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本
日
は
虎
を
描
い
た
絵
画
作
品
に
つ
い
て
お
話
い
た
し
ま
す
。
虎
の
絵
と
い
う
の

は
、
ご
覧
に
な
る
機
会
が
多
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
美
術
館
、
展
覧
会
で
、
テ
レ

ビ
や
雑
誌
な
ど
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
も
し
か
す
る
と
ご
所
蔵
と
い
う
方
も
お

ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
年
は
干
支
が
虎
と
い
う
こ
と
で
、
雑
誌
の
表
紙
な
ど

で
も
よ
く
み
か
け
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
目
に
は
い
る
虎
の

絵
は
、
豊
か
な
毛
並
み
の
堂
々
と
し
た
身
体
つ
き
を
誇
る
よ
う
に
悠
然
と
坐
る
、
あ

る
い
は
竹
や
草
が
風
に
激
し
く
そ
よ
ぐ
な
か
咆
哮
す
る
、
そ
ん
な
虎
が
描
か
れ
た
も

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
は
水
呑
み
虎
で
す
と
か
、
虎
の
子
渡
し
な
ど
何
か

お
話
が
あ
る
よ
う
な
虎
の
絵
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
と
も
か
く
も
多
く
の
日
本
人

に
と
っ
て
虎
の
絵
と
聞
い
て
、
そ
れ
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
難

し
く
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
虎
の
絵
と
い
う
の
は
多
く
描
か
れ
て
い
る
、
そ
れ
だ
け
絵
と
し
て
、
画

題
と
し
て
日
本
人
に
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
あ

ら
た
め
て
考
え
て
み
ま
す
と
日
本
に
虎
は
生
息
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
生
息
し
て
い
な

い
、
み
る
チ
ャ
ン
ス
の
な
い
も
の
が
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
画
題
と
し
て
一
般
的
に
な
っ

た
の
か
。
虎
が
勇
猛
な
動
物
の
代
表
だ
か
ら
、
そ
の
勇
猛
さ
ゆ
え
に
武
士
た
ち
が
好

ん
だ
か
ら
、
十
二
支
の
一
員
だ
か
ら
、
古
く
よ
り
中
国
や
朝
鮮
半
島
か
ら
情
報
や
毛

皮
な
ど
が
も
た
ら
さ
れ
た
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
思
い
つ
く
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
、

ど
れ
も
正
し
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
、
人
物
と
と
も
に
虎
が
描
か
れ
た
、

い
わ
ゆ
る
故
事
人
物
図
を
中
心
に
み
る
こ
と
で
、
そ
の
理
由
を
少
し
別
の
方
向
か
ら

考
え
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
故
事
人
物
図
を
み
る
前
に
、
日
本
に
い
な
い
虎
を
ど
う
描
く
か
と
い
う
こ

と
を
み
て
お
き
ま
す
。
方
法
と
し
て
は
大
き
く
三
つ
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
一
つ

は
猫
を
モ
デ
ル
に
す
る
。
日
本
で
江
戸
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
事
典
た
と
え
ば
『
和
漢

三
才
図
会
』（
寺
島
良
安
、
一
七
一
二
年
）
は
中
国
の
『
本
草
綱
目
』（
李
時
珍
、
一

五
九
六
年
）
を
引
用
し
て
虎
を
説
明
し
て
い
ま
す
が
、「
虎
は
山
獣
の
君
主
で
あ
る
。

状
（
か
た
ち
）
は
猫
に
似
て
お
り
、
大
き
さ
は
牛
ぐ
ら
い
、
黄
質
に
黒
い
模
様
が
あ

り
、
鋸
牙
、
鉤
爪
を
も
っ
て
い
る
」
と
あ
っ
て
猫
に
近
い
と
述
べ
て
お
り
ま
す
。
そ

こ
で
、
日
本
に
い
る
、
身
近
な
存
在
で
あ
る
猫
を
み
て
、
そ
れ
が
大
き
く
獰
猛
に

な
っ
た
様
子
を
想
像
し
て
描
く
。
二
つ
に
虎
皮
は
敷
物
な
ど
に
す
る
た
め
輸
入
さ
れ

て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
こ
か
ら
立
体
的
な
も
の
を
想
像
し
て
描
く
と
い
う
場
合
も
あ

り
ま
す
。
江
戸
時
代
の
岸
駒
（
一
七
四
九
〜
一
八
三
八
）
と
い
う
画
家
は
虎
の
頭
蓋

骨
や
脚
な
ど
を
中
国
の
商
人
か
ら
入
手
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
脚
は
今
も
残
っ
て
お

り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
を
参
考
に
頭
蓋
骨
に
皮
を
か
ぶ
せ
る
な
ど
し
て
虎
を
描
い
て
い

た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
〔
内
山
淳
一
『
動
物
奇
想
天
外　

江
戸
の
動
物
百
態
』

青
幻
舎　

二
〇
〇
八
年
〕。
三
つ
め
に
中
国
や
朝
鮮
半
島
で
描
か
れ
た
虎
の
絵
が
日

本
に
多
く
も
た
ら
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
模
写
す
る
と
い
う
場
合
が
あ
り

ま
し
た
。
当
然
、
こ
の
三
つ
の
方
法
は
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
毛
皮
を
み

な
が
ら
猫
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
中
国
画
も
参
考
に
描
く
と
い
っ
た
こ
と
で
虎
の
絵
が

制
作
さ
れ
ま
し
た
。
続
い
て
、
虎
の
絵
の
な
か
で
も
名
品
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
な
も

の
を
い
く
つ
か
お
み
せ
し
て
、
そ
の
三
つ
の
方
法
を
み
て
ま
い
り
ま
す
。

い
ま
ス
ラ
イ
ド
で
出
し
て
お
り
ま
す
の
は
長
沢
芦
雪
（
一
七
五
四
〜
九
九
）「
龍

［
公
開
講
座　

干
支
を
語
る

：

寅
講
演
録
３
］
二
〇
一
〇
年
ニ
月
二
十
七
日
講
演
実
施

虎
の
絵
―
故
事
人
物
図
を
中
心
に
―門

脇
む
つ
み
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虎の絵―故事人物図を中心に―

虎
図
」
襖
（
一
七
八
六
年
こ
ろ
、
和
歌
山
・
無
量
寺
）
で
す
。
こ
れ
は
日
本
の
虎
図

の
な
か
で
も
っ
と
も
フ
ァ
ン
の
多
い
、
あ
る
い
は
有
名
な
も
の
の
一
つ
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
お
寺
の
本
堂
の
襖
絵
で
し
て
、
仏
間
に
向
か
っ
て
右
側
に
龍
、
左
に
こ
の

虎
が
配
置
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
も
っ
ぱ
ら
虎
が
人
気
で
す
ね
。
私
も
和
歌
山
の
お

寺
で
こ
れ
を
み
ま
し
た
と
き
に
、
や
は
り
こ
の
虎
の
愛
嬌
と
大
き
さ
、
迫
力
に
惹
か

れ
て
、
虎
を
長
く
み
て
お
り
ま
し
た
記
憶
が
ご
ざ
い
ま
す
。
い
ま
、
虎
、
虎
と
申
し

上
げ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
虎
と
い
う
よ
り
な
ん
だ
か
猫
の
よ
う
に
み
え
ま
せ
ん
で

し
ょ
う
か
。
実
際
、
猫
か
虎
か
議
論
に
な
っ
て
も
い
ま
す
。
動
物
学
的
に
は
瞳
孔
が

縦
で
目
が
大
き
く
、
尻
尾
が
長
い
の
で
猫
に
近
い
よ
う
で
す
。
け
れ
ど
も
ち
ょ
う
ど

こ
の
虎
の
襖
の
中
央
二
面
を
あ
け
た
と
こ
ろ
に
み
え
る
、
隣
り
の
部
屋
の
襖
絵
に
明

ら
か
に
猫
と
分
か
る
猫
が
、
サ
イ
ズ
も
小
さ
く
描
か
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
や
は
り

こ
ち
ら
は
虎
と
み
る
べ
き
で
す
〔
榊
原
悟
『
江
戸
の
絵
を
愉
し
む
│
視
覚
の
ト
リ
ッ

ク
│
』
岩
波
新
書　

二
〇
〇
三
年
〕。
芦
雪
に
限
ら
ず
、
瞳
孔
が
縦
、
尻
尾
が
長
い

虎
は
他
の
画
家
も
描
い
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
毛
皮
に
は
尻
尾
が
途
中
ま
で
し
か

な
く
、
目
玉
は
つ
い
て
い
な
い
、
つ
ま
り
尻
尾
や
目
は
ま
さ
に
想
像
で
描
く
部
分
だ

か
ら
で
し
ょ
う
。

こ
ち
ら
は
先
ほ
ど
お
話
い
た
し
ま
し
た
虎
の
頭
蓋
骨
を
所
蔵
し
て
い
た
岸
駒
の

「
虎
図
」（
山
形
・
本
間
美
術
館
、
図
１
）
で
す
。
写
生
―
モ
ノ
を
観
察
し
て
そ
の
再

現
を
目
指
す
態
度
が
徹
底
し
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
迫
真
的
な
虎
図
で
す
。
江
戸
時
代
ま

