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鳳
凰
と
い
う
鳥
は
ど
の
よ
う
な
鳥
か�

（
巻
末
資
料
①
・
②
―
１
参
照
）

鳳
凰
と
い
う
鳥
が
一
体
何
者
だ
と
い
う
事
は
、
中
々
わ
か
ら
な
い
ん

で
す
。
た
だ
、
孔
雀
の
仲
間
、
あ
る
い
は
セ
イ
ラ
ン
で
は
な
い
か
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
よ
く
御
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
、
セ
イ
ラ

ン
は
多
摩
動
物
園
と
か
、
ズ
ー
ラ
シ
ア
に
い
ま
す
。
い
る
け
れ
ど
も
、

狭
い
所
に
い
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
生
態
が
は
っ
き
り
分
か

ら
な
い
。
本
当
は
孔
雀
の
よ
う
に
羽
を
広
げ
ま
し
て
、
恋
人
に
プ
ロ
ポ

ー
ズ
す
る
有
り
様
が
中
々
、
良
い
も
の
ら
し
い
で
す
よ
。
だ
け
ど
、
私

は
見
た
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
孔
雀
は
非
常
に
サ
ー
ビ
ス
精
神
旺

盛
で
、
私
が
、
野
毛
動
物
園
に
居
ま
す
と
、
近
寄
っ
て
き
て
羽
を
広
げ

て
く
る
く
る
回
っ
て
く
れ
て
、
中
々
サ
ー
ビ
ス
精
神
旺
盛
だ
な
と
思
う

わ
け
で
す
。
意
外
な
こ
と
に
、
恐
ら
く
、
古
代
中
国
に
は
、
孔
雀
も
セ

イ
ラ
ン
も
い
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
孔
雀
も
セ
イ
ラ

ン
も
、
南
の
方
の
鳥
な
ん
で
す
ね
。
陽
の
鳥
、
陰
陽
五
行
で
云
え
ば
、

火
の
鳥
で
あ
り
、
陽
の
鳥
で
あ
り
、
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
な
ど
と
同
じ
よ
う

な
仲
間
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

中
国
の
都
と
い
う
の
は
大
体
北
の
方
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
孔
雀
も
セ

イ
ラ
ン
も
い
る
は
ず
な
い
で
す
ね
。
近
く
の
国
か
ら
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を

通
っ
て
、
献
上
し
た
ら
し
い
の
で
す
よ
。
そ
れ
が
宮
廷
で
飼
わ
れ
た
り
、

逃
げ
出
し
た
り
し
て
中
国
の
北
の
地
域
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
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二
、「
百
年
歌
」
に
つ
い
て

今
年
、
私
は
八
十
歳
に
な
り
ま
し
た
。
昔
、「
百
年
歌
の
研
究
」
と

い
う
の
を
『
成
城
文
藝
』
に
書
い
た
事
が
あ
り
ま
す
。
創
立
八
十
周
年

記
念
特
集
、
そ
れ
に
書
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
百
年
歌
」
と

い
う
も
の
は
非
常
に
面
白
い
も
の
で
、
葬
式
の
時
に
歌
っ
た
も
の
だ
っ

た
。
今
歌
う
か
ど
う
か
は
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
歌
う
非
常

に
声
の
美
し
い
青
年
が
葬
儀
屋
さ
ん
に
雇
わ
れ
た
ん
で
す
ね
。「
百
年

歌
」
に
は
色
々
あ
っ
て
、
例
え
ば
十
歳
く
ら
い
の
も
の
か
ら
、
百
歳
く

ら
い
の
も
の
ま
で
あ
る
し
、
四
十
歳
く
ら
い
か
ら
の
も
の
も
あ
る
。

人
間
と
い
う
も
の
は
、
百
歳
ま
で
は
努
力
す
れ
ば
生
き
ら
れ
る
。
け

れ
ど
も
そ
れ
以
上
は
仙
人
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
仙
人
と
い
う

も
の
は
、
皆
さ
ん
霞
食
っ
て
生
き
て
る
と
思
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、

修
行
の
時
だ
け
な
ん
で
す
。
本
当
の
仙
人
に
な
っ
て
上
仙
に
な
れ
ば
、

美
女
と
一
緒
に
酒
を
呑
ん
で
ご
馳
走
を
食
べ
る
。
こ
れ
が
、
本
当
の
仙

人
の
生
活
な
ん
で
す
。
そ
れ
を
、
我
々
は
霞
を
食
っ
て
暮
ら
し
て
い
る

と
思
っ
て
ま
す
が
、
ち
ょ
っ
と
違
う
ん
で
す
ね
。

私
が
こ
の
学
校
に
勤
め
た
の
は
、
四
十
代
で
す
け
れ
ど
も
ね
、
こ
の

「
百
歳
歌
」
に
よ
る
と
、
四
十
代
と
い
う
の
は
、

四
十
時	

四
十
歳
の
時

體
力
克
壯
志
方
剛	

體
力
い
や
盛
ん
志
ま
さ
に
壯
ん

跨
州
越
郡
還
帝
郷	

州
郡
を
巡
り
功
成
り
都
に
還
る

出
入
承
明
擁
大
璫	

承
明
廬
に
出
入
し
玉
冠
を
ま
と
う

清
酒
漿
炙
奈
樂
何	

	

清
酒
燒
肉
の
樂
し
み
も
（
こ
れ
に
比
べ
り

や
）
何
ほ
ど
も
な
し

清
酒
漿
炙
奈
樂
何	

	

清
酒
燒
肉
の
樂
し
み
も
（
こ
れ
に
比
べ
り

や
）
何
ほ
ど
も
な
し

（
注
）
○
承
明
（
廬
）
―
石
渠
閣
（
図
書
館
）
外
に
あ
り
て
侍
従
の
宿
直
所
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
歌
う
ん
で
す
ね
。
当
人
が
死
ん
で
か
ら
、
こ
う
歌

わ
れ
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
八
十
歳
は
ど
う
か
と
い
う
と
、

八
十
時	

八
十
歳
の
時

明
已
損
目
聰
去
耳	

視
力
す
で
に
失
い
目
し
い
て
し
ま
っ
た

前
言
往
行
不
復
紀	

	

昔
言
っ
た
こ
と
を
も
し
た
こ
と
も
と
ん
と
憶

え
ず

辭
官
致
祿
歸
桑
梓	

	

