
浅
井
忠
《
武
士
山
狩
図
》（
京
都
工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
所
蔵
）
に
つ
い
て

石

崎

佳
菜
子＊

要

旨
浅
井
忠
（
一
八
五
六

－

一
九
〇
七
）
が
、
川
島
甚
兵
衞
か
ら
東
宮
御
所
壁
飾
綴
織
の
た
め
の
下
絵
製
作
を
、「
武
士
の
山
狩
」
と
い
う
画
題
で
そ
の
概
略
案

を
求
め
ら
れ
た
の
は
、
明
治
三
八
年
の
三
月
頃
で
あ
っ
た
。
浅
井
は
最
終
的
に
縦
九
尺
（
約
二
七
〇
セ
ン
チ
）、
横
一
丈
三
尺
（
約
三
九
〇
セ
ン
チ
）
と
い
う

大
作
を
、
一
年
か
け
て
完
成
さ
せ
た
。
そ
の
作
品
は
、
暫
く
の
間
御
所
の
壁
絵
と
し
て
張
り
付
け
ら
れ
、
そ
の
後
綴
織
に
さ
れ
た
。

そ
し
て
現
在
、
こ
の
「
武
士
の
山
狩
」
綴
織
の
油
彩
画
下
絵
を
完
成
す
る
に
あ
た
っ
て
製
作
さ
れ
た
下
絵
や
習
作
が
多
数
現
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品

か
ら
は
構
図
の
変
化
が
見
て
取
れ
、
浅
井
の
製
作
過
程
と
思
考
の
一
端
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
細
部
ま
で
克
明
に
描
写
し
た
巧
み
な
技
術
力
か
ら
は
、
重
ね

ら
れ
た
研
究
の
成
果
と
、
浅
井
が
明
治
の
美
術
界
を
牽
引
し
た
洋
画
家
で
あ
る
こ
と
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

本
稿
で
は
、
浅
井
が
下
絵
製
作
に
取
り
組
ん
だ
京
都
高
等
工
芸
学
校
（
現
・
京
都
工
芸
繊
維
大
学
）
が
現
在
も
所
蔵
す
る
油
彩
画
の
《
武
士
山
狩
図
》
と
、

そ
の
後
変
更
が
加
え
ら
れ
た
作
品
と
思
わ
れ
る
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
の
《
鷹
狩
図
》
を
中
心
に
、
そ
の
下
絵
と
と
も
に
構
図
の
変
更
点
に
着
目
し
て
比
較
し
、

西
洋
絵
画
の
技
法
や
知
識
を
研
究
し
て
い
た
浅
井
が
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
作
品
の
中
に
取
り
入
れ
、
ど
う
い
っ
た
情
景
を
描
こ
う
と
し
た
の
か
を
考
察
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
浅
井
忠
、
東
宮
御
所
壁
飾
綴
織
、
武
士
山
狩
図
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は
じ
め
に

明
治
期
に
洋
画
家
と
し
て
活
躍
し
た
浅
井
忠
（
一
八
五
六

－

一
九
〇
七
）
が
、
川
島
甚
兵
衞
か
ら
東
宮
御
所
壁
飾
綴
織
の
た
め
の
下
絵
製
作
を
、「
武
士
の

山
狩
」
と
い
う
画
題
で
そ
の
概
略
案
を
求
め
ら
れ
た
の
は
、
明
治
三
八
年
（
一
九
〇
五
）
の
三
月
頃
で
あ
っ
た
。
浅
井
は
最
終
的
に
縦
九
尺
（
約
二
七
〇
セ
ン

チ
）、
横
一
丈
三
尺
（
約
三
九
〇
セ
ン
チ
）
と
い
う
、
当
時
の
洋
画
と
し
て
は
キ
ャ
ン
バ
ス
を
手
に
入
れ
る
こ
と
も
不
可
能
な
程
の
大
作
を
、
一
年
の
月
日
を

か
け
て
油
彩
画
で
完
成
さ
せ
た
。
そ
の
作
品
は
予
想
外
に
上
出
来
で
、
そ
の
ま
ま
御
所
の
壁
絵
と
し
て
暫
く
の
間
張
り
付
け
ら
れ
た
（
⚑
）。
そ
の
後
川
島
に
よ
っ

て
、
そ
の
下
絵
に
よ
る
綴
織
は
完
成
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
な
く
浅
井
は
、
明
治
四
〇
年
の
一
二
月
に
五
二
歳
に
し
て
こ
の
世
を
去
っ
た
。
惜
し
く
も

こ
の
頃
の
浅
井
は
、
西
洋
画
科
の
新
設
さ
れ
た
東
京
美
術
学
校
で
教
授
と
し
て
勤
め
た
後
に
、
一
九
〇
〇
年
に
パ
リ
で
開
催
さ
れ
る
万
国
博
覧
会
の
鑑
査
官
を

内
閣
よ
り
命
じ
ら
れ
た
の
を
機
に
留
学
し
、
自
然
美
あ
ふ
れ
る
グ
レ
ー
村
に
滞
在
し
て
多
く
の
作
品
を
創
出
し
た
り
、
陶
器
へ
の
絵
付
け
を
し
て
図
案
製
作
に

興
味
を
持
つ
な
ど
、
精
力
的
に
西
洋
の
芸
術
を
直
に
享
受
し
て
い
た
。
そ
し
て
帰
国
後
は
京
都
に
お
い
て
京
都
高
等
工
芸
学
校
（
現
・
京
都
工
芸
繊
維
大
学
）

で
教
授
と
し
て
図
案
科
の
授
業
を
担
当
す
る
と
共
に
、
聖
護
院
洋
画
研
究
所
を
開
設
す
る
な
ど
、
後
進
の
育
成
に
も
励
ん
で
お
り
、
彼
の
画
業
に
お
い
て
最
も

円
熟
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
現
在
、
こ
の
「
武
士
の
山
狩
」
綴
織
の
油
彩
画
下
絵
を
完
成
す
る
に
あ
た
っ
て
製
作
さ
れ
た
下
絵
や
習
作
が
多
数
現
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品

か
ら
は
構
図
の
変
化
が
見
て
取
れ
、
浅
井
の
製
作
過
程
と
思
考
の
一
端
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
油
彩
画
の
大
画
面
の
迫
力
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
細
部
ま
で

克
明
に
描
写
し
た
巧
み
な
技
術
力
か
ら
は
、
重
ね
ら
れ
た
研
究
の
成
果
と
、
浅
井
が
明
治
の
美
術
界
を
牽
引
し
た
洋
画
家
で
あ
る
こ
と
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

本
稿
で
は
、
浅
井
が
下
絵
製
作
に
取
り
組
ん
だ
ア
ト
リ
エ
が
あ
っ
た
京
都
高
等
工
芸
学
校
（
現
・
京
都
工
芸
繊
維
大
学
）
が
現
在
も
所
蔵
す
る
油
彩
画
の
《
武

士
山
狩
図
》（
挿
図
⚑
）
と
、
そ
の
後
変
更
が
加
え
ら
れ
た
作
品
と
思
わ
れ
る
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
の
《
鷹
狩
図
》（
挿
図
⚒
）
を
中
心
に
、
そ
の
習
作
と
と

も
に
構
図
の
変
更
点
に
着
目
し
つ
つ
比
較
し
、
浅
井
が
最
終
的
に
ど
う
い
っ
た
情
景
を
描
こ
う
と
し
た
の
か
を
考
察
し
た
い
。
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東
宮
御
所
壁
飾
画
の
製
作
過
程

「
武
士
の
山
狩
」
を
画
題
と
し
た
東
宮
御
所
壁
飾
綴
織

に
関
す
る
研
究
は
、
早
く
に
大
橋
乗
保
氏
に
よ
っ
て
京
都

工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
が
所
蔵
す
る
下
絵
の
関

係
資
料
の
詳
細
と
、
川
島
織
物
株
式
会
社
に
伝
わ
る
関
係

資
料
が
、
本
作
品
の
製
作
に
お
い
て
浅
井
の
助
手
を
務
め

た
霜
鳥
正
三
郎
へ
の
聞
き
取
り
も
含
め
て
紹
介
さ
れ
て
い

る
（
⚒
）。
そ
し
て
近
年
で
は
、
小
栁
正
美
氏
に
よ
っ
て
浅
井
の

原
画
を
元
に
二
代
川
島
甚
兵
衞
が
製
作
し
た
綴
織
壁
飾

「
狩
の
図
」
に
つ
い
て
、
そ
の
製
作
過
程
と
綴
織
の
技
法

が
詳
述
さ
れ
て
い
る
（
⚓
）。

で
は
ま
ず
浅
井
の
東
宮
御
所
壁
飾
画
の
製
作
過
程
に
つ

い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
浅
井
の
死

後
間
も
な
く
し
て
結
成
さ
れ
た
「
黙
語
会
」
に
よ
っ
て
編

纂
さ
れ
た
文
集
『
木
魚
遺
響
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
中
沢

岩
太
が
記
し
た
文
書
（
⚔
）と
、
浅
井
に
教
え
を
受
け
た
石
井
柏

亭
が
二
三
回
忌
の
年
に
記
し
た
、
浅
井
に
つ
い
て
の
初
め

て
の
評
伝
が
あ
る
（
⚕
）。
こ
れ
ら
の
内
容
か
ら
経
緯
を
み
る

浅
井
忠
《
武
士
山
狩
図
》（
京
都
工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
所
蔵
）
に
つ
い
て

（ ）
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挿図⚑

浅井忠
《武士山狩図》AN. 3279
1905年（明治38）
134.0×195.0 cm
油彩 キャンバス
京都工芸繊維大学美術工芸資料館

挿図⚒

浅井忠
《鷹狩図》
1905年（明治38）
293.0×381.0 cm
油彩 キャンバス
東京国立博物館



と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

一
九
〇
五
年
（
明
治
三
八
）
三
月
頃
、
川
島
甚
兵
衞
が
浅
井
の
も
と
を
訪
れ
て
、
東
宮
御
所
壁
飾
綴
織
の
下
絵
に
す
る
た
め
に
、「
武
士
の
山
狩
」
と
い
う

画
題
で
そ
の
概
略
案
の
製
作
を
依
頼
し
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
時
に
は
、
川
島
氏
か
ら
の
単
独
の
依
頼
な
の
か
、
も
し
く
は
御
所
か
ら
の
指
図
な
の
か
判
ら
な

か
っ
た
が
、
浅
井
は
試
し
に
方
一
尺
余
り
の
水
彩
略
画
を
描
い
て
渡
し
た
。
川
島
は
こ
れ
を
持
っ
て
御
所
の
係
官
に
意
向
を
尋
ね
に
行
く
と
、
大
い
に
気
に

入
っ
た
の
で
壁
飾
綴
織
の
下
絵
は
浅
井
が
描
く
こ
と
に
な
っ
た
。
後
に
浅
井
が
語
る
に
は
、
最
初
あ
る
日
本
画
家
に
図
を
つ
け
て
も
ら
っ
た
が
決
ま
ら
ず
、
月

