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「
鳥
獣
花
木
図
屏
風
」
の
作
者
を
め
ぐ
っ
て

　
　
　
　
「
樹
花
鳥
獣
図
屏
風
」
と
の
比
較
を
中
心
に
ー

序
章

　
「
伊
藤
若
沖
」
と
い
う
江
戸
時
代
の
絵
師
が
い
る
。
現
在
、
再
び
ブ

ー
ム
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
絵
師
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
、
そ
の
若

沖
に
魅
せ
ら
れ
た
人
物
の
一
人
、
ジ
ョ
ー
・
プ
ラ
イ
ス
氏
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
展
が
日
本
に
お
い
て
開
催
さ
れ
、
メ
イ
ン
の
作
品
と
し
て
取

り
上
げ
ら
れ
た
の
が
「
鳥
獣
花
木
図
屏
風
」
で
あ
っ
た
。
鮮
や
か
な

彩
色
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
よ
う
に
愛
ら
し
い
白
象
を
は
じ
め
と
し
た

動
物
た
ち
、
何
よ
り
も
タ
イ
ル
を
張
っ
た
か
の
よ
う
な
特
殊
な
描
法

が
目
を
引
く
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
作
品
に
関
し
て

は
伊
藤
若
沖
真
筆
か
否
か
と
い
う
点
で
意
見
が
割
れ
て
い
る
。

　
こ
の
作
品
と
よ
く
似
た
作
品
に
、
静
岡
県
立
博
物
館
蔵
「
樹
花
鳥

藤
井
　
菜
都
美

獣
図
屏
風
」
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
に
関
し
て
も
、
若
沖
の

真
筆
か
否
か
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。

　
筆
者
は
こ
の
二
作
品
に
つ
い
て
、
「
樹
花
鳥
獣
図
屏
風
」
に
は
伊
藤

若
沖
ら
し
さ
を
感
じ
、
「
鳥
獣
花
木
図
屏
風
」
に
は
ま
た
違
っ
た
印
象

を
受
け
た
。
こ
の
違
い
は
ど
こ
か
ら
感
じ
る
も
の
な
の
か
、
二
作
品

を
詳
し
く
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
明
確
に
し
、
「
鳥
獣
花
木
図
屏
風
」

の
作
者
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
と
思
う
。
加
え
て
、
「
鳥
獣
花
木

図
屏
風
」
の
新
た
な
意
味
や
魅
力
も
見
つ
け
出
し
た
い
。

第
一
章

①
伊
藤
若
沖
と
い
う
人



88

　
伊
藤
若
沖
（
一
七
一
六
－
一
八
〇
〇
）
は
、
京
都
錦
小
路
の
青
物

問
屋
「
枡
源
」
に
長
男
と
し
て
生
を
受
け
た
。
絵
師
と
し
て
の
若
沖

が
生
ま
れ
た
の
は
隠
居
以
前
三
十
代
か
ら
で
、
最
初
、
狩
野
派
絵
師

大
岡
春
ト
に
学
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
（
注
一
）
。
更
に
、
当
時
、
長
崎

か
ら
伝
播
し
て
い
た
沈
南
顔
の
写
生
技
法
も
学
ん
で
い
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
彼
が
た
ど
り
着
い
た
も
の
は
「
即
物
写
生
」

で
あ
っ
た
。
動
植
物
の
内
な
る
息
吹
を
、
精
密
な
技
術
を
持
っ
て
完

成
さ
せ
る
の
が
彼
の
ス
タ
イ
ル
の
特
徴
の
一
つ
と
い
っ
て
も
よ
い
だ

ろ
う
。

　
ま
た
、
彼
の
創
作
の
源
と
し
て
欠
か
せ
な
い
も
の
に
相
国
寺
の
禅

僧
、
大
典
と
の
出
会
い
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
若
沖
」
と
い
う
呼
称
を
授

け
た
の
も
大
典
和
尚
そ
の
人
で
あ
る
。
禅
、
仏
教
に
傾
倒
し
て
い
た

若
沖
は
多
く
の
仏
画
も
残
し
て
い
る
。
そ
の
最
高
傑
作
は
言
う
ま
で

も
な
く
、
相
国
寺
に
寄
進
さ
れ
た
「
動
植
練
絵
」
と
「
釈
迦
三
尊
像
」

で
あ
ろ
う
。
こ
の
大
作
を
寄
進
し
終
え
た
一
七
七
〇
年
以
降
、
若
沖

の
発
想
は
更
に
驚
く
べ
き
も
の
に
な
っ
て
い
く
。

　
今
回
取
り
上
げ
る
作
品
と
共
通
す
る
描
法
「
桝
目
描
き
」
で
描
か

れ
た
作
品
「
白
象
群
獣
図
」
も
こ
の
頃
、
一
七
九
〇
年
頃
の
作
と
見

ら
れ
る
（
注
二
）
。
こ
の
時
期
で
あ
る
が
、
天
明
の
大
火
に
見
舞
わ
れ
、

大
坂
に
一
時
逃
れ
て
い
る
時
期
で
あ
り
、
木
村
莱
葭
堂
や
西
福
寺
の

檀
家
で
あ
る
吉
野
家
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
る
。

②
桝
目
画
作
品
に
つ
い
て

　
「
鳥
獣
花
木
図
屏
風
」
（
プ
ラ
イ
ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
　
以
下
こ
ち

ら
を
プ
ラ
イ
ス
本
と
呼
ぶ
）
は
、
六
曲
一
双
の
屏
風
形
式
で
、
一
六

七
・
○
×
三
七
六
・
○
セ
ン
チ
と
大
型
の
作
品
で
あ
る
。
右
隻
は
白

象
を
中
心
と
し
た
動
物
尽
く
し
、
左
隻
は
鳳
鳳
を
中
心
と
し
た
鳥
尽

く
し
と
な
っ
て
い
る
。
鮮
や
か
な
彩
色
が
印
象
的
で
あ
り
、
全
体
を

タ
イ
ル
で
埋
め
尽
く
し
た
か
の
よ
う
な
、
桝
目
描
き
を
用
い
て
い
る

作
品
で
あ
る
。

　
こ
の
作
品
と
よ
く
似
た
作
品
が
「
樹
花
鳥
獣
図
屏
風
」
（
静
岡
県
立

美
術
館
蔵
　
以
下
こ
ち
ら
を
静
岡
本
と
呼
ぶ
）
で
あ
る
。
同
じ
く
六

曲
一
双
の
屏
風
形
式
で
、
右
隻
一
三
三
・
○
×
三
五
七
・
○
セ
ン
チ
、

左
隻
＝
二
七
・
五
×
三
六
四
・
○
セ
ン
チ
と
、
大
き
さ
は
左
右
隻
若

干
異
な
る
が
、
い
ず
れ
も
プ
ラ
イ
ス
本
よ
り
小
さ
い
。

　
さ
て
、
こ
の
二
作
品
で
あ
る
が
、
実
は
共
に
落
款
や
印
章
を
持
た

な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
作
品
が
若
沖
と
関
連
が
あ
る
と
言
わ
れ

て
い
る
所
以
が
「
白
象
群
獣
図
」
（
一
二
三
・
○
×
七
一
・
五
セ
ン
チ
）

の
存
在
で
あ
る
。
現
在
、
額
装
で
あ
る
が
、
も
と
は
二
曲
の
屏
風
で

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
現
存
す
る
桝
目
画
作
品
の
中
で
唯

一、

u
藤
女
鈎
印
」
「
若
沖
居
士
」
「
千
画
絶
筆
」
と
、
三
つ
の
印
章
を

持
つ
作
品
で
、
若
沖
と
桝
目
画
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い

る
（
注
三
）
。
他
に
、
こ
の
描
法
を
使
用
し
た
作
品
が
発
見
さ
れ
て
い
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な
い
こ
と
か
ら
、
桝
目
描
き
が
若
沖
に
よ
り
編
み
出
さ
れ
た
描
法
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

第
一
一
章

①
描
法
に
つ
い
て

　
桝
目
描
き
と
は
、
画
面
全
体
を
格
子
状
に
分
け
、
そ
の
上
に
下
絵

を
描
画
し
、
一
桝
ご
と
に
塗
り
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
描
き
出
す
描

法
で
あ
る
。
ま
ず
、
静
岡
本
の
桝
目
を
見
て
い
こ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の

モ
チ
ー
フ
や
背
景
の
彩
色
に
合
わ
せ
、
下
地
の
段
階
か
ら
色
を
分
け

て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
筆
を
軽

く
お
い
た
よ
う
な
「
点
」
と
し
て
色
分
け
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
彩
色
の
仕
方
は
「
桝
目
」
と
い
う
特
性
を
活
か
し
た
も
の
で
は

