。
ほ
か
に
南
蛮
人
行
列
を
描
く
作
品
と
し
て
は
出
光
美
術
館
本
や
島
根
県
立
美

術
館
本
な
ど
が
あ
る
が
、
第
二
定
型
作
品
全
体
か
ら
す
る
と
少
数
で
あ
る
。
島
根
県

立
美
術
館
本
の
南
蛮
人
行
列
は
北
か
ら
二
条
城
へ
と
向
か
っ
て
き
て
い
て
、
南
蛮
人

行
列
を
描
く
作
品
の
な
か
で
も
賑
や
か
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
そ
の
行
列
の
な
か
に

は
輿
に
乗
っ
た
人
物
の
ほ
か
孔
雀
や
麝
香
猫
、
洋
犬
な
ど
の
動
物
が
連
れ
ら
れ
て
い

る
。
一
方
京
博
Ｃ
本
の
南
蛮
人
行
列
は
、
島
根
県
立
美
術
館
本
と
は
逆
に
南
か
ら
二

条
城
へ
と
向
か
っ
て
お
り
、
動
物
は
連
れ
て
い
な
い
が
誰
も
乗
っ
て
い
な
い
パ
ラ
ン

キ
ー
ン
が
運
ば
れ
て
い
る
。
な
お
出
光
美
術
館
本
の
南
蛮
人
行
列
は
京
博
Ｃ
本
よ
り

も
簡
素
で
、
動
物
も
パ
ラ
ン
キ
ー
ン
も
み
ら
れ
な
い
。

　

空
席
の
パ
ラ
ン
キ
ー
ン
を
運
ぶ
南
蛮
人
行
列
と
、
一
条
通
あ
た
り
を
歩
く
象
の
姿

と
の
共
通
点
は
、
ど
ち
ら
も
異
国
の
使
節
か
ら
豊
臣
秀
吉
へ
と
贈
ら
れ
た
も
の
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
描
写
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
京
博
Ｃ
本
に
つ
い
て
検
討

す
る
う
え
で
重
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
京
博
Ｃ
本
に
は
特
定
の
建
物
が
大
き
く

強
調
し
て
描
か
れ
た
り
、
あ
る
イ
ベ
ン
ト
を
盛
大
に
描
い
た
り
と
い
っ
た
よ
う
な
特

別
に
目
立
つ
表
現
は
み
ら
れ
な
い
た
め
、
描
か
れ
方
や
位
置
関
係
に
不
自
然
な
様
子

は
み
ら
れ
ず
、
全
体
的
に
落
ち
着
い
た
印
象
を
与
え
る
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
細
部
を
み
て
い
く
と
、
豊
臣
家
の
象
徴
で
あ
る
方
広
寺
大
仏
殿
に
は
そ
の
南
門
か

ら
三
十
三
間
堂
の
南
大
門
へ
と
続
く
道
を
丁
寧
に
描
い
て
い
た
り
、
左
隻
に
は
豊
臣

秀
吉
の
命
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
寺
之
内
の
寺
院
群
が
描
か
れ
て
い
る
な
ど
他
の
洛

中
洛
外
図
に
は
み
ら
れ
な
い
描
写
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
二
条
城
の
北
側
に
描
か
れ
た

聚
楽
第
跡
地
で
の
興
行
の
様
子
も
、
記
録
に
は
い
く
つ
も
み
ら
れ
る
が
洛
中
洛
外
図

の
な
か
に
多
用
さ
れ
る
描
写
で
は
な
い
。
象
の
姿
や
南
蛮
人
行
列
を
含
め
た
こ
れ
ら

の
特
徴
的
な
描
写
か
ら
は
、
自
然
と
豊
臣
秀
吉
の
存
在
が
想
起
さ
れ
て
く
る
。
つ
ま

り
京
博
Ｃ
本
の
画
面
に
は
、
華
や
か
に
強
調
は
さ
れ
て
い
な
い
な
が
ら
も
、
豊
臣
秀

吉
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
仮
説
が
浮
か
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。
右
隻
に
描
か
れ
た
伏
見
城
は
徳
川
家
の
関
連

モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
す
る
説
も
み
ら
れ
る
が
、
象
が
大
坂
城
か
ら
伏
見
城
へ
と
移
動

し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
京
博
Ｃ
本
に
お
い
て
は
伏
見
城
も
豊
臣
家
の
関
連
で
あ
る
と

位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
先
に
、
京
博
Ｃ
本
の
制
作
年
代
は
景
観
年
代

と
推
定
し
た
慶
長
末
か
ら
元
和
期
よ
り
あ
ま
り
下
が
ら
な
い
と
の
考
察
を
お
こ
な
っ
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た
が
、
こ
の
時
期
は
大
坂
の
陣
に
よ
っ
て
豊
臣
家
が
滅
亡
し
て
次
第
に
徳
川
の
時
代

へ
と
移
り
ゆ
く
頃
で
あ
り
、
豊
臣
家
に
関
連
す
る
よ
う
な
華
々
し
い
内
容
を
画
面
に

描
き
込
む
こ
と
は
難
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
作
品
の
制
作
を
注
文
さ

れ
た
絵
師
は
、
あ
り
ふ
れ
た
京
都
の
景
観
の
な
か
に
さ
り
げ
な
く
豊
臣
家
も
し
く
は

豊
臣
秀
吉
に
関
連
す
る
描
写
を
入
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の
際
用
い
ら
れ
た
描
写
の
ひ
と
つ
が
象
の
姿
で
あ
り
、
象
の
ま
わ
り
に
人
を
た
く

さ
ん
描
か
ず
目
立
た
せ
て
い
な
い
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
違
和
感
な
く
捉

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

他
に
類
型
作
品
を
持
た
ず
、
意
図
的
な
描
写
を
散
り
ば
め
た
本
作
品
は
、
粉
本
に

よ
っ
て
多
く
描
か
れ
た
も
の
と
は
考
え
に
く
く
、
何
か
し
ら
特
別
な
注
文
を
受
け
て

制
作
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ど
の
よ
う
な
立
場
の
人
物
が
大
和
絵
系
の
町
絵
師

の
も
と
へ
発
注
を
し
た
の
か
は
ま
だ
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
華
や
か
な
寛
永
の
行

幸
や
神
輿
行
列
を
描
か
ず
、
ま
た
人
物
を
描
き
こ
ま
ず
に
京
都
の
町
の
賑
わ
い
を
描

く
こ
と
を
目
的
と
は
し
な
か
っ
た
京
博
Ｃ
本
に
つ
い
て
は
、
丁
寧
な
描
写
の
な
か
に

豊
臣
秀
吉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
と
の
仮
説
の
も
と
に
、
さ

ら
に
研
究
を
す
す
め
て
い
く
余
地
が
あ
る
。

八
、
お
わ
り
に

　

本
研
究
で
は
、
京
博
Ｃ
本
を
総
合
的
に
検
討
す
る
た
め
の
基
礎
研
究
と
し
て
、
京

博
Ｃ
本
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
象
の
姿
に
着
目
を
し
た
。
そ
し
て
京
博
Ｃ
本
に
描

か
れ
た
象
の
姿
だ
け
を
分
析
す
る
の
で
は
な
く
、
洛
中
洛
外
図
と
同
じ
近
世
初
期
風

俗
画
に
属
す
る
南
蛮
屏
風
や
初
期
洋
風
画
の
な
か
で
実
際
に
生
き
た
象
の
姿
を
描
い

た
作
品
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
描
写
に
つ
い
て
比
較
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。
仏
教
の

教
え
の
な
か
に
登
場
す
る
存
在
と
し
て
日
本
で
も
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、

十
八
世
紀
以
降
に
様
々
な
絵
師
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
象
の
実
際

の
姿
を
知
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
な
か
で
、
慶
長
二
年
に
ス
ペ
イ

ン
使
節
か
ら
豊
臣
秀
吉
へ
と
象
が
贈
ら
れ
て
人
び
と
の
前
に
姿
を
あ
ら
わ
し
た
こ
と

へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
よ
り
も
約
七
〇
年

経
っ
た
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
の
『
松
平
大
和
守
日
記
』
の
な
か
に
、
秀
吉
の
時