日
が
迫
っ
た
の
で
浅
井
の
元
へ
持
ち
込
ん
だ
。
ま
た
、
御
所
内
に
は
同
様
の
部
屋
が
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
皇
太
子
殿
下
が
使
用
す
る
予
定
で
、
そ
こ
に
「
武
士

の
山
狩
図
」
を
綴
織
に
し
て
採
用
し
、
も
う
一
方
は
妃
殿
下
の
使
用
す
る
予
定
の
部
屋
で
、
今
尾
景
年
が
下
絵
を
描
く
「
牡
丹
に
孔
雀
の
図
」
を
刺
繍
に
し
て

使
用
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
い
よ
い
よ
川
島
が
正
式
に
依
頼
に
き
た
が
、
浅
井
は
以
前
川
島
の
依
頼
を
受
け
て
裏
切
ら
れ
た
事
が
あ
っ
た
の
で
こ
れ
に

応
じ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
困
っ
た
川
島
は
中
沢
に
協
力
を
求
め
た
が
、
話
が
曖
昧
で
自
分
の
依
頼
な
の
か
、
御
所
の
命
令
な
の
か
判
然
と
し
な
か
っ
た
た
め

断
っ
た
。
し
か
し
暫
く
す
る
と
東
宮
御
所
御
造
営
局
事
務
官
長
が
中
沢
に
面
会
を
求
め
て
き
た
。
そ
の
結
果
依
頼
主
、
費
用
等
の
確
認
が
で
き
、
浅
井
に
と
っ

て
も
名
誉
な
こ
と
で
あ
る
の
で
、
直
ぐ
に
浅
井
に
そ
の
旨
を
伝
え
に
行
き
快
諾
を
得
た
。
こ
の
製
作
に
関
し
て
京
都
高
等
工
芸
学
校
は
、
浅
井
に
便
宜
を
与
え

た
の
で
、
学
校
の
特
別
写
生
室
で
製
作
に
着
手
し
た
。

初
め
に
川
島
に
渡
し
た
略
図
は
紛
失
し
た
と
い
う
の
で
、
さ
ら
に
ワ
ッ
ト
マ
ン
全
紙
大
の
異
な
る
図
を
製
作
し
て
局
に
差
出
し
、
大
要
の
許
可
を
も
ら
っ
た
。

浅
井
の
下
図
は
今
尚
高
等
工
芸
学
校
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
は
各
部
分
の
研
究
に
着
手
し
た
。
ま
ず
騎
射
の
能
力
を
持
つ
騎
馬
者
を
選
ぶ
た
め
、
武
徳
会

ま
た
は
主
殿
寮
出
張
所
等
に
依
頼
し
て
よ
う
や
く
流
鏑
馬
の
巧
み
な
者
を
見
つ
け
た
。
そ
し
て
そ
の
人
が
狩
服
を
着
て
、
木
馬
に
乗
っ
た
姿
勢
を
写
生
し
た
。

し
か
し
途
中
で
こ
の
老
人
が
病
気
に
な
っ
た
の
で
、
大
学
の
守
衛
長
を
し
て
い
た
林
老
人
を
騎
者
に
し
て
様
々
な
姿
勢
を
写
生
し
た
。
こ
の
写
生
は
今
尚
学
校

に
あ
る
。

ま
た
馬
の
研
究
と
し
て
は
、
最
初
に
日
本
種
の
純
粋
な
も
の
を
探
し
た
が
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
主
馬
寮
に
行
っ
て
馬
を
研
究
、
撮
影
し
て
資

料
と
し
た
り
、
武
徳
会
で
雑
種
を
借
り
て
様
々
な
姿
勢
で
写
生
し
た
。
そ
し
て
林
を
騎
馬
者
と
し
て
学
校
の
運
動
場
で
撮
影
し
た
他
、
自
分
の
所
有
す
る
図
書

や
学
校
に
備
え
付
け
の
図
書
、
模
型
な
ど
馬
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
参
考
に
し
て
、
筋
骨
皮
肉
ま
で
馬
の
至
る
所
を
研
究
し
た
。
こ
の
よ
う
に
馬
を
研
究
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し
た
の
で
浅
井
は
そ
の
描
画
に
練
達
し
て
お
り
、
こ
の
時
は
午
年
で
あ
っ
た
た
め
そ
の
絵
を
希
望
す
る
友
人
が
多
か
っ
た
。

騎
者
の
装
飾
の
多
く
は
、
学
校
の
標
本
を
用
い
て
こ
れ
を
紛
本
と
し
た
。
二
人
の
装
束
は
あ
っ
た
が
一
人
の
も
の
が
無
か
っ
た
の
で
、
新
た
に
作
っ
て
そ
れ

を
写
生
し
て
い
た
。
浅
井
の
筆
が
絶
妙
な
の
で
、
最
初
の
二
人
の
装
束
が
絹
布
で
、
後
の
者
が
綿
布
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
騎
馬
の
名

人
で
あ
る
並
川
靖
之
が
こ
れ
を
見
て
、
浅
井
が
一
度
雑
種
を
写
し
た
こ
と
を
見
抜
い
た
。
浅
井
の
写
実
の
腕
前
は
優
れ
て
い
て
そ
の
物
の
特
徴
を
写
す
の
で
、

馬
を
純
粋
種
の
よ
う
に
直
す
こ
と
が
難
し
か
っ
た
。

背
景
の
樹
木
は
下
加
茂
の
森
、
ま
た
は
仙
洞
御
所
の
庭
を
写
生
し
、
時
に
は
間
部
、
霜
鳥
の
門
下
生
を
使
っ
て
庭
を
写
生
さ
せ
て
研
究
を
尽
く
し
た
。

こ
の
研
究
に
は
油
絵
、
水
彩
、
木
炭
等
様
々
な
描
法
を
用
い
た
。
本
来
こ
の
下
絵
は
綴
織
に
制
作
す
る
も
の
で
、
造
営
局
は
一
日
も
早
く
出
来
る
こ
と
を
望

ん
で
い
た
の
で
、
十
一
月
に
な
り
股
野
が
京
都
に
出
向
い
て
浅
井
に
直
接
催
促
を
し
た
。
し
か
し
研
究
の
真
最
中
の
浅
井
が
、
慎
重
か
つ
綿
密
に
寸
法
も
い
い

加
減
に
せ
ず
、
研
究
画
を
山
の
よ
う
に
積
み
重
ね
て
製
作
に
臨
む
姿
勢
を
目
の
当
た
り
に
し
て
唖
然
と
し
た
。
そ
し
て
十
二
月
に
半
尺
（
六
尺
五
寸
に
四
尺
五

寸
）
（
⚖
）
の
下
絵
が
よ
う
や
く
完
成
し
た
の
で
、
門
人
の
霜
鳥
が
こ
れ
を
携
え
て
御
所
に
評
価
を
伺
い
に
行
っ
た
。
す
る
と
、
そ
の
評
価
の
多
く
は
写
実
に
つ
い
て

で
あ
っ
た
。
浅
井
は
写
実
の
研
究
は
尽
く
し
て
い
た
が
、
作
画
は
全
て
美
術
上
の
寸
法
に
訂
正
し
て
い
た
の
で
そ
れ
に
つ
い
て
指
摘
が
あ
っ
た
。
浅
井
は
現
今

に
絵
画
を
作
る
難
し
さ
を
感
じ
、
写
実
的
に
描
く
と
認
め
ら
れ
、
美
術
的
に
描
く
と
批
判
さ
れ
る
現
状
を
嘆
い
た
。
そ
し
て
、
美
術
の
た
め
作
製
し
た
所
は
頑

な
に
改
め
ず
、
背
景
に
眺
望
を
加
え
て
遠
見
に
直
し
た
。
こ
れ
が
工
芸
学
校
に
存
在
す
る
半
尺
画
と
製
作
の
本
物
が
異
な
る
理
由
で
あ
る
。
現
在
高
等
工
芸
学

校
に
あ
る
半
尺
画
は
下
絵
で
、
許
可
を
得
て
学
校
に
備
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
一
九
〇
七
年
（
明
治
四
〇
）
の
文
部
省
第
一
回
美
術
展
覧
会
に
も
出
品
し

た
。こ

う
し
て
造
営
局
の
こ
の
下
絵
に
対
す
る
論
評
も
終
わ
っ
た
の
で
、
翌
一
九
〇
六
年
（
明
治
三
九
）
一
月
に
本
画
の
製
作
に
取
り
掛
か
ろ
う
と
し
て
、
東
京

で
キ
ャ
ン
バ
ス
を
探
し
た
け
れ
ど
も
、
作
品
の
大
き
さ
が
縦
九
尺
、
横
一
丈
三
尺
（
⚗
）と
い
う
大
作
で
あ
っ
た
の
で
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
キ
ャ
ン

バ
ス
を
上
下
に
三
枚
繋
ぎ
合
わ
せ
、
こ
れ
を
張
る
枠
は
武
田
教
授
に
依
頼
し
て
特
殊
の
設
計
で
木
枠
を
造
っ
た
が
、
皺
が
よ
く
伸
び
な
か
っ
た
た
め
四
方
に
鉄

管
を
釣
り
、
太
鼓
を
張
る
よ
う
に
し
て
数
日
間
放
置
し
た
後
に
釘
止
め
を
し
た
。
浅
井
が
こ
の
製
作
に
筆
を
執
り
始
め
た
の
は
二
月
初
め
で
、
五
月
初
め
に
は

完
成
し
た
。
こ
れ
を
見
に
来
た
股
野
は
、
予
想
外
の
上
出
来
で
あ
る
と
言
い
賞
賛
し
た
。

浅
井
忠
《
武
士
山
狩
図
》（
京
都
工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
所
蔵
）
に
つ
い
て
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こ
の
絵
は
初
め
綴
織
の
下
絵
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
ま
ま
壁
絵
と
し
て
採
用
と
な
り
、
少
し
補
修
の
筆
を
加
え
て
御
所
に
納
ま
り
、
予
定
通
り
の

場
所
へ
張
付
け
て
あ
る
。
そ
う
し
て
川
島
へ
は
こ
の
元
画
を
都
鳥
と
伊
藤
が
模
写
し
た
も
の
を
差
出
し
た
。

そ
の
後
綴
織
は
、
一
九
一
三
年
（
大
正
二
）
七
月
に
は
川
島
織
物
に
よ
っ
て
完
織
さ
れ
、
東
宮
御
所
の
壁
面
に
飾
ら
れ
て
い
た
が
、
太
平
洋
戦
争
で
爆
撃
被

害
に
遇
い
一
部
焼
失
し
た
。
ま
た
、
一
九
〇
八
年
（
明
治
四
一
）
年
八
月
頃
に
は
、
油
彩
画
で
は
他
と
調
和
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
取
り
除
か
れ
た
。
以
上
の

よ
う
な
経
緯
か
ら
、
東
宮
御
所
壁
飾
画
「
武
士
の
山
狩
」
に
関
連
す
る
下
絵
は
、
多
数
残
存
す
る
こ
と
と
な
る
。