で
の
虎
の
絵
が
ぬ
い
ぐ
る
み
の
虎
の
よ
う
に
、
ど
こ
か
か
わ
い
ら
し
く
、
間
抜
け
な

感
じ
、
そ
れ
は
想
像
で
補
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
ゆ
え
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い

う
も
の
が
多
い
な
か
で
、
岸
駒
の
虎
は
こ
ち
ら
に
向
か
う
よ
う
な
姿
勢
や
む
き
出
し

た
歯
な
ど
が
リ
ア
ル
で
迫
力
が
あ
っ
て
、
い
か
に
も
百
獣
の
王
、
獣
と
い
う
感
じ
が

し
ま
す
。

次
は
幕
末
に
活
躍
し
た

浮
世
絵
師
・
葛
飾
北
斎

（
一
七
六
〇
〜
一
八
四
九
）

の
「
雪
中
虎
図
」（
一
八
四

九
年
、
個
人
）
で
す
。
よ

く
知
ら
れ
た
「
富
嶽
三
十

六
景
」
の
よ
う
に
浮
世
絵

の
大
部
分
は
版
画
で
す
が
、

こ
れ
は
肉
筆
と
い
い
ま
し

て
浮
世
絵
師
が
自
分
で
筆

を
と
っ
て
描
い
た
も
の
で

す
。
印
刷
物
で
は
な
い
の

で
一
点
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

描
か
れ
て
い
る
の
は
雪
の

中
で
舞
う
と
い
う
か
、
泳

ぐ
よ
う
に
漂
う
、
な
ん
と

も
幻
想
的
な
虎
で
す
。
雪
が
降
っ
て
い
る
と
き
全
て
が
静
ま
り
か
え
っ
て
い
る
よ
う

に
感
じ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
絵
は
不
思
議
な
浮
遊
感
を
も
つ
虎
が
足
音
を

た
て
ず
に
動
い
て
い
る
と
い
っ
た
様
子
で
、
あ
ま
り
に
静
か
す
ぎ
て
、
み
て
い
る
と

奇
妙
な
感
覚
に
と
ら
わ
れ
ま
す
。
落
款
つ
ま
り
サ
イ
ン
に
「
九
十
歳
」
と
あ
り
ま
す

の
で
北
斎
が
亡
く
な
る
年
の
制
作
と
分
か
り
ま
す
。
北
斎
は
滝
や
花
と
い
う
生
き
物

で
は
な
い
も
の
を
描
い
て
も
、
ど
こ
か
動
物
め
い
た
、
そ
れ
ゆ
え
幻
想
的
な
趣
を
つ

く
り
だ
す
画
家
で
し
た
が
、
本
図
も
そ
う
し
た
彼
の
特
性
が
強
く
で
て
い
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。
虎
と
い
う
よ
り
は
、
別
種
の
虎
風
の
軟
体
動
物
の
よ
う
な
不
思
議
な
動 図１　岸駒「虎図」（本間美術館）
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物
で
あ
り
、
雪
景
が
そ
の
不
思
議
さ
を
強
調
す
る
よ
う
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品

の
場
合
、
そ
う
し
た
幻
想
性
を
生
み
出
す
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
北
斎
が
虎
を
み
た

こ
と
が
な
い
、
お
そ
ら
く
毛
皮
か
ら
想
像
し
て
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
う
ま
く

働
い
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ま
た
伊
藤
若
冲
（
一
七
一
六
〜
一
八
〇
〇
）
の
「
虎
図
」（
一
七
五
五
年
、
ア
メ

リ
カ
・
プ
ラ
イ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）。
近
年
、
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
細
密
描
写
と
鮮
や

か
な
色
彩
で
描
か
れ
た
花
鳥
画
や
点
描
や
升
目
描
き
と
い
っ
た
お
も
し
ろ
い
技
法
を

駆
使
し
た
個
性
の
強
い
作
品
が
注
目
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
研
究
者
だ
け
で
な
く
一
般

の
方
々
に
も
広
く
人
気
の
あ
る
、
今
や
日
本
の
古
美
術
界
の
ス
タ
ー
と
い
う
べ
き
画

家
で
す
。
そ
の
若
冲
が
虎
を
描
い
て
右
上
に
自
身
で
文
章
を
書
き
入
れ
て
お
り
ま
し

て
、
原
文
は
漢
文
（「
我
画
物
象
非
真
不
図
国
無
猛
虎
倣
毛
益
模
」）
で
す
が
意
訳
し

ま
す
と
「
私
は
実
物
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
は
描
か
な
い
。
日
本
に
虎
が
い

な
い
の
で
毛
益
の
絵
を
模
写
す
る
の
だ
」
と
い
う
内
容
で
す
。
若
冲
は
京
都
の
画
家

で
、
京
都
の
社
寺
が
所
蔵
す
る
中
国
画
を
多
く
模
写
し
て
絵
の
勉
強
を
し
た
の
で
す

が
、
こ
の
虎
の
絵
に
つ
い
て
は
若
冲
が
手
本
に
し
た
作
品
が
京
都
の
お
寺
に
あ
り
ま

す
。
伝
李
龍
眠
「
虎
図
」（
京
都
・
正
伝
寺
）
で
す
。
若
冲
は
こ
の
絵
を
毛
益
と
い

う
動
物
画
で
有
名
な
中
国
の
画
家
の
作
品
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
現
在
の
鑑

識
で
は
明
代
の
中
国
画
あ
る
い
は
朝
鮮
画
い
ず
れ
か
で
す
。
二
点
を
比
べ
る
と
模
写

と
い
っ
て
も
原
本
通
り
に
描
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
虎
の
毛
を
リ

ア
ル
な
再
現
は
考
え
ず
に
文
様
の
よ
う
に
き
れ
い
に
し
つ
こ
く
描
い
た
り
、
目
や
舌

に
鮮
や
か
な
色
を
い
れ
た
り
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
若
冲
が
描
き
た
い
よ
う
に
描
い

て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
日
本
に
は
虎
は
お
ら
ず
、
生
き
て
い
る
虎
を
み
る
と
い
う
こ
と
は
叶

い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
熱
心
に
虎
は
描
か
れ
、
鑑
賞
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し

た
。
な
ぜ
、
虎
は
人
気
の
画
題
だ
っ
た
の
か
。
最
初
に
お
話
し
ま
し
た
よ
う
に
そ
の

理
由
を
探
る
意
図
で
、
こ
れ
か
ら
故
事
人
物
図
、
虎
と
人
物
を
一
緒
に
描
く
も
の
を

み
て
ま
い
り
ま
す
。

三
つ
の
タ
イ
プ
を
あ
げ
よ
う
と
思
い
ま
す
。
一
つ
め
は
【
龍
虎
を
従
え
る
羅
漢
、

高
僧
】
で
す
。
ス
ラ
イ
ド
は
中
国
で
つ
く
ら
れ
た
「
五
百
羅
漢
図
」（
周
季
常
・
林

庭
珪
、
一
一
七
八
〜
八
八
年
、
京
都
・
大
徳
寺
、
ア
メ
リ
カ
・
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
）

と
い
う
羅
漢
す
な
わ
ち
修
行
を
積
ん
だ
お
坊
さ
ん
五
百
人
を
一
幅
に
五
人
ず
つ
描
い

て
あ
わ
せ
て
百
幅
の
掛
け
軸
と
し
た
も
の
の
の
う
ち
の
一
幅
（
図
２
）
で
す
。
制
作

さ
れ
た
の
は
中
国
で
す
が
一
六
世
紀
の
後
半
に
は
京
都
の
大
徳
寺
に
あ
り
、
明
治
期

に
一
部
が
ア
メ
リ
カ
へ
わ
た
り
、
ま
た
失
わ
れ
た
幅
も
あ
り
ま
す
が
現
在
九
四
幅
が

残
っ
て
い
ま
す
〔『（
展
覧
会
図
録
）
聖
地　

寧
波
』
奈
良
国
立
博
物
館　

二
〇
〇
九

年
〕。
ス
ラ
イ
ド
は
そ
の
う
ち
の
「
虎
の
歯
磨
き
」
と
仮
に
題
さ
れ
て
い
る
も
の
で

す
。
羅
漢
の
前
に
虎
が
お
り
口
を
開
け
て
そ
の
な
か
を
羅
漢
が
み
て
お
り
ま
す
。
次

は
「
画
竜
点
」
で
す
。
羅
漢
が
筆
を
も
ち
、
ど
う
や
ら
龍
の
目
を
描
い
て
い
る
。
画

竜
点
睛
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
そ
の
図
で
す
ね
。
こ
の
作
品
に
限
ら図2　周季常・林庭珪「五百羅漢図」