職
を
辭
し
俸
祿
を
返
上
し
故
郷
へ
歸
る

安
居
駟
馬
入
舊
里	

	

ゆ
っ
た
り
身
を
休
め
四
頭
立
て
馬
車
で
お
國

入
り
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樂
事
告
終
憂
事
始	

	

事
を
樂
し
み
人
生
の
終
り
を
告
げ
死
の
憂
い

が
始
ま
る

こ
ん
な
ふ
う
で
す
。

三
、
鳳
凰
を
研
究
す
る
意
義

な
ぜ
、
鳳
凰
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
研
究
す
る
か
と
い
う
と
、
私

は
、
文
学
作
品
を
読
む
と
い
つ
も
、
出
て
く
る
鳥
や
獣
や
植
物
に
、
非

常
に
興
味
を
持
つ
わ
け
で
す
。
大
概
の
人
は
、
気
に
も
留
め
ず
す
っ
と

通
る
も
の
で
し
ょ
う
。
で
も
私
は
、
も
う
ち
ょ
っ
と
知
り
た
い
、
と
い

う
気
が
す
る
わ
け
で
す
ね
。

鳳
凰
は
鳥
の
王
で
あ
り
、
神
の
鳥
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
中
国
で
は
、

お
そ
ら
く
セ
イ
ラ
ン
と
い
う
鳥
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
孔

雀
と
い
う
説
も
あ
り
、
私
は
孔
雀
の
説
の
方
が
良
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

思
う
ん
で
す
。
セ
イ
ラ
ン
は
あ
ま
り
派
手
な
色
を
し
て
い
な
い
ん
で
す

よ
。
と
こ
ろ
が
、
鳳
凰
は
五
色
だ
と
い
う
ん
で
す
ね
。

私
、
い
ろ
ん
な
鳥
に
色
づ
け
し
て
み
た
ん
で
す
よ
。
こ
う
い
う
色
で

は
な
い
か
と
、
書
い
て
あ
る
通
り
に
色
を
つ
け
て
み
た
ん
で
す
ね
。
三

十
枚
か
四
十
枚
色
づ
け
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
日
は
、
全
部
は
お

見
せ
で
き
ま
せ
ん
ね
。
異
鳥
類
だ
け
で
相
当
あ
る
わ
け
で
す
。

四
、
鳳
凰
と
梧
桐
と
竹
の
実
（
巻
末
資
料
②
参
照
）

こ
れ
（
巻
末
資
料
②
―
１
参
照
）
は
、『
古
今
圖
書
集
成
』
の
鳳
凰

に
色
を
付
け
た
も
の
で
す
。
こ
の
中
に
木
が
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
。
青

い
木
が
、
こ
れ
が
梧
桐
、
つ
ま
り
青
桐
で
す
。

鳳
凰
は
、
梧
桐
に
住
む
と
い
う
。
そ
し
て
、
竹
の
実
を
食
べ
る
と
い

う
ん
で
す
よ
。
皆
さ
ん
竹
の
実
を
食
べ
た
事
あ
り
ま
す
か
。
私
は
食
べ

た
事
が
あ
り
ま
す
。
美
味
し
く
は
な
い
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
皆
さ
ん
今

度
、
ご
自
分
の
家
の
近
く
に
笹
が
生
え
て
い
た
ら
、
注
意
し
て
見
て
く

だ
さ
い
。
花
が
咲
い
て
、
実
を
つ
け
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

を
食
べ
る
わ
け
で
す
。

鳳
凰
が
住
む
と
い
う
梧
桐
は
、
普
通
の
白
桐
と
は
ち
ょ
っ
と
種
類
が

違
う
ん
で
す
よ
ね
。
成
城
の
街
で
も
、
何
軒
か
の
家
の
庭
に
植
え
て
あ

り
ま
す
が
、
青
い
幹
を
鑑
賞
す
る
植
物
な
ん
で
す
。
本
来
は
大
木
な
ん

で
す
ね
。
だ
け
ど
、
日
本
の
街
路
樹
や
ら
、
庭
に
植
え
て
あ
る
も
の
は
、

意
外
に
小
さ
い
も
の
で
す
。

実
が
つ
い
て
、
桐
の
中
で
唯
一
食
べ
ら
れ
る
の
が
梧
桐
だ
と
『
本
草

綱
目
』
な
ど
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
六
月
に
花
が
咲
き
ま
す
か
ら
ね
。

梧
桐
と
鳳
凰
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
、
有
名
な
ん
で
す
。『
詩
経
』
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の
中
に
出
て
い
る
ん
で
す
。
け
れ
ど
も
絵
に
な
っ
た
の
は
極
め
て
新
し

い
ん
で
す
。
明
の
時
代
で
す
。
私
の
狭
い
物
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
明

の
時
代
に
な
ら
な
い
と
出
て
き
ま
せ
ん
。
仇
英
と
か
沈
南
蘋
、
こ
う
い

う
人
が
描
い
て
い
ま
す
。
こ
の
頃
ま
で
、
こ
れ
だ
け
有
名
な
鳳
凰
が
絵

に
描
か
れ
て
な
い
と
い
う
の
は
不
思
議
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら

く
、
絵
描
き
さ
ん
の
感
性
か
ら
す
る
と
、
見
た
事
な
い
も
の
を
絵
に
出

来
な
い
と
い
う
の
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
沈
南
蘋
が
青
桐
に
イ
カ
ル
を
描
い
て
い
る

（
巻
末
資
料
②
―
２
）。
で
す
か
ら
、
鳳
凰
だ
け
が
食
べ
る
わ
け
じ
ゃ
な

い
ん
で
す
よ
。
こ
の
実
は
ね
。

五
、
鳳
凰
と
烏
鳳
（
巻
末
資
料
②
―
２
・
③
参
照
）

た
だ
、
考
古
学
的
に
、
金
石
文
、
石
や
金
属
な
ど
に
記
さ
れ
た
鳳
凰

は
あ
る
ん
で
す
。
古
く
か
ら
。
で
す
か
ら
、
鳳
凰
は
彼
ら
の
認
識
か
ら

す
れ
ば
、
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
は
言
え
る
ん
で
す
ね
。

鳳
凰
の
仲
間
と
い
う
の
が
い
く
つ
か
い
ま
す
。
鸞
鳥
、
セ
イ
ラ
ン
。

そ
れ
か
ら
、
烏
鳳
、
鸚
鵡
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
鸚
鵡
は
群
れ
を