《
武
士
山
狩
図
》（
一
九
〇
五
年
、
明
治
三
八
）
京
都
工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
所
蔵

現
在
京
都
工
芸
繊
維
大
学
が
所
蔵
す
る
《
武
士
山
狩
図
》（
一
九
〇
五
年
、
明
治
三
八
）（
挿
図
⚑
）
は
油
彩
画
で
、
金
の
装
飾
的
な
額
縁
に
囲
わ
れ
た
そ
の

画
面
は
縦
一
三
四
セ
ン
チ
、
横
一
九
五
セ
ン
チ
と
大
き
く
、
浅
井
の
巧
み
な
筆
使
い
で
写
実
的
に
描
か
れ
た
武
士
た
ち
の
狩
り
の
情
景
は
、
作
品
の
前
に
立
つ

鑑
賞
者
に
、
深
い
森
の
中
で
彼
ら
と
共
に
い
る
よ
う
な
感
覚
を
抱
か
せ
る
。
こ
の
作
品
は
先
に
述
べ
た
製
作
過
程
の
、
そ
の
寸
法
と
半
尺
画
で
は
背
景
に
遠
望

が
な
か
っ
た
と
い
う
特
徴
か
ら
、
十
二
月
に
完
成
し
て
高
等
工
芸
学
校
に
備
え
る
こ
と
に
な
っ
た
「
半
尺
画
」
の
下
絵
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

《
武
士
山
狩
図
》
と
題
さ
れ
た
こ
の
絵
に
は
、
う
っ
そ
う
と
し
た
木
々
の
中
で
狩
り
の
装
束
と
装
備
を
身
に
着
け
て
、
馬
に
ま
た
が
っ
た
三
人
の
男
性
が
た

た
ず
む
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
描
写
は
全
体
的
に
陰
影
を
用
い
て
写
実
的
に
描
か
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
人
物
の
表
情
の
描
写
は
曖
昧
で
個
人
を
特
定
す
る
こ

と
は
難
し
い
。

画
面
左
下
か
ら
右
に
向
か
っ
て
連
な
る
道
に
は
黒
、
白
、
茶
の
毛
色
の
馬
が
並
び
、
右
奥
の
少
し
空
が
見
え
る
林
で
視
線
が
止
ま
る
。
馬
の
立
つ
地
面
に
は
、

馬
の
陰
影
が
映
る
ほ
ど
の
陽
光
が
当
た
る
が
、
背
景
の
木
々
に
は
木
漏
れ
日
の
よ
う
な
や
わ
ら
か
な
光
が
漏
れ
る
。
右
下
に
広
が
る
深
み
の
あ
る
緑
の
草
が
近

景
の
役
割
を
し
、
光
の
当
た
る
三
人
の
騎
馬
と
大
木
の
あ
る
中
景
、
そ
し
て
右
奥
の
閉
ざ
さ
れ
た
暗
い
林
へ
と
連
な
る
草
で
覆
わ
れ
た
道
が
、
こ
の
平
面
の
画

面
に
奥
行
き
の
あ
る
立
体
的
な
空
間
を
作
る
。

三
人
の
人
物
は
男
性
で
、
各
々
昔
風
の
衣
装
を
身
に
着
け
て
い
る
。
そ
の
内
中
央
と
左
側
の
男
性
は
、
武
士
が
山
で
狩
猟
を
す
る
時
の
衣
装
と
装
備
で
、
中

大
手
前
大
学
論
集

第
20
号
（
⚒
⚐
⚑
⚙
）
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央
が
突
き
出
た
綾
藺
傘
を
被
り
、
腰
に
鹿
の
毛
で
で
き
た
行
縢
を
付
け
る
。
背
に
は
箙
に
入
っ
た
数
本
の
矢
を
背
負
い
、
手
袋
を
着
け
た
右
手
で
手
綱
を
握
り
、

左
手
で
弓
を
持
つ
。
背
筋
を
伸
ば
し
て
馬
に
ま
た
が
る
二
人
の
視
線
は
、
真
っ
直
ぐ
に
前
方
へ
と
向
か
う
。
そ
し
て
右
側
の
男
性
は
左
肩
に
射
籠
手
や
行
縢
を

着
用
し
て
い
る
も
の
の
、
他
と
は
少
し
異
な
り
侍
烏
帽
子
を
頭
に
被
っ
て
い
る
。
ま
た
向
け
る
視
線
も
中
央
の
綾
藺
傘
の
武
士
に
注
が
れ
て
お
り
、
白
馬
と
黒

馬
の
武
士
よ
り
も
身
分
の
低
い
者
で
主
従
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
黒
馬
の
男
性
は
、
顎
に
白
く
長
い
髭
を
蓄
え
て
お
り
、
年
配
の
者
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
三
人
の
武
士
が
乗
る
馬
は
、
中
央
に
白
馬
、
左
側
に
黒
、
右
側
に
茶
が
配
さ
れ
る
。
い
ず
れ
の
馬
も
真
っ
直
ぐ
に
伸
ば
し
た
片
方
の
前
脚
を
地
面
に
付

け
て
、
も
う
一
方
の
前
脚
を
折
り
上
げ
る
。
特
に
中
央
の
白
馬
は
左
脚
を
他
の
馬
よ
り
も
高
く
上
げ
、
そ
し
て
右
後
ろ
脚
も
地
面
か
ら
少
し
浮
く
よ
う
に
上
げ

て
い
る
た
め
、
少
し
興
奮
気
味
に
地
面
を
踏
む
よ
う
な
躍
動
し
た
律
動
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
左
右
の
黒
と
茶
の
馬
は
鼻
先
を
下
に
向
け
て
い
る
の
に
対
し

て
、
中
央
の
白
馬
は
、
騎
手
が
手
綱
を
軽
く
引
い
た
の
か
、
胸
か
ら
喉
元
に
向
か
っ
て
首
を
直
線
に
据
え
、
鼻
先
を
真
っ
直
ぐ
に
上
げ
て
前
方
を
見
る
。
そ
の

姿
は
ど
こ
か
誇
ら
し
げ
で
優
美
で
あ
る
。
馬
の
身
体
は
、
体
の
丸
味
や
、
後
ろ
脚
の
太
腿
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
筋
肉
の
盛
り
上
が
り
、
そ
し
て
足
の
関
節
部
分

に
見
え
る
骨
と
筋
の
動
き
が
、
色
彩
の
細
や
か
な
階
調
に
よ
っ
て
立
体
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
身
体
の
均
衡
は
と
れ
て
お
り
、
馬
の
細
く
長
い
脚
や
筋
肉
の

引
き
締
ま
っ
た
体
は
美
し
い
。
ま
た
騎
馬
の
武
士
の
長
い
脚
や
腕
も
、
実
際
の
日
本
人
の
体
の
比
率
と
は
異
な
る
が
、
見
る
者
が
美
し
く
感
じ
ら
れ
る
体
形
に

理
想
化
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

背
景
の
林
の
木
々
は
、
手
前
の
大
木
と
細
木
を
詳
細
に
描
き
、
奥
は
色
彩
の
階
調
で
表
現
し
て
い
る
。
中
央
の
大
木
は
右
側
の
木
に
重
な
る
よ
う
に
曲
線
を

描
き
、
左
端
の
二
本
の
大
木
は
狭
い
間
隔
で
並
ん
で
並
行
に
左
へ
傾
く
。
木
々
は
直
立
す
る
こ
と
な
く
、
曲
線
を
描
い
て
右
へ
左
へ
と
動
き
、
そ
し
て
ぼ
ん
や

り
と
し
た
輪
郭
線
と
柔
ら
か
な
色
彩
に
よ
っ
て
、
主
張
し
す
ぎ
な
い
自
然
描
写
で
背
景
を
構
成
し
て
い
る
。
ま
た
右
奥
の
林
の
上
方
に
は
空
が
見
え
、
こ
の
画

面
の
中
で
唯
一
外
へ
と
つ
な
が
っ
て
、
鑑
賞
者
の
視
線
が
抜
け
て
い
く
空
間
で
あ
る
。

こ
の
作
品
の
全
体
的
な
構
図
は
、
動
的
な
動
き
を
す
る
白
馬
に
騎
乗
し
た
武
士
を
画
面
の
中
央
に
配
置
し
、
そ
し
て
彼
を
取
り
巻
く
馬
上
の
狩
人
と
共
に
場

面
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
次
に
こ
の
作
品
と
比
較
し
て
、《
鷹
狩
図
》
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

浅
井
忠
《
武
士
山
狩
図
》（
京
都
工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
所
蔵
）
に
つ
い
て
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《
鷹
狩
図
》（
一
九
〇
五
年
、
明
治
三
八
）
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵

先
述
し
た
東
宮
御
所
壁
飾
画
の
製
作
過
程
か
ら
、
現
在
東
京
国
立
博
物
館
の
所
蔵
す
る
《
鷹
狩
図
》（
一
九
〇
五
年
、
明
治
三
八
）
（
⚘
）（
挿
図
⚒
）
は
「
本
画
」

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
作
品
は
キ
ャ
ン
バ
ス
に
油
彩
で
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
寸
法
は
「
縦
九
尺
、
横
一
丈
三
尺
」
に
近
い
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品
と
前
の
半
尺

画
を
比
較
す
る
と
、
大
き
く
違
う
と
こ
ろ
は
右
端
の
遠
景
で
あ
る
。
製
作
過
程
に
も
記
述
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
本
画
に
移
る
前
に
御
所
に
評
価
を
求
め
に
行
き
、

そ
の
後
背
景
に
眺
望
を
加
え
て
遠
見
に
修
正
し
た
。
そ
れ
が
画
面
右
側
の
景
色
の
違
い
と
思
わ
れ
る
。

黒
毛
の
騎
馬
の
立
つ
画
面
左
側
か
ら
右
へ
と
続
く
日
の
当
た
る
土
の
道
は
、
幹
が
白
み
が
か
っ
た
細
い
木
の
立
つ
盛
土
を
曲
が
る
よ
う
に
、
深
緑
の
地
面
か

ら
黄
緑
の
地
面
へ
と
連
な
り
、
段
々
背
丈
が
低
く
な
る
木
々
に
沿
っ
て
、
さ
ら
に
奥
へ
と
向
か
う
。
そ
し
て
奥
に
は
水
辺
の
よ
う
な
も
の
が
見
え
、
そ
の
向
こ

う
に
は
さ
ら
に
黄
み
が
か
っ
た
淡
い
木
立
が
ぼ
ん
や
り
と
見
え
る
。
そ
の
上
に
は
淡
い
水
色
の
空
が
広
が
り
、
さ
ら
に
そ
の
空
の
上
に
重
な
る
よ
う
に
描
か
れ

た
黄
土
色
の
木
の
葉
は
、
明
る
い
陽
光
を
受
け
て
清
々
し
く
映
え
る
。
ま
た
そ
れ
に
続
く
林
の
木
々
は
、
暗
色
の
陰
影
を
巧
み
に
用
い
て
、
大
木
の
重
厚
さ
や
、