（大徳寺）のうち
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ず
こ
う
し
た
虎
や
龍
と
羅
漢
の
組
み
合
わ
せ
は
他
の
羅
漢
図
の
セ
ッ
ト
に
も
よ
く
登

場
し
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
虎
や
龍
と
羅
漢
を
一
緒
に
描
く
の
は
、
羅
漢
の
徳

の
高
さ
を
獰
猛
な
虎
や
想
像
上
の
生
き
物
で
あ
る
龍
が
彼
ら
に
従
っ
て
い
る
、
そ
れ

が
で
き
る
彼
ら
の
人
間
離
れ
し
た
特
別
な
力
を
示
す
意
図
に
よ
る
か
と
思
い
ま
す
。

虎
が
い
か
に
も
従
順
に
、
羅
漢
を
み
あ
げ
て
、
ま
る
で
猫
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る

の
は
そ
の
た
め
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
虎
は
中
国
に
お
い
て
は
、
最
強
、
最
大
の

動
物
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
人
喰
い
虎
の
話
が
あ
る
よ
う
に
、
と
き
に
は
人
間
を
襲

う
獰
猛
な
動
物
で
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
一
方
で
そ
の
強
さ
ゆ
え
に
人
間
を
守
っ
て

く
れ
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
土
地
の
守
り
神
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
虎
を

手
な
ず
け
る
羅
漢
と
は
、
虎
の
悪
い
面
を
お
さ
え
良
い
面
を
引
き
出
す
、
そ
う
い
う

力
の
持
ち
主
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
他
の
動
物
で
は
な
く
て
虎
と
龍
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

理
由
の
一
つ
は
龍
虎
を
組
み
合
わ
せ
る
古
く
か
ら
の
伝
統
に
よ
る
と
考
え
ま
す
。
ス

ラ
イ
ド
は
狩
野
山
楽
（
一
五
五
九
〜
一
六
三
五
）「
龍
虎
図
屏
風
」（
京
都
・
妙
心
寺
）

で
、
昨
年
か
ら
今
年
の
一
・
二
月
に
か
け
て
東
京
、
京
都
国
立
博
物
館
な
ど
で
妙
心

寺
展
が
開
催
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
の
屏
風
が
ポ
ス
タ
ー
に
大
き
く
使
わ
れ
て
お

り
ま
す
。
龍
が
雲
の
間
か
ら
現
わ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
虎
が
咆
哮
す
る
ま
こ
と
に
勇

ま
し
い
図
柄
で
す
。
ち
な
み
に
虎
の
隣
に
豹
が
描
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
か
つ
て
は

豹
は
虎
の
雌
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
は
雌
雄
ペ
ア
を
描
い
て
い
る

と
み
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
は
中
国
の
南
宋
時
代
の
画
家
・

牧
谿
（
生
没
年
不
詳
）
と
伝
承
さ
れ
る
「
龍
図
・
虎
図
」（
大
徳
寺
、
一
二
六
九
年
）

で
す
。
牧
谿
は
室
町
時
代
に
将
軍
家
が
珍
重
し
、
以
後
、
日
本
人
憧
れ
の
画
家
と
し

て
そ
の
作
品
は
大
切
に
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の
作
品
も
古
く
か
ら
大
徳
寺
に

あ
り
、
牧
谿
の
そ
れ
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
も
の
で
す
。
掛
け
軸
二
幅
で
す
が
、
そ

れ
ぞ
れ
龍
に
は
「
龍
奥
而
致
雲
（
龍
、
奥
り
て
雲
致
す
）」「
虎
嘯
而
風
烈
（
虎
、
嘯

き
て
風
烈
し
）」
と
い
う
文
が
書
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
『
漢
書
（
王
褒
伝
）』

か
ら
の
引
用
で
す
。
同
様
の
こ
と
ば
に
『
易
経
（
乾
・
文
言
）』（
周
・
紀
元
前
七
〇

〇
年
こ
ろ
）
に
「
雲
は
龍
に
従
い
、
風
は
虎
に
従
う
」、『
淮
南
子
（
え
な
ん
じ
）（
天

文
訓
）』（
前
漢
・
紀
元
前
二
世
紀
）
に
「
虎
嘯
（
う
そ
ぶ
）
き
て
谷
風
生
じ
、
龍
挙

が
り
て
景
雲
属
（
あ
つ
ま
）
る
」 

と
い
う
一
文
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
古
代
以
来
、

中
国
に
お
い
て
龍
と
虎
を
そ
れ
ぞ
れ
雲
と
風
に
結
び
つ
け
て
対
照
す
る
考
え
方
が
あ

り
そ
れ
が
絵
画
に
も
及
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
現
在
で
も
雲
竜
と
い
う
こ

と
ば
は
お
菓
子
の
名
前
に
も
あ
る
ほ
ど
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
比
べ
れ
ば

な
じ
み
の
な
い
こ
と
ば
で
す
が
風
虎
と
い
う
い
い
か
た
が
あ
り
ま
す
。
牧
谿
作
品
で

は
龍
の
周
囲
に
は
雲
が
渦
巻
き
下
方
に
引
か
れ
た
斜
線
は
雨
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ

う
で
す
。
虎
図
に
は
草
が
斜
め
向
き
に
描
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
風
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
山
楽
作
品
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
日
本
で
は
虎
は
竹
と

組
み
合
わ
せ
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。
虎
と
い
え
ば
竹
林
と
い
う
印
象
が

あ
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
実
際
の
虎
が
竹
林
に
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

竹
は
風
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
、
風
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

次
に
虎
の
場
合
に
は
、
羅
漢
と
結
び
つ
く
理
由
と
し
て
実
際
に
虎
を
従
え
て
い
た

お
坊
さ
ん
が
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
画
家
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
が

「
玄
奘
三
蔵
図
」（
唐
九
世
紀
末
、
フ
ラ
ン
ス
・
ギ
メ
美
術
館
）
を
ス
ラ
イ
ド
に
だ
し

ま
し
た
。
こ
の
僧
は
三
蔵
法
師
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
確
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
お
経
を
担
い
で
旅
を
す
る
僧
が
虎
を
従
え
て
い
る
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を

支
え
る
伝
説
そ
し
て
仏
教
が
虎
が
生
息
す
る
イ
ン
ド
か
ら
中
国
に
伝
来
し
た
と
い
う

事
実
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、「
徳
聰
禅
師
像
」（
画
家
不
詳
・

月
江
正
印
賛
、
元
一
三
四
八
年
こ
ろ
、
個
人
）
と
い
う
特
定
の
、
実
在
の
お
坊
さ
ん
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を
描
い
た
肖
像
画
が
あ
り
ま
す
。
徳
聰
禅
師
（
九
四
四
〜
一
〇
一
七
）
の
塔
廟
が
至

正
八
（
一
三
四
八
）
年
に
重
葺
さ
れ
た
と
き
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
、

つ
ま
り
禅
師
が
亡
く
な
っ
た
後
に
描
か
れ
た
も
の
で
す
〔
海
老
根
聰
郎
「
徳
聰
禅
師

像
」『
國
華
』
一
一
三
九　

一
九
九
〇
年
〕。
獰
猛
な
動
物
の
代
表
で
あ
る
虎
を
従
え

る
、
そ
う
し
た
こ
と
が
実
際
に
あ
っ
た
に
せ
よ
、
こ
の
作
品
の
図
像
は
禅
師
が
高
僧

で
あ
る
こ
と
、
特
別
な
能
力
を
有
し
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
視
覚
化
し
た
も
の
と

み
な
せ
ま
す
。

以
上
み
て
ま
い
り
ま
し
た
よ
う
に
、
龍
虎
を
対
に
す
る
古
来
の
伝
統
が
あ
り
、
虎

を
実
際
に
手
な
づ
け
た
僧
が
い
る
と
い
う
状
況
か
ら
、
羅
漢
図
と
い
う
多
く
の
羅
漢

を
並
べ
描
く
場
合
の
図
柄
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
虎
や
龍
を
従
え
る
羅
漢
が
描

か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
虎

は
そ
の
人
物
が
い
か
に
優
れ
て
い
る
か
、
特
別
な
人
で
あ
る
か
を
象
徴
す
る
た
め
に

登
場
し
て
い
る
、
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

次
に
第
二
と
し
て
【
虎
と
と
も
に
描
か
れ
る
仙
人
】
を
取
り
上
げ
ま
す
。
虎
と
と

も
に
描
か
れ
る
人
物
と
し
て
お
坊
さ
ん
以
外
に
多
い
の
は
仙
人
で
す
。
仙
人
と
い
う

の
は
道
教
に
お
い
て
仙
術
を
お
さ
め
長
命
や
不
老
不
死
な
ど
、
あ
る
種
の
超
能
力
を

取
得
し
た
人
を
い
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
先
の
羅
漢
や
高
僧
と
同
様
、
凡
人
に
は
な
い