な
い
が
、
全
体
と
し
て
見
た
と
き
の
陰
影
は
美
し
く
、
自
然
な
立
体

感
で
柔
ら
か
な
印
象
を
与
え
る
。
ま
た
、
こ
の
柔
ら
か
さ
は
、
多
く

の
色
を
使
用
し
つ
つ
も
、
落
ち
着
い
た
色
調
で
統
一
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
次
に
プ
ラ
イ
ス
本
で
あ
る
。
下
地
の
段
階
で
の
色
分
け
が
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
静
岡
本
と
同
じ
で
あ
る
が
、
桝
目
の
種
類
が
多
様
で
あ

る
こ
と
を
挙
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
以
下
四
種
に
分
類
し
て
み
た
。

【
資
料
－
一
】

・
A
　
二
色
に
分
け
ら
れ
た
桝
目

・
B
　
A
の
中
に
更
に
小
さ
な
点
が
施
さ
れ
た
桝
目

・
C
　
二
色
使
い
で
あ
る
が
中
が
四
等
分
さ
れ
た
桝
目

・
D
　
規
則
的
な
模
様
が
施
さ
れ
た
桝
目

尚
、
こ
れ
以
外
の
手
法
の
桝
目
も
確
認
で
き
る
が
分
類
項
と
し
て
は

取
り
上
げ
な
い
。
A
に
挙
げ
た
桝
目
で
は
、
静
岡
本
で
左
に
寄
っ
て

い
た
桝
目
内
の
一
番
濃
い
部
分
が
、
プ
ラ
イ
ス
本
に
お
い
て
は
中
央

に
な
っ
て
お
り
、
更
に
そ
の
中
央
部
分
は
必
ず
し
も
同
じ
大
き
さ
で

は
な
い
。
こ
の
大
き
さ
の
違
い
に
よ
る
視
覚
効
果
を
利
用
し
陰
影
を

つ
け
て
い
る
部
分
も
確
認
で
き
る
（
注
四
）
。
ま
た
、
内
側
に
向
か
っ

て
濃
い
色
に
向
か
っ
て
い
く
も
の
と
、
薄
い
色
に
向
か
っ
て
い
く
も

の
、
ま
た
は
ま
っ
た
く
異
な
る
色
が
施
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

B
は
右
隻
二
扇
目
の
獅
子
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
C
、
D
は
特
徴
的
で
、

そ
れ
ぞ
れ
C
は
左
隻
二
扇
目
の
ニ
ワ
ト
リ
の
肉
ひ
げ
な
ど
赤
い
部
分

に
、
D
は
左
隻
三
扇
目
と
四
扇
目
に
ま
た
が
る
ラ
イ
チ
ョ
ウ
に
見
ら

れ
る
。

　
次
に
静
岡
本
で
注
目
し
た
筆
使
い
で
あ
る
が
、
プ
ラ
イ
ス
本
で
は

桝
目
に
沿
い
直
線
的
に
か
な
り
明
確
な
色
分
け
を
行
っ
て
い
る
。
そ

こ
に
荒
さ
は
な
く
、
こ
れ
は
「
白
象
群
獣
図
」
に
近
い
印
象
を
与
え

る
。
ま
た
、
A
の
部
分
で
少
し
触
れ
た
よ
う
な
視
覚
効
果
を
利
用
し

た
陰
影
や
モ
チ
ー
フ
の
模
様
部
分
な
ど
、
静
岡
本
に
比
べ
、
よ
り
積
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極
的
に
桝
目
の
特
性
を
活
か
そ
う
と
す
る
試
み
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ

に
よ
り
桝
目
が
強
調
さ
れ
、
整
然
と
し
て
お
り
、
よ
り
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
の
よ
う
な
新
鮮
味
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
色
調
も
原
色
を
使
っ
た
よ
う
な
華
や
か
さ
が
あ
り
、
そ
れ
も

活
き
活
き
と
し
た
画
面
を
演
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
優
れ
た
彩
色

技
術
と
色
彩
感
覚
は
、
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。

　
以
上
の
二
作
品
間
の
描
法
の
違
い
か
ら
、
筆
者
は
次
の
よ
う
な
仮

説
を
導
き
出
し
た
。
（
一
）
プ
ラ
イ
ス
本
の
桝
目
の
完
成
度
の
高
さ
は
、

こ
の
作
品
が
複
数
の
絵
師
が
参
加
す
る
制
作
、
す
な
わ
ち
工
房
作
で

あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
（
二
）
プ
ラ
イ
ス
本
の

桝
目
の
多
様
さ
は
担
当
絵
師
そ
れ
ぞ
れ
が
決
め
ら
れ
た
手
段
に
よ
っ

て
塗
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
定

の
色
に
対
し
決
ま
っ
た
特
徴
、
例
え
ば
、
前
述
の
分
類
B
は
、
茶
と

黄
の
部
分
に
よ
く
見
ら
れ
、
C
は
赤
い
部
分
に
よ
く
見
ら
れ
る
、
と

い
う
色
と
描
法
の
相
関
は
そ
の
よ
う
な
指
示
に
起
因
す
る
と
筆
者
は

考
え
る
。
（
三
）
静
岡
本
は
下
地
に
桝
目
が
引
い
て
あ
る
も
の
の
、
彩

色
と
し
て
は
桝
目
の
意
識
を
あ
ま
り
感
じ
さ
せ
ず
、
こ
の
ス
ピ
ー
ド

感
の
あ
る
軽
快
な
筆
使
い
に
手
の
相
違
は
認
め
が
た
く
、
一
人
の
絵

師
の
個
性
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

②
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て

　
こ
こ
で
は
、
二
作
品
に
描
か
れ
る
動
物
や
鳥
た
ち
を
、
右
隻
、
左

隻
に
分
け
、
1
．
二
作
品
で
共
通
し
て
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
、
H
．

プ
ラ
イ
ス
本
に
の
み
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
に
分
類
し
、
そ
の
描
法
の

特
性
や
形
態
な
ど
を
比
較
検
討
す
る
。
な
お
、
動
物
モ
チ
ー
フ
以
外

と
し
て
、
画
面
両
端
に
配
置
さ
れ
た
樹
木
も
取
り
上
げ
る
【
資
料
－

二
】
（
注
五
）
。

・
右
隻

－
二
作
品
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ

ト
ラ
u
二
作
品
で
異
な
っ
た
位
置
に
描
か
れ
て
い
る
。
静
岡
本
で
は

第
四
扇
目
の
白
象
の
左
に
配
置
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
独
特
な
模
様
や

ポ
ー
ズ
が
若
沖
筆
「
百
犬
図
」
に
見
ら
れ
る
【
図
版
i
一
】
。
一
方
プ

ラ
イ
ス
本
の
ト
ラ
は
第
＝
扇
目
の
木
の
後
方
か
ら
画
面
中
央
へ
歩
い

て
く
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
ト
ラ
と
表
情
、
模
様
が
類
似

す
る
作
品
が
あ
る
。
円
山
応
挙
筆
の
「
猛
虎
図
」
で
あ
る
【
図
版
－

二
】
。
「
猛
虎
図
」
と
プ
ラ
イ
ス
本
を
比
べ
る
と
、
大
き
く
波
打
つ
特

徴
的
な
口
元
や
背
か
ら
腹
部
に
走
る
二
本
ず
つ
の
縞
模
様
が
酷
似
し

て
い
る
。

ゾ
ウ
n
二
作
品
と
も
メ
イ
ン
と
な
っ
て
い
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
中

央
に
大
き
く
配
置
さ
れ
た
白
象
は
正
面
向
き
で
強
い
印
象
を
鑑
賞
者

に
与
え
る
。
プ
ラ
イ
ス
本
の
背
に
は
静
岡
本
に
見
ら
れ
な
い
敷
物
が

描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
施
さ
れ
て
い
る
細
か
い
模
様
は
、
若
沖
筆

の
「
十
六
羅
漢
図
屏
風
」
に
も
登
場
す
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
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ヒ
ョ
ウ
”
静
岡
本
の
第
＝
扇
目
と
プ
ラ
イ
ス
本
の
第
四
扇
目
に
、
ト

ラ
と
反
転
し
た
配
置
で
描
か
れ
て
い
る
。
ポ
ー
ズ
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
て
お
り
、
静
岡
本
の
ヒ
ョ
ウ
は
猫
が
の
び
を
し
て
い
る
よ
う
な
独

特
の
ポ
ー
ズ
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
掲
の
「
百
犬
図
」
の
中
に
類
似
の

姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
【
図
版
－
三
】
。
前
足
の
た
た
み
方
や
左
斜

め
を
見
上
げ
る
顔
の
角
度
が
よ
く
似
て
い
る
。

ネ
ズ
ミ
日
二
作
品
間
で
配
置
、
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
、
数
と
大
き
く
異
な

る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
プ
ラ
イ
ス
本
の
ネ
ズ
ミ
は
第
四
扇
目
下
方
に
、

