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は
じ
め
に

　
鷹
狩
用
に
訓
養
さ
れ
た
鷹
を
描
く
架
鷹
図
は
、
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初

期
に
か
け
、
戦
乱
に
疲
弊
し
た
武
家
階
級
の
賞
翫
品
と
し
て
数
多
く
制
作
さ
れ

た
と
い
う
。
一
般
的
に
そ
の
契
機
は
室
町
時
代
に
お
け
る
中
国
宋
元
代
の
鷹
図

の
請
来
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
我
が
国
の
架
鷹
図
は
東
ア
ジ
ア
の
画
鷹

展
開
の
末
端
に
位
置
付
け
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
多
い（

1
（

。
し
か
し
、
我
が
国

の
鷹
狩
に
関
す
る
諸
文
化
が
、
主
に
和
歌
や
連
歌
と
い
っ
た
文
芸
活
動
の
中
で

公
家
の
芸
道
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
美
術
史
上
で
は
こ
れ
ま
で
等

閑
に
付
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
曽
我
直
庵

和
歌
賛
か
ら
見
た
島
津
家
旧
蔵
「
架
鷹
図
屛
風
」
の
成
立
事
情

―
近
世
初
期
の
宮
廷
に
お
け
る
寄
合
書
の
観
点
か
ら

浜
野
真
由
美

（
生
没
年
不
詳
）
筆
「
架
鷹
図
屛
風
」（
図
１
―
１
・
２
）
は
、
我
が
国
独
自
の
放

鷹
文
化
を
再
認
識
さ
せ
る
作
で
あ
る
と
と
も
に
、
徳
川
政
権
黎
明
期
に
お
け
る

朝
廷
と
幕
府
の
緊
張
関
係
を
反
映
す
る
興
味
深
い
作
で
あ
る
。

　
本
作
は
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
の
『
国
華
』
三
三
九
号
に
お
い
て
、
当

時
『
国
華
』
主
幹
で
あ
っ
た
瀧
精
一
（
一
八
七
三
～
一
九
四
五
）
氏
に
よ
り

「
島
津
公
爵
家
所
蔵
の
直
庵
の
鷹
図
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
作
で
あ
る（

2
（

。『
国

華
』
で
紹
介
さ
れ
た
後
は
一
時
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
平
成

元
年
（
一
九
八
九
）
の
奈
良
県
立
美
術
館
特
別
展
「
曽
我
直
庵
・
二
直
菴
の
絵

画
」
を
機
に
再
び
存
在
が
明
ら
か
と
な
り
、
平
成
九
年
（
一
九
九
七
）
に
は
同

館
の
所
蔵
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
平
成
十
二
年
（
二
〇
〇
〇
）
に

は
、
同
館
学
芸
員
の
稲
畑
ル
ミ
子
氏
が
本
作
に
関
す
る
論
考
を
発
表
し
、
作
品
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の
基
本
情
報
が
紹
介
さ
れ
て
い
る（

（
（

。

　
し
か
し
、
本
作
は
こ
れ
ま
で
直
庵
の
画
蹟
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
、
和
歌
賛
に
着
目
し
、
近
世
初
期
の
宮
廷
に
お
け
る
能
書
の
寄
合
書

と
し
て
考
究
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
該
期
の
代
表
的
な
能

書
で
あ
る
近
衛
信
尹
（
一
五
六
五
～
一
六
一
四
）
の
関
与
が
推
定
さ
れ
な
が
ら
、

そ
の
書
作
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
制
作
時
期
や
そ
の
背
景
も

解
明
さ
れ
な
い
ま
ま
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
作
の
成
立
事
情
に
着
目
す

る
こ
と
は
、
近
世
初
期
の
宮
廷
に
お
け
る
文
芸
活
動
、
就
中
、
近
衛
信
尹
の
書

作
を
探
る
き
っ
か
け
に
も
な
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）
一
月
に
行
っ
た
調

査
を
も
と
に（

（
（

、
宮
廷
貴
族
の
寄
合
書
と
い
う
新
た
な
観
点
か
ら
本
作
の
成
立
事

情
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
未
確
定
で
あ
っ
た

和
歌
賛
の
筆
者
を
確
定
し
、
そ
こ
か
ら
大
凡
の
制
作
時
期
を
想
定
す
る
。
次
に
、

想
定
さ
れ
た
制
作
時
期
か
ら
制
作
背
景
を
考
察
し
、
そ
の
成
立
事
情
を
探
っ
て

ゆ
く
。
な
お
、
本
作
が
か
つ
て
島
津
公
爵
家
の
所
蔵
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に

基
づ
き
、
当
該
屛
風
を
島
津
本
と
称
す
る
こ
と
と
す
る
。

１
　
問
題
の
所
在

　
島
津
本
は
紙
本
著
色
の
押
絵
貼
六
曲
一
双
屛
風
で
、
十
二
扇
の
各
図
の
中
央

に
架
木
に
と
ま
る
鷹
一
居
、
そ
の
上
方
に
和
歌
賛
一
首
が
配
さ
れ
て
い
る
。
屛

風
の
内
側
に
位
置
す
る
第
二
扇
～
第
五
扇
の
本
紙
寸
法
は
、
縦
約
一
三
四
㎝
、

横
約
五
五
㎝
。
左
右
両
端
に
位
置
す
る
第
一
扇
・
第
六
扇
は
、
縦
約
一
三
四
㎝
、

横
約
五
二
㎝
で
、
内
側
の
扇
よ
り
本
紙
の
横
幅
が
三
㎝
ほ
ど
狭
い（

（
（

。
各
扇
の
本

紙
右
肩
に
は
著
賛
者
の
通
称
を
記
し
た
題
箋
が
貼
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ

「
照
高
院
殿
」「
梶
井
殿
」「
青
蓮
院
殿
」「
近
衛
殿
」「
竹
内
殿
」「
八
条
殿
」
の

六
名
の
名
が
確
認
で
き
る
。

　
曽
我
直
庵
の
作
と
取
り
沙
汰
さ
れ
る
架
鷹
図
屛
風
に
は
、
島
津
本
の
他
、
寸

松
子
紹
叔
（
周
南
紹
叔
か
）
の
賛
の
あ
る
京
都
・
仁
和
寺
所
蔵
の
「
架
鷹
図
屛

風
」
六
曲
一
双
（
以
下
、
仁
和
寺
本
）、
藍
渓
宗
瑛
（
一
五
七
〇
～
一
六
五
八
）
の

賛
の
あ
る
岡
山
県
立
博
物
館
所
蔵
の
「
架
鷹
図
屛
風
」
六
曲
一
双
（
以
下
、
岡

山
県
立
博
物
館
本
）、
ま
た
一
凍
紹
滴
（
一
五
三
九
～
一
六
一
二
）
の
賛
の
あ
る

『
日
本
屛
風
絵
集
成
』
第
十
二
巻
掲
載
の
「
架
鷹
図
屛
風
」
六
曲
一
双
（
以
下
、

日
本
屛
風
絵
集
成
本
）
な
ど
が
あ
る
。
鈴
木
廣
之
氏
が
「
図
様
を
類
型
に
押
し

込
ん
で
非
個
性
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
屛
風
本
来
の
装
飾
性
を
満

足
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に（

6
（

、
こ
れ
ら
架
鷹
図
屛
風
の
画

鷹
の
姿
態
に
類
型
的
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
一
方
、
板
倉
聖
哲
氏
は
、
架
鷹
図
屛
風
の
各
扇
の
鷹
の
種
類
が
異
な
る
こ
と

に
注
目
し
、「
実
在
の
鷹
の
肖
像
的
な
性
格
よ
り
も
羽
毛
・
口
嘴
・
脚
足
各
部

に
お
け
る
特
徴
の
描
き
分
け
を
在
不
在
に
か
か
わ
ら
ず
意
識
し
た
」
と
指
摘
さ

れ
て
い
る（

（
（

。
そ
の
指
摘
通
り
、
島
津
本
に
お
い
て
も
、
年
齢
や
種
類
に
よ
る
鷹

の
個
体
差
、
鷹
を
繋
ぐ
大
緒
の
結
び
方
や
架
木
の
材
質
が
丹
念
に
描
き
分
け
ら
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和歌賛から見た島津家旧蔵「架鷹図屛風」の成立事情

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
見
て
ま
ず
思
う
の
は
、
鷹
を
そ
の
付
属
物
も
含

め
描
き
分
け
る
の
は
何
故
か
、
そ
う
し
た
描
き
分
け
は
何
に
依
拠
し
て
い
る
の

か
、
と
い
う
素
朴
な
疑
問
で
あ
る
。
島
津
本
の
場
合
、
和
歌
賛
の
内
容
と
も
合

わ
せ
て
考
察
す
べ
き
課
題
で
は
あ
る
が
、
我
が
国
の
架
鷹
図
屛
風
全
般
に
敷
衍

し
て
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
島
津
本
の
よ
う
に
和
歌
が
著
賛
さ
れ
た
架
鷹
図
は
、
形
式
の
如

何
に
拘
わ
ら
ず
希
少
な
存
在
で
あ
る
。
他
の
架
鷹
図
屛
風
に
比
べ
る
と
架
木
の

位
置
が
若
干
低
く
、
画
面
上
方
に
確
保
さ
れ
た
比
較
的
広
い
空
間
に
和
歌
一
首

が
ゆ
っ
た
り
と
散
ら
さ
れ
て
い
る
。
和
歌
賛
は
、
伝
統
的
な
宮
廷
書
法
で
書
式

に
則
っ
て
揮
毫
さ
れ
た
も
の
が
多
い
が
、
仔
細
に
見
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
に
字
形

や
用
筆
の
個
性
が
認
め
ら
れ
る
。
和
歌
賛
の
存
在
感
か
ら
す
る
と
、
架
鷹
図
に

添
え
ら
れ
た
賛
と
い
う
よ
り
も
、
鑑
賞
対
象
と
す
べ
き
能
書
の
筆
蹟
と
見
做
す

方
が
妥
当
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
揃
っ
て
和
歌
賛
の
終
行
左
脇
に
花
押
を
添

え
る
な
ど
、
事
前
の
申
合
せ
が
な
け
れ
ば
成
し
得
な
い
要
素
も
見
出
せ
る
た
め
、

著
賛
者
の
み
な
ら
ず
、
斡
旋
者
が
ど
の
よ
う
に
制
作
に
関
わ
っ
て
い
た
か
と
い

う
問
題
に
つ
い
て
も
解
明
を
要
す
る
。

　
ま
た
、
直
庵
の
使
用
印
に
は
、
朱
文
方
印
「
平
直
庵
」・
朱
文
重
郭
円
印

「
心
誉
」・
朱
文
重
郭
方
印
「
包
胤
」・
朱
文
重
郭
長
方
印
「
杳
川
」
が
知
ら
れ

て
お
り（

（
（

、
島
津
本
で
は
、「
平
直
庵
」
印
と
「
心
誉
」
印
の
う
ち
い
ず
れ
か
一

顆
を
捺
印
す
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
黒
鷹
図
と
白
鷹
図
に
限
っ
て
二
顆
と

も
に
捺
印
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
（
図
２
）、
こ
の
二
図
は
十
二
図

の
中
で
も
特
別
な
図
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
直
庵
の
落

款
は
印
の
み
の
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
、「
平
直
庵
」
印
と
「
心
誉
」
印
が
捺
印

さ
れ
る
図
は
署
名
入
り
の
図
に
相
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る（

（
（

。
ま
た
、

現
状
で
は
画
印
の
位
置
に
も
左
右
の
バ
ラ
つ
き
が
あ
る
た
め
、
図
の
配
置
が
果

た
し
て
制
作
当
時
の
ま
ま
か
ど
う
か
に
は
疑
念
が
残
る
。
図
の
配
置
に
つ
い
て

は
画
印
と
著
賛
者
の
双
方
か
ら
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
以
上
、
和
歌
賛
が
島
津
本
の
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
は
各
図
の
和
歌
賛
の
内
容
を
理
解
し
、
和
歌
賛
と
画

鷹
の
関
係
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
。
著
賛
者
の
同
定
は
そ
の
上
で

最
も
優
先
す
べ
き
課
題
で
あ
り
、
著
賛
者
が
解
明
さ
れ
て
こ
そ
、
制
作
時
期
や

制
作
背
景
の
検
討
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
本
紙
右
肩

に
貼
付
さ
れ
た
題
箋
は
貴
重
な
情
報
源
で
あ
る
。
著
賛
者
の
通
称
を
題
箋
に
書

き
付
け
、
目
立
つ
場
所
に
貼
付
す
る
と
い
う
行
為
は
、
和
歌
賛
の
筆
者
に
島
津

本
の
肯
定
的
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

２
　
和
歌
賛
の
内
容

⑴
和
歌
賛
の
典
拠

　
は
じ
め
に
和
歌
賛
の
内
容
を
確
認
す
る
。
島
津
本
に
著
賛
さ
れ
る
和
歌
は
、

文
学
上
で
「
鷹
歌
」
と
称
さ
れ
る
歌
で
あ
る
。
鷹
狩
用
に
訓
養
さ
れ
る
鷹
を
主

題
と
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
鷹
を
使
う
人
が
用
い
る
と
い
う
「
鷹
詞
」
も
詠
み
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込
ま
れ
て
い
る
。
和
歌
賛
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
著
賛
者
が
割
り
当
て
ら
れ

た
架
鷹
図
を
見
て
新
た
に
詠
作
し
た
歌
と
す
る
向
き
も
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
彼
ら
が
如
何
に
和
歌
に
馴
染
ん
だ
人
々
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
放
鷹
の
知

識
や
経
験
を
皆
が
一
様
に
有
し
、
難
解
な
鷹
詞
を
盛
り
込
ん
で
即
座
に
鷹
歌
を

詠
む
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
。
そ
こ
で
、
中
世
の
鷹
書
の
中
に
和
歌
賛
の
典

拠
を
探
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
す
べ
て
既
存
の
歌
集
か
ら
撰
歌
さ
れ
た
歌
で
あ
る

こ
と
が
判
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、
島
津
本
に
著
賛
さ
れ
る
全
十
二
首
の
和
歌
の

う
ち
、
十
一
首
が
藤
原
定
家
（
一
一
六
二
～
一
二
四
一
）
の
『
鷹
三
百
首
』
か
ら
、

残
る
一
首
は
九
条
良
経
（
一
一
六
九
～
一
二
〇
六
）
の
『
後
京
極
殿
鷹
三
百
首
』

か
ら
撰
歌
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る（

（1
（

。

　
定
家
の
『
鷹
三
百
首
』
は
、
鷹
に
関
す
る
故
実
や
術
語
を
和
歌
の
形
で
説
い

た
も
の
で
、
定
家
の
作
で
あ
る
と
い
う
確
た
る
根
拠
は
な
い
。
し
か
し
、
定
家

の
名
を
冠
し
た
ま
ま
近
世
の
武
家
社
会
に
広
く
普
及
し
た
と
み
え
、
現
在
、
東

京
・
国
文
学
研
究
資
料
館
が
提
供
す
る
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に

は
五
十
四
件
も
の
伝
本
が
収
め
ら
れ
て
い
る
（
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
十
一
月

現
在
）。
良
経
の
『
後
京
極
殿
鷹
三
百
首
』
も
定
家
の
『
鷹
三
百
首
』
に
比
べ

れ
ば
か
な
り
数
は
少
な
い
も
の
の
、
や
は
り
複
数
の
伝
本
が
確
認
で
き
る
。

　
そ
う
し
た
複
数
の
伝
本
類
の
中
か
ら
、
こ
こ
で
は
本
作
と
の
関
わ
り
が
予
想

さ
れ
る
京
都
・
陽
明
文
庫
所
蔵
の
伝
本
を
参
考
に
す
る
こ
と
と
し
た
。
す
な
わ

ち
、
定
家
の
『
鷹
三
百
首
』
に
は
『
鷹
三
百
首
詠
歌
』
を
、
ま
た
良
経
の
『
後

京
極
殿
鷹
三
百
首
』
に
は
『
鷹
三
百
首
和
哥
』
を
参
考
と
す
る（

（（
（

。
因
み
に
、
定

家
の
『
鷹
三
百
首
』
の
伝
本
に
は
、
歌
の
み
が
記
載
さ
れ
る
も
の
と
、
歌
と
と

も
に
注
釈
が
記
載
さ
れ
る
も
の
と
が
あ
る
が
、
取
り
上
げ
た
陽
明
文
庫
本
は
い

ず
れ
も
注
釈
が
記
載
さ
れ
る
有
注
本
で
あ
る
。

　
以
下
、『
鷹
三
百
首
詠
歌
』
お
よ
び
『
鷹
三
百
首
和
哥
』
の
部
立
内
の
記
載

に
従
っ
て
、
和
歌
賛
の
典
拠
と
な
っ
た
歌
を
示
し
た
。
島
津
本
の
和
歌
賛
の
翻

刻
は
別
表
に
掲
げ
て
い
る
の
で
〔
表
１
〕、
典
拠
と
と
も
に
参
照
さ
れ
た
い
。

　
な
お
、
稲
畑
氏
の
論
考
に
準
じ
、
黒
鷹
が
描
か
れ
た
隻
を
Ａ
隻
、
白
鷹
が
描

か
れ
た
隻
を
Ｂ
隻
と
し
、（
　
）
内
に
島
津
本
に
お
け
る
和
歌
賛
の
配
置
を
付

し
た
（「
Ｂ
６
」
は
「
Ｂ
隻
第
六
扇
」）。
字
句
に
多
少
の
異
同
は
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
問
題
と
し
な
い
。

▼
伝
藤
原
定
家
撰
『
鷹
三
百
首
』

〈
夏
部
〉

•

若
鷹
の
毛
の
た
め
な
ら
ぬ
と
や
か
ひ
も
　
秋
を
待
て
や
先
出
す
ら
ん

（
Ｂ
６
）

〈
秋
部
〉

•

こ
そ
よ
り
ハ
と
や
ま
さ
り
す
る
か
た
か
へ
り
　
狩
行
末
の
秋
そ
床
し
き（

Ａ
２
）

•
あ
ま
た
と
や
ふ
ま
せ
て
み
は
や
今
た
に
も
　
古
と
ひ
に
に
る
秋
の
若
鷹（

Ｂ
３
）

•

と
や
出
る
か
た
け
の
鷹
に
残
る
は
や
　
去
年
の
赤
ふ
の
名
残
成
ら
ん
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（
Ｂ
１
）

