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に

　絵
画
と
一
口
に
言
っ
て
も
様
々
で
あ
る
。
猛
々
し
い
山
々
が
描
か
れ
て
い
る
水
墨

画
、
掛
け
軸
に
描
か
れ
る
静
か
な
情
景
、
今
に
も
動
き
出
し
そ
う
に
精
巧
に
描
か
れ

た
油
絵
、
庶
民
の
中
で
生
ま
れ
た
浮
世
絵
。
数
々
あ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
中
で
も
浮
世
絵

は
独
特
な
様
式
を
備
え
て
い
る
。
版
画
と
い
う
形
式
が
主
流
で
あ
り
、
版
元
の
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
の
も
と
絵
師
・
彫
師
・
摺
師
ら
多
く
の
職
人
が
関
わ
り
一
つ
の
作
品
を
作

り
上
げ
る
。
庶
民
の
娯
楽
の
対
象
で
あ
っ
た
浮
世
絵
は
江
戸
時
代
大
い
に
流
行
り
、

多
く
の
浮
世
絵
師
た
ち
が
活
躍
し
た
。
こ
れ
ま
で
鎖
国
下
の
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
で
発

展
し
た
浮
世
絵
は
浮
世
絵
な
ら
で
は
の
描
き
方
、
色
使
い
等
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
と

さ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
は
、
モ
ネ
や
ゴ
ッ
ホ
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
印
象
派
画
派
た
ち
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
1
。

　浮
世
絵
師
の
中
で
も
江
戸
時
代
後
期
に
活
躍
し
た
歌
川
国
芳
は
特
に
奇
抜
な
画
風

で
知
ら
れ
て
い
る
。
国
芳
の
作
品
に
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
画
風
で
描
か
れ
て
い
る
も

の
も
多
く
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
西
洋
絵
画
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
も

研
究
者
ら
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
近
年
、勝
盛
典
子
氏
に
よ
っ
て『
東

西
海
陸
紀
行
』
か
ら
国
芳
作
品
に
転
用
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
、
国
芳
が
利

用
し
て
い
た
具
体
的
な
西
洋
図
版
類
に
注
目
が
集
ま
り
、
以
降
も
研
究
が
進
ん
で
い

る
2
。　本

稿
で
は
勝
盛
氏
ら
の
先
行
研
究
に
学
び
な
が
ら
歌
川
国
芳
の
浮
世
絵
に
見
ら
れ

る
海
外
の
影
響
に
注
目
し
て
い
く
。
そ
の
際
、
近
年
の
研
究
に
お
い
て
西
洋
か
ら
の

影
響
が
大
き
く
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
重
視
さ
れ
て
い
な
い
中

国
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
い
。
以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
一
章
に

お
い
て
は
歌
川
国
芳
と
い
う
人
物
と
国
芳
が
生
き
た
時
代
に
行
わ
れ
た
出
版
統
制
に

つ
い
て
説
明
す
る
。
二
章
で
は
江
戸
時
代
に
お
け
る
外
交
関
係
を
大
庭
脩
氏
の
研
究

を
も
と
に
中
国
と
の
貿
易
関
係
、
輸
入
書
籍
類
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
北

斎
の
資
料
か
ら
見
え
る
オ
ラ
ン
ダ
と
の
関
係
に
つ
い
て
新
出
史
料
を
も
と
に
指
摘
す

る
。
三
章
で
は
国
芳
作
品
に
見
え
る
海
外
の
影
響
と
し
て
、
蘭
書
や
中
国
の
図
録
類

を
紹
介
し
、
最
後
に
日
本
に
は
生
息
し
て
い
な
い
象
の
描
か
れ
方
の
変
遷
に
つ
い
て

象
が
描
か
れ
た
絵
画
資
料
を
使
い
考
察
し
て
い
く
。

292

（1）



3

歌川国芳の浮世絵にみる海外の影響

第
二
節

　
歌
川
国
芳
に
つ
い
て

　

　歌
川
国
芳
は
江
戸
時
代
後
期
に
活
躍
し
た
浮
世
絵
師
で
、
武
者
絵
や
美
人
画
の
他

に
も
奇
抜
で
滑
稽
な
風
刺
画
や
戯
画
な
ど
、
様
々
な
ア
イ
デ
ィ
ア
と
技
術
に
富
ん
だ

奇
想
な
作
品
を
数
多
く
残
し
て
い
る
。
特
に
武
者
絵
を
得
意
と
し
、
人
物
に
描
か
れ

た
刺
青
が
江
戸
中
で
流
行
る
ほ
ど
人
気
で
あ
っ
た
7
。
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
限
っ
て

も
国
芳
関
係
の
出
版
物
は
百
点
以
上
に
も
の
ぼ
り
、
展
覧
会
等
も
多
く
開
催
さ
れ
て

お
り
、
現
在
で
も
そ
の
人
気
は
衰
え
な
い
。
そ
ん
な
歌
川
国
芳
と
い
う
人
物
に
つ
い

て
飯
島
虚
心
が
著
し
た
『
歌
川
列
伝
』
の
歌
川
国
芳
の
項
を
参
考
に
し
な
が
ら
説
明

し
て
い
く
8
。

　寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
十
一
月
に
江
戸
銀
座
一
丁
目
に
生
ま
れ
、
幼
名
を
芳
三

郎
と
い
っ
た
。
十
三
歳
の
時
、「
偶
鍾
馗
劍
を
提
ぐ
る
の
図
」
を
描
き
、
そ
れ
が
素

晴
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
の
で
周
囲
は
驚
き
、そ
の
絵
が
一
代
目
豊
国
の
目
に
留
ま
り
、

豊
国
の
弟
子
と
な
っ
た
。

　文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
頃
に
「
平
知
盛
の
亡
霊
」「
大
山
良
辨
が
瀧
」
等
三
枚

続
き
の
錦
絵
を
描
き
、
人
気
と
な
り
名
前
が
知
れ
渡
る
。
こ
れ
を
機
に
、
地
本
問
屋

の
川
口
長
蔵
等
が
俳
優
の
似
顔
絵
を
注
文
し
た
が
、
豊
国
や
国
貞
が
流
行
っ
て
い
た

た
め
、国
芳
の
似
顔
絵
は
人
気
が
出
な
か
っ
た
。
国
芳
は
こ
れ
を
受
け
て
憤
然
と
し
、

更
に
画
法
の
研
究
に
励
み
、
豊
国
の
門
人
と
い
う
立
場
に
驕
ら
ず
、
密
か
に
北
斎
や

春
亭
も
慕
い
、
良
い
と
こ
ろ
を
自
分
の
画
法
に
も
取
り
入
れ
た
。
葛
飾
北
斎
の
門
人

で
虚
心
と
も
交
流
の
あ
っ
た
露
木
孔
彰
氏
に
よ
る
と
、
国
芳
が
「
独
楽
廻
し
竹
澤
藤

治
」
の
絵
看
板
を
描
く
と
き
に
北
斎
の
門
人
で
あ
る
大
塚
道
菴
を
雇
い
、
道
菴
に
北

斎
に
会
わ
せ
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
と
い
う
。北
斎
は
会
う
こ
と
を
許
し
て
く
れ
た
が
、

歌
川
門
人
の
国
芳
の
画
風
が
葛
飾
風
に
な
ら
な
い
た
め
に
も
頻
繁
に
会
う
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。

　文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
の
頃
、
水
滸
伝
百
八
人
の
中
五
人
を
描
き
発
行
し
た
と

こ
ろ
、
こ
れ
が
大
ヒ
ッ
ト
し
国
芳
の
名
前
が
売
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
水
滸
伝

は
文
化
文
政
年
間
に
大
い
に
流
行
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
後
追
次
出
版
し
て
百
八
人

を
描
き
切
っ
た
。
そ
し
て
二
年
後
の
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
に
山
東
京
山
の
稗

史
水
滸
伝
の
初
編
か
ら
六
篇
ま
で
の
挿
絵
を
描
き
、
そ
の
後
次
々
と
出
版
し
嘉
永
四

年
に
二
十
篇
を
描
き
あ
げ
た
。

　天
保
初
年
に
勝
川
春
英
の
狂
画
を
慕
い
、
狂
画
を
描
き
そ
れ
が
大
い
に
流
行
る
。

（「
荷
宝
蔵
壁
の
む
だ
が
き
」
な
ど
）

　天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
は
、
役
者
絵
は
国
貞
、
武
者
絵
は
国
芳
と
の
世
評
が

高
か
っ
た
。
同
年
、
錦
絵
改
革
の
厳
令
が
出
た
が
、
武
者
絵
を
得
意
と
し
て
い
た
国

芳
は
困
窮
す
る
ま
で
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。

　天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
に
時
世
を
諷
じ
た
判
じ
絵
で
あ
る
「
源
頼
光
の
病
床

に
あ
り
て
、
百
鬼
に
悩
ま
さ
る
る
の
図
」
を
出
版
し
、
幕
府
に
詰
問
さ
れ
る
が
う
ま

く
言
い
逃
れ
て
罪
に
は
問
わ
れ
な
か
っ
た
。
反
骨
精
神
の
強
い
江
戸
庶
民
は
こ
の
絵

を
好
み
非
常
に
流
行
っ
た
。
こ
の
絵
の
ブ
ー
ム
に
乗
っ
か
り
堀
江
町
の
久
太
郎
と
い

う
人
が
絵
草
紙
屋
櫻
井
安
兵
衛
と
謀
り
、
こ
の
絵
を
本
に
し
て
発
行
し
た
と
こ
ろ
、

改
め
を
受
け
な
か
っ
た
た
め
版
元
等
皆
罰
せ
ら
れ
た
、
と
い
う
よ
う
な
事
件
も
起

こ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
い
か
に
国
芳
の
風
刺
画
が
人
気
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が

伺
え
る
。

　嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
大
津
絵
等
を
発
行
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
時
世
を

諷
じ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
れ
て
し
ま
い
発
売
を
禁
じ
ら
れ
、
国
芳
と
版
元

は
そ
れ
ぞ
れ
過
料
を
取
ら
れ
た
。

　安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
ご
ろ
に
病
に
か
か
っ
た
と
さ
れ
、
筆
致
の
硬
化
が
み
ら

れ
る
が
、そ
れ
で
も
源
氏
物
語
の
巻
名
に
擬
え
た
伝
説
や
武
者
絵
の
「
和
漢
準
源
氏
」

等
を
手
掛
け
て
お
り
、ま
だ
ま
だ
活
躍
は
し
て
い
た
が
、翌
年
の
安
政
三
年
か
ら
徐
々

に
以
前
の
よ
う
に
細
筆
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
出
版
作
品
数
も
減
り
始
め

た
9
。
安
政
五
年
以
降
は
弟
子
の
手
を
借
り
な
が
ら
描
い
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
そ

し
て
文
久
元
年
に
六
十
五
歳
で
自
宅
に
て
亡
く
な
っ
た
。
二
人
の
子
供
が
い
て
、
ど

ち
ら
も
女
で
あ
っ
た
が
、
国
芳
は
遺
言
と
し
て
「
お
め
え
た
ち
の
う
ち
で
万
一
お
れ

の
名
を
つ
ぐ
者
が
出
た
ら
勘
当
は
勿
論
、
七
日
た
た
ぬ
内
に
化
け
て
出
て
喰
い
殺
す

か
ら
そ
う
思
え
」
と
言
い
残
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

　こ
こ
ま
で
国
芳
の
経
歴
を
確
認
し
た
が
、次
に
人
物
像
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

先
ほ
ど
の
遺
言
か
ら
、
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
江
戸
っ
子
気
質
が
伺
え
る
。
国
芳
は
、
着

る
物
は
ど
て
ら
に
三
尺
帯
を
し
め
て
、
堅
苦
し
い
恰
好
は
好
ま
ず
、
稼
い
だ
賃
金
は

貰
っ
た
そ
の
日
の
う
ち
に
使
い
切
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
火
事
が
好
き
で
、
出
火

が
あ
る
た
び
に
行
っ
て
は
消
火
を
手
伝
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
残
っ
て
お
り
、

ま
さ
に
典
型
的
な
江
戸
っ
子
で
あ
る
。
絵
草
子
問
屋
に
よ
る
と
、
国
芳
は
昔
か
ら
吉

原
に
よ
く
行
っ
て
お
り
、
一
か
月
の
う
ち
半
月
は
そ
こ
に
お
り
、
妓
楼
か
茶
屋
で
絵
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第
一
章

　
江
戸
時
代
後
期
の
浮
世
絵
界
と
国
芳

第
一
節

　
江
戸
時
代
後
期
の
浮
世
絵
と
出
版
統
制

　国
芳
に
つ
い
て
見
て
い
く
前
に
本
節
で
は
、
国
芳
が
活
躍
し
た
江
戸
時
代
後
期
の

浮
世
絵
界
お
よ
び
幕
府
の
出
版
統
制
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

　浮
世
絵
は
そ
の
画
題
が
浮
世
の
風
俗
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
そ
う
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
、
庶
民
の
絵
画
と
し
て
発
展
し
た
。
初
め
は
版
画
で
は
な
く
肉
筆
で

描
か
れ
て
い
た
た
め
、肉
筆
浮
世
絵
と
呼
ば
れ
、狩
野
派
な
ど
の
既
成
画
派
で
は
な
く
、

新
し
い
町
人
絵
師
ら
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
頃
版
本
の
出
版
が
盛

ん
に
な
り
、
挿
絵
が
増
え
、
そ
れ
が
徐
々
に
文
章
よ
り
も
絵
が
主
と
な
っ
た
絵
入
版

本
が
多
く
な
っ
た
。
版
本
の
挿
絵
を
描
い
て
い
た
町
絵
師
の
菱
川
師
宣
（
一
六
一
八

‐
一
六
九
四
）
は
、
か
な
草
子
の
挿
絵
か
ら
一
枚
絵
の
版
画
を
作
り
だ
し
、
浮
世
絵

版
画
を
確
立
さ
せ
た
。
肉
筆
と
違
い
、
量
産
で
き
る
た
め
値
段
も
安
く
庶
民
が
簡
単

に
買
う
こ
と
が
出
来
た
た
め
、
庶
民
の
間
で
瞬
く
間
に
発
展
し
て
い
っ
た
。
そ
の
後

鈴
木
春
信
（
一
七
二
五
‐
一
七
七
〇
）
が
多
色
摺
り
の
錦
絵
を
確
立
さ
せ
、
当
時
人

気
の
あ
る
挿
絵
入
り
本
の
挿
絵
を
一
枚
摺
り
に
し
た
り
、
庶
民
に
は
遠
い
存
在
で

あ
っ
た
絵
巻
を
浮
世
錦
と
し
て
売
り
出
す
こ
と
で
庶
民
で
も
物
語
を
楽
し
め
る
よ
う

に
な
っ
た
。
ま
た
、
春
信
以
前
は
人
物
ば
か
り
描
か
れ
て
い
た
が
、
人
物
の
周
り
の

様
子
も
描
か
れ
彩
色
さ
れ
、
従
来
と
は
異
な
る
新
し
い
色
彩
の
世
界
が
生
み
出
さ
れ

た
。
そ
し
て
奥
村
政
信
（
一
六
八
六
‐
一
七
六
四
）
が
、
西
洋
の
遠
近
法
を
取
り
入

れ
た
浮
世
絵
で
あ
る
「
浮
絵
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
確
立
さ
せ
た
。
今
ま
で
の
日
本

の
絵
画
は
平
行
遠
近
法
と
呼
ば
れ
る
俯
瞰
的
に
描
く
方
法
が
日
本
の
遠
近
法
と
し
て

一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
頃
か
ら
平
行
遠
近
法
で
は
な
く
、
浮
絵
に
使
わ
れ
た
遠

近
法
が
広
く
伝
わ
り
、
浮
世
絵
な
ど
の
技
法
と
し
て
ご
く
当
た
り
前
に
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
3
。
天
明
期
に
な
る
と
鳥
居
清
長
（
一
七
五
二
‐
一
八
一
五
）
が

写
実
的
な
美
人
画
を
描
き
、
そ
の
後
の
美
人
画
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
寛
政
期

に
は
喜
多
川
歌
麿
（
一
七
五
三
‐
一
八
〇
六
）
が
大
首
絵
の
形
式
を
美
人
画
に
使
用

し
、
東
洲
斎
写
楽
は
役
者
絵
に
使
用
し
た
。
さ
ら
に
浮
世
絵
は
発
展
し
、
初
世
歌
川

豊
国
（
一
七
六
九
‐
一
八
二
五
）
の
時
代
に
な
る
と
歌
舞
伎
の
役
者
絵
や
美
人
画
等

は
ブ
ロ
マ
イ
ド
と
し
て
の
役
割
を
担
い
、
絶
大
な
人
気
を
呼
ん
だ
。
初
世
豊
国
の
弟

子
で
あ
る
国
貞
（
一
七
八
六
‐
一
八
六
五
）
は
特
に
役
者
絵
を
得
意
と
し
、
同
門
で

あ
る
歌
川
国
芳
の
武
者
絵
や
戯
画
、
風
刺
画
も
流
行
り
、
武
者
絵
の
国
芳
、
役
者
絵

の
国
貞
と
並
び
称
さ
れ
た
。
そ
し
て
庶
民
の
間
で
旅
行
が
盛
ん
に
な
る
と
、
風
景
画

や
名
所
絵
も
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
。

風
景
画
は
、
富
嶽
三
十
六
景
で
有
名
な
葛
飾
北
斎
（
一
七
六
〇
‐
一
八
四
九
）、
東
海

道
五
十
三
次
の
歌
川
広
重
（
一
七
九
七
‐
一
八
五
八
）
が
得
意
と
し
た
。
殊
に
北
斎

は
、
洋
風
の
遠
近
法
、
陰
影
法
、
彩
色
の
技
法
と
従
来
の
日
本
画
法
と
を
融
合
さ
せ
、

新
し
い
調
和
を
持
っ
た
浮
世
絵
風
景
版
画
を
確
立
さ
せ
た
4
。

　こ
う
し
て
庶
民
の
間
で
発
展
し
て
き
た
浮
世
絵
だ
が
、
北
斎
・
国
芳
・
広
重
等
に

よ
り
隆
盛
し
て
い
る
時
期
に
そ
の
規
制
は
行
わ
れ
た
。
出
版
統
制
で
あ
る
。

　出
版
統
制
は
江
戸
時
代
を
通
し
て
何
度
か
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
天
保
年

間
に
行
わ
れ
た
天
保
改
革
の
一
貫
と
し
て
実
施
さ
れ
、
浮
世
絵
の
出
版
に
も
影
響
が

与
え
ら
れ
た
統
制
に
注
目
し
た
い
。
天
保
改
革
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
天
保
年
間
に

行
わ
れ
た
幕
政
改
革
、
藩
政
改
革
の
総
称
で
、
領
主
財
政
の
窮
乏
・
破
綻
、
天
保
の

飢
饉
を
契
機
と
し
た
物
価
騰
貴
、
一
揆
の
激
発
な
ど
の
社
会
的
動
揺
、
外
国
船
来
航

に
よ
る
対
外
的
危
機
な
ど
を
克
服
し
、
幕
藩
体
制
の
維
持
存
続
を
め
ざ
し
て
行
わ
れ

た
。
老
中
首
座
の
水
野
忠
邦
は
綱
紀
粛
正
、
倹
約
励
行
、
風
俗
匡
正
に
力
を
注
ぎ
、

奢
侈
の
抑
制
は
微
細
に
わ
た
っ
た
。
江
戸
の
町
触
に
お
い
て
、
女
髪
結
い
の
禁
止
、

高
価
な
櫛
・
笄
・
煙
管
の
売
買
禁
止
、
早
作
り
野
菜
や
ぜ
い
た
く
な
料
理
の
販
売
禁

止
な
ど
、
町
人
の
日
常
生
活
を
厳
し
く
規
制
し
、
そ
の
他
に
も
芝
居
小
屋
を
郊
外
に

移
転
さ
せ
た
り
寄
席
を
閉
鎖
す
る
な
ど
し
て
庶
民
の
娯
楽
に
も
制
限
を
加
え
た
5
。

錦
絵
に
つ
い
て
も
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
に
、
出
版
統
制
令
が
下
さ
れ
、
役
者

や
遊
女
、
芸
者
を
描
く
こ
と
の
禁
止
や
派
手
な
彩
色
が
禁
止
さ
れ
た
。
天
保
期
以
前

の
寛
政
二
年
に
出
版
物
に
対
し
て
統
制
令
が
出
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
厳
し

く
取
り
締
ま
ら
れ
た
。
そ
し
て
錦
絵
を
出
版
す
る
に
あ
た
り
、
出
版
す
る
前
に
町
年

寄
に
提
出
し
て
、
検
査
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
水
野
忠
邦

失
脚
後
の
出
版
統
制
は
次
第
に
改
革
が
行
わ
れ
る
前
の
状
態
に
戻
っ
て
い
っ
た
6
。

　こ
の
よ
う
な
改
革
の
中
で
国
芳
は
、
反
骨
の
精
神
と
そ
れ
に
相
対
す
る
努
力
と
発

想
を
生
み
出
し
、
独
自
の
画
業
を
築
い
て
い
っ
た
。
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第
二
節

　
歌
川
国
芳
に
つ
い
て

　

　歌
川
国
芳
は
江
戸
時
代
後
期
に
活
躍
し
た
浮
世
絵
師
で
、
武
者
絵
や
美
人
画
の
他

に
も
奇
抜
で
滑
稽
な
風
刺
画
や
戯
画
な
ど
、
様
々
な
ア
イ
デ
ィ
ア
と
技
術
に
富
ん
だ

奇
想
な
作
品
を
数
多
く
残
し
て
い
る
。
特
に
武
者
絵
を
得
意
と
し
、
人
物
に
描
か
れ

た
刺
青
が
江
戸
中
で
流
行
る
ほ
ど
人
気
で
あ
っ
た
7
。
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
限
っ
て

も
国
芳
関
係
の
出
版
物
は
百
点
以
上
に
も
の
ぼ
り
、
展
覧
会
等
も
多
く
開
催
さ
れ
て

お
り
、
現
在
で
も
そ
の
人
気
は
衰
え
な
い
。
そ
ん
な
歌
川
国
芳
と
い
う
人
物
に
つ
い

て
飯
島
虚
心
が
著
し
た
『
歌
川
列
伝
』
の
歌
川
国
芳
の
項
を
参
考
に
し
な
が
ら
説
明

し
て
い
く
8
。

　寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
十
一
月
に
江
戸
銀
座
一
丁
目
に
生
ま
れ
、
幼
名
を
芳
三

郎
と
い
っ
た
。
十
三
歳
の
時
、「
偶
鍾
馗
劍
を
提
ぐ
る
の
図
」
を
描
き
、
そ
れ
が
素

晴
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
の
で
周
囲
は
驚
き
、そ
の
絵
が
一
代
目
豊
国
の
目
に
留
ま
り
、

