
は
じ
め
に

江
戸
時
代
中
期
の
画
家
、
伊
藤
若
冲
（
一
七
一
六_

一
八
○
○
）

は
青
物
問
屋
の
息
子
で
あ
り
な
が
ら
深
く
禅
宗
に
帰
依
し
、
そ
れ
と

同
時
に
絵
画
に
没
頭
し
て
多
く
の
作
品
を
残
し
た
画
家
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
。
若
冲
の
絵
画
は
鶏
を
は
じ
め
、
数
多
く
の
生
物
を
モ
チ

ー
フ
と
し
て
自
ら
の
感
覚
で
捉
え
な
お
し
、
精
緻
な
描
写
と
濃
彩
に

よ
っ
て
描
く
密
度
の
高
い
画
面
が
特
徴
的
で
あ
る
。

本
考
察
は
、
若
冲
の
描
い
た
五
点
の
《
鸚
鵡
図
》（
お
う
む
ず
）

が
、
鸚
鵡
と
止
ま
り
木
と
い
う
最
小
限
の
モ
チ
ー
フ
以
外
を
排
除
し

た
無
背
景
の
中
に
描
か
れ
る
と
い
う
、
一
般
的
な
花
鳥
画
と
は
異
な

る
一
見
不
可
思
議
な
形
式
を
と
る
こ
と
に
興
味
の
端
を
発
し
、
こ
の

図
に
対
す
る
よ
り
深
い
理
解
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
先
行
研

究
で
は
《
鸚
鵡
図
》
に
つ
い
て
、
室
町
か
ら
江
戸
期
に
か
け
て
武
家

の
間
で
流
行
し
た
架
鷹
図
の
翻
案
で
あ
る
と
見
る
向
き
が
概
し
て
有

力
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
形
式
の
一
致
か
ら
導
か
れ
た
も

の
で
あ
り
、
両
者
の
性
質
の
違
い
や
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
、
ま
た
制

作
背
景
な
ど
に
つ
い
て
は
考
察
の
余
地
が
残
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て

き
た
。
本
考
察
で
は
《
鸚
鵡
図
》
の
性
質
や
架
鷹
図
と
の
関
わ
り
、

若
冲
の
絵
作
り
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
先
行
研
究
を
再
考

し
、
可
能
性
と
し
て
示
唆
さ
れ
て
い
た
架
鷹
図
の
文
脈
か
ら
《
鸚
鵡

図
》
を
眺
め
、
そ
の
他
の
鸚
鵡
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
絵
画
お
よ
び
関

連
資
料
と
《
鸚
鵡
図
》
の
比
較
考
察
を
行
っ
た
。
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二

先
行
研
究

伊
藤
若
冲
に
関
す
る
論
文
は
多
く
の
美
術
史
家
が
執
筆
し
て
き
て

お
り
、
そ
の
作
品
解
説
も
多
い
。
し
か
し
前
節
に
も
述
べ
た
よ
う
に

《
鸚
鵡
図
》
に
関
し
て
は
、
そ
の
制
作
年
代
や
意
図
に
つ
い
て
の
情

報
な
ど
不
明
な
点
が
多
い
。
で
は
従
来
の
解
説
の
中
で
《
鸚
鵡
図
》

は
、
若
冲
の
画
業
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
、
ま

た
絵
画
史
上
で
ど
の
よ
う
な
系
統
の
絵
画
と
し
て
言
及
さ
れ
て
き
た

の
だ
ろ
う
か
。

《
鸚
鵡
図
》
に
関
す
る
記
述
と
し
て
は
、
前
掲
辻
氏
の
作
品
解
説

(

一
九
九
六
年)

、
あ
る
い
は
狩
野
博
幸
氏(
二
○
○
二
年)

と
佐
藤
康

宏
氏
の
作
品
解
説
と
著
作(

順
に
一
九
八
四
年
、
一
九
八
七
年)

（
４
）

を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
九
八
四
年
の
佐
藤
氏
の
解
説
で
は
、
こ
の
絵
の
系
統
と
し
て
の

先
例
に
あ
た
る
モ
デ
ル
を
具
体
的
に
指
摘
す
る
こ
と
の
困
難
さ
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
氏
は
長
崎
の
唐
絵
目
利
（
５
）

の
写
生
を
重

視
す
る
画
業
と
の
関
連
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
同
解
説

に
お
い
て
、
若
冲
と
親
交
の
あ
っ
た
相
国
寺
の
僧
侶
で
あ
る
大
典
顕

常(

一
七
一
九_

一
八
○
一)

が
イ
ン
コ
を
詩
に
詠
ん
で
い
る
（
６
）

こ
と

か
ら
、
若
冲
も
ま
た
何
ら
か
の
形
で
鸚
鵡
を
実
見
で
き
た
可
能
性
を

示
唆
し
て
い
る
。
一
九
八
七
年
の
見
解
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

一
九
九
六
年
の
辻
氏
の
前
掲
解
説
で
は
、
千
葉
市
美
術
館
本
を
取

り
上
げ
、《
鸚
鵡
図
》
の
系
統
に
お
け
る
２
つ
の
可
能
性
が
提
示
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
が
《
鸚
鵡
図
》
を
架
鷹
図
の
翻
案
と

見
る
も
の
で
あ
る
。
架
鷹
図
は
、
鷹
の
肖
像
画
と
で
も
言
う
べ
き
性

質
が
あ
る
と
一
般
的
に
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
桃
山
か
ら

江
戸
時
代
に
か
け
て
鷹
を
愛
好
し
た
武
士
の
間
に
流
行
し
た
絵
画
で

あ
る
。
画
面
に
は
止
ま
り
木
で
あ
る
架
（
ほ
こ)

と
そ
れ
に
止
ま
る

鷹
の
み
が
描
か
れ
、
そ
れ
以
外
の
背
景
な
ど
を
一
切
排
除
し
て
い
る
。

辻
氏
は
こ
の
架
鷹
図
の
形
式
が
若
冲
の
《
鸚
鵡
図
》
と
似
通
っ
て
い

る
と
し
、《
鸚
鵡
図
》
に
対
し
て
「
肖
像
風
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た

辻
氏
は
《
鸚
鵡
図
》
の
装
飾
的
な
止
ま
り
木
に
類
似
す
る
も
の
と
し

て
、
伝
徽
宗
筆
《
鷹
図
（
架
鷹
図
）》（
図
６
）（
７
）

を
挙
げ
て
い
る
。
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第
二
章

架
鷹
図
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

一

架
鷹
図
の
形
式
と
そ
の
肖
像
性
に
つ
い
て

現
在
架
鷹
図
と
題
さ
れ
る
作
品
は
、
鷹
狩
用
の
鷹
が
架
に
止
ま
る

様
子
の
み
を
様
々
な
姿
か
た
ち
で
捉
え
た
も
の
で
あ
り
、
権
力
者
が

実
際
に
所
有
し
て
い
た
特
定
の
鷹
を
絵
画
化
し
た
、
人
物
像
に
お
け

る
肖
像
画
に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
そ
の

画
題
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
十
六
世
紀
後
半
か
ら
十
七
世
紀

初
期
に
か
け
て
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
９
）
。
一
般
的
な
架
鷹
図
の
モ

チ
ー
フ
は
、
鷹
・
架
・
架
か
ら
下
が
る
架
絹
（
ほ
こ
ぎ
ぬ
）・
鷹
と
止

ま
り
木
を
つ
な
ぐ
大
緒
と
さ
れ
る
（
10
）
。
作
例
と
し
て
は
岡
山
県
立
博

物
館
が
所
蔵
す
る
六
曲
一
双
の
屏
風
の
《
架
鷹
図
》（
図
８
）
の
よ
う

に
現
在
で
は
一
扇
一
扇
が
独
立
し
て
い
る
押
絵
貼
屏
風
の
形
式
を
と

る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
（
11
）
。
初
期
の
例
と
し
て
は
、
鎌
倉
時
代
か

ら
続
く
武
家
で
あ
る
土
岐
氏
の
鷹
図
・
架
鷹
図
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
で
描
か
れ
て
き
た
架
鷹
図
で
あ
る
が
、
そ
の
源

流
は
中
国
の
「
画
鷹
」
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
。
米
澤
嘉
圃
氏
の
解

説
（
12
）

に
よ
れ
ば
、
画
鷹
は
鷹
狩
り
を
好
ん
だ
貴
族
に
珍
重
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
実
際
に
「
架
鷹
」
あ
る
い
は
「
架
上
鷹
」
と
い
う
名
称

は
『
宣
和
画
譜
』
等
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
さ
れ
る
。

画
鷹
の
歴
史
は
ず
い
ぶ
ん
と
古
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
鷹

と
い
う
鳥
が
権
力
者
に
非
常
に
好
ま
れ
た
、
人
間
と
の
結
び
つ
き
の

強
い
動
物
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
架
鷹
図
も
ま
た
中
国
に

お
い
て
権
力
者
の
好
む
画
題
と
し
て
み
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