な
し
て
飛
ぶ
で
し
ょ
う
。『
山
海
経
』
な
ど
に
、
出
て
く
る
ん
で
す
よ

ね
。
あ
る
い
は
古
い
文
献
に
、
鳳
凰
が
群
れ
を
な
し
て
飛
ん
で
き
た
と

い
う
ふ
う
に
出
て
く
る
。
三
百
と
か
数
が
多
い
。
け
れ
ど
も
、
鳳
凰
が

こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
い
て
、
飛
ん
だ
か
ど
う
か
ち
ょ
っ
と
疑
問
で
す
よ
。

鸚
鵡
な
ら
分
か
り
ま
す
よ
ね
、
五
色
の
綺
麗
な
鸚
鵡
、
い
ま
す
か
ら
。

だ
か
ら
烏
鳳
と
い
う
の
が
鸚
鵡
の
一
種
と
『
本
草
綱
目
』
の
中
に
書
い

て
あ
る
と
い
う
事
か
ら
考
え
れ
ば
、
納
得
い
く
わ
け
で
す
。

六
、「
禹
貢
」
に
つ
い
て
（
巻
末
資
料
④
参
照
）

資
料
（
巻
末
資
料
④
）
を
見
て
下
さ
い
。
こ
れ
は
「
禹
貢
」
と
い
い

ま
し
て
、
堯
、
舜
、
禹
と
い
う
神
話
上
の
皇
帝
が
い
ま
す
よ
ね
、
こ
の

禹
が
作
ら
せ
た
と
い
う
地
図
で
す
け
れ
ど
も
、
伝
説
上
の
話
で
す
か
ら
、

実
際
に
は
殷
か
周
あ
た
り
に
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

国
の
大
き
さ
は
、
秦
の
始
皇
帝
が
天
下
統
一
す
る
ま
で
あ
ん
ま
り
変
わ

ら
な
い
ん
で
す
よ
ね
、
黒
く
枠
が
書
い
て
あ
る
で
し
ょ
う
、
こ
れ
が

「
禹
貢
」
の
地
図
で
す
。

九
州
の
南
の
方
は
、
中
国
の
領
地
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ

か
ら
、
雲
南
省
も
そ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
青
海
省
も
そ
う
。
新
疆
省
も

中
国
の
領
地
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
事
を
知
っ
て
、『
山
海
経
』
が

書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
は
、
こ
の
「
禹
貢
」
の
時
代
で
あ
る
と
、

私
は
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
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七
、『
山
海
経
』
に
つ
い
て
（
巻
末
資
料
⑤
参
照
）

鳳
凰
の
記
述
が
見
ら
れ
る
『
山
海
経
』
の
本
文
の
釈
文
（
巻
末
資
料

⑤
―
２
）
を
見
て
下
さ
い
。『
山
海
経
』
と
い
う
の
は
ね
、
地
理
書
で

あ
り
、
文
化
地
理
の
書
物
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
に
よ

っ
て
手
を
加
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
経
書
は
、『
論
語
』
と
か
、
あ
あ

い
う
も
の
は
、
本
文
が
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
か
な
い
で
す
ね
。
け
れ
ど

も
『
山
海
経
』
の
場
合
に
は
削
ら
れ
た
り
、
加
え
ら
れ
た
り
し
て
、
そ

れ
で
大
体
、『
三
国
志
』
の
三
国
の
終
わ
っ
た
後
の
晋
の
頃
に
郭
璞

（
Ａ
Ｄ
276
―
324
）
と
い
う
人
が
注
を
つ
け
た
。
そ
れ
が
、
我
々
が
今
見

る
本
文
な
ん
で
す
。
隷
書
で
書
い
て
あ
る
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
が
、

郭
璞
の
注
で
す
。
私
は
こ
う
い
う
も
の
（
巻
末
資
料
⑤
―
２
）
を
百
枚

く
ら
い
作
り
ま
し
た
。
今
日
の
こ
の
資
料
は
最
初
の
二
枚
分
く
ら
い
で

す
。
こ
の
枠
の
中
に
、
甲
と
か
金
と
か
篆
と
か
い
う
の
が
書
い
て
あ
り

ま
す
ね
。
こ
の
順
番
に
、
一
応
、
字
体
を
変
え
て
み
た
。

ま
た
、
こ
の
資
料
に
は
五
体
、
甲
骨
文
字
、
金
文
、
篆
書
、
隷
書
、

楷
書
と
、
五
つ
の
字
体
で
『
山
海
経
』
の
本
文
を
書
い
て
あ
り
ま
す
。

な
ぜ
こ
ん
な
事
を
し
た
か
と
い
い
ま
す
と
、『
山
海
経
』
が
書
か
れ
た

の
が
い
つ
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
程
度
見
当
つ
け
る
意
味
が
あ
っ
た
わ

け
で
す
。

こ
れ
、
私
が
書
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
典
拠
は
ち
ゃ
ん
と
あ
り
ま

す
。
た
だ
、
甲
骨
に
な
い
か
ら
、
甲
骨
以
外
の
時
代
で
書
か
れ
た
か
と

い
う
と
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
で
す
。
つ
ま
り
、
甲
骨
文
字
も
金
文
も
、
ま

だ
研
究
が
完
結
し
て
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
で
す
か
ら
、
無
い
場
合
も
あ

る
。
そ
の
字
が
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。

八
、�

風
と
い
う
字
と
鳳
凰
の
関
係�

（
巻
末
資
料
⑤
―
２
参
照
）

そ
れ
か
ら
、
鳳
凰
の
「
鳳
」
の
字
は
、「
風
」
と
い
う
字
の
親
戚
な

ん
で
す
。「
鳳
」
の
方
が
先
で
、「
風
」
は
後
か
ら
生
ま
れ
た
字
で
す
。

極
楽
鳥
を
今
は
風
鳥
と
言
い
ま
す
ね
。
極
楽
鳥
が
中
国
に
も
た
ら
さ
れ

た
頃
、
お
そ
ら
く
、
甲
骨
時
代
で
し
ょ
う
ね
。
そ
の
頃
に
生
ま
れ
た
字

だ
と
思
う
。
極
楽
鳥
と
い
う
の
は
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
と
か
、
南
の
方
に

居
る
鳥
で
、
西
洋
や
中
国
に
輸
出
さ
れ
て
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
と
き
、