豊
国
の
弟
子
と
な
っ
た
。

　文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
頃
に
「
平
知
盛
の
亡
霊
」「
大
山
良
辨
が
瀧
」
等
三
枚

続
き
の
錦
絵
を
描
き
、
人
気
と
な
り
名
前
が
知
れ
渡
る
。
こ
れ
を
機
に
、
地
本
問
屋

の
川
口
長
蔵
等
が
俳
優
の
似
顔
絵
を
注
文
し
た
が
、
豊
国
や
国
貞
が
流
行
っ
て
い
た

た
め
、国
芳
の
似
顔
絵
は
人
気
が
出
な
か
っ
た
。
国
芳
は
こ
れ
を
受
け
て
憤
然
と
し
、

更
に
画
法
の
研
究
に
励
み
、
豊
国
の
門
人
と
い
う
立
場
に
驕
ら
ず
、
密
か
に
北
斎
や

春
亭
も
慕
い
、
良
い
と
こ
ろ
を
自
分
の
画
法
に
も
取
り
入
れ
た
。
葛
飾
北
斎
の
門
人

で
虚
心
と
も
交
流
の
あ
っ
た
露
木
孔
彰
氏
に
よ
る
と
、
国
芳
が
「
独
楽
廻
し
竹
澤
藤

治
」
の
絵
看
板
を
描
く
と
き
に
北
斎
の
門
人
で
あ
る
大
塚
道
菴
を
雇
い
、
道
菴
に
北

斎
に
会
わ
せ
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
と
い
う
。北
斎
は
会
う
こ
と
を
許
し
て
く
れ
た
が
、

歌
川
門
人
の
国
芳
の
画
風
が
葛
飾
風
に
な
ら
な
い
た
め
に
も
頻
繁
に
会
う
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。

　文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
の
頃
、
水
滸
伝
百
八
人
の
中
五
人
を
描
き
発
行
し
た
と

こ
ろ
、
こ
れ
が
大
ヒ
ッ
ト
し
国
芳
の
名
前
が
売
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
水
滸
伝

は
文
化
文
政
年
間
に
大
い
に
流
行
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
後
追
次
出
版
し
て
百
八
人

を
描
き
切
っ
た
。
そ
し
て
二
年
後
の
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
に
山
東
京
山
の
稗

史
水
滸
伝
の
初
編
か
ら
六
篇
ま
で
の
挿
絵
を
描
き
、
そ
の
後
次
々
と
出
版
し
嘉
永
四

年
に
二
十
篇
を
描
き
あ
げ
た
。

　天
保
初
年
に
勝
川
春
英
の
狂
画
を
慕
い
、
狂
画
を
描
き
そ
れ
が
大
い
に
流
行
る
。

（「
荷
宝
蔵
壁
の
む
だ
が
き
」
な
ど
）

　天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
は
、
役
者
絵
は
国
貞
、
武
者
絵
は
国
芳
と
の
世
評
が

高
か
っ
た
。
同
年
、
錦
絵
改
革
の
厳
令
が
出
た
が
、
武
者
絵
を
得
意
と
し
て
い
た
国

芳
は
困
窮
す
る
ま
で
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。

　天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
に
時
世
を
諷
じ
た
判
じ
絵
で
あ
る
「
源
頼
光
の
病
床

に
あ
り
て
、
百
鬼
に
悩
ま
さ
る
る
の
図
」
を
出
版
し
、
幕
府
に
詰
問
さ
れ
る
が
う
ま

く
言
い
逃
れ
て
罪
に
は
問
わ
れ
な
か
っ
た
。
反
骨
精
神
の
強
い
江
戸
庶
民
は
こ
の
絵

を
好
み
非
常
に
流
行
っ
た
。
こ
の
絵
の
ブ
ー
ム
に
乗
っ
か
り
堀
江
町
の
久
太
郎
と
い

う
人
が
絵
草
紙
屋
櫻
井
安
兵
衛
と
謀
り
、
こ
の
絵
を
本
に
し
て
発
行
し
た
と
こ
ろ
、

改
め
を
受
け
な
か
っ
た
た
め
版
元
等
皆
罰
せ
ら
れ
た
、
と
い
う
よ
う
な
事
件
も
起

こ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
い
か
に
国
芳
の
風
刺
画
が
人
気
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が

伺
え
る
。

　嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
大
津
絵
等
を
発
行
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
時
世
を

諷
じ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
れ
て
し
ま
い
発
売
を
禁
じ
ら
れ
、
国
芳
と
版
元

は
そ
れ
ぞ
れ
過
料
を
取
ら
れ
た
。

　安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
ご
ろ
に
病
に
か
か
っ
た
と
さ
れ
、
筆
致
の
硬
化
が
み
ら

れ
る
が
、そ
れ
で
も
源
氏
物
語
の
巻
名
に
擬
え
た
伝
説
や
武
者
絵
の
「
和
漢
準
源
氏
」

等
を
手
掛
け
て
お
り
、ま
だ
ま
だ
活
躍
は
し
て
い
た
が
、翌
年
の
安
政
三
年
か
ら
徐
々

に
以
前
の
よ
う
に
細
筆
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
出
版
作
品
数
も
減
り
始
め

た
9
。
安
政
五
年
以
降
は
弟
子
の
手
を
借
り
な
が
ら
描
い
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
そ

し
て
文
久
元
年
に
六
十
五
歳
で
自
宅
に
て
亡
く
な
っ
た
。
二
人
の
子
供
が
い
て
、
ど

ち
ら
も
女
で
あ
っ
た
が
、
国
芳
は
遺
言
と
し
て
「
お
め
え
た
ち
の
う
ち
で
万
一
お
れ

の
名
を
つ
ぐ
者
が
出
た
ら
勘
当
は
勿
論
、
七
日
た
た
ぬ
内
に
化
け
て
出
て
喰
い
殺
す

か
ら
そ
う
思
え
」
と
言
い
残
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

　こ
こ
ま
で
国
芳
の
経
歴
を
確
認
し
た
が
、次
に
人
物
像
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

先
ほ
ど
の
遺
言
か
ら
、
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
江
戸
っ
子
気
質
が
伺
え
る
。
国
芳
は
、
着

る
物
は
ど
て
ら
に
三
尺
帯
を
し
め
て
、
堅
苦
し
い
恰
好
は
好
ま
ず
、
稼
い
だ
賃
金
は

貰
っ
た
そ
の
日
の
う
ち
に
使
い
切
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
火
事
が
好
き
で
、
出
火

が
あ
る
た
び
に
行
っ
て
は
消
火
を
手
伝
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
残
っ
て
お
り
、

ま
さ
に
典
型
的
な
江
戸
っ
子
で
あ
る
。
絵
草
子
問
屋
に
よ
る
と
、
国
芳
は
昔
か
ら
吉

原
に
よ
く
行
っ
て
お
り
、
一
か
月
の
う
ち
半
月
は
そ
こ
に
お
り
、
妓
楼
か
茶
屋
で
絵
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第
二
節

　
歌
川
国
芳
に
つ
い
て

　

　歌
川
国
芳
は
江
戸
時
代
後
期
に
活
躍
し
た
浮
世
絵
師
で
、
武
者
絵
や
美
人
画
の
他

に
も
奇
抜
で
滑
稽
な
風
刺
画
や
戯
画
な
ど
、
様
々
な
ア
イ
デ
ィ
ア
と
技
術
に
富
ん
だ

奇
想
な
作
品
を
数
多
く
残
し
て
い
る
。
特
に
武
者
絵
を
得
意
と
し
、
人
物
に
描
か
れ

た
刺
青
が
江
戸
中
で
流
行
る
ほ
ど
人
気
で
あ
っ
た
7
。
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
限
っ
て

も
国
芳
関
係
の
出
版
物
は
百
点
以
上
に
も
の
ぼ
り
、
展
覧
会
等
も
多
く
開
催
さ
れ
て

お
り
、
現
在
で
も
そ
の
人
気
は
衰
え
な
い
。
そ
ん
な
歌
川
国
芳
と
い
う
人
物
に
つ
い

て
飯
島
虚
心
が
著
し
た
『
歌
川
列
伝
』
の
歌
川
国
芳
の
項
を
参
考
に
し
な
が
ら
説
明

し
て
い
く
8
。

　寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
十
一
月
に
江
戸
銀
座
一
丁
目
に
生
ま
れ
、
幼
名
を
芳
三

郎
と
い
っ
た
。
十
三
歳
の
時
、「
偶
鍾
馗
劍
を
提
ぐ
る
の
図
」
を
描
き
、
そ
れ
が
素

晴
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
の
で
周
囲
は
驚
き
、そ
の
絵
が
一
代
目
豊
国
の
目
に
留
ま
り
、

豊
国
の
弟
子
と
な
っ
た
。

　文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
頃
に
「
平
知
盛
の
亡
霊
」「
大
山
良
辨
が
瀧
」
等
三
枚

続
き
の
錦
絵
を
描
き
、
人
気
と
な
り
名
前
が
知
れ
渡
る
。
こ
れ
を
機
に
、
地
本
問
屋

の
川
口
長
蔵
等
が
俳
優
の
似
顔
絵
を
注
文
し
た
が
、
豊
国
や
国
貞
が
流
行
っ
て
い
た

た
め
、国
芳
の
似
顔
絵
は
人
気
が
出
な
か
っ
た
。
国
芳
は
こ
れ
を
受
け
て
憤
然
と
し
、

更
に
画
法
の
研
究
に
励
み
、
豊
国
の
門
人
と
い
う
立
場
に
驕
ら
ず
、
密
か
に
北
斎
や

春
亭
も
慕
い
、
良
い
と
こ
ろ
を
自
分
の
画
法
に
も
取
り
入
れ
た
。
葛
飾
北
斎
の
門
人

で
虚
心
と
も
交
流
の
あ
っ
た
露
木
孔
彰
氏
に
よ
る
と
、
国
芳
が
「
独
楽
廻
し
竹
澤
藤

治
」
の
絵
看
板
を
描
く
と
き
に
北
斎
の
門
人
で
あ
る
大
塚
道
菴
を
雇
い
、
道
菴
に
北

斎
に
会
わ
せ
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
と
い
う
。北
斎
は
会
う
こ
と
を
許
し
て
く
れ
た
が
、

歌
川
門
人
の
国
芳
の
画
風
が
葛
飾
風
に
な
ら
な
い
た
め
に
も
頻
繁
に
会
う
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。

　文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
の
頃
、
水
滸
伝
百
八
人
の
中
五
人
を
描
き
発
行
し
た
と

こ
ろ
、
こ
れ
が
大
ヒ
ッ
ト
し
国
芳
の
名
前
が
売
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
水
滸
伝

は
文
化
文
政
年
間
に
大
い
に
流
行
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
後
追
次
出
版
し
て
百
八
人

を
描
き
切
っ
た
。
そ
し
て
二
年
後
の
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
に
山
東
京
山
の
稗

史
水
滸
伝
の
初
編
か
ら
六
篇
ま
で
の
挿
絵
を
描
き
、
そ
の
後
次
々
と
出
版
し
嘉
永
四

年
に
二
十
篇
を
描
き
あ
げ
た
。

　天
保
初
年
に
勝
川
春
英
の
狂
画
を
慕
い
、
狂
画
を
描
き
そ
れ
が
大
い
に
流
行
る
。

（「
荷
宝
蔵
壁
の
む
だ
が
き
」
な
ど
）

　天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
は
、
役
者
絵
は
国
貞
、
武
者
絵
は
国
芳
と
の
世
評
が

高
か
っ
た
。
同
年
、
錦
絵
改
革
の
厳
令
が
出
た
が
、
武
者
絵
を
得
意
と
し
て
い
た
国

芳
は
困
窮
す
る
ま
で
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。

　天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
に
時
世
を
諷
じ
た
判
じ
絵
で
あ
る
「
源
頼
光
の
病
床

に
あ
り
て
、
百
鬼
に
悩
ま
さ
る
る
の
図
」
を
出
版
し
、
幕
府
に
詰
問
さ
れ
る
が
う
ま

く
言
い
逃
れ
て
罪
に
は
問
わ
れ
な
か
っ
た
。
反
骨
精
神
の
強
い
江
戸
庶
民
は
こ
の
絵

を
好
み
非
常
に
流
行
っ
た
。
こ
の
絵
の
ブ
ー
ム
に
乗
っ
か
り
堀
江
町
の
久
太
郎
と
い

う
人
が
絵
草
紙
屋
櫻
井
安
兵
衛
と
謀
り
、
こ
の
絵
を
本
に
し
て
発
行
し
た
と
こ
ろ
、

改
め
を
受
け
な
か
っ
た
た
め
版
元
等
皆
罰
せ
ら
れ
た
、
と
い
う
よ
う
な
事
件
も
起

こ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
い
か
に
国
芳
の
風
刺
画
が
人
気
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が

伺
え
る
。

　嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
大
津
絵
等
を
発
行
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
時
世
を

諷
じ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
れ
て
し
ま
い
発
売
を
禁
じ
ら
れ
、
国
芳
と
版
元

は
そ
れ
ぞ
れ
過
料
を
取
ら
れ
た
。

　安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
ご
ろ
に
病
に
か
か
っ
た
と
さ
れ
、
筆
致
の
硬
化
が
み
ら

れ
る
が
、そ
れ
で
も
源
氏
物
語
の
巻
名
に
擬
え
た
伝
説
や
武
者
絵
の
「
和
漢
準
源
氏
」

等
を
手
掛
け
て
お
り
、ま
だ
ま
だ
活
躍
は
し
て
い
た
が
、翌
年
の
安
政
三
年
か
ら
徐
々

に
以
前
の
よ
う
に
細
筆
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
出
版
作
品
数
も
減
り
始
め

た
9
。
安
政
五
年
以
降
は
弟
子
の
手
を
借
り
な
が
ら
描
い
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
そ

し
て
文
久
元
年
に
六
十
五
歳
で
自
宅
に
て
亡
く
な
っ
た
。
二
人
の
子
供
が
い
て
、
ど

ち
ら
も
女
で
あ
っ
た
が
、
国
芳
は
遺
言
と
し
て
「
お
め
え
た
ち
の
う
ち
で
万
一
お
れ

の
名
を
つ
ぐ
者
が
出
た
ら
勘
当
は
勿
論
、
七
日
た
た
ぬ
内
に
化
け
て
出
て
喰
い
殺
す

か
ら
そ
う
思
え
」
と
言
い
残
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

　こ
こ
ま
で
国
芳
の
経
歴
を
確
認
し
た
が
、次
に
人
物
像
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

先
ほ
ど
の
遺
言
か
ら
、
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
江
戸
っ
子
気
質
が
伺
え
る
。
国
芳
は
、
着

る
物
は
ど
て
ら
に
三
尺
帯
を
し
め
て
、
堅
苦
し
い
恰
好
は
好
ま
ず
、
稼
い
だ
賃
金
は

貰
っ
た
そ
の
日
の
う
ち
に
使
い
切
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
火
事
が
好
き
で
、
出
火

が
あ
る
た
び
に
行
っ
て
は
消
火
を
手
伝
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
残
っ
て
お
り
、

ま
さ
に
典
型
的
な
江
戸
っ
子
で
あ
る
。
絵
草
子
問
屋
に
よ
る
と
、
国
芳
は
昔
か
ら
吉

原
に
よ
く
行
っ
て
お
り
、
一
か
月
の
う
ち
半
月
は
そ
こ
に
お
り
、
妓
楼
か
茶
屋
で
絵

290
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　国
芳
に
つ
い
て
見
て
い
く
前
に
本
節
で
は
、
国
芳
が
活
躍
し
た
江
戸
時
代
後
期
の

浮
世
絵
界
お
よ
び
幕
府
の
出
版
統
制
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

　浮
世
絵
は
そ
の
画
題
が
浮
世
の
風
俗
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
そ
う
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
、
庶
民
の
絵
画
と
し
て
発
展
し
た
。
初
め
は
版
画
で
は
な
く
肉
筆
で

描
か
れ
て
い
た
た
め
、肉
筆
浮
世
絵
と
呼
ば
れ
、狩
野
派
な
ど
の
既
成
画
派
で
は
な
く
、

新
し
い
町
人
絵
師
ら
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
頃
版
本
の
出
版
が
盛

ん
に
な
り
、
挿
絵
が
増
え
、
そ
れ
が
徐
々
に
文
章
よ
り
も
絵
が
主
と
な
っ
た
絵
入
版

本
が
多
く
な
っ
た
。
版
本
の
挿
絵
を
描
い
て
い
た
町
絵
師
の
菱
川
師
宣
（
一
六
一
八

‐
一
六
九
四
）
は
、
か
な
草
子
の
挿
絵
か
ら
一
枚
絵
の
版
画
を
作
り
だ
し
、
浮
世
絵

版
画
を
確
立
さ
せ
た
。
肉
筆
と
違
い
、
量
産
で
き
る
た
め
値
段
も
安
く
庶
民
が
簡
単

に
買
う
こ
と
が
出
来
た
た
め
、
庶
民
の
間
で
瞬
く
間
に
発
展
し
て
い
っ
た
。
そ
の
後

鈴
木
春
信
（
一
七
二
五
‐
一
七
七
〇
）
が
多
色
摺
り
の
錦
絵
を
確
立
さ
せ
、
当
時
人

気
の
あ
る
挿
絵
入
り
本
の
挿
絵
を
一
枚
摺
り
に
し
た
り
、
庶
民
に
は
遠
い
存
在
で

あ
っ
た
絵
巻
を
浮
世
錦
と
し
て
売
り
出
す
こ
と
で
庶
民
で
も
物
語
を
楽
し
め
る
よ
う

に
な
っ
た
。
ま
た
、
春
信
以
前
は
人
物
ば
か
り
描
か
れ
て
い
た
が
、
人
物
の
周
り
の

様
子
も
描
か
れ
彩
色
さ
れ
、
従
来
と
は
異
な
る
新
し
い
色
彩
の
世
界
が
生
み
出
さ
れ

た
。
そ
し
て
奥
村
政
信
（
一
六
八
六
‐
一
七
六
四
）
が
、
西
洋
の
遠
近
法
を
取
り
入

れ
た
浮
世
絵
で
あ
る
「
浮
絵
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
確
立
さ
せ
た
。
今
ま
で
の
日
本

の
絵
画
は
平
行
遠
近
法
と
呼
ば
れ
る
俯
瞰
的
に
描
く
方
法
が
日
本
の
遠
近
法
と
し
て

一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
頃
か
ら
平
行
遠
近
法
で
は
な
く
、
浮
絵
に
使
わ
れ
た
遠

近
法
が
広
く
伝
わ
り
、
浮
世
絵
な
ど
の
技
法
と
し
て
ご
く
当
た
り
前
に
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
3
。
天
明
期
に
な
る
と
鳥
居
清
長
（
一
七
五
二
‐
一
八
一
五
）
が

写
実
的
な
美
人
画
を
描
き
、
そ
の
後
の
美
人
画
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
寛
政
期

に
は
喜
多
川
歌
麿
（
一
七
五
三
‐
一
八
〇
六
）
が
大
首
絵
の
形
式
を
美
人
画
に
使
用

し
、
東
洲
斎
写
楽
は
役
者
絵
に
使
用
し
た
。
さ
ら
に
浮
世
絵
は
発
展
し
、
初
世
歌
川

豊
国
（
一
七
六
九
‐
一
八
二
五
）
の
時
代
に
な
る
と
歌
舞
伎
の
役
者
絵
や
美
人
画
等

は
ブ
ロ
マ
イ
ド
と
し
て
の
役
割
を
担
い
、
絶
大
な
人
気
を
呼
ん
だ
。
初
世
豊
国
の
弟

子
で
あ
る
国
貞
（
一
七
八
六
‐
一
八
六
五
）
は
特
に
役
者
絵
を
得
意
と
し
、
同
門
で

あ
る
歌
川
国
芳
の
武
者
絵
や
戯
画
、
風
刺
画
も
流
行
り
、
武
者
絵
の
国
芳
、
役
者
絵

の
国
貞
と
並
び
称
さ
れ
た
。
そ
し
て
庶
民
の
間
で
旅
行
が
盛
ん
に
な
る
と
、
風
景
画

や
名
所
絵
も
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
。

風
景
画
は
、
富
嶽
三
十
六
景
で
有
名
な
葛
飾
北
斎
（
一
七
六
〇
‐
一
八
四
九
）、
東
海

道
五
十
三
次
の
歌
川
広
重
（
一
七
九
七
‐
一
八
五
八
）
が
得
意
と
し
た
。
殊
に
北
斎

は
、
洋
風
の
遠
近
法
、
陰
影
法
、
彩
色
の
技
法
と
従
来
の
日
本
画
法
と
を
融
合
さ
せ
、

新
し
い
調
和
を
持
っ
た
浮
世
絵
風
景
版
画
を
確
立
さ
せ
た
4
。

　こ
う
し
て
庶
民
の
間
で
発
展
し
て
き
た
浮
世
絵
だ
が
、
北
斎
・
国
芳
・
広
重
等
に

よ
り
隆
盛
し
て
い
る
時
期
に
そ
の
規
制
は
行
わ
れ
た
。
出
版
統
制
で
あ
る
。

　出
版
統
制
は
江
戸
時
代
を
通
し
て
何
度
か
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
天
保
年

間
に
行
わ
れ
た
天
保
改
革
の
一
貫
と
し
て
実
施
さ
れ
、
浮
世
絵
の
出
版
に
も
影
響
が

与
え
ら
れ
た
統
制
に
注
目
し
た
い
。
天
保
改
革
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
天
保
年
間
に

行
わ
れ
た
幕
政
改
革
、
藩
政
改
革
の
総
称
で
、
領
主
財
政
の
窮
乏
・
破
綻
、
天
保
の

飢
饉
を
契
機
と
し
た
物
価
騰
貴
、
一
揆
の
激
発
な
ど
の
社
会
的
動
揺
、
外
国
船
来
航

に
よ
る
対
外
的
危
機
な
ど
を
克
服
し
、
幕
藩
体
制
の
維
持
存
続
を
め
ざ
し
て
行
わ
れ

た
。
老
中
首
座
の
水
野
忠
邦
は
綱
紀
粛
正
、
倹
約
励
行
、
風
俗
匡
正
に
力
を
注
ぎ
、

奢
侈
の
抑
制
は
微
細
に
わ
た
っ
た
。
江
戸
の
町
触
に
お
い
て
、
女
髪
結
い
の
禁
止
、

高
価
な
櫛
・
笄
・
煙
管
の
売
買
禁
止
、
早
作
り
野
菜
や
ぜ
い
た
く
な
料
理
の
販
売
禁

止
な
ど
、
町
人
の
日
常
生
活
を
厳
し
く
規
制
し
、
そ
の
他
に
も
芝
居
小
屋
を
郊
外
に

移
転
さ
せ
た
り
寄
席
を
閉
鎖
す
る
な
ど
し
て
庶
民
の
娯
楽
に
も
制
限
を
加
え
た
5
。

錦
絵
に
つ
い
て
も
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
に
、
出
版
統
制
令
が
下
さ
れ
、
役
者