中
国
の
架
鷹
図
に
は
状
況
設
定
に
三
つ
の
タ
イ
プ
が
見
ら
れ
る
。
伝

徐
澤
筆
の
《
鷹
図
》（
13
）

の
よ
う
に
日
本
に
お
け
る
一
般
的
な
形
式
の

164

図８ 《架鷹図》（押絵貼屏風）作者不詳
六曲一双（上：左隻 下：右隻）
各紙 117.0×50.0 岡山県立博物館蔵



作
例
、
同
じ
く
伝
徐
澤
筆
《
架
上
鷹
図
》（
図
９
）
の
よ
う
に
架
台
に

装
飾
的
な
も
の
を
使
用
し
鷹
の
愛
玩
性
を
高
め
た
作
例
、
そ
し
て
馬

之
駿
筆
《
鷹
図
》
の
よ
う
に
樹
木
や
岩
な
ど
の
自
然
物
と
脚
を
つ
な

が
れ
た
鷹
を
組
み
合
わ
せ
る
作
例
の
少
な
く
と
も
三
つ
の
タ
イ
プ
に

分
類
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
多
様
な
架
鷹
図
は
、
室
町
期
以
降
の
日
本
に
多
く
流

入
し
人
々
の
目
に
触
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
れ
に
倣
っ

た
構
成
の
架
鷹
図
が
日
本
で
も
描
か
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
推
測
さ

れ
る
。
し
か
し
今
日
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
江
戸
時
代
の
架
鷹
図

は
鷹
や
鷹
架
、
架
絹
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
、
ど
れ
も
似
た
よ
う

な
構
成
を
と
っ
て
お
り
、
日
本
に
お
け
る
架
鷹
図
の
形
式
は
固
定
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
架
鷹
図
の
形
式

設
定
に
つ
い
て
、
伊
藤
た
ま
き
氏
は
架
木
の
表
現
か
ら
、
日
本
の
架

鷹
図
の
形
式
と
し
て
曽
我
派
の
画
家
の
架
鷹
図
の
図
様
が
継
承
さ
れ

た
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
（
14
）
。

日
本
に
お
け
る
鷹
の
優
位
性
に
つ
い
て
、
塚
本
学
氏
は
鷹
と
人
間

社
会
と
の
関
係
を
考
察
し
、
武
家
に
お
い
て
鷹
は
領
地
や
人
民
支
配

の
面
か
ら
見
て
も
重
要
な
動
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
（
15
）
。
権
力
者
の
愛
鷹
を
描
い
た
架
鷹
図
が
、
中
世
か
ら
近
世
に
か

け
て
武
士
と
い
う
権
力
者
階
層
で
も
て
は
や
さ
れ
た
背
景
に
は
、
鷹

が
実
際
に
果
た
し
て
い
た
役
割
が
影
響
し
て
い
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
力
の
象
徴
と
し
て
の
架
鷹
図
が
ど
れ
ほ
ど
多
く
の

人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
現
段
階
で
は
判
然
と
し
な

い
が
、
そ
れ
ほ
ど
の
需
要
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
前
述
の
伊

藤
氏
に
よ
れ
ば
、
架
鷹
図
と
い
う
画
題
は
東
照
大
権
現
に
捧
げ
る
重

要
な
主
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
架
鷹
図

と
徳
川
家
の
関
係
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
で
興
味
深
い
。
架
鷹
図

自
体
が
、
少
な
く
と
も
江
戸
期
の
段
階
で
、
中
央
権
力
に
と
っ
て
重

要
な
画
題
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
民
間
へ
の
画
題
普
及
と
い
う

点
は
い
さ
さ
か
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
画
題
の
需
要
層
が
あ
る
程
度

限
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
考
慮
す
る
と
、
先
ほ
ど
の
架
鷹
図
の
形
式

が
類
似
す
る
と
い
う
事
象
も
納
得
の
い
く
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

若
冲
の
《
鸚
鵡
図
》
と
の
関
係
は
、
こ
う
し
た
当
時
の
武
家
で
も

て
は
や
さ
れ
、
日
本
に
お
い
て
形
式
が
固
定
さ
れ
た
架
鷹
図
に
で
は
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な
く
、
む
し
ろ
中
国
の
架
鷹
図
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
若
冲
は

そ
の
初
期
の
絵
画
学
習
法
と
し
て
中
国
画
の
模
写
を
行
っ
て
い
た
が
、

そ
の
よ
う
な
模
写
の
過
程
で
寺
社
等
が
所
蔵
す
る
中
国
の
装
飾
的
な

架
鷹
図
に
接
す
る
機
会
が
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

二

愛
玩
さ
れ
る
鳥
の
描
写
│
飼
育
の
諸
相

中
国
の
主
に
装
飾
的
に
美
化
さ
れ
た
架
鷹
図
が
《
鸚
鵡
図
》
発
想

の
源
泉
で
あ
る
可
能
性
を
、
時
代
背
景
や
形
式
等
を
参
考
に
指
摘
し

て
き
た
。
次
に
《
鸚
鵡
図
》
の
具
体
的
な
モ
チ
ー
フ
、
本
節
で
は
特

に
飼
育
法
や
飼
育
用
具
の
特
徴
を
眺
め
、
本
作
品
に
描
か
れ
て
い
る

も
の
の
性
質
に
迫
っ
て
み
た
い
。

《
鸚
鵡
図
》
に
描
か
れ
て
い
る
止
ま
り
木
二
種
類
は
ど
ち
ら
も
Ｔ

の
字
型
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
餌
や
水
を
与
え
る
の
に
用
い
ら
れ
た
で

あ
ろ
う
青
い
飾
り
杯
（
餌
猪
口
）
が
左
右
対
称
に
配
さ
れ
る
。
止
ま

り
木
の
下
に
伸
び
て
い
く
部
分
に
は
、
蓮
の
意
匠
を
凝
ら
し
た
飾
り

や
、
宝
石
・
ガ
ラ
ス
を
思
わ
せ
る
色
と
り
ど
り
の
豪
華
な
装
飾
が
な

さ
れ
て
い
る
。
最
下
部
に
は
尖
っ
た
金
属
の
よ
う
な
も
の
が
付
け
ら

れ
て
い
る
が
、
地
面
に
刺
し
て
用
い
る
に
は
形
状
が
い
さ
さ
か
不
適

当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
状
の
止
ま
り
木
は
、

工
芸
事
典
や
架
鷹
図
な
ど
に
同
様
の
例
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
実
際
に
当
時
の
鳥
類
飼
育
の
例
を
概
観
し
、《
鸚
鵡
図
》
の
止
ま
り

木
が
ど
こ
で
制
作
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る

の
か
を
類
推
し
、《
鸚
鵡
図
》
解
釈
の
一
助
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

細
川
博
昭
氏
に
よ
れ
ば
（
16
）
、
鳥
を
身
近
に
飼
育
す
る
と
い
う
こ
と

が
行
わ
れ
始
め
た
の
は
平
安
時
代
の
貴
族
の
間
で
の
こ
と
で
あ
り
、

一
般
の
人
々
が
鳥
を
飼
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
の
こ
と
と

さ
れ
る
。
し
か
し
江
戸
期
以
前
の
絵
画
に
も
鳥
の
飼
育
の
様
子
は
見

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
《
年
中
行
事
絵
巻
》
の
一
部
に
は
闘
鶏
に
沸
く

人
々
の
様
子
が
見
ら
れ
、
他
の
絵
巻
物
に
も
大
き
な
網
で
大
き
く
囲

っ
た
な
か
に
鳥
を
飼
育
す
る
様
子
が
描
か
れ
る
。

江
戸
時
代
に
は
愛
玩
用
ま
た
は
食
用
鳥
類
の
販
売
を
生
業
と
す
る

鳥
屋
（
と
や
）
が
名
所
図
絵
な
ど
に
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
販
売

の
様
子
か
ら
鳥
類
を
ど
の
よ
う
に
飼
育
し
て
い
た
の
か
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。《
江
戸
風
俗
図
巻
》（
享
保
年
間
）
の
上
野
の
図
に
は
江

戸
中
期
の
鳥
屋
の
様
子
も
描
か
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
鳥
は
そ
の
体

型
や
生
態
に
相
応
の
籠
に
入
れ
ら
れ
て
店
の
中
に
整
然
と
並
べ
ら
れ

て
お
り
、
今
日
で
は
あ
ま
り
飼
育
さ
れ
る
鳥
と
し
て
馴
染
の
な
い
鴛

鴦
ま
で
が
取
引
さ
れ
て
い
る
様
子
も
見
て
取
れ
る
。
ま
た
多
少
時
代

は
下
る
が
『
摂
津
名
所
図
会
』
の
中
に
も
大
坂
の
八
百
屋
町
に
あ
っ

た
鳥
屋
の
光
景
が
あ
ら
わ
さ
れ
、
鸚
鵡
が
売
ら
れ
て
い
る
様
子
も
認
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め
ら
れ
る
（
17
）
。
こ
の
よ
う
に
鳥
屋
で
も
鸚
鵡
が
扱
わ
れ
る
の
に
は
も