細
木
の
硬
い
質
感
も
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
木
々
は
重
な
り
合
い
な
が
ら
上
へ
と
伸
び
、
そ
れ
に
掛
か
る
木
の
葉
の
隙
間
か
ら
の
ぞ
く
空
は
、
画
面
上
方

へ
と
空
間
を
広
げ
て
ゆ
く
。
こ
の
背
景
の
描
写
は
、
半
尺
画
よ
り
も
筆
が
精
緻
に
な
り
、
木
の
葉
の
一
枚
一
枚
が
、
筆
の
点
描
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

そ
れ
と
陰
影
表
現
が
合
わ
さ
っ
て
、
う
っ
そ
う
と
木
々
の
立
つ
林
に
立
体
感
が
生
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
盛
土
に
立
つ
白
み
が
か
っ
た
細
木
は
、
半
尺
画
で
は

地
面
に
直
接
立
つ
細
い
二
別
れ
の
木
で
あ
っ
た
。
こ
の
木
を
画
面
上
方
に
突
き
抜
け
る
、
丈
夫
な
木
に
変
更
し
た
こ
と
で
木
が
枠
の
よ
う
な
役
割
を
し
て
、
右

側
の
遠
近
法
を
用
い
て
描
か
れ
た
遠
望
が
、
独
立
し
た
風
景
の
よ
う
に
強
調
さ
れ
て
見
え
る
。

騎
馬
の
馬
の
姿
勢
や
配
置
に
つ
い
て
は
、
半
尺
画
と
あ
ま
り
変
更
が
な
く
、
中
央
の
武
士
を
乗
せ
た
白
馬
は
、
左
脚
と
鼻
先
を
上
げ
て
立
っ
て
い
る
。
た
だ

手
前
の
黒
馬
の
武
士
は
、
半
尺
画
で
は
前
方
を
見
つ
め
る
横
顔
で
あ
っ
た
が
、
本
画
で
は
少
し
首
を
右
に
ひ
ね
り
、
四
分
の
三
正
面
で
、
斜
め
前
方
を
見
て
い
る
。

こ
の
武
士
の
視
線
の
方
向
に
よ
っ
て
、
空
間
は
画
面
手
前
に
向
か
っ
て
広
が
っ
て
い
く
。
そ
し
て
鑑
賞
者
と
画
面
の
中
の
人
物
に
繋
が
り
が
生
ま
れ
て
く
る
。

画
面
は
半
尺
画
よ
り
も
寸
法
が
倍
に
大
き
く
な
り
、
縦
の
比
率
も
少
し
伸
び
た
。
そ
し
て
右
側
に
遠
望
が
加
わ
り
、
背
景
の
木
々
が
高
く
な
っ
た
こ
と
で
、

大
手
前
大
学
論
集

第
20
号
（
⚒
⚐
⚑
⚙
）

（ ）
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三
人
の
騎
馬
を
取
り
巻
く
空
間
も
広
が
り
、
穏
や
か
な
野
原
の
広
が
る
風
景
が
現
れ
た
。
ゆ
え
に
、
半
尺
画
の
何
気
な
い
林
の
中
に
、
三
人
の
騎
馬
の
武
士
が

い
る
場
面
か
ら
、
広
大
な
森
林
の
中
に
た
た
ず
む
三
人
の
騎
馬
の
武
士
へ
と
印
象
が
変
わ
っ
た
。
た
だ
半
尺
画
で
も
中
央
に
位
置
し
て
い
た
白
馬
の
騎
馬
の
武

士
は
、
変
わ
ら
ず
画
面
の
中
央
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
し
て
次
に
「
半
尺
画
」、「
本
画
」
に
た
ど
り
着
く
ま
で
の
、
下
絵
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

《
山
狩
図
下
絵
》
京
都
工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
所
蔵

こ
の
「
下
絵
」
に
関
し
て
は
残
存
枚
数
が
多
く
、
先
の
製
作
過
程
の
文
書
に
照
ら
し
て
み
て
も
、
全
て
の
作
品
を
順
序
付
け
て
製
作
過
程
を
た
ど
る
の
は
難

し
い
。
し
か
し
浅
井
が
「
武
士
の
山
狩
」
の
綴
織
製
作
に
あ
た
り
、
写
生
だ
け
で
な
く
写
真
撮
影
の
技
法
も
使
い
、
油
彩
、
水
彩
、
木
炭
等
の
様
々
な
描
法
を

用
い
て
、
山
の
よ
う
に
研
究
画
を
描
い
た
事
は
文
書
か
ら
も
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
浅
井
が
描
く
場
面
を
、
よ
り
現
実
に
近
い
表
現
に
す
る
た
め
の

過
程
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
内
二
点
の
京
都
工
芸
繊
維
大
学
の
所
蔵
す
る
《
山
狩
図
下
絵
》（
上
）、（
下
）
は
、
半
尺
画
と
本
画
の
構
図
に
か
な
り
近
い
水
彩
に
よ
る
下
絵
で
あ
る
。

そ
の
二
点
と
比
較
す
る
と
、
ま
ず
（
上
）
A
N
.2658（
一
九
〇
五
年
、
明
治
三
八
）（
挿
図
⚓
）
の
方
は
、
三
人
の
騎
馬
の
武
士
の
最
後
尾
に
、
二
人
の
従
者

が
徒
歩
で
追
従
し
て
い
る
た
め
、
武
士
た
ち
が
秋
の
野
山
で
遊
戯
的
な
狩
猟
を
し
て
い
る
場
面
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
こ
こ
で
は
背
景
の
右
奥
の
遠
望
は

な
く
、
空
ま
で
木
々
で
覆
わ
れ
て
お
り
、
画
面
右
手
前
の
地
面
か
ら
伸
び
る
数
本
の
細
木
が
近
景
を
つ
く
る
。
そ
し
て
、
三
人
の
武
士
の
顔
の
向
き
は
半
尺
画

と
変
化
は
な
い
が
、
三
頭
の
馬
の
鼻
先
は
い
ず
れ
も
目
線
を
地
面
に
落
と
し
て
下
を
向
く
。
片
方
の
前
脚
は
、
少
し
地
面
か
ら
浮
か
せ
る
も
の
の
、
活
力
に
乏

し
い
。
し
か
し
こ
れ
が
自
然
な
馬
の
動
き
で
あ
り
、
ス
ケ
ッ
チ
を
元
に
画
面
に
構
成
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

他
方
（
下
）
A
N
.2660（
一
九
〇
五
年
、
明
治
三
八
）（
挿
図
⚔
）
は
、
画
面
右
手
前
に
大
き
な
石
を
配
し
て
近
景
を
つ
く
っ
て
い
る
。
背
景
の
大
木
の
幹

の
曲
が
り
具
合
や
、
右
側
の
遠
望
が
開
け
る
構
成
は
本
画
に
近
い
。
そ
し
て
三
頭
の
馬
の
姿
勢
は
、
手
前
の
黒
と
奥
の
茶
色
の
馬
は
本
画
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
の
、

中
央
の
白
馬
は
少
し
異
な
る
。
先
の
下
絵
よ
り
も
鼻
先
は
上
に
向
け
ら
れ
た
が
、
し
か
し
左
脚
は
真
っ
直
ぐ
に
地
面
に
伸
ば
し
、
右
脚
は
軽
く
折
り
曲
げ
て
浮

か
せ
て
い
る
。
そ
の
た
め
白
馬
は
本
画
よ
り
も
穏
や
か
な
印
象
を
与
え
る
。

浅
井
忠
《
武
士
山
狩
図
》（
京
都
工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
所
蔵
）
に
つ
い
て
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こ
れ
ら
二
点
の
水
彩
画
と
半
尺
画
、
本
画
と
を
比
較
し
て
み
る

と
、
背
景
の
右
側
の
遠
望
と
、
中
央
の
白
馬
の
姿
勢
に
特
に
変
化

が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
つ
ま
り
浅
井
は
、
遠
近
感
の
あ
る

空
間
構
成
と
、
馬
の
描
写
に
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
お
り
、
特
に
中

央
の
白
馬
に
関
し
て
は
、
本
画
の
よ
う
に
胸
を
張
り
、
鼻
先
を

真
っ
直
ぐ
に
前
に
伸
ば
し
、
左
脚
を
高
く
上
げ
て
凛
々
し
い
立
ち

姿
と
し
た
。
そ
し
て
そ
う
す
る
こ
と
で
、
白
馬
に
騎
乗
す
る
武
士

に
も
気
品
と
勇
壮
さ
が
生
ま
れ
て
い
る
。

で
は
浅
井
が
意
図
的
に
構
成
し
、
画
面
中
央
に
配
置
し
た
と
思

わ
れ
る
、
こ
の
気
品
あ
る
優
美
な
馬
と
そ
れ
に
騎
乗
す
る
武
士
は

何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
製
作
過
程
に
お
い
て
浅

井
が
描
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
、
趣
向
の
異
な
る
草
稿
を
含
め

て
考
え
た
い
。

《
東
宮
御
所
壁
飾
草
稿
》

（
一
九
〇
五
年
、
明
治
三
八
）

『
浅
井
忠
全
作
品
集
』
（
⚙
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
武
士
の
山
狩
」

関
係
の
作
品
の
内
、
本
画
、
半
尺
画
と
構
図
や
趣
が
異
な
る
も
の

が
三
点
あ
る
。
ま
ず
一
点
は
、
制
作
年
が
不
詳
の
《
武
士
山
狩
図

下
絵
》（
挿
図
⚕
）
と
題
さ
れ
た
作
品
が
あ
り
、
こ
れ
は
後
の
二

大
手
前
大
学
論
集

第
20
号
（
⚒
⚐
⚑
⚙
）
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挿図⚓

浅井忠
《山狩図下絵（上）》
AN. 2658
1905年（明治38）
69.5×103.0 cm
水彩 紙
京都工芸繊維大学美術工芸資料館

挿図⚔

浅井忠
《山狩図下絵（下）》
AN. 2660
1905年（明治38）
59.2×87.7 cm
水彩 紙
京都工芸繊維大学美術工芸資料館



点
と
も
趣
向
が
異
な
る
。
こ
の
作
品
は
小
栁
氏
が
先
の
論
文
で
紹

介
し
て
い
る
、
二
代
川
島
甚
兵
衞
が
構
想
し
、
菊
池
契
月
の
描
い

た
一
場
面
完
結
の
草
稿
画
（
挿
図
⚖
）
と
、
画
面
の
左
側
に
武
士

た
ち
を
配
置
し
た
と
こ
ろ
で
構
図
が
近
い
。
契
月
の
作
品
は
、
画

面
左
側
に
あ
る
大
木
の
下
に
三
人
の
狩
装
束
に
身
を
つ
つ
ん
だ
騎

馬
の
武
士
が
お
り
、
中
央
の
横
向
き
の
綾
藺
傘
の
武
士
に
、
侍
烏

帽
子
の
従
者
が
右
手
で
遠
方
を
指
し
な
が
ら
、
横
か
ら
何
か
を
話

し
か
け
て
い
る
。
画
面
右
側
で
は
、
下
方
に
向
か
っ
て
木
々
が
連

な
り
、
そ
の
奥
に
遠
望
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
面
構
成
か

ら
、
狩
り
の
途
中
の
武
士
た
ち
が
丘
の
上
に
立
ち
止
ま
り
、
従
者

か
ら
狩
の
助
言
を
受
け
て
い
る
よ
う
な
場
面
に
感
じ
ら
れ
る
。
他

方
浅
井
が
残
し
た
作
品
は
、
契
月
と
同
様
に
画
面
左
側
に
大
木
が

立
ち
、
そ
の
下
に
狩
装
束
の
騎
馬
の
武
士
が
二
人
と
、
徒
歩
の
従

者
が
二
人
い
る
。
し
か
し
浅
井
の
場
合
は
、
画
面
右
側
に
遠
望
は

な
く
、
奥
に
う
っ
す
ら
と
大
き
な
山
が
見
え
る
平
原
が
広
が
り
、

馬
に
ま
た
が
っ
た
武
士
た
ち
の
群
れ
が
、
走
っ
て
逃
げ
る
何
か
の

獲
物
を
疾
走
し
な
が
ら
追
い
か
け
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
光
景

