
は
じ
め
に

猛
禽
類
で
あ
る
「
鷹
」
を
描
く
こ
と
は
、
す
で
に
古
代
よ
り
散
見

さ
れ
、「
仏
涅
槃
図
」
な
ど
の
仏
画
に
見
ら
れ
る
（
１
）
。
そ
れ
ら
は
画

面
の
一
構
成
物
と
し
て
描
か
れ
、
単
独
で
描
か
れ
た
も
の
で
最
古
の

も
の
は
斉
衡
三
年(

八
五
六)

の
『
雑
財
物
実
録
』
に
記
載
さ
れ
る

「
熊
鷹

烏
武
麟
屏
風
一
畳
」
の
中
の
一
扇
と
推
定
さ
れ
て
い
る
正
倉

院
御
物
で
あ
る
「
熊
鷹
臈
纈
屏
風
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
２
）
。
し

か
し
、
そ
の
後
「
鷹
」
が
単
独
で
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
管

見
の
限
り
戦
国
時
代
頃
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

室
町
時
代
の
五
山
僧
の
詩
文
を
繙
く
と
、
五
山
の
僧
た
ち
は
管
領

細
川
氏
な
ど
の
武
将
に
請
わ
れ
て
鷹
図
に
賛
を
し
て
い
た
こ
と
が
窺

え
る
（
表
１
）。
ま
た
こ
れ
ら
の
詩
文
は
十
五
世
紀
後
半
か
ら
の
記
述

が
多
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
管
見
の
限
り
現
存
す
る
室
町
期
の
最

初
の
作
例
は
、
相
阿
弥
（_

一
五
二
五
）
に
よ
る
《
鷹
図
》（
正
木
美

術
館
蔵
）（
図
１
）
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、「
鷹

図
」
は
十
五
世
紀
後
半
頃
に
禅
林
を
介
し
て
武
将
に
よ
る
受
容
を
背

景
に
流
行
し
た
と
推
測
で
き
る
。

戦
国
時
代
は
、
応
仁
の
乱
な
ど
に
よ
っ
て
中
世
の
秩
序
が
崩
壊
し
、

室
町
幕
府
の
権
威
は
失
墜
し
、
地
方
で
は
戦
国
大
名
は
覇
権
を
睨
み

な
が
ら
、
権
力
闘
争
を
計
っ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

混
沌
と
し
た
時
代
背
景
の
中
で
、
戦
国
武
将
た
ち
は
鷹
図
に
何
を
見

出
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

鷹
図
に
関
す
る
記
録
の
初
出
は
管
見
の
限
り
、
一
三
二
○
年
頃
に
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書
か
れ
た
と
さ
れ
る
鎌
倉
円
覚
寺
の
塔
頭
で
あ
る
仏
日
庵
の
什
物
を

記
し
た
『
仏
日
庵
公
物
目
録
』
の
「
鷹
一
対
」
と
い
う
記
述
と
考
え

ら
れ
る
（
３
）
。
こ
れ
は
中
国
の
鷹
図
を
記
録
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
こ
れ
以
降
鷹
図
に
関
す
る
記
録
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
十
五

世
紀
後
半
頃
に
な
っ
て
鷹
図
に
関
す
る
記
録
や
作
例
は
突
出
し
て
多

く
な
る
。
絵
が
描
か
れ
た
当
時
、
制
作
者
や
受
容
者
の
如
何
な
る
考

え
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
図
様
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
た
の
だ
ろ
う

か
。『

君
台
観
左
右
帳
記
』
や
『
御
物
御
絵
目
録
』
に
中
国
絵
画
が
記

載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
世
に
お
い
て
中
国
絵
画
は
多
く
受
容
さ

れ
た
（
４
）
。
ま
た
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
中
国
画
院
画
家
で
あ
る
夏
珪

画
の
様
式
が
室
町
水
墨
画
の
規
範
と
な
っ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
る
よ

う
に
日
本
は
中
国
絵
画
の
強
い
影
響
を
受
け
て
き
た
（
５
）
。
そ
れ
ゆ
え

日
本
の
鷹
図
に
つ
い
て
考
察
す
る
上
で
中
国
の
鷹
図
は
看
過
で
き
な

い
。中

国
に
お
け
る
鷹
図
の
研
究
は
宋
后A

（H
ou-M

eiSU
N
G

）
氏

に
よ
っ
て
そ
の
図
像
学
的
な
解
釈
が
提
唱
さ
れ
、
そ
の
後
陳
韻
如
氏

や
呉
同
氏
の
作
品
解
説
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
（
６
）
。
こ
の
よ

う
な
研
究
は
今
ま
で
積
極
的
に
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
初
め
て
解
釈
さ

れ
た
も
の
と
し
て
傾
聴
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
元
代
の
作
例
で
あ
る

王
淵
筆
《
鷹
逐
図
》(

台
北
・
故
宮
博
物
院
蔵
）(

図
２
）
に
は
、
逃

げ
る
小
鳥
を
追
う
鷹
が
描
か
れ
て
い
る
。
宋
后A

氏
に
よ
れ
ば
鷹
は

野
蛮
な
侵
略
者
で
あ
る
モ
ン
ゴ
ル
人
で
あ
り
、
小
鳥
は
賢
明
で
慎
重

な
中
国
人
で
あ
り
、
鷹
に
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
と

さ
れ
る
。
ま
た
明
代
に
お
い
て
は
「
英
雄
」「
将
軍
」
と
い
っ
た
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
が
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
鷹
図
が
持
つ
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
研
究
は
、
日
本
に
お
け
る

鷹
図
の
研
究
に
お
い
て
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

日
本
に
お
け
る
先
行
研
究
で
は
成
立
と
流
行
の
背
景
は
鷹
狩
り
の

流
行
と
武
将
に
よ
る
鷹
の
愛
玩
に
よ
る
も
の
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
多
い
。
こ
れ
ら
は
展
覧
会
図
録
に
よ
る
作
品
解
説
の
中
で
簡
略

に
見
解
が
報
告
さ
れ
る
の
み
で
、
今
ま
で
戦
国
時
代
の
「
鷹
図
」
に

特
化
し
た
研
究
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
図
様
に
関
す
る
研
究
に

つ
い
て
は
、
個
々
の
作
例
に
お
い
て
宋
元
画
や
明
画
の
影
響
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
も
の
の
体
系
化
さ
れ
て
き
て
お
ら
ず
、
図
様
の
成
立
や

流
行
の
背
景
な
ど
十
分
に
検
討
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。

一
九
四
五
年
の
田
中
一
松
氏
の
論
考
は
鷹
図
の
成
立
の
背
景
に
つ

い
て
、
従
来
の
見
解
よ
り
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
さ
れ
た
も
の
と
し
て

特
筆
さ
れ
る
（
７
）
。
田
中
氏
は
中
世
の
武
人
画
家
達
に
鷹
が
画
題
と
し

て
多
く
用
い
ら
れ
、
そ
れ
は
室
町
時
代
に
お
け
る
宋
元
画
の
受
容
の
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仕
方
の
変
貌
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
鷹
狩
り
を
好
む
武
人
達
の

嗜
好
に
投
じ
て
、
彼
ら
が
手
懐
け
た
鷹
の
写
生
や
、
猛
禽
と
し
て
の

荒
々
し
い
野
生
の
姿
を
画
く
方
向
に
向
け
ら
れ
て
行
っ
た
こ
と
は
、

室
町
時
代
後
半
の
戦
国
の
中
に
、
宋
元
様
式
が
こ
の
よ
う
な
地
方
在

住
の
武
人
た
ち
を
中
心
と
し
て
、
日
本
的
な
特
殊
化
、
郷
土
化
の
傾

向
を
打
出
し
て
行
く
も
の
と
し
て
見
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
點
で
あ

ろ
う
」
と
詳
述
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
田
中
一
松
氏
の
鷹
図
の
成
立

説
は
、
鷹
狩
り
や
愛
玩
と
し
て
の
鷹
を
描
く
こ
と
に
よ
る
地
方
に
お

け
る
宋
元
画
の
受
容
の
変
容
で
あ
る
こ
と
と
解
釈
で
き
る
。

一
九
七
三
年
の
中
村
渓
男
氏
の
論
考
は
、
田
中
一
松
氏
と
は
異
な

る
視
点
で
鷹
図
の
成
立
の
背
景
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る

（
８
）
。
中
村
氏
は
、
武
将
の
権
威
へ
の
執
着
に
よ
る
も
の
か
ら
、
鷹
図

が
制
作
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
氏
は
鷹
図
に
は
肖
像
画
的
な
意
味

が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
鷹
図

に
は
武
将
の
持
つ
精
神
性
が
込
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
言
え
る
。
中

村
氏
の
指
摘
す
る
肖
像
画
的
な
意
味
と
は
愛
玩
し
て
い
た
鷹
を
描
く

こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
記
録
化
を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈
で
き

る
。
こ
の
中
村
氏
の
論
考
発
表
以
後
、
鷹
図
に
は
、
肖
像
画
的
な
意

味
が
あ
る
と
す
る
見
解
が
多
く
な
る
。

本
稿
で
は
中
国
の
鷹
図
の
イ
メ
ー
ジ
と
こ
れ
ま
で
の
日
本
に
お
け

る
研
究
に
指
標
を
得
て
考
察
し
、
日
本
に
お
け
る
鷹
図
の
成
立
背
景

を
明
ら
か
に
す
る
。
特
に
中
国
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
が
日
本
の
鷹
図

に
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
し
、
考
察
す
る
。
ま
た
様
式
的
な
視
点