う
少
し
時
代
を
経
る
こ
と
と
な
る
。
鸚
鵡
に
つ
い
て
は
後
章
で
ま
と

め
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。

さ
て
鳥
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
特
に
注
目
し
て
み
る
と
、
一
般

的
に
鳥
屋
で
見
ら
れ
る
の
は
、
床
や
畳
に
置
い
て
用
い
る
タ
イ
プ
の

鳥
籠
で
あ
る
。
置
き
型
の
籠
で
鳥
類
を
飼
育
す
る
と
い
う
状
況
が
日

本
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
当
時
の
飼
育
書
『
呼
子
鳥
』

の
挿
絵
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。
鳥
屋
に
鳥
に
応
じ
た
籠
が
多
く
揃
え

ら
れ
る
の
は
、
商
品
を
持
ち
帰
る
際
の
便
宜
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、

購
入
後
に
始
ま
る
飼
育
の
過
程
を
見
越
し
て
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

《
江
戸
風
俗
図
巻
》
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
鳥
屋
を
描
い
た
作
例
に
、『
絵

本
徒
然
草
』（
元
文
五
年
）
の
挿
絵
が
あ
る
。
こ
ち
ら
に
は
京
都
の
小

鳥
屋
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
同
様
に
籠
の
中
で
小
鳥
を
飼
育
し
客
を

待
つ
様
子
が
見
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
籠
に
は
日
本
製
の
も
の
と
中
国
製
の
も
の
と
に

違
い
が
見
ら
れ
る
。
日
本
の
も
の
と
比
べ
て
み
る
と
、
中
国
製
の
籠

は
上
部
の
丸
い
、
装
飾
的
な
形
で
あ
る
。
ま
た
、
中
国
の
も
の
に
は

ど
れ
も
籠
に
上
か
ら
吊
り
下
げ
る
た
め
の
フ
ッ
ク
の
よ
う
な
も
の
が

取
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
掛
け
て
使
う
方
法
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
日
本
で
も
吊
り
下
げ
て
用
い
る
例
は
『
呼
子
鳥
』
の

挿
絵
の
中
に
も
確
認
で
き
る
が
、
籠
を
結
ぶ
紐
な
ど
を
物
に
掛
け
る

形
式
を
と
る
も
の
で
あ
り
、
元
か
ら
掛
け
て
使
用
す
る
こ
と
を
予
定

さ
れ
て
い
た
中
国
の
道
具
と
は
多
少
異
な
る
。
ま
た
、
道
具
と
い
う

点
で
は
籠
や
止
ま
り
木
と
同
様
に
餌
猪
口
に
も
注
目
さ
れ
る
が
、
そ

の
つ
け
方
や
数
量
に
は
日
本
と
中
国
に
お
い
て
違
い
が
見
ら
れ
る
。

中
国
の
も
の
に
は
ほ
と
ん
ど
に
餌
猪
口
が
二
つ
つ
い
て
お
り
、
中
に

は
左
右
同
じ
高
さ
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ

て
日
本
で
作
ら
れ
た
籠
に
は
餌
猪
口
が
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

以
上
に
指
摘
し
た
点
に
お
い
て
飼
育
用
具
に
日
本
と
中
国
の
籠
の
違

い
が
確
認
さ
れ
る
。《
鸚
鵡
図
》
の
止
ま
り
木
が
ど
こ
で
生
産
さ
れ
た

か
を
特
定
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
両
国
に
お
け
る
飼
育

方
法
が
異
な
っ
て
い
る
点
や
餌
猪
口
の
特
徴
等
か
ら
、《
鸚
鵡
図
》
の

モ
チ
ー
フ
で
あ
る
止
ま
り
木
に
お
い
て
は
中
国
的
な
性
質
が
見
ら
れ

る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
の
性
質
も
ま
た
、

源
泉
と
し
て
の
架
鷹
図
を
よ
り
中
国
的
な
も
の
に
求
め
る
要
因
の
一

つ
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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第
三
章

鸚
鵡
の
受
容
と
絵
画
化

一

江
戸
中
期
の
鸚
鵡
輸
入
と
飼
育

鸚
鵡
は
江
戸
時
代
以
前
に
も
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
こ
と

が
、
多
く
の
文
献
か
ら
確
認
さ
れ
て
い
る
。
日
本
に
最
初
に
鸚
鵡
が

持
ち
込
ま
れ
た
の
は
大
化
三
年
（
六
四
七
）
の
こ
と
で
あ
り
、
孔
雀

と
と
も
に
新
羅
か
ら
献
じ
ら
れ
た
こ
と
が
日
本
書
紀
に
記
さ
れ
る
ほ

か
、
こ
れ
以
降
も
度
々
日
本
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
て
い
る
（
18
）
。
鸚
鵡
や
イ
ン
コ
の
類
は
異
国
的
な
雰
囲
気
あ
ふ
れ

る
色
彩
豊
か
な
羽
毛
を
持
ち
、
人
間
の
言
葉
を
真
似
す
る
と
い
う
特

徴
も
備
え
て
お
り
、
希
少
価
値
の
高
い
貴
重
な
鳥
類
と
し
て
も
て
は

や
さ
れ
た
と
伝
え
る
史
料
・
文
学
も
多
い
。

江
戸
時
代
に
は
中
国
や
オ
ラ
ン
ダ
と
の
貿
易
に
よ
っ
て
、
白
い
鸚

鵡
や
イ
ン
コ
、
九
官
鳥
な
ど
の
様
々
な
鳥
類
が
輸
入
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
し
か
し
江
戸
時
代
の
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
そ
れ
ら
の

珍
鳥
を
所
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
経
済
的
に
余
裕
の
あ
っ
た
大

名
層
の
武
士
達
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
大
名
が
飼
育
す
る
よ
う
な

珍
し
い
輸
入
鳥
は
、
流
通
の
ル
ー
ト
も
和
鳥
と
は
異
な
っ
て
お
り
、

一
度
中
央
に
お
い
て
唐
絵
目
利
の
写
生
図
を
元
に
品
定
め
を
さ
れ
た

後
、
幕
府
や
諸
大
名
の
買
い
上
げ
に
な
ら
な
か
っ
た
鳥
の
み
が
一
般

の
市
場
に
出
回
る
こ
と
と
な
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
（
19
）
。
社
会
的
地

位
や
経
済
力
に
よ
っ
て
飼
育
す
る
鳥
の
種
類
が
異
な
っ
て
い
た
た
め

に
、
当
時
の
飼
育
書
に
も
そ
の
掲
載
す
る
鳥
の
種
類
に
違
い
が
見
ら

れ
る
。
飼
育
書
で
あ
る
『
呼
子
鳥
』（
一
七
一
○
年
）『
諸
禽
万
益
集
』

（
一
七
一
七
年
）『
唐
鳥
秘
伝
百
千
鳥
』（
一
七
七
三
年
）『
百
千
鳥
』

（
一
七
九
九
年
）
は
、《
鸚
鵡
図
》
が
描
か
れ
た
当
時
の
鳥
類
飼
育
の

状
況
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
人
々
が
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
た
飼
育

書
は
『
呼
子
鳥
』『
諸
禽
万
益
集
』『
百
千
鳥
』
で
あ
り
、
こ
の
三
点

に
は
鸚
鵡
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
い
（
20
）
。
一
般
の
人
々
が
飼
育
し
て

い
た
の
は
和
産
の
小
鳥
な
ど
で
あ
り
、
外
来
鳥
飼
育
に
つ
い
て
の
情

報
は
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
『
唐
鳥
秘

伝
百
千
鳥
』
に
は
輸
入
鳥
が
多
く
所
載
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
ち
ら

は
一
部
の
大
名
や
旗
本
用
の
飼
育
書
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
般
の
人
々
に
と
っ
て
輸
入
鳥
の
飼
育
は
経
済
的
に
難
し
い
も
の

で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
高
価
な
鳥
類
を
目
に
す
る
こ
と
は
で
き
た
。

そ
の
唯
一
の
機
会
が
鳥
類
の
見
世
物
で
あ
っ
た
。
中
で
も
鸚
鵡
や
孔

雀
の
よ
う
な
輸
入
鳥
は
「
唐
鳥
」
あ
る
い
は
「
名
鳥
」
と
よ
ば
れ
人

気
の
高
い
部
門
で
あ
っ
た
（
21
）
。
初
期
に
多
く
行
わ
れ
た
の
は
孔
雀
の

見
世
物
で
あ
っ
た
が
、
以
降
孔
雀
だ
け
で
な
く
鸚
鵡
や
イ
ン
コ
な
ど

多
く
の
輸
入
鳥
が
見
世
物
と
な
っ
た
。
若
冲
が
《
鸚
鵡
図
》
を
描
い
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た
宝
暦
年
間
ま
で
に
行
わ
れ
た
鸚
鵡
を
含
む
輸
入
鳥
の
見
世
物
は
、