ど
う
も
脚
を
切
っ
て
輸
出
し
て
い
た
ら
し
い
ん
で
す
よ
。
脚
が
無
い
で

し
ょ
、
だ
か
ら
、
一
生
、
空
を
飛
ん
で
る
鳥
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ

こ
か
ら
「
風
」
と
い
う
字
が
生
ま
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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九
、
博
物
学
に
つ
い
て
（
巻
末
資
料
⑥
参
照
）

私
は
、
子
供
の
頃
か
ら
博
物
学
に
物
凄
く
興
味
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。

と
い
う
の
は
、
親
が
い
つ
も
博
物
館
と
か
そ
う
い
う
所
に
連
れ
て
っ
て

く
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
の
を
見
て
い
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ

で
、
極
楽
鳥
の
標
本
、
剥
製
、
皆
さ
ん
の
お
家
に
あ
り
ま
す
か
。
い
や
、

意
外
に
あ
る
ん
で
す
よ
。
子
供
の
頃
の
私
の
家
に
も
、
玄
関
に
飾
っ
て

あ
り
ま
し
た
。
か
つ
て
は
、
東
京
に
来
て
か
ら
の
私
の
部
屋
に
も
オ
オ

フ
ウ
チ
ョ
ウ
の
立
派
な
の
が
飾
っ
て
あ
っ
た
ん
で
す
。

皆
さ
ん
の
お
家
に
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。
博

物
館
に
行
け
ば
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
風
鳥
っ
て
い
う
の
は
種
類
が
多

く
て
、
プ
ロ
ポ
ー
ズ
す
る
時
に
、
踊
っ
た
り
、
跳
ね
た
り
、
色
々
す
る

わ
け
で
す
。

十
、
鳳
凰
と
中
国
と
の
関
係

鳳
凰
は
、
最
初
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
っ
て
入
っ
て
き
た
、
極
楽

鳥
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
や
が
て
は
そ
う
い
う
も
の
が
忘

れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
に
い
る
、
カ
ン
ム
リ
セ
イ

ラ
ン
と
セ
イ
ラ
ン
と
二
種
類
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
も
の
や

ら
、
そ
れ
か
ら
孔
雀
や
ら
が
、
い
ず
れ
も
何
度
か
近
隣
の
国
か
ら
献
上

さ
れ
て
入
っ
て
き
た
。
そ
れ
を
、
上
林
苑
な
ど
の
天
子
の
庭
園
に
放
し

て
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
孔
雀
や
セ
イ
ラ
ン
っ
て
い
う
の

は
我
々
で
も
、
簡
単
に
飼
え
る
ん
で
す
よ
。
鶏
の
餌
が
あ
れ
ば
、
飼
え

る
わ
け
で
す
。
私
の
少
年
時
代
、
戦
争
中
で
す
が
、
孔
雀
を
飼
っ
て
る

人
が
い
ま
し
た
。
羽
を
と
っ
て
、
売
る
ん
で
す
。
意
外
に
も
、
飼
う
気

が
あ
れ
ば
、
孔
雀
と
い
う
の
は
飼
え
る
ん
で
す
ね
。
北
方
で
も
わ
り
に

平
気
で
す
。
で
す
か
ら
、
中
国
で
は
、
逃
げ
出
し
て
野
生
化
し
て
る
の

も
い
る
。

そ
れ
か
ら
、
迷
鳥
、
東
南
ア
ジ
ア
の
方
か
ら
飛
ん
で
来
る
。
そ
う
い

う
の
が
あ
ち
こ
ち
に
来
た
ん
だ
ろ
う
と
。

し
か
し
、
あ
く
ま
で
南
の
鳥
で
す
か
ら
、
北
の
方
に
は
本
来
生
息
し

て
い
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
中
国
で
あ
ち
こ
ち
に
い
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
一
部
は
、
政
治
的
に
困
難
な
時
代
や
、
め
で
た

い
時
に
、
鳳
凰
が
現
れ
た
と
、
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
め
で
た
し
め
で

た
し
と
。
そ
れ
で
年
号
に
も
「
鳳
」
の
字
が
つ
け
ら
れ
た
時
代
が
あ
り

ま
す
ね
（
前
漢
・
元
鳳
（
Ｂ
Ｃ
57
～
54
）。
新
・
天
鳳
（
Ａ
Ｄ
14
～

19
）
等
）。
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十
一
、�『
本
草
綱
目
』
に
つ
い
て�

（
巻
末
資
料
⑦
参
照
）

資
料
（
巻
末
資
料
⑦
）
に
、『
本
草
綱
目
』
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

『
本
草
綱
目
』
の
原
本
は
、
色
々
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
江
戸
時
代

に
出
た
も
の
と
か
も
あ
り
ま
す
。『
本
草
綱
目
』
と
い
う
の
は
、
漢
方

を
扱
う
人
は
使
う
と
思
い
ま
す
が
、
今
の
漢
方
の
人
は
あ
ん
ま
り
使
わ

な
い
で
し
ょ
う
ね
、
博
物
学
の
書
物
で
す
よ
。

『
本
草
綱
目
』
の
話
で
す
が
、
例
え
ば
最
初
の
「
釈
名
」
の
と
こ
ろ

で
、「
羽
蟲
三
百
六
十
の
中
で
鳳
が
そ
の
長
で
あ
る
」
と
書
い
て
あ
る

ん
で
す
け
ど
、
三
百
六
十
ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
本
当
は
。
中
国
の

鳥
は
大
体
千
六
百
く
ら
い
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
迷
鳥
も
入
れ
ま

し
て
ね
。
皆
さ
ん
不
思
議
に
思
う
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
青
海
湖
に

フ
ラ
ミ
ン
ゴ
が
い
る
ん
で
す
よ
。
あ
あ
ゆ
う
の
が
飛
ん
で
く
る
わ
け
で

す
。
い
ろ
ん
な
珍
し
い
鳥
が
中
国
に
は
飛
ん
で
き
て
、
そ
れ
で
、
千
六

百
は
ち
ょ
っ
と
多
め
に
み
て
ま
す
け
ど
、
千
三
百
ぐ
ら
い
が
、
在
来
の

鳥
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
表
現
が
段
々
と
儒
教
的
に
な
っ
て
く
る
ん
で
す
。