か
ら
、
中
国
の
鷹
図
を
和
様
に
加
工
し
た
の
で
は
な
い
か
と
仮
説
づ

け
、
解
釈
を
試
み
る
。

一

中
国
に
お
け
る
鷹
図
の
展
開
と
日
本
へ
の
伝
来

（
一
）
図
様

宋
后A

氏
に
よ
る
論
考
を
参
考
に
し
、
私
見
を
加
え
な
が
ら
中
国

の
鷹
図
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
宋
后A

氏
に
よ
る
研
究
は
中
国
の
鷹

図
の
展
開
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
成
立
論
に
つ
い

て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
中
国
に
お
け
る
鷹
図
の
成
立

に
は
、
愛
玩
と
し
て
の
鷹
が
あ
っ
た
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。
北
宋
末

期
の
皇
帝
で
あ
る
徽
宗
の
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
宮
廷
の
蔵
品
目
録
で

あ
る
『
宣
和
画
譜
』
に
は
、
徽
宗
が
多
く
の
鷹
図
を
所
有
し
て
い
た

こ
と
が
記
載
さ
れ
、「
鷹
図
」
や
「
御
鷹
図
」、「
架
鷹
図
」
の
記
述
が

見
受
け
ら
れ
る
（
９
）
。
こ
の
中
で
「
御
鷹
図
」
の
記
述
に
着
目
す
る

と
、「
御
」
は
中
国
に
お
い
て
皇
帝
の
所
有
物
に
対
し
て
付
け
る
文
字

で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、「
鷹
図
」
の
記
述
も
看
取
さ
れ
る
こ
と
か
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ら
、「
鷹
」
に
対
し
て
「
御
」
を
付
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま

り
「
御
鷹
図
」
は
、
皇
帝
の
愛
玩
動
物
で
あ
っ
た
鷹
を
描
い
た
も
の

と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

中
国
に
お
い
て
《
鷹
図
》
が
い
つ
成
立
し
た
の
か
は
判
明
し
て
い

な
い
。
管
見
の
限
り
、
現
存
最
古
の
図
は
正
倉
院
御
物
で
あ
る
《
紫

檀
槽
琵
琶
》
（
捍
撥
絵
書
き
起
こ
し
図
、
図
３
）
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
作
品
は
唐
時
代
の
作
例
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
10
）
。

こ
の
《
紫
檀
槽
琵
琶
》
に
は
、
山
水
を
背
景
に
二
羽
の
鴨
と
そ
れ

を
追
う
鷹
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
じ
構
図
を
と
る
作
例
と
し

て
王
淵
筆
《
鷹
逐
図
》(

図
２
）
が
あ
る
。
本
図
に
は
逃
げ
る
獲
物

を
追
う
鷹
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
鷹
は
、
爪
が
丸
ま
っ
て
お
り
、

腹
部
は
白
色
で
、
背
部
は
茶
色
で
あ
る
。
ま
た
明
時
代
の
宮
廷
絵
師

で
あ
る
林
良(

一
四
二
六_

一
五
○
○
後)

に
よ
っ
て
描
か
れ
た
《
秋

鷹
図
》(

台
北
・
故
宮
博
物
院
蔵
）
に
も
、
同
じ
構
図
が
見
受
け
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
画
面
の
上
下
で
動
と
静
の
対
比
を
と
る
演
出
は
、

北
宋
後
期
の
画
院
画
家
で
あ
っ
た
崔
白
筆
《
双
喜
図
》(

台
北
・
故

宮
博
物
院
蔵
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
表
現
で
あ
り
、
猛
禽
類
が
他
の

小
動
物
を
追
い
か
け
る
構
図
は
、
宮
崎
法
子
氏
に
よ
れ
ば
中
国
に
お

い
て
伝
統
的
な
構
図
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
11
）
。
王
淵
本
の
逃
げ
る
鳥

は
樹
叢
に
紛
れ
て
、
鷹
は
何
も
な
い
空
間
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
林
良
本
の
逃
げ
る
鳥
や
鷹
は
、

何
も
な
い
背
景
に
描
か
れ
、
横
に
伸
び
る
樹
幹
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
鳥
と
鷹
の
両
方
に
視
線
が
向
か
う
よ
う
に
演
出
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
王
淵
本
は
、
鷹
の
腹
部
は
白
色
、
背
部
は
茶
色
の

彩
色
が
施
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
林
良
本
の
鷹
は
濃
墨
で
描
か
れ

お
り
、
腹
部
や
背
部
は
、
濃
淡
に
よ
る
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
、

鷹
の
筆
致
は
刷
毛
で
掃
い
た
よ
う
に
描
か
れ
、
全
体
的
に
粗
放
な
印

章
を
受
け
る
。
こ
の
よ
う
な
腹
部
と
背
部
を
彩
色
や
濃
淡
で
描
き
分

け
て
い
な
い
作
例
は
、
明
代
の
鷹
図
に
散
見
さ
れ
る
。
鷹
の
描
写
に

違
う
点
が
あ
る
も
の
の
唐
時
代
か
ら
獲
物
と
そ
れ
を
追
う
鷹
の
構
図

に
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。

鷹
を
単
体
で
大
き
く
描
か
れ
た
作
例
も
多
い
。
伝
徐
澤
筆
《
鷹

図
》(

個
人
蔵
）(

図
４
）
は
、
単
独
で
頭
部
に
特
徴
を
持
つ
鷹
が
描

か
れ
て
い
る
。
ま
た
画
面
全
体
に
渡
っ
て
鷹
が
大
き
く
描
か
れ
、
羽

毛
の
細
部
ま
で
精
緻
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
元
末
明
初
の
作
例
で

あ
る
作
者
不
詳
の
《
鷹
図
》(

台
北
・
故
宮
博
物
院
蔵
）(

図
５
）
も

ま
た
画
面
全
体
に
鷹
を
大
き
く
描
き
、
羽
毛
の
質
感
ま
で
表
現
さ
れ

て
い
る
。
他
に
も
こ
の
よ
う
な
構
図
を
採
用
す
る
作
例
が
多
く
見
ら

れ
、
い
ず
れ
も
細
か
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。

永
青
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
《
松
鷹
図
》(

図
６
）
は
元
時
代
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の
作
例
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
12
）
。
松
の
上
に
と
ま
る
二
羽
の
鷹
が
互

い
に
向
き
合
い
、
有
機
的
な
呼
応
関
係
を
と
る
。
こ
の
よ
う
な
構
図

は
五
代
十
国
時
代
の
作
例
と
考
え
ら
れ
て
い
る
郭
乾
祐
筆
《
寒
壑
双

鷹
図
》(
フ
リ
ー
ア
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
蔵
）
の
よ
う
な
構
図
を
モ
チ
ー

フ
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
羽
の
鷹
が
呼
応
関

係
を
と
っ
て
い
る
作
例
は
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
南
宋
時
代
の
作

例
の
李
徳
茂
筆
《
古
木
双
鷹
図
》(

フ
リ
ー
ア
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
蔵
）

や
林
良
筆
《
双
鷹
図
》(

個
人
蔵
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
構
図
を
持
つ
画
像
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
構

図
が
、
中
国
に
お
い
て
伝
統
的
な
構
図
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

明
代
に
お
け
る
辺
文
進
と
林
良
の
二
人
の
画
院
画
家
に
よ
る
作
例

は
、
明
代
以
前
の
鷹
図
を
復
古
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
13
）
。
こ
れ
ら
と

異
な
る
鷹
図
を
描
い
た
の
が
、
呂
紀(

一
四
三
九_

一
五
○
五)

で
あ

る
。
彼
は
、
鷹
と
鷹
を
見
上
げ
る
小
鳥
を
描
き
、
そ
れ
ま
で
と
は
違

う
構
図
を
持
つ
鷹
を
描
い
た
と
さ
れ
る
（
14
）
。

以
上
か
ら
中
国
の
鷹
図
の
構
図
の
上
で
四
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
獲
物
と
そ
れ
を
追
う
鷹
を
描
い
た
も
の
、
単
独
で
鷹
が
描

か
れ
る
も
の
、
二
羽
の
鷹
が
呼
応
関
係
を
と
っ
て
い
る
も
の
、
そ
し

て
鷹
と
鷹
を
見
上
げ
る
小
鳥
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
次
に

こ
れ
ら
の
鷹
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
込
め
て
い
た
の
か
考
え
て
み
た

い
。

（
二
）
内
在
す
る
イ
メ
ー
ジ

参
考
と
な
る
の
が
王
淵
筆
《
鷹
逐
図
》(

図
２
）
の
賛
文
と
呉
同

氏
に
よ
る
訳
文
で
あ
る
（
15
）(

表
２
）。

（
原
文
）

八
月
胡
鷹
掠
地
飛
。
愴
忙
樹
底
急
相
依
。

俊
禽
尚
且
知
先
避
。
何
況
人
尤
不
見
機
。

（
呉
同
氏
訳
）

秋
八
月
、
胡
鷹
が
獲
物
の
上
を
舞
い

鳥
た
ち
は
慌
た
だ
し
く
樹
下
に
急
い
で
身
を
避
け
集
ま
る

賢
い
鳥
は
逃
げ
場
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が

ど
う
し
て
人
は
そ
の
危
機
に
遭
わ
ず
に
い
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
か

獲
物
を
賢
い
も
の
と
し
、
鷹
を
危
険
な
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の

詩
文
か
ら
鷹
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

賛
文
の
背
景
に
は
、
当
時
の
社
会
構
造
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。
元
時
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代
の
支
配
者
は
モ
ン
ゴ
ル
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
宮
廷
の
学
者
は

漢
民
族
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
構
造
の
中
で
、
元
の
学

者
達
は
鷹
に
野
蛮
で
破
壊
的
な
モ
ン
ゴ
ル
人
の
侵
略
者
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
を
植
え
付
け
、
自
ら
は
鷹
か
ら
逃
げ
る
獲
物
に
賢
明
な
中
国
人

を
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
込
め
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
16
）
。《
鷹
逐
図
》

は
皇
帝
に
対
し
て
皮
肉
を
込
め
た
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
政