延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）、
享
保
二
年

（
一
七
一
七
）、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
の
四
回
が
確
認
さ
れ
て
い

る
（
22
）
。
見
世
物
の
回
数
は
孔
雀
と
較
べ
て
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
く
、

こ
こ
か
ら
も
鸚
鵡
の
貴
重
さ
が
窺
わ
れ
る
。

上
に
挙
げ
た
四
回
の
見
世
物
の
う
ち
、
宝
暦
八
年
の
夏
に
大
阪
道

頓
堀
で
行
わ
れ
た
輸
入
鳥
八
羽
の
見
世
物
は
特
に
大
変
に
盛
況
で
、

見
世
物
に
出
品
さ
れ
た
の
は
猩
々
い
ん
こ
、
青
い
ん
こ
、
色
い
ん
こ
、

達
磨
い
ん
こ
、
白
鸚
鵡
、
黄
鳥
、
錦
鶏
、
島
ひ
よ
鳥
で
あ
っ
た
（
23
）
。

こ
れ
ら
の
鳥
は
摂
津
高
槻
藩
主
永
井
直
行
侯
（
一
七
三
○_

一
七
五

八
）
の
愛
禽
で
あ
っ
た
が
、
永
井
侯
の
急
逝
に
と
も
な
っ
て
大
坂
の

小
鳥
商
人
仲
間
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
（
24
）
。
米

一
石
に
つ
き
金
二
両
で
あ
っ
た
時
代
に
、
こ
れ
ら
の
鳥
は
八
羽
で
総

額
三
百
両
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
25
）

か
ら
に
は
、
人
々
に

は
よ
ほ
ど
豪
華
な
見
世
物
に
見
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。

ま
た
、
見
世
物
の
ほ
か
に
も
孔
雀
茶
屋
あ
る
い
は
花
鳥
茶
屋
と
呼

ば
れ
る
よ
う
な
、
鳥
を
並
べ
て
見
せ
な
が
ら
商
売
を
す
る
茶
屋
も
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
輸
入
鳥
が
人
々
前
に
現
れ
や
す
く
な
っ
た
こ

と
が
多
く
の
資
料
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
気
軽

に
唐
鳥
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
茶
屋
が
登
場
す
る
の
は
寛
政
や
文
化

の
頃
で
あ
り
（
26
）
、
若
冲
が
鸚
鵡
を
描
い
た
時
期
よ
り
も
さ
ら
に
下
っ

て
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
若
冲
が
《
鸚
鵡
図
》
を
描
い
た
と
推
定

さ
れ
る
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
か
ら
宝
暦
七
、
八
年
（
一
七
五
七
、

五
八
）
は
、
ま
だ
鸚
鵡
を
身
近
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
時
代
で
は
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
日
確
認
さ
れ
る
鸚
鵡
を
モ
チ
ー
フ
と
す

る
日
本
の
絵
画
は
そ
の
多
く
が
若
冲
以
降
の
も
の
で
あ
り
、
江
戸
初

期
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
描
か
れ
た
作
例
は
少
な
い
こ
と
も
、
画
家

達
の
視
覚
体
験
の
少
な
さ
や
困
難
さ
を
思
わ
せ
る
（
27
）
。

二

鸚
鵡
の
記
録
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て

古
来
よ
り
鸚
鵡
は
そ
の
賢
さ
が
人
々
の
興
味
を
大
い
に
引
き
つ
け

た
ら
し
く
、
そ
う
い
っ
た
賢
さ
に
ま
つ
わ
る
多
く
の
文
学
や
説
話
な

ど
が
残
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
特
に
白
色
の
鸚
鵡
は
、
羽
毛
の
色
や

知
能
の
高
さ
か
ら
「
雪
衣
娘
」（
せ
つ
い
じ
ょ
う
）
と
言
う
名
前
で
呼

ば
れ
る
な
ど
、
ペ
ッ
ト
と
し
て
人
気
の
高
い
鳥
で
あ
っ
た
（
28
）
。
こ
の

よ
う
に
高
価
で
珍
し
い
鸚
鵡
の
姿
は
、
様
々
な
形
で
画
面
上
に
写
さ

れ
た
が
、
そ
こ
に
は
姿
形
を
記
録
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
対
象
の
鸚

鵡
を
眺
め
る
姿
勢
が
見
て
取
れ
る
。
具
体
的
に
は
長
崎
に
持
ち
込
ま

れ
た
鳥
獣
を
写
生
し
た
も
の
や
、
鳥
商
が
扱
っ
た
唐
鳥
の
カ
タ
ロ
グ

な
ど
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
通
し
て
、
当
時
の
鸚
鵡
の
様
子
を
眺
め

169





し
て
い
る
点
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
若
冲
の
《
鸚
鵡

図
》
の
表
現
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

博
物
学
の
流
行
に
伴
い
、
収
集
し
飼
育
し
た
鳥
類
を
図
譜
と
い
う

形
で
記
録
化
し
た
大
名
も
多
か
っ
た
。
時
代
は
下
る
が
伊
勢
長
島
の

藩
主
で
あ
る
増
山
雪
斎
（
一
七
五
四_

一
八
一
九
）
も
自
筆
の
図
譜
《
百

鳥
図
》
の
な
か
に
タ
イ
ハ
ク
オ
ウ
ム
の
図
を
残
し
て
い
る
。
雪
斎
の

よ
う
に
鳥
類
譜
を
制
作
す
る
大
名
に
は
『
鳥
名
便
覧
』
等
を
編
集
し

た
薩
摩
藩
主
島
津
重
豪
（
一
七
四
五_

一
八
三
三
）
や
、『
堀
田
禽
譜
』

を
編
集
し
た
近
江
堅
田
藩
主
堀
田
正
敦
（
一
七
五
八_

一
八
三
二
）

ら
の
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
書
籍
、
カ
タ
ロ
グ
、
事
典
の
挿
絵

次
に
書
籍
、
カ
タ
ロ
グ
、
事
典
の
挿
絵
の
中
に
表
れ
た
鸚
鵡
の
図

を
取
り
上
げ
た
い
。
こ
れ
ら
の
図
が
一
般
的
な
絵
画
と
異
な
っ
て
い

る
の
は
、
当
時
の
状
況
に
即
し
た
描
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
カ
タ
ロ
グ
の
挿
絵
や
鳥
屋
の
光
景
は
、
鸚
鵡
が
ど
の
よ

う
な
形
で
取
引
さ
れ
飼
育
さ
れ
て
い
た
の
か
を
客
観
性
を
も
っ
て
伝

え
て
い
る
。
こ
う
し
た
図
は
人
々
が
鸚
鵡
を
ど
の
よ
う
な
生
き
物
と

し
て
捉
え
て
い
る
か
を
知
る
上
で
も
重
要
な
資
料
で
あ
る
。

鸚
鵡
を
簡
単
に
目
に
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
江
戸
時
代
初
期
、
日

本
で
最
初
の
百
科
図
鑑
で
あ
る
と
さ
れ
る
『
訓
蒙
図
彙
』
が
刊
行
さ

れ
た
が
、
そ
の
中
に
は
鸚
鵡
の
記
述
と
挿
絵
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

上
か
ら
ぶ
ら
下
げ
る
ブ
ラ
ン
コ
型
の
止
ま
り
木
に
は
餌
猪
口
が
二
つ

付
い
て
お
り
、
そ
の
中
国
性
を
感
じ
さ
せ
る
。
江
戸
時
代
中
期
に
は

図
説
百
科
事
典
『
和
漢
三
才
図
会
』
が
寺
島
良
安
に
よ
っ
て
編
ま
れ

た
が
、
鸚
鵡
の
挿
絵
は
『
訓
蒙
図
彙
』
の
そ
れ
と
酷
似
し
て
お
り
、

良
安
が
先
ん
じ
て
刊
行
さ
れ
て
い
た
『
訓
蒙
図
彙
』
を
参
考
に
挿
絵

を
描
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
和
漢
三
才
図
会
』
の
範
と
し
て
明
末
に

王
圻
が
編
集
し
た
『
三
才
図
会
』
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
ち
ら
に
は

鸚
鵡
の
説
明
の
た
め
に
桃
の
実
る
枝
に
止
ま
る
鸚
鵡
類
を
描
い
た
挿

絵
が
収
め
ら
れ
る
。

次
に
書
籍
の
中
の
挿
絵
で
あ
る
が
、
特
に
取
り
上
げ
た
い
の
が
宝

暦
八
年
（
一
七
五
八)