を
、
丘
の
上
か
ら
先
の
武
士
と
従
者
が
見
て
い
る
構
成
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
場
面
は
、
武
士
た
ち
が
武
芸
の
練
習
を
か
ね
て
日
常

行
っ
て
い
た
、
狩
猟
場
面
を
描
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

浅
井
忠
《
武
士
山
狩
図
》（
京
都
工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
所
蔵
）
に
つ
い
て
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挿図⚕

浅井忠
《武士山狩図下絵》
制作年不詳
44.5×72.1 cm
水彩 紙
（東京美術倶楽部刊『浅井忠全作
品集』G-028 245頁）

挿図⚖

菊池契月
草稿画
（『國華』第千四百八十七号 46頁）



一
八
九
八
年
（
明
治
三
一
）
に
二
代
川
島
甚
兵
衞
は
、
明
治
宮
殿
の
西
溜
之
間
に
巨
大
な
綴
織
壁
掛
「
富
士
巻
狩
」
一
対
を
納
め
た
と
い
う
（
10
）。
つ
ま
り
、「
富

士
巻
狩
」
と
は
、
源
頼
朝
が
富
士
山
の
裾
野
で
行
っ
た
大
規
模
な
軍
事
訓
練
を
か
ね
た
狩
猟
に
端
を
発
す
る
も
の
で
、
そ
の
よ
う
な
武
士
の
狩
猟
を
題
材
に
し

た
軍
事
的
意
味
合
い
を
持
つ
主
題
が
、
皇
室
で
好
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

続
い
て
二
点
の
草
稿
を
と
り
あ
げ
た
い
。
こ
の
二
点
は
、
画
面
構
成
が
中
央
部
分
と
そ
の
周
縁
部
分
に
分
か
れ
た
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
主
題

は
各
々
異
な
る
。
ま
た
二
点
が
主
題
と
草
花
か
ら
、
春
と
秋
の
季
節
を
表
現
し
て
お
り
対
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
得
る
。

ま
ず
一
方
の
《
東
宮
御
所
壁
飾
草
稿
⚒
》（
一
九
〇
五
年
、
明
治
三
八
）（
挿
図
⚗
）
は
、
競
馬
の
様
子
を
描
い
た
図
で
、
黒
馬
と
白
馬
に
乗
っ
た
武
士
が
競

い
あ
っ
て
い
る
。
青
い
衣
装
の
騎
手
は
中
腰
で
立
ち
、
左
手
で
手
綱
を
握
り
、
右
手
で
鞭
を
振
り
上
げ
る
。
赤
い
衣
装
の
騎
手
は
、
馬
の
様
子
を
見
な
が
ら
馬

に
腰
を
下
ろ
し
、
手
綱
を
握
り
締
め
て
疾
走
さ
せ
る
。
そ
し
て
黒
馬
は
、
飛
ぶ
よ
う
に
鼻
先
と
両
足
を
大
き
く
前
に
伸
ば
し
、
白
馬
は
両
方
の
前
脚
で
地
面
を

強
く
蹴
っ
て
飛
び
上
が
る
。
風
を
強
く
受
け
て
鬣
や
尾
尻
は
後
ろ
へ
強
く
な
び
き
、
騎
手
の
衣
の
裾
も
後
ろ
へ
は
た
め
く
。
競
馬
の
疾
走
感
と
二
人
の
勝
負
の

緊
迫
感
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
背
後
で
は
、
騎
手
と
同
様
の
青
と
赤
の
衣
装
を
着
た
騎
馬
が
次
の
出
番
を
待
っ
て
い
る
。

そ
し
て
周
縁
部
に
は
、
上
部
に
道
行
く
牛
車
が
描
か
れ
て
お
り
、
人
が
乗
る
部
分
に
は
家
紋
や
赤
い
紐
の
装
飾
が
付
い
て
立
派
で
あ
る
。
黒
い
服
の
貴
族
や

童
が
先
導
し
、
そ
の
両
脇
に
は
弓
と
矢
を
携
え
た
武
官
が
警
護
し
て
お
り
、
こ
の
牛
車
に
乗
る
人
物
は
公
家
や
大
臣
と
い
っ
た
身
分
の
高
位
の
者
と
推
測
さ
れ

る
。
ま
た
下
部
は
、
中
央
の
絵
を
囲
う
よ
う
に
装
飾
的
に
、
水
色
の
水
流
に
赤
と
白
の
立
葵
の
花
が
混
じ
り
あ
っ
て
立
つ
。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
、
宮
中
行
事
と

し
て
五
月
五
日
の
端
午
の
節
会
に
行
わ
れ
た
競
馬
の
場
面
を
描
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

も
う
一
方
の
《
東
宮
御
所
壁
飾
草
稿
⚑
》（
一
九
〇
五
年
、
明
治
三
八
）（
挿
図
⚘
）
は
、
本
画
と
同
様
の
主
題
の
山
狩
の
図
で
あ
る
。
但
し
そ
の
構
図
は
本

画
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
白
馬
に
騎
乗
し
た
矢
と
弓
を
装
備
す
る
狩
装
束
の
男
性
と
、
黒
馬
に
騎
乗
し
た
、
弓
矢
を
持
た
ず
左
手
に
輪
に
な
っ
た
赤
い

紐
を
巻
い
て
い
る
狩
装
束
の
男
性
が
い
る
。
右
端
の
黒
馬
の
奥
に
は
、
左
腕
に
鷹
を
乗
せ
た
烏
帽
子
の
男
性
と
、
藁
の
頭
巾
を
被
る
後
ろ
姿
の
男
性
が
い
る
。

そ
し
て
画
面
左
側
馬
の
前
方
で
は
、
屈
ん
だ
姿
勢
の
烏
帽
子
の
男
性
と
、
頭
巾
を
被
っ
て
体
を
前
の
め
り
に
し
て
走
る
姿
勢
の
男
性
が
、
何
か
を
追
っ
て
い
る
。

恐
ら
く
そ
れ
は
獲
物
で
、
今
し
方
武
士
が
放
っ
た
鷹
が
獲
物
を
捕
ら
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
武
士
た
ち
も
そ
の
行
方
を
見
守
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
構

図
は
、
白
馬
に
騎
乗
し
た
武
士
が
画
面
の
中
央
部
に
位
置
し
て
い
る
。
白
馬
は
額
を
前
に
し
て
体
の
左
側
面
を
見
せ
る
よ
う
に
斜
め
に
立
っ
て
お
り
、
画
面
手

大
手
前
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前
か
ら
奥
へ
向
か
う
空
間
を
感
じ
さ
せ
る
角
度
で
描
か
れ

て
い
る
。
白
馬
、
黒
馬
と
も
武
士
を
乗
せ
て
両
足
を
地
に

着
け
て
静
か
に
た
た
ず
ん
で
お
り
、
こ
の
中
で
唯
一
動
的

な
の
は
、
駆
け
出
す
従
者
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
周
縁
部
で
は
、
紅
く
色
づ
い
た
紅
葉
が
広
が
る

中
に
、
羽
を
広
げ
た
数
種
類
の
鳥
が
縦
横
無
尽
に
羽
ば
た

い
て
お
り
、
華
麗
で
あ
る
。
右
側
に
は
貴
人
を
思
わ
せ
る

彩
あ
る
几
帳
が
立
て
ら
れ
、
そ
の
下
に
は
丸
い
籠
に
止

ま
っ
た
鷹
が
羽
を
休
め
る
。
そ
の
籠
の
横
に
は
鷹
が
仕
留

め
た
と
推
察
さ
れ
る
、
大
小
の
鳥
の
死
骸
が
横
た
わ
る
。

中
央
部
の
左
上
に
は
「
金
地
ノ
積
リ
」
の
書
き
込
み
が

あ
り
、
空
に
は
広
い
範
囲
で
金
雲
を
た
な
び
か
せ
る
つ
も

り
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
左
の
欄
外
に
は
、

浅
井
に
よ
る
書
き
込
み
が
あ
り
、「
図
案
ハ
先
ス
コ
ン
ナ

モ
ノ

是
ニ
テ
宣
シ
ケ
レ
バ
人
馬
鳥
類
服
装
器
具
其
他
モ

等
ク
□
穿
鑿
シ
テ
油
繪
ト
ナ
ス
積
リ
ナ
リ

決
シ
テ
完
全

ナ
ル
下
繪
ト
シ
テ
見
玉
フ
ナ

只
図
柄
ノ
一
般
ヲ
示
ス
マ

デ
ナ
リ

浅
井
忠
」
（
11
）
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
か
ら

こ
の
作
品
は
、
油
絵
の
下
絵
に
な
る
「
図
案
」
と
し
て
提

示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
浅
井
は
馬
や
鳥
類
、
服
装
や
器

浅
井
忠
《
武
士
山
狩
図
》（
京
都
工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
所
蔵
）
に
つ
い
て
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浅井忠
《東宮御所壁飾草稿⚒》
1905年（明治38）
56.6×75.5 cm
水彩 紙
千葉県立美術館

挿図⚘

浅井忠
《東宮御所壁飾草稿⚑》
1905年（明治38）
55.3×75.3 cm
水彩 紙
千葉県立美術館



具
を
細
か
く
調
べ
て
実
物
に
近
づ
け
て
描
こ
う
と
し
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
馬
や
物
に
つ
い
て
研
究
し
た
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
完
成
し
た
本
画
と

は
全
く
趣
が
異
な
っ
て
い
る
。
金
地
を
使
う
の
を
止
め
、
周
縁
部
の
雅
な
華
や
か
さ
も
失
わ
れ
た
が
、
狩
装
束
の
騎
乗
の
武
士
は
残
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
石
井

柏
亭
が
書
き
残
し
た
文
書
（
12
）が
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