治
的
な
寓
意
を
持
つ
こ
と
は
、
元
時
代
に
よ
る
新
し
い
解
釈
と
し
て

注
目
さ
れ
て
い
る
（
17
）
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
場
所
で
使
用
す
る
た

め
に
描
か
れ
た
の
か
不
明
で
あ
り
、
一
概
に
元
時
代
の
「
鷹
図
」
全

て
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

十
四
世
紀
頃
の
福
建
省
の
長
官
で
あ
っ
た
張
舜
咨
と
雪
界
翁
の
二

人
の
合
作
と
さ
れ
る
《
鷹
檜
図
》(

北
京
・
故
宮
博
物
院
蔵
）(

図
７
）

は
元
時
代
の
作
例
で
あ
る
（
18
）
。
本
図
は
、
鷹
が
小
さ
く
描
か
れ
、
鷹

の
画
面
を
占
め
る
割
合
は
大
変
少
な
い
。
呉
同
氏
に
よ
れ
ば
、
本
図

に
は
「
異
民
族
支
配
に
よ
る
過
酷
な
情
況
の
下
で
捕
ら
わ
れ
の
身
と

な
る
こ
と
を
拒
否
し
た
中
国
文
人
の
姿
を
示
し
て
い
る
」
と
さ
れ
る

（
19
）
。
さ
ら
に
宋
后A

氏
に
よ
れ
ば
樹
叢
以
外
何
も
描
か
れ
な
い
こ
と

に
よ
っ
て
自
由
の
身
と
な
っ
た
文
人
の
姿
を
象
徴
し
て
い
る
と
解
釈

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宋
后A

氏
は
こ
の
時
代
以
前
に
描
か
れ
た
鷹

図
に
お
け
る
鷹
は
小
さ
く
描
か
れ
、
画
面
の
中
で
占
め
る
割
合
は
か

な
り
少
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
分
析
さ
れ
て
い
る
（
20
）
。
こ
の
構
図
は

南
宋
に
至
っ
て
も
続
き
、
鷹
が
大
き
く
描
か
れ
、
画
面
の
中
で
占
め

る
割
合
が
大
き
く
な
っ
た
の
は
元
末
明
初
の
こ
と
と
見
解
を
示
し
て

い
る
。
し
か
し
、
元
時
代
の
作
例
と
考
え
ら
れ
て
い
る
伝
徐
澤

筆
《
鷹
図
》(

図
４
）
の
存
在
な
ど
か
ら
、
宋
氏
の
説
に
は
矛
盾
が

生
じ
る
。

元
末
明
初
の
こ
ろ
の
作
例
と
考
え
ら
れ
て
い
る
作
者
不
詳
の
《
鷹

図
》(

台
北
・
故
宮
博
物
院
蔵
）(

図
５
）
に
あ
る
賛
文
（
表
２
）
に

は
、「
将
軍
」
と
い
う
記
述
が
確
認
で
き
、
こ
の
こ
と
か
ら
本
図
に
は

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
寓
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
（
21
）
。

こ
の
こ
ろ
の
鷹
図
に
は
「
英
雄
」
や
「
将
軍
」
と
い
っ
た
意
味
が

あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
22
）
。
こ
の
背
景
に
は
「
鷹
（ying

）」
と

「
英
（ying

）」
は
同
音
異
義
語
で
あ
る
た
め
「
鷹
は
英
雄
で
あ
る
」

と
い
う
図
式
が
あ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
同
音
か

ら
吉
祥
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
想
定
す
る
と
い
う
図
式
は
、
中
国
に
お
い

て
は
当
然
の
事
実
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
（
23
）
。
同
音
異
義
語
か
ら

吉
祥
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
連
想
す
る
こ
と
は
古
代
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と

で
あ
り
、
明
代
の
鷹
図
の
み
の
特
徴
で
あ
る
と
は
一
概
に
は
言
え
な

い
。
た
だ
文
献
上
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
が
明
代
か
ら
で
あ
り
、
元

時
代
以
前
に
鷹
に
英
雄
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
か
定
か
で
は
な
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い
。明

代
初
頭
は
、
北
宋
の
宣
和
画
院
の
復
古
を
目
指
す
動
き
が
あ
り
、

画
院
は
大
い
に
栄
え
た
と
さ
れ
る
（
24
）
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
鷹
図
は

辺
文
進
や
林
良
と
い
っ
た
画
院
画
家
に
よ
っ
て
描
か
れ
、
そ
の
後
呂

紀
に
よ
っ
て
さ
ら
に
発
展
し
た
と
さ
れ
る
（
25
）
。

ま
た
呂
紀
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
鷹
と
鷹
を
見
上
げ
る
小
鳥
の
構

図
は
、「
英
雄
聴
諫
」
と
い
う
家
臣
の
諌
言
を
良
く
聴
く
賢
明
な
皇
帝

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
内
在
さ
せ
た
と
宋
氏
は
指
摘
し
て
い
る
（
26
）
。

以
上
の
こ
と
か
ら
元
時
代
に
は
、
鷹
図
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー

ジ
が
内
在
し
て
い
た
作
例
が
あ
り
、
明
代
に
は
「
英
雄
」
と
い
う
よ

う
な
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

（
三
）
日
本
へ
の
伝
来

中
世
の
日
本
に
お
い
て
中
国
の
鷹
図
は
、
ど
の
程
度
伝
来
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
三
二
○
年
頃
に
書
か
れ
た
『
仏
日
庵
公
物
目

録
』
に
は
「
鷹
一
対
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
ま
た
牧
谿
画
を
多
数

含
む
、
多
く
の
宋
元
画
が
伝
来
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
27
）
。
中
国

絵
画
に
お
け
る
鷹
図
は
こ
の
頃
に
舶
来
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
仏
日

庵
公
物
目
録
』
に
「
鷹
一
対
」
の
記
述
が
看
取
さ
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
期
の
日
本
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
鷹
図
は
確
認

で
き
な
か
っ
た
。

『
御
物
御
絵
目
録
』
や
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
に
は
鷹
の
絵
に
関

す
る
記
述
が
見
ら
れ
た
。『
御
物
御
絵
目
録
』
に
は
、「
鷹

李
安
忠
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
（
28
）
。
李
安
忠
は
南
宋
時
代
の
画
人
で
あ
り
日
本

に
お
い
て
は
《
鶉
図
》（
個
人
蔵
）
な
ど
で
知
ら
れ
て
い
る
。
管
見
の

限
り
、
李
安
忠
に
よ
る
《
鷹
図
》
の
現
存
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

『
君
台
観
左
右
帳
記
』（
東
北
大
学
本
）
に
は
、「
雲
間
徐
沢

花

鳥
・
山
水
」
の
記
述
が
看
取
さ
れ
る
。
ま
た
別
本
に
は
「
鷹
牛
色
取
」

「
著
色
鷹
」「
鷹
鳥
」
と
記
述
が
見
受
け
ら
れ
る
（
29
）
。
こ
の
こ
と
か
ら

室
町
時
代
頃
に
は
、
徐
澤
筆
と
さ
れ
る
鷹
図
が
舶
来
し
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
十
四
、
十
五
世
紀
に
は
宋
元
画
に
よ
る
鷹

図
の
受
容
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
代
の
鷹

図
の
受
容
は
あ
っ
た
の
か
文
献
上
か
ら
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
少
な

く
と
も
十
四
世
紀
後
半
に
は
、
明
代
の
絵
画
が
舶
来
し
て
い
た
こ
と

は
判
明
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
永
和
二
年（
一
三
七
六
）に
天
竜
寺
の

僧
で
あ
っ
た
絶
海
中
津
が
明
よ
り
帰
国
し
、
絵
画
を
持
ち
帰
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
る
。
二
○
○
五
年
に
根
津
美
術
館
に
て
開
催
さ
れ
た

『
明
代
絵
画
と
雪
舟
』
展
の
図
録
解
説
に
お
い
て
、
相
国
寺
の
寺
伝
に

よ
り
絶
海
中
津
が
帰
国
の
際
に
明
初
期
の
画
院
画
家
で
あ
る
文
正
に
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よ
っ
て
書
か
れ
た
《
鳴
鶴
図
》（
相
国
寺
蔵
）
を
持
ち
帰
っ
た
と
推
測

さ
れ
て
い
る
（
30
）
。
ま
た
相
国
寺
の
塔
頭
で
あ
る
蔭
凉
軒
主
の
公
務
日

記
で
あ
る
『
蔭
凉
軒
日
録
』
の
文
明
十
九
年(

一
四
八
七)

八
月
九
日

と
同
年
八
月
十
三
日
の
条
に
は
、
こ
の
文
正
筆
《
鳴
鶴
図
》
に
つ
い

て
議
論
さ
れ
て
い
る
（
31
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
鷹
図
が
流
行
し
た
時
代
に

明
画
が
舶
来
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
た
だ
管
見
の
限
り
文

献
上
か
ら
明
代
の
鷹
図
の
舶
来
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

以
上
か
ら
、
中
世
の
日
本
に
は
宋
元
画
を
中
心
と
し
た
多
く
の
鷹

図
が
伝
来
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
伝
来
は
日
本
の
鷹

図
の
成
立
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
そ
の
中
に
明
代
の
鷹
図
が
存
在
し
た
の
か
は

不
明
で
あ
る
。
日
本
の
鷹
図
の
先
行
研
究
で
は
、
中
国
の
鷹
図
の
影

響
は
宋
元
画
や
明
画
と
い
っ
た
広
い
括
り
で
影
響
が
示
唆
さ
れ
る
の

み
で
、
中
国
の
鷹
図
を
十
分
に
考
慮
し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
次