秋
刊
行
の
『
奇
観
名
話
』（
図
11
）
で
あ
る
。

こ
れ
は
京
都
の
町
医
者
で
あ
っ
た
菅
清

が
書
い
た
輸
入
鳥
十
羽

（
八
哥
鳥
、
九
官
鳥
、
鸚
鵡
、
五
色
鸚
哥
、
緋
鸚
哥
、
猩
々
鸚
哥
、
達

磨
鸚
哥
、
御
花
鸚
哥
、
青
海
鸚
哥
、
青
鸚
哥
）
の
解
説
書
で
あ
り
、

挿
絵
を
関
岡
逸
訓
が
担
当
し
て
い
る
。
序
文
・
跋
文
に
は
、
鳥
の
正

し
い
名
前
を
広
く
周
知
さ
せ
る
と
い
う
こ
の
書
の
目
的
が
う
か
が
わ

れ
、
珍
し
い
鳥
類
の
名
前
を
知
り
た
い
と
い
う
人
々
の
要
望
も
感
じ

ら
れ
る
。
同
年
夏
に
行
わ
れ
た
道
頓
堀
で
の
見
世
物
が
契
機
と
考
え
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三

鸚
鵡
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
絵
画
と
《
鸚
鵡
図
》
に
つ
い
て

鸚
鵡
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
絵
画
の
登
場
は
、
元
以
降
明
清
時
代
の

こ
と
と
見
ら
れ
て
い
る
（
32
）
。
そ
の
時
期
に
制
作
さ
れ
た
中
国
の
絵
画

と
、
同
じ
く
鸚
鵡
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
日
本
の
絵
画
と
を
比
較
し
、

考
察
を
試
み
た
。

ま
ず
は
中
国
に
お
け
る
鸚
鵡
の
絵
画
表
現
に
つ
い
て
、
第
一
章
で

も
取
り
上
げ
た
蒋
廷
錫
筆
《
仙
桃
霊
禽
図
》（
図
７
）
を
見
て
み
た

い
。
今
日
見
る
こ
と
の
で
き
る
鸚
鵡
を
描
い
た
絵
画
と
し
て
は
比
較

的
早
い
と
思
わ
れ
る
時
期
に
制
作
さ
れ
た
こ
の
図
に
も
、
今
ま
で
見

て
き
た
よ
う
な
ブ
ラ
ン
コ
型
の
止
ま
り
木
に
宿
る
状
態
で
鸚
鵡
ま
た

は
イ
ン
コ
が
描
か
れ
て
い
る
。
脚
が
止
ま
り
木
に
つ
な
が
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
人
間
の
所
有
物
と
し
て
の
鸚
鵡
を
描
い
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
他
に
中
国
の
作
例
と
し
て
は
、《
鸚
鵡
戯
蝶
図
》（
清
時
代
）

や
《
調
鸚
鵡
図
》（
明
時
代
）
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
と
も
に
ブ
ラ
ン
コ

状
の
止
ま
り
木
と
と
も
に
飼
育
さ
れ
る
様
子
で
描
か
れ
て
い
る
。《
調

鸚
鵡
図
》
の
形
式
は
、
婦
人
と
鸚
鵡
と
い
う
ひ
と
つ
の
形
式
に
の
っ

と
っ
た
絵
画
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
ブ
ラ
ン
コ
状
の
止
ま
り
木

に
止
ま
る
鸚
鵡
と
女
性
が
と
も
に
描
か
れ
る
他
の
絵
画
も
確
認
で
き

る
。
な
お
完
全
に
自
然
の
中
に
鸚
鵡
が
い
る
様
子
を
描
い
た
中
国
画

や
《
架
鸚
鵡
図
》
と
十
分
に
み
な
す
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
《
鸚
鵡

図
》
に
類
似
す
る
絵
画
は
、
今
回
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

次
に
日
本
に
お
け
る
鸚
鵡
の
絵
画
表
現
に
つ
い
て
で
あ
る
。

宋
紫
山(

一
七
三
三_

一
八
○
五)

の
《
梅
花
群
鳥
図
》
は
百
鳥
図

的
に
鳥
を
画
面
に
集
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
に
白
い
鸚
鵡
が
描

か
れ
る
。
そ
の
羽
毛
の
表
現
に
は
長
崎
派
の
写
実
手
法
の
影
響
が
見

ら
れ
る
。
墨
で
線
を
引
く
こ
と
な
く
胡
粉
の
毛
書
き
に
よ
っ
て
羽
毛

の
形
態
や
質
感
を
捉
え
て
い
る
点
は
、
紫
石
の
羽
根
描
き
表
現
と
類

似
す
る
（
33
）
。
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よ
う
に
な
る
。
礒
田
湖
龍
斎
（
一
七
三
五_

没
年
不
明
）
に
は
白
い

鸚
鵡
を
描
い
た
浮
世
絵
の
作
例
が
見
ら
れ
る
。《
あ
う
む
暮
雪
》（
図

14
）《
鸚
鵡
》
と
題
さ
れ
た
作
品
が
そ
れ
で
あ
る
。「
鸚
鵡
」
に
も
白

い
鸚
鵡
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
止
ま
り
木
は
鷹
の
架
と
ほ
ぼ
同

じ
つ
く
り
の
も
の
が
豪
華
に
飾
り
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
尾
羽

を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
取
り
付
け
ら
れ
た
架
絹
も
設
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
飼
育
の
様
子
や
描
き
方
は
日
本
で
よ
く
見
ら
れ
る
架
鷹
図

と
類
似
し
て
お
り
、
鸚
鵡
を
飼
育
す
る
の
に
は
中
国
的
な
道
具
だ
け

で
は
な
く
、
架
鷹
図
同
様
の
道
具
で
飼
育
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
人
々
の
生
活
を
描
く
風
俗
画
の
中
に
描
か
れ
る
こ
と

で
、
再
び
鸚
鵡
は
足
元
に
止
ま
り
木
を
取
り
戻
す
の
で
あ
る
。
な
お

婦
女
と
鸚
鵡
と
い
う
組
み
合
わ
せ
も
ま
た
、《
調
鸚
鵡
図
》
の
よ
う
に

中
国
で
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
の
類
似
が
興
味
深
い
。

以
上
に
鸚
鵡
を
描
い
た
絵
画
を
概
観
し
、
中
国
の
も
の
と
比
較
す

る
と
、
日
本
に
お
い
て
花
鳥
画
に
鸚
鵡
が
表
現
さ
れ
る
際
は
、「
鸚
鵡

と
止
ま
り
木
」
の
セ
ッ
ト
が
崩
れ
、
よ
り
花
鳥
画
ら
し
い
表
現
が
選

択
さ
れ
て
い
る
。
中
国
画
に
は
自
然
景
の
な
か
に
止
ま
り
木
と
鸚
鵡

を
セ
ッ
ト
で
入
れ
込
む
向
き
が
見
ら
れ
た
が
、
日
本
に
お
い
て
は
自

然
景
の
中
に
置
か
れ
る
こ
と
で
止
ま
り
木
と
鸚
鵡
が
離
れ
る
傾
向
に

あ
っ
た
。

《
鸚
鵡
図
》
は
こ
の
よ
う
な
鸚
鵡
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
花
鳥
画
や

風
俗
画
と
は
異
な
り
、「
鸚
鵡
と
止
ま
り
木
」
と
い
う
セ
ッ
ト
の
み
を

画
面
上
に
抜
き
出
す
形
を
と
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
日
本
に
お
い

て
鸚
鵡
は
珍
鳥
で
あ
り
記
録
化
の
面
か
ら
鸚
鵡
を
見
る
向
き
が
強
か

っ
た
こ
と
が
前
節
の
大
名
の
図
譜
か
ら
も
見
え
る
。
そ
し
て
記
録
さ

れ
る
に
あ
た
り
、
日
本
に
生
息
し
て
い
な
い
鳥
類
で
あ
る
鸚
鵡
は
、

止
ま
り
木
の
上
に
あ
っ
て
こ
そ
自
然
で
現
実
に
即
し
た
状
態
に
見
え

た
と
思
わ
れ
る
。
写
生
図
譜
や
挿
絵
類
に
見
た
よ
う
な
説
明
や
記
録

化
の
役
割
を
持
つ
ほ
ど
、
そ
う
し
た
「
鸚
鵡
と
止
ま
り
木
」
が
セ
ッ

ト
に
な
っ
て
状
況
か
ら
抜
き
出
さ
れ
る
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
若
冲
の
《
鸚
鵡
図
》
は
、
背
景
の
消
失
や
止
ま

り
木
と
鸚
鵡
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
組
み
合
わ
せ
、
ま
た
細
か
く
羽
毛

の
表
情
を
追
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
鸚
鵡
を
記
録
す
る
絵
画
と
類
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る
と
、
茎
と
の
明
確
な
関
係
性
を
排
除
さ
れ
、
空
間
に
浮
遊
す
る
こ