石
井
は
御
所
の
造
営
が
完
成
後
に
、
壁
に
飾
ら
れ
た
油
彩
の
本
画
を
見
て
、「
蔦
色
の
勝
っ
た
色
調
と
室
全
体
の
色
調
と
が
充
分
に
し
っ
く
り
し
て
居
な
い
」

と
感
じ
て
お
り
、
こ
れ
に
は
浅
井
も
同
様
の
不
平
を
口
に
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
「
浅
井
は
装
飾
的
の
こ
と
が
よ
く
解
る
人
で
あ
る
か
ら
、
斯
う
云
う
も
の

は
實
は
も
っ
と
装
飾
的
に
や
り
た
か
っ
た
」
が
、
馬
の
毛
色
な
ど
写
実
的
な
注
文
ば
か
り
が
あ
り
、
綴
織
制
作
者
の
川
島
も
、
装
飾
的
で
な
く
普
通
の
油
画
風

に
描
い
て
く
れ
と
言
う
の
で
、
浅
井
も
あ
き
ら
め
て
自
己
を
発
揮
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
た
だ
、
同
じ
御
所
内
の
他
の
天
井
画
に
、
楕
円
の
中
に
雲
浮
か
び
鳥

の
飛
ぶ
青
空
を
描
き
そ
の
周
縁
に
花
果
を
配
し
た
の
は
、
浅
井
の
案
に
よ
っ
て
渡
部
審
也
が
書
い
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
、
浅
井
は
皇
太
子
殿
下
が
使

用
す
る
予
定
の
部
屋
の
壁
飾
り
を
製
作
す
る
に
あ
た
り
、
妃
殿
下
の
部
屋
に
今
尾
氏
の
「
牡
丹
に
孔
雀
の
図
」
の
刺
繍
画
が
使
用
さ
れ
る
事
や
、
他
の
部
屋
と

の
調
和
も
考
慮
し
て
、
二
点
の
《
東
宮
御
所
壁
飾
草
稿
》
の
よ
う
な
、
綴
織
壁
飾
を
前
提
と
し
た
二
重
構
図
で
、
装
飾
的
で
明
る
く
華
や
か
な
意
匠
を
製
作
し

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
但
し
、
そ
の
主
題
は
い
ず
れ
も
、
馬
と
武
人
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
三
点
の
草
稿
画
に
描
か
れ
た
様
式
を
見
る
と
、

西
洋
絵
画
の
表
現
に
近
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

西
洋
絵
画
の
受
容

浅
井
が
西
洋
絵
画
を
学
び
始
め
た
の
は
、
一
八
七
六
年
（
明
治
九
）
に
国
沢
新
九
郎
の
画
塾
・
彰
技
堂
に
入
門
し
た
頃
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
東
宮

御
所
壁
飾
綴
織
の
た
め
の
下
絵
製
作
の
依
頼
を
受
け
た
一
九
〇
五
年
（
明
治
三
八
）
よ
り
以
前
に
は
、
日
本
国
内
に
お
い
て
日
清
戦
争
（
明
治
二
七

－

二
八
年
）、

日
露
戦
争
（
明
治
三
七

－

三
八
年
）
と
い
っ
た
他
国
と
の
戦
争
が
勃
発
し
て
お
り
、
そ
れ
と
関
係
し
て
西
洋
に
追
従
し
て
上
野
に
パ
ノ
ラ
マ
が
展
示
さ
れ
始
め

た
。
そ
の
パ
ノ
ラ
マ
は
い
ず
れ
も
実
際
に
起
き
た
戦
争
の
一
場
面
を
描
い
た
も
の
で
、
そ
の
戦
況
を
国
民
に
伝
え
、
人
民
の
尚
武
心
を
鼓
舞
す
る
役
割
が
あ
っ

た
。
そ
れ
に
は
現
実
に
近
い
光
景
を
描
く
の
が
効
果
的
で
、
小
山
正
太
郎
や
浅
井
忠
と
い
っ
た
洋
画
家
が
起
用
さ
れ
た
。
彼
ら
は
西
洋
絵
画
の
技
法
を
学
ぶ
中
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で
身
に
着
け
た
、
人
間
や
馬
を
描
く
た
め
の
解
剖
学
の
知
識
や
、
現
実
に
近
い
風
景
を
描
く
た
め
の
遠
近
法
や
陰
影
法
を
駆
使
し
て
製
作
し
た
。
そ
の
よ
う
な

実
物
に
近
い
寸
法
で
描
か
れ
た
大
き
な
絵
画
は
、
国
民
に
今
ま
さ
に
そ
の
戦
場
に
立
ち
会
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
感
覚
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
絵
画
が
好
ま
れ
る
中
、
一
八
九
八
年
（
明
治
三
一
）
頃
に
、
浅
井
が
所
有
し
て
い
た
と
い
う
、
一
帙
に
な
っ
た
仏
国
大
家
の
名
画
写
真

帖
が
あ
る
（
13
）。
石
井
満
吉
が
浅
井
の
上
根
岸
の
住
宅
に
初
め
て
訪
れ
た
折
に
見
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
浅
井
は
こ
れ
を
示
し
「
ド
タ
イ
ユ
、
ド
ヌ
ー
ヴ
ヰ
ユ
の
二
大

戦
争
画
家
な
る
こ
と
、
ド
ヌ
ー
ヴ
ヰ
ユ
の
方
は
既
に
死
せ
る
こ
と
、
ド
タ
イ
ユ
等
が
画
を
作
る
前
に
は
兵
隊
を
雇
う
て
戦
争
の
真
似
を
さ
せ
て
見
る
こ
と
、
闘

鶏
の
画
は
ヂ
エ
ロ
ー
ム
が
弱
年
の
作
な
る
こ
と
な
ど
」
を
説
い
た
と
い
う
。
こ
の
モ
デ
ル
に
実
際
の
動
作
の
真
似
を
さ
せ
る
と
い
う
の
は
、
浅
井
が
忠
臣
蔵
の

ジ
オ
ラ
マ
製
作
や
、《
武
士
山
狩
図
》
の
下
絵
製
作
の
折
に
し
て
い
た
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
こ
で
出
た
ド
タ
イ
ユ
、
ド
ヌ
ー
ヴ
ヰ
ユ
は
、
別
の
文
書
に
も
浅
井
が
そ
の
名
を
挙
げ
て
い
る
（
14
）。
こ
れ
は
新
聞
記
者
が
浅
井
に
戦
争
画
に
つ
い
て
そ

の
所
見
を
取
材
し
た
も
の
で
、「
佛
國
で
現
時
有
名
な
戦
争
画
家
は
デ
タ
イ
ユ
、
エ
ー
メ
ー
モ
ロ
ー
の
二
人
で
、
此
等
の
人
々
は
平
生
軍
隊
画
の
外
は
描
か

ぬ
。」、「
ヌ
ー
ビ
ユ
ー
の
パ
ノ
ラ
マ
な
ど
と
同
じ
く
非
常
に
有
名
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。」
と
返
答
す
る
。

こ
の
ド
タ
イ
ユ
は
、
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
ド
タ
ー
ユ
（
一
八
四
八

－

一
九
一
二
、
Édouard
D
etaille）、
ド
ヌ
ー
ヴ
ヰ
ユ
は
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ド
・
ヌ
ー
ヴ
ィ

ル
（
一
八
三
五

－

一
八
八
五
、
A
lphonse
de
N
euville）
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
二
人
の
共
作
と
し
て
代
表
的
な
作
品
に
、
普
仏
戦
争
（
一
八
七
〇

－

一
八
七

一
年
）
の
最
中
、
シ
ャ
ン
ピ
ニ
ー
（
Cham
pigny）
と
レ
ゾ
ン
ヴ
ィ
ル
（
Rezonville）
で
行
わ
れ
た
戦
闘
を
描
い
た
パ
ノ
ラ
マ
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
遺
体
や

武
器
、
そ
し
て
こ
の
戦
闘
で
実
際
に
指
揮
を
と
っ
た
隊
長
と
そ
の
部
隊
の
一
団
が
、
騎
馬
で
他
の
騎
馬
の
部
隊
と
合
流
す
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
挿
絵
を

は
さ
ん
で
作
成
さ
れ
た
パ
ノ
ラ
マ
の
解
説
に
は
、
主
要
な
軍
人
の
地
位
と
名
前
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
ド
タ
ー
ユ
と
ヌ
ー
ヴ
ィ
ル
の
写
実
的
な
筆
で
大
画
面
に

描
か
れ
た
、
そ
の
壮
大
に
連
な
る
騎
馬
の
兵
隊
た
ち
と
そ
の
歴
史
的
な
出
来
事
の
光
景
は
、
鑑
賞
者
に
現
実
の
場
面
に
遭
遇
し
て
い
る
よ
う
な
感
覚
を
与
え
る
。

ま
た
、
エ
ー
メ
ー
モ
ロ
ー
は
、
エ
メ
・
モ
ロ
ー
（
一
八
五
〇

－

一
九
一
三
、
A
im
é
M
orot）
と
思
わ
れ
る
。
彼
も
ま
た
戦
争
画
を
得
意
と
し
、
多
く
の
戦

闘
場
面
を
描
い
て
い
る
。
彼
の
作
品
は
、
戦
場
で
の
兵
士
た
ち
の
戦
闘
中
の
場
面
に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
が
多
く
、
兵
隊
た
ち
の
熱
気
や
苦
闘
を
動
作
や
構
図

で
表
現
し
、
緊
迫
感
の
あ
る
場
面
に
構
成
し
て
い
る
。
中
で
も
レ
ゾ
ン
ヴ
ィ
ル
の
戦
い
を
描
い
た
作
品
（
挿
図
⚙
）
で
は
、
頭
を
突
き
出
し
て
疾
走
す
る
三
頭

の
馬
に
騎
乗
し
た
兵
士
た
ち
が
、
敵
味
方
組
ん
ず
ほ
ぐ
れ
つ
、
剣
を
振
り
上
げ
、
切
り
付
け
至
近
距
離
の
戦
闘
を
展
開
す
る
。
馬
は
前
脚
を
大
き
く
伸
ば
し
、

浅
井
忠
《
武
士
山
狩
図
》（
京
都
工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
所
蔵
）
に
つ
い
て
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後
脚
で
強
く
地
面
を
蹴
り
上
げ
る
。
鬣
を
な
び
か
せ
、
一
心
不
乱
に
前
方
へ
疾
走
す

る
。
こ
の
姿
は
、
浅
井
が
《
東
宮
御
所
壁
飾
草
稿
⚒
》
の
競
馬
の
図
に
描
い
た
、
鞭

を
振
り
上
げ
て
騎
乗
す
る
武
者
を
乗
せ
て
、
並
ん
で
疾
走
す
る
白
と
黒
の
馬
の
構
図

に
近
い
。
浅
井
が
草
稿
を
製
作
す
る
際
、
こ
う
い
っ
た
戦
争
画
の
戦
闘
場
面
を
参
考

に
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
15
）。

そ
し
て
浅
井
は
先
の
新
聞
の
取
材
で
、「
戦
争
が
起
っ
て
従
軍
し
た
處
が
、
平
生

注
意
が
達
い
て
な
い
か
ら
、
一
と
し
て
要
領
を
得
る
も
の
な
く
、
服
装
や
ら
何
や
ら

勝
手
次
第
で
、
實
に
ひ
ど
い
も
の
で
す
。
況
ん
や
戦
地
に
も
出
で
ず
、
画
室
の
想
像

画
で
は
尚
ほ
さ
ら
お
談
し
に
な
り
ま
せ
ん
。」
と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
、
浅
井
は
日