に
中
国
の
鷹
図
の
研
究
を
意
識
し
な
が
ら
、
日
本
に
お
い
て
鷹
図
が

ど
の
よ
う
に
成
立
し
て
い
っ
た
の
か
考
え
て
み
た
い
。

二

図
様
の
和
様
化

（
一
）
二
羽
の
鷹
図

こ
こ
で
は
、
日
本
の
鷹
図
は
、
伝
来
さ
れ
た
中
国
の
鷹
図
を
加
工

す
る
こ
と
で
、
日
本
的
な
鷹
図
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
仮
説
付
け
考
察
を
行
う
。
表
３
は
、
現
在
確
認
で
き
た
鷹
図
の

作
例
リ
ス
ト
で
あ
る
。

中
国
の
鷹
図
に
は
、
二
羽
の
鷹
が
向
き
合
っ
て
い
る
構
図
が
伝
統

的
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
描
か
れ
て
い
た
こ
と
を
先
述
し
た
。
管
見

に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
構
図
を
持
つ
鷹
図
は
、
軸
装
形
式
の
日

本
の
鷹
図
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
屏
風
絵
の
一
モ
チ
ー
フ
と
し

て
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
作
例
が
見
出
せ
た
。

そ
れ
が
二
羽
の
鷹
を
描
く
作
例
が
、
伝
山
田
道
安
筆
《
鷹
図
》

(

個
人
蔵
）(

図
８
）
で
あ
る
。
五
扇
か
ら
六
扇
に
か
け
て
二
羽
の
鷹

が
見
受
け
ら
れ
る
。
一
本
の
樹
木
に
二
羽
の
鷹
が
乗
る
。
五
扇
の
鷹

は
、
背
面
を
観
者
に
向
け
、
首
を
捻
り
左
上
の
鷹
を
見
上
げ
る
。
六

扇
の
鷹
は
、
首
を
前
に
突
き
出
し
、
右
下
の
鷹
を
見
下
し
て
い
る
。

こ
の
二
羽
の
鷹
を
描
く
こ
と
は
、
中
国
の
「
鷹
図
」
を
屏
風
に
転
用

し
た
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
鷹
図
か
ら
一
羽
の
み
を
ト
リ
ミ
ン
グ
し
た
も
の
と
考
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え
ら
れ
る
作
例
が
多
く
見
い
だ
せ
た
。

そ
の
事
例
と
し
て
相
阿
弥
筆
《
鷹
図
》(

図
１
）
を
挙
げ
る
。
本

図
は
、
根
本
を
省
略
し
た
枝
に
二
足
の
爪
で
鷹
が
留
ま
っ
て
い
る
。

鷹
は
ほ
ぼ
正
面
観
で
描
か
れ
、
頭
を
前
に
突
き
出
し
、
画
面
向
か
っ

て
左
下
を
見
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
式
は
元
代
の
《
鷹
図
》(

図

６
）
の
画
面
右
上
の
鷹
に
一
致
す
る
。

雪
村
周
継
筆
《
松
鷹
図
》(

東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
は
、
左
幅
の

鷹
は
画
面
左
下
を
向
き
、
右
幅
の
鷹
は
画
面
右
を
向
い
て
い
る
（
32
）
。

二
羽
の
鷹
は
互
い
に
呼
応
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

□
信
印
を
持
つ
伝
狩
野
雅
楽
助
筆
《
鷹
図
》(

個
人
蔵
）
は
、
松

は
、
画
面
右
下
か
ら
左
上
に
向
か
い
、
雪
村
周
継
筆
《
松
鷹
図
》
の

左
幅
と
近
似
性
を
持
つ
。
印
章
の
位
置
は
、
画
面
左
下
で
あ
る
。
ま

た
□
信
印
を
持
つ
出
光
美
術
館
蔵
の
《
松
鷹
図
》
は
、
画
面
左
下
か

ら
右
上
に
向
う
松
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
雪
村
筆
《
松
鷹
図
》

の
右
幅
と
近
似
す
る
。

以
上
か
ら
中
国
に
お
い
て
伝
統
的
な
構
図
で
あ
っ
た
作
例
を
屏
風

絵
の
一
モ
チ
ー
フ
と
し
て
転
用
し
、
ま
た
単
独
の
画
面
の
素
材
と
し

て
転
用
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
の
鷹
図
は
中
国
の
鷹
図
を
加
工
す
る
こ
と
で
、

独
自
の
鷹
図
を
成
立
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
で
は
、

他
に
も
中
国
の
鷹
図
を
加
工
し
た
事
例
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
二
）
一
羽
の
鷹
図

次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
有
機
的
な
呼
応
関
係
が
想
定
さ
れ
な
い

画
像
で
あ
る
。
芸
愛
筆
《
花
鳥
図
屏
風
》(

根
津
美
術
館
蔵
）(

図
９
）

に
は
、
幾
つ
か
の
鷹
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
着
色
に
よ
る

鷹
で
あ
る
。
左
隻
の
二
扇
に
描
か
れ
た
松
上
に
と
ま
る
鷹
の
描
写
は
、

張
舜
咨
・
雪
界
翁
筆
《
鷹
檜
図
》(

図
７
）
に
類
似
す
る
。
伝
土
佐

光
信
筆
《
花
鳥
草
虫
図
》(

バ
ー
ジ
ニ
ア
州
立
美
術
館
蔵
）
は
、
鴨

を
追
う
鷹
が
描
か
れ
て
い
る
。
鷹
や
鴨
、
笹
に
至
る
威
ま
で
彩
色
が

施
さ
れ
て
い
る
。

日
本
に
は
中
国
院
体
画
の
鷹
図
は
遺
存
し
て
い
な
い
が
、『
仏
日

庵
公
物
目
録
』
や
『
御
物
御
絵
目
録
』
に
見
ら
れ
る
記
述
か
ら
、
院

体
画
に
よ
る
鷹
図
が
伝
来
し
て
い
た
蓋
然
性
は
高
い
（
33
）
。
こ
れ
ら
の

鷹
図
は
そ
の
よ
う
な
院
体
画
の
鷹
図
を
参
照
し
て
描
か
れ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

着
色
に
よ
る
鷹
図
が
あ
る
一
方
で
、
淡
い
彩
色
に
よ
る
鷹
図
も
確

認
で
き
た
。
毛
利
隆
元
筆
《
枇
杷
に
鷹
図
》(

毛
利
博
物
館
蔵
）
は
、

下
降
し
て
い
く
鷹
に
は
、
魚
の
鱗
の
よ
う
に
一
枚
ず
つ
羽
毛
が
描
か

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
る
。
首
の
後
ろ
に
僅
か
に
見
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え
る
腹
部
は
白
色
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
王
淵
筆
《
鷹
逐

図
》(
図
２
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
元
の
院
体
画
を
模
し
て
い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

土
岐
頼
芸
筆
《
鷹
図
》(

岐
阜
県
・
春
雨
寺
蔵
）(

図
11
）
は
、
背

部
を
濃
い
茶
色
で
、
腹
部
を
淡
い
茶
色
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

腹
部
は
、
体
の
線
に
沿
っ
て
墨
で
細
長
い
線
が
描
か
れ
、
羽
毛
を
表

現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
北
条
氏
繁
筆
《
鷹
図
》(

個

人
蔵
）
な
ど
に
も
見
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
描
写
は
、
元
末
明
初
の

作
例
と
考
え
ら
れ
て
い
る
《
鷹
図
》(
図
５
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

淡
い
彩
色
と
類
似
す
る
。
ま
た
、
細
長
い
線
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た

腹
部
に
も
一
致
す
る
点
が
見
ら
れ
た
。
こ
こ
か
ら
日
本
の
こ
れ
ら
の

鷹
図
は
、
作
者
不
詳
の
《
鷹
図
》(

図
５
）
の
よ
う
な
図
様
を
転
用

し
て
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
画
院
画
家
に
よ
る
鷹
図
の
特
徴
に
類
似
点
が

認
め
ら
れ
、
線
描
に
よ
っ
て
精
緻
に
描
い
て
い
る
水
墨
の
み
に
よ
る

鷹
図
も
幾
つ
か
散
見
さ
れ
た
。

藤
原
正
吉
筆
《
鷹
図
》(

岐
阜
市
歴
史
博
物
館
蔵
）(

図
10
）
や
恵

隆
筆
《
鷹
図
》(

大
倉
集
古
館
蔵
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
墨
の
濃
淡

に
よ
っ
て
羽
毛
の
質
感
を
表
現
し
、
腹
部
は
細
か
な
線
描
に
よ
っ
て

表
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
現
は
他
の
作
例
に
も
多
く
見
ら
れ
る
表

現
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
表
現
が
形
式
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。中

国
絵
画
に
お
い
て
羽
毛
を
精
緻
な
画
法
に
よ
っ
て
描
く
法
は
、

張
舜
咨
・
雪
界
翁
筆
《
鷹
檜
図
》(

図
７
）
や
伝
徐
澤
筆
《
鷹
図
》

(

図
４
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
こ
れ
ら
は

着
色
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
張
舜
咨
・
雪
界
翁
本
は
山
水
を
背
景
に

す
る
。
中
国
絵
画
に
お
い
て
墨
の
濃
淡
で
羽
毛
の
質
感
を
表
現
し
、

背
部
と
腹
部
を
区
別
し
て
描
く
法
に
よ
る
水
墨
の
鷹
図
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
芸
愛
な
ど
に
見
ら
れ
る
描
法
は
、
元
時

代
の
鷹
図
に
見
ら
れ
る
着
色
に
よ
る
描
法
を
白
黒
化
し
て
描
か
れ
た

と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

白
黒
化
し
た
背
景
に
は
、
明
代
の
鷹
図
の
舶
来
が
考
え
ら
れ
る
。

管
見
に
お
い
て
元
時
代
以
前
の
画
院
画
家
に
よ
る
水
墨
の
み
で
描
か

れ
た
作
例
は
、
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
中
国
絵
画
に
お
け
る
水
墨
の
み

に
よ
る
鷹
図
は
、
明
時
代
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
水
墨
の
み
で
表
わ