や
遊
女
、
芸
者
を
描
く
こ
と
の
禁
止
や
派
手
な
彩
色
が
禁
止
さ
れ
た
。
天
保
期
以
前

の
寛
政
二
年
に
出
版
物
に
対
し
て
統
制
令
が
出
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
厳
し

く
取
り
締
ま
ら
れ
た
。
そ
し
て
錦
絵
を
出
版
す
る
に
あ
た
り
、
出
版
す
る
前
に
町
年

寄
に
提
出
し
て
、
検
査
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
水
野
忠
邦

失
脚
後
の
出
版
統
制
は
次
第
に
改
革
が
行
わ
れ
る
前
の
状
態
に
戻
っ
て
い
っ
た
6
。

　こ
の
よ
う
な
改
革
の
中
で
国
芳
は
、
反
骨
の
精
神
と
そ
れ
に
相
対
す
る
努
力
と
発

想
を
生
み
出
し
、
独
自
の
画
業
を
築
い
て
い
っ
た
。
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第
二
節

　
歌
川
国
芳
に
つ
い
て

　

　歌
川
国
芳
は
江
戸
時
代
後
期
に
活
躍
し
た
浮
世
絵
師
で
、
武
者
絵
や
美
人
画
の
他

に
も
奇
抜
で
滑
稽
な
風
刺
画
や
戯
画
な
ど
、
様
々
な
ア
イ
デ
ィ
ア
と
技
術
に
富
ん
だ

奇
想
な
作
品
を
数
多
く
残
し
て
い
る
。
特
に
武
者
絵
を
得
意
と
し
、
人
物
に
描
か
れ

た
刺
青
が
江
戸
中
で
流
行
る
ほ
ど
人
気
で
あ
っ
た
7
。
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
限
っ
て

も
国
芳
関
係
の
出
版
物
は
百
点
以
上
に
も
の
ぼ
り
、
展
覧
会
等
も
多
く
開
催
さ
れ
て

お
り
、
現
在
で
も
そ
の
人
気
は
衰
え
な
い
。
そ
ん
な
歌
川
国
芳
と
い
う
人
物
に
つ
い

て
飯
島
虚
心
が
著
し
た
『
歌
川
列
伝
』
の
歌
川
国
芳
の
項
を
参
考
に
し
な
が
ら
説
明

し
て
い
く
8
。

　寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
十
一
月
に
江
戸
銀
座
一
丁
目
に
生
ま
れ
、
幼
名
を
芳
三

郎
と
い
っ
た
。
十
三
歳
の
時
、「
偶
鍾
馗
劍
を
提
ぐ
る
の
図
」
を
描
き
、
そ
れ
が
素

晴
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
の
で
周
囲
は
驚
き
、そ
の
絵
が
一
代
目
豊
国
の
目
に
留
ま
り
、

豊
国
の
弟
子
と
な
っ
た
。

　文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
頃
に
「
平
知
盛
の
亡
霊
」「
大
山
良
辨
が
瀧
」
等
三
枚

続
き
の
錦
絵
を
描
き
、
人
気
と
な
り
名
前
が
知
れ
渡
る
。
こ
れ
を
機
に
、
地
本
問
屋

の
川
口
長
蔵
等
が
俳
優
の
似
顔
絵
を
注
文
し
た
が
、
豊
国
や
国
貞
が
流
行
っ
て
い
た

た
め
、国
芳
の
似
顔
絵
は
人
気
が
出
な
か
っ
た
。
国
芳
は
こ
れ
を
受
け
て
憤
然
と
し
、

更
に
画
法
の
研
究
に
励
み
、
豊
国
の
門
人
と
い
う
立
場
に
驕
ら
ず
、
密
か
に
北
斎
や

春
亭
も
慕
い
、
良
い
と
こ
ろ
を
自
分
の
画
法
に
も
取
り
入
れ
た
。
葛
飾
北
斎
の
門
人

で
虚
心
と
も
交
流
の
あ
っ
た
露
木
孔
彰
氏
に
よ
る
と
、
国
芳
が
「
独
楽
廻
し
竹
澤
藤

治
」
の
絵
看
板
を
描
く
と
き
に
北
斎
の
門
人
で
あ
る
大
塚
道
菴
を
雇
い
、
道
菴
に
北

斎
に
会
わ
せ
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
と
い
う
。北
斎
は
会
う
こ
と
を
許
し
て
く
れ
た
が
、

歌
川
門
人
の
国
芳
の
画
風
が
葛
飾
風
に
な
ら
な
い
た
め
に
も
頻
繁
に
会
う
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。

　文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
の
頃
、
水
滸
伝
百
八
人
の
中
五
人
を
描
き
発
行
し
た
と

こ
ろ
、
こ
れ
が
大
ヒ
ッ
ト
し
国
芳
の
名
前
が
売
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
水
滸
伝

は
文
化
文
政
年
間
に
大
い
に
流
行
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
後
追
次
出
版
し
て
百
八
人

を
描
き
切
っ
た
。
そ
し
て
二
年
後
の
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
に
山
東
京
山
の
稗

史
水
滸
伝
の
初
編
か
ら
六
篇
ま
で
の
挿
絵
を
描
き
、
そ
の
後
次
々
と
出
版
し
嘉
永
四

年
に
二
十
篇
を
描
き
あ
げ
た
。

　天
保
初
年
に
勝
川
春
英
の
狂
画
を
慕
い
、
狂
画
を
描
き
そ
れ
が
大
い
に
流
行
る
。

（「
荷
宝
蔵
壁
の
む
だ
が
き
」
な
ど
）

　天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
は
、
役
者
絵
は
国
貞
、
武
者
絵
は
国
芳
と
の
世
評
が

高
か
っ
た
。
同
年
、
錦
絵
改
革
の
厳
令
が
出
た
が
、
武
者
絵
を
得
意
と
し
て
い
た
国

芳
は
困
窮
す
る
ま
で
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。

　天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
に
時
世
を
諷
じ
た
判
じ
絵
で
あ
る
「
源
頼
光
の
病
床

に
あ
り
て
、
百
鬼
に
悩
ま
さ
る
る
の
図
」
を
出
版
し
、
幕
府
に
詰
問
さ
れ
る
が
う
ま

く
言
い
逃
れ
て
罪
に
は
問
わ
れ
な
か
っ
た
。
反
骨
精
神
の
強
い
江
戸
庶
民
は
こ
の
絵

を
好
み
非
常
に
流
行
っ
た
。
こ
の
絵
の
ブ
ー
ム
に
乗
っ
か
り
堀
江
町
の
久
太
郎
と
い

う
人
が
絵
草
紙
屋
櫻
井
安
兵
衛
と
謀
り
、
こ
の
絵
を
本
に
し
て
発
行
し
た
と
こ
ろ
、

改
め
を
受
け
な
か
っ
た
た
め
版
元
等
皆
罰
せ
ら
れ
た
、
と
い
う
よ
う
な
事
件
も
起

こ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
い
か
に
国
芳
の
風
刺
画
が
人
気
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が

伺
え
る
。

　嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
大
津
絵
等
を
発
行
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
時
世
を

諷
じ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
れ
て
し
ま
い
発
売
を
禁
じ
ら
れ
、
国
芳
と
版
元

は
そ
れ
ぞ
れ
過
料
を
取
ら
れ
た
。

　安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
ご
ろ
に
病
に
か
か
っ
た
と
さ
れ
、
筆
致
の
硬
化
が
み
ら

れ
る
が
、そ
れ
で
も
源
氏
物
語
の
巻
名
に
擬
え
た
伝
説
や
武
者
絵
の
「
和
漢
準
源
氏
」

等
を
手
掛
け
て
お
り
、ま
だ
ま
だ
活
躍
は
し
て
い
た
が
、翌
年
の
安
政
三
年
か
ら
徐
々

に
以
前
の
よ
う
に
細
筆
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
出
版
作
品
数
も
減
り
始
め

た
9
。
安
政
五
年
以
降
は
弟
子
の
手
を
借
り
な
が
ら
描
い
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
そ

し
て
文
久
元
年
に
六
十
五
歳
で
自
宅
に
て
亡
く
な
っ
た
。
二
人
の
子
供
が
い
て
、
ど

ち
ら
も
女
で
あ
っ
た
が
、
国
芳
は
遺
言
と
し
て
「
お
め
え
た
ち
の
う
ち
で
万
一
お
れ

の
名
を
つ
ぐ
者
が
出
た
ら
勘
当
は
勿
論
、
七
日
た
た
ぬ
内
に
化
け
て
出
て
喰
い
殺
す

か
ら
そ
う
思
え
」
と
言
い
残
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

　こ
こ
ま
で
国
芳
の
経
歴
を
確
認
し
た
が
、次
に
人
物
像
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

先
ほ
ど
の
遺
言
か
ら
、
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
江
戸
っ
子
気
質
が
伺
え
る
。
国
芳
は
、
着

る
物
は
ど
て
ら
に
三
尺
帯
を
し
め
て
、
堅
苦
し
い
恰
好
は
好
ま
ず
、
稼
い
だ
賃
金
は

貰
っ
た
そ
の
日
の
う
ち
に
使
い
切
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
火
事
が
好
き
で
、
出
火

が
あ
る
た
び
に
行
っ
て
は
消
火
を
手
伝
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
残
っ
て
お
り
、

ま
さ
に
典
型
的
な
江
戸
っ
子
で
あ
る
。
絵
草
子
問
屋
に
よ
る
と
、
国
芳
は
昔
か
ら
吉

原
に
よ
く
行
っ
て
お
り
、
一
か
月
の
う
ち
半
月
は
そ
こ
に
お
り
、
妓
楼
か
茶
屋
で
絵
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ン
の
潜
入
取
り
締
ま
り
、
鎖
国
令
の
実
施
に
よ
り
長
崎
互
市
令
が
出
さ
れ
た
。
そ
の

後
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
に
は
、
輸
入
品
の
仕
入
れ
価
格
の
抑
制
と
貿
易
高
の

抑
制
を
目
的
と
す
る
「
市
法
貨
物
商
法
」
と
い
う
統
制
が
な
さ
れ
る
が
、
貞
享
元
年

（
一
六
八
四
）
に
こ
の
法
は
廃
止
さ
れ
、
翌
年
に
貞
享
の
長
崎
貿
易
制
限
令
が
出
さ
れ

た
。
中
国
に
お
い
て
遷
界
令
が
撤
廃
さ
れ
展
海
令
が
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
渡

航
す
る
唐
船
の
数
が
急
激
に
増
え
た
の
で
、
蘭
船
に
対
す
る
金
輸
出
、
唐
船
に
対
す

る
銀
輸
出
を
抑
制
す
る
た
め
唐
船
の
貿
易
高
を
年
間
銀
六
千
貫
の
定
高
に
限
っ
た
13
。

日
本
に
滞
在
す
る
中
国
人
は
元
禄
ま
で
は
長
崎
の
町
宿
雑
居
を
許
さ
れ
て
い
た
が
、

元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
に
唐
人
屋
敷
が
建
設
さ
れ
、
全
員
そ
こ
に
住
ま
わ
さ
れ
、

日
本
の
監
視
下
に
置
か
れ
た
14
。
体
制
が
整
っ
て
き
た
よ
う
に
思
え
た
が
、
日
本
の
主

な
輸
出
品
で
あ
る
銅
が
不
足
す
る
問
題
が
起
こ
り
、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
に
正

徳
新
令
を
出
し
、
唐
船
の
入
港
数
を
年
間
三
十
艘
に
限
り
、
信
牌
を
発
行
し
て
こ
れ

を
持
た
な
い
者
に
は
交
易
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
徐
々
に
入
港
船
数
は
減
少

し
て
い
き
、享
保
十
九
年
に
は
二
十
九
艘
、元
文
四
年
は
二
十
艘
、寛
保
二
年
は
十
艘
、

寛
延
元
年
は
十
三
艘
と
若
干
増
え
た
が
寛
政
三
年
に
は
十
艘
に
な
り
、
弘
化
元
年
以

降
は
平
均
四
艘
に
減
っ
た
15
。
し
か
し
、
銅
以
外
の
俵
物
や
諸
品
の
輸
出
は
盛
ん
に
行

わ
れ
て
お
り
、
入
港
船
量
減
少
と
い
っ
て
も
船
の
大
型
化
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
た

め
、
船
数
の
減
少
や
銅
の
輸
出
制
限
は
総
貿
易
額
の
縮
小
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
16
。

　こ
の
よ
う
に
長
い
間
に
渡
り
中
国
と
日
本
は
貿
易
を
行
っ
て
き
た
が
、
唐
船
は
何

を
も
た
ら
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
輸
入
品
は
、
生
糸
・
織
物
・
薬
種
類
・
砂
糖
・

鉱
物
・
染
料
・
塗
料
・
皮
革
・
唐
紙
・
書
籍
な
ど
で
あ
る
17
。
そ
の
中
で
も
特
に
織

物
と
薬
種
類
が
重
要
な
輸
入
品
で
あ
っ
た
。
で
は
そ
の
な
か
で
書
籍
類
は
ど
の
よ
う

に
輸
入
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　宝
永
六
年
七
月
か
ら
正
徳
三
年
十
一
月
ま
で
の
入
港
船
、
出
港
船
の
積
荷
が
記
さ

れ
て
い
る
唐
蛮
貨
物
帳
か
ら
何
艘
の
船
の
積
荷
に
書
籍
が
あ
っ
た
の
か
を
大
庭
氏
が

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
大
庭
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
唐
蛮
貨
物
帳
に
見
え
る
書
籍
の

数
は
、
宝
永
六
年
四
十
一
番
寧
波
船
に
四
箱
、
四
十
二
番
南
京
船
に
二
箱
、
正
徳
元

年
十
番
寧
波
船
に
二
部
、
十
五
番
南
京
船
に
九
十
三
箱
、
十
九
番
寧
波
船
に
四
箱
、

二
十
五
番
南
京
船
に
一
箱
、
三
十
七
番
寧
波
船
に
一
個
、
五
十
一
番
南
京
船
に
四
十

箱
正
徳
二
年
二
十
一
番
寧
波
船
に
一
個
、
四
十
番
南
京
船
に
八
十
二
箱
、
四
十
一
番

南
京
船
に
一
部
、
五
十
七
番
南
京
船
に
六
十
七
箱
、
正
徳
三
年
二
十
九
番
南
京
船
に

四
十
箱
并
一
籠
、
三
十
一
番
寧
波
船
に
一
部
、
と
積
荷
の
量
は
一
定
で
は
な
く
一
部

か
ら
九
十
三
箱
ま
で
幅
広
い
。
一
箱
に
入
っ
て
い
る
量
と
し
て
は
、
約
三
十
冊
程
度

だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
18
。
大
庭
氏
は
唐
船
の
積
荷
の
中
で
書
籍
の
も
つ
比
重
が
高
く

な
っ
た
と
い
え
る
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
江
戸
後
期
の
文
化
元
年

に
は
、
入
港
船
数
十
一
艘
の
う
ち
十
艘
に
書
籍
が
積
ま
れ
て
お
り
、
弘
化
・
嘉
永
の

頃
も
ほ
と
ん
ど
の
船
に
書
籍
が
積
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
「
書
籍
元
帳
」
で
わ
か
る
。

　唐
船
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
書
籍
の
割
合
が
わ
か
っ
て
き
た
が
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
書
籍
が
輸
入
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
天
保
十
一
年
子
一
番
船
の
例
を

見
て
み
る
と
19
、
皇
淸
經
解
、
錦
字
箋
、
地
理
啖
蔗
録
、
陸
象
山
全
集
、
古
唐
詩
歸
、

歴
代
帝
王
表
、
七
佛
聖
教
序
、
智
永
千
字
文
、
王
聖
教
、
欧
北
全
集
、
唐
詩
貫
珠
、

王
白
田
集
、
繡
像
西
洋
記
、
唐
詩
品
彙
、
書
画
同
珍
、
唐
類
凾
、
四
書
答
問
、
太
上

眞
經
、
隨
園
卅
種
全
集
、
医
學
指
要
、
桃
花
泉
碁
譜
、
初
学
記
、
春
秋
五
傳
、
佩
文

韻
府
、
神
珍
六
經
、
朱
子
遺
書
、
画
史
彙
傳
、
水
滸
傳
、
佩
文
斎
書
画
譜
、
廣
東
新

語
、
香
草
斎
詩
集
、
郭
茂
倩
楽
譜
、
十
竹
斎
画
譜
、
司
馬
温
公
文
集
な
ど
で
、
ま
だ

こ
の
他
に
も
た
く
さ
ん
の
書
籍
が
輸
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
経
典
や
詩

文
で
あ
る
が
、
絵
画
関
係
の
書
籍
と
し
て
日
本
に
入
っ
て
き
て
い
た
も
の
も
少
な
く

は
な
い
。
清
の
康
熙
帝
が
勅
撰
し
た
書
画
文
献
集
成
で
あ
る
『
佩
文
斎
書
画
譜
』
や
、

明
末
の
画
家
で
あ
る
胡
正
言
が
模
写
し
た
、
鳥
獣
や
花
、
竹
、
梅
、
石
な
ど
を
ま
と

め
て
刊
行
さ
れ
た
『
十
竹
斎
画
譜
』、
こ
の
他
に
も
絵
画
関
係
の
書
籍
と
し
て
『
書

画
同
珍
』、『
画
史
彙
傳
』
が
あ
る
。
明
代
に
施
耐
庵
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
水
滸
傳
』

に
は
、
挿
絵
も
入
っ
て
い
た
と
想
定
で
き
、
そ
の
挿
絵
を
国
芳
が
参
考
に
し
て
い
た

可
能
性
も
あ
る
。
天
保
十
一
年
の
積
荷
に
は
確
認
で
き
な
い
が
、
山
水
、
花
鳥
の
絵

手
本
で
あ
る
『
芥
子
園
画
傳
』
等
の
書
画
譜
類
も
多
く
輸
入
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら

は
何
年
に
も
渡
り
、
毎
回
の
よ
う
に
日
本
へ
と
輸
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
「
書
籍
元

帳
」
に
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
20
需
要
が
高
く
日
本
国
内
で
も
多
く
出
回
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　中
国
か
ら
は
多
く
の
書
籍
が
輸
入
さ
れ
て
お
り
、そ
れ
ら
の
書
籍
は
日
本
の
学
問
、

思
想
、
芸
術
等
に
大
き
く
影
響
を
与
え
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
絵
画
関
係
の
本
も
一

定
数
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
続
い
て
中
国
と
同
じ
く
貿
易
関
係
で
あ
っ

た
オ
ラ
ン
ダ
と
の
関
係
を
見
て
い
く
。
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を
描
い
て
い
た
の
で
、
絵
草
紙
屋
が
依
頼
す
る
と
き
は
吉
原
ま
で
行
っ
て
依
頼
し
て

い
た
と
い
う
。

　国
芳
は
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
頃
に
結
婚
し
10
、
二
人
の
娘
に
恵
ま
れ
る
。
し

か
し
早
く
に
妻
が
亡
く
な
り
そ
の
後
、
後
妻
を
迎
え
た
が
、
先
妻
の
母
を
憐
み
、
一

緒
に
暮
ら
し
い
た
わ
っ
て
い
た
と
い
う
。（
先
妻
の
母
で
は
な
く
国
芳
の
養
母
と
い

う
説
も
あ
る
。）
作
品
中
に
弟
子
を
描
く
こ
と
も
し
て
お
り
、
仲
間
や
家
族
を
想
う

気
持
ち
が
感
じ
ら
れ
、
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
だ
け
で
は
な
い
案
外
優
し
い
一
面
も
見
受

け
ら
れ
る
。

　そ
の
国
芳
が
西
洋
画
へ
の
関
心
を
示
す
、
次
の
よ
う
な
重
要
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
虚

心
は
紹
介
し
て
い
る
。
虚
心
の
知
人
で
あ
る
栗
田
氏
に
よ
る
と
、
国
芳
を
訪
ね
て
玄

冶
店
に
訪
れ
た
と
き
、
話
は
西
洋
画
の
こ
と
に
な
り
箱
の
中
か
ら
西
洋
画
数
百
枚
を

出
し
て
見
せ
て
く
れ
た
。
そ
の
中
に
は
西
洋
の
絵
入
新
聞
も
あ
っ
た
。「
且
い
へ
る

は
西
洋
画
は
、
真
の
画
な
り
。
余
は
常
に
こ
れ
に
倣
は
ん
と
欲
す
れ
ど
も
得
ず
、
嘆

息
の
至
り
な
り
。」

　同
じ
く
野
村
氏
と
い
う
人
物
に
よ
る
と
、
国
芳
は
西
洋
の
画
法
を
と
て
も
慕
っ
て

お
り
、
嘉
永
年
間
に
写
真
の
術
を
研
究
し
て
い
た
猪
飼
と
い
う
人
物
と
よ
く
画
法
に

つ
い
て
話
し
て
い
た
と
い
う
。（
当
時
の
写
真
は
硝
子
に
写
し
て
い
て
、
紙
に
写
す

こ
と
は
で
き
て
い
な
か
っ
た
。）

按
ず
る
に
国
芳
が
晩
年
に
描
き
し
、
誠
忠
義
士
肖
像
と
い
へ
る
一
枚
絵
は
、
骨

相
お
よ
び
着
色
等
す
べ
て
西
洋
の
画
法
に
よ
り
て
描
く
11
。

　こ
の
文
は
「
誠
忠
義
士
肖
像
」
が
形
か
ら
着
色
ま
で
西
洋
の
画
法
で
描
か
れ
た
可

能
性
を
示
す
貴
重
な
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
虚
心
の
指
摘
が
正
し
か
っ
た
こ
と
は
近
年

の
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
三
章
一
節
で
詳
述
す
る
。

　国
芳
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
こ
こ
ま
で
み
て
き
て
、
気
の
短
い
江
戸
っ
子
気
質
と

い
う
印
象
が
残
る
が
、
絵
に
対
し
て
は
新
し
い
技
術
を
求
め
常
に
模
索
し
続
け
る
努

力
と
そ
の
意
欲
が
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
強
く
感
じ
ら
れ
、
そ
の
力
が
突
飛
な
ア
イ

デ
ィ
ア
や
構
図
を
生
み
出
し
、
後
世
の
人
々
ま
で
を
も
魅
了
す
る
ほ
ど
の
絵
を
描
く

絵
師
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
西
洋
画

へ
の
関
心
も
高
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
ん
な
国
芳
が
生
き
た
江
戸
後
期
の
天

保
年
間
に
出
版
統
制
が
行
わ
れ
る
。
規
制
が
あ
る
中
で
も
意
欲
的
に
新
し
い
も
の
に

挑
戦
し
て
い
く
中
で
、
西
洋
の
絵
画
に
つ
い
て
国
芳
は
興
味
を
示
し
て
お
り
、
実
際

に
洋
風
の
浮
世
絵
も
残
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
鎖
国
下
の
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う

に
し
て
国
芳
は
海
外
の
技
術
を
学
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
江
戸
時
代
の
外
交