特
別
な
力
を
も
つ
人
な
の
で
す
。
そ
の
た
め
虎
以
外
に
も
鶴
、
鹿
な
ど
の
動
物
に
の

り
、
そ
れ
ら
を
従
え
る
と
い
う
仙
人
は
か
な
り
に
の
ぼ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
動
物

は
、
虎
も
含
め
て
い
ず
れ
も
彼
ら
仙
人
の
力
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
選
ば
れ
、
登

場
し
て
い
る
と
み
な
せ
ま
す
。
な
か
で
も
虎
に
の
り
、
虎
を
従
え
た
仙
人
は
多
い
の

で
す
が
、
そ
の
一
人
に
菫
奉
（
と
う
ほ
う
）
と
い
う
三
国
時
代
に
い
た
と
さ
れ
る
伝

説
の
医
者
が
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
狩
野
探
幽
（
一
六
〇
二
〜
七
四
）
の
「
菫
奉
図

屏
風
」（
京
都
・
鹿
苑
寺
、

図
３
）。
探
幽
は
江
戸
時

代
初
期
に
徳
川
家
の
御
用

絵
師
と
し
て
活
躍
し
た
画

家
で
す
。
画
面
左
半
分
に

う
ず
く
ま
る
虎
と
そ
れ
に

寄
り
か
か
る
男
、
子
ど
も
、

男
の
後
ろ
に
何
か
実
の
つ

い
た
木
、
右
半
分
に
虎
と

そ
れ
に
追
わ
れ
て
逃
げ
る

男
を
描
い
て
い
ま
す
。『
神

仙
伝
』（
葛
洪
、
三
〜
五

世
紀
）
巻
六
に
よ
れ
ば
菫

奉
は
貧
し
い
も
の
か
ら
治

療
代
を
と
ら
ず
代
わ
り
に

杏
の
木
を
植
え
る
よ
う
頼

ん
だ
。
や
が
て
杏
は
林
を

な
し
、
そ
の
実
を
ほ
し
が

る
も
の
に
は
同
じ
量
の
米

を
お
い
て
い
く
よ
う
告
知

を
し
た
が
、
と
き
に
強
欲

で
正
し
く
米
を
お
か
な
い

人
が
い
る
と
林
か
ら
虎
が

で
て
き
て
吼
え
か
か
っ
た

図3　狩野探幽「菫奉図屏風」（鹿苑寺）
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と
い
う
こ
と
で
す
。
杏
林
と
い
う
名
前
の
医
薬
系
の
大
学
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は

医
者
の
こ
と
を
杏
林
と
い
う
の
は
こ
れ
に
よ
り
ま
す
。
菫
奉
の
姿
や
伝
記
は
中
国
で

刊
行
さ
れ
日
本
版
も
で
て
親
し
ま
れ
た
仙
人
の
伝
記
集
『
有
象
列
仙
全
傳
』（
王
世

貞
、
一
七
世
紀
）、
日
本
刊
行
の
『
異
形
仙
人
づ
く
し
』（
一
六
八
九
年
）
な
ど
に
も

お
さ
め
ら
れ
て
お
り
、
探
幽
の
絵
と
こ
れ
ら
の
図
柄
は
少
し
異
な
り
ま
す
が
、
菫
奉

＝
杏
と
虎
と
と
も
に
描
か
れ
る
仙
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。
こ
こ
で
、
こ

の
菫
奉
が
医
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
の
羅
漢
図

に
お
い
て
虎
が
歯
の
治
療
を
し
て
も
ら
う
か
の
様
子
で
描
か
れ
て
い
た
こ
と
と
つ
な

が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
虎
は
医
術
に
関
わ
る
意
味
あ
い
を
も
つ

場
合
が
あ
る
よ
う
で
す
。

そ
こ
で
私
と
い
た
し
ま
し
て
は
気
に
か
か
り
ま
す
の
が
、
日
本
の
絵
画
に
た
び
た

び
あ
ら
わ
れ
る
虎
を
従
え
る
仙
人
で
す
。
ス
ラ
イ
ド
に
は
狩
野
永
徳
（
一
五
四
三
〜

九
〇
）
に
よ
る
「
仙
人
図
襖
」（
京
都
・
南
禅
寺
）
か
ら
そ
の
仙
人
を
あ
げ
ま
し
た
。

冠
を
つ
け
た
中
国
の
高
士
風
の
服
装
の
男
が
立
っ
て
お
り
、
そ
の
背
後
か
ら
男
の
身

体
を
半
周
す
る
よ
う
な
姿
勢
で
虎
が
前
に
で
て
く
る
と
い
う
こ
の
図
像
は
、
狩
野
派

に
お
い
て
継
承
さ
れ
た
よ
う
で
、
た
と
え
ば
江
戸
時
代
中
頃
の
狩
野
派
の
画
家
・
惟

信
（
一
七
五
三
〜
一
八
〇
八
）「
仙
人
龍
虎
図
衝
立
」（
愛
知
・
徳
川
美
術
館
、
図

４
）
の
片
面
、
あ
る
い
は
室
町
時
代
の
狩
野
派
の
画
家
・
元
信
（
一
四
七
六
？
〜
一

五
五
九
）
の
原
画
を
写
し
た
と
い
う
も
の
が
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
の
「
狩
野
派
模

本
」
や
幕
末
の
狩
野
芳
崖
に
よ
る
も
の
な
ど
と
し
て
み
い
だ
せ
ま
す
。
こ
の
人
物
は

元
信
画
の
模
本
類
で
は
「
巨
霊
人
（
こ
れ
い
じ
ん
／
き
ょ
れ
い
じ
ん
）」
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
で
は
巨
霊
人
と
は
ど
ん
な
人
な
の
か
と
い
え
ば
、『
中
国
神
話
・
伝

説
大
事
典
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
で
は
黄
河
の
河
神
で
、
も
と
は

一
つ
の
山
で
あ
っ
た
二
つ
の
山
を
彼
が
引
き
裂
い
て
曲
が
っ
て
流
れ
て
い
た
黄
河
を

ま
っ
す
ぐ
流
れ
る
よ
う
に
し
た
と
い
う
伝
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
虎

と
の
関
わ
り
は
な
い
よ
う
で
す
。
け
れ
ど
も
『
絵
本
写
宝
袋
』（
橘
守
国
、
一
七
二

〇
年
）
と
い
う
狩
野
派
系
の
画
家
が
制
作
し
た
絵
手
本
、
つ
ま
り
絵
画
を
制
作
す
る

た
め
の
お
手
本
集
に
、
先
ほ
ど
か
ら
問
題
に
し
て
い
る
立
つ
男
に
か
ら
み
つ
く
よ
う

な
虎
の
図
が
あ
っ
て
「
巨
霊
人　

八
仙
之
内
な
り
。
大
力
神
通
の
人
な
り
。
古
文
前

集
に
巨
霊
山
を
劈
て
洪
水
尽
。
又
白
虎
を
愛
す
と
有
」（
読
点
は
門
脇
）
と
説
明
し

て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
「
古
文
前
集
」
と
は
『
古
文
真
宝
』
と
い
う
中
国
の
詩
や
文

章
を
集
成
し
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
日
本
で
は
室
町
時
代
に
は
い
っ
て
以
後
の
文
学
に

絶
大
な
影
響
を
与
え
た
も
の
で
す
。
そ
の
『
古
文
真
宝
』
前
集
に
収
録
さ
れ
て
お
り

ま
す
馬
子
才
と
い
う
人
の
詩
の
一
節
に
「
巨
霊
山
…
」
と
い
う
一
文
が
あ
っ
て
そ
れ

を
引
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
「
又
虎
…
」
と
い
う
虎
に
つ
い
て
の
部
分
は
、

『
古
文
真
宝
』
に
は
な
く
『
絵
本
写
宝
袋
』
が
独
自
に
記
し
た
も
の
、
つ
ま
り
巨
霊

人
の
図
は
虎
を
伴
う
こ
と
が
慣
例
で
あ
り
、
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
加
え
た
文
章

と
み
な
せ
ま
す
。
さ
ら
に
中
国
の
版
本
な
ど
で
同
じ
図
像
の
人
物
が
巨
霊
人
で
は
な

く
許
真
君
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
許
真
君
、
許
遜
と
も
呼
ば
れ
る

図4　狩野惟信「仙人龍虎図衝立」
　　　　　　　　　（徳川美術館）
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人
物
は
道
教
の
仙
人
の
な
か
で
も
有
名
人
と
い
い
ま
す
か
、
浄
明
道
の
祖
師
と
し

て
非
常
に
多
く
の
信
仰
を
集
め
た
人
で
逸
話
も
多
く
あ
り
ま
す
（『
道
教
事
典
』
平

河
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）。
そ
の
許
真
君
に
つ
い
て
も
今
回
調
べ
た
限
り
虎
の
逸