「
集
解
」
の
と
こ
ろ
に
も
書
い
て
あ
る
で
し
ょ
う
。「
時
珍
曰
く
、
鳳
は

南
方
の
朱
鳥
で
あ
る
」
と
。
朱
は
、
五
行
の
色
で
す
ね
。「
朱
い
鳥
」

だ
と
云
っ
て
る
ん
で
す
け
ど
、
実
は
ね
、
五
種
類
く
ら
い
の
色
が
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
「
前
は
鴻
に
、
後
は
麟
に
、
頷
は
燕
に
、

喙
は
雞
に
、
頸
は
蛇
に
、
尾
は
魚
に
、
顙
は
鸛
に
、
顋
は
鴛
に
、
文
は

龍
に
」
と
あ
り
ま
す
。
儒
教
の
神
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
色
々
書

く
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
、「
天
下
に
道
あ
れ
ば
あ
ら
は
れ
る
」
と
言
っ

て
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
良
い
政
治
を
す
れ
ば
鳳
凰
が
現
れ
る
と
。

私
ね
、
宮
中
が
相
当
、
操
作
し
て
る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
自
分
の
と
こ

ろ
で
飼
っ
て
る
の
を
放
し
た
り
色
々
し
て
、
人
民
を
操
縦
し
て
る
。
そ

う
い
う
ふ
う
に
思
え
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
で
、
資
料
（
巻
末
資
料
⑦
）
の
上
に
も
書
い
て
あ
り
ま
す
け
ど
、

「
集
成
」
の
六
十
三
っ
て
所
に
、
鳳
凰
の
事
が
書
い
て
あ
る
。
色
ん
な

名
前
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
瑞
鶠
、
鸑
鷟
、
鵷
、
鷫
霜
、
朱
鳥
な
ど
、

色
ん
な
鳳
凰
の
仲
間
が
い
る
と
。
さ
っ
き
言
い
ま
し
た
鸚
鵡
も
、
お
そ

ら
く
鳳
凰
の
一
つ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
人
民
が
ね
、
見
つ
け
ま
し
た
っ
て
言
え
ば
褒
美
貰
え
る
わ

け
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
色
ん
な
事
い
う
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
、
た
だ

言
え
る
こ
と
は
、
大
体
、
孔
雀
形
の
も
の
が
、
鳳
凰
で
す
ね
。
立
派
な

脚
を
し
て
い
ま
す
。
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十
二
、
狩
野
探
幽
の
絵
（
巻
末
資
料
⑧
参
照
）

そ
れ
か
ら
、
鳳
凰
と
孔
雀
と
の
違
い
は
判
り
ま
す
か
。
鳳
凰
の
絵
も

孔
雀
の
絵
も
今
あ
る
ん
で
す
が
、
孔
雀
の
絵
を
見
る
と
、
目
玉
が
羽
に

入
っ
て
る
ん
で
す
よ
。
と
こ
ろ
が
、
鳳
凰
は
入
っ
て
な
い
。
そ
う
い
う

違
い
が
あ
り
ま
す
ね
。

江
戸
時
代
の
絵
描
き
も
、
色
々
な
鳳
凰
を
描
い
て
い
ま
す
。
江
戸
時

代
と
い
う
の
は
、
大
名
が
博
物
学
を
非
常
に
好
ん
で
、
博
物
学
的
な
絵

を
収
集
す
る
ん
で
す
。

こ
う
い
う
よ
う
な
絵
（
巻
末
資
料
⑧
―
１
）
を
多
く
描
い
て
る
ん
で

す
よ
。
見
た
よ
う
な
事
を
描
い
て
る
。
実
際
見
た
こ
と
な
い
ん
で
す
け

ど
ね
。

狩
野
探
幽
っ
て
い
う
人
い
ま
す
ね
、
江
戸
初
期
の
幕
府
の
御
用
絵
師

で
す
。
こ
の
人
の
描
い
た
絵
が
か
な
り
強
く
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

狩
野
探
幽
の
絵
を
一
番
見
や
す
い
の
は
、
日
光
の
東
照
宮
で
す
。
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
こ
の
絵
は
、
色
を
付
け
た
も
の
で
す
け
ど
、
こ
れ
は
、

明
の
沈
南
蘋
、
仇
英
な
ど
の
絵
に
描
い
た
も
の
を
も
と
に
、
色
付
け
し

て
る
よ
う
で
す
ね
。

例
え
ば
現
代
の
画
家
、
明
治
大
正
の
画
家
で
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ

り
梧
桐
、
青
桐
と
鳳
凰
を
描
い
て
い
ま
す
ね
。
た
だ
し
、
古
い
絵
に
は
、

青
桐
と
鳳
凰
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
っ
て
、
本
当
に
無
い
ん
で
す
よ
。

例
え
ば
、
故
宮
博
物
院
と
か
ね
、
そ
う
い
う
所
の
も
の
を
見
て
も
、
全

然
出
て
き
ま
せ
ん
。
画
集
を
見
ま
し
て
も
ね
。
で
す
か
ら
、
青
桐
と
鳳

凰
と
を
組
み
合
わ
せ
た
絵
は
、
案
外
新
し
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す

ね
。こ

れ
は
、
官
女
を
描
い
た
も
の
（
巻
末
資
料
⑧
―
３
）
で
す
。
青
桐

が
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
清
朝
の
頃
の
絵
な
ん
で
す
け
ど
ね
。
仕
女
、

女
官
の
こ
と
を
仕
え
る
女
と
い
う
ん
で
す
け
ど
、
仕
女
の
絵
に
出
た
り

し
て
ま
す
。
も
う
一
つ
仇
英
の
絵
（
巻
末
資
料
⑧
―
３
）、
こ
れ
青
い

鳳
凰
で
す
。
ま
た
こ
れ
は
、
日
光
東
照
宮
の
も
の
（
巻
末
資
料
⑧
―

１
）
で
す
。
狩
野
探
幽
と
関
り
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
狩
野
探
幽
の
も
の
（
巻
末
資
料
⑧
―
１
）
な
ん
で
す
け
ど
ね
、

こ
れ
は
明
ら
か
に
、
沈
南
蘋
の
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
倣
っ
て
る
ん

で
す
よ
。
大
体
こ
れ
が
日
本
人
の
鳳
凰
の
絵
の
典
型
で
す
。
そ
れ
で
、

皆
さ
ん
が
鳳
凰
と
い
う
の
が
、
一
番
頭
に
あ
る
の
は
、
宇
治
の
平
等
院

の
あ
の
鳳
凰
（
巻
末
資
料
⑧
―
２
）
で
す
よ
ね
。
こ
れ
は
孔
雀
で
し
ょ

う
な
、
ま
る
で
。
け
れ
ど
も
、
孔
雀
と
違
う
の
は
、
目
玉
が
な
い
と
い

う
事
で
す
。
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（
注
）
後
世
の
絵
に
は
孔
雀
の
影
響
も
あ
り
、
羽
の
先
端
に
目
の
入
っ
た
鳳