関
係
か
ら
情
報
と
物
の
伝
播
状
況
を
探
っ
て
い
く
。

第
二
章

　
江
戸
時
代
の
外
交
関
係
と
情
報
・
物
の
伝
播

　前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
国
芳
は
西
洋
絵
画
の
着
想
や
技
術
を
作
品
に
取
り
入
れ
よ

う
と
し
て
お
り
、西
洋
の
絵
入
新
聞
な
ど
も
入
手
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

日
本
は
四
方
八
方
を
海
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
国
芳
が
生
き
た
江
戸
時
代
後
期

は
鎖
国
下
に
あ
っ
た
た
め
、
海
外
か
ら
の
情
報
を
取
り
入
れ
、
そ
の
情
報
や
物
の
交

流
は
難
し
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ト
で
浮
世
絵
師
た
ち
は

海
外
の
技
術
を
身
に
つ
け
た
の
だ
ろ
う
か
。

　西
洋
の
絵
画
技
術
を
取
り
入
れ
る
の
に
も
い
く
つ
か
の
方
法
が
想
定
で
き
る
。
例

え
ば
海
外
の
絵
画
や
書
物
の
挿
絵
を
直
接
み
て
絵
師
自
ら
模
写
す
る
こ
と
で
摂
取
す

る
方
法
、
画
法
書
な
ど
の
書
籍
に
よ
り
絵
画
技
術
を
学
ぶ
方
法
、
西
洋
人
の
絵
師
か

ら
、
も
し
く
は
海
外
の
技
術
を
何
ら
か
の
形
で
手
に
入
れ
た
日
本
人
の
絵
師
か
ら
習

う
、
な
ど
な
ど
絵
師
が
海
外
の
描
き
方
を
得
る
方
法
に
は
様
々
な
可
能
性
が
考
え
ら

れ
る
。

　そ
れ
ら
の
可
能
性
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
当
時
の
日
本
の
外
交
関
係
を
み
る
必
要

が
あ
る
。
江
戸
時
代
の
外
交
関
係
は
、限
ら
れ
た
場
所
で
の
み
関
係
を
も
っ
て
お
り
、

幕
府
や
藩
に
よ
る
管
理
の
も
と
、
中
国
と
オ
ラ
ン
ダ
、
朝
鮮
の
三
国
の
み
と
貿
易
が

行
わ
れ
て
い
た
。
朝
鮮
ル
ー
ト
の
情
報
の
発
信
元
は
中
国
に
ほ
と
ん
ど
拠
る
た
め
、

今
回
は
朝
鮮
は
割
愛
す
る
こ
と
と
し
て
、
ま
ず
は
中
国
と
日
本
の
関
係
か
ら
み
て
い

き
た
い
。

第
一
節

　
中
国
と
日
本
の
関
係
・
輸
入
品

　日
本
と
中
国
の
貿
易
関
係
は
、
隋
や
唐
の
時
代
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
古
来
よ
り

交
流
が
あ
っ
た
。
中
国
船
は
公
的
な
制
約
が
な
く
、
私
的
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、

個
人
間
の
貿
易
取
引
が
日
中
の
取
引
関
係
で
あ
っ
た
が
12
、
江
戸
幕
府
に
よ
り
唐
人

貿
易
は
長
崎
に
限
ら
れ
て
お
り
、
三
代
将
軍
家
光
の
寛
政
十
二
年
以
降
、
キ
リ
シ
タ
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ン
の
潜
入
取
り
締
ま
り
、
鎖
国
令
の
実
施
に
よ
り
長
崎
互
市
令
が
出
さ
れ
た
。
そ
の

後
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
に
は
、
輸
入
品
の
仕
入
れ
価
格
の
抑
制
と
貿
易
高
の

抑
制
を
目
的
と
す
る
「
市
法
貨
物
商
法
」
と
い
う
統
制
が
な
さ
れ
る
が
、
貞
享
元
年

（
一
六
八
四
）
に
こ
の
法
は
廃
止
さ
れ
、
翌
年
に
貞
享
の
長
崎
貿
易
制
限
令
が
出
さ
れ

た
。
中
国
に
お
い
て
遷
界
令
が
撤
廃
さ
れ
展
海
令
が
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
渡

航
す
る
唐
船
の
数
が
急
激
に
増
え
た
の
で
、
蘭
船
に
対
す
る
金
輸
出
、
唐
船
に
対
す

る
銀
輸
出
を
抑
制
す
る
た
め
唐
船
の
貿
易
高
を
年
間
銀
六
千
貫
の
定
高
に
限
っ
た
13
。

日
本
に
滞
在
す
る
中
国
人
は
元
禄
ま
で
は
長
崎
の
町
宿
雑
居
を
許
さ
れ
て
い
た
が
、

元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
に
唐
人
屋
敷
が
建
設
さ
れ
、
全
員
そ
こ
に
住
ま
わ
さ
れ
、

日
本
の
監
視
下
に
置
か
れ
た
14
。
体
制
が
整
っ
て
き
た
よ
う
に
思
え
た
が
、
日
本
の
主

な
輸
出
品
で
あ
る
銅
が
不
足
す
る
問
題
が
起
こ
り
、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
に
正

徳
新
令
を
出
し
、
唐
船
の
入
港
数
を
年
間
三
十
艘
に
限
り
、
信
牌
を
発
行
し
て
こ
れ

を
持
た
な
い
者
に
は
交
易
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
徐
々
に
入
港
船
数
は
減
少

し
て
い
き
、享
保
十
九
年
に
は
二
十
九
艘
、元
文
四
年
は
二
十
艘
、寛
保
二
年
は
十
艘
、

寛
延
元
年
は
十
三
艘
と
若
干
増
え
た
が
寛
政
三
年
に
は
十
艘
に
な
り
、
弘
化
元
年
以

降
は
平
均
四
艘
に
減
っ
た
15
。
し
か
し
、
銅
以
外
の
俵
物
や
諸
品
の
輸
出
は
盛
ん
に
行

わ
れ
て
お
り
、
入
港
船
量
減
少
と
い
っ
て
も
船
の
大
型
化
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
た

め
、
船
数
の
減
少
や
銅
の
輸
出
制
限
は
総
貿
易
額
の
縮
小
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
16
。

　こ
の
よ
う
に
長
い
間
に
渡
り
中
国
と
日
本
は
貿
易
を
行
っ
て
き
た
が
、
唐
船
は
何

を
も
た
ら
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
輸
入
品
は
、
生
糸
・
織
物
・
薬
種
類
・
砂
糖
・

鉱
物
・
染
料
・
塗
料
・
皮
革
・
唐
紙
・
書
籍
な
ど
で
あ
る
17
。
そ
の
中
で
も
特
に
織

物
と
薬
種
類
が
重
要
な
輸
入
品
で
あ
っ
た
。
で
は
そ
の
な
か
で
書
籍
類
は
ど
の
よ
う

に
輸
入
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　宝
永
六
年
七
月
か
ら
正
徳
三
年
十
一
月
ま
で
の
入
港
船
、
出
港
船
の
積
荷
が
記
さ

れ
て
い
る
唐
蛮
貨
物
帳
か
ら
何
艘
の
船
の
積
荷
に
書
籍
が
あ
っ
た
の
か
を
大
庭
氏
が

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
大
庭
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
唐
蛮
貨
物
帳
に
見
え
る
書
籍
の

数
は
、
宝
永
六
年
四
十
一
番
寧
波
船
に
四
箱
、
四
十
二
番
南
京
船
に
二
箱
、
正
徳
元

年
十
番
寧
波
船
に
二
部
、
十
五
番
南
京
船
に
九
十
三
箱
、
十
九
番
寧
波
船
に
四
箱
、

二
十
五
番
南
京
船
に
一
箱
、
三
十
七
番
寧
波
船
に
一
個
、
五
十
一
番
南
京
船
に
四
十

箱
正
徳
二
年
二
十
一
番
寧
波
船
に
一
個
、
四
十
番
南
京
船
に
八
十
二
箱
、
四
十
一
番

南
京
船
に
一
部
、
五
十
七
番
南
京
船
に
六
十
七
箱
、
正
徳
三
年
二
十
九
番
南
京
船
に

四
十
箱
并
一
籠
、
三
十
一
番
寧
波
船
に
一
部
、
と
積
荷
の
量
は
一
定
で
は
な
く
一
部

か
ら
九
十
三
箱
ま
で
幅
広
い
。
一
箱
に
入
っ
て
い
る
量
と
し
て
は
、
約
三
十
冊
程
度

だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
18
。
大
庭
氏
は
唐
船
の
積
荷
の
中
で
書
籍
の
も
つ
比
重
が
高
く

な
っ
た
と
い
え
る
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
江
戸
後
期
の
文
化
元
年

に
は
、
入
港
船
数
十
一
艘
の
う
ち
十
艘
に
書
籍
が
積
ま
れ
て
お
り
、
弘
化
・
嘉
永
の

頃
も
ほ
と
ん
ど
の
船
に
書
籍
が
積
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
「
書
籍
元
帳
」
で
わ
か
る
。

　唐
船
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
書
籍
の
割
合
が
わ
か
っ
て
き
た
が
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
書
籍
が
輸
入
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
天
保
十
一
年
子
一
番
船
の
例
を

見
て
み
る
と
19
、
皇
淸
經
解
、
錦
字
箋
、
地
理
啖
蔗
録
、
陸
象
山
全
集
、
古
唐
詩
歸
、

歴
代
帝
王
表
、
七
佛
聖
教
序
、
智
永
千
字
文
、
王
聖
教
、
欧
北
全
集
、
唐
詩
貫
珠
、

王
白
田
集
、
繡
像
西
洋
記
、
唐
詩
品
彙
、
書
画
同
珍
、
唐
類
凾
、
四
書
答
問
、
太
上

眞
經
、
隨
園
卅
種
全
集
、
医
學
指
要
、
桃
花
泉
碁
譜
、
初
学
記
、
春
秋
五
傳
、
佩
文

韻
府
、
神
珍
六
經
、
朱
子
遺
書
、
画
史
彙
傳
、
水
滸
傳
、
佩
文
斎
書
画
譜
、
廣
東
新

語
、
香
草
斎
詩
集
、
郭
茂
倩
楽
譜
、
十
竹
斎
画
譜
、
司
馬
温
公
文
集
な
ど
で
、
ま
だ

こ
の
他
に
も
た
く
さ
ん
の
書
籍
が
輸
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
経
典
や
詩

文
で
あ
る
が
、
絵
画
関
係
の
書
籍
と
し
て
日
本
に
入
っ
て
き
て
い
た
も
の
も
少
な
く

は
な
い
。
清
の
康
熙
帝
が
勅
撰
し
た
書
画
文
献
集
成
で
あ
る
『
佩
文
斎
書
画
譜
』
や
、

明
末
の
画
家
で
あ
る
胡
正
言
が
模
写
し
た
、
鳥
獣
や
花
、
竹
、
梅
、
石
な
ど
を
ま
と

め
て
刊
行
さ
れ
た
『
十
竹
斎
画
譜
』、
こ
の
他
に
も
絵
画
関
係
の
書
籍
と
し
て
『
書

画
同
珍
』、『
画
史
彙
傳
』
が
あ
る
。
明
代
に
施
耐
庵
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
水
滸
傳
』

に
は
、
挿
絵
も
入
っ
て
い
た
と
想
定
で
き
、
そ
の
挿
絵
を
国
芳
が
参
考
に
し
て
い
た

可
能
性
も
あ
る
。
天
保
十
一
年
の
積
荷
に
は
確
認
で
き
な
い
が
、
山
水
、
花
鳥
の
絵

手
本
で
あ
る
『
芥
子
園
画
傳
』
等
の
書
画
譜
類
も
多
く
輸
入
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら

は
何
年
に
も
渡
り
、
毎
回
の
よ
う
に
日
本
へ
と
輸
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
「
書
籍
元

帳
」
に
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
20
需
要
が
高
く
日
本
国
内
で
も
多
く
出
回
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　中
国
か
ら
は
多
く
の
書
籍
が
輸
入
さ
れ
て
お
り
、そ
れ
ら
の
書
籍
は
日
本
の
学
問
、

思
想
、
芸
術
等
に
大
き
く
影
響
を
与
え
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
絵
画
関
係
の
本
も
一

定
数
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
続
い
て
中
国
と
同
じ
く
貿
易
関
係
で
あ
っ

た
オ
ラ
ン
ダ
と
の
関
係
を
見
て
い
く
。
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ち
で
あ
る
。
確
か
に
海
外
の
作
品
に
与
え
た
影
響
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
浮
世
絵
に
も
海
外
か
ら
の
技
術
が
使
わ
れ
て
い
た
。
北
斎
が
著
し

た
『
絵
本
彩
色
通
』
か
ら
商
館
長
と
の
関
わ
り
と
西
洋
技
術
の
吸
収
が
読

み
取
れ
る
。

　『
絵
本
彩
色
通
』
は
、
弘
化
五
年
（
一
八
四
八
）
に
発
行
さ
れ
た
、
葛
飾
北
斎
が

最
晩
年
に
絵
の
描
き
方
に
つ
い
て
記
し
た
本
で
あ
る
。
鳥
や
動
物
・
花
・
模
様
な
ど

の
描
き
方
や
色
使
い
、
様
々
な
技
法
、
絵
の
具
の
作
り
方
等
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ

の
事
か
ら
北
斎
と
西
洋
絵
画
と
の
関
わ
り
を
示
す
記
事
を
み
て
い
き
た
い
。

▲
油
繪
の
、
ゑ
の
具
油
の
製
作
を
い
ふ

○
ゑ
の
油
壱
合
○
鉛
を
け
づ
り
入
レ
地
中
に
埋
め
七
十
日
ほ
ど
立
て
、
と
り
出

し
て
用
る
、
こ
れ
阿
蘭
陀
の
傳
来
な
り
、
28

　こ
こ
で
は
油
絵
の
絵
の
具
の
作
り
方
の
説
明
が
書
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
作

り
方
は
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
伝
わ
っ
た
方
法
だ
と
書
か
れ
て
い
る
。

○
扨
ヨ
ウ
ロ
ッ
パ
の
隈
ど
り
と
天
朝
の
彩
色
の
隈
と
は
表
裏
の
、
た
が
ひ
な
り
中

華
扶
桑
は
共
に
亜
細
亜
大
州
に
て
絵
の
、
く
ま
ど
り
は
模
様
と
同
じ
事
の
や
う
に

心
得
ま
た
は
金
泥
く
く
り
な
ど
を
加
へ
圓
方
浮
沈
の
た
め
に
は
あ
ら
ず
、
29

　こ
の
記
事
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
隈
取
り
と
日
本
の
彩
色
の
隈
取
り
の
違
い
や
、

中
国
と
日
本
の
絵
の
隈
取
り
の
共
通
点
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け

北
斎
は
海
外
の
絵
を
見
て
、
理
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

綿
羊

カ
ビ
タ
ン
の
曰
ク
ひ
つ
じ
に
つ
の
あ
る
事
な
し
ヤ
ギ
ウ
と
み
あ
や
ま
り
し
な
る

べ
し
羊
は
し
ろ
し
と
い
へ
ど
も
・
兎
・
鼠
と
は
た
が
ふ
也
30

　こ
の
記
事
は
羊
の
描
き
方
、
色
の
付
け
方
の
説
明
だ
が
、
そ
の
冒
頭
に
「
カ
ピ
タ

ン
の
曰
ク
」
と
あ
り
、
北
斎
は
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
と
直
接
接
触
し
て
話
を
聞
い
た
か

の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
ガ
ラ
ス
絵
や
化
学
薬
品
を
使
っ
た
銅
板
の

溶
か
し
方
（
南
蛮
の
銅
版
画
の
作
り
方
。
ス
テ
レ
キ
ワ
ー
ト
ル
（
硫
酸
）
を
使
っ
て

溶
か
す
）
等
も
載
っ
て
い
る
。

　顔
料
に
中
国
の
土
を
使
っ
て
い
た
り
、
つ
や
を
出
す
た
め
に
今
で
言
う
液
体
の
り
の

よ
う
な
ア
ラ
ビ
ア
産
の
も
の
を
使
用
し
て
い
た
り
、
化
学
薬
品
を
使
っ
て
い
た
り
と
、

異
国
の
材
料
や
技
法
を
多
く
使
っ
て
い
る
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
経
由
で
長
崎
か
ら
入
っ

た
と
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
原
産
の
白
粉
花
も
作
品
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
31
、
洋
風

画
を
た
だ
注
文
さ
れ
て
描
く
だ
け
で
は
な
く
、
海
外
か
ら
技
術
も
学
び
、
自
身
の
作
品

に
取
り
入
れ
、
新
し
い
画
題
に
も
挑
戦
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
常
に
作
品
の
向
上
に

努
め
て
い
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
画
法
だ
け
で
な
く
画
材
や

道
具
な
ど
様
々
な
も
の
が
日
本
に
入
っ
て
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と

考
え
る
。
こ
う
し
た
オ
ラ
ン
ダ
と
の
交
流
を
通
し
て
、
浮
世
絵
は
進
化
を
遂
げ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

第
三
章

　
国
芳
作
品
に
見
え
る
海
外
の
影
響

　前
章
に
お
い
て
、
国
芳
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
活
躍
し
た
北
斎
が
カ
ピ
タ
ン
か
ら
話
を

聞
い
て
い
た
こ
と
や
海
外
の
技
法
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
三
章
で
は
海
外
の
技
術
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
た
北
斎
を
慕
っ
て
い
た
国

芳
に
焦
点
を
当
て
て
い
く
。
国
芳
は
数
多
く
の
作
品
を
残
す
中
で
、
洋
風
の
表
現
を

取
り
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
作
品
が
何
点
も
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
国
芳
作
品
に

与
え
た
で
あ
ろ
う
海
外
の
影
響
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

第
一
節

　
東
西
海
陸
紀
行

　今
ま
で
国
芳
の
洋
風
版
画
の
典
拠
元
は
不
明
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
典
拠
元
が
『
東

西
海
陸
紀
行
』に
あ
る
と
勝
盛
典
子
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
か
ら
、『
東
西
海
陸
紀
行
』

に
注
目
が
集
ま
っ
た
。『
東
西
海
陸
紀
行
』（
一
六
八
二
）
は
、
ヨ
ハ
ン
・
ニ
ュ
ー
ホ

フ
が
著
し
た
オ
ラ
ン
ダ
の
書
物
で
、
世
界
各
地
の
多
様
な
風
習
が
銅
版
画
挿
絵
と
し

て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
物
は
舶
載
本
の
中
に
現
存
例
が
知
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
か
ら
、
当
時
の
蘭
書
の
中
で
も
か
な
り
稀
覯
本
で
あ
っ
た
32
。

　国
芳
が
ど
の
よ
う
に
し
て
『
東
西
海
陸
紀
行
』
を
入
手
し
た
の
か
、
又
は
本
当
に

所
持
し
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
国
芳
の
手
に
渡
る
以
前
に
こ

の
書
物
を
所
蔵
し
て
い
た
人
物
は
勝
盛
氏
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
人
物

と
は
、
江
戸
の
旗
本
の
家
に
生
ま
れ
、
蘭
学
者
の
要
請
で
蘭
書
の
挿
絵
等
を
模
写
す

る
挿
絵
画
家
と
し
て
と
し
て
活
動
し
て
い
た
石
川
大
浪
（
一
七
六
二
‐
一
八
一
七

頃
）
で
あ
る
。
松
平
芝
陽
著
『
芝
陽
漫
録
』［
春
‐
28
丁
ウ
］（
文
政
年
間
）
に
「
○

286

（7）

6

第
二
節

　
オ
ラ
ン
ダ
と
日
本
の
関
係
・
輸
入
品

　オ
ラ
ン
ダ
と
日
本
の
貿
易
関
係
は
徳
川
家
康
の
朱
印
状
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た

が
、
貿
易
に
つ
い
て
は
な
ん
の
制
限
も
な
か
っ
た
。
そ
の
際
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド

会
社
が
平
戸
に
商
館
を
設
け
、
取
引
に
あ
た
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は
、

国
家
か
ら
特
許
状
を
得
た
半
官
半
民
の
国
策
会
社
で
、
東
洋
貿
易
の
独
裁
権
を
持
っ

て
い
た
。

　オ
ラ
ン
ダ
と
の
接
触
・
交
渉
は
商
館
長
と
長
崎
奉
行
を
通
じ
て
幕
府
と
の
間
に
行

わ
れ
て
お
り
、
オ
ラ
ン
ダ
人
に
対
す
る
日
本
の
規
制
は
ゆ
る
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、

次
第
に
居
住
地
や
滞
在
地
、
生
活
の
制
約
が
加
わ
り
、
商
館
も
平
戸
か
ら
長
崎
出
島

に
移
さ
れ
た
。
出
島
で
は
厳
し
い
監
視
が
行
わ
れ
、
武
器
の
数
量
ま
で
詳
し
く
調
べ

ら
れ
記
録
さ
れ
る
な
ど
、
出
島
で
の
生
活
は
窮
屈
で
あ
り
、
日
本
と
オ
ラ
ン
ダ
の
関

係
は
対
等
で
は
な
か
っ
た
21
。

　商
館
長
は
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
以
降
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
ま
で
ほ
ぼ

毎
年
一
回
江
戸
に
行
き
、
将
軍
に
謁
見
し
、
貿
易
の
お
礼
を
言
い
、
日
本
に
対
す
る

要
求
や
希
望
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
中
国
人
に
は
許
さ

れ
な
か
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
人
だ
け
の
特
権
で
あ
っ
た
。
江
戸
参
府
の
際
の
商
品
販
売
は

許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
将
軍
・
幕
府
高
官
へ
の
献
上
・
進
物
品
を
多
数
持
参
し
、

そ
の
残
品
を
販
売
し
て
参
府
諸
経
費
の
足
し
に
し
て
い
た
よ
う
で
、
杉
田
玄
白
の
所

蔵
し
て
い
た
『
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
』
も
江
戸
参
府
中
に
売
ら
れ
た
も
の
だ
と

い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
22
。
玄
白
以
外
に
も
参
府
中
に
定
宿
に
訪
れ
た
人
で
蘭

書
を
希
望
す
る
人
に
販
売
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　江
戸
参
府
の
際
に
各
地
に
途
中
で
宿
泊
す
る
た
め
の
宿
が
設
け
ら
れ
た
。
基
本
的