話
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、W

ebsite

（http://www.npm
.gov.tw/exh98/

religiouspainting/jp_p 3.htm
l

）
で
『
新
鐫
繍
像
列
仙
伝
』（
洪
自
誠
、
一
八
三
三

年
）
の
図
を
あ
げ
て
、
虎
の
喉
を
治
療
し
た
た
め
と
注
記
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ

れ
で
あ
れ
ば
虎
と
と
も
に
描
か
れ
る
理
由
が
分
か
り
ま
す
。
そ
こ
で
推
測
い
た
し
ま

す
と
、
中
国
か
ら
仙
人
の
情
報
が
絵
画
や
絵
入
り
の
本
な
ど
に
よ
っ
て
伝
わ
っ
て
き

て
、
そ
の
な
か
で
立
つ
男
に
虎
が
ま
と
わ
り
つ
く
と
い
う
図
像
が
狩
野
派
に
よ
っ
て

繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る
う
ち
に
、
そ
れ
が
誰
な
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
く
な
り
、

い
つ
の
頃
か
ら
か
巨
霊
人
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
か
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。
巨
霊
人
と
許
真
君
二
人
の
名
前
、
音
が
似
て
い
る
の
も
混
同
の
理
由
の
一

つ
で
し
ょ
う
。

そ
も
そ
も
こ
の
図
柄
は
中
国
の
、
先
ほ
ど
「
龍
虎
図
」
を
取
り
上
げ
ま
し
た
牧
谿

が
こ
れ
を
豊
干
禅
師
と
い
う
、
こ
の
後
、
お
話
い
た
し
ま
す
虎
の
逸
話
の
あ
っ
た
お

坊
さ
ん
と
し
て
描
い
た
も
の
が
伝
わ
っ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
の
よ
う
な
、
何
ら
か
の

中
国
画
を
根
拠
と
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
伝
わ
っ
た
図

柄
は
、
豊
干
禅
師
、
そ
し
て
巨
霊
人
と
許
真
君
以
外
に
も
使
わ
れ
ま
し
た
。
絵
画
に

お
い
て
は
同
じ
図
像
を
別
の
人
物
に
流
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
す
。
姿

か
た
ち
を
少
し
変
え
る
こ
と
で
別
の
人
物
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
ス
ラ
イ
ド

に
官
南
（
生
没
年
不
詳
、
一
六
世
紀
に
活
躍
）
と
い
う
画
家
の
「
鍾
馗
図
」（
ボ
ス

ト
ン
美
術
館
）
と
同
じ
画
家
の
「
豊
干
図
」（
個
人
）
を
あ
げ
ま
し
た
〔
相
沢
正
彦
・

橋
本
慎
司
『
関
東
水
墨
画
』
国
書
刊
行
会　

二
〇
〇
七
年
〕。
一
方
は
豊
干
禅
師
と

み
な
せ
、
一
方
は
剣
を
持
っ
た
髭
の
立
派
な
中
国
風
の
人
物
で
す
の
で
鍾
馗
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
鍾
馗
は
や
は
り
道
教
の
神
で
魔
よ
け
の
意
味
で
屋
根
瓦
に
飾
っ

た
り
も
い
た
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
一
つ
の
図
像
は
特
定
の
人
を
描
く
た
め
だ
け
に

使
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
い
か
よ
う
に
も
流
用
可
能
な
わ
け
で
す
。
ま
た
、
虎
が
鹿

や
鶴
な
ど
別
の
動
物
に
変
わ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う

な
図
像
の
利
用
の
な
か
で
、
先
の
繰
り
返
し
描
か
れ
る
虎
を
伴
う
人
物
が
誰
で
あ
る

の
か
と
い
う
こ
と
が
曖
昧
に
、
や
が
て
巨
霊
人
と
い
う
名
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が

あ
り
得
る
の
で
す
。

い
ま
ひ
と
つ
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
や
は
り
虎
を
連
れ
る
仙
人
に
は
本
来

は
医
術
と
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
の
で
は
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
は
狩
野
惟
信
「
仙
人

龍
虎
図
衝
立
」
の
も
う
一
つ
の
面
に
は
馬
師
皇
と
み
な
せ
る
龍
の
歯
を
治
療
す
る
男

が
描
か
れ
て
お
り
ま
す
。
馬
師
皇
は
馬
の
医
者
と
し
て
名
高
か
っ
た
人
で
す
が
、
あ

る
と
き
龍
が
治
療
を
乞
う
た
と
い
う
逸
話
が
あ
り
、
そ
れ
が
狩
野
派
で
た
び
た
び
絵

画
化
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
衝
立
は
そ
の
定
番
の
図
像
に
よ
る
と
い
え
ま
す
。
ま
た
中

国
の
百
科
事
典
で
近
世
初
期
に
は
日
本
に
は
い
っ
て
き
て
い
た
『
萬
用
正
宗
不
求

人
』（
一
六
〇
七
年
刊
行
、
龍
陽
子
編
、
陽
明
文
庫
）
と
い
う
類
書
の
医
学
門
・
扉

絵
に
虎
を
従
え
た
男
が
空
か
ら
降
り
て
く
る
様
子
の
龍
に
向
か
っ
て
針
の
よ
う
な
も

の
を
差
し
出
す
図
が
あ
り
ま
す
。
馬
師
皇
の
よ
う
で
す
が
仙
人
伝
な
ど
で
は
彼
の
周

囲
に
は
馬
が
描
か
れ
て
お
り
、
菫
奉
の
よ
う
な
虎
を
従
え
医
術
に
ま
つ
わ
る
仙
人
の

イ
メ
ー
ジ
が
は
い
り
こ
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
曾
我
蕭
白
「
群
仙

図
屏
風
」（
文
化
庁
）
の
虎
を
従
え
る
人
物
は
腰
に
瓢
箪
を
つ
け
て
お
り
医
術
に
関

わ
る
仙
人
あ
る
い
は
菫
奉
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
〔
伊
藤
紫
織
「
曽
我

蕭
白
「
群
仙
図
屏
風
」
を
め
ぐ
る
一
考
察
」『
採
蓮　

千
葉
市
美
術
館
研
究
紀
要
』

三　

二
〇
〇
〇
年
〕。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
巨
霊
人
あ
る
い
は
許
真
君
と

さ
れ
る
仙
人
も
、
医
術
と
関
わ
っ
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
虎
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
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虎の絵―故事人物図を中心に―

た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
が
狩
野
派
に
関
心
を
も
っ
て
お
り
ま
す
た
め
に
、
調

べ
が
行
き
届
か
な
い
ま
ま
い
ろ
い
ろ
と
申
し
上
げ
、
講
演
と
し
て
は
や
や
こ
み
い
っ

た
こ
と
も
お
話
し
ま
し
た
。
と
も
か
く
も
、
虎
が
医
術
に
関
わ
る
獣
と
し
て
、
そ
う

い
う
文
脈
で
描
か
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
お
さ
え
た
く
思
い
ま

す
。第

三
に
【
豊
干
・
寒
山
・
拾
得
・
虎
図
】
を
取
り
上
げ
ま
す
。
ス
ラ
イ
ド
は
今
年

の
干
支
に
ち
な
ん
だ
香
合
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
販
売
さ
れ
て
い
た
も
の
の
画

像
で
す
。
虎
が
い
て
子
供
二
人
と
お
坊
さ
ん
が
そ
の
虎
に
よ
り
か
か
り
、
み
ん
な
目

を
閉
じ
て
寝
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
四
睡
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。『
日
本
国
語
大
辞

典
』
で
は
四
睡
図
を
「
東
洋
画
の
画
題
の
一
つ
。
中
国
の
天
台
山
国
清
寺
の
豊
干

（
ぶ
か
ん
）
が
弟
子
の
寒
山
（
か
ん
ざ
ん
）、
拾
得
（
じ
っ
と
く
）
お
よ
び
常
に
騎
乗

し
て
い
る
虎
と
い
っ
し
ょ
に
眠
っ
て
い
る
図
。
幽
寂
悟
道
の
禅
の
心
理
を
示
す
も
の

と
い
わ
れ
る
」
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
も
う
少
し
詳
し
く
申
し
上
げ
ま
す
と
、『
景

徳
伝
灯
録
』（
道
原
、
一
一
世
紀
）
な
ど
の
中
国
の
高
僧
伝
に
豊
干
の
伝
記
が
あ
っ

て
そ
こ
に
寒
山
、
拾
得
も
で
て
い
ま
い
り
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
彼
ら
は
実
在
し
た
か

ど
う
か
も
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
寒
山
拾
得
は
い
ず
れ
も
汚
い
格
好
を
し
た