〈
冬
部
〉

•

あ
ら
鷹
の
夜
す
へ
い
く
夜
に
成
ぬ
ら
ん
　
手
袋
ひ
き
て
か
へ
り
さ
す
也（

Ａ
４
）

•

箸
鷹
ハ
も
ろ
か
た
か
へ
り
過
ぬ
也
　
今
幾
年
か
と
や
を
か
ハ
ま
し 

（
Ａ
６
）

•

烏
羽
玉
の
黒
符
の
鷹
や
は
つ
と
い
ふ
　
足
の
三
あ
る
鳥
やを

と
る
ら
ん

（
Ａ
３
）

•

取
り
つ
な
く
た
ひ
に
あ
や
う
きく

見
ゆ
る
哉
　
桙
は
や
り
す
る
鷹
の
羽
も
ろ
き

（
Ｂ
５
）

•

箸
鷹
の
さ
衣
の
毛
を
重
ね
て
も
猶
風
さ
む
ミ
　
あ
ら
れ
ふ
る
也 

（
Ｂ
２
）

•

箸
鷹
の
四
毛
ま
ハ
り
の
薄
雪
や
　
を
の
か
羽
な
ら
ぬ
白
符
成
ら
ん 

（
Ｂ
４
）

•

霰
ふ
る
松
原
の
毛
の
残
り
つ
ゝ
　
鳥
か
ひ
な
か
ら
去
年
の
若
鷹 

（
Ａ
１
）

▼
九
条
良
経
撰
『
後
京
極
殿
鷹
三
百
首
』

〈
夏
五
十
首
〉

•

と
や
い
た
す
た
か
の
日
よ
り
を
撰
な
ハ
　
か
せ
な
き
と
ほ
そ
ひ
ら
き
初
へ
し

（
Ａ
５
）

⑵
和
歌
賛
と
画
鷹
と
の
関
係

　
部
立
の
内
訳
を
見
る
と
、
夏
部
が
二
首
、
秋
部
が
三
首
、
冬
部
が
七
首
で
、

秋
冬
の
歌
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
鷹
詞
の
注
釈
が
収
集
さ
れ
た
『
類
聚
鷹
歌

抄
』（
東
京
・
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
『
鷹
口
伝
書
』
第
二
冊
）
に
は
、「
鷹
を
鳥

屋
へ
入
る
事
」
と
し
て
「
四
月
八
日
に
鷹
を
鳥
屋
へ
入
、
七
月
十
五
日
聖
霊

の
箸
を
炬
火
に
こ
し
ら
へ
、
其
夜
と
や
よ
り
出
す
」
と
あ
る（

（1
（

。
期
日
が
定
ま
っ

て
い
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
島
津
本
の
和
歌
賛
に
秋
冬
の
歌
が
多
い
の
は
、

夏
の
間
は
鳥
屋
に
入
れ
、
秋
以
降
に
狩
を
仕
込
む
と
い
う
鷹
の
訓
養
サ
イ
ク
ル

に
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
以
下
、
和
歌
賛
と
画
鷹
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
ゆ
く
。
和
歌
賛

と
画
鷹
の
関
係
が
最
も
明
確
に
表
れ
て
い
る
の
は
黒
鷹
図
と
白
鷹
図
で
あ
る
。

「
か
ら
す
羽
の
く
ろ
ふ
（
黒
符
）
の
鷹
や
は
つ
と
い
ふ 

あ
し
の
三
あ
る
と
り
を

と
る
ら
む
」
と
あ
る
Ａ
隻
第
三
扇
に
は
黒
鷹
が
描
か
れ
、「
は
し
鷹
の
四
毛
ま

は
り
の
う
す
雪
や
　

を
の
か
羽
な
ら
ぬ
し
ら
ふ
（
白
符
）
な
る
ら
む
」
と
あ
る

Ｂ
隻
第
四
扇
に
白
鷹
が
描
か
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
少
な
く
と
も
和
歌
賛
と

鷹
の
種
類
は
連
関
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
白
鷹
図
と
黒
鷹
図
以

外
の
図
に
な
る
と
判
断
が
難
し
い
。
そ
こ
で
、
有
注
本
の
注
記
を
手
掛
か
り
に

和
歌
賛
の
さ
ら
な
る
理
解
に
努
め
た
と
こ
ろ
、
和
歌
賛
と
画
鷹
と
の
関
係
を
よ

り
多
角
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
数
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
Ａ
隻
第
六
扇
の
和
歌
賛
「
鷹
は
は
や
も
ろ
か
た
か
へ
り
す
き
ぬ
な
り 

今
い
く
と
せ
か
と
や
を
か
は
ま
し
」
は
、『
鷹
三
百
首
詠
歌
』
の
注
記
に
「
三

と
や
の
事
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
鳥
屋
で
三
年
過
ご
し
、
三
回
目
の
換
羽
を

終
え
た
成
鳥
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
と
わ
か
る（

（1
（

。
和
歌
賛
の
歌
意
に
沿
う
か
の
よ

う
に
、
画
鷹
に
も
腹
の
毛
が
す
っ
か
り
横
符
に
変
わ
っ
た
精
悍
な
鷹
の
姿
が
描
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か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
Ａ
隻
第
一
扇
の
和
歌
賛
「
あ
ら
れ
ふ
る
松
は
ら

の
毛
の
残
り
つ
ゝ 

と
や
か
ひ
な
か
ら
去
年
の
わ
か
鷹
」
は
、
同
注
記
に
「
惣

の
腹
の
毛
也
。
そ
れ
に
若
鷹
の
毛
の
残
る
か
お
も
し
ろ
き
も
の
な
り
。
其
日
つ

か
ハ
ぬ
と
て
か
く
の
こ
と
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
狩
に
は
使
わ
な
い
若
い
鷹

を
詠
ん
だ
歌
と
考
え
ら
れ
る
。「
松
は
ら
の
毛
」
と
は
腹
全
体
の
毛
を
指
す
た

め
、
し
ず
く
型
の
縦
符
が
腹
全
体
を
覆
う
若
々
し
い
鷹
の
姿
は
、
ま
さ
し
く
和

歌
賛
の
歌
意
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
鷹
の
年
齢
が
和
歌
賛
に
連
動
す
る
こ
と
は
こ
の
二
例
で
も
明
ら
か
だ
が
、
鷹

詞
を
さ
ら
に
読
み
解
い
て
ゆ
く
と
、
鷹
の
姿
態
ま
で
和
歌
賛
に
密
接
に
連
動
す

る
図
が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
Ａ
隻
第
四
扇
の
和
歌
賛
「
箸
鷹
の
夜
す

へ
い
く
夜
に
な
り
る
ら
む 

て
ふ
く
ろ
ひ
き
て
か
へ
り
さ
す
也
」
に
は
、「
て
ふ

く
ろ
ひ
く
」「
か
へ
り
さ
す
」
と
い
う
鷹
の
習
性
を
表
す
鷹
詞
が
詠
み
込
ま
れ

て
い
る
。
注
記
に
「
手
袋
ひ
く
と
ハ
、
足
を
腹
に
ひ
つ
付
て
ゐ
る
を
い
ふ
也
。

か
へ
り
さ
す
と
ハ
、
ね
ふ
る
と
て
□
（
首
カ
（を
後
へ
す
る
事
也
。」
と
あ
る
た
め
、
和

歌
賛
は
「
夜
据
え
の
時
分
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
鷹
が
片
足
を
腹
に
引
き
付
け
、

首
を
背
中
へ
回
し
て
眠
ろ
う
と
し
て
い
る
」
と
解
釈
で
き
よ
う
か
。
画
鷹
に
も

そ
う
し
た
鷹
が
描
か
れ
て
い
る
。
腹
の
縦
符
が
ま
ば
ら
で
あ
る
た
め
、
一
回
目

の
換
羽
を
経
て
、
深
夜
に
屋
外
で
馴
ら
し
始
め
た
鷹
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
。

　
以
上
、
和
歌
賛
の
す
べ
て
が
既
存
の
鷹
歌
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、
各
図

の
和
歌
賛
と
画
鷹
が
連
関
し
て
い
る
こ
と
も
実
証
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
少

な
く
と
も
和
歌
の
詠
題
と
し
て
制
作
さ
れ
た
架
鷹
図
で
な
い
こ
と
は
認
め
て
よ

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
仁
和
寺
本
や
岡
山
県
立
博
物
館
本
、
日
本
屛
風

絵
集
成
本
に
も
類
似
す
る
図
は
確
認
で
き
る
が
、
鷹
の
年
齢
や
大
緒
の
結
び
方
、

架
木
の
材
質
等
、
す
べ
て
が
一
致
す
る
も
の
は
稀
で
あ
る（

（1
（

。
粉
本
の
存
在
は
否

定
で
き
な
い
も
の
の
、
島
津
本
の
場
合
は
、
和
歌
賛
の
歌
意
に
沿
う
よ
う
画
鷹

の
細
部
が
調
整
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

３
　
和
歌
賛
の
筆
者

⑴
近
衛
信
尹
の
著
賛

　
本
章
で
は
著
賛
者
の
同
定
に
取
り
組
ん
で
ゆ
く
。
稲
畑
氏
の
論
考
で
も
す
で

に
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
未
だ
す
べ
て
の
著
賛
者
が
判
明
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

考
察
の
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
た
だ
、
六
名
の
著
賛
者
の
う
ち
「
近
衛
殿
」
と
「
竹
内
殿
」（
図
３
・
４
）

に
つ
い
て
は
、
同
氏
の
指
摘
通
り
、
そ
れ
ぞ
れ
近
衛
信
尹
と
良
恕
入
道
親
王

（
一
五
七
四
～
一
六
四
三
）
に
相
当
す
る
と
考
え
る
。「
源
氏
物
語
絵
色
紙
帖
」

詞
書
（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
、
以
下
、
源
氏
詞
書
）
等
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
〔
表

２
〕、
個
々
の
字
形
の
み
な
ら
ず
、
用
筆
上
の
軽
微
な
特
徴
ま
で
悉
く
一
致
し

た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
近
衛
殿
の
「
か
（
可
）
へ
り
」
は
、「
へ
」
の
収

筆
を
鋭
角
的
に
折
り
返
し
、
連
綿
線
を
反
ら
せ
な
が
ら
下
の
字
に
繋
ぐ
が
、
同

様
の
用
筆
は
近
衛
信
尹
の
「
給
へ
り
」
な
ど
に
も
見
え
て
い
る
。
ま
た
、
竹
内
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殿
の
「
よ
り
（
利
）
を
（
遠
）」
の
よ
う
に
、
破
綻
し
や
す
い
三
字
を
巧
妙
に

連
結
し
、
之
繞
の
あ
る
三
字
目
で
筆
の
流
れ
を
収
め
る
構
成
は
、
良
恕
入
道
親

王
の
「
ま
き
（
紀
）
れ
（
連
）」
に
も
通
じ
る
構
成
で
あ
る
。
個
性
的
な
花
押

も
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
に
一
致
す
る
た
め
、
近
衛
殿
と
竹
内
殿
が
そ
れ
ぞ
れ
近
衛

信
尹
と
良
恕
入
道
親
王
で
あ
る
こ
と
は
、
書
風
と
花
押
の
双
方
か
ら
実
証
が
可

能
で
あ
る
。

　
一
方
、
近
衛
信
尹
の
著
賛
が
確
実
に
な
っ
た
こ
と
は
、
島
津
本
の
制
作
時
期

を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
手
掛
か
り
を
得
た
こ
と
に
な
る
。
信
尹
は
、
永
禄
八

年
（
一
五
六
五
）
十
一
月
一
日
に
関
白
近
衛
前
久
（
一
五
三
六
～
一
六
一
二
）
の

子
と
し
て
誕
生
し
、
大
坂
冬
の
陣
の
最
中
、
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
十
一

月
二
十
五
日
に
五
十
歳
で
薨
去
し
た
人
物
で
あ
る
。
明
丸
・
信
基
・
信
輔
・
信

尹
と
三
度
改
名
し
、
花
押
も
様
々
に
変
化
し
た
が
、
他
の
著
賛
者
に
比
べ
る
と

伝
存
す
る
遺
墨
が
格
段
に
多
く
、
六
名
の
著
賛
者
の
中
で
は
最
も
著
賛
時
期
の

手
掛
か
り
を
得
易
い
。
信
尹
の
著
賛
時
期
が
判
明
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
他
の
著

賛
者
を
推
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
よ
っ
て
、
ま
ず
は
信
尹
の
花
押
に
注
目
す
る
。
近
衛
殿
の
和
歌
賛
に
見
え
る

花
押
は
、
信
尹
の
一
字
名
「
杉
」
の
偏
と
旁
を
合
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

使
用
期
間
を
制
作
年
の
判
明
す
る
作
の
中
に
探
っ
て
み
る
と
、
管
見
に
お
い
て
、

上
限
は
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
の
紀
年
が
あ
る
「
和
歌
詠
草
」（
東
京
・
木

母
寺
蔵
）、
下
限
は
慶
長
十
九
年
七
月
十
七
日
付
「
信
尋
宛
て
書
置
」（
陽
明
文

庫
蔵
）
で
あ
っ
た
。
慶
長
十
四
～
同
十
五
年
頃
に
集
中
的
に
制
作
さ
れ
、
比
較

的
遺
作
が
多
く
伝
存
す
る
「
渡
唐
天
神
画
賛
」
に
も
、
こ
の
花
押
が
用
い
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
に
見
る
限
り
、
遅
く
と
も
慶
長
十
二

年
頃
か
ら
薨
去
に
至
る
年
ま
で
使
用
さ
れ
た
花
押
と
認
識
で
き
る
。

　
次
に
和
歌
賛
の
書
風
に
目
を
移
す
。
信
尹
の
筆
蹟
が
他
の
著
賛
者
の
そ
れ
に

異
な
る
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
字
粒
が
他
に
比
べ
て
一
回
り
大
き

く
、
筆
勢
に
富
み
、
筆
画
も
太
い
。
島
津
本
の
和
歌
賛
の
場
合
、
柔
ら
か
な
流

動
性
に
は
欠
く
も
の
の
、
硬
く
粗
い
筆
を
や
や
強
引
に
運
筆
し
、
穂
先
の
乱
れ

や
渇
筆
を
厭
わ
な
い
筆
致
は
、
禅
僧
の
墨
蹟
か
、
あ
る
い
は
禅
林
を
介
し
て
我

が
国
に
流
入
し
た
北
宋
の
米
芾
（
一
〇
五
一
～
一
一
〇
七
）
や
南
宋
の
張
即
之

（
一
一
八
六
～
一
二
六
六
）
の
筆
蹟
を
想
起
さ
せ
る
。

　
で
は
、
そ
う
し
た
筆
致
を
信
尹
の
書
風
変
遷
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
ど
う
な

る
の
か
。
信
尹
の
書
風
が
確
立
し
た
の
は
、
そ
の
名
に
改
名
し
た
慶
長
四
年

（
一
五
九
九
）
頃
と
見
る
の
が
一
般
的
だ
が
、
和
歌
賛
は
慶
長
期
初
頭
の
筆
致

よ
り
も
さ
ら
に
用
筆
や
字
形
の
独
自
性
が
際
立
ち
、
角
の
あ
る
用
筆
も
目
立
つ
。

ま
た
、
慶
長
期
前
半
に
顕
著
で
あ
っ
た
定
家
流
独
特
の
丸
味
の
あ
る
字
形
が
、

和
歌
賛
に
は
ほ
と
ん
ど
表
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
点
を
考
慮
す
る
な
ら
、
和

歌
賛
は
や
は
り
信
尹
の
慶
長
期
後
半
の
筆
蹟
に
相
当
す
る
の
で
は
な
い
か（

（1
（

。
し

か
も
、
島
津
本
の
よ
う
に
ガ
サ
ガ
サ
と
荒
れ
た
線
条
は
、
大
字
書
以
外
で
い
え

ば
、「
慶
庚
戌
（
＝
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
））
仲
春
廿
五
日
」
の
紀
年
を
有
す

る
「
渡
唐
天
神
画
賛
」（
図
５
）
や
、
慶
長
十
六
年
六
月
八
日
付
の
「
下
川
又

左
衛
門
宛
て
書
状
案
」（
陽
明
文
庫
蔵
）
な
ど
、
慶
長
十
五
年
前
後
の
作
に
確
認
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で
き
る
。

　
一
方
、
和
歌
賛
全
体
の
統
一
感
か
ら
す
る
と
、
六
名
の
著
賛
時
期
に
さ
ほ
ど

の
開
き
は
な
い
と
考
え
る
。
信
尹
の
著
賛
は
上
記
の
作
に
見
る
限
り
慶
長
十
五

年
前
後
が
最
も
有
力
だ
が
、
和
歌
賛
全
体
の
大
凡
の
著
賛
時
期
に
つ
い
て
は
、

多
角
的
な
考
察
の
妨
げ
と
な
ら
な
い
よ
う
、
ひ
と
ま
ず
慶
長
期
後
半
に
想
定
し

て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

⑵
著
賛
者
の
再
検
討

　
和
歌
賛
全
体
の
大
凡
の
著
賛
時
期
を
想
定
し
た
と
こ
ろ
で
、
著
賛
者
の
再
検

討
を
試
み
る
。
六
名
の
著
賛
者
の
う
ち
近
衛
殿
と
竹
内
殿
に
つ
い
て
は
割
愛

し
、
こ
こ
で
は
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
残
り
四
名
、
す
な
わ
ち
照
高
院
殿
・

梶
井
殿
・
青
蓮
院
殿
・
八
条
殿
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
先
に
結
論
か
ら
述
べ
れ

ば
、
照
高
院
殿
と
梶
井
殿
に
つ
い
て
は
、
花
押
と
書
風
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
興
意

法
親
王
と
最
胤
入
道
親
王
（
一
五
六
五
～
一
六
三
九
）
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

ま
た
青
蓮
院
殿
と
八
条
殿
に
つ
い
て
は
、
諸
々
の
事
象
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
尊
純

法
親
王
と
八
条
宮
智
仁
親
王
で
あ
る
と
考
え
る
。
以
下
、
こ
の
四
名
に
つ
い
て
、

順
次
そ
の
検
討
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

「
照
高
院
殿
」（
図
６
）

　「
照
高
院
殿
」
は
か
つ
て
京
都
・
妙
法
院
の
地
に
あ
っ
た
と
い
う
照
高
院
門

主
の
通
称
で
あ
る
。
天
台
宗
の
門
跡
寺
院
で
あ
る
照
高
院
は
、
開
山
で
あ
る
道

澄
（
一
五
四
四
～
一
六
〇
八
）
の
遷
化
に
伴
い
、
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
頃

に
興
意
法
親
王
へ
引
き
継
が
れ
た
。
照
高
院
殿
の
花
押
は
そ
の
興
意
法
親
王
の

花
押
に
一
致
す
る（

（1
（

。
興
意
法
親
王
は
道
澄
流
の
書
き
手
と
し
て
知
ら
れ
、
同
親

王
と
道
澄
の
筆
蹟
は
一
瞥
で
は
見
分
け
が
つ
か
な
い
ほ
ど
似
通
っ
て
い
る
。
だ

が
、
照
高
院
殿
の
和
歌
賛
は
道
澄
の
や
や
鈍
重
な
筆
致
よ
り
も
、
興
意
法
親
王

の
潑
溂
と
し
た
張
り
の
あ
る
筆
致
に
近
い
。
興
意
法
親
王
自
筆
短
冊
「
寄
箏

別
恋
」（
東
京
・
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
文
化
財
団
蔵
）（
図
７
）
に
比
較
す
る
と
、
例
え