代
に
や
っ
て
来
た
象
が
珍
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
記
録
が
残
っ
て
い

る
。
こ
の
記
録
か
ら
は
、
豊
臣
秀
吉
の
生
き
た
時
代
か
ら
時
間
が
経
っ
た
後
の
時
代

に
な
っ
て
も
豊
臣
秀
吉
と
象
は
イ
メ
ー
ジ
が
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し

た
が
っ
て
、
画
面
に
鼠
色
の
肌
を
し
た
象
の
姿
を
描
く
こ
と
は
、
そ
こ
に
豊
臣
秀
吉

と
い
う
人
物
を
自
然
と
重
ね
あ
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

京
博
Ｃ
本
に
つ
い
て
は
、
細
部
の
描
写
を
さ
ら
に
分
析
し
て
い
く
と
同
時
に
、
特

徴
的
な
景
観
を
有
す
る
本
作
品
が
発
注
・
制
作
さ
れ
た
意
図
に
つ
い
て
よ
り
深
い
検

討
を
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。景
観
年
代
や
絵
師
に
関
す
る
分
析
も
含
め
て
、

今
回
象
の
描
写
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
て
得
ら
れ
た
考
察
を
、
今
後
の
京
博
Ｃ
本
の

研
究
に
活
か
し
そ
の
総
合
的
な
研
究
を
す
す
め
て
い
き
た
い
。

付　

記

　

本
論
文
は
、「
平
成
26
年
度　

公
益
財
団
法
人
高
梨
学
術
奨
励
基
金　

若
手
助
成

研
究
」
の
助
成
を
受
け
て
お
こ
な
っ
た
研
究
成
果
で
あ
る
。
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叢
書
』
第
Ⅰ
期
第
11
巻
．
岩
波
書
店