清
戦
争
の
折
に
絵
画
研
究
の
た
め
に
従
軍
し
、
そ
の
戦
場
の
ス
ケ
ッ
チ
を
多
く
残
し

て
い
る
。
ま
た
ド
タ
ー
ユ
や
ヌ
ー
ヴ
ィ
ル
、
モ
ロ
ー
も
皆
戦
争
に
従
軍
し
て
お
り
、

浅
井
も
彼
ら
に
真
似
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
「
武
士
の
山
狩
」
の
油
画

を
製
作
す
る
折
に
、
モ
デ
ル
や
標
本
、
図
書
を
使
っ
て
研
究
し
、
装
束
の
生
地
や
馬

の
品
種
の
描
き
分
け
を
行
っ
て
、
狩
の
場
面
を
よ
り
実
物
の
情
景
に
近
い
表
現
に
し

て
鑑
賞
者
の
臨
場
感
を
高
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
浅
井
と
の
直
接
的
な
接
点
は
不
明
で
あ
る
が
、
先
に
あ
げ
た
制
作
年
不
詳

の
《
武
士
山
狩
図
下
絵
》
に
近
い
構
図
の
綴
織
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
綴
織
は
一

八
世
紀
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
、
現
在
は
英
国
の
ブ
レ
ナ
ム
宮
殿
の
客
間
の
広
大
な

壁
に
し
つ
ら
え
て
あ
る
。（
挿
図
10
）
そ
の
中
央
部
に
は
、
一
七
〇
四
年
に
ブ
リ
ン

ト
ハ
イ
ム
で
起
き
た
、
フ
ラ
ン
ス
軍
と
イ
ギ
リ
ス
軍
の
戦
争
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ

大
手
前
大
学
論
集
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（
⚒
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胸甲騎兵の攻撃》
1886年
117×244.5 cm
油彩 キャンバス
1870年戦争と併合された領土美術館
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《ブレナムの戦い》
18世紀
タペストリー
ブレナム宮殿



の
戦
争
は
、
最
終
的
に
マ
ー
ル
バ
ラ
公
爵
ジ
ョ
ン
・
チ
ャ
ー
チ
ル
の
活
躍
に
よ
り
イ

ギ
リ
ス
が
勝
利
す
る
。
そ
し
て
そ
の
功
績
に
よ
り
ア
ン
王
女
か
ら
マ
ー
ル
バ
ラ
公
爵

に
ブ
レ
ナ
ム
の
領
地
が
下
賜
さ
れ
た
。
こ
の
作
品
は
、
画
面
手
前
が
丘
に
な
っ
て
お

り
、
そ
の
下
に
広
が
る
の
は
ブ
リ
ン
ト
ハ
イ
ム
の
戦
場
地
と
思
わ
れ
る
。
丘
の
右
側

に
は
大
木
が
立
ち
、
そ
の
木
の
下
に
騎
馬
の
高
貴
な
武
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
き
て
い

る
、
そ
の
中
心
に
赤
い
衣
装
の
武
人
が
背
筋
を
伸
ば
し
て
白
馬
に
乗
っ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
の
白
馬
は
、
首
を
真
っ
直
ぐ
に
立
て
、
左
脚
を
少
し
宙
に
浮
か
せ
た
姿
勢
を

し
て
い
る
。
こ
れ
が
こ
の
作
品
の
主
役
の
マ
ー
ル
バ
ル
公
爵
で
あ
る
こ
と
は
そ
の
優

雅
な
姿
勢
か
ら
想
像
で
き
る
。
そ
の
右
に
は
馬
の
お
尻
を
鑑
賞
者
の
方
に
向
け
、
両

脚
を
あ
げ
た
動
き
の
あ
る
姿
勢
を
す
る
騎
馬
が
い
る
。
こ
の
斜
め
に
向
け
た
馬
体
を

配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
手
前
に
騎
馬
が
い
る
よ
う
に
見
え
、
画
面
に
奥
行
き
が
生

ま
れ
て
い
る
。
こ
の
手
法
は
《
東
宮
御
所
壁
飾
草
稿
⚑
》
の
山
狩
の
図
で
、
体
を
斜

め
に
し
て
奥
行
き
の
あ
る
空
間
を
生
み
出
し
て
い
る
白
馬
や
、
半
尺
画
の
黒
い
馬
の

向
き
に
用
い
て
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
マ
ー
ル
バ
ル
公
爵

の
よ
う
な
姿
勢
は
、
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ク
（
一
五
九
九

－

一
六
四
一
、
V
an
D
yck）

の
《
馬
上
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
》（
挿
図
11
）
の
よ
う
な
、
一
七
世
紀
に
王
侯
貴
族

の
肖
像
画
を
描
く
際
に
使
わ
れ
た
も
の
に
通
じ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
貴
族

は
馬
に
騎
乗
し
て
お
り
、
馬
は
前
の
片
脚
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
君

主
の
馬
を
操
る
馬
術
の
力
量
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
指
導
力
や
権
力
を
も
暗
示

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
騎
馬
の
背
景
に
お
い
て
は
、
風
景
が
描
か
れ
て
お
り
、

浅
井
忠
《
武
士
山
狩
図
》（
京
都
工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
所
蔵
）
に
つ
い
て

（ ）
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右
側
に
枝
を
傘
の
よ
う
に
伸
ば
し
た
大
木
と
、
左
側
に
遠
く
一
本
の
木
と
、
そ
の
奥
に
空
の
広
が
る
遠
景
が

霞
む
よ
う
に
連
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
肖
像
画
の
構
成
は
、
一
八
世
紀
の
英
国
で
騎
馬
肖
像
画

と
し
て
発
展
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
と
同
時
に
英
国
で
は
、
乗
馬
で
行
う
ス
ポ
ー
ツ
が
全
盛
期
を
迎
え
、
特
に
王

侯
貴
族
の
間
で
狐
、
ウ
サ
ギ
の
狩
猟
や
競
馬
が
流
行
し
、
風
景
画
の
中
に
狩
猟
の
光
景
や
動
物
を
重
ね
合
わ

せ
る
構
成
の
作
品
と
し
て
発
展
し
た
。
描
か
れ
る
対
象
は
、
貴
族
の
高
価
な
所
有
物
で
あ
る
狩
猟
犬
、
種
馬

や
新
種
の
肖
像
画
、
そ
し
て
広
大
な
領
地
や
邸
宅
も
そ
の
対
象
で
あ
っ
た
。

こ
う
い
っ
た
作
品
を
得
意
と
し
た
画
家
に
ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
タ
ッ
ブ
ス
（
一
七
二
一

－

一
八
〇
六
、

George
Stubbs）
が
い
る
。
彼
は
イ
タ
リ
ア
を
訪
問
し
た
際
に
解
剖
学
に
興
味
を
示
し
、『
馬
の
解
剖
学
』

（
一
七
六
六
年
）
を
出
版
す
る
。
そ
の
た
め
に
自
ら
馬
を
解
剖
し
て
皮
膚
や
筋
肉
の
層
を
剥
い
で
、
そ
の
結

果
を
記
録
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
物
に
近
い
よ
う
に
描
き
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
貴
族
か
ら
自

慢
の
狩
猟
犬
や
、
競
馬
で
勝
利
を
収
め
た
馬
や
種
馬
の
肖
像
画
の
制
作
依
頼
が
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ス

タ
ッ
ブ
ス
の
《
コ
ル
ウ
ィ
ッ
ク
・
ホ
ー
ル
で
馬
に
乗
る
ジ
ョ
ン
と
ソ
フ
ィ
ア
・
マ
ス
タ
ー
ズ
夫
妻
》（
挿
図
12
）

は
、
新
婚
の
夫
妻
の
騎
馬
肖
像
画
で
、
背
後
に
は
ジ
ョ
ン
の
所
有
す
る
広
大
な
敷
地
と
そ
こ
に
建
つ
邸
宅
が

描
か
れ
て
い
る
。
馬
の
脚
元
に
は
種
類
の
異
な
る
二
匹
の
飼
い
犬
が
い
る
。
夫
妻
の
騎
乗
す
る
馬
は
い
ず
れ

も
毛
並
み
が
整
い
、
艶
が
あ
る
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
華
や
か
な
赤
い
ド
レ
ス
を
ま
と
っ
た
女

性
は
自
慢
の
妻
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
後
ろ
の
夫
は
飾
り
気
な
く
横
顔
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
妻
は

可
愛
ら
し
い
顔
を
鑑
賞
者
に
向
け
る
。

ま
た
ス
タ
ッ
ブ
ス
は
、《
グ
ロ
ー
ヴ
ナ
ー
狩
猟
隊
》（
挿
図
13
）
の
よ
う
な
狩
猟
の
光
景
も
描
い
た
。
大
木

の
下
に
広
が
る
水
辺
の
中
で
、
獲
物
の
雄
鹿
が
狩
猟
犬
の
大
軍
に
仕
留
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て

そ
れ
に
気
づ
い
た
狩
人
た
ち
が
、
方
々
か
ら
集
ま
っ
て
く
る
。
横
長
の
画
面
を
使
い
、
グ
ロ
ー
ヴ
ナ
ー
の
所

大
手
前
大
学
論
集
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ジョージ・スタッブス
《コルウィック・ホールで馬に乗る
ジョンとソフィア・マスターズ夫妻》
1777年
100.4×124 cm
油彩 板
個人蔵



有
す
る
狩
猟
が
で
き
る
ほ
ど
の
広
大
な
敷
地
が
描
か
れ
て
お
り
、
画
面
手
前
に
は
狩
猟
の
光
景
、
そ
の
後
方
の
中

景
に
は
、
池
の
よ
う
な
水
辺
や
木
々
、
家
が
見
え
る
。
そ
し
て
最
も
遠
い
遠
景
に
は
、
薄
っ
す
ら
と
し
た
色
調
で

小
さ
な
山
と
丘
の
稜
線
が
広
が
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
狩
猟
の
光
景
と
風
光
明
媚
な
田
園
風
景
が
合
わ
さ
っ

た
作
品
が
、
英
国
で
は
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
狩
猟
画
は
ス
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
画
と
し
て
英
国
で
発
展
し
て

ゆ
く
。

結
び

以
上
の
こ
と
か
ら
、
浅
井
が
「
武
士
の
山
狩
」
と
い
う
画
題
で
、
東
宮
御
所
壁
飾
綴
織
の
下
絵
の
製
作
依
頼
を

受
け
た
際
に
、
ま
ず
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
部
屋
を
飾
る
た
め
の
大
画
面
の
綴
織
と
い
う
形
態
で
あ
り
、
西
洋
で
は