凰
も
あ
る
。

十
三
、�
鳳
凰
を
意
匠
と
し
た
も
の�

（
巻
末
資
料
⑨
参
照
）

鳳
凰
の
意
匠
を
、
製
品
化
し
た
も
の
っ
て
い
う
と
、
硯
、
墨
、
鏡
、

鏡
は
有
名
で
す
ね
。

「
龍
鳳
凰
」
っ
て
い
う
形
と
、
鳳
凰
だ
け
の
も
の
が
あ
っ
て
、
虎
と

鳳
凰
の
組
み
合
わ
せ
っ
て
い
う
の
は
な
い
で
す
。
あ
ま
り
に
も
、
不
似

合
い
な
ん
で
す
よ
ね
。
鳳
凰
っ
て
い
う
の
は
女
王
で
す
か
ら
ね
、
そ
う

い
う
意
味
で
は
、
龍
と
鳳
凰
の
組
み
合
わ
せ
、
下
に
龍
が
い
て
、
上
に

鳳
凰
が
飛
ん
で
る
っ
て
い
う
意
匠
の
も
の
が
合
う
。
と
い
う
事
で
す
ね
。

こ
の
墨
は
、
現
代
お
土
産
墨
で
も
見
ら
れ
る
も
の
で
す
が
、
鳳
凰
の

図
の
入
っ
た
墨
で
す
。「
龍
鳳
呈
祥
」
つ
ま
り
、
龍
と
鳳
凰
と
が
瑞
祥

を
提
供
す
る
、
縁
起
の
い
い
図
柄
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
墨
の
一

つ
の
タ
イ
プ
な
ん
で
す
ね
。
ず
い
ぶ
ん
古
く
か
ら
あ
り
ま
す
。
明
の
頃

か
ら
少
な
く
と
も
あ
る
。

こ
の
墨
は
、
二
羽
の
鳳
凰
が
向
き
合
っ
て
い
ま
す
。
中
国
の
墨
を
磨

っ
た
ら
皆
さ
ん
の
上
等
な
硯
が
傷
だ
ら
け
に
な
り
ま
す
。
現
代
の
中
国

の
墨
を
磨
る
時
に
は
、
そ
れ
専
用
の
硯
を
私
は
使
う
ん
で
す
。
駝
基
島

硯
と
い
う
の
が
あ
っ
て
ね
。
こ
れ
は
も
う
、
ざ
ら
ざ
ら
の
、
こ
う
い
う

墨
で
も
磨
れ
ま
す
。
歙
州
硯
も
使
え
ま
す
け
ど
ね
、
傷
が
つ
き
ま
す
。

じ
ゃ
り
じ
ゃ
り
音
が
し
ま
す
。
明
の
頃
の
は
、
品
格
が
あ
り
ま
す
。
字

が
も
っ
と
良
い
で
す
。

鳳
凰
を
自
分
の
町
の
シ
ン
ボ
ル
に
し
て
る
所
っ
て
、
今
少
な
い
ん
で

す
よ
。
龍
が
多
い
で
す
。
皆
さ
ん
の
中
で
、
中
国
の
三
峡
下
り
や
っ
た

こ
と
が
あ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
三
峡
を
下
っ
て
き

ま
す
と
、
武
漢
に
着
き
ま
す
。
武
漢
の
シ
ン
ボ
ル
は
鳳
凰
な
ん
で
す
よ
。

と
っ
て
も
珍
し
い
。
勘
違
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
、
武
漢
で
何

度
も
鳳
凰
の
作
り
物
を
見
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

鳳
凰
と
い
う
鳥
が
ど
ん
な
も
の
か
、
イ
メ
ー
ジ
を
掴
め
た
ほ
う
が
、

文
学
を
読
む
の
に
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
、

白
鳥
と
い
う
鳥
も
、
テ
レ
ビ
に
よ
く
映
っ
て
る
け
れ
ど
、
側
で
よ
く
見

た
こ
と
あ
り
ま
す
か
。
私
が
内
閣
文
庫
に
本
を
見
に
行
っ
て
る
と
き
、

す
ご
い
音
が
し
た
ん
で
す
よ
。
何
か
と
思
っ
た
ら
、
池
か
ら
白
鳥
が
飛

び
上
が
っ
て
、
道
路
に
わ
ー
っ
と
降
り
た
ん
で
す
。
物
凄
い
音
で
す
。

そ
れ
で
車
が
全
部
と
ま
っ
て
、
動
け
な
く
な
っ
た
。
白
鳥
っ
て
、
見
た

と
こ
ろ
は
優
雅
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
側
で
見
る
と
ご
っ
つ
く
て
怖

い
で
す
よ
。
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十
四
、�

風
鳥
（
極
楽
鳥
）・
セ
イ
ラ
ン
（
青
鸞
）・�

孔
雀
の
鳴
き
声
（
巻
末
資
料
⑦
参
照
）

『
本
草
綱
目
』
に
は
、
桐
の
木
の
桐
（
白
桐
）
と
梧
桐
を
描
い
て
い

る
ん
で
す
よ
。
白
い
桐
も
梧
桐
も
、
山
東
省
辺
り
に
た
く
さ
ん
生
え
て

る
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
で
楽
器
を
作
る
わ
け
で
す
。
雅
楽
、
つ
ま
り
中

国
の
音
楽
の
音
階
の
も
と
に
な
っ
た
の
が
、
孔
雀
の
鳴
き
声
と
か
、
セ

イ
ラ
ン
、
鳳
凰
な
ど
、
色
ん
な
鳥
の
鳴
き
声
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
と
っ