ち
ょ
う
ど
白
と
灰
色
の
二
匹
の
ネ
ズ
ミ
が
重
な
り
合
っ
て
描
か
れ
て

い
る
。
一
見
若
沖
の
デ
ザ
イ
ン
性
を
感
じ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
が
、

実
は
そ
の
ソ
ー
ス
は
他
に
存
在
し
、
他
作
品
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
円
山
応
挙
筆
「
群
獣
図
屏
風
」
の
左
隻
第
六
扇
目
下
方

に
描
か
れ
る
ネ
ズ
ミ
五
匹
を
見
て
み
る
。
そ
の
う
ち
左
か
ら
二
、
三

番
目
の
ネ
ズ
ミ
は
プ
ラ
イ
ス
本
の
ネ
ズ
ミ
と
二
匹
が
丸
く
な
り
後
ろ

向
き
と
正
面
向
き
と
で
重
な
り
合
う
と
い
う
非
常
に
似
た
構
図
と
な

っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
【
図
版
－
四
】
。

テ
ナ
ガ
ザ
ル
”
二
作
品
と
も
に
第
五
扇
目
の
上
方
に
二
匹
描
か
れ
て

い
る
。
こ
の
二
匹
の
う
ち
左
側
の
一
匹
に
注
目
し
て
見
て
み
よ
う
。

静
岡
本
の
サ
ル
の
額
が
張
っ
た
よ
う
な
表
情
は
「
白
象
群
獣
図
」
の

も
の
に
よ
く
似
て
い
る
。
ま
た
、
プ
ラ
イ
ス
本
の
サ
ル
は
左
右
の
手

の
長
さ
が
異
常
で
、
不
自
然
に
見
え
る
。
プ
ラ
イ
ス
本
が
静
岡
本
を

模
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
部
分
は
写
し
崩
れ
と

も
捉
え
ら
れ
る
o

シ
カ
　
二
作
品
と
も
に
第
六
扇
目
に
真
上
を
見
上
げ
る
よ
う
な
独
特

の
ポ
ー
ズ
で
描
か
れ
る
。
こ
の
元
と
な
っ
て
い
る
作
品
が
、
若
沖
筆

の
「
鹿
図
」
で
あ
る
。
三
作
品
を
比
べ
て
み
る
と
、
静
岡
本
と
「
鹿

図
」
で
は
目
の
鋭
さ
や
顔
の
向
き
と
直
角
に
つ
け
ら
れ
た
耳
、
角
の

枝
分
か
れ
の
仕
方
に
若
沖
独
自
の
デ
ザ
イ
ン
性
が
感
じ
ら
れ
、
よ
り

類
似
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
プ
ラ
イ
ス
本
で
は
そ
の
よ
う

な
鋭
さ
を
抑
え
た
写
実
的
な
姿
で
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

水
犀
”
静
岡
本
で
は
第
二
扇
目
、
プ
ラ
イ
ス
本
で
は
第
四
扇
目
に
見

ら
れ
る
。
プ
ラ
イ
ス
本
は
二
体
の
う
ち
左
上
の
も
の
が
、
「
唐
土
訓
蒙

図
彙
」
と
一
致
す
る
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
六
）
。
静

岡
本
に
は
そ
の
一
致
は
見
ら
れ
な
い
が
、
プ
ラ
イ
ス
本
の
も
う
一
体

と
は
一
致
し
て
い
る
。
筆
者
が
推
測
す
る
に
、
こ
れ
は
、
プ
ラ
イ
ス

本
が
「
唐
土
訓
蒙
図
彙
」
と
静
岡
本
の
写
し
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。

1
ー
プ
ラ
イ
ス
本
に
の
み
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ

ウ
シ
”
第
＝
扇
目
か
ら
二
扇
目
に
か
け
て
描
か
れ
て
い
る
茶
色
の
動

物
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
便
宜
上
「
ウ
シ
」
と
表
記
し
て
い
る
が
、
筆

者
は
こ
れ
を
ブ
タ
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
先
ほ
ど
ネ
ズ
ミ
の
項
で
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も
挙
げ
た
応
挙
の
「
群
獣
図
屏
風
」
で
あ
る
が
、
こ
の
左
隻
第
六
扇

目
の
黒
色
の
ブ
タ
と
比
較
し
て
み
る
と
、
頭
を
垂
直
に
曲
げ
て
い
る

ポ
ー
ズ
と
目
と
耳
の
位
置
、
ま
た
蹄
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
共
通
点

が
挙
げ
ら
れ
る
【
図
版
－
五
】
。
こ
の
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
に
何
ら
か
の

関
係
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

他
、
ヤ
マ
ア
ラ
シ
、
ラ
ク
ダ
な
ど
全
七
種
描
か
れ
て
い
る
。

・
左
隻

－
二
作
品
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ

ニ
ワ
ト
リ
　
若
干
の
位
置
の
相
違
が
あ
る
も
の
の
二
作
品
共
に
第
一

扇
目
か
ら
第
二
扇
目
に
見
ら
れ
る
。
注
目
す
べ
き
は
頭
で
あ
る
。
一

見
し
た
だ
け
で
も
分
か
る
よ
う
に
プ
ラ
イ
ス
本
の
も
の
は
頭
が
非
常

に
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
【
図
版
－
六
】
。
こ
の
よ
う
な
形
態
は
、
数

あ
る
若
沖
画
の
鶏
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
プ

ラ
イ
ス
本
の
ニ
ワ
ト
リ
は
、
若
沖
と
は
異
な
る
人
物
が
自
ら
の
意
思

で
描
き
上
げ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

オ
シ
ド
リ
”
背
景
の
水
辺
に
散
在
す
る
。
オ
シ
ド
リ
た
ち
の
配
置
、

及
び
向
き
を
見
て
み
よ
う
。
静
岡
本
で
は
、
左
右
に
描
か
れ
た
も
の
、

遠
景
に
描
か
れ
た
も
の
、
い
ず
れ
も
中
央
の
鳳
鳳
に
向
か
っ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。
プ
ラ
イ
ス
本
で
は
、
中
心
に
向
か
う
と
い
う
統
一

感
は
な
く
、
静
か
に
水
辺
を
過
ぎ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。

鳳
鳳
日
二
作
品
共
に
第
四
扇
目
に
堂
々
と
し
た
姿
で
描
か
れ
て
お

り
、
左
隻
の
メ
イ
ン
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
翼
の
あ
り
方

で
あ
る
。
静
岡
本
は
向
か
っ
て
左
の
翼
を
広
げ
、
今
ま
さ
に
右
を
開

か
ん
と
す
る
姿
、
こ
れ
は
他
の
鳥
の
表
現
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
ポ

ー
ズ
で
あ
る
。
一
方
プ
ラ
イ
ス
本
は
左
右
の
羽
を
す
で
に
広
げ
た
状

態
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
同
じ
ポ
ー
ズ
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
こ

に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
の
だ
。
プ
ラ
イ
ス
本
が
静
岡
本
を
手
本
に

し
た
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
写
し
崩
れ
と
も
言
え
よ
う
。

キ
ン
ケ
イ
”
静
岡
本
で
は
第
六
扇
目
に
、
プ
ラ
イ
ス
本
で
は
第
四
扇

目
に
位
置
し
、
互
い
に
反
転
し
た
姿
と
な
っ
て
い
る
。
静
岡
本
で
は
、

オ
シ
ド
リ
の
項
で
挙
げ
た
よ
う
に
、
鳳
鳳
を
振
り
向
く
形
で
中
心
性

を
想
起
さ
せ
る
。
プ
ラ
イ
ス
本
で
は
鳳
風
の
真
下
に
配
さ
れ
、
顔
の

向
き
に
も
中
心
性
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

キ
ジ
”
静
岡
本
で
は
第
六
扇
目
、
プ
ラ
イ
ス
本
で
は
第
四
扇
目
と
第

五
扇
目
に
か
か
る
よ
う
に
描
か
れ
る
。
共
に
オ
ス
で
あ
り
羽
模
様
が

詳
細
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
中
心
性
に
つ
い
て
見
て
み
た

い
。
静
岡
本
は
や
や
上
を
見
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
視

線
の
先
に
は
鳳
鳳
の
顔
が
あ
り
、
体
の
形
や
傾
き
は
す
ぐ
前
方
に
描

か
れ
る
キ
ン
ケ
イ
と
呼
応
し
て
い
る
。
し
か
し
、
プ
ラ
イ
ス
本
で
は

ほ
ぼ
水
平
に
顔
を
向
け
て
お
り
、
や
は
り
鳳
鳳
に
向
け
た
中
心
性
は
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な
く
、
右
隣
に
配
さ
れ
て
い
る
キ
ン
ケ
イ
と
の
呼
応
関
係
も
な
い
。