に
は
一
泊
だ
け
だ
が
、
そ
の
う
ち
江
戸
・
京
都
・
大
阪
・
下
関
・
小
倉
の
五
か
所
は

何
日
間
か
止
宿
が
認
め
ら
れ
た
定
宿
で
「
阿
蘭
陀
宿
」
と
呼
ば
れ
た
23
。
こ
の
江
戸

参
府
は
、
普
段
出
島
に
い
る
カ
ピ
タ
ン
及
び
そ
の
随
員
、
西
洋
人
を
知
ら
な
い
日
本

人
た
ち
が
、
と
も
に
お
互
い
を
知
る
好
機
会
で
あ
り
、
庶
民
は
物
珍
し
そ
う
に
オ
ラ

ン
ダ
人
一
行
の
行
列
や
宿
の
窓
越
し
に
眺
め
て
い
た
と
い
う
。

　オ
ラ
ン
ダ
商
館
が
出
島
に
移
転
後
の
一
六
四
一
年
の
事
例
に
よ
る
と
、
オ
ラ
ン
ダ

人
一
行
が
大
坂
に
着
い
た
時
、
大
坂
町
奉
行
所
の
命
に
よ
り
一
行
は
監
視
さ
れ
て
い

る
。
監
視
の
理
由
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
な
の
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
起

こ
り
う
る
災
厄
や
難
儀
の
予
防
の
た
め
で
あ
り
、
大
坂
の
市
民
に
対
し
て
も
、
各
自

家
に
居
る
よ
う
に
命
ぜ

ら
れ
、
オ
ラ
ン
ダ
人
に

声
を
か
け
た
り
目
く
ば

せ
し
な
い
よ
う
に
と
注

意
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
一
般
庶
民
は
オ

ラ
ン
ダ
人
と
関
わ
る
機

会
を
与
え
ら
れ
ず
、
オ

ラ
ン
ダ
人
と
関
わ
る
こ

と
が
出
来
た
の
は
幕
府

の
関
係
者
や
地
位
の
あ
る
人
、
通
詞
や
蘭
学
者
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
24
。

　こ
の
よ
う
に
オ
ラ
ン
ダ
人
と
関
係
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
人
は
限
定
さ
れ
て
い
た

の
だ
が
、
江
戸
時
代
後
期
を
代
表
す
る
絵
師
葛
飾
北
斎
が
カ
ピ
タ
ン
と
交
流
を
も
っ

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
図
１
25
を
見
て
み
る
と
、
奥
行
き
が
感
じ

ら
れ
、
着
色
方
法
も
古
来
の
日
本
画
と
は
異
な
る
。
こ
の
絵
に
は
、
深
遠
近
法
が
使

わ
れ
て
お
り
、
こ
の
深
遠
近
法
は
「
富
岳
三
十
六
景
」
シ
リ
ー
ズ
に
も
取
り
入
れ
ら

れ
て
い
る
。
人
物
は
そ
れ
ぞ
れ
向
か
っ
て
右
側
の
ほ
う
が
濃
く
暗
く
着
色
さ
れ
て
お

り
、
光
に
よ
る
明
暗
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
26
。
そ
し
て
日
本
で
使
用

さ
れ
て
い
る
紙
と
は
違
い
、
表
面
が
滑
ら
か
で
吸
水
性
の
低
い
オ
ラ
ン
ダ
の
紙
を
使

用
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
商
館
長
、
ヤ
ン
・
コ
ッ
ク
・

ブ
ロ
ン
ホ
フ
（
一
七
七
九
‐
一
八
六
三
）
が
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
の
江
戸
参
府

の
際
に
北
斎
に
注
文
し
、
紙
を
支
給
し
た
と
さ
れ
る
。
出
来
上
が
っ
た
絵
は
次
回
の

江
戸
参
府
で
あ
っ
た
文
政
九
年
の
際
に
、商
館
長
ヨ
ハ
ン
・
ウ
ィ
レ
ム
・
デ
・
ス
チ
ュ
ー

レ
ル
（
一
七
七
三
‐
一
八
五
五
）
と
医
師
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・

シ
ー
ボ
ル
ト
（
一
七
九
六
‐
一
八
六
六
）
に
よ
っ
て
引
き
取
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
て

お
り
、
現
在
ラ
イ
デ
ン
の
国
立
民
族
学
博
物
館
に
同
様
の
作
品
群
二
十
九
点
が
所
蔵

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
パ
リ
国
立
図
書
館
に
は
関
連
の
作
品
群
が
二
十
五
点
所
蔵
さ

れ
て
い
る
27
。

注
文
さ
れ
て
持
ち
帰
ら
れ
た
北
斎
の
浮
世
絵
以
外
に
も
多
く
の
浮
世
絵
が

持
ち
帰
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
日
本
の
浮
世
絵
が
海
外
で
高
く
評

価
さ
れ
、
海
外
の
絵
に
も
影
響
を
与
え
た
、
と
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
が
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ち
で
あ
る
。
確
か
に
海
外
の
作
品
に
与
え
た
影
響
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
浮
世
絵
に
も
海
外
か
ら
の
技
術
が
使
わ
れ
て
い
た
。
北
斎
が
著
し

た
『
絵
本
彩
色
通
』
か
ら
商
館
長
と
の
関
わ
り
と
西
洋
技
術
の
吸
収
が
読

み
取
れ
る
。

　『
絵
本
彩
色
通
』
は
、
弘
化
五
年
（
一
八
四
八
）
に
発
行
さ
れ
た
、
葛
飾
北
斎
が

最
晩
年
に
絵
の
描
き
方
に
つ
い
て
記
し
た
本
で
あ
る
。
鳥
や
動
物
・
花
・
模
様
な
ど

の
描
き
方
や
色
使
い
、
様
々
な
技
法
、
絵
の
具
の
作
り
方
等
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ

の
事
か
ら
北
斎
と
西
洋
絵
画
と
の
関
わ
り
を
示
す
記
事
を
み
て
い
き
た
い
。

▲
油
繪
の
、
ゑ
の
具
油
の
製
作
を
い
ふ

○
ゑ
の
油
壱
合
○
鉛
を
け
づ
り
入
レ
地
中
に
埋
め
七
十
日
ほ
ど
立
て
、
と
り
出

し
て
用
る
、
こ
れ
阿
蘭
陀
の
傳
来
な
り
、
28

　こ
こ
で
は
油
絵
の
絵
の
具
の
作
り
方
の
説
明
が
書
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
作

り
方
は
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
伝
わ
っ
た
方
法
だ
と
書
か
れ
て
い
る
。

○
扨
ヨ
ウ
ロ
ッ
パ
の
隈
ど
り
と
天
朝
の
彩
色
の
隈
と
は
表
裏
の
、
た
が
ひ
な
り
中

華
扶
桑
は
共
に
亜
細
亜
大
州
に
て
絵
の
、
く
ま
ど
り
は
模
様
と
同
じ
事
の
や
う
に

心
得
ま
た
は
金
泥
く
く
り
な
ど
を
加
へ
圓
方
浮
沈
の
た
め
に
は
あ
ら
ず
、
29

　こ
の
記
事
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
隈
取
り
と
日
本
の
彩
色
の
隈
取
り
の
違
い
や
、

中
国
と
日
本
の
絵
の
隈
取
り
の
共
通
点
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け

北
斎
は
海
外
の
絵
を
見
て
、
理
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

綿
羊

カ
ビ
タ
ン
の
曰
ク
ひ
つ
じ
に
つ
の
あ
る
事
な
し
ヤ
ギ
ウ
と
み
あ
や
ま
り
し
な
る

べ
し
羊
は
し
ろ
し
と
い
へ
ど
も
・
兎
・
鼠
と
は
た
が
ふ
也
30

　こ
の
記
事
は
羊
の
描
き
方
、
色
の
付
け
方
の
説
明
だ
が
、
そ
の
冒
頭
に
「
カ
ピ
タ

ン
の
曰
ク
」
と
あ
り
、
北
斎
は
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
と
直
接
接
触
し
て
話
を
聞
い
た
か

の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
ガ
ラ
ス
絵
や
化
学
薬
品
を
使
っ
た
銅
板
の

溶
か
し
方
（
南
蛮
の
銅
版
画
の
作
り
方
。
ス
テ
レ
キ
ワ
ー
ト
ル
（
硫
酸
）
を
使
っ
て

溶
か
す
）
等
も
載
っ
て
い
る
。

　顔
料
に
中
国
の
土
を
使
っ
て
い
た
り
、
つ
や
を
出
す
た
め
に
今
で
言
う
液
体
の
り
の

よ
う
な
ア
ラ
ビ
ア
産
の
も
の
を
使
用
し
て
い
た
り
、
化
学
薬
品
を
使
っ
て
い
た
り
と
、

異
国
の
材
料
や
技
法
を
多
く
使
っ
て
い
る
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
経
由
で
長
崎
か
ら
入
っ

た
と
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
原
産
の
白
粉
花
も
作
品
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
31
、
洋
風

画
を
た
だ
注
文
さ
れ
て
描
く
だ
け
で
は
な
く
、
海
外
か
ら
技
術
も
学
び
、
自
身
の
作
品

に
取
り
入
れ
、
新
し
い
画
題
に
も
挑
戦
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
常
に
作
品
の
向
上
に

努
め
て
い
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
画
法
だ
け
で
な
く
画
材
や

道
具
な
ど
様
々
な
も
の
が
日
本
に
入
っ
て
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と

考
え
る
。
こ
う
し
た
オ
ラ
ン
ダ
と
の
交
流
を
通
し
て
、
浮
世
絵
は
進
化
を
遂
げ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

第
三
章

　
国
芳
作
品
に
見
え
る
海
外
の
影
響

　前
章
に
お
い
て
、
国
芳
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
活
躍
し
た
北
斎
が
カ
ピ
タ
ン
か
ら
話
を

聞
い
て
い
た
こ
と
や
海
外
の
技
法
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
三
章
で
は
海
外
の
技
術
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
た
北
斎
を
慕
っ
て
い
た
国

芳
に
焦
点
を
当
て
て
い
く
。
国
芳
は
数
多
く
の
作
品
を
残
す
中
で
、
洋
風
の
表
現
を

取
り
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
作
品
が
何
点
も
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
国
芳
作
品
に

与
え
た
で
あ
ろ
う
海
外
の
影
響
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

第
一
節

　
東
西
海
陸
紀
行

　今
ま
で
国
芳
の
洋
風
版
画
の
典
拠
元
は
不
明
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
典
拠
元
が
『
東

西
海
陸
紀
行
』に
あ
る
と
勝
盛
典
子
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
か
ら
、『
東
西
海
陸
紀
行
』

に
注
目
が
集
ま
っ
た
。『
東
西
海
陸
紀
行
』（
一
六
八
二
）
は
、
ヨ
ハ
ン
・
ニ
ュ
ー
ホ

フ
が
著
し
た
オ
ラ
ン
ダ
の
書
物
で
、
世
界
各
地
の
多
様
な
風
習
が
銅
版
画
挿
絵
と
し

て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
物
は
舶
載
本
の
中
に
現
存
例
が
知
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
か
ら
、
当
時
の
蘭
書
の
中
で
も
か
な
り
稀
覯
本
で
あ
っ
た
32
。

　国
芳
が
ど
の
よ
う
に
し
て
『
東
西
海
陸
紀
行
』
を
入
手
し
た
の
か
、
又
は
本
当
に

所
持
し
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
国
芳
の
手
に
渡
る
以
前
に
こ

の
書
物
を
所
蔵
し
て
い
た
人
物
は
勝
盛
氏
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
人
物

と
は
、
江
戸
の
旗
本
の
家
に
生
ま
れ
、
蘭
学
者
の
要
請
で
蘭
書
の
挿
絵
等
を
模
写
す

る
挿
絵
画
家
と
し
て
と
し
て
活
動
し
て
い
た
石
川
大
浪
（
一
七
六
二
‐
一
八
一
七

頃
）
で
あ
る
。
松
平
芝
陽
著
『
芝
陽
漫
録
』［
春
‐
28
丁
ウ
］（
文
政
年
間
）
に
「
○

287
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ち
で
あ
る
。
確
か
に
海
外
の
作
品
に
与
え
た
影
響
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
浮
世
絵
に
も
海
外
か
ら
の
技
術
が
使
わ
れ
て
い
た
。
北
斎
が
著
し

た
『
絵
本
彩
色
通
』
か
ら
商
館
長
と
の
関
わ
り
と
西
洋
技
術
の
吸
収
が
読

み
取
れ
る
。

　『
絵
本
彩
色
通
』
は
、
弘
化
五
年
（
一
八
四
八
）
に
発
行
さ
れ
た
、
葛
飾
北
斎
が

最
晩
年
に
絵
の
描
き
方
に
つ
い
て
記
し
た
本
で
あ
る
。
鳥
や
動
物
・
花
・
模
様
な
ど

の
描
き
方
や
色
使
い
、
様
々
な
技
法
、
絵
の
具
の
作
り
方
等
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ

の
事
か
ら
北
斎
と
西
洋
絵
画
と
の
関
わ
り
を
示
す
記
事
を
み
て
い
き
た
い
。

▲
油
繪
の
、
ゑ
の
具
油
の
製
作
を
い
ふ

○
ゑ
の
油
壱
合
○
鉛
を
け
づ
り
入
レ
地
中
に
埋
め
七
十
日
ほ
ど
立
て
、
と
り
出

し
て
用
る
、
こ
れ
阿
蘭
陀
の
傳
来
な
り
、
28

　こ
こ
で
は
油
絵
の
絵
の
具
の
作
り
方
の
説
明
が
書
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
作

り
方
は
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
伝
わ
っ
た
方
法
だ
と
書
か
れ
て
い
る
。

○
扨
ヨ
ウ
ロ
ッ
パ
の
隈
ど
り
と
天
朝
の
彩
色
の
隈
と
は
表
裏
の
、
た
が
ひ
な
り
中

華
扶
桑
は
共
に
亜
細
亜
大
州
に
て
絵
の
、
く
ま
ど
り
は
模
様
と
同
じ
事
の
や
う
に

心
得
ま
た
は
金
泥
く
く
り
な
ど
を
加
へ
圓
方
浮
沈
の
た
め
に
は
あ
ら
ず
、
29

　こ
の
記
事
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
隈
取
り
と
日
本
の
彩
色
の
隈
取
り
の
違
い
や
、

中
国
と
日
本
の
絵
の
隈
取
り
の
共
通
点
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け

北
斎
は
海
外
の
絵
を
見
て
、
理
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

綿
羊

カ
ビ
タ
ン
の
曰
ク
ひ
つ
じ
に
つ
の
あ
る
事
な
し
ヤ
ギ
ウ
と
み
あ
や
ま
り
し
な
る

べ
し
羊
は
し
ろ
し
と
い
へ
ど
も
・
兎
・
鼠
と
は
た
が
ふ
也
30

　こ
の
記
事
は
羊
の
描
き
方
、
色
の
付
け
方
の
説
明
だ
が
、
そ
の
冒
頭
に
「
カ
ピ
タ

ン
の
曰
ク
」
と
あ
り
、
北
斎
は
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
と
直
接
接
触
し
て
話
を
聞
い
た
か

の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
ガ
ラ
ス
絵
や
化
学
薬
品
を
使
っ
た
銅
板
の

溶
か
し
方
（
南
蛮
の
銅
版
画
の
作
り
方
。
ス
テ
レ
キ
ワ
ー
ト
ル
（
硫
酸
）
を
使
っ
て

溶
か
す
）
等
も
載
っ
て
い
る
。

　顔
料
に
中
国
の
土
を
使
っ
て
い
た
り
、
つ
や
を
出
す
た
め
に
今
で
言
う
液
体
の
り
の

よ
う
な
ア
ラ
ビ
ア
産
の
も
の
を
使
用
し
て
い
た
り
、
化
学
薬
品
を
使
っ
て
い
た
り
と
、

異
国
の
材
料
や
技
法
を
多
く
使
っ
て
い
る
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
経
由
で
長
崎
か
ら
入
っ

た
と
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
原
産
の
白
粉
花
も
作
品
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
31
、
洋
風

画
を
た
だ
注
文
さ
れ
て
描
く
だ
け
で
は
な
く
、
海
外
か
ら
技
術
も
学
び
、
自
身
の
作
品

に
取
り
入
れ
、
新
し
い
画
題
に
も
挑
戦
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
常
に
作
品
の
向
上
に

努
め
て
い
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
画
法
だ
け
で
な
く
画
材
や

道
具
な
ど
様
々
な
も
の
が
日
本
に
入
っ
て
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と

考
え
る
。
こ
う
し
た
オ
ラ
ン
ダ
と
の
交
流
を
通
し
て
、
浮
世
絵
は
進
化
を
遂
げ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

第
三
章

　
国
芳
作
品
に
見
え
る
海
外
の
影
響

　前
章
に
お
い
て
、
国
芳
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
活
躍
し
た
北
斎
が
カ
ピ
タ
ン
か
ら
話
を

聞
い
て
い
た
こ
と
や
海
外
の
技
法
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
三
章
で
は
海
外
の
技
術
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
た
北
斎
を
慕
っ
て
い
た
国

芳
に
焦
点
を
当
て
て
い
く
。
国
芳
は
数
多
く
の
作
品
を
残
す
中
で
、
洋
風
の
表
現
を

取
り
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
作
品
が
何
点
も
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
国
芳
作
品
に

与
え
た
で
あ
ろ
う
海
外
の
影
響
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

第
一
節

　
東
西
海
陸
紀
行

　今
ま
で
国
芳
の
洋
風
版
画
の
典
拠
元
は
不
明
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
典
拠
元
が
『
東

西
海
陸
紀
行
』に
あ
る
と
勝
盛
典
子
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
か
ら
、『
東
西
海
陸
紀
行
』

に
注
目
が
集
ま
っ
た
。『
東
西
海
陸
紀
行
』（
一
六
八
二
）
は
、
ヨ
ハ
ン
・
ニ
ュ
ー
ホ

フ
が
著
し
た
オ
ラ
ン
ダ
の
書
物
で
、
世
界
各
地
の
多
様
な
風
習
が
銅
版
画
挿
絵
と
し

て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
物
は
舶
載
本
の
中
に
現
存
例
が
知
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
か
ら
、
当
時
の
蘭
書
の
中
で
も
か
な
り
稀
覯
本
で
あ
っ
た
32
。

　国
芳
が
ど
の
よ
う
に
し
て
『
東
西
海
陸
紀
行
』
を
入
手
し
た
の
か
、
又
は
本
当
に

所
持
し
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
国
芳
の
手
に
渡
る
以
前
に
こ

の
書
物
を
所
蔵
し
て
い
た
人
物
は
勝
盛
氏
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
人
物

と
は
、
江
戸
の
旗
本
の
家
に
生
ま
れ
、
蘭
学
者
の
要
請
で
蘭
書
の
挿
絵
等
を
模
写
す

る
挿
絵
画
家
と
し
て
と
し
て
活
動
し
て
い
た
石
川
大
浪
（
一
七
六
二
‐
一
八
一
七

頃
）
で
あ
る
。
松
平
芝
陽
著
『
芝
陽
漫
録
』［
春
‐
28
丁
ウ
］（
文
政
年
間
）
に
「
○

286

（7）
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第
二
節

　
オ
ラ
ン
ダ
と
日
本
の
関
係
・
輸
入
品

　オ
ラ
ン
ダ
と
日
本
の
貿
易
関
係
は
徳
川
家
康
の
朱
印
状
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た

が
、
貿
易
に
つ
い
て
は
な
ん
の
制
限
も
な
か
っ
た
。
そ
の
際
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド

会
社
が
平
戸
に
商
館
を
設
け
、
取
引
に
あ
た
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は
、

国
家
か
ら
特
許
状
を
得
た
半
官
半
民
の
国
策
会
社
で
、
東
洋
貿
易
の
独
裁
権
を
持
っ

て
い
た
。

　オ
ラ
ン
ダ
と
の
接
触
・
交
渉
は
商
館
長
と
長
崎
奉
行
を
通
じ
て
幕
府
と
の
間
に
行

わ
れ
て
お
り
、
オ
ラ
ン
ダ
人
に
対
す
る
日
本
の
規
制
は
ゆ
る
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、

次
第
に
居
住
地
や
滞
在
地
、
生
活
の
制
約
が
加
わ
り
、
商
館
も
平
戸
か
ら
長
崎
出
島

に
移
さ
れ
た
。
出
島
で
は
厳
し
い
監
視
が
行
わ
れ
、
武
器
の
数
量
ま
で
詳
し
く
調
べ

ら
れ
記
録
さ
れ
る
な
ど
、
出
島
で
の
生
活
は
窮
屈
で
あ
り
、
日
本
と
オ
ラ
ン
ダ
の
関

係
は
対
等
で
は
な
か
っ
た
21
。

　商
館
長
は
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
以
降
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
ま
で
ほ
ぼ

毎
年
一
回
江
戸
に
行
き
、
将
軍
に
謁
見
し
、
貿
易
の
お
礼
を
言
い
、
日
本
に
対
す
る

要
求
や
希
望
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
中
国
人
に
は
許
さ

れ
な
か
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
人
だ
け
の
特
権
で
あ
っ
た
。
江
戸
参
府
の
際
の
商
品
販
売
は

許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
将
軍
・
幕
府
高
官
へ
の
献
上
・
進
物
品
を
多
数
持
参
し
、

そ
の
残
品
を
販
売
し
て
参
府
諸
経
費
の
足
し
に
し
て
い
た
よ
う
で
、
杉
田
玄
白
の
所

蔵
し
て
い
た
『
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
』
も
江
戸
参
府
中
に
売
ら
れ
た
も
の
だ
と

い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
22
。
玄
白
以
外
に
も
参
府
中
に
定
宿
に
訪
れ
た
人
で
蘭

書
を
希
望
す
る
人
に
販
売
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　江
戸
参
府
の
際
に
各
地
に
途
中
で
宿
泊
す
る
た
め
の
宿
が
設
け
ら
れ
た
。
基
本
的

に
は
一
泊
だ
け
だ
が
、
そ
の
う
ち
江
戸
・
京
都
・
大
阪
・
下
関
・
小
倉
の
五
か
所
は

何
日
間
か
止
宿
が
認
め
ら
れ
た
定
宿
で
「
阿
蘭
陀
宿
」
と
呼
ば
れ
た
23
。
こ
の
江
戸

参
府
は
、
普
段
出
島
に
い
る
カ
ピ
タ
ン
及
び
そ
の
随
員
、
西
洋
人
を
知
ら
な
い
日
本

人
た
ち
が
、
と
も
に
お
互
い
を
知
る
好
機
会
で
あ
り
、
庶
民
は
物
珍
し
そ
う
に
オ
ラ

ン
ダ
人
一
行
の
行
列
や
宿
の
窓
越
し
に
眺
め
て
い
た
と
い
う
。

　オ
ラ
ン
ダ
商
館
が
出
島
に
移
転
後
の
一
六
四
一
年
の
事
例
に
よ
る
と
、
オ
ラ
ン
ダ

人
一
行
が
大
坂
に
着
い
た
時
、
大
坂
町
奉
行
所
の
命
に
よ
り
一
行
は
監
視
さ
れ
て
い

る
。
監
視
の
理
由
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
な
の
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
起