狂
人
の
よ
う
な
言
動
の
人
た
ち
で
あ
っ
た
が
実
は
聖
人
、
文
殊
普
賢
の
生
ま
れ
代
わ

り
で
あ
る
と
い
っ
た
お
話
が
あ
っ
て
親
し
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
そ
う
し
た

伝
記
の
基
礎
的
な
文
献
に
は
四
人
が
眠
る
話
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
眠
る
逸
話
は
後

に
、
お
そ
ら
く
中
国
で
一
三
、
一
四
世
紀
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
が
中
国
そ
し
て
日
本
で
も
大
い
に
人
気
を
よ
ん
で
室
町
時
代
以
降
、
多
く
絵
に

描
か
れ
て
お
り
ま
す
。
文
学
に
お
い
て
も
、
た
ま
た
ま
目
に
は
い
っ
た
も
の
で
す
が

江
戸
時
代
の
松
尾
芭
蕉
が
四
睡
図
に
賛
を
し
た
も
の
で
「
月
か
花
か
と
い
へ
ど
四
睡

の

鼾
哉
」
と
い
う
句
が
ご
ざ
い
ま
す
。
現
代
は
そ
う
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

近
代
以
前
は
あ
る
程
度
の
知
識
人
な
ら
ば
み
な
が
知
っ
て
い
る
故
事
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
画
題
と
し
て
も
一
般
的
な
も
の
で
し
た
。

さ
て
、
こ
の
四
睡
図
の
日
本
で
の
初
期
の
例
と
し
て
黙
庵
霊
淵
（
生
没
年
未
詳
）

画
、
祥
符
紹
密
賛
「
四
睡
図
」（
一
四
世
紀
、
東
京
・
前
田
育
徳
会
、
図
５
）
が
あ

り
ま
す
。
水
墨
画
と
い
う
技
術
は
日
本
に
禅
宗
と
と
も
に
は
い
っ
て
き
て
お
り
、
初

期
は
禅
僧
で
絵
が
上
手
な
人
が
お
寺
に
か
か
わ
る
、
禅
宗
に
ま
つ
わ
る
絵
画
を
描
い

て
い
た
わ
け
で
す
が
、
黙
庵
も
そ
う
い
う
人
で
中
国
に
わ
た
っ
て
お
り
本
格
的
な
絵

を
遺
し
て
お
り
ま
す
。
一
見
す
る
と
ほ
の
ぼ
の
し
た
味
わ
い
の
、
現
代
風
に
い
え
ば

「
な
ご
む
」
絵
で
す
が
、
墨
の
濃
淡
や
面
と
線
の
使
い
分
け
な
ど
技
術
的
に
き
ち
ん

と
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
人
が
描
い
て
、
中
国
人
の
お
坊
さ
ん
の
賛
、
絵

の
上
に
書
か
れ
た
詩
で
す
ね
、
が
あ
っ
て
当
時
の
日
中
で
う
け
い
れ
ら
れ
た
四
睡
図

と
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
次
の
二
点
（
画
家
不
詳
、
平
石
如
砥
ほ
か
賛
、
一
四
世

紀
、
東
京
国
立
博
物
館
／
一
四
世
紀
、
京
都
・
龍
光
院
）
は
ど
ち
ら
も
中
国
画
で
同

じ
図
柄
で
、
今
は
日
本
に
あ
り
ま
す
。
一
方
は
墨
の
線
を
主
に
つ
か
っ
て
描
い
た
白

描
絵
と
い
う
も
の
で
す
。
遠
く
か
ら
見
る
と
全
体
が
レ
ー
ス
の
よ
う
に
、
文
様
の
よ 図5　�黙庵霊淵画、祥符紹密賛

「四睡図」（前田育徳会）
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う
に
み
え
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。
も
う
一
方
は
色
つ
き
で
す
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
図

柄
が
白
描
や
色
つ
き
や
い
ろ
い
ろ
に
使
わ
れ
た
、
こ
の
図
柄
が
そ
れ
な
り
に
広
ま
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
ま
あ
げ
ま
し
た
作
品
が
そ
う
で
す
が
四
睡
図
の
大
部

分
は
、
三
人
と
一
頭
が
ひ
と
と
こ
ろ
に
固
ま
っ
て
眠
っ
て
お
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
眠
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
文
献
に
は
確

認
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
な
か
、
眠
る
姿
で
描
く
絵
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
先
に
お
話
し
た
羅
漢
図
が
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

羅
漢
図
に
は
、
羅
漢
に
従
う
子
ど
も
が
よ
く
描
か
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
子
ど

も
は
羅
漢
の
た
め
に
お
茶
の
準
備
を
し
て
い
た
り
、
何
か
を
捧
げ
も
っ
て
い
た
り
も

し
ま
す
が
、
寝
て
い
る
姿
と
い
う
の
も
定
型
と
し
て
よ
く
描
か
れ
ま
す
。
こ
う
い
う

眠
る
子
ど
も
と
羅
漢
、
そ
し
て
羅
漢
と
と
も
に
描
か
れ
る
こ
と
の
あ
る
虎
が
四
睡
図

に
は
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
と
漠
然
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ス
ラ
イ
ド
に
金
大

受
（
生
没
年
未
詳
）「
十
六
羅
漢
図
」
の
う
ち
（
一
二
世
紀
、
東
京
国
立
博
物
館
、

群
馬
県
立
美
術
館
ほ
か
）
を
だ
し
ま
し
た
が
、
こ
の
セ
ッ
ト
の
な
か
に
こ
の
よ
う
に

虎
と
描
か
れ
る
羅
漢
が
お
り
、
眠
る
子
ど
も
と
羅
漢
を
描
く
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ

う
し
た
も
の
が
合
体
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
羅
漢

あ
る
い
は
高
僧
と
眠
る
子
ど
も
と
虎
で
あ
っ
た
も
の
が
、
そ
の
子
ど
も
を
二
人
描
く

よ
う
な
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
、
や
が
て
僧
は
豊
干
、
子
ど
も
二
人
は
寒
山
と
拾
得
と

明
確
に
意
図
し
四
睡
図
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
っ
た
道
筋
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
文
献
と
し
て
眠
る
四
人
と
い
う
逸
話
が
き
ち
ん
と
成

立
す
る
と
い
う
よ
り
は
絵
の
上
で
の
操
作
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
て
い
っ
た
部
分
が

よ
り
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

四
睡
図
が
親
し
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
、
こ
ん
な
お
も
し
ろ
い
作
品
が

あ
り
ま
す
。
自
分
の
姿
を
四
睡
図
の
豊
干
と
し
て
描
か
せ
肖
像
画
を
つ
く
っ
た
と
い

う
お
坊
さ
ん
が
い
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
絵
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
桃
山
時

代
の
春
屋
宗
園
（
一
五
二
九
〜
一
六
一
一
）
と
い
う
大
徳
寺
の
お
坊
さ
ん
の
語
録
つ

ま
り
彼
が
つ
く
っ
た
詩
や
文
を
集
め
た
『
一
黙
稿
』
と
い
う
も
の
に
こ
ん
な
文
が
で

て
お
り
ま
す
。「
鐵
牛
宗
牧
首
座
以
四
睡
圖
充
壽
像
。
面
貌
相
似
豐
干
放
也
（
鐵
牛

宗
牧
首
座
は
四
睡
圖
を
以
て
壽
像
に
充
つ
。
面
貌
、
豐
干
放
に
相
似
す
る
也
）。
一

日
扣
山
野
室
需
解
此
義
偈
一
絶
塞
其
請
云
、
是
非
已
去
不
知
是
非
現
豐
干
體
具
睡
虎

機
」。
鐵
牛
宗
牧
と
い
う
お
坊
さ
ん
が
、
自
分
の
顔
が
豊
干
に
似
て
い
る
の
で
、
肖

像
画
を
四
睡
図
と
し
て
描
か
せ
た
。
そ
れ
を
春
屋
の
と
こ
ろ
に
も
っ
て
き
て
像
の
上

に
文
章
を
書
い
て
く
れ
と
頼
ん
だ
の
で
、
こ
う
い
う
詩
を
つ
く
り
ま
し
た
、
と
い
う

こ
と
で
す
。
豊
干
に
似
て
い
る
、
と
い
う
の
が
分
か
る
よ
う
で
分
か
り
ま
せ
ん
。
豊

干
は
絵
に
よ
っ
て
、
画
家
に
よ
っ
て
、
時
代
や
国
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
顔
で
描
か

れ
て
い
ま
す
が
、
鐵
牛
の
周
辺
で
は
こ
れ
ぞ
豊
干
と
い
う
か
、
豊
干
は
こ
ん
な
顔
と

い
う
特
定
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
故
事
人
物
に
自
分
を
重
ね
て
描

く
肖
像
画
と
い
う
の
は
、
他
に
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
も
の
だ
と
思
い
ま
す