H
プ
ラ
イ
ス
本
に
の
み
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ

ヒ
ク
イ
ド
リ
”
第
二
扇
目
に
描
か
れ
て
お
り
、
か
な
り
目
立
っ
た
モ

チ
ー
フ
と
言
え
よ
う
。
ヒ
ク
イ
ド
リ
は
、
江
戸
に
舶
来
し
た
こ
と
に

よ
り
流
行
す
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
「
唐
蘭
船
持
渡
鳥

獣
之
図
」
な
ど
の
博
物
誌
に
描
か
れ
た
よ
う
に
、
非
常
に
写
実
的
に

描
か
れ
て
い
る
。

バ
リ
ケ
ン
”
第
五
扇
目
下
方
に
描
か
れ
て
い
る
白
黒
の
鳥
で
あ
る
。

も
と
も
と
日
本
に
は
い
な
か
っ
た
も
の
だ
が
、
家
畜
と
し
て
舶
来
し
、

寛
政
年
間
（
一
七
八
九
－
一
八
〇
一
）
よ
り
流
行
し
た
孔
雀
茶
屋
（
今

で
言
う
動
物
園
の
前
身
の
よ
う
な
も
の
）
に
も
見
ら
れ
た
。
絵
画
と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
赤
い

顔
や
白
と
黒
の
入
り
混
じ
っ
た
模
様
な
ど
写
実
的
に
描
か
れ
て
い

る
。・

樹
木

　
二
作
品
共
に
、
右
隻
左
隻
合
わ
せ
た
画
面
の
両
端
に
樹
木
が
配
さ

れ
て
い
る
。
陰
影
を
強
調
し
た
描
写
や
Y
字
に
な
っ
た
構
造
は
類
似

し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
樹
木
の
葉
と
果
実
に
注
目
し
た
い
。

　
ま
ず
葉
か
ら
見
て
い
く
。
静
岡
本
の
も
の
は
全
体
を
同
色
で
描
き

な
が
ら
、
左
隻
に
お
い
て
は
大
き
な
楕
円
形
を
し
た
葉
の
塊
と
も
言

う
べ
き
部
分
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
プ
ラ
イ
ス
本
に
も
、
や
は
り

左
隻
の
左
上
の
葉
部
分
に
丸
い
も
の
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
丸
い
も
の
は
薄
緑
に
彩
色
さ
れ
、
ま
る
で
大
き
な
果
実
の
よ
う

に
葉
と
は
別
の
も
の
と
し
て
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
、

プ
ラ
イ
ス
本
は
静
岡
本
と
比
べ
る
と
写
し
崩
れ
が
う
か
が
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
次
に
果
実
で
あ
る
が
、
静
岡
本
を
見
て
み
る
と
、
両
隻
と
も
に
黄

色
い
果
実
と
そ
の
周
り
に
薄
桃
色
の
果
実
が
集
っ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
果
実
が
二
種
類
生
る
と
い
う
の
は
不
自
然
で
あ
る
た
め
、
黄

色
い
も
の
を
果
実
、
薄
桃
色
の
も
の
は
花
で
あ
る
と
し
た
ほ
う
が
よ

い
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
プ
ラ
イ
ス
本
を
見
て
み
よ
う
。
果
実
は
真

っ
赤
な
も
の
の
み
で
静
岡
本
で
花
と
し
た
も
の
は
見
受
け
ら
れ
な

い
。
プ
ラ
イ
ス
本
で
は
、
こ
の
よ
う
に
葉
及
び
果
実
は
緑
と
赤
の
コ

ン
ト
ラ
ス
ト
に
よ
っ
て
鮮
や
か
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
モ
チ
ー
フ
か
ら
わ
か
る
こ
と
を
、
静
岡
本
、
プ
ラ
イ
ス
本

に
分
け
て
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
静
岡
本
で
は
プ
ラ
イ
ス
本
よ
り
若
沖
の
作
品
に
類
似
す
る

モ
チ
ー
フ
が
多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
取
り
上

げ
た
も
の
で
は
ト
ラ
、
ヒ
ョ
ウ
、
ニ
ワ
ト
リ
な
ど
九
種
、
こ
れ
ら
は
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プ
ラ
イ
ス
本
と
は
性
格
が
ま
っ
た
く
異
な
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

　
次
に
プ
ラ
イ
ス
本
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
は

二
つ
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
は
他
か
ら
の
引
用
モ
チ
ー
フ
の
存
在
で
あ

る
。
プ
ラ
イ
ス
本
右
隻
に
見
ら
れ
る
ト
ラ
、
ネ
ズ
ミ
、
ウ
シ
は
、
そ

れ
ぞ
れ
円
山
応
挙
作
品
と
の
類
似
が
指
摘
で
き
た
。
特
に
ネ
ズ
ミ
と

ウ
シ
は
同
一
作
品
か
ら
の
借
用
、
あ
る
い
は
影
響
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
次
の
特
徴
は
、
舶
来
動
物
の
増
加
で
あ
る
。
項
目
の
H
と
し
た

所
の
プ
ラ
イ
ス
本
に
の
み
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
に
注
目
し
て
み
る

と
、
こ
の
中
の
多
く
が
舶
来
の
珍
獣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

表
現
が
大
分
曖
昧
で
あ
る
モ
チ
ー
フ
も
含
め
れ
ば
そ
の
種
類
は
八
種

類
以
上
に
上
る
。
ま
た
、
こ
の
種
の
モ
チ
ー
フ
の
特
徴
と
し
て
は
曖

昧
な
も
の
が
あ
る
一
方
で
写
実
的
な
表
現
の
も
の
が
存
在
す
る
こ
と

で
あ
る
。
推
測
す
る
に
、
知
識
と
し
て
得
た
新
し
い
未
知
な
る
物
に

対
し
て
は
、
想
像
で
描
き
出
す
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
実
物
を
目
に

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
に
対
し
て
は
、
見
慣
れ
な
い
た
め
に
、

か
え
っ
て
そ
の
も
の
を
じ
っ
く
り
見
て
詳
細
に
描
こ
う
と
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
写
し
崩
れ
と
仮
定
で
き
る
部
分
に
つ
い
て
も
ま
と
め
て
お

こ
う
。
前
述
し
た
も
の
は
テ
ナ
ガ
ザ
ル
、
鳳
鳳
、
樹
木
の
葉
の
塊
で

あ
る
が
、
更
に
指
摘
し
た
い
部
分
が
、
プ
ラ
イ
ス
本
左
隻
に
見
ら
れ

た
中
心
性
の
消
失
で
あ
る
。
こ
れ
も
一
種
の
写
し
崩
れ
と
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
静
岡
本
は
、
百
鳥
を
従
え
る
と
い
う
鳳
鳳
の

性
質
を
認
識
し
て
、
鳳
鳳
を
中
心
に
様
々
な
鳥
た
ち
が
集
ま
る
様
子

を
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、
プ
ラ
イ
ス
本
は
そ
の
知
識
を
特
に
意

識
し
な
い
ま
ま
に
、
モ
チ
ー
フ
を
一
つ
一
つ
静
岡
本
や
他
の
花
鳥

画
・
博
物
誌
等
か
ら
集
め
配
置
し
た
結
果
、
中
心
性
が
な
い
も
の
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
考
慮
す
る
と
、

や
は
り
、
プ
ラ
イ
ス
本
は
静
岡
本
を
学
び
つ
つ
も
、
若
沖
と
は
距
離

の
あ
る
人
物
が
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

③
背
景
及
び
構
図
に
つ
い
て

　
二
作
品
共
に
背
景
は
水
辺
が
広
が
る
様
子
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注

目
し
た
い
こ
と
は
、
背
景
が
一
点
の
空
白
を
残
す
こ
と
な
く
、
水
辺

と
し
て
青
々
と
塗
り
つ
く
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
埋
め
尽
く

す
、
充
填
す
る
と
い
う
感
覚
が
染
織
工
芸
デ
ザ
イ
ン
に
通
じ
る
も
の

を
感
じ
さ
せ
て
い
る
。

　
ま
た
、
画
面
を
、
彩
度
の
異
な
る
豊
か
な
彩
色
で
絢
燗
に
充
填
し

て
い
る
と
い
う
特
性
に
、
伝
統
的
な
近
世
日
本
絵
画
と
は
異
な
る
感

性
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
二
作
品
と
も
に
、
青
々
と
し
た
水
辺
に

溢
れ
る
よ
う
に
咲
く
花
々
、
フ
レ
ー
ム
の
よ
う
に
画
面
を
囲
む
葉
の

茂
っ
た
木
々
な
ど
、
余
韻
を
残
す
よ
う
な
空
白
が
な
い
。

　
次
に
全
体
の
構
図
を
見
る
と
、
二
作
品
共
に
、
遠
景
を
水
辺
に
し
、

近
景
に
群
獣
が
集
ま
り
、
そ
の
周
り
に
は
牡
丹
が
咲
き
溢
れ
、
左
右
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両
端
を
木
が
囲
む
、
と
い
っ
た
点
は
共
通
し
て
い
る
。
代
表
的
な
近