と
で
画
面
を
構
成
す
る
要
素
と
な
っ
て
い
る
。

博
物
学
が
図
譜
の
制
作
に
よ
る
記
録
化
や
輸
入
鳥
・
珍
鳥
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
に
大
名
を
向
か
わ
せ
て
い
た
一
方
、
愛
玩
し
て
い
た
動
物

を
絵
画
化
・
肖
像
化
し
よ
う
と
す
る
向
き
が
あ
っ
た
と
い
う
前
出

の
《
白
オ
ウ
ム
図
》
の
よ
う
な
作
品
へ
の
指
摘
も
、
注
目
す
べ
き
で

あ
る
。

図
譜
が
鳥
類
の
記
録
化
を
図
る
の
に
対
し
て
、
絵
画
は
記
録
化
と

同
時
に
演
出
も
行
っ
て
い
る
。
対
象
を
た
だ
記
録
す
る
だ
け
で
な
く
、

画
面
の
中
に
ポ
ー
ズ
を
取
ら
せ
て
配
置
す
る
、
あ
る
い
は
新
た
に
何

ら
か
の
要
素
を
付
加
し
絵
画
の
画
面
と
し
て
演
出
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
対
象
の
演
出
と
い
う
観
点
は
、
あ
る
特
定
の
人
物
や
動

物
を
描
く
肖
像
画
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
作
品
を
「
肖
像
画
」

と
し
て
特
定
す
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
他
資
料
が
必
要
で
あ
る
が
、

今
回
の
《
鸚
鵡
図
》
に
つ
い
て
は
、
資
料
を
発
見
す
る
こ
と
は
出
来
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
今
回
は
鸚
鵡
の
「
肖
像
画
」
と
し
て
断
定
す
る

に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、《
鸚
鵡
図
》
に
見
ら
れ
る
写
生
的
な
表

現
や
演
出
の
意
識
が
架
鷹
図
や
図
譜
な
ど
の
記
録
絵
画
に
近
い
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の
作
品
を
見
て
い
く
中
で
理
解
さ
れ
た
。《
鸚

鵡
図
》
の
鸚
鵡
は
装
飾
的
な
止
ま
り
木
で
荘
厳
さ
れ
、
他
の
要
素
を

排
し
た
無
背
景
の
中
に
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
肖
像
画
と

同
様
に
、
そ
の
存
在
が
一
層
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
餌
猪
口
や
錘

の
つ
い
た
鎖
を
画
面
要
素
と
し
て
組
み
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に

は
、
そ
の
現
実
性
へ
の
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。《
鸚
鵡
図
》
は
「
肖
像
画
」
と
し
て
の
演
出
性
を
十
分

に
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

図
譜
に
見
ら
れ
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
意
図
や
、「
肖
像
化
」
へ
の

意
図
が
鸚
鵡
な
ど
の
唐
鳥
に
お
い
て
も
応
用
さ
れ
え
た
と
い
う
こ
と
、

宝
暦
前
半
の
時
点
で
は
鸚
鵡
を
飼
育
す
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
的
な

階
層
が
武
家
層
あ
る
い
は
有
力
な
町
人
層
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
、《
鸚
鵡
図
》
に
描
か
れ
る
止
ま
り
木
が
他
の
絵
画
で
確
認
で
き

な
い
豪
奢
な
も
の
で
あ
る
こ
と
等
を
考
慮
す
る
と
、
若
冲
の
《
鸚
鵡

図
》
に
は
当
時
に
お
け
る
有
力
者
の
存
在
が
漂
っ
て
く
る
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
。
し
か
し
若
冲
に
武
家
そ
の
他
の
有
力
な
パ
ト
ロ
ン
が
つ

い
て
い
た
こ
と
を
示
す
資
料
は
な
く
、
あ
く
ま
で
飛
躍
し
た
推
測
の

域
を
出
な
い
。
こ
の
よ
う
な
有
力
者
階
級
と
の
接
触
の
要
素
と
し
て

当
時
の
社
会
に
お
け
る
若
冲
の
評
価
が
一
つ
の
目
安
と
し
て
重
要
と

思
わ
れ
る
が
、『
平
安
人
物
志
』
に
最
初
に
名
を
連
ね
る
の
は
安
永
四

年
（
一
七
七
五
）
の
こ
と
で
あ
り
、
若
冲
初
期
の
評
価
に
つ
い
て
は

今
後
の
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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こ
こ
で
紹
介
し
て
お
き
た
い
の
だ
が
、
若
冲
に
は
《
鸚
鵡
図
》
だ

け
で
は
な
く
《
鸚
哥
図
》（
い
ん
こ
ず
）
な
る
も
の
も
作
品
と
し
て
確

認
さ
れ
て
い
た
。
現
在
画
像
は
確
認
さ
れ
な
い
が
、
前
出
の
『
藝
術

資
料
』
に
お
い
て
文
章
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
以
下
写
し
で
あ

る
。「

石
川
確
治
氏
蒐
集
の
も
の
で
、
矢
張
り
こ
れ
も
猩
々
鸚
哥
が
、

と
ま
り
木
に
と
ま
つ
て
ゐ
る
絹
本
極
密
の
着
色
畫
で
あ
る
、
若
冲
の

個
性
や
鋒
芒
が
あ
る
程
度
ま
で
藏
さ
れ
て
、
一
寸
徽
宗
皇
帝
の
鷹
の

作
で
も
見
る
や
う
な
感
じ
で
あ
る
。」（
37
）

辻
惟
雄
氏
は
《
鸚
鵡
図
》
の
解
説
の
中
で
、
若
冲
の
描
い
た
華
麗

な
止
ま
り
木
と
徽
宗
皇
帝
の
作
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
架
鷹
図
に
み
る

装
飾
的
な
鷹
架
と
の
雰
囲
気
の
類
似
を
指
摘
し
て
い
る
が
、『
藝
術
資

料
』
に
お
け
る
記
述
も
そ
の
感
じ
方
が
一
致
し
て
い
る
点
で
興
味
深

い
。
お
そ
ら
く
こ
の
《
鸚
哥
図
》
の
形
式
は
《
鸚
鵡
図
》
の
形
式
と

類
似
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
《
鸚
鵡
図
》
と
何
ら
か
の

関
連
性
を
持
っ
た
作
品
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
猩
々
鸚
哥

も
ま
た
輸
入
鳥
と
し
て
非
常
に
高
価
な
鳥
類
で
あ
り
、
大
名
達
の
図

譜
に
も
頻
繁
に
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
武
家
ク
ラ
ス
の
人
物
と

の
交
流
を
わ
ず
か
な
が
ら
思
わ
せ
る
。
鸚
鵡
だ
け
で
な
く
猩
々
鸚
哥

も
同
様
の
形
式
で
描
く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
か
ら
、
若
冲
に
こ
の
よ

う
な
高
価
な
輸
入
鳥
を
見
る
何
ら
か
の
機
会
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
宝
暦
八
年
に
高
槻
藩
主
永
井
侯
が
夭
折
し
、
そ
れ
に
伴
い

民
間
の
鳥
屋
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
鳥
た
ち
の
中
に
も
、
白
い
鸚
鵡
と

猩
々
鸚
哥
が
あ
っ
た
。
永
井
侯
と
の
関
連
付
け
は
あ
ま
り
に
も
飛
躍

的
で
根
拠
が
な
い
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
若
冲
の
住
む
地
方
で

多
彩
な
輸
入
鳥
飼
育
を
行
う
大
名
が
い
た
こ
と
は
留
め
て
お
き
た
い
。

宝
暦
期
に
若
冲
の
よ
う
な
市
井
の
画
家
が
鸚
鵡
を
見
る
こ
と
が
で

き
た
と
す
る
な
ら
ば
、
見
世
物
の
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
若
冲
が

生
ま
れ
た
一
七
一
六
年
か
ら
《
鸚
鵡
図
》
が
描
か
れ
た
と
さ
れ
る
宝

暦
七
、
八
年
頃
ま
で
、
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
る
京
都
周
辺
で
の

見
世
物
興
行
は
一
七
一
七
年
と
一
七
五
八
年
の
わ
ず
か
二
回
で
あ
る
。

こ
れ
で
は
宝
暦
三
、
四
年
の
時
点
で
の
《
鸚
鵡
図
》
制
作
の
参
考
に

な
ら
な
い
。
市
井
で
容
易
に
鸚
鵡
を
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
時

代
に
、
唯
一
の
機
会
で
あ
っ
た
見
世
物
が
こ
の
二
回
し
か
な
か
っ
た

と
す
る
な
ら
ば
、
若
冲
の
鸚
鵡
が
一
体
ど
こ
か
ら
得
ら
れ
た
の
か
を

明
ら
か
に
す
る
に
は
今
後
新
た
な
資
料
が
必
要
と
な
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
「
鸚
鵡
図
」
の
特
異
な
形
式
に
興
味
の
端
を
発
し
、
先