ば
「
あ
」
の
三
画
目
を
左
で
鋭
く
折
り
返
し
、
す
ぐ
上
で
も
う
一
度
角
を
つ

け
、
そ
の
後
筆
圧
を
緩
め
て
大
ら
か
に
旋
回
す
る
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
、「
の

（
乃
）」
の
一
画
目
を
左
へ
強
く
伸
ば
し
、
二
画
目
の
払
い
に
張
り
を
持
た
せ
て

一
字
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
と
こ
ろ
な
ど
に
同
じ
用
筆
が
見
出
せ
る
。
花
押
が
一

致
し
、
か
つ
書
風
上
の
特
徴
も
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
照
高
院
殿
は
興
意
法
親

王
で
あ
る
と
見
做
し
て
よ
い
。

「
梶
井
殿
」（
図
８
）

　「
梶
井
殿
」
は
京
都
・
大
原
の
梶
井
三
千
院
門
主
の
通
称
で
あ
る
。
梶
井
殿

の
花
押
は
最
胤
入
道
親
王
の
花
押
に
一
致
し
た（

（1
（

。
最
胤
入
道
親
王
の
遺
墨
は

著
賛
者
中
最
も
少
な
く
、
唯
一
確
認
で
き
た
の
は
、
小
松
茂
美
（
一
九
二
五
～

二
〇
一
〇
）
著
『
日
本
書
流
全
史
』
に
所
載
さ
れ
る
同
親
王
自
筆
短
冊
「
待
七

夕
」（
図
９
）
の
み
で
あ
っ
た（

（1
（

。
他
の
著
賛
者
に
比
べ
、
梶
井
殿
は
筆
の
打
ち

込
み
が
弱
く
、
ま
た
運
筆
規
模
も
小
さ
い
た
め
か
、
総
体
的
に
脆
弱
な
印
象
を
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和歌賛から見た島津家旧蔵「架鷹図屛風」の成立事情

受
け
る
。
和
歌
賛
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
最
胤
入
道
親
王
の
短
冊
の
筆
致
も

線
条
が
細
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
繊
細
さ
が
看
取
さ
れ
る
。
ま
た
、
類
似
す

る
字
例
も
い
く
つ
か
確
認
で
き
る
。
例
え
ば
、
二
画
目
を
や
や
ぎ
こ
ち
な
く
払

う
「
の
（
乃
）」、
二
画
目
が
一
画
目
と
交
差
す
る
と
同
時
に
右
斜
め
下
に
流
れ

る
「
を
」
な
ど
に
は
、
か
な
り
近
い
造
形
感
覚
を
認
め
て
よ
い
。
比
較
資
料
に

欠
く
嫌
い
は
あ
る
が
、
花
押
が
一
致
す
る
上
に
、
個
々
の
字
例
に
も
同
様
の
傾

向
が
見
出
せ
る
た
め
、
梶
井
殿
は
最
胤
入
道
親
王
で
あ
る
と
判
断
し
て
よ
か
ろ

う
。

「
青
蓮
院
殿
」（
図
10
）

　「
青
蓮
院
殿
」
は
京
都
・
粟
田
口
の
青
蓮
院
門
主
の
通
称
で
あ
る
。
和
歌
賛

の
大
凡
の
著
賛
時
期
を
慶
長
期
後
半
に
仮
定
す
る
と
、
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）

二
月
に
遷
化
し
た
尊
朝
法
親
王
で
は
な
く
、
こ
れ
を
受
け
て
慶
長
三
年
十
一
月

に
入
室
し
た
尊
純
法
親
王
が
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
致
す
る
花
押
は
確
認

で
き
な
い
が
、
尊
純
法
親
王
自
筆
短
冊
「
深
雪
」（
東
京
・
根
津
美
術
館
蔵
）
や

源
氏
詞
書
（
末
摘
花
）（
図
11
）
な
ど
と
比
較
し
た
結
果
、
青
蓮
院
殿
の
筆
致
は

や
は
り
尊
純
法
親
王
の
そ
れ
に
近
い
と
の
結
論
に
至
っ
た
。「
ろ
（
露
）」「
あ
」

「
の
（
乃
）」「
と
（
登
）」「
ぬ
」「
て
」「
や
」
な
ど
、
形
状
の
似
る
字
例
は
多
い
。

ま
た
、
青
蓮
院
殿
の
和
歌
賛
の
「
ま
」
か
ら
「
つ
（
川
）」
へ
繋
ぐ
連
綿
線
は
、

尊
純
法
親
王
自
筆
短
冊
の
「
ま
」
か
ら
「
に
」
へ
繋
ぐ
連
綿
線
と
同
じ
曲
率
を

示
し
て
い
る
。
尊
朝
法
親
王
の
筆
蹟
に
も
同
様
の
筆
致
を
見
出
せ
な
く
は
な
い

が
、
興
意
法
親
王
が
照
高
院
殿
と
し
て
著
賛
す
る
作
に
、
す
で
に
泉
下
の
人
で

あ
っ
た
尊
朝
法
親
王
が
著
賛
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
諸
々
の
事
情
か
ら
青

蓮
院
殿
は
尊
純
法
親
王
に
相
当
す
る
と
考
え
る（

（1
（

。

「
八
条
殿
」（
図
12
）

　「
八
条
殿
」
と
は
智
仁
親
王
を
初
代
と
す
る
八
条
宮
家
当
主
の
通
称
で
あ

る
。
智
仁
親
王
の
薨
去
に
伴
い
、
第
一
皇
子
の
智
忠
親
王
（
一
六
一
九
～
六
二
）

が
八
条
宮
家
を
継
承
し
た
の
は
、
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
四
月
。
こ
の
た
め
、

慶
長
期
後
半
に
八
条
殿
と
称
さ
れ
た
人
物
は
、
智
仁
親
王
以
外
に
は
見
当
た
ら

な
い
。
智
仁
親
王
自
筆
短
冊
「
浜
月
」「
庭
梅
」（
と
も
に
京
都
・
東
山
御
文
庫

御
物
）
や
源
氏
詞
書
（
花
散
里
）（
図
1（
）
な
ど
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
智
仁
親

王
に
特
徴
的
な
捻
転
と
し
た
用
筆
や
字
形
が
、
八
条
殿
の
和
歌
賛
に
も
明
確
に

表
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
例
え
ば
、「
や
」
の
一
画
目
で
角
を
つ
け
て

折
り
返
し
、
立
ち
上
が
る
そ
の
収
筆
に
沿
わ
せ
つ
つ
二
画
目
を
引
き
下
ろ
す
と

こ
ろ
、
あ
る
い
は
「
の
（
乃
）」
の
一
画
目
を
撓
ら
せ
な
が
ら
左
に
張
り
出
し
、

引
き
上
げ
た
二
画
目
を
下
膨
れ
気
味
に
払
う
と
こ
ろ
な
ど
で
あ
る
。
細
い
線
条

が
絡
み
合
う
よ
う
に
連
続
す
る
「
き
（
幾
）」「
の
（
能
）」
の
形
状
も
著
し
く

類
似
す
る
。
一
致
す
る
花
押
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
書
風
上
の
類
似
は
明
白
で

あ
る
た
め
、
八
条
殿
は
智
仁
親
王
で
あ
る
と
見
做
し
た
い
。

　
以
上
、
和
歌
賛
の
花
押
と
書
風
を
検
討
し
た
結
果
、
島
津
本
の
著
賛
者
と
し
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て
以
下
の
六
名
が
浮
上
し
た
。
生
年
が
早
い
順
に
記
す
と
、
近
衛
信
尹
（
近
衛

殿
）・
最
胤
入
道
親
王
（
梶
井
殿
）・
良
恕
入
道
親
王
（
竹
内
殿
）・
興
意
法
親
王

（
照
高
院
殿
）・
八
条
宮
智
仁
親
王
（
八
条
殿
）・
尊
純
法
親
王
（
青
蓮
院
殿
）
と

な
る（

11
（

。
彼
ら
の
出
自
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
良
恕
入
道
親
王
は
陽
光
院
誠
仁

親
王
（
一
五
五
二
～
八
六
）
の
第
三
皇
子
、
興
意
法
親
王
は
第
五
皇
子
、
八
条

宮
智
仁
親
王
は
第
六
皇
子
で
あ
っ
た
。
後
陽
成
天
皇
（
一
五
七
一
～
一
六
一
七
）

は
誠
仁
親
王
の
第
一
皇
子
で
あ
る
た
め
、
同
天
皇
を
長
兄
と
す
る
こ
の
四
名

は
、
誠
仁
親
王
を
父
と
し
、
新
上
東
門
院
勧
修
寺
晴
子
（
一
五
五
三
～
一
六
二

〇
）
を
母
と
す
る
同
母
兄
弟
で
あ
る
。
ま
た
、
近
衛
信
尹
は
後
陽
成
天
皇
の
女

御
中
和
門
院
近
衛
前
子
（
一
五
七
五
～
一
六
三
〇
）
の
実
兄
で
あ
り
、
同
天
皇

と
は
義
兄
弟
の
間
柄
と
な
る
。
一
方
、
最
胤
入
道
親
王
と
尊
純
法
親
王
は
世
襲

親
王
家
の
中
で
も
最
も
歴
史
の
あ
る
伏
見
宮
家
の
出
身
で
、
と
も
に
同
家
第
六

代
貞
敦
親
王
（
一
四
八
八
～
一
五
七
二
）
を
祖
父
に
持
つ
法
親
王
だ
が
、
尊
純

法
親
王
は
後
に
後
陽
成
天
皇
の
猶
子
と
な
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る（

1（
（

。
つ
ま
り
、

島
津
本
は
後
陽
成
天
皇
の
身
近
な
親
族
に
よ
る
寄
合
書
の
屛
風
で
あ
っ
た
と
認

識
で
き
よ
う
。

４
　
寄
合
書
の
執
筆
分
担
と
図
の
配
置

⑴
執
筆
分
担

　
次
に
、
和
歌
賛
の
執
筆
分
担
と
い
う
観
点
か
ら
も
検
討
を
試
み
る
。
寄
合
書

の
執
筆
分
担
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
大
部
の
経
典
を
複
数
人
で
執
筆
す
る
場
合

な
ど
、
メ
ン
バ
ー
の
中
で
最
高
位
に
あ
る
人
物
か
、
あ
る
い
は
能
書
と
さ
れ
る

人
物
が
経
典
の
首
巻
と
末
巻
を
担
当
す
る
。
こ
れ
を
敷
衍
し
た
も
の
か
、
月
次

屛
風
に
複
数
人
で
著
賛
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
一
月
と
十
二
月
は
メ
ン
バ
ー

の
中
で
重
要
な
位
置
に
あ
る
人
物
が
担
当
す
る
と
い
う
。
尾
形
光
琳
（
一
六
五

八
～
一
七
一
六
）
筆
「
十
二
ヶ
月
歌
意
図
屛
風
」（
京
都
・
福
田
美
術
館
蔵
）
を

例
に
と
る
と
、
一
月
の
著
賛
は
鷹
司
兼
熙
（
一
六
六
〇
～
一
七
二
五
）
が
、
十

二
月
の
著
賛
は
近
衛
家
熙
（
一
六
六
七
～
一
七
三
六
）
が
担
当
し
た
が
、
制
作

当
時
、
鷹
司
兼
熙
は
左
大
臣
、
近
衛
家
熙
は
右
大
臣
の
地
位
に
あ
り
、
両
者
は

十
二
名
の
著
賛
者
の
う
ち
最
も
高
位
に
相
当
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け

一
月
を
担
当
し
た
兼
熙
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
著
賛
者
の
立
場
を
超
え
る
、
制

作
上
の
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
見
ら
れ
て
い
る（

11
（

。

　
島
津
本
の
場
合
、
直
庵
の
基
準
印
が
二
顆
と
も
捺
印
さ
れ
る
こ
と
を
根
拠
に
、

黒
鷹
図
と
白
鷹
図
が
特
別
な
図
で
あ
る
こ
と
を
予
想
し
た
。
で
は
、
黒
鷹
図
を

尊
純
法
親
王
が
担
当
し
、
白
鷹
図
を
良
恕
入
道
親
王
が
担
当
し
た
こ
と
に
は
ど

の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
を
考
察
す
る
に
は
、
ま
ず
島
津
本
の
寄
合
書
に
お
け
る
両
親
王
の
位
置

を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
黒
鷹
図
を
担
当
し
た
尊
純
法
親
王
は
、
メ
ン

バ
ー
の
中
で
最
年
少
で
は
あ
る
も
の
の
、
入
木
道
を
家
職
と
す
る
青
蓮
院
の
門

主
と
し
て
我
が
国
の
書
法
の
本
流
を
継
承
・
保
持
す
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
。
一

方
、
白
鷹
図
を
担
当
し
た
良
恕
入
道
親
王
は
、
上
述
の
通
り
、
本
作
に
関
与
し
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た
後
陽
成
天
皇
の
三
人
の
同
母
弟
の
う
ち
最
年
長
に
相
当
す
る
。
つ
ま
り
両
親

王
は
、
月
次
屛
風
で
い
え
ば
一
月
と
十
二
月
の
著
賛
を
担
当
す
る
よ
う
な
、
寄

合
書
の
メ
ン
バ
ー
の
中
で
も
と
り
わ
け
重
要
な
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　
次
に
、
黒
鷹
と
白
鷹
が
如
何
な
る
鷹
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お

く
。
黒
鷹
図
に
著
賛
さ
れ
た
「
か
ら
す
羽
の
く
ろ
ふ
（
黒
符
）
の
鷹
や
は
つ
と

い
ふ 

あ
し
の
三
あ
る
と
り
を
と
る
ら
む
」
に
つ
い
て
、
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫

架
蔵
の
『
鷹
三
百
首
』
に
は
以
下
の
よ
う
に
注
記
さ
れ
て
い
る
。

烏
符
と
て
稀
有
の
物
也
。
は
つ
と
ハ
初
鷹
と
云
心
そ
と
也
。
猶
可
尋
也
。

八
重
羽
の
雉
に
三
足
の
あ
り
。
其
鳥
ハ
還
て
鷹
を
躅
き
こ
ろ
す
也
。
烏
符

の
鷹
ハ
三
足
の
雉
も
取
ら
ん
ほ
と
の
逸
物
な
る
物
と
也
。

　
す
な
わ
ち
、
黒
鷹
は
大
変
珍
し
い
鷹
で
、
鷹
を
突
き
殺
す
と
い
う
八
重
羽
・

三
足
の
雉
を
捕
ら
え
る
ほ
ど
優
れ
た
鷹
で
あ
っ
た
と
い
う
。
鷹
が
三
足
の
雉
を

退
治
す
る
と
い
う
故
事
は
、
モ
チ
ー
フ
や
登
場
人
物
を
違
え
た
類
話
が
各
地
に

伝
存
し（

11
（

、
そ
の
中
に
は
鷹
飼
の
名
誉
譚
や
三
足
の
雉
の
祭
事
由
来
譚
ま
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
だ
が
、
注
記
に
「
は
つ
と
ハ
初
鷹
と
云
心
そ
と
也
」
と
あ
る
と
こ

ろ
か
ら
す
る
と
、
和
歌
文
学
に
お
け
る
黒
鷹
は
鷹
狩
の
起
源
に
関
わ
る
鷹
と
見

做
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
黒
鷹
が
、
そ
の
道
の
起
源
と
な
る
も
の
で
、
か
つ

最
も
優
れ
た
も
の
の
象
徴
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
若
年
と
は
い
え
、
我
が
国
の
書

流
を
牽
引
す
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
尊
純
法
親
王
は
、
黒
鷹
図
を
担
当
し
て
然
る

べ
き
人
物
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
一
方
、
白
鷹
は
中
国
や
朝
鮮
で
は
古
く
か
ら
王
族
へ
の
献
上
品
や
進
上
品
で

あ
り
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
嘉
暦
二
年
（
一
三
二
七
）
成
立
の
『
白
鷹
記
』

に
、
信
濃
の
国
人
祢
津
神
平
（
生
没
年
不
詳
）
が
朝
廷
に
白
鷹
を
献
上
し
た
話

が
見
え
る
な
ど
、
貴
紳
に
ふ
さ
わ
し
い
高
貴
な
鷹
と
見
做
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
ま
た
、
同
書
に
列
挙
さ
れ
る
歴
代
の
名
鷹
の
中
に
は
、「
延
喜
聖
主

の
白
兄
鷹
」
す
な
わ
ち
天
皇
親
政
を
実
現
し
た
醍
醐
天
皇
（
八
八
五
～
九
三
〇
）

の
白
鷹
も
確
認
で
き
る（

11
（

。
つ
ま
り
、
白
鷹
が
皇
室
に
と
っ
て
瑞
祥
を
意
味
す
る

鷹
で
あ
っ
た
な
ら
、
良
恕
入
道
親
王
が
白
鷹
図
を
担
当
す
る
こ
と
は
、
後
陽
成

天
皇
の
次
弟
と
い
う
出
自
か
ら
し
て
も
当
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　

　
し
た
が
っ
て
、
尊
純
法
親
王
が
担
当
す
る
黒
鷹
図
と
、
良
恕
入
道
親
王
が
担

当
す
る
白
鷹
図
は
、
六
曲
一
双
屛
風
の
右
隻
第
一
扇
と
左
隻
第
六
扇
に
位
置
す

る
特
別
な
図
で
あ
っ
た
と
認
識
で
き
る
。
現
行
の
図
の
配
列
は
伝
来
の
過
程
で

改
変
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

⑵
図
の
配
置
の
復
元

　
黒
鷹
図
と
白
鷹
図
が
六
曲
一
双
屛
風
の
左
右
両
端
に
位
置
す
る
図
で
あ
っ
た

と
す
る
と
、
本
来
の
図
の
配
置
は
現
行
の
も
の
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
で
は
、
制
作
当
初
の
島
津
本
で
は
ど
の
よ
う
に
図
が
配
置
さ
れ
て

い
た
の
か
。
こ
こ
で
は
島
津
本
の
復
元
を
試
み
る
。
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ま
ず
、
曽
我
直
庵
の
画
印
の
位
置
に
着
目
し
よ
う
。
す
で
に
述
べ
た
通
り
、