こ
り
う
る
災
厄
や
難
儀
の
予
防
の
た
め
で
あ
り
、
大
坂
の
市
民
に
対
し
て
も
、
各
自

家
に
居
る
よ
う
に
命
ぜ

ら
れ
、
オ
ラ
ン
ダ
人
に

声
を
か
け
た
り
目
く
ば

せ
し
な
い
よ
う
に
と
注

意
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
一
般
庶
民
は
オ

ラ
ン
ダ
人
と
関
わ
る
機

会
を
与
え
ら
れ
ず
、
オ

ラ
ン
ダ
人
と
関
わ
る
こ

と
が
出
来
た
の
は
幕
府

の
関
係
者
や
地
位
の
あ
る
人
、
通
詞
や
蘭
学
者
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
24
。

　こ
の
よ
う
に
オ
ラ
ン
ダ
人
と
関
係
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
人
は
限
定
さ
れ
て
い
た

の
だ
が
、
江
戸
時
代
後
期
を
代
表
す
る
絵
師
葛
飾
北
斎
が
カ
ピ
タ
ン
と
交
流
を
も
っ

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
図
１
25
を
見
て
み
る
と
、
奥
行
き
が
感
じ

ら
れ
、
着
色
方
法
も
古
来
の
日
本
画
と
は
異
な
る
。
こ
の
絵
に
は
、
深
遠
近
法
が
使

わ
れ
て
お
り
、
こ
の
深
遠
近
法
は
「
富
岳
三
十
六
景
」
シ
リ
ー
ズ
に
も
取
り
入
れ
ら

れ
て
い
る
。
人
物
は
そ
れ
ぞ
れ
向
か
っ
て
右
側
の
ほ
う
が
濃
く
暗
く
着
色
さ
れ
て
お

り
、
光
に
よ
る
明
暗
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
26
。
そ
し
て
日
本
で
使
用

さ
れ
て
い
る
紙
と
は
違
い
、
表
面
が
滑
ら
か
で
吸
水
性
の
低
い
オ
ラ
ン
ダ
の
紙
を
使

用
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
商
館
長
、
ヤ
ン
・
コ
ッ
ク
・

ブ
ロ
ン
ホ
フ
（
一
七
七
九
‐
一
八
六
三
）
が
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
の
江
戸
参
府

の
際
に
北
斎
に
注
文
し
、
紙
を
支
給
し
た
と
さ
れ
る
。
出
来
上
が
っ
た
絵
は
次
回
の

江
戸
参
府
で
あ
っ
た
文
政
九
年
の
際
に
、商
館
長
ヨ
ハ
ン
・
ウ
ィ
レ
ム
・
デ
・
ス
チ
ュ
ー

レ
ル
（
一
七
七
三
‐
一
八
五
五
）
と
医
師
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・

シ
ー
ボ
ル
ト
（
一
七
九
六
‐
一
八
六
六
）
に
よ
っ
て
引
き
取
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
て

お
り
、
現
在
ラ
イ
デ
ン
の
国
立
民
族
学
博
物
館
に
同
様
の
作
品
群
二
十
九
点
が
所
蔵

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
パ
リ
国
立
図
書
館
に
は
関
連
の
作
品
群
が
二
十
五
点
所
蔵
さ

れ
て
い
る
27
。

注
文
さ
れ
て
持
ち
帰
ら
れ
た
北
斎
の
浮
世
絵
以
外
に
も
多
く
の
浮
世
絵
が

持
ち
帰
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
日
本
の
浮
世
絵
が
海
外
で
高
く
評

価
さ
れ
、
海
外
の
絵
に
も
影
響
を
与
え
た
、
と
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
が

図 1　北斎画「霞が関での年始回り」
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ち
で
あ
る
。
確
か
に
海
外
の
作
品
に
与
え
た
影
響
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
浮
世
絵
に
も
海
外
か
ら
の
技
術
が
使
わ
れ
て
い
た
。
北
斎
が
著
し

た
『
絵
本
彩
色
通
』
か
ら
商
館
長
と
の
関
わ
り
と
西
洋
技
術
の
吸
収
が
読

み
取
れ
る
。

　『
絵
本
彩
色
通
』
は
、
弘
化
五
年
（
一
八
四
八
）
に
発
行
さ
れ
た
、
葛
飾
北
斎
が

最
晩
年
に
絵
の
描
き
方
に
つ
い
て
記
し
た
本
で
あ
る
。
鳥
や
動
物
・
花
・
模
様
な
ど

の
描
き
方
や
色
使
い
、
様
々
な
技
法
、
絵
の
具
の
作
り
方
等
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ

の
事
か
ら
北
斎
と
西
洋
絵
画
と
の
関
わ
り
を
示
す
記
事
を
み
て
い
き
た
い
。

▲
油
繪
の
、
ゑ
の
具
油
の
製
作
を
い
ふ

○
ゑ
の
油
壱
合
○
鉛
を
け
づ
り
入
レ
地
中
に
埋
め
七
十
日
ほ
ど
立
て
、
と
り
出

し
て
用
る
、
こ
れ
阿
蘭
陀
の
傳
来
な
り
、
28

　こ
こ
で
は
油
絵
の
絵
の
具
の
作
り
方
の
説
明
が
書
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
作

り
方
は
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
伝
わ
っ
た
方
法
だ
と
書
か
れ
て
い
る
。

○
扨
ヨ
ウ
ロ
ッ
パ
の
隈
ど
り
と
天
朝
の
彩
色
の
隈
と
は
表
裏
の
、
た
が
ひ
な
り
中

華
扶
桑
は
共
に
亜
細
亜
大
州
に
て
絵
の
、
く
ま
ど
り
は
模
様
と
同
じ
事
の
や
う
に

心
得
ま
た
は
金
泥
く
く
り
な
ど
を
加
へ
圓
方
浮
沈
の
た
め
に
は
あ
ら
ず
、
29

　こ
の
記
事
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
隈
取
り
と
日
本
の
彩
色
の
隈
取
り
の
違
い
や
、

中
国
と
日
本
の
絵
の
隈
取
り
の
共
通
点
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け

北
斎
は
海
外
の
絵
を
見
て
、
理
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

綿
羊

カ
ビ
タ
ン
の
曰
ク
ひ
つ
じ
に
つ
の
あ
る
事
な
し
ヤ
ギ
ウ
と
み
あ
や
ま
り
し
な
る

べ
し
羊
は
し
ろ
し
と
い
へ
ど
も
・
兎
・
鼠
と
は
た
が
ふ
也
30

　こ
の
記
事
は
羊
の
描
き
方
、
色
の
付
け
方
の
説
明
だ
が
、
そ
の
冒
頭
に
「
カ
ピ
タ

ン
の
曰
ク
」
と
あ
り
、
北
斎
は
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
と
直
接
接
触
し
て
話
を
聞
い
た
か

の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
ガ
ラ
ス
絵
や
化
学
薬
品
を
使
っ
た
銅
板
の

溶
か
し
方
（
南
蛮
の
銅
版
画
の
作
り
方
。
ス
テ
レ
キ
ワ
ー
ト
ル
（
硫
酸
）
を
使
っ
て

溶
か
す
）
等
も
載
っ
て
い
る
。

　顔
料
に
中
国
の
土
を
使
っ
て
い
た
り
、
つ
や
を
出
す
た
め
に
今
で
言
う
液
体
の
り
の

よ
う
な
ア
ラ
ビ
ア
産
の
も
の
を
使
用
し
て
い
た
り
、
化
学
薬
品
を
使
っ
て
い
た
り
と
、

異
国
の
材
料
や
技
法
を
多
く
使
っ
て
い
る
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
経
由
で
長
崎
か
ら
入
っ

た
と
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
原
産
の
白
粉
花
も
作
品
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
31
、
洋
風

画
を
た
だ
注
文
さ
れ
て
描
く
だ
け
で
は
な
く
、
海
外
か
ら
技
術
も
学
び
、
自
身
の
作
品

に
取
り
入
れ
、
新
し
い
画
題
に
も
挑
戦
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
常
に
作
品
の
向
上
に

努
め
て
い
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
画
法
だ
け
で
な
く
画
材
や

道
具
な
ど
様
々
な
も
の
が
日
本
に
入
っ
て
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と

考
え
る
。
こ
う
し
た
オ
ラ
ン
ダ
と
の
交
流
を
通
し
て
、
浮
世
絵
は
進
化
を
遂
げ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

第
三
章

　
国
芳
作
品
に
見
え
る
海
外
の
影
響

　前
章
に
お
い
て
、
国
芳
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
活
躍
し
た
北
斎
が
カ
ピ
タ
ン
か
ら
話
を

聞
い
て
い
た
こ
と
や
海
外
の
技
法
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
三
章
で
は
海
外
の
技
術
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
た
北
斎
を
慕
っ
て
い
た
国

芳
に
焦
点
を
当
て
て
い
く
。
国
芳
は
数
多
く
の
作
品
を
残
す
中
で
、
洋
風
の
表
現
を

取
り
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
作
品
が
何
点
も
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
国
芳
作
品
に

与
え
た
で
あ
ろ
う
海
外
の
影
響
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

第
一
節

　
東
西
海
陸
紀
行

　今
ま
で
国
芳
の
洋
風
版
画
の
典
拠
元
は
不
明
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
典
拠
元
が
『
東

西
海
陸
紀
行
』に
あ
る
と
勝
盛
典
子
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
か
ら
、『
東
西
海
陸
紀
行
』

に
注
目
が
集
ま
っ
た
。『
東
西
海
陸
紀
行
』（
一
六
八
二
）
は
、
ヨ
ハ
ン
・
ニ
ュ
ー
ホ

フ
が
著
し
た
オ
ラ
ン
ダ
の
書
物
で
、
世
界
各
地
の
多
様
な
風
習
が
銅
版
画
挿
絵
と
し

て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
物
は
舶
載
本
の
中
に
現
存
例
が
知
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
か
ら
、
当
時
の
蘭
書
の
中
で
も
か
な
り
稀
覯
本
で
あ
っ
た
32
。

　国
芳
が
ど
の
よ
う
に
し
て
『
東
西
海
陸
紀
行
』
を
入
手
し
た
の
か
、
又
は
本
当
に

所
持
し
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
国
芳
の
手
に
渡
る
以
前
に
こ

の
書
物
を
所
蔵
し
て
い
た
人
物
は
勝
盛
氏
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
人
物

と
は
、
江
戸
の
旗
本
の
家
に
生
ま
れ
、
蘭
学
者
の
要
請
で
蘭
書
の
挿
絵
等
を
模
写
す

る
挿
絵
画
家
と
し
て
と
し
て
活
動
し
て
い
た
石
川
大
浪
（
一
七
六
二
‐
一
八
一
七

頃
）
で
あ
る
。
松
平
芝
陽
著
『
芝
陽
漫
録
』［
春
‐
28
丁
ウ
］（
文
政
年
間
）
に
「
○

287
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が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
他
の
指
摘
さ
れ
て
き
た
作
品
に
つ
い
て
も
勝
原
氏
の
指
摘
す

る
通
り
、
国
芳
は
洋
書
を
た
だ
写
す
の
で
は
な
く
、
一
部
分
の
み
の
利
用
を
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
す
べ
て
を
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
一
部
の
み
の
利
用

と
い
う
こ
と
は
、
国
芳
は
洋
画
を
描
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
自
分
の
作
品
と
し

て
そ
の
中
に
洋
書
か
ら
学
ん
だ
形
を
利
用
し
、
ま
だ
見
た
こ
と
の
な
い
新
た
な
浮
世

絵
、
今
以
上
の
素
晴
ら
し
い
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
を
追
求
し
て
い
っ
た
の
で
は
な

い
か
。

　『
東
西
海
陸
紀
行
』
が
、
国
芳
に
ど
う
い
っ
た
経
緯
で
渡
っ
た
の
か
は
明
ら
か
に

な
っ
て
い
な
い
が
、
石
川
大
浪
が
こ
れ
を
所
持
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
た
。
大
浪
は
『
東
西
海
陸
紀
行
』
以
外
の
蘭
書
等
も
所
持
し
て
い
る
こ
と
が
勝

盛
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
蘭
学
者
ら
の
所
持
し
て
い
た
蘭

書
等
が
浮
世
絵
師
た
ち
に
何
ら
か
の
方
法
で
渡
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
次
に
蘭

学
者
ら
の
所
持
し
て
い
た
蘭
書
を
見
て
い
く
。

第
二
節

　
蘭
学
者
ら
所
蔵
蘭
書
な
ど

　一
節
で
国
芳
が
用
い
た
と
さ
れ
る
『
東
西
海
陸
紀
行
』
が
、
国
芳
の
手
に
渡
る
以

前
に
蘭
学
者
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
石
川
大
浪
の
所
蔵
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
当
時
様
々
な
蘭
書
が
輸
入
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
主
に
幕
府
関
係
者
や
蘭
学

者
ら
の
手
の
も
と
に
あ
り
、
研
究
の
手
段
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

し
か
し
希
少
本
が
多
く
、
一
冊
の
原
本
を
蘭
学
者
や
そ
の
弟
子
ら
が
写
し
、
翻
刻
さ

れ
た
り
解
説
さ
れ
た
り
し
た
も
の
で
研
究
し
た
り
出
版
さ
れ
た
り
し
て
い
た
た
め
、

原
本
よ
り
写
し
の
方
が
多
く
存
在
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
国
芳
が
原
本
を
所
持
し
て

い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
写
し
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
写
し
の
挿
絵
や
模
写
絵

か
ら
図
案
を
拝
借
し
て
い
た
と
し
た
ら
国
芳
が
所
持
し
て
い
た
図
版
が
必
ず
し
も
原

本
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
訳
な
ど
は
蘭
学
者
ら
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
挿
絵
も
蘭

学
者
自
ら
描
く
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
主
に
は
先
ほ
ど
の
石
川
大
浪
の
よ
う
な

専
門
の
絵
師
に
依
頼
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
模
写
本
の
絵
が
原
本
と
全
く

異
な
る
と
い
う
こ
と
は
そ
う
そ
う
な
い
だ
ろ
う
。
多
少
陰
影
な
ど
違
っ
て
い
て
も
輪

郭
な
ど
形
は
だ
い
た
い
原
本
通
り
に
写
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
一
節
で
述
べ
た

よ
う
に
、
国
芳
作
品
中
に
み
ら
れ
る
転
用
は
一
部
の
形
の
み
の
た
め
、
原
書
と
か
け

離
れ
て
い
な
い
挿
絵
が
載
っ
て
い
る
写
し
で
あ
れ
ば
形
の
転
用
は
可
能
で
あ
る
。
本

節
で
は
、
国
芳
が
見
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
日
本
に
入
っ
て
き
て
い
た
蘭
書
を
蘭
学

者
ら
の
所
蔵
本
、
模
写
本
か
ら
紹
介
す
る
。

・
ラ
イ
レ
ッ
セ
『
大
絵
画
本
』

　ヘ
ラ
ル
ド
・
ド
ゥ
・
ラ
イ
レ
ッ
セ
（
一
六
四
〇
‐
一
七
一
一
）
は
ベ
ル
ギ
ー
出
身

の
画
家
。
五
十
歳
の
時
に
失
明
す
る
が
、
そ
の
後
も
芸
術
論
講
義
を
す
る
な
ど
活
動

的
で
あ
る
。

　『
大
絵
画
本
』
は
一
七
〇
七
年
刊
行
の
、
絵
画
芸
術
に
つ
い
て
理
論
と
銅
板
挿
絵

に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
た
も
の
で
、
二
巻
か
ら
成
る
。
失
明
後
の
刊
行
な
の
で
、
口
述

筆
記
や
挿
絵
は
ラ
イ
レ
ッ
セ
と
交
流
の
あ
っ
た
も
の
や
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
完
成
さ

れ
た
38
。

　第
一
巻
は
、
基
本
的
な
道
具
の
扱
い
方
か
ら
球
体
な
ど
の
陰
影
方
法
、
彩
色
方
法

等
入
門
的
な
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
構
図
や
風
俗
画
論
、
色
彩
調
整
、
太
陽
や
人
口
光

に
よ
る
光
と
陰
影
、
風
景
画
論
等
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
第
二
巻
は
、
肖
像
画
の

描
き
方
か
ら
建
築
に
つ
い
て
、
天
井
画
の
描
き
方
、
彫
刻
、
静
物
画
、
花
卉
画
、
銅

版
画
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
39
。
こ
の
本
の
所
蔵
に
つ
い
て
は
勝
盛
氏
に
よ
っ

て
、
石
川
大
浪
が
所
持
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
画
家
の

谷
文
晁
、
山
﨑
宗
周
、
石
川
大
浪
、
菅
原
洞
斎
、
国
学
者
の
檜
山
坦
斎
ら
の
記
事
や

意
見
を
記
録
し
た
『
文
晁
画
談
』（
一
八
一
一
‐
一
八
一
四
）
の
「
泰
西
の
画
法
に

図 2　国芳画「忠臣蔵十一段目夜討之図」

図 3　『東西海陸紀行』より
「Stats Meesters en 

Konstenars Woningen」

284

（9）

8

ニ
ウ
ホ
ウ
フ-

人
名
也

　印
度
記
行
書

　石
川
大
浪
蔵
書
」
と
あ
る
。『
印
度
記
行

書
』
と
は
『
東
西
海
陸
紀
行
』
の
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
石
川
大
浪
が
所
持
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
大
浪
が
所
持
し
て
い
た
『
東
西
海
陸
紀
行
』
は
、

一
八
〇
四
年
に
大
槻
玄
沢
の
門
下
生
で
あ
る
地
理
学
者
の
山
村
才
助
に
よ
っ
て
訳
さ

れ
、『
新
譯
東
西
紀
游
』
と
し
て
著
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
新
譯
東
西
紀
游
』
は
、

ヨ
ハ
ン
・
ニ
ュ
ー
ホ
フ
の
『
奉
仕
支
那
行
程
記
』
と
『
東
西
海
陸
紀
行
』
の
二
書
の

訳
に
考
証
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
、『
奉
仕
支
那
行
程
記
』は
、享
和
三
年（
一
八
〇
三
）

の
夏
時
点
で
は
杉
田
玄
白
が
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
が
、『
東
西
海

陸
紀
行
』
は
、
旗
本
の
芝
山
源
三
郎
の
依
頼
で
訳
し
た
と
い
う
こ
と
し
か
わ
か
っ
て

お
ら
ず
、才
助
が
訳
し
た
時
点
で
誰
が
所
持
し
て
い
た
か
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。『
芝

陽
漫
録
』
の
文
政
年
間
の
と
こ
ろ
に
大
浪
が
所
持
し
て
い
た
と
書
か
れ
て
い
る
わ
け

だ
が
、
文
政
期
に
な
る
前
に
大
浪
は
没
し
て
い
る
た
め
、
才
助
が
訳
し
た
後
か
ら
大

浪
が
没
す
る
ま
で
の
間
に
大
浪
に
渡
っ
た
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
33
。

　国
芳
作
品
か
ら
見
ら
れ
る
『
東
西
海
陸
紀
行
』
の
転
用
に
つ
い
て
勝
盛
氏
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
た
も
の
に
加
え
て
勝
原
氏
に
よ
っ
て
も
確
認
が
な
さ
れ
て
い
る
。
今
ま

で
に
転
用
が
確
認
さ
れ
て
い
る
作
品
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
34
。

・「
忠
臣
蔵
十
一
段
目
夜
討
之
図
」
＊
「Stats M

eesters en K
onstenars 

W
oningen

」（
町
の
大
工
と
職
人
の
家
）

・「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
四
段
目
・
市
川
団
蔵
の
由
良
之
助
」
＊
「H

et Fort 
Rysw

yk

」（
バ
タ
ビ
ア
の
ラ
イ
ス
ヴ
ァ
イ
ク
砦
）

・「
東
都
名
所
・
浅
草
今
戸
」
＊
「Steen Bakkery

」（
レ
ン
ガ
焼
き
場
）

・「
近
江
の
国
の
勇
婦
於
兼
」
＊
「D

e H
aven St. V

IN
CEN

T

」（
サ
ン
プ
ィ
セ
ン

ト
の
港
）

・「
二
十
四
孝
童
子
鑑
・
大
舜
」
＊
「oliphant

他
」（
象
）

・「
二
十
四
孝
童
子
鑑
・
姜
詩
」
＊
「Indiaense V

ijgen

」（
イ
ン
ド
い
ち
じ
く
）

・「
二
十
四
孝
童
子
鑑
・
閔
子
騫
」
＊
「Een M

oorse K
ram

er m
et Sijin 

V
rouw

」（
ム
ア
人
の
行
商
と
彼
の
妻
）

・「
二
十
四
孝
童
子
鑑
・
董
永
」
＊
「Een Brasiliaen

」（
ブ
ラ
ジ
ル
人
）

・「
韓
信
胯
潜
之
図
」

・「
誠
忠
義
士
肖
像
・
富
之
森
祐
右
ヱ
門
正
固
」
＊
「Boúgis of Bokjes

」

・「
和
漢
準
源
氏
・
野
は
き
・
市
原
野
鬼
童
丸
・
牛
皮
隠
頼
光
躵
」（
バ
ウ
ヒ
ス
又
は

ボ
キ
エ
ス
）

・「
唐
土
二
十
四
孝
・
大
舜
」
＊
「Caerte vande Cabo de Bona

…
」（
喜
望
峰

の
地
図
、）

・「
唐
土
二
十
四
孝
・
呉
猛
」
＊
「
地
図

　ブ
ラ
ジ
ル
」

・「
本
朝
文
雄
百
人
一
首
・
更
科
姫
」
＊
「
地
図

　ブ
ラ
ジ
ル
」

・「
誠
忠
義
士
肖
像
・
吉
田
沢
右
ヱ
門
包
貞
」
＊
「M

akasserse V
ergiftige 

Spatters

」（
マ
カ
ッ
サ
ル
の
毒
矢
を
吹
く
男
）

・「
誠
忠
義
士
肖
像
・
潮
田
政
之
丞
高
教
」
＊
「Een Brasiliaen

」（
一
人
の
ブ
ラ

ジ
ル
人
）

・「
誠
忠
義
士
肖
像
・
矢
間
喜
兵
衛
」
＊
「Een M

alabaarse M
an en V

rouw

」（
マ

ラ
バ
ー
ル
の
夫
婦
）

・「
誠
忠
義
士
肖
像
・
矢
間
喜
兵
衛
の
全
身
図
の
草
稿
」

　一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
国
芳
画
「
誠
忠
義
士
肖
像
」
は
西
洋
画
を
参
考
に
描
か
れ

た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
か
ら
見
て
も
、
国
芳
が
『
東
西
海
陸
紀
行
』

を
手
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
ま
た
、『
東
西

海
陸
紀
行
』
か
ら
の
転
用
だ
け
で
な
く
、
他
の
洋
書
類
か
ら
の
転
用
も
あ
る
可
能
性

が
勝
盛
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
虚
心
が
紹
介
す
る
玄
冶
店
で
の
様
子
か
ら

も
う
か
が
え
る
よ
う
に
国
芳
の
所
持
し
て
い
た
洋
書
類
は
少
な
く
は
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
勝
原
氏
に
よ
る
と
、

国
芳
が
行
っ
た
こ
と
は
、
異
国
風
俗
の
単
な
る
敷
き
写
し
で
は
な
く
、
画
材
と
し

て
自
作
中
に
摂
取
、
融
合
、
転
換
、
消
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。（
中
略
）