す
明
代
の
鷹
図
は
、
日
本
の
鷹
図
に
強
く
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が

示
唆
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
文
献
上
で
は
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
明
代

の
鷹
図
の
舶
来
が
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
舶
来
し
て
い

た
可
能
性
が
示
唆
で
き
る
の
で
あ
る
。
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（
三
）
他
の
動
物
と
の
組
み
合
わ
せ

中
世
の
鷹
図
に
は
、
鷹
と
他
の
動
物
と
の
対
立
的
な
構
図
が
伝
統

的
な
構
図
と
な
っ
て
い
た
（
34
）
。
こ
の
よ
う
な
構
図
を
採
る
日
本
の
鷹

図
も
散
見
さ
れ
た
。

単
幅
の
作
例
と
し
て
毛
利
隆
元
筆
《
枇
杷
に
鷹
図
》(

毛
利
博
物

館
蔵
）
や
伝
土
佐
光
信
筆
《
花
鳥
草
虫
図
》
が
あ
げ
ら
れ
る
。
毛
利

隆
元
本
は
、
彩
色
が
施
さ
れ
た
鷹
が
鳥
を
狙
う
構
図
を
採
る
。
鳥
は

驚
い
て
鷹
を
見
上
げ
て
い
る
。
ま
た
伝
土
佐
光
信
本
は
、
六
曲
一
双

の
屏
風
で
、
各
扇
に
独
立
し
た
図
が
貼
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
の
一
扇
に
鴨
を
追
う
鷹
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作

例
は
一
画
面
に
て
そ
の
構
図
が
完
結
し
て
い
る
。

一
方
で
こ
の
構
図
を
採
用
す
る
屏
風
が
幾
つ
か
確
認
で
き
た
。
雪

村
周
継
筆
《
鷹
山
水
図
屏
風
》(

東
京
国
立
博
物
館
蔵
）(
図
12
）
の

右
隻
の
二
扇
か
ら
三
扇
に
か
け
て
逃
げ
る
鴨
を
追
う
鷹
が
描
か
れ
て

い
る
。
伝
山
田
道
安
筆
《
鷹
図
》(

図
８
）
の
二
扇
か
ら
三
扇
に
は

逃
げ
る
二
羽
の
小
鳥
を
追
う
鷹
が
描
か
れ
て
い
る
。
芸
愛
筆
《
花
鳥

図
屏
風
》
の
左
隻
の
五
扇
か
ら
六
扇
に
か
け
て
、
逃
げ
る
白
鷺
を
追

う
鷹
が
描
か
れ
て
お
り
、
ま
た
雪
舟
等
楊
筆
《
猿
猴
鷹
図
屏
風
》

(

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
）
の
「
鷹
図
」
に
は
二
扇
か
ら
三
扇
に
か
け

て
白
鷺
を
追
う
鷹
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
日
本
の
作
例
は
、
元
時
代
の
王
淵
筆
《
鷹
逐
図
》

(

図
２
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
鷹
と
鷹
か
ら
逃
げ
る
小
鳥
を
描
い
た

伝
統
的
な
構
図
を
典
拠
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
で
は
、

こ
の
構
図
を
屏
風
の
一
モ
チ
ー
フ
と
し
て
転
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
鷹
と
他
の
動
物
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
明
代
の
画
院
画
家
で

あ
る
呂
紀
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
と
さ
れ
る
鷹
と
そ
れ
を
見
上
げ
る

小
鳥
の
構
図
は
、
日
本
に
お
け
る
鷹
図
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
日
本
に
お
け
る
鷹
図
に
は
、
中
国
と
同
じ
よ
う
に
「
英

雄
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
問

題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

三

鷹
の
詩
に
内
在
し
て
い
た
意
味
と
形

（
一
）
白
鷹
と
同
音
異
議
語

美
術
史
に
お
け
る
先
行
研
究
で
は
日
本
の
鷹
図
の
意
味
に
つ
い
て

何
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
日
本
に
お
け
る
鷹
図
に
込
め
ら
れ
た
意

味
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
五
山
僧
の
詩
文
よ
り
考
証
を

試
み
る
。
こ
の
手
法
は
、
阿
部
朋
絵
氏
の
論
考
に
よ
っ
て
す
で
に
知

ら
れ
て
お
り
、
本
稿
で
も
参
考
に
し
た
と
こ
ろ
が
大
き
い
（
35
）
。
表
２

を
参
照
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
る
。
景
徐
周
麟
の
遺
稿
集
で
あ
る
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『
翰
林
葫
蘆
集
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
（
36
）
。

畫
鷹
賛
序

三
鷂
子
産
乎
一
巣
之
中
、
雖
未
試
使
啼
聞
其
声
、

吾
知
其
為
英
物
也
、
奇
毛
如
雪
、
所
謂
新
羅
白
之
裔
乎
、

此
物
貴
公
子
之
所
好
而
翫
也
（
後
略
）

こ
こ
か
ら
、
白
鷹
は
身
分
の
高
い
人
に
好
ま
れ
て
い
た
珍
し
い
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
ま
た
「
英
」
か
ら
こ
の
賛
文
に

は
鷹
を
英
雄
と
見
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
、
同
音
異
義
語
が
あ
っ

た
可
能
性
が
示
唆
で
き
る
。

相
国
寺
七
九
世
で
あ
る
横
川
景
三
（
一
四
二
九_
一
四
九
三
）
の

『
補
庵
京
華
續
集
』
に
は
、
横
川
景
三
が
《
白
鷹
図
》
に
賛
を
し
た
七

言
絶
句
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（
37
）
。

白
鷹
畫
賛

白
鷹
玉
立
萬
人
看
、
架
上
攫
身
思
鵠
鸞
、

不
覚
腥
風
吹
殺
気
、
梨
花
香
雪
在
東
欄
、

「
鸞
」
と
は
「
鳳
凰
」
の
一
種
で
あ
り
、
徳
の
高
い
生
き
物
の
こ

と
で
あ
る
。
横
川
景
三
は
、
描
か
れ
た
白
鷹
が
鳳
凰
の
よ
う
で
あ
る

と
評
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
白
鷹
は
徳
の
高
い
生
き
物
で
あ
る
か
の

よ
う
に
扱
わ
れ
て
お
り
、
賛
者
で
あ
る
横
川
景
三
は
こ
の
白
鷹
の
絵

に
意
味
を
見
出
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

横
川
景
三
は
、
相
国
寺
に
住
持
し
た
僧
で
、
当
時
相
国
寺
は
幕
府
に

最
も
近
い
寺
で
あ
り
、
文
化
の
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
天
章
周

文
を
始
め
と
す
る
幕
府
の
絵
師
た
ち
が
い
た
。
つ
ま
り
、
当
時
文
化

の
中
心
と
な
っ
て
い
た
場
所
に
い
た
横
川
景
三
に
よ
っ
て
白
鷹
を

「
鵠
鸞
」
と
表
現
し
た
こ
と
は
、
当
時
の
文
化
の
中
心
は
鷹
を
神
聖
な

も
の
と
考
え
て
い
た
と
も
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

管
見
の
限
り
、
現
存
す
る
中
世
の
白
鷹
図
は
四
例
確
認
で
き
た
。

一
色
直
朝
筆
《
白
鷹
図
》(

栃
木
県
立
博
物
館
蔵
）、
土
岐
富
景
筆
《
白

鷹
図
》(

出
光
美
術
館
蔵
）、
曽
我
直
庵
筆
《
架
鷹
図
》(

山
口
県
立

美
術
館
蔵
）
と
同
じ
く
曽
我
直
庵
筆
《
架
鷹
図
》(

福
井
県
立
美
術

館
蔵
）
で
あ
る
。
ま
た
中
世
に
は
、
白
鷹
を
描
い
た
作
例
が
数
多
く

存
在
し
た
こ
と
が
禅
僧
の
語
録
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
具
体
例
を
挙

げ
る
な
ら
ば
、
先
述
の
『
翰
林
葫
蘆
集
』
に
は
、
鷹
図
に
つ
い
て
詠

ん
だ
詩
が
十
一
首
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
白
鷹
に
つ
い
て
は
、

二
首
詠
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
『
補
庵
京
華
続
集
』
に
は
、
鷹
図
に
つ

い
て
詠
ん
だ
詩
が
六
首
あ
り
、
そ
の
内
白
鷹
図
に
つ
い
て
二
首
読
ま
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れ
て
い
る
。『
蔭
凉
軒
日
録
』
の
長
享
二
年(

一
四
八
八)

五
月
二
一

日
の
条
に
は
、
浦
上
則
宗(

一
四
二
九_

一
五
○
二)

よ
り
白
鷹
図
一

幅
が
到
来
し
、
賛
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
38
）
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
中
世
に
は
白
鷹
の
絵
が
数
多
く
流
通
し
て

い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

次
に
中
国
の
鷹
図
に
お
い
て
見
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
日
本
の
鷹
図

に
見
ら
れ
る
か
さ
ら
に
検
討
す
る
。

先
述
の
『
翰
林
葫
蘆
集
』
に
は
、「
鷹
」
を
「
英
」
と
し
て
い
た

こ
と
が
看
取
さ
れ
た
。
さ
ら
に
『
翰
林
葫
蘆
集
』
に
は
以
下
の
詩
が

収
録
さ
れ
て
い
る
（
39
）
。

画
鷹

耐
惟
精
假
虎
威
、
胡
兒
架
箭
馬
如
飛
、

平
生
射
猛
南
山
手
、
不
為
一
狐
軽
発
機
、

起
句
の
「
惟
」
は
結
句
の
狐
を
指
し
、
虎
の
威
を
借
る
狐
を
表
わ

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
詩
の
「
胡
兒
」
は
、
虎
の
威
を
借

る
狐
を
相
手
に
は
し
な
い
優
れ
た
胡
児
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
解

さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
記
述
か
ら
元
代
に
お
け
る
王

淵
筆
《
鷹
逐
図
》
の
賛
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
記
述
が
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
た
だ
、
そ
こ
に
元
時
代
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
イ
メ
ー
ジ
は
無
か
っ
た
。

次
に
曽
我
直
庵
筆
《
架
鷹
図
》（
福
井
県
立
美
術
館
蔵
）
に
見
ら

れ
る
賛
文
か
ら
検
討
し
た
い
（
40
）
。

（
原
文
）

写
出
胡
鷹
白
錦
衣
、
英
毛
雄
羽
古
年
稀
、

四
時
一
片
架
頭
雪
、
凍
損
群
禽
不
許
飛
、

鉄
山
叟
外
斎
賛
外

賛
者
の
鉄
山
宗
鈍
（
一
五
三
二_

一
六
一
七
）
は
甲
斐
の
出
身
で
、

妙
心
寺
の
住
持
と
な
っ
た
僧
で
あ
る
。
起
句
に
は
「
胡
鷹
」
の
記
述

が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
元
時
代
の
思
想
の
影
響
が
窺
え
つ
つ
も
、
承

句
の
「
英
毛
雄
毛
」
か
ら
明
代
の
思
想
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
看

取
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
に
お
い
て
は
、「
胡
鷹
」
に
ネ
ガ
テ

ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
は
な
く
、
明
代
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
と
混

在
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
承
句
の
「
英
毛
雄
羽
」
よ
り
、

明
代
に
見
ら
れ
た
同
音
異
義
語
が
日
本
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
た
と

解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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（
二
）
武
将
と
鷹
図

で
は
、
こ
の
よ
う
な
鷹
を
英
雄
と
連
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
受

容
者
で
あ
る
武
将
は
鷹
図
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

鷹
図
と
武
将
の
関
係
性
を
裏
付
け
る
資
料
を
提
示
し
、
考
察
を
進
め

る
。『

翰
林
葫
蘆
集
』
に
は
、
以
下
の
七
言
絶
句
が
収
録
さ
れ
て
い
る（
41
）
。

賛
鷹
畫

為
右
京
兆
題
之

金
眸
玉
爪
挟
風
霜
、
凡
鳥
人
間
不
可
当
、

白
羽
白
如
白
頭
白
、
太
公
八
十
出
鷹
揚
、

結
句
に
あ
る
「
太
公
」
と
は
、
中
国
の
周
の
軍
師
で
あ
っ
た
太
公

望
呂
尚
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
「
鷹
揚
」
は
、『
詩
経
』
に
そ

の
典
拠
が
看
取
さ
れ
る
（
42
）
。『
詩
経
』
の
「
大
雅

大
明
」
に
は
、

殷
周
革
命
の
際
の
牧
野
の
戦
い
の
こ
と
が
書
か
れ
、
そ
こ
で
太
公
は

「
鷹
揚
」、
つ
ま
り
鷹
の
よ
う
に
素
早
く
武
王
を
助
け
た
と
あ
る
。
つ

ま
り
、
こ
こ
で
は
鷹
図
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
こ
と

が
理
解
で
き
、
景
徐
周
麟
は
、
詩
経
の
こ
の
一
節
を
踏
ま
え
て
賛
を

右
京
兆
の
た
め
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
右
京
兆
と
は
、

管
領
細
川
家
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
細
川
氏
は
、
代
々
「
右
京
大

夫
」
を
務
め
て
い
た
。
こ
の
た
め
当
時
「
京
兆
家
」
や
「
右
京
兆
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
（
43
）
。

建
仁
寺
首
座
で
あ
っ
た
驢
雪
鷹

(_

一
五
五
八)

の
詩
集
で
あ
る

『
驢
雪
藁
』
に
は
以
下
の
詩
が
収
録
さ
れ
て
い
る
（
44
）
。

扇
面
鷹

気
勢
乗
秋
実
出
群
、
鳥
中
不
愧
称
将
軍
、

天
涯
定
有
飛
過
雁
、
幾
度
回
頭
睨
暮
雲
、

題
の
「
扇
面
鷹
」
は
、
鷹
が
扇
形
の
画
面
に
描
か
れ
た
こ
と
を
示

す
。
鷹
は
こ
こ
で
は
、
鳥
の
中
の
将
軍
で
あ
る
と
例
え
ら
れ
て
い
る
。

元
末
明
初
の
作
例
で
あ
る
《
鷹
図
》(

台
北
・
故
宮
博
物
院
蔵
）
の

賛
文
と
同
じ
記
述
が
あ
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
本
詩
に
は
、「
出

群
」
か
ら
「
鷹
」
を
戦
に
出
る
武
士
、「
雁
」
を
敵
と
例
え
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

臨
済
宗
大
鑑
派
の
僧
で
南
禅
寺
の
侍
者
で
あ
る
希
世
霊
彦
（
一
四

○
四_

一
四
八
八
）
に
よ
る
詩
集
『
村
庵
集
』
に
は
薬
師
寺
三
郎
左

衛
門
よ
り
賛
を
求
め
ら
れ
た
記
述
が
あ
る
（
45
）
。
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鷹
捉
鳧
図

薬
師
寺
三
郎
左
衛
門
求
、
文
明
十
年
之
秋
也
、

霜
鷹
力
健
捉
驚
鳧
、
敵
不
相
当
看
似
無

猛
将
論
功
兵
罷
日
、
自
誇
野
戦
入
新
図

こ
れ
よ
り
希
世
霊
彦
が
薬
師
寺
三
郎
左
衛
門
に
求
め
ら
れ
、
応
仁

の
乱
が
終
わ
っ
た
翌
年
の
文
明
一
○
年(

一
四
七
八)

に
賛
を
し
た
こ

と
が
窺
え
る
。
こ
の
詩
よ
り
武
将
が
自
ら
の
姿
を
鷹
に
投
影
し
、
ま

た
敵
を
鳧
、
つ
ま
り
家
鴨
と
例
え
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

で
は
、
こ
の
絵
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
考
え
て
み
た
い
。

起
句
の
「
力
健
」
よ
り
鷹
が
力
強
く
、
鳧
は
驚
い
て
鷹
の
反
対
の
方

を
向
き
逃
げ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
元

時
代
に
描
か
れ
た
王
淵
筆
《
鷹
逐
図
》(

図
２
）
や
雪
村
周
継
筆

《
鷹
山
水
図
屏
風
》(

図
12
）
と
類
似
す
る
構
図
を
持
つ
も
の
と
推

測
で
き
る
。

こ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
構
図
は
、
中
国
の
絵
画
に
お
い
て
伝
統
的
な

図
柄
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
日
本
に
お
い
て
中
国
の
伝
統
的
な
図
柄
を

踏
襲
し
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
詩
文
の
内
容
か
ら

こ
の
よ
う
な
鷹
図
に
は
武
将
自
身
の
姿
が
反
映
さ
れ
、
ま
た
獲
物
で

あ
る
鳧
や
白
鷺
に
は
敵
の
姿
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

以
上
か
ら
中
世
に
お
い
て
「
鷹=

英
雄
」
と
い
っ
た
同
音
異
義
語

の
存
在
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
鷹
に
は
、
武
将
の
自
身
の
姿
が

投
影
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

し
か
し
、
制
作
者
の
記
録
が
な
い
以
上
、
制
作
者
が
作
品
に
そ
の

よ
う
な
考
え
を
も
っ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
文
献
か
ら
鑑

賞
者
が
「
鷹
図
」
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
考
え
を
も
っ
て
い
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
鷹
図
は

「
英
雄
」
と
い
う
武
将
の
象
徴
性
を
込
め
て
流
通
さ
れ
て
い
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
「
鷹
図
」
の
流
通

最
後
に
武
将
に
受
容
さ
れ
た
鷹
図
は
ど
の
よ
う
に
流
通
さ
れ
た
の

か
触
れ
て
お
き
た
い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
古
河

公
方
に
よ
る
佐
竹
氏
よ
り
贈
ら
れ
た
鷹
図
に
つ
い
て
の
礼
状
で
あ
る

『
佐
竹
之
書
礼
次
第
』
に
は
古
河
公
方
三
代
足
利
高
基
の
代
始
の
祝
儀

と
し
て
「
鷹
之
絵
二
幅
一
対
」
が
佐
竹
氏
よ
り
贈
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
46
）
。『
関
東
水
墨
画
の
二
○
○
年
』
の
一
色
直

朝
筆
《
白
鷹
図
》
の
作
品
解
説
に
お
い
て
、
こ
の
『
佐
竹
之
書
礼
次

第
』
の
記
述
か
ら
贈
答
品
と
し
て
鷹
図
を
贈
る
際
は
、
対
幅
で
贈
る

こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
さ
れ
て
い
る
（
47
）
。
し
か
し
、
鷹
の
絵
の
贈
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答
に
関
す
る
資
料
は
乏
し
く
、
対
幅
形
式
で
の
現
存
作
例
が
雪
村
筆

《
松
鷹
図
》(

東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
の
み
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る

と
ま
だ
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
『
佐
竹

書
礼
私
』
に
お
い
て
弘
治
二
年(

一
五
五
六)

六
月
二
三
日
に
佐
竹
義

昭
よ
り
古
河
公
方
五
代
足
利
義
氏(

一
五
四
二_

一
五
八
三)

に
「
熊

鷹
之
絵
二
幅
一
対
」
が
贈
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
48
）
。

当
時
、
古
河
公
方
に
は
近
辺
の
大
名
か
ら
多
く
の
鷹
な
ど
の
鳥
類

や
絵
画
が
贈
ら
れ
て
い
た
（
49
）
。
と
り
わ
け
周
辺
の
武
将
で
あ
っ
た
真

壁
氏
や
小
山
氏
な
ど
か
ら
の
献
上
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
鎌
倉
時
代