現
状
で
は
直
庵
の
画
印
が
画
面
右
に
あ
る
図
と
画
面
左
に
あ
る
図
が
二
隻
の

屛
風
に
混
在
し
て
い
る
。
こ
れ
を
一
旦
白
紙
に
戻
し
、
画
面
右
に
捺
印
の
あ

る
図
は
右
隻
へ
、
画
面
左
に
捺
印
の
あ
る
図
は
左
隻
へ
と
振
り
分
け
る
の
で

あ
る
。
す
る
と
、
右
隻
に
は
左
向
き
の
鷹
が
（
本
来
Ａ
隻
第
二
扇
の
鷹
の
み
右
向

き
）、
左
隻
に
は
右
向
き
の
鷹
が
揃
う
こ
と
に
な
り
、
な
お
か
つ
六
名
の
著
賛

者
が
左
右
の
隻
に
一
名
ず
つ
揃
う
配
置
と
な
っ
た（

11
（

。
つ
ま
り
、
十
二
図
を
直
庵

の
画
印
の
位
置
で
振
り
分
け
て
み
る
と
、
著
賛
者
が
左
右
の
隻
に
均
等
に
配
分

さ
れ
、
し
か
も
画
鷹
の
向
き
に
よ
っ
て
鑑
賞
者
の
視
線
が
穏
や
か
に
中
央
へ
と

誘
導
さ
れ
る
、
非
常
に
ま
と
ま
り
の
よ
い
屛
風
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
著
賛
者
の
配
列
も
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
の
図
の
振
り
分
け
を
妥
当

と
し
た
上
で
、
著
賛
者
の
出
自
や
社
会
的
立
場
、
あ
る
い
は
著
賛
者
相
互
の
関

係
を
勘
案
し
、
各
隻
同
じ
順
番
で
著
賛
者
を
配
置
す
る
。
す
な
わ
ち
、
伏
見
宮

家
出
身
の
二
人
の
親
王
を
、
向
か
っ
て
右
端
の
扇
か
ら
尊
純
法
親
王
・
最
胤
入

道
親
王
の
順
に
配
し
、
さ
ら
に
後
陽
成
天
皇
の
同
母
兄
弟
で
あ
る
三
人
の
親
王

を
、
向
か
っ
て
左
端
の
扇
か
ら
良
恕
入
道
親
王
・
興
意
法
親
王
・
八
条
宮
智
仁

親
王
の
順
に
配
す
。
そ
し
て
最
後
に
、
唯
一
皇
族
で
は
な
い
近
衛
信
尹
を
残
っ

た
中
央
の
扇
に
配
す
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
尊
純
法
親
王
の
担
当
す

る
黒
鷹
図
は
右
隻
第
一
扇
、
良
恕
入
道
親
王
の
担
当
す
る
白
鷹
図
は
左
隻
第
六

扇
と
な
り
、
結
果
、
寄
合
書
の
執
筆
分
担
に
合
致
し
た
屛
風
が
完
成
す
る
こ
と

と
な
っ
た
（
図
1（
―
１
・
２
）。

　
こ
の
復
元
案
で
興
味
深
い
の
は
、
一
双
屛
風
で
用
い
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、

左
右
片
隻
を
一
隻
屛
風
と
し
て
用
い
た
場
合
に
も
、
尊
純
法
親
王
と
良
恕
入

道
親
王
の
担
当
し
た
図
が
必
ず
屛
風
の
左
右
両
端
に
位
置
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
ま
た
、
右
隻
第
一
扇
と
第
二
扇
、
あ
る
い
は
左
隻
第
一
扇
と
第
二
扇
の
如

く
、
隣
り
合
う
鷹
が
互
い
に
視
線
を
交
わ
す
構
図
が
誕
生
し
、
さ
ら
に
現
行

の
配
置
で
は
ど
こ
と
な
く
収
ま
り
の
悪
か
っ
た
架
木
も
落
ち
着
き
を
取
り
戻
す
。

す
な
わ
ち
、
十
二
居
の
鷹
が
互
い
の
関
係
性
を
保
ち
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
架

木
に
穏
や
か
に
佇
む
、
自
然
で
ま
と
ま
り
の
よ
い
六
曲
一
双
屛
風
が
展
開
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
復
元
案
が
妥
当
で
あ
る
な
ら
、
実
に
熟
考
さ
れ
た
図
の
配
置

で
あ
っ
た
と
い
う
他
な
い
。

５
　
斡
旋
者

⑴
調
子
家
文
書
『
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』
と
の
関
係

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
和
歌
賛
と
そ
の
筆
者
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
が
、
今
一

度
画
鷹
に
立
ち
返
り
、
そ
の
描
き
分
け
の
根
拠
と
な
る
と
こ
ろ
を
探
っ
て
み
た

い
。
注
目
す
る
の
は
鷹
繋
ぎ
の
作
法
、
す
な
わ
ち
鷹
を
架
木
に
繋
ぐ
際
の
大
緒

の
結
び
方
で
あ
る
。

　
四
宮
美
帆
子
氏
は
、
鷹
を
繋
ぐ
大
緒
の
色
や
結
び
方
は
鷹
匠
の
流
派
に
よ
っ

て
違
い
が
あ
り
、
そ
の
意
味
が
分
か
れ
ば
、
鷹
の
種
類
を
判
別
す
る
こ
と
が
で

き
、
ま
た
鷹
匠
の
流
派
が
判
明
す
れ
ば
、
そ
の
鷹
匠
が
仕
え
た
家
を
想
定
し
、
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発
注
者
を
特
定
す
る
こ
と
に
も
繋
が
る
可
能
性
が
出
て
く
る
と
指
摘
さ
れ
て
い

る（
11
（

。
島
津
本
の
場
合
は
、
和
歌
賛
の
み
な
ら
ず
、
画
鷹
に
つ
い
て
も
斡
旋
者
の

関
与
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
鷹
匠
の
流
派
は
む
し
ろ
斡
旋
者
の
解
明
に
結
び
付

く
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
再
び
鷹
書
を
探
っ
た
と
こ
ろ
、『
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』（
京
都
府

立
山
城
郷
土
資
料
館
寄
託
、
調
子
八
郎
家
文
書
四
―
四
九
）
に
島
津
本
に
一
致
す

る
鷹
繋
ぎ
図
を
見
出
し
た（

11
（

。
同
資
料
は
、
古
代
の
国
造
系
豪
族
に
由
来
す
る
下

毛
野
氏
の
鷹
術
を
記
し
た
も
の
で
、
下
毛
野
氏
の
直
系
を
称
し
、
山
城
国
乙
訓

郡
調
子
庄
を
支
配
し
た
調
子
家
の
一
群
の
古
文
書
類
（
調
子
家
文
書
）
に
含
ま

れ
て
い
る
。
原
本
は
綴
葉
装
の
冊
子
で
、
寸
法
は
縦
一
七
・
八
㎝
、
横
二
四
・

四
㎝
。
本
紙
は
雁
皮
紙
、
丁
数
は
三
十
一
丁
。
外
題
・
内
題
の
類
は
見
当
た
ら

ず
、
奥
書
に
「
水
橋
猿
千
代
丸
」
と
の
み
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
鷹
飼
に
関

す
る
口
伝
』
と
い
う
書
名
は
長
岡
京
市
教
育
委
員
会
が
付
し
た
仮
称
で
あ
る（

11
（

。

　
同
資
料
に
注
目
し
た
二
本
松
泰
子
氏
に
よ
る
と
、
内
容
的
に
は
鷹
の
薬
飼
と

療
治
に
関
す
る
も
の
が
多
い
も
の
の
、
第
一
条
に
神
社
奉
幣
の
た
め
鷹
を
神
に

奉
る
作
法
、
第
二
条
に
架
木
の
寸
法
や
そ
れ
に
掛
け
る
布
に
つ
い
て
の
記
述
が

見
え
る
な
ど
、
神
事
に
比
重
を
置
く
傾
向
が
窺
え
る
と
い
う（

11
（

。
問
題
の
鷹
繋
ぎ

図
は
、『
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』
全
百
一
条
の
う
ち
第
五
十
条
～
第
六
十
一
条

（
十
三
丁
表
～
二
十
一
丁
表
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
図
示
さ
れ
る
の
は
、
第
一

図
「
兄
鷹
」・
第
二
図
「
青
鷹
（
弟
鷹
の
誤
り
か
）」・
第
三
図
「
鳥
屋
鷹
」・
第

四
図
「
白
鷹
」・
第
五
図
「
隼
」・
第
六
図
「
た
ひ
鷹
」・
第
七
図
「
と
ま
り

鷹
」・
第
八
図
「
蒼
鷹
」・
第
九
図
「
桃
花
鷹
」・
第
十
図
「
紫
鷹
」・
第
十
一
図

「
く
ら
い
の
人
の
鷹
」・
第
十
二
図
「
神
参
鷹
」
の
都
合
十
二
図
で
あ
る
。
島
津

本
に
こ
の
十
二
図
を
対
応
さ
せ
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
Ａ
隻
第
一
扇
：
第
七
図
「
と
ま
り
鷹
」

　
　
Ａ
隻
第
二
扇
：
第
十
図
「
紫
鷹
」

　
　
Ａ
隻
第
三
扇
：
第
八
図
「
蒼
鷹
」

　
　
Ａ
隻
第
四
扇
：
第
十
二
図
「
神
参
鷹
」

　
　
Ａ
隻
第
五
扇
：
第
十
図
「
紫
鷹
」

　
　
Ａ
隻
第
六
扇
：
第
一
図
「
兄
鷹
」

　
　
Ｂ
隻
第
一
扇
：
第
十
二
図
「
神
参
鷹
」

　
　
Ｂ
隻
第
二
扇
：
第
九
図
「
桃
花
鷹
」

　
　
Ｂ
隻
第
三
扇
：
第
十
一
図
「
く
ら
い
の
人
の
鷹
」

　
　
Ｂ
隻
第
四
扇
：
第
四
図
「
白
鷹
」　

　
　
Ｂ
隻
第
五
扇
：
第
十
図
「
紫
鷹
」

　
　
Ｂ
隻
第
六
扇
：
第
三
図
「
鳥
屋
鷹
」

　
こ
の
対
応
関
係
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
島
津
本
で
は
第
十
図
「
紫
鷹
」（
図

1（
）
が
三
図
と
最
も
多
く
、
第
十
二
図
「
神
参
鷹
」（
図
16
）
が
二
図
と
そ
の

次
に
多
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
画
印
の
位
置
か
ら
す
る
と
、
当
初
か
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ら
「
神
参
鷹
」
は
一
隻
に
一
図
ず
つ
配
置
さ
れ
て
い
た
と
想
定
で
き
る
た
め
、

こ
う
し
た
図
の
配
置
は
神
事
に
重
き
を
置
く
と
い
う
下
毛
野
氏
の
鷹
術
に
通
じ

る
も
の
が
あ
る
。
反
対
に
、
島
津
本
で
描
か
れ
て
い
な
い
の
は
、
第
二
図
「
青

鷹
」
と
第
五
図
「
隼
」、
そ
れ
に
第
六
図
「
た
ひ
鷹
」
で
あ
る
。

　
二
本
松
氏
は
、『
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』
の
鷹
繋
ぎ
図
が
、
内
閣
文
庫
蔵

『
持
明
院
家
鷹
秘
書
』
や
立
命
館
大
学
西
園
寺
文
庫
蔵
『
十
二
繋
図
』
な
ど
に

記
載
さ
れ
る
公
家
や
有
職
家
の
鷹
繋
ぎ
図
に
似
通
う
一
方（

11
（

、
内
閣
文
庫
蔵
『
宇

都
宮
流
鷹
之
書
・
坤
』
や
『
荒
井
流
鷹
書
』
な
ど
に
記
載
さ
れ
る
諏
訪
流
の
流

れ
を
く
む
鷹
繋
ぎ
図
と
は
全
く
乖
離
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
持
明
院
家
や

西
園
寺
家
は
堂
上
の
鷹
の
家
と
し
て
著
名
な
家
柄
で
あ
り
、
同
氏
の
指
摘
通
り
、

一
連
の
鷹
繋
ぎ
の
作
法
が
公
家
の
間
で
教
養
的
な
有
職
故
実
の
知
識
と
見
做
さ

れ
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
な
お
、
調
子
氏
の
前
身
で
あ
る
下
毛
野
氏
は
、
古
代
よ
り
近
衛
府
の
下
級
官

人
と
し
て
の
官
途
を
継
承
し
、
中
世
に
は
近
衛
家
の
家
人
と
化
し
た
一
族
で

あ
っ
た（

1（
（

。
ま
た
、
片
野
禁
野
の
御
鷹
飼
職
を
世
襲
し（

11
（

、
摂
関
家
の
年
中
行
事
で

あ
る
大
臣
大
饗
に
お
い
て
「
鷹
飼
渡
」
を
務
め
る
な
ど
、
鷹
飼
と
し
て
も
よ

く
知
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
一
条
兼
良
（
一
四
〇
二
～
八
一
）
著
『
江
次
第
鈔
』

巻
二
に
は
、
大
臣
大
饗
に
お
け
る
鷹
飼
渡
の
所
作
に
つ
い
て
触
れ
た
箇
所
が
あ

る
が
、
そ
こ
に
は
確
か
に
鷹
飼
と
し
て
の
下
毛
野
氏
の
姿
が
確
認
で
き
る（

11
（

（
傍

線
・
句
読
点
稿
者
、
以
下
同
様
）。

鷹
飼
渡
　
近
衛
官
人
用
英
華
随
身
、
多
用
下
毛
野
氏
、
臂
鷹
肩
雉
、
付
雉
柴
枝

犬
飼
持
之

於
幔
門
下
鷹
飼
取

之
右
手
懸
左
肩

、
率
犬
飼
、
左
手
率
犬

同
手
持
杖

、
自
西
幔
門
、
欲
入
先

令
翥
鷹

、
自
池
畔
東
進
、
当
南
階

北
行
、
立
々
作
幄
坤
庭
、
犬
飼
跪
渡

鷹
飼
巽
方

、
庖
丁
人
貫
首
者
取
雉
枝
、
挿
幄
巽
簷
。

　
し
た
が
っ
て
、
島
津
本
は
、
朝
廷
の
鷹
飼
で
近
衛
家
の
家
人
で
も
あ
っ
た
下

毛
野
氏
の
鷹
術
に
基
づ
い
て
い
た
。
直
庵
と
調
子
家
文
書
と
の
関
わ
り
は
不
明

だ
が
、
万
暦
二
十
四
年
（
＝
慶
長
元
年
（
一
五
九
六
））
の
賛
を
伴
う
「
架
鷹
図
」

（『
国
華
』
四
六
五
号
所
載
）
が
島
津
本
Ａ
隻
第
一
扇
に
類
似
す
る
こ
と
を
踏
ま

え
れ
ば（

11
（

、
直
庵
が
以
前
か
ら
何
ら
か
の
方
法
で
公
家
や
有
職
家
の
鷹
書
を
入
手

し
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
、
島
津
本
に
お
け
る
下
毛
野
氏
の
鷹
術
は
、

や
は
り
近
衛
家
と
の
関
係
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。

⑵
陽
明
文
庫
蔵
「
鷹
画
賛
」
と
の
関
係

　
島
津
本
は
、
近
衛
家
の
家
人
で
あ
っ
た
下
毛
野
氏
の
鷹
術
に
依
拠
し
て
描
か

れ
て
い
た
。
と
な
る
と
、
斡
旋
者
に
は
、
慶
長
期
後
半
に
お
い
て
近
衛
家
当

主
で
あ
っ
た
人
物
か
、
そ
れ
に
近
し
い
立
場
に
あ
っ
た
人
物
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

鷹
道
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
鷹
狩
経
験
豊
か
な
近
衛
前
久
、
あ
る
い
は
前
久
の
学

知
や
環
境
を
継
承
し
た
子
の
信
尹
が
そ
の
候
補
と
な
る
。
前
久
が
老
齢
に
よ
り

す
で
に
起
居
不
自
由
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
考
慮
す
れ
ば（

11
（

、
島
津
本
の
著
賛
者

で
も
あ
っ
た
信
尹
が
斡
旋
者
と
し
て
最
も
可
能
性
の
高
い
人
物
と
な
ろ
う
。
実

は
、
そ
の
傍
証
と
な
り
得
る
作
が
陽
明
文
庫
に
伝
存
す
る
。
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和歌賛から見た島津家旧蔵「架鷹図屛風」の成立事情

　
是
沢
恭
三
（
一
八
九
四
～
一
九
九
一
）
編
著
『
日
本
の
美
術
』
一
五
〇
　

寛
永

の
三
筆
（
至
文
堂
、
一
九
七
八
年
）
の
第
二
十
一
図
に
掲
載
さ
れ
た
近
衛
信
尹

筆
「
鷹
画
賛
」
で
あ
る
。
六
首
の
和
歌
と
六
居
の
鷹
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
島

津
本
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
だ
が
、
鷹
は
墨
線
で
ス
ケ
ッ
チ
風
に
描
か
れ
て
い

る
上
、
画
鷹
の
脇
に
は
、「
と
や
」「
か
た
か
え
り
」「
か
た
と
や
」
と
い
っ
た

鷹
の
年
齢
を
表
す
詞
が
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
同
書
の
図
版
解
説

に
は
、「
前
久
の
鷹
好
み
は
著
名
で
あ
り
、「
鷹
百
首
」（『
続
群
書
類
従
』
巻
五

四
九
）
が
あ
り
、
島
津
龍
伯
に
対
し
て
鷹
の
治
療
法
な
ど
を
書
き
送
っ
た
も
の

な
ど
も
残
っ
て
い
る
。
信
尹
も
こ
の
一
幅
に
よ
っ
て
鷹
に
関
心
を
も
っ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
鷹
六
首
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
断
簡
や
も
し
れ
ず
、
年
記

も
な
い
。
筆
蹟
よ
り
み
て
お
そ
ら
く
慶
長
十
年
以
降
の
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
あ

る
。

　
解
説
に
あ
る
よ
う
に
断
簡
だ
と
す
れ
ば
、
和
歌
と
画
鷹
の
組
み
合
わ
せ
が

ち
ょ
う
ど
六
曲
屛
風
一
隻
分
に
相
当
す
る
点
、
ま
た
島
津
本
と
同
じ
歌
が
三
首

確
認
で
き
る
点
は
、
非
常
に
興
味
深
い
。
そ
の
三
首
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
ａ
　
あ
ら
た
か
の
夜
す
へ
幾
夜
に
な
り
ぬ
ら
ん
　
手
袋
ひ
き
て
か
へ
り
さ
す