178



行
研
究
上
で
示
唆
さ
れ
て
き
た
架
鷹
図
と
の
関
連
を
再
考
す
る
と
こ

ろ
か
ら
、
従
来
架
鷹
図
の
翻
案
と
し
て
み
な
さ
れ
て
き
た
「
鸚
鵡
図
」

の
解
釈
を
は
じ
め
、
先
行
研
究
で
示
唆
さ
れ
た
架
鷹
図
と
の
関
連
を
、

作
品
比
較
を
す
る
こ
と
で
可
能
な
限
り
実
証
的
に
捉
え
る
よ
う
に
努

め
た
。「
鸚
鵡
図
」
の
性
質
に
つ
い
て
は
他
の
鸚
鵡
絵
画
や
関
連
資
料

を
網
羅
的
に
検
討
し
比
較
を
行
う
こ
と
で
、
そ
の
記
録
的
な
性
質
や

演
出
性
ひ
い
て
は
肖
像
性
と
い
っ
た
性
質
を
導
き
明
確
に
し
、
ま
た
、

他
絵
画
と
の
比
較
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
鸚
鵡
図
」
が
描
か
れ
た
時
代
背

景
や
、
当
時
の
鸚
鵡
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て
も
目
を

向
け
、
作
品
の
成
立
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
き
た
。

以
上
か
ら
「
鸚
鵡
と
止
ま
り
木
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
絵
画
化
す

る
に
あ
た
り
、
そ
の
本
質
に
は
記
録
し
肖
像
的
に
演
出
す
る
と
い
う

意
識
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
類
似
す
る
モ
チ
ー
フ
図
式
を
有
し

て
い
た
架
鷹
図
の
形
式
を
そ
の
発
想
源
と
し
た
と
い
う
の
が
、「
鸚
鵡

図
」
制
作
の
筋
道
と
し
て
見
え
て
き
た
が
、
同
時
に
若
冲
な
り
の
絵

作
り
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
不
明
な
点

の
多
か
っ
た
「
鸚
鵡
図
」
の
形
式
的
な
問
題
や
、
そ
の
性
質
に
つ
い

て
幾
分
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
が
、
そ
の
性
質
に
つ
い
て
は

可
能
性
の
指
摘
の
域
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
部
分
も
あ
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
若
冲
が
い
つ
ご
ろ
、
ど
の
よ
う
に
珍
鳥
の

鸚
鵡
や
イ
ン
コ
を
学
習
し
た
の
か
、
ま
た
そ
の
学
習
に
何
ら
か
の
パ

ト
ロ
ン
の
介
在
は
な
か
っ
た
か
な
ど
を
、
他
資
料
に
あ
た
り
確
認
し

て
い
く
作
業
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
現
在
確
認
さ
れ
る

鸚
鵡
絵
画
や
関
連
資
料
と
の
比
較
を
行
っ
た
が
、
新
た
に
絵
画
や
資

料
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
今
後
は
可
能
性
の
域
を
出

な
か
っ
た
肖
像
性
な
ど
の
部
分
が
よ
り
明
確
に
解
釈
で
き
る
よ
う
に

努
め
、
若
冲
と
社
会
と
の
関
わ
り
方
、
あ
る
い
は
若
冲
の
絵
画
学
習

に
つ
い
て
新
た
な
一
端
が
開
か
れ
る
こ
と
期
待
し
な
が
ら
、「
鸚
鵡

図
」
の
本
質
に
実
証
的
に
迫
っ
て
い
き
た
い
。
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註１

辻
惟
雄
「
伊
藤
若
冲
筆
「
鸚
鵡
図
」」『
國
華
』
國
華
社

第
一

二
○
三
号

一
九
九
六
年

二
九
、
三
○
頁
。

２

前
掲
註
（
１
）
辻
氏
解
説
参
照
。
な
お
解
説
で
は
「
宝
永
三
、

四
年
」
と
あ
っ
た
が
、
若
冲
は
そ
の
頃
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い



こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
「
宝
暦
」
の
誤
り
と
考
え
て
論
を
進
め

た
。

３

作
品
名
と
所
蔵
元
、
図
版
の
み
が
掲
載
さ
れ
た
図
録
で
あ
る
。

「
鸚
鵡
図
」
の
図
版
は
モ
ノ
ク
ロ
で
あ
り
、
特
有
の
羽
書
き
の

部
分
も
薄
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
本
論
に
図
版
と
し
て
添
付
す

る
図
に
お
け
る
不
具
合
を
了
承
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

４

狩
野
博
幸
『
伊
藤
若
冲
』
紫
紅
社

一
九
九
三
年
。

狩
野
博

幸
『
伊
藤
若
冲
大
全
』
解
説
編

京
都
国
立
博
物
館
編

小
学

館

二
○
○
二
年
。
佐
藤
康
宏
「
鸚
鵡
図
」『
ボ
ス
ト
ン
美
術

館
日
本
名
品
展
特
別
図
録
』
一
九
八
四
年

二
四
一
、
二
四
二

頁
。
佐
藤
康
宏
『
日
本
の
美
術

第
二
五
六
号

伊
藤
若
冲
』

至
文
堂

一
九
八
七
年
。

５

唐
絵
目
利
は
長
崎
奉
行
直
轄
の
御
用
絵
師
で
あ
り
、
そ
の
役
職

の
主
な
仕
事
と
し
て
は
舶
来
の
書
画
や
鳥
獣
を
写
生
し
、
幕
府

に
送
る
こ
と
を
職
務
と
し
て
い
た
。

６

宝
暦
十
一
年
刊
の
『
昨
非
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
詩

集
は
木
村
蒹
葭
堂
に
よ
っ
て
上
木
さ
れ
た
。

７

伝
徽
宗
筆
と
さ
れ
る
鷹
の
図
は
多
く
確
認
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
は
皇
帝
の
真
筆
で
は
な
く
元
か
ら
明
に
か
け
て
制
作
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

８

前
掲
註
（
４
）
狩
野
氏
解
説
よ
り
引
用
。
氏
は
写
生
意
識
が
こ

の
作
品
の
制
作
契
機
と
し
て
あ
っ
た
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
上

で
す
べ
て
を
「
図
案
的
形
態
感
覚
」
で
処
理
し
て
い
る
点
が
特

徴
的
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
い
う
「
図
案
的
形
態
感
覚
」
と

は
、
正
面
観
や
背
景
の
排
除
も
含
ん
で
の
言
葉
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
、
こ
の
解
説
内
で
桃
山
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て

の
杉
戸
絵
に
相
似
た
図
様
が
あ
る
と
し
て
い
る
も
の
の
、
今
回

は
探
し
当
て
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

９

伊
藤
た
ま
き
「
筑
波
大
学
所
蔵

田
村
直
翁
筆
《
架
鷹
図
》
に

つ
い
て
」『
本
美
術
研
究
』vol.2

三_

八
頁
。

10

前
掲
註
（
９
）
伊
藤
氏
論
文
参
照
。

11

鈴
木
廣
之
「
押
絵
貼
り
屏
風
形
式
の
架
鷹
図
に
つ
い
て
」『
日
本

屏
風
絵
集
成

鈴
木
氏
は
押
絵
貼
り
屏
風
形
式
の
架
鷹
図
の
場

合
、
掛
幅
形
式
の
も
の
と
は
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
が
視
覚

的
に
呼
応
す
る
よ
う
に
個
体
描
写
を
多
少
犠
牲
に
し
て
造
形
的

な
リ
ズ
ム
を
つ
く
り
全
体
に
統
一
感
を
持
た
せ
る
必
要
が
あ
っ

た
と
す
る
。
氏
は
こ
の
よ
う
な
押
絵
貼
り
屏
風
形
式
の
架
鷹
図

に
も
「
理
想
的
に
は
」
対
象
の
個
的
描
写
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
た
は
ず
だ
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
形
式
に
お
い
て
本

当
に
個
的
描
写
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
、
つ
ま
り
は
肖
像
と
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し
て
の
性
質
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
は
っ
き

り
と
断
言
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
押
絵
貼
り
屏
風
形
式
の

架
鷹
図
の
祖
系
と
も
い
え
る
掛
幅
形
式
の
架
鷹
図
に
つ
い
て

は
、
貴
顕
の
愛
し
た
特
定
の
鷹
を
描
い
た
肖
像
画
的
な
絵
画
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

12

米
澤
嘉
圃
「
伝
徐
澤
筆

鷹
図
」『
國
華
』
第
一
○
二
二
号

國

華
社

一
九
七
九
年
。

13

前
掲
註
（
12
）
米
澤
氏
解
説
参
照
。
米
澤
氏
に
よ
れ
ば
、
徐
澤

の
名
は
『
君
台
観
左
右
帳
記
』(
東
北
大
学
本)