（
３
）
京
都
国
立
博
物
館
編
集
（
一
九
六
六
）．『
洛
中
洛
外
図
』．
京
都
国
立
博
物
館

（
４
）
武
田
恒
夫
（
一
九
六
七
）．『
日
本
の
美
術
（
二
〇
）　

近
世
初
期
風
俗
画
』．
至
文
堂

（
５
）
坂
本
満　

ほ
か
（
一
九
七
〇
）．『
原
色
日
本
の
美
術
（
二
五
）　

南
蛮
美
術
と
洋
風
画
』．

小
学
館

（
６
）
岡
本
良
知
・
高
見
沢
忠
雄
（
一
九
七
〇
）．『
南
蛮
屏
風
』．
鹿
島
研
究
所
出
版
会

（
７
）
坂
本
満
（
一
九
七
三
）．『
日
本
の
美
術
（
八
〇
）　

初
期
洋
風
画
』．
至
文
堂

（
８
）
松
下
隆
章
（
一
九
七
四
）．『
日
本
の
美
術
（
一
〇
〇
）　

雪
舟
』．
至
文
堂

（
９
）
中
村
渓
夫
（
一
九
七
六
）．『
日
本
美
術
絵
画
全
集
（
四
）　

雪
舟
』．
集
英
社

（
10
）
坂
本
満
（
一
九
七
七
）．『
日
本
の
美
術
（
一
三
五
）　

南
蛮
屏
風
』．
至
文
堂

（
11
）
坂
本
満　

ほ
か
（
一
九
七
九
）．『
日
本
屏
風
絵
集
成
（
一
五
）　

風
俗
画
―
南
蛮
風
俗
』．

講
談
社

（
12
）
松
田
毅
一　

ほ
か
（
一
九
八
四
）．『
近
世
風
俗
図
譜
（
一
三
）　

南
蛮
』．
小
学
館

（
13
）
中
野
玄
三
（
一
九
八
八
）．『
日
本
の
美
術
（
二
六
八
）　

涅
槃
図
』．
至
文
堂

（
14
）
辻
惟
雄（
一
九
九
一
）．『
日
本
の
美
術（
三
〇
〇
）　

絵
巻　

鳥
獣
人
物
戯
画
と
鳴
呼
絵
』．

至
文
堂

（
15
）
坂
本
満　

ほ
か
（
二
〇
〇
八
）．『
南
蛮
屏
風
集
成
』．
中
央
公
論
美
術
出
版

（
16
）
荒
川
正
明
（
二
〇
一
四
）．『
日
本
美
術
全
集
』
第
十
巻
．
小
学
館

〈
論
文
〉

（
１
）
辻
惟
雄
（
一
九
六
八
）．「
南
蛮
屏
風
」．『
古
美
術
』
二
一
．
三
彩
社

（
２
）
高
見
澤
忠
雄（
一
九
七
九
）．「
南
蛮
屏
風
の
分
類
」．『
探
訪　

大
航
海
時
代
の
日
本（
七
）

南
蛮
文
化
』．
小
学
館

（
３
）
福
永
重
樹
（
一
九
七
九
）．「
南
蛮
屏
風
」．『
探
訪　

大
航
海
時
代
の
日
本
（
七
）　

南

蛮
文
化
』．
小
学
館

（
４
）
坂
本
満（
一
九
八
四
）．「
南
蛮
屏
風
の
異
国
趣
味
」．『
近
世
風
俗
図
譜（
一
三
）　

南
蛮
』．

小
学
館

（
５
）
成
澤
勝
嗣
（
一
九
八
五
）．「
狩
野
内
膳
考
」．『
神
戸
市
立
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
二
号
．

神
戸
市
立
博
物
館

（
６
）
成
澤
勝
嗣
（
一
九
九
二
）．「
南
蛮
屏
風
の
展
開
」．『
古
美
術
』
一
〇
一
．
三
彩
社

（
７
）
塚
本
美
加
（
二
〇
〇
三
）．「
狩
野
内
膳
と
南
蛮
屏
風
―
そ
の
画
風
の
確
立
と
継
承
―
」．

『
美
学
論
究
』
一
八
．
関
西
学
院
大
学
文
学
部
美
学
研
究
室

（
８
）
塚
本
美
加
（
二
〇
〇
五
）．「
狩
野
内
膳
系
南
蛮
屏
風
に
つ
い
て
の
一
考
察
」．『
人
文
論

究
』（
五
四
）
四
．
関
西
学
院
大
学

（
９
）
成
澤
勝
嗣（
二
〇
〇
五
）．「
王
権
へ
の
追
憶
―
太
閤
秀
吉
と
風
俗
画
の
あ
や
し
い
関
係
」．

『
講
座　

日
本
美
術
史
三　

図
像
の
意
味
』．
東
京
大
学
出
版
会

（
10
）
奥
平
俊
六
（
二
〇
〇
七
）．「
桃
山
風
俗
画
の
誕
生
と
展
開
」．『
別
冊
太
陽　

桃
山
絵
画

の
美　

天
才
、
異
才
、
奇
才
の
華
麗
な
る
世
界
』．
平
凡
社

（
11
）
成
澤
勝
嗣
（
二
〇
〇
八
）．「
近
世
初
期
風
俗
画
と
し
て
の
南
蛮
屏
風
―
そ
の
誕
生
か
ら

変
貌
ま
で
―
」．『
南
蛮
屏
風
集
成
』．
中
央
公
論
美
術
出
版

（
12
）
前
原
祥
子
（
二
〇
〇
八
）．「
日
本
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
―
そ
の
①　

南
蛮
屏
風
」．『
武
蔵

野
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
九
号
．
武
蔵
野
大
学
文
学
部
紀
要
編
集
委
員
会

（
13
）
高
松
麻
里
（
二
〇
〇
九
）．「
近
世
初
期
風
俗
画
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
―
狩
野
内
膳
「
南
蛮



文
化
情
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十
巻
一
・
二
号
（
平
成
二
十
七
年
三
月
）