な
り

　
ｂ
　
わ
か
た
か
の
毛
の
た
め
な
ら
は
と
や
か
ひ
も
　
秋
を
ま
ち
て
や
ま
つ
い

た
す
ら
ん

　
ｃ
　
去
年
よ
り
は
鳥
屋
ま
さ
り
す
る
か
た
か
へ
り
　
か
り
行
す
ゑ
の
秋
そ
床

し
き

　
こ
の
三
首
を
島
津
本
の
和
歌
賛
と
見
比
べ
て
み
る
と
、
字
句
に
多
少
の
異
同

は
あ
る
も
の
の
、
ａ
は
Ａ
隻
第
四
扇
の
近
衛
殿
の
和
歌
賛
に
、
ｂ
は
Ｂ
隻
第
六

扇
の
青
蓮
院
殿
の
和
歌
賛
に
、
ｃ
は
Ａ
隻
第
二
扇
の
梶
井
殿
の
和
歌
賛
に
そ
れ

ぞ
れ
一
致
す
る
。
つ
ま
り
、
島
津
本
と
同
じ
主
題
の
作
が
時
期
を
同
じ
く
し

て
制
作
さ
れ
て
お
り
、
な
お
か
つ
同
じ
歌
が
複
数
首
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
鷹
画
賛
」
が
近
衛
信
尹
の
慶
長
十
年
以
降
の
筆
蹟
と
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
も

考
え
合
わ
せ
る
な
ら
、
直
接
的
、
あ
る
い
は
間
接
的
で
あ
る
に
せ
よ
、「
鷹
画

賛
」
と
島
津
本
と
の
間
に
有
機
的
関
係
を
認
め
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
島
津
本
の
斡
旋
者
は
近
衛
信
尹
で
あ
っ
た
と
判
断
し
て
よ
い
と
考
え
る
。

６
　
制
作
背
景
と
近
衛
信
尹
の
発
給
文
書

⑴
制
作
時
期
の
絞
り
込
み

　
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
、
島
津
本
の
著
賛
者
と
斡
旋
者
が
ほ
ぼ
判
明
し
た
。
こ

れ
を
踏
ま
え
、
次
に
慶
長
期
後
半
に
想
定
し
た
制
作
時
期
を
さ
ら
に
絞
り
込
み

た
い
。
目
安
と
な
る
の
は
、
慶
長
十
三
年
三
月
二
十
八
日
の
照
高
院
道
澄
の
遷

化
で
あ
る
。

　
関
白
近
衛
稙
家
（
一
五
〇
三
～
六
六
）
の
子
で
、
聖
護
院
門
主
・
三
井
寺
長

吏
・
熊
野
三
山
検
校
を
兼
ね
た
道
澄
（
一
五
四
四
～
一
六
〇
八
）
は
、
豊
臣
秀



22

吉
（
一
五
三
六
～
九
八
）
か
ら
方
広
寺
大
仏
殿
に
迎
え
ら
れ
た
後
、
寺
領
一
万

石
で
も
っ
て
照
高
院
を
開
基
し
た
人
物
で
あ
る
。
後
陽
成
天
皇
の
命
に
よ
り
、

甥
で
あ
る
信
尹
と
と
も
に
関
ヶ
原
の
戦
い
の
回
避
に
奔
走
し
た
と
こ
ろ
か
ら
す

る
と（

11
（

、
秀
吉
だ
け
で
な
く
、
同
天
皇
か
ら
の
信
任
も
厚
か
っ
た
も
の
と
推
察
さ

れ
る
。
ま
た
、
信
尹
や
智
仁
親
王
に
と
っ
て
、
道
澄
は
若
年
期
に
お
け
る
手
習

い
や
和
歌
の
師
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
道
澄
が
存
命
な
ら
、
後
陽
成
天

皇
や
信
尹
周
辺
の
寄
合
書
に
は
よ
ほ
ど
の
事
情
が
な
い
限
り
加
わ
っ
て
い
た
だ

ろ
う（

11
（

。

　
と
こ
ろ
が
、
本
稿
に
お
い
て
照
高
院
殿
は
興
意
法
親
王
で
あ
る
と
判
明
し
た
。

天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
に
十
六
歳
で
聖
護
院
に
入
室
し
た
興
意
法
親
王

は
、
慶
長
十
二
年
八
月
方
広
寺
大
仏
殿
寺
務
職
に
就
任
、
次
い
で
照
高
院
を
継

承
、
同
十
五
年
に
は
三
井
寺
長
吏
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
誠
仁
親
王
の
第
五

皇
子
と
い
う
出
自
か
ら
す
る
と
、
道
澄
の
後
継
者
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
後
陽

成
天
皇
の
同
母
弟
と
し
て
も
、
本
作
の
寄
合
書
に
は
欠
か
せ
な
い
人
物
で
あ
っ

た
に
相
違
い
な
い
。
そ
の
興
意
法
親
王
が
照
高
院
殿
と
し
て
著
賛
し
た
と
な
る

と
、
本
作
は
道
澄
が
遷
化
し
た
慶
長
十
三
年
以
降
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
た
だ
し
、
興
意
法
親
王
は
、
慶
長
十
九
年
八
月
に
方
広
寺
大
仏
殿
の
棟
札
に

先
例
と
異
な
る
銘
文
を
執
筆
し
、
ま
た
幕
府
か
ら
徳
川
氏
調
伏
の
修
法
を
行

な
っ
た
と
の
嫌
疑
を
受
け
、
慶
長
期
末
年
に
は
京
都
・
六
角
東
洞
勝
仙
院
で
蟄

居
の
身
と
な
っ
て
い
る
。
近
衛
信
尹
が
同
年
十
一
月
に
薨
去
す
る
こ
と
も
考
え

合
わ
せ
る
と
、
本
作
の
制
作
時
期
は
、
確
実
な
と
こ
ろ
で
信
尹
が
薨
去
す
る

前
、
可
能
性
も
含
め
て
述
べ
る
な
ら
興
意
法
親
王
が
大
仏
殿
の
棟
札
を
執
筆
す

る
前
と
な
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
作
は
慶
長
十
三
年
～
同
十
九
年
の
間
に

制
作
さ
れ
た
と
認
識
し
て
よ
い
。
因
み
に
、
慶
長
十
三
年
の
作
と
仮
定
し
た
場

合
、
著
賛
者
の
中
で
最
年
少
の
尊
純
法
親
王
は
十
九
歳
の
青
年
で
あ
る
。
寄
合

書
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
は
や
や
若
年
だ
が
、
尊
純
法
親
王
が
八
歳
で
入
室
し
て

か
ら
す
で
に
十
年
余
り
が
経
過
し
て
お
り
、
青
蓮
院
流
の
主
宰
者
と
し
て
寄
合

書
の
遂
行
に
支
障
は
な
か
っ
た
と
考
え
た
い
。
む
し
ろ
、
尊
純
法
親
王
の
寄
合

書
へ
の
参
加
は
、
本
作
が
慶
長
十
三
年
以
降
の
作
で
あ
る
こ
と
の
傍
証
と
な
る
。

　
一
方
、
曽
我
直
庵
の
生
没
年
は
不
詳
だ
が
、
先
述
し
た
万
暦
二
十
四
年
（
＝

慶
長
元
年
）
の
賛
を
伴
う
「
架
鷹
図
」
や
、
慶
長
十
五
年
の
奉
納
銘
が
あ
る

「
曳
馬
図
絵
馬
」（
京
都
・
北
野
天
満
宮
蔵
）
の
存
在
が
知
ら
れ
、
直
庵
は
、
堺

に
居
住
し
、
慶
長
年
間
に
活
躍
し
た
絵
師
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
支

持
者
と
し
て
は
、
後
陽
成
天
皇
や
豊
臣
秀
吉
の
崇
敬
を
受
け
た
京
都
・
妙
心
寺

五
十
八
世
南
化
玄
興
（
一
五
三
八
～
一
六
〇
四
）
と
、
そ
の
秀
吉
を
中
心
と
す

る
人
々
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
い
う（

11
（

。
と
り
わ
け
、
豊
臣
秀
頼
（
一

五
九
三
～
一
六
一
五
）
を
願
主
と
し
て
北
野
天
満
宮
に
奉
納
さ
れ
た
「
曳
馬
図

絵
馬
」
は
、
直
庵
が
曳
馬
図
を
描
き
、
良
恕
入
道
親
王
が
奉
納
銘
を
揮
毫
し
た

作
で
あ
る
こ
と
が
、
北
野
天
満
宮
に
関
す
る
事
象
を
ま
と
め
た
『
北
野
藁
草
』

に
明
ら
か
で
あ
る（

11
（

。
し
た
が
っ
て
、
著
賛
者
の
動
向
か
ら
導
き
出
し
た
慶
長
十

三
年
～
同
十
九
年
と
い
う
制
作
時
期
は
、
直
庵
の
活
躍
期
か
ら
見
て
齟
齬
が
な

い
。
先
に
信
尹
の
著
賛
時
期
を
慶
長
十
五
年
前
後
に
想
定
し
た
が
、
無
論
、
そ
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れ
と
も
矛
盾
し
な
い
。

⑵
徳
川
政
権
に
よ
る
公
家
統
制
政
策

　
そ
れ
で
は
、
島
津
本
の
制
作
時
期
に
想
定
さ
れ
る
慶
長
十
三
年
～
同
十
九
年

と
は
、
ど
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
の
か
。
歴
史
学
者
の
黒
田
日
出
男
氏
は
、

岩
佐
又
兵
衛
（
一
五
七
八
～
一
六
五
〇
）
筆
「
洛
中
洛
外
図
屛
風
」（
東
京
国
立

博
物
館
蔵
、
以
下
舟
木
本
）
の
左
隻
の
景
観
か
ら
、
当
該
期
に
お
け
る
徳
川
政

権
の
公
家
統
制
政
策
を
導
き
出
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
舟
木
本
は
、
右
隻
右
端
に
方
広

寺
大
仏
殿
、
左
隻
左
端
に
二
条
城
と
、
豊
臣
氏
と
徳
川
氏
の
象
徴
を
対
峙
さ
せ

る
構
図
で
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
舟
木
本
で
黒
田
氏
が
注
目
し
た
景
観
の
一
つ
に
、

左
隻
第
四
扇
下
に
描
か
れ
た
「
か
ぶ
き
者
」
の
一
群
が
あ
る
（
図
1（
）。

　
左
隻
第
四
扇
下
の
堀
川
の
橋
の
上
に
は
、
拳
に
鷹
を
据
え
、
腰
に
太
刀
を
佩

い
た
、
着
流
し
姿
の
男
達
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
視
線
の
先
に
は

二
条
城
大
手
門
を
通
り
抜
け
よ
う
と
す
る
公
家
の
一
行
、
さ
ら
に
そ
の
先
に
は

城
内
で
振
舞
用
の
料
理
を
調
え
る
光
景
が
あ
る
。
黒
田
氏
は
、
堀
川
の
橋
の

上
の
男
達
は
鷹
を
飼
い
鷹
狩
を
楽
し
ん
で
い
た
「
か
ぶ
き
者
」
の
公
家
で
あ
り
、

ま
た
城
内
に
お
け
る
振
舞
は
京
都
所
司
代
板
倉
勝
重
（
一
五
四
五
～
一
六
二
四
）

に
よ
る
「
公
家
衆
法
度
」
制
定
に
尽
力
し
た
武
家
伝
奏
広
橋
兼
勝
（
一
五
五
八

～
一
六
二
三
）
へ
の
慰
労
の
振
舞
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
同
氏
は
、
公
家

の
放
鷹
禁
止
の
延
長
線
上
に
「
公
家
衆
法
度
」
の
公
布
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る

の
で
あ
る（

1（
（

。

　
一
方
、
近
衛
信
尹
の
「
後
陽
成
天
皇
御
譲
位
次
第
」
に
は
、
慶
長
十
五
年
頃

の
宮
廷
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
慶
長
十
四
年
の
姦
淫
事
件
以
降
、
頑
な
に

譲
位
を
主
張
す
る
後
陽
成
天
皇
に
対
し
、
家
康
は
七
ケ
条
で
も
っ
て
奉
答
し
、

天
皇
の
母
で
あ
る
女
院
の
御
所
へ
の
還
御
と
天
皇
へ
の
後
見
、
摂
家
衆
に
よ
る

天
皇
へ
の
意
見
具
申
、
公
家
諸
家
の
学
問
・
行
儀
へ
の
専
心
、
姦
淫
事
件
に
連

座
し
た
花
山
院
忠
長
（
一
五
八
八
～
一
六
六
二
）
の
弟
ら
の
召
し
出
し
な
ど
を

迫
っ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
家
康
は
摂
家
衆
に
も
書
状
を
送
り
、
女
院
を
通

じ
て
後
陽
成
天
皇
に
意
見
す
る
よ
う
命
じ
る
一
方
、
同
天
皇
に
も
あ
ら
た
め
て

三
ケ
条
を
申
入
れ
、
摂
家
衆
に
意
見
具
申
を
命
じ
る
よ
う
求
め
た
。

　
後
陽
成
天
皇
は
こ
う
し
た
家
康
の
要
求
に
憤
懣
を
募
ら
せ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
幕
府
と
の
関
係
悪
化
を
危
惧
し
た
摂
家
衆
は
、
政
仁
親
王
（
後
水
尾
天

皇
）
の
元
服
に
限
っ
て
こ
と
を
進
め
る
と
い
う
打
開
策
を
案
出
し
、
連
枝
衆
に

後
陽
成
天
皇
へ
の
諫
奏
を
依
頼
し
た
。
摂
家
衆
や
連
枝
衆
の
懸
命
な
説
得
の
結

果（
11
（

、
家
康
の
意
向
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
同
天
皇
は
、「
た
ゝ
な
き
に

な
き
申
候
、
な
に
と
な
り
と
も
に
て
候
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
を
残
し
、
慶
長

十
五
年
の
暮
れ
に
は
「
当
年
内
々
之
公
家
衆
に
も
終
無
御
対
面
」
と
い
う
状
況

に
至
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
天
皇
へ
の
諫
奏
役
を
担
っ

た
連
枝
衆
が
、
島
津
本
に
著
賛
し
た
良
恕
入
道
親
王
・
興
意
法
親
王
・
八
条
宮

智
仁
親
王
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
後
陽
成
天
皇
と
家
康
の
齟
齬
が
朝

廷
と
幕
府
の
齟
齬
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
家
康
が
「
禁
中
幷
公
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家
中
諸
法
度
」
公
布
へ
向
け
て
着
々
と
歩
を
進
め
る
こ
の
時
期
、
島
津
本
の
著

賛
者
ら
が
同
じ
状
況
下
に
あ
っ
た
こ
と
に
は
注
目
し
て
よ
い
。

⑶
近
衛
信
尹
の
発
給
文
書

　
で
は
、
舟
木
本
に
お
け
る
「
か
ぶ
き
者
」
の
公
家
と
は
一
体
誰
を
指
す
の
か
。

黒
田
氏
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
出
立
ち
か
ら
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
、

島
津
本
の
斡
旋
者
と
目
さ
れ
る
近
衛
信
尹
で
あ
ろ
う
。
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）

四
月
、
近
衛
信
尹
は
薩
摩
配
流
の
勅
勘
を
蒙
っ
た
。
そ
の
発
端
と
な
っ
た
秀
吉

の
「
一
書
の
覚
」
に
は
、
袴
・
肩
衣
に
太
刀
を
佩
く
と
い
う
信
尹
の
公
家
ら
し

か
ら
ぬ
出
立
ち
も
、
罪
科
の
一
つ
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る（

11
（

。
し
か
し
、
信
尹
は
そ

の
流
謫
時
代
に
島
津
家
中
と
親
し
く
交
誼
を
結
び
、
同
家
と
個
人
的
に
強
い
繋

が
り
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
稲
畑
氏
が
「
信
尹
と
島
津
家
と
の
親
し
い
関
係

が
契
機
と
な
っ
て
、
本
作
品
の
制
作
あ
る
い
は
本
作
品
へ
の
着
賛
が
島
津
家
の

為
に
行
わ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
た
の
は（

11
（

、
そ
う
し
た
事
情
を
踏

ま
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
近
衛
家
と
島
津
家
の
緊
密
な
関
係
は
、『
島
津
家
文
書
』（
東
京
大
学
史
料
編

纂
所
蔵
）
に
所
収
さ
れ
る
近
衛
家
か
ら
の
発
給
文
書
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
近

衛
信
尹
は
、
関
ヶ
原
の
戦
い
の
直
後
、
敗
走
す
る
島
津
家
中
を
密
か
に
自
邸
に

匿
う
と
と
も
に
、
島
津
家
老
ら
に
書
状
を
送
り
、
家
康
へ
の
弁
疏
を
勧
め
る
な

ど
し
て
い
る（

11
（

。
ま
た
、
信
尹
の
父
前
久
も
、
鷹
狩
の
禁
止
に
始
ま
る
幕
府
の
公

家
統
制
政
策
の
最
中
、
島
津
家
当
主
ら
を
相
手
に
公
然
と
自
身
の
放
鷹
趣
味
を

展
開
し
た（

11
（

。
因
果
関
係
は
不
明
な
が
ら
、
前
久
の
薨
去
か
ら
約
一
ヶ
月
後
の
慶

長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
六
月
八
日
、
家
康
は
公
家
に
対
し
、
あ
ら
た
め
て
行

跡
の
自
重
と
家
職
へ
の
専
念
を
命
じ
、
鷹
を
使
わ
な
い
こ
と
を
誓
約
さ
せ
て
い

る（
11
（

。
　
こ
こ
で
、
近
衛
信
尹
が
島
津
家
久
（
忠
恒
、
一
五
七
六
～
一
六
三
八
）
に
宛
て

発
給
し
た
慶
長
十
六
年
四
月
二
十
二
日
付
の
書
状
を
紹
介
し
た
い（

11
（

。

　
　
　
爰
許
之
様
体
、
具
町
田
可
為
演
説
之
間
、
不
宣
、

　
ひ
ら
う
と
二
巻
賜
候
、
奇
珎
物
候
、

一
屛
風
之
事
承
候
之
処
、
久
々
目
相
煩
、
于
今
未
然
候
故
、
遅
々
候
、
乍

去
今
日
染
筆
、
町
田
勝
兵
衛
（
久
幸
）
ニ
相
渡
候
、

一
御
下
国
之
時
分
に
、
風
波
之
由
聞
及
申
、
無
心
許
候
之
処
、
御
下
着
珎

重
候
、

一
龍
伯
（
義
久
）
之
事
、
多
年
申
承
候
処
、
乍
巡
義
残
多
事
候
、

一
大
御
所
（
家
康
）
御
上
洛
候
て
、
譲
位
・
御
即
位
等
相
済
、
各
含
咲
候
、

一
秀
頼
公
御
上
洛
候
て
、
是
又
諸
侍
国
民
迄
悦
入
候
、
か
し
く

　
　
卯
月
二
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
信
尹

　
　
　
鹿
児
島
少
将
（
家
久
）
殿

　
近
衛
信
尹
が
こ
の
書
状
を
発
給
し
た
の
は
、
島
津
義
久
（
一
五
三
三
～
一
六

一
一
）
の
卒
去
か
ら
約
三
ヶ
月
後
、
後
陽
成
天
皇
の
譲
位
か
ら
は
一
ヶ
月
に
も



25

和歌賛から見た島津家旧蔵「架鷹図屛風」の成立事情

満
た
な
い
頃
で
あ
る
。
書
中
、
信
尹
は
ま
ず
天
鵞
絨
を
贈
ら
れ
た
こ
と
に
対
す

る
礼
を
述
べ
、
家
久
の
無
事
の
帰
国
を
祝
う
と
と
も
に
、
義
久
の
卒
去
に
対
し

て
哀
悼
の
意
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
後
陽
成
天
皇
の
譲
位
と
後
水
尾
天
皇
の