に
見
ら
れ
る
と

い
う
。「
雲
嵒
」
と
読
ま
れ
る
一
印
が
あ
る
が
、
徐
澤
の
号
で

あ
っ
た
か
は
定
か
で
な
い
た
め
、
伝
徐
澤
筆
と
さ
れ
る
。

14

前
掲
註
（
９
）
伊
藤
氏
論
文
参
照
。
伊
藤
氏
は
曽
我
直
庵
・
二

直
菴
と
も
に
複
数
の
架
鷹
図
を
制
作
し
て
い
る
こ
と
や
、
曽
我

派
に
帰
さ
れ
る
架
鷹
図
の
作
例
が
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
、
架

鷹
図
が
曽
我
派
の
画
家
達
に
と
っ
て
重
要
な
主
題
の
ひ
と
つ
で

あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。

15

塚
本
学
「
鷹
と
人
間
社
会

生
活
を
め
ぐ
る
動
物
４
」『
江
戸
時

代
人
と
動
物
』

日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部

一
九

九
五
年

一
九
六_

二
一
五
頁
。

16

細
川
博
昭
『
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

大
江
戸
飼
い
鳥
草
紙

江
戸
の
ペ
ッ
ト
ブ
ー
ム
』

吉
川
弘
文
館

二
○
○
六
年
。

17

林
美
一
『
江
戸
店
舗
図
譜
』

三
樹
書
房

一
九
七
八
年
。
画

面
の
中
の
詞
書
に
も
鸚
鵡
と
い
う
文
字
が
見
え
る
。

18

磯
野
直
秀
・
内
田
康
夫
『
舶
来
鳥
獣
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
５

舶
来

鳥
獣
図
誌
』
八
坂
書
房

一
九
九
二
年

一
○
九
頁
。

19

前
掲
書
註
（
16
）
二
一
五
、
二
一
六
頁
参
照
。

20

前
掲
書
註
（
16
）
一
六
四
〜
一
六
七
頁
の
表
、
国
立
国
会
図
書

館
貴
重
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
参
照
。

21

古
河
三
樹
『
図
説
江
戸
芸
能
―
江
戸
の
見
世
物
』

雄
山
閣
出

版

平
成
五
年
一
六
一_

一
六
三
頁
。

22

朝
倉
無
聲
『
見
世
物
研
究
』（
春
陽
堂

一
九
二
八
年
）
復
刻
版

思
文
閣
出
版

一
九
七
七
年
一
七
六_

一
八
○
頁
、
前
掲
書
註

（
18
）
参
照
。

23

前
掲
書
註
（
22
）『
見
世
物
研
究
』
参
照
。

24

前
掲
書
註
（
22
）『
見
世
物
研
究
』
参
照
。

25

前
掲
書
註
（
22
）『
見
世
物
研
究
』
参
照
。

26

前
掲
書
註
（
21
）
参
照
。

27

金
井
紫
雲
『
藝
術
資
料
』
第
二
期

第
五
册

（
芸
艸
社

一

九
三
七
年
）
に
は
編
者
の
金
井
紫
雲
の
所
感
と
し
て
、
鸚
鵡
や

イ
ン
コ
が
描
か
れ
て
い
る
絵
画
が
少
な
く
、
ま
た
そ
の
中
で
も
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円
山
四
条
派
の
手
に
よ
る
も
の
が
多
い
、
と
い
っ
た
内
容
が
記

載
さ
れ
る
。

28
「
雪
衣
娘
」
は
、
唐
の
開
元
年
中
に
嶺
南
か
ら
白
い
鸚
鵡
が
皇
帝

玄
宗
の
元
に
贈
ら
れ
た
際
、
そ
の
聡
明
さ
か
ら
帝
も
楊
貴
妃
も

そ
の
鸚
鵡
を
「
雪
衣
娘
」
と
呼
ん
で
可
愛
が
っ
た
、
と
い
う
話

に
由
来
し
た
呼
び
名
で
あ
る
。
金
井
紫
雲
『
東
洋
画
題
綜
覧
』

（
芸
艸
社

昭
和
十
八
年
）
復
刻
版

国
書
刊
行
会

平
成
九

年
。

29

西
本
周
子
「
光
琳
筆
「
鳥
獣
写
生
図
巻
」
に
つ
い
て
」『
琳
派
絵

画
全
集

光
琳
派
１
』
山
根
有
三
編

日
本
経
済
新
聞
社

昭

和
五
四
年

三
七_

四
四
頁
。
た
だ
し
筆
者
不
明
の
「
鳥
類
写

生
図
巻
」
が
室
町
時
代
の
作
例
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
と
あ
る
。

30

前
掲
書
註
（
27
）
参
照
。

31

前
掲
書
註
（
27
）
二
九
頁
参
照
。

32

前
掲
註
（
１
）
辻
氏
解
説
参
照
。

33

宋
紫
山
の
鸚
鵡
の
描
法
と
若
冲
の
鸚
鵡
の
描
法
と
の
類
似
を
指

摘
す
る
向
き
も
あ
る
が
、
制
作
年
か
ら
言
え
ば
若
冲
の
ほ
う
が

先
ん
じ
る
と
考
え
た
ほ
う
が
良
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
描

法
の
類
似
は
長
崎
派
、
特
に
沈
南
蘋
の
影
響
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
今
後
解
明
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

34

南
蘋
派
は
一
七
三
一
年
に
来
日
し
た
沈
南
蘋
を
師
と
す
る
画
系

で
あ
り
、
弟
子
の
熊
斐
（
一
七
一
二_

一
七
七
二
）
に
よ
っ
て

そ
の
技
法
が
国
内
に
広
ま
っ
た
。

35

増
山
雪
斎
と
戸
田
忠
翰
は
友
人
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
実
際
に
増
山
雪
斎
と
戸
田
忠
翰
の
合
作
で
あ
る
「
蓮
ニ

翡
翠
図
」（
戸
田
忠
翰
画
、
増
山
雪
斎
賛
）
が
あ
り
、
当
時
の

大
名
の
交
流
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

36
『
江
戸
の
異
国
趣
味
│
南
蘋
風
大
流
行
│
』
千
葉
市
美
術
館

二

○
○
一
年

一
九
○
頁
。

37

前
掲
書
註
（
27
）
二
九
頁
参
照
。
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図
版
典
拠

１
、
２

狩
野
博
幸
『
伊
藤
若
冲
』
紫
紅
社

一
九
九
三
年

３
『
斗
米
庵
若
冲
画
選
』
恩
賜
京
都
博
物
館

昭
和
二
年
（
一
九
二

七
年)

４
、
５

狩
野
博
幸
『
伊
藤
若
冲
』
紫
紅
社

一
九
九
三
年



６
『
日
本
画
大
成

第
四
九
巻
』
東
方
書
院
編

東
方
書
院

一
九

三
四
年

７
『
中
国
の
洋
風
画
』
町
田
市
立
国
際
版
画
美
術
館

一
九
九
五
年

８
『
日
本
屏
風
絵
集
成

第
12
巻

風
俗
画

公
武
風
俗
』
講
談
社

昭
和
五
五
年

９

呉
同
『
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
唐
宋
元
絵
画
名
品
集
』（
湊
信
幸
翻

訳
・
監
修
）
ボ
ス
ト
ン
美
術
館

二
○
○
○
年

10
『
舶
来
鳥
獣
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
５

舶
来
鳥
獣
図
誌
』
磯
野
直
秀
・

内
田
康
夫

八
坂
書
房

一
九
九
二
年

11

国
立
国
会
図
書
館
貴
重
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
二
○
○
七
年
一
月

h
ttp://rarebook.n

dl.go.jp/pre/servlet/pre

＿com

＿

m
enu.jsp

12
『
国
華
』
第
一
二
一
号

國
華
社

明
治
三
二
年

13

『
近
世
日
本
絵
画
と
画
譜
・
絵
手
本
展
│
名
画
を
生
ん
だ
版

画
│
』
町
田
市
国
際
版
画
美
術
館

便
利
堂

一
九
九
○
年

14
『
名
品
揃
物
浮
世
絵

１

春
信
』

日
本
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
編

ぎ
ょ
う
せ
い

平
成
三
年

15

『
動
植
綵
絵
│
若
冲
、
描
写
の
妙
技
』
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館

東
京
美
術

二
○
○
六
年

（
附
記
）
本
稿
は
平
成
一
八
年
度
筑
波
大
学
芸
術
専
門
学
群
卒
業
論
文

を
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
す
。
執
筆
に
際
し
、
守
屋
正
彦
先
生
に

懇
切
な
る
ご
指
導
を
賜
り
ま
し
た
。
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
す
ず
き

き
ょ
う
）

※

平
成
十
八
年
度
筑
波
大
学
芸
術
専
門
学
群
長
賞
受
賞
（
編
集
註
）
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