以
来
の
守
護
の
系
譜
を
引
く
家
や
鎌
倉
時
代
以
来
の
御
家
人
の
系
譜

を
引
く
家
か
ら
の
献
上
は
、
そ
の
家
の
家
格
の
高
さ
を
象
徴
し
、
同

じ
鎌
倉
時
代
以
来
の
守
護
で
あ
っ
た
佐
竹
氏
も
家
格
が
高
か
っ
た
と

さ
れ
る
（
50
）
。
こ
の
よ
う
な
贈
答
儀
礼
は
古
河
公
方
が
関
東
一
円
に
影

響
を
及
ぼ
す
権
力
者
で
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

後
北
条
氏
の
力
が
増
し
、
古
河
公
方
の
権
力
が
失
墜
し
た
時
で
も
変

わ
ら
な
い
と
さ
れ
る
（
51
）
。
盛
本
昌
広
氏
は
、「
鷹
は
古
代
で
は
天
皇
、

近
世
で
は
将
軍
と
い
う
最
高
権
力
者
に
付
随
す
る
一
種
の
権
力
の
象

徴
的
存
在
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
52
）
。
鷹
は
為
政
者
に
贈
ら
れ

る
最
高
の
品
で
あ
り
、
鷹
が
贈
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
権
力
者

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
鷹
を
描
い
た
絵
画
は

関
東
に
お
け
る
権
力
者
で
あ
っ
た
古
河
公
方
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
贈

答
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
あ
げ
た
戦
国
時
代
の
鷹
図
は
、
現
存
作
例
の
一
部
で
あ
る
。

他
に
も
狩
野
派
に
よ
る
作
例
を
始
め
、
宇
喜
多
秀
家
の
よ
る
も
の
や

伝
歴
不
詳
の
等
梅
に
よ
る
作
例
も
あ
げ
ら
れ
る
。
今
後
は
調
査
対
象

を
広
げ
、
さ
ら
に
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。

本
稿
で
は
、
多
く
の
碩
学
の
研
究
に
指
標
を
得
て
、
武
将
を
中
心

に
受
容
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
鷹
図
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
。

特
に
宋
后A

氏
に
よ
る
研
究
成
果
に
指
標
を
得
て
、
日
本
の
鷹
図

の
成
立
と
流
行
の
背
景
の
明
確
化
を
行
っ
た
。
十
五
世
紀
後
半
に
書

か
れ
た
『
翰
林
葫
蘆
集
』
な
ど
の
五
山
文
学
に
お
い
て
鷹
図
に
関
す

る
記
述
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
十
五
世
紀
後
半
に
は
鷹

図
は
当
初
禅
林
を
介
し
て
紹
介
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は

実
際
に
「
鷹
＝
英
雄
」
と
い
う
図
式
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
が

で
き
た
。
ま
た
図
様
は
、
田
中
一
松
氏
が
指
摘
す
る
「
日
本
的
な
特

殊
化
、
郷
土
化
の
傾
向
」
と
合
致
す
る
よ
う
な
中
国
の
鷹
図
を
和
様

化
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
（
53
）
。
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鷹
と
鷹
か
ら
逃
げ
る
小
鳥
を
描
い
た
対
立
的
な
構
図
を
採
る
作
例

に
お
い
て
、
鷹
を
勇
敢
な
武
将
、
小
鳥
を
脆
弱
な
敵
と
見
な
し
て
い

た
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
た
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
構
図
を
持
つ
作
例
が

実
際
に
武
将
に
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、

鷹
に
勇
敢
な
武
将
と
い
う
英
雄
的
意
識
、
中
村
渓
男
氏
が
指
摘
す
る

武
将
の
精
神
性
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
武
将
を
権
威
付
け
た
と

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
54
）
。
中
世
に
お
い

て
そ
の
意
識
は
禅
宗
文
化
を
介
し
て
武
家
文
化
へ
と
転
用
さ
れ
た
と

解
釈
で
き
る
。

戦
国
期
は
、
室
町
幕
府
の
権
威
が
失
墜
し
、
地
方
の
武
将
が
台
頭

し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
武
将
達
は
、
唐
物
を
所
持
し
、
そ
れ
を
内
外

に
披
露
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
権
威
を
高
め
よ
う
と
し
た
。
群

雄
割
拠
し
て
い
た
時
代
に
自
ら
の
権
威
を
高
め
る
こ
と
は
、
天
下
や

治
国
の
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
武
将
達
は
、

自
分
の
姿
を
鷹
に
投
影
す
る
こ
と
で
自
ら
の
権
威
を
高
め
よ
う
と
し

た
に
違
い
な
い
。
英
雄
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
鷹
の
絵
は
、
戦
国

の
時
代
背
景
と
重
な
る
こ
と
で
、
受
容
さ
れ
、
流
行
し
た
と
言
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

45

註１

中
野
玄
三
「
涅
槃
図
の
動
物
図

下
」『
仏
教
芸
術
』
一
○
六
、

毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
六
年
、
四
一
頁
。
柳
沢
孝
「
永
久
寺
真

言
堂
障
子
絵
色
紙
形
下
よ
り
出
現
の
鷹
図
に
つ
い
て
」『
美
術

研
究
』
二
六
六
、
一
九
六
九
年
。

２

展
覧
会
図
録
『
第
五
十
九
回

正
倉
院
展
』
奈
良
国
立
博
物
館
、

二
○
○
七
年
、
十
九
頁
。

本
図
に
関
す
る
詳
細
な
情
報
は
奈
良
国
立
博
物
館
内
藤
栄
氏
よ

り
ご
教
示
頂
き
ま
し
た
。
篤
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

３

熊
谷
宣
夫
「
研
究
資
料

仏
日
庵
公
物
目
録
」『
美
術
研
究
』
二

四
、
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
三
三
年
。

４

谷
信
一
「
研
究
資
料

御
物
御
絵
目
録
」『
美
術
研
究
』
五
八
、

東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
三
六
年
。
赤
井
達
郎
、
村
井

康
彦
校
注
「
君
台
観
左
右
帳
記
」『
古
代
中
世
芸
術
論
』(

日
本

思
想
大
系
23
）
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
。

５

山
下
裕
二
「
夏
珪
と
室
町
水
墨
画
」
辻
惟
雄
先
生
還
暦
記
念
会

編
『
日
本
美
術
史
の
水
脈
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
三
年
。



(

同
氏
『
室
町
時
代
の
残
像
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
○
○

○
年
に
再
録
）

６

H
ou-M

ei
SU

N
G

,“E
agle

Painting
T

hem
es

of
M

ing
Court,”

A
rtchives

ofA
sian,X

LV
III,1995.

陳
韻
如
「
作
品
解
説
」『
大

汗
的
世
紀
│
蒙
元
時
代
的
多
元
文
化
的
芸
術
』
台
北
・
故
宮
博

物
院
、
二
○
○
一
年
、
二
九
二
頁
。
呉
同
編
『
唐
宋
元
絵
画
名

品
集
・
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
』
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
、
二
○
○
三

年
、
二
九
頁
。

７

田
中
一
松
「
武
人
画
家
の
系
譜
」『
美
術
史
』
一
四
、
美
術
史
学

会
、
一
九
四
五
年
、
三
四
頁
。

８

中
村
渓
男
「
武
人
画
家
と
そ
の
作
品
」『
水
墨
美
術
大
系

七

雪
舟
・
雪
村
』
講
談
社
、
一
九
七
三
年
、
八
○
頁
。

９

于
安
瀾
編
「
宣
和
画
譜
」『
画
史
叢
書
』
新
華
書
店
上
海
発
行

所
、
一
九
六
三
年
。

10

前
掲
６
宋
后A

氏
論
考
四
九
頁
。

11

宮
崎
法
子
「
崔
白
筆

雙
喜
図
」『
国
華
』
一
三
二
九
、
国
華

社
、
二
○
○
六
年
、
五
二
頁
。

12
『
永
青
文
庫

細
川
家
の
名
宝
』
展
図
録
、
Ｍ
Ｉ
Ｈ
Ｏ

Ｍ
Ｕ
Ｓ

Ｅ
Ｕ
Ｍ
、
二
○
○
二
年
、
二
一
七
頁
。

13

前
掲
６
宋
后A

氏
論
考
五
四
頁
。

14

同
前
五
四
頁
。

15

国
立
故
宮
博
物
院
編
『
故
宮
元
画
精
華
』
上
、
学
習
研
究
社
、

一
九
七
九
年
。
前
掲
５
呉
同
氏
解
説
、
一
一
九
頁
。

16

前
掲
６
宋
后A

氏
論
考
五
○
頁
。

17

前
掲
６
呉
同
氏
解
説
一
一
九
頁
。

18
『
中
国
美
術
全
集

絵
画
編
５

元
代
絵
画
』
文
物
出
版
社
、
一

九
八
九
年
。

19

前
掲
６
呉
同
氏
解
説
一
一
八
頁
。

20

前
掲
６
宋
后A

氏
論
考
五
○
頁
。

21

前
掲
６
陳
韻
如
氏
解
説
二
九
二
頁
。

22

前
掲
６
宋
后A

氏
論
考
五
二
頁
。

23

宮
崎
法
子
『
花
鳥
・
山
水
画
を
読
み
解
く
│
中
国
絵
画
の
意
味
』

角
川
書
店
、
二
○
○
三
年
、
一
三
四
頁
。

24

板
倉
聖
哲
「
成
化
画
壇
と
雪
舟
」『
明
代
絵
画
と
雪
舟
』
展
図

録
、
根
津
美
術
館
、
二
○
○
五
年
、
一
六
頁
。

25

前
掲
６
宋
后A

氏
論
考
四
八
頁
。

26

同
前
五
六
頁
。

27

前
掲
３
熊
谷
宣
夫
氏
「
研
究
資
料

仏
日
庵
公
物
目
録
」。

28

前
掲
４
谷
信
一
氏
「
研
究
資
料

御
物
御
絵
目
録
」。

29

矢
野
環
『
君
台
観
左
右
帳
記
の
総
合
研
究
』
勉
誠
出
版
、
一
九
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九
九
年
、
三
三
八
頁
。