て
も
良
い
声
、
と
は
思
わ
な
い
ん
だ
け
ど
、
皆
さ
ん
は
孔
雀
の
声
を
聞

い
た
事
が
あ
り
ま
す
か
。
私
は
い
つ
も
録
音
し
よ
う
と
思
う
ん
だ
け
ど
、

し
よ
う
と
思
う
時
に
鳴
い
て
く
れ
な
い
ん
で
す
。
と
ん
で
も
な
い
時
に

わ
ー
っ
と
鳴
く
わ
け
で
す
。
そ
の
孔
雀
の
声
は
、
破
裂
音
で
す
。
ち
ょ

う
ど
雅
楽
の
、
ぐ
わ
ー
ん
っ
て
い
う
物
凄
い
音
と
同
じ
で
す
。
こ
の
孔

雀
の
鳴
き
声
が
笙
と
か
、
そ
う
い
う
楽
器
の
音
の
元
に
な
っ
て
い
ま
す
。

今
度
、
機
会
が
あ
っ
た
ら
雅
楽
を
聴
い
て
み
て
下
さ
い
。
宮
内
庁
で
も

や
っ
て
る
。
鳳
凰
や
孔
雀
の
鳴
き
声
を
、
手
本
に
し
て
作
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
演
奏
を
や
る
と
、
孔
雀
や
ら
鳳
凰
が
寄
っ
て
く
る
と
、
そ
う
い
う

ふ
う
に
書
か
れ
て
ま
す
ね
。

資
料
（
巻
末
資
料
⑦
）
の
『
本
草
綱
目
』
の
記
述
を
見
ま
す
と
、

「
釈
名
」
に
「
赤
多
き
も
の
が
鳳
で
あ
っ
て
、
青
多
き
も
の
は
鸞
、
黄

多
き
も
の
は
鵷
、
紫
多
き
も
の
は
鸑
鷟
、
白
多
き
も
の
は
鷫
霜
」
と
あ

り
ま
す
。
こ
の
『
国
訳
本
草
綱
目
』
と
い
う
本
は
戦
前
に
出
て
、
戦
後

も
出
た
ん
で
す
け
ど
ね
、
戦
後
版
は
新
し
い
学
者
が
加
わ
っ
て
、
少
し

注
釈
が
増
え
ま
し
た
ね
。
そ
こ
に
和
名
と
し
て
「
ほ
う
わ
う
じ
や
く
」

と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
鳳
凰
の
モ
デ
ル
だ
か
ら
、「
ほ
う
わ

う
じ
や
く
」
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
で
も
、
私
は
動
物
学
的
に
ち
ょ
っ
と

疑
問
に
思
う
事
が
あ
り
ま
す
。

資
料
（
巻
末
資
料
①
・
⑥
・
⑧
―
２
）
に
孔
雀
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ

の
絵
を
見
る
と
、
羽
に
目
が
あ
る
の
と
な
い
の
と
で
、
孔
雀
と
鳳
凰
を

は
っ
き
り
区
別
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

（
注
）
鳥
の
鳴
き
声
が
聞
け
る
資
料
と
し
て
、
以
下
の
も
の
を
参
照
。

	

レ
ス
・
レ
ベ
ツ
キ
ー
文
『
世
界
の
野
鳥
』　

コ
ー
ネ
ル
大
学
鳥
類

学
研
究
所
。
日
本
版
二
〇
〇
八　

講
談
社
。
ア
カ
カ
ザ
リ
フ
ウ
チ

ョ
ウ
（
１
９
７
）。
カ
ッ
シ
ョ
ク
コ
ク
ジ
ャ
ク
（
１
２
８
）。
セ
イ

ラ
ン
（
１
２
９
）
の
鳴
声
収
録
。

十
五
、「
花
鳥
画
」
に
つ
い
て

考
古
学
的
な
も
の
を
お
見
せ
し
た
い
と
思
っ
て
、
中
国
の
こ
の
「
花

鳥
画注

」
を
持
っ
て
き
ま
し
た
。
実
は
、
考
古
学
上
の
金
石
の
も
の
を
集
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め
た
本
っ
て
い
う
の
が
出
て
る
ん
で
す
よ
。

束
帯
に
つ
け
る
帯
の
飾
り
に
も
、
鳳
凰
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
の

が
、
古
い
時
代
、
殷
と
か
、
そ
う
い
う
時
代
に
、
す
で
に
も
う
あ
る
。

と
い
う
事
は
、
鳳
凰
の
認
識
っ
て
い
う
の
は
こ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
が
い
え
ま
す
。
鳳
凰
の
図
像
は
、
金
石
文
の
中
に
は
た
く

さ
ん
あ
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
鳳
凰
っ
て
い
う
も
の
は
、
古
代
の
絵

画
に
は
あ
ま
り
描
か
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
金
石
な
ど
に
彫
ら
れ
た

も
の
、
殷
の
、
そ
う
い
う
も
の
に
は
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
よ
。

（
注
）	「
花
鳥
画
」
に
つ
い
て
は
（
巻
末
資
料
⑧-
４
）
参
照
。
そ
の
他
参
考

文
献
に
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

１
、	

佘
城
『
中
國
的
花
鳥
畫
』
中
華
民
国
一
九
八
七
・
四　

行
政
院

文
化
建
設
委
員
会

２
、
濮
安
國
『
中
國
鳳
紋
圖
集
』
一
九
八
七
・
十
二　

香
港
萬
里
書

店

３
、	

張
道
一
『
中
国
図
案
大
系
一
～
六
』
一
九
九
三
・
七　

山
東
美

術
出
版
社

４
、『
原
色
日
本
の
意
匠
』
13
『
吉
祥
』
昭
和
六
十
一
年
（
一
九
八

六
）
六
・
十
六　

京
都
書
院

十
六
、
異
鳥
図
（
巻
末
資
料
⑩
参
照
）

資
料
（
巻
末
資
料
⑩
―
１
）
は
す
べ
て
、
学
問
的
根
拠
に
よ
っ
て
、

色
付
け
し
た
ん
で
す
よ
。

異
鳥
と
い
う
の
は
、
め
ず
ら
し
い
鳥
っ
て
い
う
事
で
、
ヘ
ン
テ
コ
な

鳥
っ
て
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
。
め
ず
ら
し
い
鳥
で
す
。
人
の
顔
し
た
の

と
か
ね
。
人
の
顔
し
た
の
は
、
大
体
梟
で
す
。
ミ
ミ
ヅ
ク
。
人
面
鳥
っ

て
い
う
も
の
で
す
。

資
料
（
巻
末
資
料
⑩
―
２
）
に
見
え
る
の
が
明
の
頃
の
『
山
海
経
』

の
図
録
の
挿
絵
に
色
を
付
け
た
も
の
で
す
。
こ
れ
が
鳳
凰
で
す
。
槍
を

持
っ
て
る
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
絵
が
『
山
海
経
』
に
出
て
く
る
わ
け