世
花
鳥
画
で
あ
る
狩
野
元
信
筆
「
四
季
花
鳥
図
屏
風
」
と
比
較
し
て

み
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
表
現
が
ま
っ
た
く
違
う
も
の
の
、
画
面
の
両
端

を
木
で
囲
い
、
牡
丹
と
い
っ
た
花
々
を
ち
り
ば
め
、
さ
ら
に
水
を
用

い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
構
図
の
基
本
的
な
性
格
は
古
典
的
な
花
鳥

図
屏
風
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

第
三
章

①
博
物
学
と
の
つ
な
が
り

　
第
二
章
で
、
プ
ラ
イ
ス
本
に
は
舶
来
の
動
物
が
多
く
描
か
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
た
。
そ
も
そ
も
、
群
獣
図
と
い
う
作
品
の
性

格
と
し
て
「
も
の
尽
く
し
」
と
い
う
吉
祥
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
特

に
十
八
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
博
物
学
の
流
行
と
の
関
係
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
様
々
な
動
物
を
書
き
並
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る

図
鑑
的
な
要
素
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
。
よ
っ
て
今
回

取
り
上
げ
る
二
作
品
に
お
い
て
も
そ
の
点
は
考
え
な
く
て
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
か
ら
プ
ラ
イ
ス
本
を
見
た
と
き
、
舶
来
の
珍

獣
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
、
そ
の
知
識
を
主
張
す

る
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
、
こ

の
作
品
の
依
頼
主
も
し
く
は
作
者
が
博
物
学
的
教
養
を
持
っ
た
人
物

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
舶
来
と
い
っ
て
も
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
時
代
、
ま
た

そ
の
図
像
が
流
行
し
た
時
代
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
ヤ
マ
ア
ラ
シ
を

見
て
み
る
と
そ
の
絵
画
化
は
極
め
て
早
い
。
寛
永
年
間
の
作
と
さ
れ

て
い
る
「
四
条
河
原
遊
楽
図
屏
風
」
（
静
嘉
堂
文
庫
蔵
）
の
右
隻
に
ヤ

マ
ア
ラ
シ
の
見
世
物
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
す
で
に
馴
染
み
の

あ
る
動
物
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
博
物
誌
に
も
そ
の
詳
細

が
描
か
れ
て
い
る
例
が
多
々
見
ら
れ
、
プ
ラ
イ
ス
本
の
も
の
も
同
じ

よ
う
に
写
実
性
を
持
っ
て
い
る
。
ロ
バ
も
、
早
く
か
ら
絵
画
化
さ
れ

て
い
る
が
そ
れ
は
水
墨
画
な
ど
に
見
ら
れ
る
簡
略
化
さ
れ
た
姿
で
あ

り
、
写
実
的
な
姿
は
博
物
誌
で
初
め
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
プ
ラ

イ
ス
本
の
も
の
も
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
図
譜
を
模
写
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
ロ
バ
の
舶
来
年
は
近
世
で
最
も
早
い
記
録
が
一
六
三
四
年

に
残
さ
れ
て
い
る
が
、
写
実
的
な
絵
画
と
し
て
確
認
で
き
た
最
も
早

い
例
は
一
七
九
二
年
の
「
唐
蘭
船
持
渡
鳥
獣
之
図
」
で
あ
る
。
ま
た
、

ヒ
ク
イ
ド
リ
も
写
実
的
に
描
か
れ
て
い
る
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で
あ

る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
若
沖
と
交
流
の
あ
っ
た
木
村
漿
葭
堂
が
、

そ
の
日
記
に
一
七
七
九
年
、
ヒ
ク
イ
ド
リ
を
見
物
し
た
こ
と
を
記
し

て
い
る
。
こ
れ
は
、
江
戸
に
行
く
途
中
の
ヒ
ク
イ
ド
リ
を
見
か
け
た

も
の
で
あ
り
、
長
崎
か
ら
江
戸
に
か
け
て
、
多
く
の
人
々
が
ヒ
ク
イ

ド
リ
を
目
に
し
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
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一
八
〇
〇
年
前
後
に
は
単
独
の
ヒ
ク
イ
ド
リ
絵
画
が
描
か
れ
る
よ
う

に
な
る
。
同
じ
よ
う
な
も
の
で
は
、
シ
チ
メ
ン
チ
ョ
ウ
も
挙
げ
ら
れ

る
。
シ
チ
メ
ン
チ
ョ
ウ
は
一
七
七
三
年
に
発
刊
さ
れ
た
細
川
重
賢
著

「
鳥
類
図
譜
」
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
か
ら
日
本
国

内
で
の
繁
殖
が
始
め
ら
れ
、
か
な
り
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
家
畜
で
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
寛
政
年
間
ま
で
は
よ
く
見
か
け
ら
れ
て
い
た

が
、
そ
の
後
廃
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
次
に
写
実
性
と
は
か
け
は
な
れ
た
表
現
の
な
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
と

し
て
、
狸
々
（
オ
ラ
ー
ウ
ー
タ
ン
）
と
ラ
ク
ダ
を
挙
げ
る
。
ま
ず
ラ

ク
ダ
の
舶
来
記
録
を
見
て
み
よ
う
。
江
戸
時
代
に
入
り
、
ラ
ク
ダ
が

庶
民
の
目
に
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
は
一
八
二
一
年
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
の
年
舶
来
し
た
雌
雄
の
ヒ
ト
コ
ブ
ラ
ク
ダ
は
、
翌
々
年
に

大
坂
・
京
都
で
見
世
物
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
も
う
一
度
プ
ラ
イ
ス
本

の
ラ
ク
ダ
を
見
て
み
る
と
、
ま
っ
た
く
写
実
性
の
な
い
、
想
像
上
の

動
物
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
名
前
、
知
識
上
は
知
り

え
た
が
、
実
物
或
い
は
図
像
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
も
の
は

実
際
に
舶
来
し
た
ヒ
ト
コ
ブ
ラ
ク
ダ
で
な
く
、
フ
タ
コ
ブ
ラ
ク
ダ
で

あ
る
と
推
測
で
き
る
。
よ
っ
て
、
実
際
の
ラ
ク
ダ
が
舶
来
す
る
以
前

の
作
で
あ
ろ
う
こ
と
が
言
え
る
。
次
に
狸
々
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

オ
ラ
ー
ウ
ー
タ
ン
と
し
て
、
そ
の
舶
来
記
録
を
見
て
み
よ
う
。
そ
の

名
が
登
場
す
る
の
は
「
唐
蘭
船
持
渡
鳥
獣
之
図
」
の
中
で
、
一
七
九

二
年
と
一
八
〇
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
図
が
同
じ
く
「
唐
蘭
船

持
渡
鳥
獣
之
図
」
に
残
さ
れ
て
い
る
。
プ
ラ
イ
ス
本
の
も
の
を
見
て

み
る
と
、
こ
れ
も
ラ
ク
ダ
と
同
様
、
実
物
を
観
察
し
て
描
い
た
の
で

は
な
く
、
想
像
で
描
い
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
れ

ら
の
舶
来
以
前
、
す
な
わ
ち
一
七
九
二
年
以
前
の
作
で
あ
る
と
推
測

で
き
そ
う
で
あ
る
。

　
以
上
、
舶
来
動
物
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
、
プ
ラ
イ
ス
本
に
博
物
図
譜

的
な
性
格
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
更
に
制
作
年
代
は
一
七
九
〇
年

前
後
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
博
物
図

譜
と
し
て
の
性
格
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
は
、
モ
チ
ー
フ
が
若

沖
ら
し
さ
よ
り
写
実
性
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。

　
こ
こ
で
補
足
と
し
て
、
二
作
品
と
何
ら
か
の
関
係
の
あ
る
と
さ
れ

る
若
沖
と
、
博
物
学
を
つ
な
ぐ
人
物
と
し
て
、
木
村
薫
葭
堂
を
挙
げ

る
。
彼
は
、
当
時
の
京
の
サ
ロ
ン
、
す
な
わ
ち
円
山
応
挙
や
池
大
雅

ら
、
当
時
の
知
識
人
た
ち
の
中
心
に
立
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
莱

葭
堂
も
絵
画
を
描
い
て
い
た
が
、
文
人
画
を
好
ん
で
お
り
、
直
接
プ

ラ
イ
ス
本
に
関
係
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。

②
応
挙
と
の
つ
な
が
り

　
第
二
章
で
類
似
を
指
摘
し
た
、
「
群
獣
図
屏
風
」
と
「
猛
虎
図
」
で

あ
る
が
、
ま
ず
、
「
猛
虎
図
」
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
う
。
こ
れ
は
、
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一
見
応
挙
の
作
と
は
思
い
が
た
い
様
式
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
応
挙