が
。
寒
山
拾
得
も
誰
か
、
鐵
牛
の
周
辺
に
い
た
い
わ
ゆ
る
小
僧
さ
ん
を
モ
デ
ル
に
す

る
な
ど
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
と
も
か
く
も
こ
う
い
う
作
品
が
存
在
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
四
睡
図
が
広
く
認
知
を
得
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
に
定
着
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
や
が
て
本
来
の
四
睡
図
を
離
れ

て
豊
干
・
寒
山
・
拾
得
・
虎
を
眠
ら
な
い
姿
で
描
く
と
い
う
も
の
が
あ
ら
わ
れ
ま

す
。
豊
干
・
寒
山
・
拾
得
・
虎
を
描
く
な
ら
ば
普
通
は
四
睡
図
だ
ろ
う
と
思
う
わ
け

で
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
狩

野
探
幽
「
学
古
帖
」（
一
七
世
紀
、
個
人
）
と
い
う
多
く
の
作
品
を
ア
ル
バ
ム
に
貼

付
し
た
作
品
の
一
つ
で
す
が
、
豊
干
が
虎
に
の
っ
て
や
っ
て
き
た
と
こ
ろ
に
寒
山
・

拾
得
が
話
し
か
け
る
よ
う
な
仕
草
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ア
ル
バ
ム
の
他
の
作
品
に
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中
国
画
を
そ
っ
く
り
写
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
図
に
も
元
ネ
タ
と
し
て

の
中
国
画
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
探
幽
と
い
う
人
は
、
そ
れ
ま

で
に
あ
っ
た
画
題
や
図
様
そ
し
て
絵
の
ス
タ
イ
ル
な
ど
を
整
理
し
咀
嚼
し
て
、
江
戸

時
代
と
い
う
新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
し
た
、
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
た

画
家
で
す
。
豊
干
・
寒
山
・
拾
得
・
虎
と
い
う
、
通
常
眠
る
姿
と
し
て
描
く
も
の
を
、

こ
う
し
た
図
様
で
描
く
の
も
彼
な
ら
で
は
と
い
う
気
も
い
た
し
ま
す
。

そ
う
し
た
探
幽
の
新
画
題
、
図
様
開
拓
の
気
風
を
さ
ら
に
す
す
め
た
画
家
に
、
探

幽
の
弟
の
弟
子
で
あ
っ
た
英
一
蝶
（
一
六
五
二
〜
一
七
二
四
）
と
い
う
画
家
が
お
り

ま
す
。
去
年
の
秋
に
大
き
な
展
覧
会
が
あ
り
ま
し
て
再
評
価
が
す
す
ん
で
お
り
ま
す

が
、
探
幽
以
降
、
探
幽
が
決
め
た
規
範
を
守
っ
て
絵
を
描
く
よ
う
に
な
っ
て
き
た
狩

野
派
の
な
か
で
、
そ
こ
か
ら
飛
び
出
し
て
個
性
的
な
絵
を
つ
く
っ
て
い
た
人
で
す
。

吉
原
で
幇
間
、
太
鼓
持
ち
と
い
い
ま
し
て
、
お
座
敷
で
客
や
遊
女
の
機
嫌
を
と
っ
て
、

ほ
め
た
り
、
調
子
の
よ
い
言
葉
を
い
っ
た
り
、
自
分
で
芸
を
み
せ
た
り
と
い
う
仕
事

も
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
人
の
「
四
睡
図
」（
個
人
、
図
６
）。
な
ん
と
四
睡
図
の

メ
ン
バ
ー
が
み
な
、
寝
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ち
ょ
う
ど
起
き
た
と
こ
ろ
で
す
。
伸

び
を
し
た
り
腕
を
か
い
た
り
、「
あ
ー
よ
く
寝
た
」
と
い
っ
た
声
が
聞
こ
え
て
き
そ

う
で
す
。
四
睡
図
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
『
雑
画
帖
』
の
う
ち
「
寒
山

拾
得
図
」（
大
倉
集
古
館
）
は
一
人
は
寝
て
い
る
の
に
も
う
一
人
が
起
き
て
い
て
筆

で
顔
に
い
た
ず
ら
描
き
を
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
寒
山
拾
得
は
も
と
も
と
髪
型
が

子
ど
も
の
そ
れ
風
だ
っ
た
り
、
豊
干
よ
り
も
サ
イ
ズ
が
小
さ
く
描
か
れ
た
り
、
子
ど

も
の
よ
う
に
描
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
い
た
ず
ら
な
子
ど
も
そ
の
も

の
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
次
の
「
風
俗
画
絵
鑑
」
の
う
ち
「
見
立
四
睡
図
」（
茨
城

県
立
歴
史
館
）
は
女
の
人
が
一
人
、
そ
の
手
前
に
女
の
子
が
二
人
、
左
側
に
猫
が
寝

て
い
る
。
見
立
と
い
う
言
葉
の
使
用
に
つ
い
て
は
現
在
議
論
が
あ
り
ま
し
て
、
故
事

人
物
な
ど
歴
史
上
の
、
主
に

過
去
の
特
別
な
人
物
を
当
世

の
人
物
に
な
ぞ
ら
え
る
、
つ

ま
り
下
層
の
も
の
に
重
ね
あ

わ
せ
る
、
貶
め
る
の
で
見
立

で
は
な
く
「
や
つ
し
」
と
い

う
べ
き
で
は
と
い
っ
た
こ
と

で
す
が
、
と
も
か
く
も
、
四

睡
図
を
現
代
吉
原
の
遊
女
と

禿
そ
し
て
猫
で
描
い
て
み
た
、

と
い
う
も
の
で
す
。
先
ほ
ど

申
し
ま
し
た
よ
う
に
一
蝶
は

吉
原
に
出
入
り
し
て
、
そ
こ

を
自
分
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し

て
生
き
て
い
た
人
で
す
。
だ

か
ら
こ
そ
出
て
き
た
ア
イ
デ

ア
で
し
ょ
う
。
い
わ
ゆ
る
花

魁
道
中
で
は
、
一
人
の
太
夫
に
禿
と
呼
ば
れ
る
見
習
い
の
女
の
子
が
二
人
つ
き
ま
す

し
、
禿
と
い
う
の
は
子
ど
も
な
の
に
遊
郭
に
い
て
夜
更
か
し
を
し
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
か
ら
よ
く
寝
る
、
寝
る
姿
を
人
に
み
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
文
学
作

品
な
ど
に
そ
う
し
た
禿
が
で
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
う
し
た
吉
原
の
実
態
に
親
し
く

あ
っ
た
画
家
が
、
こ
れ
で
四
睡
図
を
、
と
ア
イ
デ
ア
が
ひ
ら
め
い
た
結
果
で
き
た
図

の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
パ
ロ
デ
ィ
ー
ま
で
生
ま
れ
る
ほ
ど
四
睡
図
は
人
気
画
題
な
わ
け
で
す 図6　英一蝶「四睡図」（個人）
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が
、
そ
の
理
由
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
そ
も
そ
も

寒
山
拾
得
が
狂
に
し
て
聖
と
い
う
そ
の
性
質
ゆ
え
に
画
題
と
し
て
大
変
人
気
が
あ

り
、
四
睡
図
も
そ
の
一
つ
と
し
て
人
気
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
加
え
て
あ
の
獰
猛

な
「
山
獣
の
王
」
で
あ
る
虎
が
寝
て
い
る
、
そ
し
て
人
間
た
ち
も
そ
の
虎
と
一
緒

に
、
し
か
も
一
つ
に
か
た
ま
っ
て
寝
て
い
る
、
と
い
う
現
実
に
は
お
そ
ら
く
決
し
て

な
い
場
面
だ
か
ら
で
し
ょ
う
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
平
等
で
平
和
な
、
一
種
の
理
想
境

的
な
趣
を
も
っ
て
う
け
と
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
近
代
以
前
の
人
が
眠

る
こ
と
、
睡
眠
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
現
代
と
は
異
な
る
思
想
も
関
係
し
て
い
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
四
睡
図
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
は
、
獰
猛
な
獣
で
あ
る
虎
が

そ
う
で
は
な
く
な
る
、
そ
う
い
う
人
間
と
虎
の
か
か
わ
り
か
た
に
対
す
る
憧
れ
と
い

う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
特
別
な
人
物
に
対
す
る
憧
れ
の
よ
う
な
気
持
ち
で

は
と
考
え
ま
す
。

【
龍
虎
を
従
え
る
羅
漢
、
高
僧
】【
虎
と
と
も
に
描
か
れ
る
仙
人
】【
豊
干
・
寒
山
・

拾
得
・
虎
図
】
と
み
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
人
物
と
と
も
に
描
か
れ
た
虎

を
み
、
虎
は
と
も
に
描
か
れ
た
人
物
の
特
別
な
力
、
獰
猛
な
虎
を
も
従
え
て
し
ま
う

徳
を
備
え
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
ま
い
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
虎
の
絵
が
人
気
の
画
題
で
あ
り
続
け
た