国
芳
は
原
本
を
利
用
す
る
時
は
、
基
本
的
な
骨
格
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
用
い
て

い
る
。（
中
略
）
二
つ
の
作
品
が
似
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
利
用
部
分
に

つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
断
定
で
き
る
よ
う
な
使
い
方
を
し
て
い
る
。
そ
れ
で

い
て
全
体
と
し
て
別
種
の
作
品
に
仕
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
勘

所
は
、
今
後
の
調
査
に
お
い
て
も
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
35
。

と
指
摘
し
て
い
る
。「
忠
臣
蔵
十
一
段
目
夜
討
之
図
」（
図
2
）
36

と
「Stats 

M
eesters en K

onstenars W
oningen

」（
図
3
）
37
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
建
物

の
形
な
ど
使
わ
れ
て
い
る
形
が
同
じ
と
断
定
で
き
る
ほ
ど
似
て
い
る
が
、
そ
の
形
に

加
え
て
空
に
は
月
を
描
き
夜
の
景
色
に
変
え
、
武
装
し
た
人
た
ち
が
建
物
の
中
へ

と
討
ち
入
っ
て
い
く
様
子
を
描
き
、
忠
臣
蔵
の
夜
討
の
作
品
に
仕
上
げ
て
い
る
こ
と

9

歌川国芳の浮世絵にみる海外の影響

が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
他
の
指
摘
さ
れ
て
き
た
作
品
に
つ
い
て
も
勝
原
氏
の
指
摘
す

る
通
り
、
国
芳
は
洋
書
を
た
だ
写
す
の
で
は
な
く
、
一
部
分
の
み
の
利
用
を
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
す
べ
て
を
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
一
部
の
み
の
利
用

と
い
う
こ
と
は
、
国
芳
は
洋
画
を
描
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
自
分
の
作
品
と
し

て
そ
の
中
に
洋
書
か
ら
学
ん
だ
形
を
利
用
し
、
ま
だ
見
た
こ
と
の
な
い
新
た
な
浮
世

絵
、
今
以
上
の
素
晴
ら
し
い
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
を
追
求
し
て
い
っ
た
の
で
は
な

い
か
。

　『
東
西
海
陸
紀
行
』
が
、
国
芳
に
ど
う
い
っ
た
経
緯
で
渡
っ
た
の
か
は
明
ら
か
に

な
っ
て
い
な
い
が
、
石
川
大
浪
が
こ
れ
を
所
持
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
た
。
大
浪
は
『
東
西
海
陸
紀
行
』
以
外
の
蘭
書
等
も
所
持
し
て
い
る
こ
と
が
勝

盛
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
蘭
学
者
ら
の
所
持
し
て
い
た
蘭

書
等
が
浮
世
絵
師
た
ち
に
何
ら
か
の
方
法
で
渡
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
次
に
蘭

学
者
ら
の
所
持
し
て
い
た
蘭
書
を
見
て
い
く
。

第
二
節

　
蘭
学
者
ら
所
蔵
蘭
書
な
ど

　一
節
で
国
芳
が
用
い
た
と
さ
れ
る
『
東
西
海
陸
紀
行
』
が
、
国
芳
の
手
に
渡
る
以

前
に
蘭
学
者
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
石
川
大
浪
の
所
蔵
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
当
時
様
々
な
蘭
書
が
輸
入
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
主
に
幕
府
関
係
者
や
蘭
学

者
ら
の
手
の
も
と
に
あ
り
、
研
究
の
手
段
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

し
か
し
希
少
本
が
多
く
、
一
冊
の
原
本
を
蘭
学
者
や
そ
の
弟
子
ら
が
写
し
、
翻
刻
さ

れ
た
り
解
説
さ
れ
た
り
し
た
も
の
で
研
究
し
た
り
出
版
さ
れ
た
り
し
て
い
た
た
め
、

原
本
よ
り
写
し
の
方
が
多
く
存
在
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
国
芳
が
原
本
を
所
持
し
て

い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
写
し
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
写
し
の
挿
絵
や
模
写
絵

か
ら
図
案
を
拝
借
し
て
い
た
と
し
た
ら
国
芳
が
所
持
し
て
い
た
図
版
が
必
ず
し
も
原

本
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
訳
な
ど
は
蘭
学
者
ら
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
挿
絵
も
蘭

学
者
自
ら
描
く
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
主
に
は
先
ほ
ど
の
石
川
大
浪
の
よ
う
な

専
門
の
絵
師
に
依
頼
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
模
写
本
の
絵
が
原
本
と
全
く

異
な
る
と
い
う
こ
と
は
そ
う
そ
う
な
い
だ
ろ
う
。
多
少
陰
影
な
ど
違
っ
て
い
て
も
輪

郭
な
ど
形
は
だ
い
た
い
原
本
通
り
に
写
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
一
節
で
述
べ
た

よ
う
に
、
国
芳
作
品
中
に
み
ら
れ
る
転
用
は
一
部
の
形
の
み
の
た
め
、
原
書
と
か
け

離
れ
て
い
な
い
挿
絵
が
載
っ
て
い
る
写
し
で
あ
れ
ば
形
の
転
用
は
可
能
で
あ
る
。
本

節
で
は
、
国
芳
が
見
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
日
本
に
入
っ
て
き
て
い
た
蘭
書
を
蘭
学

者
ら
の
所
蔵
本
、
模
写
本
か
ら
紹
介
す
る
。

・
ラ
イ
レ
ッ
セ
『
大
絵
画
本
』

　ヘ
ラ
ル
ド
・
ド
ゥ
・
ラ
イ
レ
ッ
セ
（
一
六
四
〇
‐
一
七
一
一
）
は
ベ
ル
ギ
ー
出
身

の
画
家
。
五
十
歳
の
時
に
失
明
す
る
が
、
そ
の
後
も
芸
術
論
講
義
を
す
る
な
ど
活
動

的
で
あ
る
。

　『
大
絵
画
本
』
は
一
七
〇
七
年
刊
行
の
、
絵
画
芸
術
に
つ
い
て
理
論
と
銅
板
挿
絵

に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
た
も
の
で
、
二
巻
か
ら
成
る
。
失
明
後
の
刊
行
な
の
で
、
口
述

筆
記
や
挿
絵
は
ラ
イ
レ
ッ
セ
と
交
流
の
あ
っ
た
も
の
や
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
完
成
さ

れ
た
38
。

　第
一
巻
は
、
基
本
的
な
道
具
の
扱
い
方
か
ら
球
体
な
ど
の
陰
影
方
法
、
彩
色
方
法

等
入
門
的
な
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
構
図
や
風
俗
画
論
、
色
彩
調
整
、
太
陽
や
人
口
光

に
よ
る
光
と
陰
影
、
風
景
画
論
等
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
第
二
巻
は
、
肖
像
画
の

描
き
方
か
ら
建
築
に
つ
い
て
、
天
井
画
の
描
き
方
、
彫
刻
、
静
物
画
、
花
卉
画
、
銅

版
画
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
39
。
こ
の
本
の
所
蔵
に
つ
い
て
は
勝
盛
氏
に
よ
っ

て
、
石
川
大
浪
が
所
持
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
画
家
の

谷
文
晁
、
山
﨑
宗
周
、
石
川
大
浪
、
菅
原
洞
斎
、
国
学
者
の
檜
山
坦
斎
ら
の
記
事
や

意
見
を
記
録
し
た
『
文
晁
画
談
』（
一
八
一
一
‐
一
八
一
四
）
の
「
泰
西
の
画
法
に

図 2　国芳画「忠臣蔵十一段目夜討之図」

図 3　『東西海陸紀行』より
「Stats Meesters en 

Konstenars Woningen」
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が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
他
の
指
摘
さ
れ
て
き
た
作
品
に
つ
い
て
も
勝
原
氏
の
指
摘
す

る
通
り
、
国
芳
は
洋
書
を
た
だ
写
す
の
で
は
な
く
、
一
部
分
の
み
の
利
用
を
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
す
べ
て
を
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
一
部
の
み
の
利
用

と
い
う
こ
と
は
、
国
芳
は
洋
画
を
描
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
自
分
の
作
品
と
し

て
そ
の
中
に
洋
書
か
ら
学
ん
だ
形
を
利
用
し
、
ま
だ
見
た
こ
と
の
な
い
新
た
な
浮
世

絵
、
今
以
上
の
素
晴
ら
し
い
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
を
追
求
し
て
い
っ
た
の
で
は
な

い
か
。

　『
東
西
海
陸
紀
行
』
が
、
国
芳
に
ど
う
い
っ
た
経
緯
で
渡
っ
た
の
か
は
明
ら
か
に

な
っ
て
い
な
い
が
、
石
川
大
浪
が
こ
れ
を
所
持
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
た
。
大
浪
は
『
東
西
海
陸
紀
行
』
以
外
の
蘭
書
等
も
所
持
し
て
い
る
こ
と
が
勝

盛
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
蘭
学
者
ら
の
所
持
し
て
い
た
蘭

書
等
が
浮
世
絵
師
た
ち
に
何
ら
か
の
方
法
で
渡
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
次
に
蘭

学
者
ら
の
所
持
し
て
い
た
蘭
書
を
見
て
い
く
。

第
二
節

　
蘭
学
者
ら
所
蔵
蘭
書
な
ど

　一
節
で
国
芳
が
用
い
た
と
さ
れ
る
『
東
西
海
陸
紀
行
』
が
、
国
芳
の
手
に
渡
る
以

前
に
蘭
学
者
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
石
川
大
浪
の
所
蔵
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
当
時
様
々
な
蘭
書
が
輸
入
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
主
に
幕
府
関
係
者
や
蘭
学

者
ら
の
手
の
も
と
に
あ
り
、
研
究
の
手
段
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

し
か
し
希
少
本
が
多
く
、
一
冊
の
原
本
を
蘭
学
者
や
そ
の
弟
子
ら
が
写
し
、
翻
刻
さ

れ
た
り
解
説
さ
れ
た
り
し
た
も
の
で
研
究
し
た
り
出
版
さ
れ
た
り
し
て
い
た
た
め
、

原
本
よ
り
写
し
の
方
が
多
く
存
在
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
国
芳
が
原
本
を
所
持
し
て

い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
写
し
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
写
し
の
挿
絵
や
模
写
絵

か
ら
図
案
を
拝
借
し
て
い
た
と
し
た
ら
国
芳
が
所
持
し
て
い
た
図
版
が
必
ず
し
も
原

本
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
訳
な
ど
は
蘭
学
者
ら
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
挿
絵
も
蘭

学
者
自
ら
描
く
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
主
に
は
先
ほ
ど
の
石
川
大
浪
の
よ
う
な

専
門
の
絵
師
に
依
頼
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
模
写
本
の
絵
が
原
本
と
全
く

異
な
る
と
い
う
こ
と
は
そ
う
そ
う
な
い
だ
ろ
う
。
多
少
陰
影
な
ど
違
っ
て
い
て
も
輪

郭
な
ど
形
は
だ
い
た
い
原
本
通
り
に
写
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
一
節
で
述
べ
た

よ
う
に
、
国
芳
作
品
中
に
み
ら
れ
る
転
用
は
一
部
の
形
の
み
の
た
め
、
原
書
と
か
け

離
れ
て
い
な
い
挿
絵
が
載
っ
て
い
る
写
し
で
あ
れ
ば
形
の
転
用
は
可
能
で
あ
る
。
本

節
で
は
、
国
芳
が
見
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
日
本
に
入
っ
て
き
て
い
た
蘭
書
を
蘭
学

者
ら
の
所
蔵
本
、
模
写
本
か
ら
紹
介
す
る
。

・
ラ
イ
レ
ッ
セ
『
大
絵
画
本
』

　ヘ
ラ
ル
ド
・
ド
ゥ
・
ラ
イ
レ
ッ
セ
（
一
六
四
〇
‐
一
七
一
一
）
は
ベ
ル
ギ
ー
出
身

の
画
家
。
五
十
歳
の
時
に
失
明
す
る
が
、
そ
の
後
も
芸
術
論
講
義
を
す
る
な
ど
活
動

的
で
あ
る
。

　『
大
絵
画
本
』
は
一
七
〇
七
年
刊
行
の
、
絵
画
芸
術
に
つ
い
て
理
論
と
銅
板
挿
絵

に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
た
も
の
で
、
二
巻
か
ら
成
る
。
失
明
後
の
刊
行
な
の
で
、
口
述

筆
記
や
挿
絵
は
ラ
イ
レ
ッ
セ
と
交
流
の
あ
っ
た
も
の
や
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
完
成
さ

れ
た
38
。

　第
一
巻
は
、
基
本
的
な
道
具
の
扱
い
方
か
ら
球
体
な
ど
の
陰
影
方
法
、
彩
色
方
法

等
入
門
的
な
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
構
図
や
風
俗
画
論
、
色
彩
調
整
、
太
陽
や
人
口
光

に
よ
る
光
と
陰
影
、
風
景
画
論
等
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
第
二
巻
は
、
肖
像
画
の

描
き
方
か
ら
建
築
に
つ
い
て
、
天
井
画
の
描
き
方
、
彫
刻
、
静
物
画
、
花
卉
画
、
銅

版
画
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
39
。
こ
の
本
の
所
蔵
に
つ
い
て
は
勝
盛
氏
に
よ
っ

て
、
石
川
大
浪
が
所
持
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
画
家
の

谷
文
晁
、
山
﨑
宗
周
、
石
川
大
浪
、
菅
原
洞
斎
、
国
学
者
の
檜
山
坦
斎
ら
の
記
事
や

意
見
を
記
録
し
た
『
文
晁
画
談
』（
一
八
一
一
‐
一
八
一
四
）
の
「
泰
西
の
画
法
に

図 2　国芳画「忠臣蔵十一段目夜討之図」

図 3　『東西海陸紀行』より
「Stats Meesters en 

Konstenars Woningen」
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ニ
ウ
ホ
ウ
フ-

人
名
也

　印
度
記
行
書

　石
川
大
浪
蔵
書
」
と
あ
る
。『
印
度
記
行

書
』
と
は
『
東
西
海
陸
紀
行
』
の
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
石
川
大
浪
が
所
持
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
大
浪
が
所
持
し
て
い
た
『
東
西
海
陸
紀
行
』
は
、

一
八
〇
四
年
に
大
槻
玄
沢
の
門
下
生
で
あ
る
地
理
学
者
の
山
村
才
助
に
よ
っ
て
訳
さ

れ
、『
新
譯
東
西
紀
游
』
と
し
て
著
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
新
譯
東
西
紀
游
』
は
、

ヨ
ハ
ン
・
ニ
ュ
ー
ホ
フ
の
『
奉
仕
支
那
行
程
記
』
と
『
東
西
海
陸
紀
行
』
の
二
書
の

訳
に
考
証
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
、『
奉
仕
支
那
行
程
記
』は
、享
和
三
年（
一
八
〇
三
）

の
夏
時
点
で
は
杉
田
玄
白
が
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
が
、『
東
西
海

陸
紀
行
』
は
、
旗
本
の
芝
山
源
三
郎
の
依
頼
で
訳
し
た
と
い
う
こ
と
し
か
わ
か
っ
て

お
ら
ず
、才
助
が
訳
し
た
時
点
で
誰
が
所
持
し
て
い
た
か
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。『
芝

陽
漫
録
』
の
文
政
年
間
の
と
こ
ろ
に
大
浪
が
所
持
し
て
い
た
と
書
か
れ
て
い
る
わ
け

だ
が
、
文
政
期
に
な
る
前
に
大
浪
は
没
し
て
い
る
た
め
、
才
助
が
訳
し
た
後
か
ら
大

浪
が
没
す
る
ま
で
の
間
に
大
浪
に
渡
っ
た
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
33
。

　国
芳
作
品
か
ら
見
ら
れ
る
『
東
西
海
陸
紀
行
』
の
転
用
に
つ
い
て
勝
盛
氏
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
た
も
の
に
加
え
て
勝
原
氏
に
よ
っ
て
も
確
認
が
な
さ
れ
て
い
る
。
今
ま

で
に
転
用
が
確
認
さ
れ
て
い
る
作
品
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
34
。

・「
忠
臣
蔵
十
一
段
目
夜
討
之
図
」
＊
「Stats M

eesters en K
onstenars 

W
oningen

」（
町
の
大
工
と
職
人
の
家
）

・「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
四
段
目
・
市
川
団
蔵
の
由
良
之
助
」
＊
「H

et Fort 
Rysw

yk

」（
バ
タ
ビ
ア
の
ラ
イ
ス
ヴ
ァ
イ
ク
砦
）

・「
東
都
名
所
・
浅
草
今
戸
」
＊
「Steen Bakkery

」（
レ
ン
ガ
焼
き
場
）

・「
近
江
の
国
の
勇
婦
於
兼
」
＊
「D

e H
aven St. V

IN
CEN

T

」（
サ
ン
プ
ィ
セ
ン

ト
の
港
）

・「
二
十
四
孝
童
子
鑑
・
大
舜
」
＊
「oliphant

他
」（
象
）

・「
二
十
四
孝
童
子
鑑
・
姜
詩
」
＊
「Indiaense V

ijgen

」（
イ
ン
ド
い
ち
じ
く
）

・「
二
十
四
孝
童
子
鑑
・
閔
子
騫
」
＊
「Een M

oorse K
ram

er m
et Sijin 

V
rouw

」（
ム
ア
人
の
行
商
と
彼
の
妻
）

・「
二
十
四
孝
童
子
鑑
・
董
永
」
＊
「Een Brasiliaen

」（
ブ
ラ
ジ
ル
人
）

・「
韓
信
胯
潜
之
図
」

・「
誠
忠
義
士
肖
像
・
富
之
森
祐
右
ヱ
門
正
固
」
＊
「Boúgis of Bokjes

」

・「
和
漢
準
源
氏
・
野
は
き
・
市
原
野
鬼
童
丸
・
牛
皮
隠
頼
光
躵
」（
バ
ウ
ヒ
ス
又
は

ボ
キ
エ
ス
）

・「
唐
土
二
十
四
孝
・
大
舜
」
＊
「Caerte vande Cabo de Bona

…
」（
喜
望
峰

の
地
図
、）

・「
唐
土
二
十
四
孝
・
呉
猛
」
＊
「
地
図

　ブ
ラ
ジ
ル
」

・「
本
朝
文
雄
百
人
一
首
・
更
科
姫
」
＊
「
地
図

　ブ
ラ
ジ
ル
」

・「
誠
忠
義
士
肖
像
・
吉
田
沢
右
ヱ
門
包
貞
」
＊
「M

akasserse V
ergiftige 

Spatters

」（
マ
カ
ッ
サ
ル
の
毒
矢
を
吹
く
男
）

・「
誠
忠
義
士
肖
像
・
潮
田
政
之
丞
高
教
」
＊
「Een Brasiliaen

」（
一
人
の
ブ
ラ

ジ
ル
人
）

・「
誠
忠
義
士
肖
像
・
矢
間
喜
兵
衛
」
＊
「Een M

alabaarse M
an en V

rouw

」（
マ

ラ
バ
ー
ル
の
夫
婦
）

・「
誠
忠
義
士
肖
像
・
矢
間
喜
兵
衛
の
全
身
図
の
草
稿
」

　一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
国
芳
画
「
誠
忠
義
士
肖
像
」
は
西
洋
画
を
参
考
に
描
か
れ

た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
か
ら
見
て
も
、
国
芳
が
『
東
西
海
陸
紀
行
』

を
手
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
ま
た
、『
東
西

海
陸
紀
行
』
か
ら
の
転
用
だ
け
で
な
く
、
他
の
洋
書
類
か
ら
の
転
用
も
あ
る
可
能
性

が
勝
盛
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
虚
心
が
紹
介
す
る
玄
冶
店
で
の
様
子
か
ら

も
う
か
が
え
る
よ
う
に
国
芳
の
所
持
し
て
い
た
洋
書
類
は
少
な
く
は
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
勝
原
氏
に
よ
る
と
、

国
芳
が
行
っ
た
こ
と
は
、
異
国
風
俗
の
単
な
る
敷
き
写
し
で
は
な
く
、
画
材
と
し

て
自
作
中
に
摂
取
、
融
合
、
転
換
、
消
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。（
中
略
）

国
芳
は
原
本
を
利
用
す
る
時
は
、
基
本
的
な
骨
格
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
用
い
て

い
る
。（
中
略
）
二
つ
の
作
品
が
似
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
利
用
部
分
に

つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
断
定
で
き
る
よ
う
な
使
い
方
を
し
て
い
る
。
そ
れ
で

い
て
全
体
と
し
て
別
種
の
作
品
に
仕
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
勘

所
は
、
今
後
の
調
査
に
お
い
て
も
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
35
。

と
指
摘
し
て
い
る
。「
忠
臣
蔵
十
一
段
目
夜
討
之
図
」（
図
2
）
36

と
「Stats 

M
eesters en K

onstenars W
oningen

」（
図
3
）
37
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
建
物

の
形
な
ど
使
わ
れ
て
い
る
形
が
同
じ
と
断
定
で
き
る
ほ
ど
似
て
い
る
が
、
そ
の
形
に

加
え
て
空
に
は
月
を
描
き
夜
の
景
色
に
変
え
、
武
装
し
た
人
た
ち
が
建
物
の
中
へ

と
討
ち
入
っ
て
い
く
様
子
を
描
き
、
忠
臣
蔵
の
夜
討
の
作
品
に
仕
上
げ
て
い
る
こ
と

9

歌川国芳の浮世絵にみる海外の影響

が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
他
の
指
摘
さ
れ
て
き
た
作
品
に
つ
い
て
も
勝
原
氏
の
指
摘
す

る
通
り
、
国
芳
は
洋
書
を
た
だ
写
す
の
で
は
な
く
、
一
部
分
の
み
の
利
用
を
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
す
べ
て
を
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
一
部
の
み
の
利
用

と
い
う
こ
と
は
、
国
芳
は
洋
画
を
描
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
自
分
の
作
品
と
し

て
そ
の
中
に
洋
書
か
ら
学
ん
だ
形
を
利
用
し
、
ま
だ
見
た
こ
と
の
な
い
新
た
な
浮
世

絵
、
今
以
上
の
素
晴
ら
し
い
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
を
追
求
し
て
い
っ
た
の
で
は
な

い
か
。

　『
東
西
海
陸
紀
行
』
が
、
国
芳
に
ど
う
い
っ
た
経
緯
で
渡
っ
た
の
か
は
明
ら
か
に

な
っ
て
い
な
い
が
、
石
川
大
浪
が
こ
れ
を
所
持
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
た
。
大
浪
は
『
東
西
海
陸
紀
行
』
以
外
の
蘭
書
等
も
所
持
し
て
い
る
こ
と
が
勝

盛
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
蘭
学
者
ら
の
所
持
し
て
い
た
蘭

書
等
が
浮
世
絵
師
た
ち
に
何
ら
か
の
方
法
で
渡
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
次
に
蘭