30

板
倉
聖
哲
「
作
品
解
説
」『
明
代
絵
画
と
雪
舟
』
展
図
録
、
根
津

美
術
館
、
二
○
○
五
年
、
一
五
四
頁
。

31

竹
内
理
三
編
『
増
補

続
史
料
大
成
』
第
二
十
二
巻(

蔭
凉
軒

日
録
二
）
臨
川
書
店
、
一
九
七
八
年
、
五
五
二
頁
、
五
五
六
頁
。

32

雪
村
筆
《
松
鷹
図
》（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
に
つ
い
て
近
年
真

贋
の
問
題
が
浮
上
し
て
い
る
。
小
川
知
二
氏
は
「
作
風
が
雪
村

と
違
い
、
款
記
、
印
章
も
雪
村
の
基
準
作
の
も
の
と
異
な
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
赤
澤
英
二
氏
や
小
川
知
二
氏
に
よ
る

印
章
の
分
類
に
当
て
は
め
る
と
、《
松
鷹
図
》
の
印
章
は
あ
て

は
ま
る
も
の
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
文
化
財
名

称
で
あ
る
「
雪
村
周
継
筆
」
と
し
た
。

小
川
知
二
『
常
陸
時
代
の
雪
村
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
○

○
四
年
、
八
二
頁
。

33

前
掲
３
熊
谷
宣
夫
氏
「
研
究
資
料

仏
日
庵
公
物
目
録
」。

前
掲
４
谷
信
一
氏
「
研
究
資
料

御
物
御
絵
目
録
」。

34

前
掲
11
宮
崎
法
子
氏
論
考
五
二
頁
。

35

阿
部
朋
絵
「
室
町
時
代
に
お
け
る
「
梅
花
寿
老
図
」
の
イ
メ
ー

ジ
世
界
│
太
平
の
春
と
寿
老
人
│
」『
美
術
史
』
一
五
九

美

術
史
学
会
、
二
○
○
五
年
。

47

36

上
村
観
光
編
『
五
山
文
学
全
集
』
第
四
巻
、
思
文
閣
、
一
九
七

三
年
、
四
○
七
頁
。

37

玉
村
竹
二
編
『
五
山
文
学
新
集
』
一
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
六
七
年
、
四
二
三
頁
。

38

竹
内
理
三
編
『
増
補

続
史
料
大
成
』
第
二
十
三
巻(

蔭
凉
軒

日
録
三
）、
臨
川
書
店
、
一
九
七
八
年
、
一
六
七
頁
。

39

前
掲
36
一
九
五
頁
。

40
『
曽
我
直
庵
・
二
直
庵
の
絵
画
』
展
図
録
、
奈
良
県
立
美
術
館
、

一
九
八
九
年
、
五
四
頁
。

41

前
掲
36
二
八
六
頁
。

42

石
川
忠
久
『
詩
経
』
上
、
明
治
書
院
、
一
九
九
七
年
、
六
七
頁
。

43

小
川
信
「
細
川
氏
」
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
国
史
大
辞

典
』
第
十
二
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
一
年
、
七
三
三
頁
。

44

玉
村
竹
二
編
『
五
山
文
学
新
集
』
別
巻
二
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
六
七
年
、
二
二
○
頁
。

45

玉
村
竹
二
編
『
五
山
文
学
新
集
』
二
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
六
七
年
、
三
二
八
頁
。

46

佐
々
木
倫
朗
・
今
泉
徹
「（
史
料
を
読
む
）
佐
竹
之
書
礼
次
第
・

佐
竹
書
礼
私
」『
日
本
史
学
集
録
』
二
四
、
筑
波
大
学
日
本
史

談
話
会
、
二
○
○
一
年
、
七
二
頁
。



50

前
掲
49
盛
本
昌
広
氏
論
考
三
二
二
頁
。

51

横
田
忠
司
「
日
本
中
世
に
お
け
る
地
方
絵
画
に
つ
い
て
の
基
礎

研
究

関
東
編
下
」『
多
摩
美
術
大
学
研
究
紀
要
』
一
一
、
一

九
九
七
年
、
一
三
五
頁
。

52

盛
本
昌
広
「
戦
国
期
の
鷹
献
上
の
構
造
と
贈
答
儀
礼
」『
歴
史
学

研
究
』
六
六
二
、
青
木
書
店
、
一
九
九
四
年
、
二
頁
。

53

前
掲
７
田
中
一
松
氏
論
考
、
三
四
頁
。

54

前
掲
８
中
村
渓
男
氏
論
考
、
八
○
頁
。

48

図
版
典
拠

１
『
正
木
美
術
館
名
品
図
録

書
画
編
』
同
朋
社
、
一
九
七
八
年
、

九
六
頁
。

２

国
立
故
宮
博
物
院
編
『
故
宮
元
画
精
華
』
上
、
学
習
研
究
社
、

一
九
七
九
年
、
九
七
頁
。

３
『
平
成
一
四
年

正
倉
院
展
』
奈
良
国
立
博
物
館
、
二
○
○
二

年
、
三
三
頁
。

４
『
国
華
』
一
○
二
二
、
国
華
社
、
一
九
七
九
年
、
三
頁
。

５
『
大
汗
的
世
紀
―
蒙
元
時
代
的
多
元
文
化
的
芸
術
』
台
北
・
故
宮

博
物
院

二
○
○
一
年
、
三
八
頁
。

６
『
永
青
文
庫

細
川
家
の
名
宝
』
Ｍ
Ｉ
Ｈ
Ｏ

Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
、

二
○
○
二
年
、
五
一
頁
。

７
『
中
国
美
術
全
集

絵
画
編
５

元
代
絵
画
』
文
物
出
版
社
、
一

九
八
九
年
、
一
一
一
頁
。

８
『
時
代
屏
風
聚
花

続
篇
』
し
こ
う
し
ゃ
図
書
販
売
、
一
九
九
三

年
、
三
－
四
頁
。

９
『
室
町
時
代
水
墨
画
の
系
譜
』
根
津
美
術
館
、
一
九
九
二
年
、
二

二
頁
。

10
『
武
蔵

武
人
画
家
と
剣
豪
の
世
界
展
』
江
戸
東
京
博
物
館
、
二

47
『
関
東
水
墨
画
の
二
○
○
年
』
展
図
録
、
栃
木
県
立
博
物
館
他
、

一
九
九
八
年
、
三
四
頁
。

48

前
掲
46
佐
々
木
倫
朗
氏
・
今
泉
徹
氏
論
考
七
五
頁
。

49

佐
藤
博
信
「
古
河
公
方
周
辺
の
文
化
的
諸
相
│
古
河
公
方
研
究

の
深
化
の
た
め
に
│
」『
三
浦
古
文
化
』
四
九
、
三
浦
古
文
化

編
集
委
員
会
、
一
九
九
一
年
、
一_

十
五
頁
。
盛
本
昌
広
「
鳥

の
生
息
環
境
と
贈
答
儀
礼
」『
牛
久
市
史
研
究
』
六
号
、
一
九

九
五
年
、
三
一
六
頁
。



○
○
三
年
、
九
八
頁
。

11
『
武
蔵

武
人
画
家
と
剣
豪
の
世
界
展
』
江
戸
東
京
博
物
館

二

○
○
三
年
、
一
三
七
頁
。

12
『
戦
国
時
代
の
ス
ー
パ
ー
・
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク

雪
村
展
』
福

島
県
立
博
物
館
他
、
二
○
○
二
年
、
一
四
五
頁
。

（
付
記
）
本
稿
は
、
平
成
十
九
年
一
月
に
筑
波
大
学
に
提
出
し
た
中
間

評
価
論
文
に
基
づ
き
、
筑
波
大
学
芸
術
学
美
術
史
学
会
（
平
成
十
九

年
四
月
）
に
お
い
て
行
っ
た
口
頭
発
表
に
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の

で
す
。
論
文
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
筑
波
大
学
芸
術
学
系
の
諸
先
生

方
、
査
読
委
員
の
先
生
方
よ
り
貴
重
な
ご
助
言
を
賜
り
ま
し
た
。
と

り
わ
け
筑
波
大
学
守
屋
正
彦
先
生
に
は
終
始
懇
切
な
ご
指
導
を
賜
り

ま
し
た
。
末
尾
な
が
ら
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。（

み
ず
の

ゆ
う
じ
）
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表１ 鷹図と武将の関連を示す題画詩

〔所収本の略称〕五全＝上村観光編『五山文学全集』１～４巻、思文閣、1973年。五新＝玉村竹二編
『五山文学新集』１～６巻、別巻１～２、東京大学出版会、1967年～81年。

表２ 鷹図に関する題画詩

〔所収本の略称〕故宮元＝国立故宮博物院編『故宮元画精華』上、学習研究社、1979年。大汗＝『大
汗的世紀―蒙元時代的多元文化的芸術』台北・故宮博物院、2001年。曽我絵＝『曽我直庵・二直庵の
絵画』奈良県立美術館、1992年。その他の略称は表１参照。

？

？
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表３ 作例リスト
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図５ 作者不詳《鷹図》
台北・故宮博物院蔵

図６ 作者不詳《松鷹図》
永青文庫蔵

図８ 伝山田道安筆《鷹図》個人蔵 図７ 張舜咨・雪界翁筆
《鷹檜図》
北京・故宮博物院蔵
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図９ 芸愛筆《花鳥図屏風》部分
根津美術館蔵

図10 藤原正吉筆《鷹図》
岐阜市歴史博物館蔵

図11 土岐頼芸筆《鷹図》
春雨寺蔵

図12 雪村周継筆《鷹山水図屏風》部分
東京国立博物館蔵