理
由
が
少
し
み
え
た
よ
う
に
私
と
し
て
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
ま
で
お
話
し
た

虎
が
登
場
す
る
故
事
人
物
図
は
、
虎
の
絵
と
し
て
は
む
し
ろ
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
で

す
。
虎
の
絵
の
大
部
分
は
人
物
は
お
ら
ず
、
虎
の
み
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
す
。
冒
頭

で
お
み
せ
し
た
岸
駒
の
虎
な
ど
、
あ
あ
い
っ
た
本
物
ら
し
い
、
迫
力
の
あ
る
虎
の
絵

が
近
世
以
降
人
気
で
、
今
で
も
多
く
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
虎

の
絵
が
人
気
が
あ
る
の
は
、
な
ぜ
か
。
虎
を
あ
ら
わ
す
故
事
人
物
図
か
ら
敷
衍
し
て

考
え
ま
す
と
、
そ
れ
は
虎
の
絵
を
所
有
し
飾
り
鑑
賞
す
る
こ
と
が
、
そ
の
人
、
飾
ら

れ
た
空
間
を
特
別
な
も
の
に
す
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
絵
に
描
か
れ
た
虎

で
あ
っ
て
も
、
虎
が
い
る
、
虎
を
そ
の
空
間
に
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

の
絵
の
持
ち
主
な
り
鑑
賞
者
な
り
の
特
別
な
力
を
示
唆
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ

う
。
戦
国
時
代
の
武
将
が
先
の
山
楽
の
「
龍
虎
図
屏
風
」
の
よ
う
な
作
品
を
飾
り
自

ら
の
背
景
と
す
る
の
は
、
そ
の
勇
猛
さ
を
虎
に
よ
っ
て
荘
厳
し
て
も
ら
う
、
自
分
が

武
将
と
し
て
優
れ
た
力
を
も
つ
こ
と
を
虎
の
い
さ
ま
し
い
姿
に
よ
っ
て
演
出
す
る
と

い
う
こ
と
で
理
解
し
や
す
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
故
事
人
物
図
に
つ
い
て
は
、
虎
と

一
緒
に
描
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
描
か
れ
た
人
物
の
神
通
力
な
ど
を
示
唆
す
る
と

い
う
こ
と
は
繰
り
返
し
お
話
し
た
通
り
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
持
ち
主
が
武
将
と

い
っ
た
特
に
武
に
ゆ
か
り
の
人
で
な
く
と
も
、
画
面
中
に
人
物
が
描
か
れ
て
い
な
く

て
も
、
同
様
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
日
本
に
は
い
な
い
、
異
国
の
獣
を
お
の
が
手

の
う
ち
に
し
て
い
る
、
そ
ん
な
特
別
な
力
が
あ
る
人
物
と
し
て
、
持
ち
主
を
み
せ
る
。

虎
の
絵
と
い
う
の
は
、
本
来
は
、
そ
う
い
う
機
能
を
備
え
て
い
る
も
の
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。

そ
も
そ
も
、
人
喰
い
虎
が
い
る
よ
う
に
虎
は
基
本
的
に
は
獰
猛
で
人
間
に
と
っ
て

脅
威
で
あ
り
、
そ
の
一
方
で
人
間
に
な
つ
く
場
合
が
あ
っ
て
、
そ
う
な
る
と
人
間
を

ま
も
っ
て
く
れ
る
聖
な
る
生
き
物
に
も
な
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
白
い
虎
、
白
虎
は

古
代
か
ら
四
神
つ
ま
り
四
つ
の
聖
な
る
獣
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
キ
ト
ラ
古
墳
な
ど

の
壁
に
描
か
れ
た
り
も
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
五
行
で
い
い
ま
す
と
虎
は
金
で
す
の

で
富
に
結
び
つ
く
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
日
本
人
と
し
て
み
れ
ば
、
牛
馬
ほ
ど

卑
近
で
は
な
く
、
同
じ
異
国
の
獣
で
も
霊
獣
と
さ
れ
る
唐
獅
子
や
麒
麟
な
ど
の
想
像

上
の
も
の
ほ
ど
遠
い
存
在
で
は
な
く
、
毛
皮
や
絵
画
を
通
し
て
、
虎
退
治
の
物
語
な

ど
も
知
ら
れ
る
虎
は
、
適
度
な
距
離
感
を
も
っ
て
対
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
そ
う
い
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図
は
次
の
文
献
よ
り
複
写
転
載
し
た
。
図
１
＝
『（
展
覧
会
図
録
）
大
江
戸
動
物
図
館
』

仙
台
市
博
物
館　

二
〇
〇
六
年
、
２
＝
『（
展
覧
会
図
録
）
聖
地　

寧
波
』
奈
良
国
立
博
物

館　

二
〇
〇
九
年
、
３
＝
『（
展
覧
会
図
録
）
生
誕
四
〇
〇
年
記
念 

狩
野
探
幽
展
』
東
京

都
美
術
館　

二
〇
〇
二
年
、
４
＝
『
新
版　

徳
川
美
術
館
名
品
集
四　

桃
山
・
江
戸
絵
画

の
美
』
徳
川
美
術
館　

二
〇
〇
八
年
、
５
＝
『
日
本
美
術
全
集
』
一
二　

講
談
社　

一
九

九
二
年
、
６
＝
『（
展
覧
会
図
録
）
一
蝶
リ
タ
ー
ン
ズ
』
板
橋
区
立
美
術
館　

二
〇
〇
九
年
。

（
か
ど
わ
き　

む
つ
み
・
本
学
国
際
人
文
学
部
国
際
文
化
学
科
准
教
授
）

う
獣
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
魔
よ
け
に
通
じ
る
強
い
力
、

聖
な
る
力
、
人
間
に
お
金
、
福
を
も
た
ら
す
力
、
そ
れ
ら
の
変
形
と
し
て
の
医
術
に

つ
い
て
の
パ
ワ
ー
、
そ
れ
ら
を
備
え
た
虎
を
描
き
、
鑑
賞
す
る
こ
と
で
、
そ
の
力
を

自
分
た
ち
の
も
の
と
す
る
、
そ
う
い
う
意
味
あ
い
が
虎
の
絵
に
は
あ
っ
た
の
で
す
。

た
だ
し
、
そ
れ
は
本
来
は
、
で
あ
っ
て
、
い
ま
目
に
す
る
全
て
の
絵
が
そ
う
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
。
異
国
の
、
み
る
こ
と
の
で
き
な
い
獣
の
リ
ア
ル

な
姿
を
目
に
し
た
い
と
い
う
、
現
代
で
い
え
ば
、
あ
ま
り
上
手
い
た
と
え
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
外
国
の
大
変
き
れ
い
な
鳥
の
写
真
な
ど
を
飾
る
よ
う
な
感
じ
、
の
場
合

が
よ
り
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
リ
ア
ル
さ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
い
え

ば
、
虎
の
毛
の
美
し
さ
が
ポ
イ
ン
ト
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
絵
と
し
て
の
見
応
え
、
描

き
甲
斐
で
す
。
動
物
の
毛
を
一
本
一
本
こ
ま
か
く
描
い
て
い
く
技
法
を
毛
描
き
（
け

が
き
）
と
い
い
ま
す
。
虎
は
そ
の
毛
描
き
の
腕
前
が
問
わ
れ
ま
す
。
他
に
も
猿
、
猫
、

狆
な
ど
毛
描
き
が
見
所
に
な
る
動
物
は
い
ま
す
が
、
や
は
り
虎
の
毛
皮
の
茶
黄
色
に

黒
縞
と
い
う
目
立
っ
た
特
徴
、
実
際
に
毛
皮
が
珍
重
さ
れ
て
い
る
そ
の
美
し
さ
と

い
っ
た
も
の
は
毛
描
き
の
し
甲
斐
が
あ
り
、
み
る
価
値
が
あ
る
わ
け
で
す
。

現
代
で
は
、
絵
は
主
に
美
術
館
で
み
る
も
の
で
す
の
で
、
美
し
さ
、
芸
術
的
な
価

値
、
自
分
の
好
み
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
観
点
で
な
が
め
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
本
来
は
わ
ざ
わ
ざ
注
文
し
て
描
い
て
も
ら
う
わ
け
で

す
か
ら
、
も
う
少
し
具
体
的
に
機
能
と
い
う
も
の
に
対
し
て
期
待
が
あ
っ
た
は
ず
で

す
し
、
絵
は
芸
術
品
と
い
う
よ
り
は
具
体
的
な
意
味
を
も
っ
て
使
わ
れ
る
も
の
で
も

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を
虎
を
描
く
故
事
人
物
図
を
通
し
て
考
え
た
み
た
い
、
そ

う
す
る
こ
と
で
虎
の
絵
の
人
気
の
秘
密
を
考
え
て
み
た
よ
う
な
次
第
で
す
。