二
一
（
146
）

屏
風
」（
神
戸
市
立
博
物
館
蔵
）
の
解
釈
を
中
心
に
―
」．『
鹿
島
美
術
研
究　

年
報
第

二
七
号
別
冊
』．
鹿
島
美
術
財
団

（
14
）
成
澤
勝
嗣（
二
〇
一
二
）．「
南
蛮
屏
風
と
初
期
洋
風
画　

受
容
者
側
の
視
点
か
ら
」．『
豊

穣
の
日
本
美
術
』．
藝
華
書
院

（
15
）
岡
泰
正（
二
〇
一
四
）．「
日
欧
交
流
の
精
華
―
『
泰
西
王
侯
騎
馬
図
』
と
『
洋
人
奏
楽
図
』

を
め
ぐ
っ
て
」．『
日
本
美
術
全
集
』
第
十
巻
．
小
学
館

〈
展
覧
会
図
録
〉

（
１
）
堺
市
博
物
館
（
二
〇
〇
三
）．『
特
別
展　

南
蛮　

東
西
交
流
の
精
華
』．
堺
市
博
物
館

（
２
）
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
／
大
阪
市
立
美
術
館
（
二
〇
〇
七
）
．『BIO

M
BO

　

屏
風　

日

本
の
美
』．
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
／
大
阪
市
立
美
術
館

（
３
）
徳
川
美
術
館
（
二
〇
〇
三
）．『
輝
け
る
慶
長
時
代
の
美
術
―
桃
山
か
ら
江
戸
へ
―
』．

徳
川
美
術
館

（
４
）
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
（
二
〇
〇
五
）
．『
ア
ニ
マ
ル
ラ
ン
ド　

東
ア
ジ
ア
の
美
術

に
見
る
動
物
表
現
』．
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館

（
５
）
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
（
二
〇
一
一
）．『
南
蛮
美
術
の
光
と
影
―
泰
西
王
侯
騎
馬
図
屏
風

の
謎
』．
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館

（
６
）
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
（
二
〇
一
二
）．『
珍
獣
？
霊
獣
？
ゾ
ウ
が
来
た
！
ふ
し
ぎ
で
め

ず
ら
し
い
象
の
展
覧
会
』．
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館

（
７
）
京
都
国
立
博
物
館
（
二
〇
一
四
）．『
特
別
展
覧
会　

修
理
完
成
記
念　

国
宝　

鳥
獣
戯

画
と
高
山
寺
』．
京
都
国
立
博
物
館

註（
１
）
並
木
晴
香
（
二
〇
一
一
）
．「
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵　

象
の
い
る
洛
中
洛
外
図
屏
風
に

つ
い
て
」（
修
士
論
文
）、
並
木
晴
香
（
二
〇
一
四
）
．「
方
広
寺
大
仏
殿
と
三
十
三
間
堂

を
つ
な
ぐ
道
―
象
の
い
る
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
景
観
分
析
―
」．『
博
物
館
学
年
報
』
第

四
五
号
．
同
志
社
大
学
博
物
館
学
芸
員
課
程

（
２
）
中
野
玄
三（
一
九
八
八
）
．『
日
本
の
美
術（
二
六
八
）
涅
槃
図
』．
至
文
堂　

八
三
頁（
上

段
）　

十
一

－

十
三
行

（
３
）
坂
本
満
（
一
九
七
七
）
．『
日
本
の
美
術
（
一
三
五
）　

南
蛮
屏
風
』．
至
文
堂　

一
七
頁

（
上
段
）　

三

－

一
五
行

（
４
）
坂
本
満　

ほ
か
（
二
〇
〇
八
）．『
南
蛮
屏
風
集
成
』．
中
央
公
論
美
術
出
版　

三
二
七

頁
二
段　

九

－

一
〇
行

（
５
）
ア
ビ
ラ
・
ヒ
ロ
ン
著
／
佐
久
間
正
訳
・
注
（
一
九
六
五
）
．「
日
本
王
国
記
」．『
大
航
海

時
代
叢
書
』
第
Ⅰ
期
第
11
巻
．
岩
波
書
店　

二
七
三
頁　

九

－

一
〇
行

（
６
）
国
書
刊
行
会
編
集
（
一
九
一
一
）
．「
当
代
記
」．『
史
籍
雑
纂
』．
国
書
刊
行
会　

六
九

頁　

下
段　

四
行