で
す
。
け
れ
ど
も
、
さ
っ
き
申
し
上
げ
た
よ
う
に
古
い
絵
が
無
い
ん
で

す
よ
。
宋
に
遡
っ
た
よ
う
な注

。
だ
か
ら
金
石
の
中
に
あ
る
も
の
で
、
想

像
す
る
事
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

そ
の
次
、
こ
れ
も
鳳
凰
の
一
種
。
こ
れ
が
楽
鳥
、
つ
ま
り
極
楽
鳥
で

し
ょ
う
ね
き
っ
と
。
そ
れ
で
こ
っ
ち
が
、
鸑
鷟
で
す
。
資
料
（
巻
末
資

料
⑩‒

２
）
の
下
に
見
え
る
の
が
、
鳥
鼠
同
穴
つ
ま
り
、
鳥
と
鼠
、
鼠

は
リ
ス
の
一
種
で
す
け
ど
、
同
じ
巣
穴
で
暮
ら
し
て
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
本
当
に
い
る
そ
う
で
す
。
お
互
い
に
、
自
分
の
利
益
の
為
に
一
緒

に
住
ん
で
る
ん
で
す
。
今
も
鳥
鼠
山
と
い
う
山
が
あ
り
ま
す
。

資
料
（
巻
末
資
料
⑩
―
２
）
の
上
に
見
え
る
の
が
、
セ
イ
ラ
ン
で
す
。

セ
イ
ラ
ン
も
孔
雀
と
同
じ
よ
う
に
羽
を
広
げ
て
、
そ
れ
で
雌
に
呼
び
か

け
る
ん
で
す
け
ど
、
雌
は
知
ら
ん
顔
し
て
ま
す
ね
。
動
物
園
な
ん
か
を

見
て
も
ね
。
側
に
来
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
気
に
入
ら
な
け
れ
ば
、
ふ
い
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っ
と
す
ぐ
行
っ
ち
ゃ
い
ま
す
ね
。

人
間
も
そ
う
で
し
ょ
う
ね
、
男
の
人
が
い
っ
ぱ
い
手
を
尽
く
し
て
も
、

そ
れ
を
嫌
だ
と
思
う
女
性
は
そ
っ
ぽ
向
い
て
ス
ー
ッ
と
ど
っ
か
行
っ
ち

ゃ
い
ま
す
。

鳥
に
よ
っ
て
は
、
雄
に
訓
練
ま
で
し
ま
す
ね
。
訓
練
で
す
よ
。
雄
が

訓
練
さ
れ
る
。
雌
っ
て
い
う
の
は
強
い
ん
で
す
ね
や
っ
ぱ
り
。
な
ぜ
訓

練
す
る
か
と
い
う
と
、
自
分
の
子
孫
を
守
る
た
め
に
は
、
強
く
な
い
と

困
る
。
そ
う
い
う
理
由
で
、
色
々
訓
練
す
る
ん
で
す
よ
。
こ
う
い
う
事

も
あ
る
程
度
知
っ
て
お
い
た
ほ
う
が
、
文
学
を
理
解
す
る
に
は
良
い
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

資
料
（
巻
末
資
料
③
）
で
す
が
、
下
に
鸚
鵡
が
い
ま
す
ね
。
烏
鳳
は
、

実
は
オ
カ
メ
イ
ン
コ
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
オ
カ
メ
イ
ン
コ
っ
て
知

っ
て
ま
す
か
。
日
本
に
ず
い
ぶ
ん
飼
わ
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。
飼
い
鳥
と

し
て
。
頭
に
冠
が
あ
り
ま
す
ね
、
オ
カ
メ
イ
ン
コ
は
。
鳳
凰
の
仲
間
だ

か
ら
、
冠
が
必
要
。
セ
イ
ラ
ン
も
、
カ
ン
ム
リ
セ
イ
ラ
ン
と
普
通
の
セ

イ
ラ
ン
が
い
ま
す
。

（
注
）	

資
料
②
―
１
『
爾
雅
音
図
』
参
照
。
鳳
凰
の
表
情
は
清
代
風
で
あ
る

が
鳳
凰
と
梧
桐
図
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
は
古
い
例
で
あ
る
。

十
七
、�

現
代
の
『
山
海
経
』
本
文�

（
巻
末
資
料
⑤
―
１
参
照
）

『
山
海
経
』
の
う
ち
で
最
初
に
出
来
た
部
分
は
、
最
初
の
五
巻
で
す
。

南
山
経
、
西
山
経
、
北
山
経
、
東
山
経
、
中
山
経
、
そ
う
い
う
五
つ
の

部
分
、
五
蔵
山
経
で
す
ね
。
今
の
『
山
海
経
』
は
十
八
巻
で
す
か
ら
、

十
三
巻
は
海
経
と
い
っ
て
、
お
お
よ
そ
外
国
の
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
あ
、
国
内
の
も
の
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
け
ど
ね
、
つ
ま
り
、
領
土

が
ど
ん
ど
ん
広
く
な
っ
て
、
ど
こ
ま
で
、
い
つ
の
も
の
か
は
っ
き
り
し

な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
五
蔵
山
経
と
、
そ
れ
か

ら
、
海
経
十
三
巻
が
加
わ
る
、
っ
て
い
う
の
が
大
体
今
の
『
山
海
経
』

っ
て
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
ね
。

ま
だ
ま
だ
、
私
の
言
い
た
い
事
は
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
ろ
そ

ろ
時
間
の
よ
う
で
す
ね
。
要
す
る
に
、
文
学
と
い
う
も
の
は
博
物
誌
の

宝
庫
な
ん
で
す
よ
。
で
す
か
ら
、
色
ん
な
作
品
を
読
ん
だ
と
き
、
ち
ょ

っ
と
注
意
し
て
、
作
品
に
出
て
く
る
も
の
に
目
を
つ
け
る
の
が
良
い
ん

じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

最
後
に
録
音
か
ら
起
し
成
稿
し
て
下
さ
っ
た
編
集
担
当
の
廣
川
達
也

さ
ん
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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（
と
ち
お
・
た
け
し　

成
城
大
学
名
誉
教
授
）

＊
本
講
演
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
二
日
（
土
）
成
城
国
文
学
会
年
度

大
会
で
の
特
別
講
演
を
録
音
か
ら
起
し
成
稿
し
た
も
の
で
す
。
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