即
位
が
無
事
に
終
了
し
た
こ
と
、
豊
臣
秀
頼
の
上
洛
に
民
衆
が
狂
喜
し
た
こ
と

な
ど
を
簡
潔
に
伝
え
て
い
る
。
書
中
に
見
え
る
「
秀
頼
公
御
上
洛
候
て
」
と
は
、

同
年
三
月
二
十
八
日
に
二
条
城
で
行
わ
れ
た
家
康
と
秀
頼
と
の
会
見
を
示
唆
す

る
。
秀
頼
と
の
会
見
に
よ
り
徳
川
家
の
優
位
性
を
天
下
に
示
し
た
家
康
は
、
以

降
、
公
家
や
大
名
へ
の
統
制
を
さ
ら
に
強
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ

う
し
た
状
況
に
配
慮
し
た
も
の
か
、
信
尹
は
書
状
の
追
而
書
に
「
爰
許
之
様
体
、

具
町
田
可
為
演
説
之
間
、
不
宣
」
と
認
め
、
仔
細
は
島
津
家
老
の
町
田
久
幸

（
生
没
年
不
詳
）
に
口
述
さ
せ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
書
状
で
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
、
要
件
の
第
一
に
「
屛

風
之
事
」
云
々
と
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
屛
風
之
事
承
候
之
処
」
と
あ
る

た
め
、
慶
長
十
六
年
四
月
か
ら
そ
れ
ほ
ど
遡
ら
な
い
頃
、
信
尹
が
島
津
本
家
か

ら
屛
風
の
染
筆
を
依
頼
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
天
鵞
絨
の
礼
を

述
べ
た
直
後
に
屛
風
の
件
に
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
天
鵞
絨
は
屛

風
染
筆
の
謝
礼
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
信
尹
は
依
頼
か
ら
す
ぐ
に
は
取

り
掛
か
れ
な
か
っ
た
と
見
え
、
家
久
に
対
し
「
久
々
目
相
煩
、
于
今
未
然
候
故
、

遅
々
候
、
乍
去
今
日
染
筆
、
町
田
勝
兵
衛
（
久
幸
）
ニ
相
渡
候
」
と
伝
え
て
い
る
。

　
残
念
な
が
ら
、
こ
の
屛
風
が
島
津
本
で
あ
っ
た
と
い
う
明
証
は
得
て
い
な
い
。

し
か
し
、
書
中
に
見
え
る
「
屛
風
」
は
、
ま
さ
し
く
慶
長
十
五
年
前
後
に
島
津

本
家
か
ら
近
衛
信
尹
に
発
注
さ
れ
た
屛
風
で
あ
る
。
そ
の
存
在
は
一
考
に
値
す

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

む
す
び
に
か
え
て

　
以
上
、
島
津
公
爵
家
旧
蔵
の
架
鷹
図
屛
風
に
つ
い
て
和
歌
賛
を
中
心
に
考
察

し
た
。

　
そ
の
結
果
、
和
歌
賛
が
す
べ
て
既
存
の
鷹
歌
集
か
ら
撰
歌
さ
れ
た
歌
で
あ
っ

た
こ
と
が
判
明
し
、
さ
ら
に
そ
の
筆
者
を
近
衛
信
尹
・
最
胤
入
道
親
王
・
良
恕

入
道
親
王
・
興
意
法
親
王
・
八
条
宮
智
仁
親
王
・
尊
純
法
親
王
の
六
名
に
同
定

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
ら
の
動
向
か
ら
導
き
出
し
た
慶
長
十
三
年
～
同
十
九

年
と
い
う
制
作
時
期
は
、
近
衛
信
尹
の
書
風
変
遷
や
曽
我
直
庵
の
活
躍
期
に
照

ら
し
て
も
齟
齬
が
な
く
、
そ
の
蓋
然
性
は
高
い
。

　
斡
旋
者
に
つ
い
て
は
、
著
賛
者
の
ほ
と
ん
ど
が
皇
族
で
あ
り
、
彼
ら
が
著
賛

し
た
和
歌
と
画
鷹
が
緊
密
に
連
関
す
る
こ
と
か
ら
、
公
家
の
放
鷹
文
化
に
通
暁

し
た
か
な
り
高
位
の
人
物
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
本
作
の
鷹
繋
ぎ
の
作
法

が
近
衛
家
の
家
人
で
あ
っ
た
下
毛
野
氏
の
鷹
術
に
基
づ
く
こ
と
、
近
衛
信
尹
筆

「
鷹
画
賛
」
が
島
津
本
に
類
似
す
る
構
成
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
る
な
ら
、

近
衛
信
尹
が
斡
旋
者
で
あ
っ
た
と
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
も
っ
と
も
、
堺
に
居
住
し
、
架
鷹
図
や
鷙
鳥
図
を
得
意
と
す
る
直
庵
な
ら
ば
、

島
津
本
を
制
作
す
る
以
前
か
ら
公
家
や
有
職
家
の
鷹
書
を
入
手
し
て
い
た
可
能
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性
は
あ
る
。
粉
本
の
存
在
も
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
一
の
粉
本

を
用
い
た
と
思
わ
れ
る
図
で
あ
っ
て
も
、
鷹
の
種
類
や
年
齢
、
こ
れ
を
繋
ぐ
大

緒
の
色
や
結
び
方
、
架
木
の
材
質
等
、
す
べ
て
が
島
津
本
に
一
致
す
る
も
の
は

稀
で
あ
る
。
島
津
本
の
場
合
、
そ
う
し
た
画
鷹
の
構
成
要
素
が
、
和
歌
賛
の
内

容
や
執
筆
分
担
、
さ
ら
に
は
図
の
配
置
に
も
密
接
に
関
わ
る
た
め
、
斡
旋
者
と

絵
師
が
作
画
に
つ
い
て
事
前
に
申
合
せ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　
一
方
、
発
注
者
に
つ
い
て
は
、
本
作
が
島
津
本
家
の
旧
蔵
品
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
も
、
当
該
期
の
島
津
家
当
主
を
想
定
す
る
の
が
ま
ず
穏
当
で
あ
ろ
う
。
そ

の
背
景
に
は
、
近
衛
家
と
島
津
家
と
の
長
年
に
わ
た
る
強
固
な
結
び
付
き
に
加

え
、
近
衛
信
尹
と
の
個
人
的
な
関
係
が
作
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
制
作
の
契
機
と
し
て
は
、
島
津
家
の
求
め
に
応
じ
、
直
庵
の
架
鷹
図

に
後
陽
成
天
皇
の
親
族
ら
が
鷹
歌
を
寄
合
書
し
、
鷹
に
関
わ
る
有
職
故
実
を

伝
え
た
と
い
う
想
像
が
成
り
立
つ
。
次
世
代
の
後
水
尾
天
皇
（
一
五
九
六
～
一

六
八
〇
）
の
宮
廷
で
は
、
武
家
へ
の
贈
答
品
と
し
て
、
職
業
画
家
が
画
を
描
き
、

皇
族
や
公
家
が
和
歌
を
分
担
執
筆
し
た
帖
仕
立
て
の
歌
仙
図
が
盛
ん
に
制
作
さ

れ
た
と
い
う（

11
（

。
歌
仙
図
で
は
な
い
が
、
島
津
本
を
そ
の
先
蹤
と
見
る
こ
と
は
十

分
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
島
津
本
の
場
合
は
寄
合
書
の
中
核
と
な
る
べ
き

後
陽
成
天
皇
が
不
在
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
幕
府
と
朝
廷
の
間
に
軋
轢
が
生

じ
た
慶
長
十
五
年
前
後
の
作
で
あ
る
こ
と
を
傍
証
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
興
味

深
い
。
本
作
と
の
関
係
は
定
か
で
な
い
も
の
の
、
近
衛
信
尹
が
慶
長
十
六
年
四

月
二
十
二
日
付
の
書
状
で
島
津
家
久
に
染
筆
完
了
を
伝
え
た
屛
風
は
、
ま
さ
に

こ
の
時
期
に
島
津
本
家
か
ら
信
尹
に
発
注
さ
れ
た
屛
風
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
公
家
の
放
鷹
禁
止
を
皮
切
り
と
し
て
、
徳
川
政
権
に
よ
る

公
家
統
制
政
策
が
進
む
そ
の
最
中
、
放
鷹
を
主
題
と
す
る
屛
風
が
、
放
鷹
権
を

否
定
さ
れ
た
公
家
に
よ
っ
て
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
さ
れ
、
島
津
家
へ
と
渡
っ
て
い
た
。

公
家
社
会
に
継
承
さ
れ
た
文
化
・
文
芸
は
、
彼
ら
宮
廷
人
が
困
難
な
時
勢
に
対

峙
す
る
た
め
の
切
り
札
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
当
該
期
に
成
立
し
た
島
津
本
も
こ

う
し
た
時
代
の
動
向
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

注（
（
）　
鈴
木
廣
之
「
押
絵
貼
り
屛
風
形
式
の
架
鷹
図
に
つ
い
て
」（
辻
惟
雄
他
著
『
日
本
屛

風
絵
集
成
』
第
十
二
巻 

風
俗
画 

公
武
風
俗
、
講
談
社
、
一
九
八
〇
年
）、
板
倉
聖
哲

「
画
鷹
の
系
譜

―
東
ア
ジ
ア
の
視
点
か
ら
」（
奈
良
県
立
美
術
館
編
『
花
鳥
画
―
中

国
・
韓
国
と
日
本
―
』
奈
良
県
・
読
売
新
聞
大
阪
本
社
、
二
〇
一
〇
年
）
等
参
照
。

（
1
）　
瀧
精
一
「
直
庵
の
鷹
図
」（『
国
華
』
三
三
九
号
、
国
華
社
、
一
九
一
八
年
）
参
照
。

（
1
）　
稲
畑
ル
ミ
子
「
作
品
紹
介 

曽
我
直
庵
筆
「
架
鷹
図
屛
風
」（
島
津
家
旧
蔵
）」（『
奈

良
県
立
美
術
館
紀
要
』
十
四
、
奈
良
県
立
美
術
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
参
照
。

（
1
）　
調
査
を
ご
許
可
い
た
だ
い
た
奈
良
県
立
美
術
館
関
係
各
位
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ

る
。
な
お
、
挿
図
に
使
用
し
た
本
作
品
の
画
像
は
藤
岡
穣
氏
の
撮
影
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。

（
1
）　
稲
畑
氏
に
よ
れ
ば
、
奈
良
県
立
美
術
館
の
所
蔵
と
な
っ
て
か
ら
、
数
年
を
か
け
て
修

繕
と
改
装
が
行
わ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
現
在
、
作
品
の
状
態
は
至
っ
て
良
好

で
あ
る
。

（
1
）　
前
掲
注
（
（
）
鈴
木
氏
論
考
。
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和歌賛から見た島津家旧蔵「架鷹図屛風」の成立事情

（
1
）　
前
掲
注
（
（
）
板
倉
氏
論
考
。

（
1
）　「
包
胤
」
印
は
直
庵
の
後
継
者
で
あ
る
二
直
菴
（
？
～
一
六
五
六
）
の
作
品
に
も

使
用
例
が
あ
る
。
ま
た
、「
平
直
庵
」
印
・「
心
誉
」
印
は
単
独
で
も
使
用
さ
れ
る
が
、

「
包
胤
」
印
・「
杳
川
」
印
は
「
平
直
庵
」
印
あ
る
い
は
「
心
誉
」
印
と
セ
ッ
ト
で
使
用

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
た
め
、
直
庵
個
人
を
示
す
印
は
「
平
直
庵
」
印
・「
心
誉
」

印
で
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。

（
1
）　
稲
畑
氏
が
平
成
二
十
四
年
（
二
〇
一
二
）
に
『
国
華
』
一
三
九
九
号
で
紹
介
さ
れ
た

新
出
屛
風
「
鷹
図
屛
風
」
に
は
、
右
隻
右
上
に
「
杳
川
」
印
・「
平
直
庵
」
印
、
左
隻

左
下
に
「
直
庵
筆
」
の
署
名
と
「
平
直
庵
」
印
・「
包
胤
」
印
が
捺
印
さ
れ
て
い
る
と

い
う
。
押
絵
貼
屛
風
も
こ
れ
に
準
ず
る
と
す
れ
ば
、「
平
直
庵
」
印
と
「
心
誉
」
印
が

捺
印
さ
れ
る
図
は
署
名
入
り
の
図
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（1
）　
中
世
に
成
立
し
た
膨
大
な
数
の
鷹
書
に
は
、
鷹
狩
に
関
わ
る
実
践
的
な
内
容
の
他
、

鷹
狩
を
主
題
と
す
る
和
歌
や
連
歌
な
ど
文
学
的
な
内
容
も
含
ま
れ
て
い
る
。
鷹
歌
の
歌

集
に
は
、
例
え
ば
『
群
書
類
従
』
第
十
九
輯
　

鷹
部
　

巻
三
五
七
に
所
収
さ
れ
る
伝
藤

原
定
家
（
一
一
六
二
～
一
二
四
一
）
撰
『
鷹
三
百
首
和
歌
』・
伝
九
条
良
経
（
一
一
六

九
～
一
二
〇
六
）
撰
『
後
京
極
殿
鷹
三
百
首
』・
慈
円
（
一
一
五
五
～
一
二
二
五
）
撰

『
鷹
百
首
』・
西
園
寺
公
経
（
一
一
七
一
～
一
二
四
四
）
撰
『
鷹
百
首
』、
ま
た
『
続
群

書
類
従
』
巻
第
五
四
九 

鷹
部
九 

巻
五
五
〇
に
所
収
さ
れ
る
二
条
良
基
（
一
三
二
〇
～

八
八
）
撰
『
後
普
光
院
殿
鷹
百
韻
連
歌
』・
梵
灯
（
一
三
四
九
～
？
）
撰
『
梵
燈
庵
鷹

詞
百
韻
連
歌
』・
近
衛
前
久
（
一
五
三
六
～
一
六
一
二
）
撰
『
龍
山
公
鷹
百
首
』
な
ど

が
知
ら
れ
る
。

（
（（
）　『
鷹
三
百
首
詠
歌
』
は
、
外
題
に
「
鷹
三
百
首
」、
内
題
に
「
鷹
三
百
首
詠
歌 

定
家

卿
」
と
あ
る
。
陽
明
文
庫
に
は
同
書
の
伝
本
が
複
数
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
国
文
学
研

究
資
料
館
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
本
書
は
近
衛
信
尹
の
筆
写
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
一
方
、『
鷹
三
百
首
和
哥
』
は
外
題
に
「
鷹
三
百
首
」、
内
題

に
「
鷹
三
百
首
和
哥
」、
末
尾
に
「
摂
政
家
三
百
首
和
歌
」
と
あ
る
。
た
だ
し
、
筆
写

者
は
不
明
で
あ
る
。

（
（1
）　
三
保
忠
夫
著
『
鷹
書
の
研
究
―
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
を
中
心
に
―
』
下
冊
（
和
泉
書

院
、
二
〇
一
六
年
）
参
照
。

（
（1
）　
鷹
が
換
羽
し
て
鳥
屋
を
出
る
こ
と
を
「
鳥
帰
（
と
か
へ
る
）」
と
い
い
、
生
ま
れ
た

翌
年
に
一
回
目
の
換
羽
を
迎
え
た
鷹
を
「
片
帰
り
（
か
た
か
え
り
）」、
二
年
目
に
二
回

目
の
換
羽
を
迎
え
た
鷹
を
「
諸
帰
り
（
も
ろ
か
え
り
）」、
三
年
目
に
三
回
目
の
換
羽
を

迎
え
た
鷹
を
「
諸
片
帰
り
（
も
ろ
か
た
か
え
り
）」
と
い
う
。

（
（1
）　
例
え
ば
、
Ａ
隻
第
四
扇
に
類
似
す
る
図
は
、
仁
和
寺
本
・
岡
山
県
立
博
物
館
本
・
日

本
屛
風
絵
集
成
本
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
た
だ
、
仁
和
寺
本
お
よ
び
岡
山
県
立
博
物
館

本
と
は
鷹
の
年
齢
や
大
緒
の
結
び
方
が
異
な
り
（
両
作
で
は
一
致
す
る
）、
日
本
屛
風

絵
集
成
本
と
は
架
木
の
材
質
が
異
な
る
。
ま
た
、
仁
和
寺
本
お
よ
び
岡
山
県
立
博
物
館

本
は
、
島
津
本
ほ
ど
架
木
の
材
質
が
丹
念
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
な
い
。
架
木
の
材
質

や
鷹
を
繋
ぐ
位
置
に
も
何
か
し
ら
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
向
後
の
課
題
と
し

た
い
。

（
（1
）　
も
っ
と
も
、
個
人
の
書
風
は
素
材
や
環
境
、
あ
る
い
は
そ
の
時
々
の
気
分
に
よ
っ
て

も
微
細
に
変
化
し
、
ま
た
書
技
に
優
れ
た
能
書
な
ら
ば
、
書
の
内
容
や
用
途
に
合
わ
せ
、

書
風
を
自
在
に
変
容
さ
せ
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
近
衛
信
尹
は
、「
慶
長
八
年

七
月
六
日
付
島
津
忠
恒
宛
て
書
状
」
で
、
島
津
家
か
ら
依
頼
さ
れ
た
「
朝
陽
の
賛
」
の

出
来
栄
え
に
つ
い
て
「
抑
朝
陽
之
賛
之
事
承
候
、
ぬ
る
き
筆
跡
、
絵
に
不
相
応
之
事
、

乍
汗
顔
…
…
」
と
述
べ
て
お
り
（『
島
津
家
文
書
』
文
書
番
号
七
三
三
）、
画
に
ふ
さ
わ

し
い
書
表
現
を
心
掛
け
て
い
た
節
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
島
津
本
の
場
合
も
、
信
尹
が

鷹
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
合
わ
せ
て
意
識
的
に
荒
い
筆
致
を
取
り
入
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

（
（1
）　「
興
意
法
親
王
花
押
」（『
国
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）
参
照
。
広

島
・
海
の
見
え
る
杜
美
術
館
所
蔵
の
興
意
法
親
王
書
状
「
立
札
通
」
に
も
同
じ
花
押
が

確
認
で
き
る
。

（
（1
）　
常
石
英
明
編
著
『
花
押
大
集
成
』（
金
園
社
、
一
九
九
四
年
）
参
照
。

（
（1
）　
小
松
茂
美
著
『
日
本
書
流
全
史
』
下
（
講
談
社
、
一
九
七
〇
年
）
参
照
。

（
（1
）　
瀧
氏
も
ま
た
「
青
蓮
院
殿
」
に
は
尊
純
法
親
王
を
相
当
さ
せ
て
い
る
（
前
掲
注
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（
1
）
瀧
氏
図
版
解
説
参
照
）。