が
「
夏
雲
」
と
い
う
印
章
を
用
い
て
い
た
初
期
の
作
で
あ
る
。
応
挙

は
は
じ
め
狩
野
派
の
石
田
幽
丁
を
師
と
し
て
い
た
と
い
う
が
、
こ
の

作
品
に
も
写
生
と
い
う
よ
り
狩
野
派
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
毛
描
き

も
荒
く
、
動
き
も
硬
い
が
、
猛
虎
図
と
し
て
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
力

強
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
応
挙
の
初
期
の
作
、
夏
雲
印
の

猛
虎
図
は
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、
や
は
り
表
情
が
同
じ
よ
う
に
表

現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
情
は
応
挙
独
自
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
、
他
の
狩
野
派
作
品
に
は
確
認
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
作
品
群
と

プ
ラ
イ
ス
本
の
虎
の
類
似
は
直
接
応
挙
を
結
び
つ
け
る
に
は
至
ら
な

い
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
目
に
す
る
機
会
が
あ
っ
た
人
物
が
作
者
と

し
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
「
群
獣
図
屏
風
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
の
「
猛
虎
図
」
と

は
違
い
、
写
生
を
重
視
し
た
作
と
な
っ
て
い
る
。
二
作
品
と
比
較
し

て
、
ま
ず
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
群
獣
図
と
い
う
主
題
の
一
致
で
あ

る
。
応
挙
の
お
そ
ら
く
後
期
の
作
で
あ
り
、
二
作
品
が
制
作
さ
れ
た

で
あ
ろ
う
一
七
九
〇
年
前
後
と
か
な
り
近
い
年
代
で
あ
る
と
推
測
で

き
る
。
描
か
れ
た
動
物
の
種
類
を
見
て
み
て
も
、
二
作
品
の
右
隻
と

重
複
す
る
点
が
多
々
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
遠
景
に
馬
が
配
置
さ
れ

て
い
る
点
や
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
が
比
較
的
小
さ
い
姿
で
描
か
れ
て
い

る
点
な
ど
、
共
通
項
が
認
め
ら
れ
る
（
注
七
）
。
ま
た
、
第
二
章
で
も

取
り
上
げ
た
ブ
タ
で
あ
る
が
、
イ
ノ
シ
シ
と
混
同
さ
れ
や
す
く
、
あ

ま
り
絵
画
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
「
群
獣
図
屏
風
」
に
お
い
て
も
プ
ラ
イ
ス
本
に
お
い
て
も
描
き

分
け
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
更
に
、
「
群
獣
図
屏
風
」
の
ブ

タ
は
足
が
地
に
着
い
て
い
な
い
よ
う
な
不
安
定
な
描
写
で
あ
り
、
プ

ラ
イ
ス
本
の
ブ
タ
も
他
の
モ
チ
ー
フ
で
隠
さ
れ
る
よ
う
に
配
置
さ

れ
、
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
応
挙
が
こ
の
作
品

を
作
る
に
あ
た
り
、
実
物
を
写
生
し
た
の
で
は
な
く
、
何
か
し
ら
の

博
物
図
譜
な
ど
の
資
料
を
基
に
作
画
し
た
の
で
あ
り
、
プ
ラ
イ
ス
本

は
更
に
そ
れ
を
、
動
物
の
種
類
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
写
し
取
っ
た

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
じ
く
第
二

章
で
挙
げ
た
ネ
ズ
ミ
の
借
用
も
加
え
て
考
え
れ
ば
、
や
は
り
、
プ
ラ

イ
ス
本
作
者
は
「
群
獣
図
屏
風
」
を
見
て
い
た
と
推
測
で
き
そ
う
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
者
を
直
接
応
挙
工
房
の
一
人
と
即
断
も
で

き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
プ
ラ
イ
ス
本
自
体
に
応
挙
作
品
以
外
か
ら
の

借
用
が
多
々
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
の
類
似
も
、
こ

の
作
品
か
ら
の
単
純
な
借
用
で
あ
る
と
考
え
た
ほ
う
が
自
然
で
あ
る

か
ら
だ
。
た
だ
し
、
こ
の
作
品
を
見
る
こ
と
の
で
き
た
人
物
と
い
う

意
味
で
は
、
こ
の
作
品
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
人
物
を
作
者
と
し

て
考
え
た
い
。

③
工
芸
と
の
つ
な
が
り
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染
織
工
芸
品
の
中
で
も
注
目
し
た
い
も
の
が
更
紗
で
あ
る
。
更
紗

と
プ
ラ
イ
ス
本
の
繋
が
り
は
す
で
に
、
描
表
装
と
更
紗
文
様
の
一
つ

と
の
一
致
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
八
）
。
更
に
、
こ
の
よ
う
な
図
柄

の
借
用
だ
け
で
な
く
画
面
全
体
と
し
て
も
、
「
埋
め
尽
く
す
」
と
い
う

工
芸
的
な
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。

更
紗
の
中
に
も
、
絵
画
的
な
画
面
構
成
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
々

見
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
や
は
り
、
「
埋
め
尽
く
す
」
と
い
う
感
覚
の
元
で

制
作
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
十
七
世
紀
、
日
本
で
は
、
京
都
祇
園
祭
の
鉾
や
山
車
の
装

飾
に
、
こ
の
更
紗
や
タ
ピ
ス
ト
リ
ー
を
用
い
る
こ
と
が
流
行
し
た
と

い
う
。
そ
の
ま
ま
舶
来
品
を
用
い
た
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ

れ
ら
の
装
飾
を
日
本
で
制
作
し
た
例
も
も
ち
ろ
ん
見
ら
れ
る
。
そ
の

一
つ
に
「
保
昌
山
胴
掛
」
が
あ
る
。
こ
の
下
絵
を
描
い
た
絵
師
こ
そ
、

円
山
応
挙
な
の
で
あ
る
。
真
っ
赤
な
背
景
に
張
審
虎
図
が
タ
ピ
ス
ト

リ
ー
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
存
在
は
、
プ
ラ
イ
ス
本
、
静
岡

本
が
こ
の
よ
う
な
タ
ピ
ス
ト
リ
ー
の
下
絵
と
し
て
描
か
れ
た
可
能
性

を
示
唆
す
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
今
一
度
、
二
作
品
を
見
て
み
よ
う
。

応
挙
の
下
絵
も
か
な
り
細
か
い
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
彩
色
の

面
を
見
る
と
、
ま
っ
た
く
タ
ピ
ス
ト
リ
ー
本
体
の
鮮
や
か
さ
は
持
っ

て
い
な
い
。
こ
こ
に
、
プ
ラ
イ
ス
本
の
特
徴
で
あ
る
色
味
の
鮮
や
か

さ
と
の
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
一
つ
の
仮
説
を
立
て
る

な
ら
ば
、
静
岡
本
の
淡
い
透
明
感
あ
る
色
彩
か
ら
、
こ
ち
ら
を
タ
ピ

ス
ト
リ
ー
な
ど
何
ら
か
の
染
織
品
の
下
絵
と
し
、
プ
ラ
イ
ス
本
は
そ

の
下
絵
、
す
な
わ
ち
静
岡
本
か
ら
屏
風
そ
の
も
の
と
し
て
完
成
さ
せ

た
作
品
な
の
で
は
な
い
か
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
プ
ラ
イ
ス
本
の
み

に
描
表
装
が
施
さ
れ
て
お
り
、
完
成
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
こ
と

は
そ
の
た
め
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
の
「
保
昌
山
胴
掛
」
の

下
絵
を
見
て
も
、
屏
風
形
式
に
改
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
下

絵
を
後
に
作
品
と
し
て
扱
う
こ
と
が
あ
る
と
い
う
可
能
性
を
示
し
て

い
る
。
大
き
さ
の
面
で
考
え
て
も
、
プ
ラ
イ
ス
本
よ
り
一
回
り
小
さ

な
静
岡
本
の
サ
イ
ズ
と
、
「
保
昌
山
胴
掛
」
の
下
絵
の
サ
イ
ズ
は
非
常

に
近
い
（
注
九
）
。
こ
の
点
も
、
静
岡
本
が
染
織
品
の
下
絵
そ
の
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
説
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
桝
目
描
き
の
元
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
西
陣
の
下
絵
、

正
絵
に
関
す
る
興
味
深
い
資
料
に
つ
い
て
述
べ
る
。
「
文
化
時
代
正
繕

帳
」
と
い
う
張
り
紙
を
持
つ
下
絵
集
を
見
た
と
こ
ろ
、
群
獣
図
や
南

蛮
屏
風
の
よ
う
な
下
絵
を
発
見
し
た
。
こ
れ
は
、
江
戸
後
期
に
桐
生

や
足
利
と
い
っ
た
「
田
舎
端
物
」
が
京
都
に
流
入
し
て
き
た
こ
と
に

よ
り
、
西
陣
織
屋
た
ち
が
高
級
織
物
へ
転
換
を
図
っ
た
際
に
生
ま
れ

た
観
賞
用
の
織
物
の
下
絵
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
観
賞
用
織
物
は
屏