貴
族
の
館
の
壁
に
飾
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
「
武
士
の
山
狩
」
と
い
う
そ

の
画
題
か
ら
思
い
描
い
て
い
た
も
の
は
、
草
稿
で
騎
馬
の
武
者
が
獲
物
を
猛
追
す
る
場
面
や
、
武
士
が
従
者
と
鷹

狩
を
し
て
い
る
情
景
を
描
い
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
一
八
世
紀
の
英
国
で
貴
族
た
ち
が
余
暇
を
楽
し
む
た
め
の

運
動
と
し
て
流
行
し
た
、
狩
猟
を
題
材
に
し
て
描
か
れ
た
作
品
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
武
者
が
馬
を
疾
走
さ

せ
て
激
し
く
競
い
合
う
場
面
で
は
、
西
洋
の
戦
争
画
で
使
わ
れ
た
様
式
を
借
用
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

し
て
、
西
洋
の
貴
族
や
兵
士
と
、
日
本
の
武
士
を
置
き
換
え
て
構
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
油
彩
の
半
尺
画
で
は
、
水
彩
下
絵
に
あ
っ
た
徒
歩
の
従
者
も
取
り
除
か
れ
、
各
々
毛
色
の
違
う
馬
に

乗
っ
た
三
人
の
武
士
の
み
の
構
成
に
変
更
さ
れ
た
。
そ
し
て
画
面
中
央
に
横
向
き
の
白
馬
の
武
士
を
配
置
し
て
、

水
彩
下
絵
の
白
馬
と
は
異
な
り
、
馬
の
左
の
前
脚
を
高
く
上
げ
、
首
を
真
っ
直
ぐ
に
し
て
鼻
先
を
前
に
向
け
た
、

悠
然
と
し
た
気
品
の
あ
る
立
ち
姿
へ
と
変
更
さ
れ
た
。
つ
ま
り
浅
井
は
、
こ
の
半
尺
画
の
完
成
の
地
点
で
、
中
央

浅
井
忠
《
武
士
山
狩
図
》（
京
都
工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
所
蔵
）
に
つ
い
て

（ ）
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1762年
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油彩 キャンバス
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に
据
え
た
武
士
に
対
し
て
、
西
洋
の
馬
上
の
君
主
を
描
い
た
、
騎
馬
肖
像
画
を
意
識
し
た
姿
勢
を
取
ら
せ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
背
筋
を
伸
ば
し
た
高
貴
な
武

士
は
狩
猟
の
腕
前
だ
け
で
な
く
、
手
綱
を
引
い
て
馬
の
鼻
先
と
片
足
を
上
げ
る
姿
勢
を
さ
せ
る
馬
術
を
身
に
つ
け
た
、
統
率
力
の
あ
る
武
将
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
浅
井
は
、
ど
の
人
物
の
表
情
も
明
確
に
は
描
い
て
お
ら
ず
、
特
定
の
人
物
の
肖
像
を
描
こ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
右
側
の
遠
望
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
で
は
開
け
て
お
ら
ず
、
背
中
を
四
分
の
三
こ
ち
ら
に
向
け
た
黒
馬
の
武
士
が
画
面
の
左
手
前
に
位
置
す
る
よ
う
に
配

置
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
視
線
は
右
奥
の
森
へ
と
斜
め
に
進
ん
で
行
き
止
ま
る
。
そ
の
た
め
、
中
央
の
白
馬
の
武
士
に
鑑
賞
者
の
視
線
は
向
か
い
、
二
人
の

武
士
と
従
者
の
騎
馬
肖
像
画
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

そ
し
て
半
尺
画
に
対
し
て
あ
っ
た
御
所
か
ら
の
注
文
を
考
慮
し
て
、
本
画
が
製
作
さ
れ
た
。
こ
こ
で
の
半
尺
画
か
ら
の
大
き
な
変
更
点
は
、「
背
景
に
眺
望

を
加
え
て
遠
見
に
直
し
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
画
面
右
奥
へ
と
遥
か
に
続
い
て
ゆ
く
眺
望
が
出
現
し
て
い
る
。
そ
の
眺
望
は
、
手
前
の
大
木
の
写
実
的
な
描
き

方
と
は
違
い
、
奥
へ
行
く
ほ
ど
木
々
は
小
さ
く
な
り
輪
郭
は
ぼ
や
け
て
ゆ
く
。
こ
の
眺
望
に
つ
い
て
は
、
今
回
『
鉛
筆
水
彩
画
画
帖
』
（
16
）
の
内
容
を
確
認
し
た
が
、

同
様
の
構
図
の
写
生
画
は
な
く
、
浅
井
の
想
像
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
浅
井
が
こ
の
よ
う
な
眺
望
を
付
け
加
え
た
の
は
、
英
国
の
風
光
明
媚
な

田
園
風
景
の
中
で
狩
猟
を
行
う
狩
猟
画
や
、
騎
馬
肖
像
画
を
意
識
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
遠
く
に
は
水
辺
ら
し
き
も
の
も
見
え
、
こ
こ
は

武
将
が
鷹
狩
の
権
利
を
持
つ
広
大
な
領
地
と
の
解
釈
も
で
き
る
。
そ
し
て
左
の
黒
馬
の
武
士
は
、
顔
を
鑑
賞
者
の
方
へ
と
向
け
た
。
人
物
の
特
定
は
で
き
な
い

が
、
ス
タ
ッ
ブ
ス
が
構
成
し
た
よ
う
な
、
一
人
の
人
物
が
顔
を
鑑
賞
者
に
向
け
る
構
図
を
用
い
た
夫
妻
の
騎
馬
肖
像
画
に
想
を
得
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
ま

た
、
眺
望
を
加
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
鑑
賞
者
の
視
線
は
奥
へ
と
突
き
抜
け
て
ゆ
く
、
し
か
し
黒
馬
の
武
士
の
視
線
を
感
じ
る
こ
と
で
、
白
馬
の
武
士
と
二
人

へ
と
視
線
は
誘
導
さ
れ
、
騎
馬
肖
像
画
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
浅
井
は
晩
年
に
「
武
士
の
山
狩
」
を
画
題
と
し
て
綴
織
を
製
作
す
る
中
で
、
こ
れ
ま
で
研
磨
し
た
西
洋
絵
画
の
技
法
を
駆
使
し
、
収
集
し
た

手
本
を
参
考
に
し
て
、
日
本
の
絵
画
を
西
洋
絵
画
に
近
い
構
図
や
表
現
で
製
作
し
よ
う
と
努
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

註

（
⚑
）
中
沢
岩
太
「
東
宮
御
所
壁
飾
畫
に
つ
い
て
」（
黙
語
会
編
浅
井
忠
著
『
木
魚
遺
響
』
一
九
〇
九
年

山
田
芸
艸
堂
）
一
五
六

－

一
六
二
頁

大
手
前
大
学
論
集

第
20
号
（
⚒
⚐
⚑
⚙
）

（ ）
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（
⚒
）
大
橋
乗
保
「
浅
井
忠
筆
東
宮
御
所
壁
飾
下
絵
と
関
係
資
料
に
つ
い
て
」（『
京
都
工
芸
繊
維
大
学
工
芸
学
部
研
究
報
告
人
文
⚙
』
一
九
六
〇
年
）

（
⚓
）
小
栁
正
美
「
二
代
川
島
甚
兵
衞
作

綴
織
壁
飾

狩
の
図
（
武
士
山
狩
）」（『
國
華
』
第
千
四
百
八
十
七
号

第
百
二
十
五

第
二
冊

二
〇
一
九
年
）

（
⚔
）
中
沢
岩
太
「
東
宮
御
所
壁
飾
畫
に
つ
い
て
」（
黙
語
会
編
浅
井
忠
著
『
木
魚
遺
響
』
一
九
〇
九
年

山
田
芸
艸
堂
）
一
五
六

－

一
六
二
頁

（
⚕
）
石
井
柏
亭
編
『
浅
井
忠

畫
集
及
評
伝
』
一
九
二
九
年

芸
艸
堂

（
⚖
）
一
尺
＝
約
三
〇
・
三
セ
ン
チ
、
一
寸
＝
約
三
・
〇
三
セ
ン
チ
、
六
尺
五
寸
＝
一
九
六
・
九
五
セ
ン
チ
、
四
尺
五
寸
＝
一
三
六
・
三
五
セ
ン
チ

（
⚗
）
一
丈
＝
約
三
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
、
九
尺
＝
二
七
二
・
七
セ
ン
チ
、
一
丈
三
尺
＝
約
三
メ
ー
ト
ル
九
三
セ
ン
チ

（
⚘
）
製
作
年
は
、
東
京
国
立
博
物
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
「
画
像
検
索
」
の
浅
井
忠
《
鷹
狩
図
》
C0050191
の
表
記
に
従
っ
た
。「
本
画
」
の
製
作
年
と
し
て
一
九
〇
六

年
（
明
治
三
九
）
の
可
能
性
も
あ
る
。

（
⚙
）
東
京
美
術
倶
楽
部
刊
島
田
康
寛
・
前
川
公
秀
監
修
『
浅
井
忠
全
作
品
集

－

東
京
美
術
倶
楽
部
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
シ
リ
ー
ズ
』
二
〇
一
六
年

求
龍
堂

（
10
）
小
栁
正
美
「
二
代
川
島
甚
兵
衞
作

綴
織
壁
飾

狩
の
図
（
武
士
山
狩
）」（『
國
華
』
第
千
四
百
八
十
七
号

第
百
二
十
五

第
二
冊

二
〇
一
九
年
）
四
六
頁

（
11
）
東
京
美
術
倶
楽
部
刊
島
田
康
寛
・
前
川
公
秀
監
修
『
浅
井
忠
全
作
品
集

－

東
京
美
術
倶
楽
部
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
シ
リ
ー
ズ
』
二
〇
一
六
年

求
龍
堂

七
二
七
頁
「
作

品
目
録
」
G-027

（
12
）
石
井
柏
亭
編
『
浅
井
忠

畫
集
及
評
伝
』
一
九
二
九
年

芸
艸
堂

一
三
五

－

一
三
六
頁

（
13
）
石
井
満
吉
「
浅
井
先
生
を
憶
ふ
」（『
方
寸
』
二
巻
二
号

明
治
四
一
年
二
月

故
浅
井
忠
氏
追
悼
号
に
掲
載
）（
青
木
茂
編
『
明
治
洋
画
史
料

懐
想
篇
』
一
九
八
五
年

中
央
公
論
美
術
出
版
所
収
）
一
〇
六
頁

（
14
）
「
浅
井
氏
の
戦
争
画
談
」『
日
本
美
術
』
第
六
十
六
号

一
九
〇
四
年
七
月

（
15
）
浅
井
と
西
洋
の
戦
争
画
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
別
稿
と
し
た
い
。

（
16
）
『
鉛
筆
水
彩
画
画
貼
』
京
都
工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
所
蔵

浅
井
忠
《
武
士
山
狩
図
》（
京
都
工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
所
蔵
）
に
つ
い
て

（ ）
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