（
11
）　
六
名
の
著
賛
者
の
概
略
は
以
下
の
通
り
。

　
近
衛
信
尹
（
一
五
六
五
～
一
六
一
四
）

　
　
関
白
近
衛
前
久
の
子
。
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
七
月
織
田
信
長
（
一
五
三
四
～
八

二
）
の
加
冠
に
よ
り
元
服
。
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
五
月
左
大
臣
と
な
る
。
関
白
職

を
望
ん
だ
が
、
羽
柴
秀
吉
に
こ
れ
を
奪
わ
れ
、
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
四
月
勅
勘
を

受
け
薩
摩
に
配
流
。
慶
長
元
年
（
一
五
九
六
）
九
月
帰
洛
し
、
同
六
年
左
大
臣
に
還
任
、

同
十
年
関
白
氏
長
者
と
な
っ
た
。

　
曼
殊
院
良
恕
入
道
親
王
（
一
五
七
四
～
一
六
四
三
）

　
　
陽
光
院
誠
仁
親
王
の
第
三
皇
子
。
後
陽
成
天
皇
（
一
五
七
一
～
一
六
一
七
）
の
同
母
弟
。

母
は
新
上
東
門
院
勧
修
寺
晴
子
（
一
五
五
三
～
一
六
二
〇
）。
天
正
十
五
年
（
一
五
八

七
）
五
月
に
十
四
歳
で
曼
殊
院
に
入
室
。
翌
同
十
六
年
十
一
月
親
王
宣
下
お
よ
び
得
度
。

文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
十
二
月
青
蓮
院
尊
朝
法
親
王
（
一
五
五
二
～
九
七
）
よ
り
伝

法
灌
頂
。
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
天
台
座
主
に
就
任
し
た
。

　
照
高
院
興
意
法
親
王
（
一
五
七
六
～
一
六
二
〇
）

　
　
陽
光
院
誠
仁
親
王
の
第
五
皇
子
。
後
陽
成
天
皇
・
良
恕
入
道
親
王
の
同
母
弟
。
親
王
宣

下
の
年
次
は
不
明
だ
が
、
は
じ
め
滋
賀
・
円
満
院
に
入
り
、
天
正
十
九
年
（
一
五
九

一
）
一
月
十
六
歳
で
あ
ら
た
め
て
京
都
・
聖
護
院
に
入
室
。
道
勝
と
称
し
た
。
道
澄
か

ら
照
高
院
を
継
承
し
、
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
十
二
月
に
興
意
と
改
名
し
た
。

　
梶
井
宮
最
胤
入
道
親
王
（
一
五
六
五
～
一
六
三
九
）

　
　
伏
見
宮
邦
輔
親
王
（
伏
見
宮
貞
敦
親
王
第
一
皇
子
、
一
五
一
三
～
六
三
）
の
第
八
皇
子
。

青
蓮
院
門
跡
尊
朝
法
親
王
の
弟
。
正
親
町
天
皇
（
一
五
一
七
～
九
三
）
の
猶
子
。
天
正

三
年
（
一
五
七
五
）
二
月
十
一
歳
で
親
王
宣
下
。
同
年
梶
井
三
千
院
に
入
室
得
度
し
た
。

慶
長
十
七
（
一
六
一
二
）
年
十
二
月
天
台
座
主
に
就
任
し
た
。

　
青
蓮
院
尊
純
法
親
王
（
一
五
九
一
～
一
六
五
三
）

　
　
梶
井
門
跡
応
胤
入
道
親
王
（
伏
見
宮
貞
敦
親
王
第
五
皇
子
、
一
五
三
一
～
九
八
）
還
俗

後
の
皇
子
。
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
に
八
歳
で
青
蓮
院
に
入
室
。
同
十
二
年
（
一
六

〇
七
）
に
は
良
恕
入
道
親
王
か
ら
伝
法
灌
頂
。
そ
の
後
寛
永
十
七
年
（
一
六
四
〇
）
五

十
歳
で
親
王
宣
下
、
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
と
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
の
二
度
に

わ
た
り
天
台
座
主
を
務
め
た
。

　
八
条
宮
智
仁
親
王
（
一
五
七
九
～
一
六
二
九
）

　
　
陽
光
院
誠
仁
親
王
の
第
六
皇
子
。
後
陽
成
天
皇
・
良
恕
入
道
親
王
・
興
意
法
親
王
ら
の

同
母
弟
。
は
じ
め
豊
臣
秀
吉
の
猶
子
で
あ
っ
た
が
、
天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
に
秀

吉
の
子
鶴
松
が
出
生
し
た
た
め
解
約
と
な
り
、
秀
吉
の
奏
請
に
よ
り
同
十
八
年
十
二
月

に
八
条
宮
家
を
創
立
し
た
。
天
正
十
九
年
正
月
に
親
王
宣
下
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇

一
）
三
月
に
一
品
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
1（
）　
後
陽
成
天
皇
と
の
血
縁
関
係
で
い
え
ば
、
慶
長
六
年
に
後
陽
成
天
皇
の
第
二
皇
子
で

あ
る
承
快
法
親
王
が
梶
井
三
千
院
に
入
室
し
、
最
胤
入
道
親
王
か
ら
梶
井
門
跡
を
継
承

し
た
が
、
承
快
法
親
王
は
同
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
十
二
月
に
十
九
歳
で
遷
化
し
て
い

る
。

（
11
）　
多
田
羅
多
起
子
「
狩
野
永
納
筆
〈
十
二
ヶ
月
歌
意
図
屛
風
〉
に
つ
い
て
―
画
域
の
拡

大
に
よ
る
新
規
需
要
へ
の
対
応
―
」（『
美
学
』
五
十
七
巻
一
号
、
美
学
会
、
二
〇
〇
六

年
）
参
照
。

（
11
）　
信
尹
の
父
近
衛
前
久
の
著
作
で
あ
る
『
龍
山
公
鷹
百
首
』
に
も
こ
の
類
話
は
見
え
て

い
る
。
関
係
箇
所
は
以
下
の
通
り
（『
龍
山
公
鷹
百
首
』『
続
群
書
類
従
』
巻
第
五
四
九 

鷹
部
九
）。

　
　
　
　
昔
仁
徳
天
皇
御
悩
有
時
に
相
者
云
、
彼
雉
の
た
ゝ
り
な
り
と
。
占
ふ
に
、
保
昌
卿

と
云
人
渡
唐
し
て
、
鷹
を
習
て
日
本
へ
帰
り
。
此
雉
を
あ
わ
す
る
に
、
彼
化
鳥
三

足
の
別
足
に
て
鷹
に
向
ふ
を
、
鶚
と
い
ふ
鷹
、
彼
足
の
三
有
て
羽
も
八
重
羽
の
雉

を
取
か
た
め
た
る
と
い
へ
り
。
其
鷹
は
し
た
い
と
云
也
。
鶚
と
書
也
。
此
名
あ
ま

り
に
秘
し
て
、
鶚
は
せ
う
と
云
鷹
也
と
注
之
。
又
云
。
鶚
、
ハ
ツ
、
ハ
シ
タ
イ
、

共
い
へ
り
。

（
11
）　
関
係
箇
所
は
以
下
の
通
り
（『
白
鷹
記
』『
群
書
類
従
』
第
十
九
輯
　

鷹
部
　

巻
三
五

六
）。
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和歌賛から見た島津家旧蔵「架鷹図屛風」の成立事情

　
　
　
　
上
古
の
名
鷹
は
、
天
智
天
皇
の
磐
手
野
守
、
延
喜
聖
主
の
白
兄
鷹
、
一
条
院
の
鳩

屋
赤
目
み
さ
ご
は
ら
、
小
一
条
院
の
藤
花
・
韓
巻
・
藤
沢
・
山
娥
（
峨
）
等
也
。

近
比
世
幷
せ
る
奇
鷹
あ
り
。
爰
に
信
濃
国
祢
津
の
神
平
奉
る
所
の
白
鷹
、
そ
の
相

鷹
経
に
か
な
へ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
毛
雪
じ
ろ
と
云
べ
し
。
ま
こ
と
に
楚
王

（
国
）
の
鵬
を
お
と
せ
る
良
鷹
に
こ
と
な
ら
ず
。

（
11
）　
門
脇
む
つ
み
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
11
）　
四
宮
美
帆
子
「
曽
我
二
直
菴
筆
　

架
鷹
図
屛
風
」（『
国
華
』
一
四
四
四
号
、
国
華
社
、

二
〇
一
六
年
）
参
照
。
た
だ
し
、
四
宮
氏
は
現
状
で
大
緒
の
色
や
結
び
方
の
意
味
を
た

ど
る
こ
と
の
難
し
さ
に
も
触
れ
て
い
る
。

（
11
）　
長
岡
京
市
教
育
委
員
会
に
は
同
資
料
の
写
真
版
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
写
真
資
料
を

ご
提
供
い
た
だ
い
た
長
岡
京
市
教
育
委
員
会
関
係
各
位
、
原
本
の
熟
覧
・
撮
影
を
許
可

し
て
い
た
だ
い
た
京
都
府
立
山
城
郷
土
資
料
館
関
係
各
位
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
11
）　
平
成
元
年
（
一
九
八
九
）
に
京
都
府
教
育
委
員
会
が
調
査
用
に
作
成
し
た
『
調
子
家

文
書
目
録
』
に
は
「
年
月
日
未
詳
〔
鷹
飼
口
伝
書
〕
一
帖
　
綴
葉
装 

水
橋
猿
千
代
丸

の
奥
書
あ
り
　
四
―
四
九
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）　
二
本
松
泰
子
「
下
毛
野
氏
の
鷹
術
伝
承
―
山
城
国
乙
訓
郡
調
子
家
所
蔵
の
鷹
書
を
手

が
か
り
に
―
」（『
立
命
館
文
学
』
六
〇
七
、
立
命
館
大
学
人
文
学
会
、
二
〇
〇
八
年
）、

同
「
下
毛
野
氏
の
鷹
書
―
他
流
儀
の
鷹
書
と
比
較
し
て
―
」（『
日
本
語
・
日
本
文
化
』

三
十
五
、
大
阪
大
学
日
本
語
日
本
文
化
教
育
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
九
年
）
等
参
照
。
二

本
松
氏
は
、「
調
子
家
の
鷹
書
に
は
、
鷹
の
神
事
に
関
す
る
礼
法
が
積
極
的
に
掲
載
さ

れ
る
傾
向
が
あ
る
」
と
し
、
そ
れ
は
「
公
家
流
の
鷹
術
に
は
見
ら
れ
な
い
礼
法
で
、
諏

訪
流
の
鷹
術
と
も
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
調
子
家
の
鷹
書
の
独
自
な
礼
法
と
い
え
る
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
11
）　『
持
明
院
家
鷹
秘
書
』
第
六
巻
に
所
収
さ
れ
る
鷹
繋
ぎ
図
は
全
部
で
二
十
九
図
あ
る
。

こ
の
う
ち
後
半
の
十
二
図
が
『
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』
の
十
二
図
に
極
め
て
近
い
こ
と

を
確
認
し
た
。
十
二
図
の
冒
頭
に
は
「
一 

又
別
注
分
」
と
あ
り
、
前
半
の
図
と
は
区

別
さ
れ
て
い
る
。

（
1（
）　
森
末
義
彰
（
一
九
〇
四
～
七
七
）
著
『
中
世
の
社
寺
と
芸
術
』（
吉
川
弘
文
館
、
一

九
四
一
年
）、
川
嶋
將
生
著
『
室
町
文
化
論
考
　

文
化
史
の
な
か
の
公
武
』（
法
政
大
学

出
版
局
、
二
〇
〇
八
年
）
等
参
照
。
下
毛
野
氏
が
摂
関
家
（
と
く
に
近
衛
家
）
と
の
関

係
を
強
め
た
の
は
十
二
世
紀
後
半
以
降
で
あ
り
、
近
衛
家
の
随
身
を
務
め
る
他
、
そ
の

散
所
を
賜
領
し
、
こ
れ
を
経
営
す
る
散
所
長
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
と
い
う
。

（
11
）　
長
岡
京
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
長
岡
京
市
史
』
資
料
編
二 

古
代
・
中
世
・
家
わ

け
（
長
岡
京
市
役
所
、
一
九
九
二
年
）
参
照
。
同
書
に
所
載
さ
れ
る
『
調
子
家
由
緒

書
』
に
は
、
三
足
の
雉
を
退
治
し
た
褒
美
と
し
て
片
野
禁
野
の
御
鷹
飼
職
の
下
命
が

あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
片
野
禁
野
と
は
現
在
の
大
阪
府
枚
方
市
と
交
野
市

一
帯
の
丘
陵
地
に
広
が
る
古
代
の
天
皇
の
遊
猟
地
を
指
す
。

（
11
）　『
江
次
第
鈔
』（『
続
々
群
書
類
従
』
第
六
　

法
制
部
）。

（
11
）　「
曽
我
直
菴
（
マ
マ
）
筆
鷹
図
解
」
挿
図
（『
国
華
』
四
六
五
号
、
國
華
社
、
一
九
二

九
年
）
参
照
。
た
だ
し
、
鷹
の
年
齢
、
大
緒
の
色
、
架
木
の
材
質
は
異
な
る
。

（
11
）　
前
久
は
島
津
家
久
（
忠
恒
）
宛
て
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
七
月
十
七
日
付
の
書

状
で
「
令
老
耄
、
一
円
行
歩
不
相
叶
、
座
敷
之
中
も
不
自
由
之
体
候
故
…
…
」
と
伝
え

て
い
る
（『
島
津
家
文
書
』
文
書
番
号
七
四
二
）。
ま
た
同
十
四
年
六
月
に
も
俄
か
に
絶

入
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
時
は
間
も
な
く
蘇
生
し
て
い
る
（『
時
慶
記
』

慶
長
十
四
年
六
月
二
十
八
日
参
照
）。

（
11
）　『
時
慶
記
』
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
八
月
十
五
日
条
等
参
照
。

（
11
）　
後
陽
成
天
皇
の
周
辺
で
は
、
慶
長
三
年
か
ら
同
四
年
に
か
け
て
「
調
度
手
本
」（
東

京
国
立
博
物
館
蔵
）
が
制
作
さ
れ
て
い
る
。
現
存
五
軸
の
染
筆
者
は
後
陽
成
天
皇
・
近

衛
信
尹
・
照
高
院
道
澄
・
八
条
宮
智
仁
親
王
の
四
名
で
あ
る
。

（
11
）　
稲
畑
ル
ミ
子
「
曽
我
直
庵
・
二
直
菴
の
絵
画
」（『
特
別
展 

曽
我
直
庵
・
二
直
菴
の

絵
画
』
奈
良
県
立
美
術
館
、
一
九
八
九
年
）
参
照
。

（
11
）　『
北
野
藁
草
』（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
、
同
館
提
供
「
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
」）
参
照
。

（
11
）　
黒
田
日
出
男
著
『
洛
中
洛
外
図
・
舟
木
本
を
読
む
』（
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
、
二
〇
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一
五
年
）
参
照
。
同
書
の
参
照
は
奥
平
俊
六
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
1（
）　
こ
の
他
、
左
隻
第
六
扇
上
の
清
涼
殿
の
左
側
に
描
か
れ
た
「
公
家
と
上
臈
」
は
猪
熊

事
件
を
表
し
て
い
る
と
い
う
。
な
お
、
徳
川
政
権
の
公
家
統
制
政
策
の
経
緯
は
〔
表

３
〕
に
示
す
通
り
で
あ
る
。

（
11
）　『
三
藐
院
記
』「
後
陽
成
天
皇
御
譲
位
次
第
」
参
照
。

（
11
）　
連
枝
衆
の
諫
奏
に
対
し
、
後
陽
成
天
皇
は
「
な
に
事
も
あ
し
く
候
間
、
不
苦
候
」
と

応
じ
て
い
る
。
こ
の
天
皇
の
応
答
に
一
同
恐
懼
す
る
が
、
近
衛
信
尹
は
「
何
事
に
て

も
思
召
寄
事
候
ハ
ゝ
、
被
仰
出
候
へ
、
伊
賀
守
急
度
下
国
候
て
、
申
調
候
や
う
に
ハ
、

…
…
」
と
奏
上
。
こ
れ
に
続
い
て
女
院
や
連
枝
衆
も
「
御
返
事
之
様
体
各
拝
見
仕
候
、

伊
賀
守
お
く
い
ハ
、
何
事
に
て
も
御
存
分
之
事
候
ハ
ゝ
、
罷
下
可
申
調
由
候
、
や
ふ
れ

申
候
う
へ
に
て
は
、
何
事
も
不
残
　
仰
出
さ
れ
尤
存
候
間
、
重
而
申
上
候
」
と
認
め
た

書
付
を
上
げ
て
い
る
（
前
掲
注
（
11
））。

（
11
）　『
駒
井
日
記
』
文
禄
三
年
四
月
十
三
日
条
に
は
、
豊
臣
秀
吉
が
後
陽
成
天
皇
に
上
奏

し
た
「
一
書
の
覚
」
の
写
し
が
見
え
、
秀
吉
が
近
衛
信
尹
の
出
立
ち
や
行
状
に
つ
い
て

述
べ
た
以
下
の
箇
所
が
あ
る
（『
駒
井
日
記
』『
史
籍
集
覧
』
二
十
五
、
近
藤
出
版
部
、

一
九
〇
二
年
）。

　
　
　
　
信
輔
（
信
尹
）
道
を
相
立
、
学
問
以
下
す
く
れ
、
諸
事
天
下
之
重
宝
と
も
於
有
之

者
、
縦
内
覧
儀
望
無
之
候
共
、
不
限
関
白
太
閤
　
上
之
御
前
御
取
合
も
申
可
馳
走

候
処
に
、
み
ち
か
た
の
儀
者
着
（
マ
マ
、
忘
カ
）
果
、
袴
肩
衣
尤
（
マ
マ
）
を
帯
、

太
刀
を
さ
し
、
菊
亭
（
今
出
川
晴
季
）
又
者
民
部
卿
法
印
（
前
田
玄
以
）
両
人
所

へ
罷
越
、
餘
事
候
子
細
哉
、
雑
言
を
あ
ま
し
、
沙
汰
限
候
儀
、
共
無
其
隠
候
条
、

右
両
人
之
者
に
可
被
成
御
尋
候
事
。

　
　
　
秀
吉
は
「
信
尹
は
諸
事
に
優
れ
た
人
物
な
の
だ
か
ら
、
内
覧
や
関
白
の
望
み
が
な

く
と
も
、
天
皇
の
お
そ
ば
で
そ
の
お
相
手
を
し
て
お
れ
ば
よ
い
の
に
、
分
別
を
忘
れ
、

袴
・
肩
衣
を
着
て
太
刀
を
佩
き
、
今
出
川
晴
季
と
前
田
玄
以
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
両
名