風
や
衝
立
に
さ
れ
た
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
考
え
る
と
、
ま
す
ま

す
こ
の
二
作
品
と
織
物
と
の
関
係
が
深
ま
る
よ
う
で
あ
る
（
注
十
）
。
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④
古
典
的
な
作
品
と
し
て

　
二
章
で
は
、
花
鳥
図
屏
風
と
の
比
較
を
通
し
二
作
品
の
古
典
的
な

性
格
を
少
々
取
り
上
げ
た
。
こ
こ
で
は
そ
こ
か
ら
更
に
、
二
作
品
の

意
味
合
い
に
つ
い
て
探
っ
て
い
き
た
い
。
そ
も
そ
も
、
花
鳥
図
屏
風

は
そ
の
意
味
と
し
て
、
楽
園
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
合

わ
せ
て
注
目
し
た
い
点
は
、
屏
風
と
い
う
形
態
で
あ
る
。
屏
風
は
生

活
空
間
に
用
い
ら
れ
る
、
い
わ
ば
空
間
演
出
装
置
と
で
も
言
う
べ
き

機
能
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
花
鳥
図
屏
風

と
は
、
そ
れ
を
配
置
し
た
瞬
間
、
そ
の
目
の
前
に
い
る
も
の
を
楽
園

の
住
人
に
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
水
辺
に
鳥
が
集
い
、

他
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
空
間
を
意
味
す
る
樹
木
が
画
面
の
両
端
に
配
置

さ
れ
る
と
い
う
構
図
の
共
通
性
か
ら
、
今
回
の
二
作
品
も
同
じ
よ
う

な
意
味
合
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
群
獣
表
現
の
視
点
か
ら
浬
葉
図
に
通
じ
る
世
界
観
に
つ
い

て
も
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
浬
葉
図
で
は
釈
迦
の
入
滅
に
際
し
て

弟
子
達
以
外
に
も
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
が
集
い
、
争
う
こ
と
も
な
く
悲

し
み
嘆
い
て
い
る
。
十
八
世
紀
の
群
獣
図
流
行
の
基
層
に
は
こ
の
よ

う
な
釈
迦
を
取
り
巻
く
生
き
物
た
ち
の
世
界
観
と
い
っ
た
考
え
が
あ

っ
た
と
推
測
す
る
。
す
な
わ
ち
群
獣
図
と
は
、
生
あ
る
も
の
す
べ
て

が
争
う
こ
と
な
く
集
う
楽
園
の
形
象
な
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
二
作
品
の
主
な
モ
チ
ー
フ
が
白
象
と
鳳
鳳
で
あ
る
こ
と

に
も
注
目
し
た
い
。
象
は
中
国
で
は
力
と
聡
明
の
象
微
と
さ
れ
る
動

物
で
吉
祥
的
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
中
で
も
白
象
は
普
賢
菩
薩
の
乗
り

物
と
い
う
仏
教
的
意
味
を
持
つ
。
ま
た
鳳
鳳
は
仁
愛
と
慈
悲
の
象
徴

で
あ
り
、
先
に
も
挙
げ
た
よ
う
百
鳥
の
祖
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
仏

教
世
界
で
の
浄
土
の
イ
メ
ー
ジ
を
混
交
さ
せ
た
「
楽
園
」
が
現
出
し

て
い
る
の
だ
。
想
像
を
は
た
ら
か
せ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
作
品

は
、
白
象
に
よ
っ
て
鳳
鳳
の
象
徴
す
る
楽
園
に
運
ば
れ
る
と
言
う
、

往
生
希
求
に
応
え
て
来
迎
を
約
束
す
る
「
来
迎
図
」
の
よ
う
な
機
能

を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
一
方
、
プ
ラ
イ
ス
本
で
は
、
こ
の
よ
う
な
楽
園
を
表
現
す
る
主
題

性
に
加
え
、
知
識
の
豊
富
さ
を
主
張
す
る
と
い
う
博
物
学
的
な
関
心

が
強
く
現
れ
て
い
る
。

⑤
　
ま
と
め
と
し
て

　
静
岡
本
は
群
獣
図
と
い
う
見
か
け
に
、
仏
画
的
な
機
能
を
持
た
せ

た
多
義
的
な
作
品
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
現
在
所
在
不
明

の
「
十
六
羅
漢
図
屏
風
」
が
同
じ
よ
う
な
描
法
で
あ
る
こ
と
も
、
静

岡
本
が
仏
画
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
こ
と
を
頷
か
せ
て
く
れ
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
若
沖
は
晩
年
、
西
福
寺
の
壁
画
を
制
作
す
る
な
ど
、
依

頼
制
作
が
多
い
。
こ
れ
を
考
慮
す
る
と
、
や
は
り
背
景
に
は
何
ら
か

の
依
頼
主
が
存
在
し
、
大
画
面
の
楽
園
図
を
制
作
さ
せ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
若
沖
へ
の
依
頼
は
も
し
か
す
る
と
染
織
品
の
た
め
の



　
　
下
絵
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
下
絵
と
し
て
終
わ
り
に

00

@
し
て
し
ま
う
に
は
階
し
い
ほ
ど
の
出
来
に
、
屏
風
と
し
て
調
整
さ
れ
、

ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ

　
　
現
在
に
伝
わ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
一
方
、
プ
ラ
イ
ス
本
は
こ
の
よ
う
に
し
て
制
作
さ
れ
た
静
岡
本
ま

　
　
た
は
そ
こ
か
ら
作
ら
れ
た
染
織
作
品
を
目
に
し
た
人
物
が
制
作
し
た

　
　
も
の
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
静
岡
本
が
大
画
面
の
仏
画
と
し
て

　
　
制
作
を
依
頼
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
公
開
性
の
あ
る
も
の
で

　
　
あ
り
、
多
く
の
人
物
が
こ
の
作
品
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
推

　
　
測
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
前
述
の
応
挙
作
品
と
の
類
似
か
ら
、

　
　
筆
者
は
応
挙
周
辺
の
人
物
を
作
者
と
し
て
挙
げ
た
よ
う
に
、
若
沖
以

　
　
外
の
人
物
が
制
作
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
プ
ラ
イ
ス
本
に
見

　
　
ら
れ
る
舶
来
の
動
物
を
多
種
多
様
に
描
き
こ
む
様
は
、
宗
教
性
の
表

　
　
出
と
い
う
よ
り
、
異
国
の
世
界
を
鮮
や
か
に
映
し
出
す
博
物
誌
の
よ

　
　
う
で
あ
る
。
こ
の
、
新
し
い
も
の
へ
の
興
味
と
憧
れ
と
知
識
の
主
張

　
　
は
、
桃
山
時
代
の
南
蛮
屏
風
や
洋
風
画
と
性
格
が
似
て
い
る
。
筆
者

　
　
に
は
依
頼
主
が
誰
な
の
か
推
測
し
え
な
い
が
、
プ
ラ
イ
ス
本
の
背
景

　
　
に
は
異
国
へ
の
憧
憬
を
強
く
持
っ
た
人
物
の
存
在
が
う
か
が
え
る
。

　
　
こ
の
作
品
を
室
礼
の
一
部
と
す
る
こ
と
で
自
ら
が
異
国
の
パ
ラ
ダ
イ

　
　
ス
に
い
る
よ
う
な
心
地
を
味
わ
う
と
同
時
に
、
知
識
を
披
露
し
顕
示

　
　
し
た
い
と
い
う
欲
求
が
感
じ
ら
れ
る
。
十
八
世
紀
後
半
に
流
行
し
た

　
　
舶
来
動
物
の
掛
軸
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
（
注
十
一
）
。

　
ま
た
、
同
じ
く
桝
目
画
作
品
で
あ
る
「
白
象
群
獣
図
」
に
つ
い
て

あ
ま
り
触
れ
る
機
会
が
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
補
足
と
し
て
述
べ

る
。
も
し
静
岡
本
が
若
沖
作
の
染
織
作
品
の
下
絵
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
作
品
は
そ
の
後
に
制
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま

り
、
静
岡
本
と
い
う
染
織
の
下
絵
を
依
頼
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
桝

目
画
と
い
う
着
想
を
得
、
そ
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
た
も
の
が
「
白