を
罵
っ
た
」
と
糾
弾
す
る
。
ま
た
、『
兼
見
卿
記
』
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
二
月
六

日
条
に
は
十
六
歳
の
信
尹
が
鷹
狩
を
行
っ
た
記
事
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
、

近
衛
信
尹
が
武
家
の
よ
う
な
装
い
の
、
実
際
に
鷹
狩
を
行
う
人
物
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。

（
11
）　
前
掲
注
（
1
）
稲
畑
氏
論
考
。
た
だ
し
、
近
衛
家
と
島
津
家
の
関
係
は
信
尹
の
薩

摩
配
流
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
島
津
家
は
、
摂
関
家
の
家
司
で
あ
っ
た
惟
宗
忠

久
（
？
～
一
二
二
七
）
が
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
に
島
津
荘
の
地
頭
職
に
補
任
さ

れ
、
後
に
島
津
荘
を
本
貫
と
す
べ
く
「
島
津
（
嶋
津
）」
姓
を
名
乗
っ
た
こ
と
に
始
ま

る
。
本
家
で
あ
る
摂
関
家
（
近
衛
家
）
の
荘
務
権
は
次
第
に
衰
退
し
た
が
、
そ
う
し
た

荘
園
の
支
配
構
造
の
変
化
と
は
別
に
、
近
衛
家
歴
代
は
島
津
家
歴
代
に
任
官
等
の
斡
旋

を
し
、
ま
た
近
衛
家
は
島
津
家
に
経
済
支
援
を
依
頼
す
る
な
ど
、
両
家
の
間
に
は
古
く

か
ら
相
互
扶
助
の
関
係
が
成
立
し
て
い
た
と
い
う
。

（
11
）　「
慶
長
五
年
十
月
七
日
付
島
津
忠
長
等
宛
て
近
衛
信
尹
書
状
」（『
島
津
家
文
書
』
文

書
番
号
七
二
一
）
参
照
。

（
11
）　「
慶
長
十
二
年
一
月
二
十
四
日
付
島
津
義
弘
宛
て
近
衛
前
久
書
状
」（『
島
津
家
文
書
』

文
書
番
号
七
〇
九
）
等
参
照
。

（
11
）　『
言
緒
卿
記
』
慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
六
月
八
日
条
に
は
、
山
科
言
緒
（
一
五

七
七
～
一
六
二
〇
）
が
武
家
伝
奏
に
提
出
し
た
請
状
の
写
し
が
記
さ
れ
て
い
る
。
天
皇

を
介
さ
ず
に
公
家
に
下
さ
れ
た
こ
の
法
度
は
、
家
康
の
公
家
支
配
が
一
歩
進
ん
だ
こ
と

を
意
味
す
る
と
い
う
（
藤
井
譲
治
著
『
天
皇
と
天
下
人
』『
天
皇
の
歴
史
』
五
、
講
談

社
、
二
〇
一
八
年
参
照
）。

（
11
）　「
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
四
月
二
十
二
日
付
島
津
家
久
宛
て
近
衛
信
尹
書
状
」

（『
島
津
家
文
書
』
文
書
番
号
七
四
八
）。

（
11
）　
門
脇
む
つ
み
「
後
水
尾
天
皇
時
代
の
宮
廷
絵
画

―
描
く
天
皇
、
皇
族
と
画
壇
」

（
野
口
剛
他
著
『
天
皇
の
美
術
』
四
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

〔
図
版
出
典
〕

図
（
～
1
・
1
・
1
・
（1
・
（1
・
（1
　
奈
良
県
立
美
術
館
、
調
査
時
撮
影

　
　
　（
無
断
転
用
禁
止
）

図
1
　
是
沢
恭
三
編
著
『
日
本
の
美
術
』
一
五
〇
　

寛
永
の
三
筆
（
至
文
堂
、
一
九
七
八
年
）
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和歌賛から見た島津家旧蔵「架鷹図屛風」の成立事情

よ
り
転
載

図
1
　
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
文
化
財
団
提
供

図
1
　
小
松
茂
美
著
『
日
本
書
流
全
史
』
下
（
講
談
社
、
一
九
七
〇
年
）
よ
り
転
載

図
（（
・
（1
・
（1
　
国
立
博
物
館
所
蔵
品
統
合
検
索
シ
ス
テ
ム C

olBase 

提
供
画
像
よ
り
加
工

し
て
掲
載

図
（1
・
（1
　
京
都
府
立
山
城
郷
土
資
料
館
、
調
査
時
撮
影

　
　
　（
無
断
転
用
禁
止
）
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図
1

-
1　

曽
我

直
庵

筆
「

架
鷹

図
屛

風
」

Ａ
隻

　
奈

良
県

立
美

術
館
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和歌賛から見た島津家旧蔵「架鷹図屛風」の成立事情

図
1

-
2　

曽
我

直
庵

筆
「

架
鷹

図
屛

風
」

Ｂ
隻

　
奈

良
県

立
美

術
館
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図 4　「架鷹図屛風」Ａ隻第五扇　和歌賛「竹内殿」

図 3　「架鷹図屛風」Ａ隻第四扇　和歌賛「近衛殿」

図 2　曽我直庵画印「平直庵」（上）・「心誉」（下）
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和歌賛から見た島津家旧蔵「架鷹図屛風」の成立事情

図 6　「架鷹図屛風」Ａ隻第一扇　和歌賛「照高院殿」

図 5　近衛信尹筆「渡唐天神画賛」
（是沢恭三編著『日本の美術』150 寛永の三筆より転載）

図 7　興意法親王筆「寄箏別恋」
東京・センチュリー文化財団

非
　
公
　
開
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図 8　「架鷹図屛風」Ｂ隻第二扇　和歌賛「梶井殿」

図 10　「架鷹図屛風」Ｂ隻第六扇　和歌賛「青蓮院殿」

図 9　最胤入道親王筆「待七夕」
（小松茂美著『日本書流全史』下より転載）

非
　
公
　
開



37

和歌賛から見た島津家旧蔵「架鷹図屛風」の成立事情

図 11　尊純法親王筆「源氏物語絵色紙帖（末摘花）」
　 　　詞書　京都国立博物館

（国立博物館所蔵品統合検索システム ColBase 提供）

図 13　八条宮智仁親王筆「源氏物語絵色紙帖（花散
　 　　里）」詞書　京都国立博物館

（国立博物館所蔵品統合検索システム ColBase 提供）

図 12　「架鷹図屛風」Ｂ隻第一扇　和歌賛「八条殿」
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図
14

-
1　「

架
鷹

図
屛

風
」

復
元

図
　

右
隻
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和歌賛から見た島津家旧蔵「架鷹図屛風」の成立事情

図
14

-
2　「

架
鷹

図
屛

風
」

復
元

図
　

左
隻
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図 15　調子家文書『鷹飼に関する口伝』第十図「紫鷹」

図 16　調子家文書『鷹飼に関する口伝』第十二図「神参鷹」

図 17　岩佐又兵衛筆「洛中洛外図屛風」部分　東京国立博物館
（国立博物館所蔵品統合検索システム ColBase 提供画像より加工して作成）
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和歌賛から見た島津家旧蔵「架鷹図屛風」の成立事情

表 1　法量及び和歌賛

Ｂ　　　隻 Ａ　　　隻 隻

第六扇 第五扇 第四扇 第三扇 第二扇 第一扇 第六扇 第五扇 第四扇 第三扇 第二扇 第一扇 扇

一
三
三
・
九
×
五
一
・
八

一
三
四
・
一
×
五
四
・
九

一
三
三
・
九
×
五
四
・
九

一
三
三
・
八
×
五
五
・
〇

一
三
四
・
一
×
五
五
・
一

一
三
四
・
〇
×
五
一
・
九

一
三
四
・
〇
×
五
一
・
六

一
三
三
・
九
×
五
四
・
九

一
三
三
・
九
×
五
五
・
三

一
三
四
・
二
×
五
五
・
一

一
三
四
・
〇
×
五
四
・
八

一
三
三
・
九
×
五
一
・
五

法
量
　
　
縦
×
横
（
㎝
）

青
蓮
院
殿

照
高
院
殿

竹
内
殿

近
衛
殿

梶
井
殿

八
条
殿

八
条
殿

竹
内
殿

近
衛
殿

青
蓮
院
殿

梶
井
殿

照
高
院
殿

著
賛
者
通
称

若
鷹
の
毛
の
た
め
な
ら
ぬ
と
や
か
ひ
も
　

秋
を
待
て
や
ま
つ
出
す
覧

と
り
つ
な
く
た
ひ
に
あ
や
う
く
み
ゆ
る
か
な
　

ほ
こ
は
や
り
す
る
鷹
の
は
ひ
ろ
さ

は
し
鷹
の
四
毛
ま
は
り
の
う
す
雪
や
　

を
の
か
羽
な
ら
ぬ
し
ら
ふ
な
る
ら
む

あ
ま
た
鳥
屋
ふ
ま
せ
て
見
は
や
　

い
ま
た
に
も
ふ
る
鳶
に
似
秋
の
わ
か
た
か

は
し
鷹
の
さ
こ
ろ
も
の
け
を
重
て
も
　

な
を
風
さ
む
み
あ
ら
れ
ふ
る
也

と
や
い
つ
る
か
た
け
の
鷹
に
の
こ
る
は
や
　

去
年
の
あ
か
ふ
の
な
こ
り
な
る
覧

鷹
は
は
や
も
ろ
か
た
か
へ
り
す
き
ぬ
な
り
　

今
い
く
と
せ
か
と
や
を
か
は
ま
し

鳥
屋
い
た
す
た
か
の
日
よ
り
を
え
ら
ひ
な
は
　

か
せ
な
き
戸
ほ
そ
ひ
ら
き
初
へ
し

箸
鷹
の
夜
す
へ
い
く
夜
に
な
り
る
ら
む
　

て
ふ
く
ろ
ひ
き
て
か
へ
り
さ
す
也

か
ら
す
羽
の
く
ろ
ふ
の
鷹
や
は
つ
と
い
ふ
　

あ
し
の
三
あ
る
と
り
を
と
る
ら
む

去
年
よ
り
は
と
や
ま
さ
り
す
る
か
た
か
へ
り
　

猶
ゆ
く
す
ゑ
の
あ
き
そ
ゆ
か
し
き

あ
ら
れ
ふ
る
松
は
ら
の
毛
の
残
り
つ
ゝ
　

と
や
か
ひ
な
か
ら
去
年
の
わ
か
鷹

和
歌
賛

伝
藤
原
定
家
撰
『
鷹
三
百
首
』

伝
藤
原
定
家
撰
『
鷹
三
百
首
』

伝
藤
原
定
家
撰
『
鷹
三
百
首
』

伝
藤
原
定
家
撰
『
鷹
三
百
首
』

伝
藤
原
定
家
撰
『
鷹
三
百
首
』

伝
藤
原
定
家
撰
『
鷹
三
百
首
』

伝
藤
原
定
家
撰
『
鷹
三
百
首
』

伝
九
条
良
経
撰
『
後
京
極
殿
鷹
三
百
首
』

伝
藤
原
定
家
撰
『
鷹
三
百
首
』

伝
藤
原
定
家
撰
『
鷹
三
百
首
』

伝
藤
原
定
家
撰
『
鷹
三
百
首
』

伝
藤
原
定
家
撰
『
鷹
三
百
首
』

典
　
拠

夏
部

冬
部

冬
部

秋
部

冬
部

秋
部

冬
部

夏
部

冬
部

冬
部

秋
部

冬
部

部
立
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表 2　書風比較

青蓮院殿　尊純法親王 梶井殿　最胤入道親王 照高院殿　興意法親王 八条殿　智仁親王 竹内殿　良恕入道親王 近衛殿　近衛信尹

「源」：尊純法親王筆
「源氏物語絵色紙帖」詞書

「短冊」：最胤入道親王筆
短冊「待七夕」

「短冊」：興意法親王筆
短冊「寄箏別恋」

「源」：八条宮智仁親王筆
「源氏物語絵色紙帖」詞書

「源」：良恕入道親王筆
「源氏物語絵色紙帖」 詞書

「源」：近衛信尹筆
「源氏物語絵色紙帖」詞書

※ColBase（https://
colbase.nich.go.jp/

collection_items/kyohaku）

※小松茂美著『日本書流
全史』下

（講談社、1（（0年）
※センチュリー文化財団

※ColBase（https://
colbase.nich.go.jp/

collection_items/kyohaku）

※ColBase（https://
colbase.nich.go.jp/

collection_items/kyohaku）

※ColBase（https://
colbase.nich.go.jp/

collection_items/kyohaku）

「Ａ１」は島津本の「Ａ隻第一扇」の意。なお、比較字例はそれぞれの出典元より加工して作成。

青蓮院殿 尊純法親王 梶井殿 最胤入道親王 照高院殿 興意法親王 八条殿 智仁親王 竹内殿 良恕入道親王 近衛殿 近衛信尹

Ａ３ 源(末摘花) Ｂ３ 源（乙女）

Ａ６ 源(葵)

Ａ２ Ａ１ 短冊

Ａ５ 源(松風)

Ａ３ 源(野分) Ｂ１ 源(花散里) Ｂ３ 源(乙女)

Ｂ２ Ｂ５

Ａ６ 源(葵)

Ａ３ 源(夕顔) Ｂ４ 源(松風) Ｂ３

Ｂ２ 短冊

Ａ１ Ａ６ 源(花散里)

短冊

Ｂ６ 源(若紫) Ａ４ 源（蓬生）

源(絵合)

Ｂ２ 短冊 Ｂ１

Ａ１ 短冊

Ａ３ 源氏(夕顔) Ｂ４ 源(絵合)

Ｂ１

Ｂ２

Ａ４

Ｂ５ 源(乙女)

Ｂ６ 源(末摘花) Ｂ４ 源(松風)

Ｂ１ 源(花散里)

Ａ２

Ａ４ 源（蓬生）

Ｂ６ 源(夕顔) Ｂ５ Ｂ４ 源(絵合)

Ｂ１ 源(花散里)

Ａ２

Ｂ６ 源(野分) Ｂ４ 源(絵合)

Ｂ５ 短冊

源(花散里)

源(篝火) 源(関屋)

Ｂ１ 源(葵)

表２ 書風比較
「Ａ１」は島津本の「Ａ隻第一扇」の意。なお、比較字例はそれぞれの出典元より加工して作成。

「源」：尊純法親王筆
「源氏物語絵色紙帖」詞書

※ColBase
（https://colbase.nich.go.jp/
collection_items/kyohaku）

「短冊」：最胤入道親王筆
短冊「待七夕」

※小松茂美著
『日本書流全史』下
（講談社、1970年）

「短冊」：興意法親王筆
短冊「寄箏別恋」

※センチュリー文化財団

「源」：八条宮智仁親王筆
「源氏物語絵色紙帖」詞書

「源」：良恕入道親王筆
「源氏物語絵色紙帖」 詞書

「源」：近衛信尹筆
「源氏物語絵色紙帖」 詞書

※ColBase
（https://colbase.nich.go.jp/
collection_items/kyohaku）

　※ColBase
（https://colbase.nich.go.jp/
collection_items/kyohaku）

※ColBase
（https://colbase.nich.go.jp/
collection_items/kyohaku）

源（蓬生）

青蓮院殿 尊純法親王 梶井殿 最胤入道親王 照高院殿 興意法親王 八条殿 智仁親王 竹内殿 良恕入道親王 近衛殿 近衛信尹

Ａ３ 源(末摘花) Ｂ３ 源（乙女）

Ａ６ 源(葵)

Ａ２ Ａ１ 短冊

Ａ５ 源(松風)

Ａ３ 源(野分) Ｂ１ 源(花散里) Ｂ３ 源(乙女)

Ｂ２ Ｂ５

Ａ６ 源(葵)

Ａ３ 源(夕顔) Ｂ４ 源(松風) Ｂ３

Ｂ２ 短冊
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和歌賛から見た島津家旧蔵「架鷹図屛風」の成立事情

表 3　公家統制政策の経緯

元
和
元
年
七
月
三
十
日

元
和
元
年
七
月
十
七
日

慶
長
十
八
年
六
月
十
六
日

慶
長
十
七
年
六
月
八
日

慶
長
十
六
年
四
月
十
二
日

慶
長
十
六
年
三
月
二
十
七
日

慶
長
十
五
年
十
二
月
二
十
三
日

慶
長
十
五
年
四
月
二
十
八
日

慶
長
十
五
年
二
月
十
七
日

慶
長
十
五
年
二
月
十
二
日

慶
長
十
四
年
七
月
四
日

慶
長
九
年
八
月
二
十
三
日

日
　
付

公
家
衆
門
跡
を
禁
中
に
参
集
し
、「
禁
中
幷
公
家
中
諸
法
度
」
を
頒
け
る
。

「
禁
中
幷
公
家
中
諸
法
度
」
を
定
め
、
前
左
大
臣
二
条
昭
実
・
秀
忠
・
家
康
が
こ
れ
に
連
署
。

家
康
、「
公
家
衆
法
度
」
及
び
勅
許
紫
衣
、
大
徳
寺
・
妙
心
寺
等
諸
寺
入
院
の
法
度
を
定
め
、
勅
使
広
橋
兼
勝
・
所

司
代
板
倉
勝
重
に
付
す
。

家
康
、
公
家
に
家
学
の
奨
励
、
行
跡
の
自
重
を
命
じ
、
そ
の
放
鷹
を
禁
ず
る
。

後
水
尾
天
皇
、
即
位
。

後
陽
成
天
皇
、
譲
位
。

政
仁
親
王
、
元
服
。

武
家
伝
奏
広
橋
兼
勝
・
勧
修
寺
光
豊
・
所
司
代
板
倉
勝
重
、
譲
位
の
内
旨
を
駿
府
の
家
康
に
伝
達
。
兼
勝
等
、
家
康

奉
答
の
七
ケ
条
を
復
奏
す
る
。

家
康
、
五
女
市
姫
の
死
を
も
っ
て
譲
位
の
延
期
を
奏
請
す
る
。

後
陽
成
天
皇
、
譲
位
の
叡
旨
を
家
康
に
下
す
。
家
康
、
所
司
代
板
倉
勝
重
を
通
じ
て
、
譲
位
は
叡
旨
に
従
う
こ
と
、

政
仁
親
王
の
加
冠
す
べ
き
こ
と
を
奏
上
す
る
。

宮
中
に
お
い
て
姦
淫
事
件
（
猪
熊
事
件
）
が
露
見
。

幕
府
、
私
の
放
鷹
、
及
び
売
買
を
禁
ず
る
。

記
　
事