象
群
獣
図
」
な
の
で
は
な
い
か
。

　
筆
者
が
こ
の
研
究
を
通
し
て
発
見
し
た
こ
と
は
何
よ
り
も
二
作
品

そ
れ
ぞ
れ
の
魅
力
で
あ
っ
た
。
結
論
と
し
て
、
筆
者
は
静
岡
本
を
若

沖
作
、
プ
ラ
イ
ス
本
を
そ
う
で
は
な
い
と
し
た
。
し
か
し
そ
こ
で
、

プ
ラ
イ
ス
本
の
価
値
が
下
が
る
こ
と
は
全
く
な
い
と
主
張
し
た
い
。

　
序
章
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
伊
藤
若
沖
は
今
日
、
大
き
な
ブ
ー

ム
に
な
っ
て
い
る
。
見
る
も
の
を
捉
え
て
離
さ
な
い
彼
の
作
品
の
魅

力
は
、
描
か
れ
る
も
の
の
本
質
を
鋭
く
見
抜
い
て
い
な
が
ら
も
、
一

目
で
彼
の
作
品
と
分
か
る
強
烈
な
個
性
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
点
、

ま
た
そ
の
モ
チ
ー
フ
た
ち
が
巧
み
に
配
置
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。

今
回
取
り
上
げ
た
二
作
品
も
現
代
に
愛
さ
れ
る
素
晴
ら
し
い
作
品
で

あ
る
。
こ
の
二
作
品
を
今
回
は
作
者
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
が
、

そ
れ
は
逆
説
的
に
、
「
若
沖
」
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
化
し
て
し
ま
っ
た
よ

う
な
名
前
だ
け
で
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
作
品
本
来
の
魅
力
を

見
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
筆
者
自
身
の
教
訓
と
な
っ
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た
。「

二
、

三
、

四
、

五
、

六
、

注
釈

山
口
真
理
子
「
伊
藤
若
沖
の
初
期
絵
画
考
〈
牡
丹
・
百
合
図
〉

を
中
心
に
」
『
哲
学
会
誌
』
第
二
九
号
（
学
習
院
大
学
哲
学
会
、

2
0
0
5
）

ヒ
ロ
コ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
「
研
究
資
料
　
若
沖
の
モ
ザ
イ
ク
風
四

作
品
に
つ
い
て
」
『
國
華
』
第
一
一
九
六
号
（
國
華
社
、
1
9
9

5
）
に
、
モ
チ
ー
フ
が
楕
円
形
で
あ
る
特
徴
な
ど
を
引
い
て
若

沖
晩
年
期
の
作
と
し
て
い
る
。

小
林
忠
「
伊
藤
若
沖
猫
創
の
逸
格
描
法
に
つ
い
て
」
『
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
』
第
三
五
九
号
（
東
京
国
立
博
物
館
、
1
9
8
1
）
に
、

ま
く
り
の
状
態
で
は
裏
面
に
「
高
錦
舎
　
伊
藤
源
左
衛
門
」
と

い
う
書
付
が
添
付
さ
れ
て
い
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

視
覚
効
果
の
点
に
お
い
て
は
、
ヒ
ロ
コ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
氏
が
前

掲
の
論
文
で
詳
し
く
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

動
物
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
『
異
彩
の
江
戸
美
術
・
仮
想
の
楽

園
』
図
録
（
静
岡
県
立
美
術
館
、
1
9
9
7
）
九
〇
頁
を
参
考

に
し
た
。

『
和
樂
　
9
月
号
』
（
小
学
館
、
2
0
0
4
）
七
〇
～
七
一
頁

七
、

八
、

九
、

十
、

＋一

A

遠
景
の
馬
に
つ
い
て
は
、
『
皇
室
の
至
宝
2
　
御
物
　
絵
画
H
』

（
毎
日
新
聞
社
、
1
9
9
1
）
で
宮
島
新
一
氏
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

小
林
忠
「
伊
藤
若
沖
猫
創
の
逸
格
描
法
に
つ
い
て
」
『
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
』
第
三
五
九
号
（
東
京
国
立
博
物
館
、
1
9
8
1
V

保
昌
山
胴
掛
下
絵
寸
法
は
一
四
四
・
○
×
三
五
〇
・
○
セ
ン
チ

で
あ
る
。

「
文
化
時
代
正
縛
帳
」
に
つ
い
て
は
渡
辺
眞
『
近
世
正
絵
図
譜
』

（
光
琳
社
出
版
、
1
9
7
8
）
に
詳
し
い
。

「
動
物
絵
画
の
一
〇
〇
年
」
（
府
中
市
美
術
館
、
2
0
0
7
）
図

録
に
て
金
子
信
久
氏
が
、
動
物
を
見
る
楽
し
み
や
喜
び
の
た
め

に
、
実
用
上
の
写
生
図
と
は
別
に
、
舶
来
動
物
の
掛
軸
が
作
ら

れ
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

尚
、
挿
図
は
以
下
よ
り
転
載
し
た
。
『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
別
冊
　
皇

室
の
名
宝
　
海
を
渡
っ
た
伝
統
の
美
』
（
朝
日
新
聞
社
、
1
9
9

8
）
。
『
没
後
2
0
0
年
　
若
沖
』
図
録
（
京
都
国
立
博
物
館
、

2
0
0
0
）
。
『
秘
蔵
カ
ピ
タ
ン
の
江
戸
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
図

録
（
長
崎
市
立
博
物
館
、
2
0
0
0
）
。
『
若
沖
と
京
の
画
家
た

ち
』
図
録
（
静
岡
県
立
美
術
館
、
2
0
0
5
）
。
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【
資
料
1
こ
　
プ
ラ
イ
ス
本
の
桝
目
の
パ
タ
ー
ン

DCBA

BA

DC
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【
資
料
－
二
】
右
隻
動
物
表

ウ ト 摸 ア 水 ム 二
サ ラ ザ 馬 サ ホ

ギ ラ サ ン

シ ビ ザ

ル

1 と応 i 1 1 1 1 プ

類挙 ラ

似
藍
虎
図

イ
ス
本

屏
風
一

位 ズー位 な な i 1 類一 静
置 ’百置 し し 似猿 岡

違 模犬違 喉 本

い 様図い 摘

がL 桃
類と 図

似ポ 一
1 と

プ
ラ
イ
ス
本

静
岡
本

ウ
シ

応
挙
「
群
獣
図
屏
風
」
左
隻
ブ
タ
と
類
似

な
し

獅
子

1

1

ヤ
マ
ア
ラ
シ

1

な
し

イ
ノ
シ
シ

1

1

ク
マ

1

「
白
象
群
獣
図
」
と
類
似

ゾ
ウ

1

ヒ
ョ
ウ

1

位
置
違
い
「
百
犬
図
」
と
ポ
ー
ズ
が
類
似
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ラ イ カ
一 麟 ネ リ

ク タ ラ 角 麟 ズ ス
ダ チ ウ 獣 ミ

シ

1 1 i 1
一 と応 1 プ

般 類挙 ラ

的
な
図
様

似
癖
獣
図
屏

イ
ス
本

風

L
な 位 ホ 1 類一 1 1 静
し 置

遅 生 似白
ﾛ

岡
本

い タ 群
イ 獣
ン 図

種 L
と

水 シ コジ テ ラ カ 口 狸
犀 カ ヤ ナ ツ ワ ノぐ 々

コ ガ コ ウ

ウ ザ ソ

ネ ル

と一 写 舶 1 1 1 写 1 プ

類唐 実 来 実 ラ

似土 的 の 的 イ

訓 小 ス

蒙 型 本
図 犬
彙 ？

L

1
一

南 類一 1 1 な な 静
鹿 宋 似白 し し 岡

図 画
と

象
群

本

と 類 獣
類 似 図

似 L
と

参考文献「奇想の江戸美術　仮想の楽園」展図録p．90を参考にした。

傍線（一）部は、描かれているが特に記述事項がないものを示す。

作者の記述のない作品は伊藤若沖の作品である。
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　　　　　図

ト版
ラ　｝

の　一

比一
較

「樹花鳥獣図屏風」（部分） 「百犬図」（部分）

　　　　　図

ト版
ラ　1

の　二

比一
較

「鳥獣花木図屏風」（部分） 「猛虎図」（部分）
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「鳥獣花木図屏風」

（部分）

塾鞭

臣幽

【
図
版

ヒ
ョ

「樹花鳥獣図屏風」

（部分）

糊

　　　ゆ　　　：

講難’　燃・

「群獣図屏風」（部分）

耀

鋤郡剛犬晒

【
図
版
－
四
】

ネ
ズ
ミ
の
比
較

「鳥獣花木図屏風」（部分）
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「群獣図屏風」（部分）

憲
磁1

【
図
版
－
五
】
ウ
シ
の
比
較

「鳥獣花木図屏風」（部分）

イエブタ剥製江戸時代ライデン国立自然史博物館蔵

「樹花鳥獣図屏風」（部分） 「鳥獣花木図屏風」（部分）

【
図
版
－
六
】
ニ
ワ
ト
リ
の
比
較