学
者
ら
の
所
持
し
て
い
た
蘭
書
を
見
て
い
く
。

第
二
節

　
蘭
学
者
ら
所
蔵
蘭
書
な
ど

　一
節
で
国
芳
が
用
い
た
と
さ
れ
る
『
東
西
海
陸
紀
行
』
が
、
国
芳
の
手
に
渡
る
以

前
に
蘭
学
者
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
石
川
大
浪
の
所
蔵
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
当
時
様
々
な
蘭
書
が
輸
入
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
主
に
幕
府
関
係
者
や
蘭
学

者
ら
の
手
の
も
と
に
あ
り
、
研
究
の
手
段
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

し
か
し
希
少
本
が
多
く
、
一
冊
の
原
本
を
蘭
学
者
や
そ
の
弟
子
ら
が
写
し
、
翻
刻
さ

れ
た
り
解
説
さ
れ
た
り
し
た
も
の
で
研
究
し
た
り
出
版
さ
れ
た
り
し
て
い
た
た
め
、

原
本
よ
り
写
し
の
方
が
多
く
存
在
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
国
芳
が
原
本
を
所
持
し
て

い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
写
し
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
写
し
の
挿
絵
や
模
写
絵

か
ら
図
案
を
拝
借
し
て
い
た
と
し
た
ら
国
芳
が
所
持
し
て
い
た
図
版
が
必
ず
し
も
原

本
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
訳
な
ど
は
蘭
学
者
ら
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
挿
絵
も
蘭

学
者
自
ら
描
く
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
主
に
は
先
ほ
ど
の
石
川
大
浪
の
よ
う
な

専
門
の
絵
師
に
依
頼
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
模
写
本
の
絵
が
原
本
と
全
く

異
な
る
と
い
う
こ
と
は
そ
う
そ
う
な
い
だ
ろ
う
。
多
少
陰
影
な
ど
違
っ
て
い
て
も
輪

郭
な
ど
形
は
だ
い
た
い
原
本
通
り
に
写
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
一
節
で
述
べ
た

よ
う
に
、
国
芳
作
品
中
に
み
ら
れ
る
転
用
は
一
部
の
形
の
み
の
た
め
、
原
書
と
か
け

離
れ
て
い
な
い
挿
絵
が
載
っ
て
い
る
写
し
で
あ
れ
ば
形
の
転
用
は
可
能
で
あ
る
。
本

節
で
は
、
国
芳
が
見
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
日
本
に
入
っ
て
き
て
い
た
蘭
書
を
蘭
学

者
ら
の
所
蔵
本
、
模
写
本
か
ら
紹
介
す
る
。

・
ラ
イ
レ
ッ
セ
『
大
絵
画
本
』

　ヘ
ラ
ル
ド
・
ド
ゥ
・
ラ
イ
レ
ッ
セ
（
一
六
四
〇
‐
一
七
一
一
）
は
ベ
ル
ギ
ー
出
身

の
画
家
。
五
十
歳
の
時
に
失
明
す
る
が
、
そ
の
後
も
芸
術
論
講
義
を
す
る
な
ど
活
動

的
で
あ
る
。

　『
大
絵
画
本
』
は
一
七
〇
七
年
刊
行
の
、
絵
画
芸
術
に
つ
い
て
理
論
と
銅
板
挿
絵

に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
た
も
の
で
、
二
巻
か
ら
成
る
。
失
明
後
の
刊
行
な
の
で
、
口
述

筆
記
や
挿
絵
は
ラ
イ
レ
ッ
セ
と
交
流
の
あ
っ
た
も
の
や
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
完
成
さ

れ
た
38
。

　第
一
巻
は
、
基
本
的
な
道
具
の
扱
い
方
か
ら
球
体
な
ど
の
陰
影
方
法
、
彩
色
方
法

等
入
門
的
な
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
構
図
や
風
俗
画
論
、
色
彩
調
整
、
太
陽
や
人
口
光

に
よ
る
光
と
陰
影
、
風
景
画
論
等
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
第
二
巻
は
、
肖
像
画
の

描
き
方
か
ら
建
築
に
つ
い
て
、
天
井
画
の
描
き
方
、
彫
刻
、
静
物
画
、
花
卉
画
、
銅

版
画
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
39
。
こ
の
本
の
所
蔵
に
つ
い
て
は
勝
盛
氏
に
よ
っ

て
、
石
川
大
浪
が
所
持
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
画
家
の

谷
文
晁
、
山
﨑
宗
周
、
石
川
大
浪
、
菅
原
洞
斎
、
国
学
者
の
檜
山
坦
斎
ら
の
記
事
や

意
見
を
記
録
し
た
『
文
晁
画
談
』（
一
八
一
一
‐
一
八
一
四
）
の
「
泰
西
の
画
法
に

図 2　国芳画「忠臣蔵十一段目夜討之図」

図 3　『東西海陸紀行』より
「Stats Meesters en 

Konstenars Woningen」
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か
れ
た
植
物
図
鑑
の
よ
う
な
も
の
。
い
く
つ
か
の
版
が
幕
府
に
所
蔵
さ
れ
、
オ
ラ
ン

ダ
通
詞
の
石
井
恒
右
衛
門
に
よ
り
『
遠
西
独
度
涅
烏
斯
草
木
譜
』
と
し
て
訳
本
が
出

版
（
一
八
二
一
頃
）
さ
れ
た
。

・
ス
ウ
ェ
ー
ル
ツ
『
花
譜
』
46

　エ
マ
ヌ
エ
ル
・
ス
ウ
ェ
ー
ル
ツ
（
一
五
五
二
‐
一
六
一
二
）
は
オ
ラ
ン
ダ
の
画

家
。
銅
板
の
挿
絵
が
大
半
を
占
め
、
大
型
本
で
あ
っ
た
。
初
版
は
一
六
一
二
年
で
、

一
六
三
一
年
版
の
も
の
を
平
賀
源
内
が
所
蔵
し
て
い
た
。

・
ル
ン
プ
フ
『
ア
ン
ボ
イ
ナ
島
珍
品
博
物
館
、
別
称
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
甲
殻
動
物
の

記
述
、
こ
の
ほ
か
重
要
な
小
角
類
と
貝
類
を
加
え
、
か
つ
若
干
の
鉱
物
や
石
類
も
あ

わ
せ
て
』（
図
11
・
12
）
47

　エ
ベ
ハ
ル
ト
・
ル
ン
プ
フ
（
一
六
二
七
‐
一
七
〇
二
）
は
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド

会
社
に
雇
わ
れ
て
ア
ン
ボ
イ
ナ
島
の
動
植
物
や
海
洋
生
物
の
調
査
を
し
て
い
た
。
ル

ン
プ
フ
が
死
去
し
た
一
七
〇
二
年
以
降
に
出
版
さ
れ
、
三
冊
で
構
成
さ
れ
た
。
源
内

が
三
巻
目
を
所
持
し
て
い
た
と
み
ら
れ
、
源
内
の
『
物
産
書
目
』
に
よ
る
と
所
持
し

て
い
た
『
ア
ン
ボ
イ
ナ
島
珍
品
博
物
館
』
は
一
七
〇
五
年
の
出
版
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
書
か
れ
て
い
る
。
源
内
は
『
紅
毛
介
譜
』
と
称
し
、
本
草
学
者
の
栗
本
丹
洲
が

『
千
虫
譜
』
に
模
写
を
取
り
入
れ
た
。

・
リ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
『
諸
国
馬
図
集
』（
図
13
・
14
）
48

　ヨ
ハ
ン
・
エ
リ
ア
ス
・
リ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
（
一
六
九
八
‐
一
七
六
七
）
は
ド
イ
ツ

の
銅
版
画
家
で
、動
物
画
・
狩
猟
画
の
名
手
と
し
て
知
ら
れ
る
。『
諸
国
馬
図
集
』
は
、

三
十
二
枚
の
銅
版
画
か
ら
構
成
さ
れ
、
各
国
の
馬
の
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ

れ
ド
イ
ツ
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
・
ラ
テ
ン
語
・
オ
ラ
ン
ダ
語
で
「
何
国
の
馬
」
と
い
っ

た
簡
単
な
画
題
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
図
集
は
、
福
島
県
須
賀
川
の
亜
欧
堂
田
善

（
一
七
四
八
‐
一
八
二
二
）
が
、
松
平
定
信
の
命
に
よ
り
銅
板
画
の
技
術
を
研
究
し

た
際
に
使
用
し
た
も
の
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

図 10　石井恒右衛門著
『遠西独度涅烏斯草木譜』より

図 9　『Cruydt-Boeck』より
1644

図 11　ルンプフ著
『アンボイナ島珍品博物館』

図 12　栗本丹洲著『千虫譜』三巻

図 13　リーディンガー『諸国馬図集』より

図 14　亜欧堂田善画「モスクワ馬」

282

（11）

10

因
る
事
」
に
、

予
が
蔵
せ
る
西
土
ラ
イ
レ
ッ
セ
な
る
者
の
著
す
と
こ
ろ
大
畫
譜
に
詳
に
説
け

り
、
唐
山
の
人
の
泰
西
法
に
因
て
畫
る
を
見
る
に
、
た
ゞ
凹
凸
法
を
取
る
の
み
、

日
を
一
方
に
置
て
、
一
圖
を
畫
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
抑
是
は
得
其
意
而
變
通
す

る
も
の
な
る
へ
き
の
み
、
眞
の
泰
西
の
畫
法
に
あ
ら
ず
、
40

と
あ
る
こ
と
か
ら
、大
浪
は
『
大
絵
画
本
』
を
た
だ
所
蔵
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、

陰
影
法
や
遠
近
法
へ
の
理
解
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

・
森
島
中
良
『
紅
毛
雑
話
』

　森
島
中
良
（
一
七
五
四
頃
‐

一
八
一
〇
）
は
、
江
戸
築
地
生
ま

れ
の
蘭
学
者
で
、
平
賀
源
内
に
師

事
し
た
41
。『
紅
毛
雑
話
』
は
天
明

七
年
（
一
七
八
七
）
刊
行
の
、
動

植
物
や
医
学
、
西
洋
の
道
具
な
ど

に
関
し
て
挿
絵
を
入
れ
な
が
ら
簡

単
に
説
明
し
た
も
の
で
、
五
巻
か

ら
成
る
。
オ
ラ
ン
ダ
人
か
ら
直
接

聞
い
た
話
も
記
載
さ
れ
て
い
た
り
、

蘭
書
を
利
用
し
て
書
か
れ
た
部
分

も
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

　巻
の
四
の
「
和
蘭
陀
の
画
法
附

銅
板
の
法
」
に
は
、
十
八
ペ
ー
ジ

に
わ
た
り
挿
絵
が
載
っ
て
お
り
、

始
め
の
十
ペ
ー
ジ
は
ラ
イ
レ
ッ
セ

の
『
大
絵
画
本
』
の
模
写
、
終
り

の
二
ペ
ー
ジ
に
は
シ
ョ
メ
ー
ル
の

七
冊
本
の
第
五
冊
か
ら
の
模
写
が

使
用
さ
れ
、
残
六
ペ
ー
ジ
は
「
同

異
本
之
式
」
と
あ
る
だ
け
で
原
書

が
何
の
本
な
の
か
は
不
明
だ
が
洋

書
の
模
写
が
使
用
さ
れ
て
い
る
（
図
4
～
6
）
42
。
ラ
イ
レ
ッ
セ
が
『
大
絵
画
本
』

よ
り
先
に
著
し
た
『
素
描
法
の
基
本
』
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
銅
板
挿
絵
が
、『
紅
毛

雑
話
』
の
「
同
異
本
之
式
」
に
描
か
れ
て
い
る
図
に
似
て
い
る
と
菅
野
陽
氏
は
指
摘

し
て
い
る
43
。

・
ヨ
ン
ス
ト
ン
『
動
物
図
譜
』（
図
7
・
8
）
44

　ヨ
ー
ン
・
ヨ
ン
ス
ト
ン
（
ヨ
ー

ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ヨ
ン
ス
ト
ン
、

一
六
〇
三
‐
一
六
七
六
）
は
、
貴

族
で
あ
り
医
師
、
博
物
学
者
。『
動

物
図
譜
』は
、「
四
足
動
物
自
然
誌
」、

「
魚
類
と
無
血
水
棲
動
物
自
然
誌
」、

「
鳥
類
自
然
誌
」、「
有
節
動
物
、
蛇

類
、
龍
類
自
然
誌
」
の
四
部
か
ら

な
る
今
で
い
う
動
物
図
鑑
の
よ
う

な
も
の
だ
が
、
実
在
し
て
い
る
動

物
だ
け
で
は
な
く
、
実
在
し
な
い

生
き
物
ま
で
描
か
れ
て
い
る
。

　一
六
六
〇
年
に
オ
ラ
ン
ダ
語
訳

さ
れ
た
も
の
が
日
本
へ
渡
っ
て
い

る
（
一
六
六
三
頃
）。
本
文
八
〇
一

ペ
ー
ジ
、
図
版
二
七
〇
枚
、
三
千
弱
の
動
物
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
図
版
は
原
図
を

左
右
反
転
さ
せ
た
も
の
を
使
用
。
挿
絵
は
博
物
学
者
の
ゲ
ス
ネ
ル
や
同
じ
く
博
物
学

者
の
ア
ル
ド
ロ
ヴ
ァ
ン
デ
ィ
の
も
の
を
参
考
に
し
た
。

　図
8
は
恐
ら
く
ヨ
ン
ス
ト
ン
の
『
動
物
図
譜
』
を
参
考
に
し
て
、
日
本
人
に
よ
っ

て
描
か
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
書
写
者
は
不
明
で
あ
る
。

・
ド
ド
ネ
ウ
ス
『
植
物
図
譜
』（
図
9
・
10
）
45

　レ
ム
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
ド
ド
ネ
ウ
ス
（
レ
ム
ベ
ル
ト
・
ド
ド
ネ
ウ
ス
、
一
五
一
七
‐

一
五
八
五
）
は
、
医
師
で
あ
り
博
物
学
者
。

　『
植
物
図
譜
』（
一
五
五
四
）
は
、
あ
ら
ゆ
る
植
物
が
描
か
れ
、
そ
れ
に
説
明
が
書

図 5　森島中良
『紅毛雑話』より

図 6　森島中良
『紅毛雑話』より

図 4　ライレッセ
『大絵画本』より

図 7　ヨンストン
『動物図譜』より

図 8　『西洋古銅版画摸写』より
　書写者不明
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か
れ
た
植
物
図
鑑
の
よ
う
な
も
の
。
い
く
つ
か
の
版
が
幕
府
に
所
蔵
さ
れ
、
オ
ラ
ン

ダ
通
詞
の
石
井
恒
右
衛
門
に
よ
り
『
遠
西
独
度
涅
烏
斯
草
木
譜
』
と
し
て
訳
本
が
出

版
（
一
八
二
一
頃
）
さ
れ
た
。

・
ス
ウ
ェ
ー
ル
ツ
『
花
譜
』
46

　エ
マ
ヌ
エ
ル
・
ス
ウ
ェ
ー
ル
ツ
（
一
五
五
二
‐
一
六
一
二
）
は
オ
ラ
ン
ダ
の
画

家
。
銅
板
の
挿
絵
が
大
半
を
占
め
、
大
型
本
で
あ
っ
た
。
初
版
は
一
六
一
二
年
で
、

一
六
三
一
年
版
の
も
の
を
平
賀
源
内
が
所
蔵
し
て
い
た
。

・
ル
ン
プ
フ
『
ア
ン
ボ
イ
ナ
島
珍
品
博
物
館
、
別
称
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
甲
殻
動
物
の

記
述
、
こ
の
ほ
か
重
要
な
小
角
類
と
貝
類
を
加
え
、
か
つ
若
干
の
鉱
物
や
石
類
も
あ

わ
せ
て
』（
図
11
・
12
）
47

　エ
ベ
ハ
ル
ト
・
ル
ン
プ
フ
（
一
六
二
七
‐
一
七
〇
二
）
は
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド

会
社
に
雇
わ
れ
て
ア
ン
ボ
イ
ナ
島
の
動
植
物
や
海
洋
生
物
の
調
査
を
し
て
い
た
。
ル

ン
プ
フ
が
死
去
し
た
一
七
〇
二
年
以
降
に
出
版
さ
れ
、
三
冊
で
構
成
さ
れ
た
。
源
内

が
三
巻
目
を
所
持
し
て
い
た
と
み
ら
れ
、
源
内
の
『
物
産
書
目
』
に
よ
る
と
所
持
し

て
い
た
『
ア
ン
ボ
イ
ナ
島
珍
品
博
物
館
』
は
一
七
〇
五
年
の
出
版
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
書
か
れ
て
い
る
。
源
内
は
『
紅
毛
介
譜
』
と
称
し
、
本
草
学
者
の
栗
本
丹
洲
が

『
千
虫
譜
』
に
模
写
を
取
り
入
れ
た
。

・
リ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
『
諸
国
馬
図
集
』（
図
13
・
14
）
48

　ヨ
ハ
ン
・
エ
リ
ア
ス
・
リ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
（
一
六
九
八
‐
一
七
六
七
）
は
ド
イ
ツ

の
銅
版
画
家
で
、動
物
画
・
狩
猟
画
の
名
手
と
し
て
知
ら
れ
る
。『
諸
国
馬
図
集
』
は
、

三
十
二
枚
の
銅
版
画
か
ら
構
成
さ
れ
、
各
国
の
馬
の
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ

れ
ド
イ
ツ
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
・
ラ
テ
ン
語
・
オ
ラ
ン
ダ
語
で
「
何
国
の
馬
」
と
い
っ

た
簡
単
な
画
題
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
図
集
は
、
福
島
県
須
賀
川
の
亜
欧
堂
田
善

（
一
七
四
八
‐
一
八
二
二
）
が
、
松
平
定
信
の
命
に
よ
り
銅
板
画
の
技
術
を
研
究
し

た
際
に
使
用
し
た
も
の
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

図 10　石井恒右衛門著
『遠西独度涅烏斯草木譜』より

図 9　『Cruydt-Boeck』より
1644

図 11　ルンプフ著
『アンボイナ島珍品博物館』

図 12　栗本丹洲著『千虫譜』三巻

図 13　リーディンガー『諸国馬図集』より

図 14　亜欧堂田善画「モスクワ馬」
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ラ
ン

ダ
通
詞
の
石
井
恒
右
衛
門
に
よ
り
『
遠
西
独
度
涅
烏
斯
草
木
譜
』
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出
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頃
）
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。
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ス
ウ
ェ
ー
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譜
』
46

　エ
マ
ヌ
エ
ル
・
ス
ウ
ェ
ー
ル
ツ
（
一
五
五
二
‐
一
六
一
二
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ラ
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画

家
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。
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や
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も
あ
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せ
て
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図
11
・
12
）
47

　エ
ベ
ハ
ル
ト
・
ル
ン
プ
フ
（
一
六
二
七
‐
一
七
〇
二
）
は
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド

会
社
に
雇
わ
れ
て
ア
ン
ボ
イ
ナ
島
の
動
植
物
や
海
洋
生
物
の
調
査
を
し
て
い
た
。
ル

ン
プ
フ
が
死
去
し
た
一
七
〇
二
年
以
降
に
出
版
さ
れ
、
三
冊
で
構
成
さ
れ
た
。
源
内

が
三
巻
目
を
所
持
し
て
い
た
と
み
ら
れ
、
源
内
の
『
物
産
書
目
』
に
よ
る
と
所
持
し

て
い
た
『
ア
ン
ボ
イ
ナ
島
珍
品
博
物
館
』
は
一
七
〇
五
年
の
出
版
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
書
か
れ
て
い
る
。
源
内
は
『
紅
毛
介
譜
』
と
称
し
、
本
草
学
者
の
栗
本
丹
洲
が

『
千
虫
譜
』
に
模
写
を
取
り
入
れ
た
。

・
リ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
『
諸
国
馬
図
集
』（
図
13
・
14
）
48

　ヨ
ハ
ン
・
エ
リ
ア
ス
・
リ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
（
一
六
九
八
‐
一
七
六
七
）
は
ド
イ
ツ

の
銅
版
画
家
で
、動
物
画
・
狩
猟
画
の
名
手
と
し
て
知
ら
れ
る
。『
諸
国
馬
図
集
』
は
、

三
十
二
枚
の
銅
版
画
か
ら
構
成
さ
れ
、
各
国
の
馬
の
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ

れ
ド
イ
ツ
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
・
ラ
テ
ン
語
・
オ
ラ
ン
ダ
語
で
「
何
国
の
馬
」
と
い
っ

た
簡
単
な
画
題
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
図
集
は
、
福
島
県
須
賀
川
の
亜
欧
堂
田
善

（
一
七
四
八
‐
一
八
二
二
）
が
、
松
平
定
信
の
命
に
よ
り
銅
板
画
の
技
術
を
研
究
し

た
際
に
使
用
し
た
も
の
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

図 10　石井恒右衛門著
『遠西独度涅烏斯草木譜』より

図 9　『Cruydt-Boeck』より
1644

図 11　ルンプフ著
『アンボイナ島珍品博物館』

図 12　栗本丹洲著『千虫譜』三巻

図 13　リーディンガー『諸国馬図集』より

図 14　亜欧堂田善画「モスクワ馬」

282

（11）



12

・『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』（
図
15
・
16
）
49

　『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
は
紀
元
前
六
世
紀
初
頭
頃
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
イ
ソ
ッ
プ
が

語
っ
た
寓
話
が
そ
の
後
一
般
の
人
た
ち
の
間
で
語
り
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
を
ま
と
め
た

寓
話
集
と
し
て
成
立
し
た
50
。

　『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
は
主
に
動
物
の
性
格
に
よ
せ
た
風
刺
と
教
訓
か
ら
な
る
説
話

集
で
あ
る
か
ら
多
く
の
動
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
十
五
世
紀
後
半
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
印
刷
史
、
出
版
史
史
上
最
大
と
言
え
る
ほ
ど
多
く
の
版
が
刊
行
さ
れ
、
各
国
語

に
訳
さ
れ
、
挿
絵
に
は
多
く
の
画
家
が
関
わ
り
、
図
版
が
転
用
、
改
作
さ
れ
た
。
同

じ
挿
絵
や
そ
の
一
部
が
何
版
に
も
わ
た
る
こ
と
が
あ
り
、
ど
の
版
が
日
本
に
入
っ
て

き
て
い
た
の
か
す
べ
て
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
東
京
高
等
師
範

学
校
所
蔵
の
『
和
刻
伊
曽
保
物
語
』（
寛
永
十
六
年
版
）
の
上
巻
の
見
返
し
に
「
大

浪
先
生
珍
蔵
の
拂
郎
察
國
鏤
刻
の
…
」
と
筆
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

大
浪
が
フ
ラ
ン
ス
語
版
の
銅
板
挿
絵
入
り
イ
ソ
ッ
プ
物
語
を
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
は

早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
51
。

　『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
は
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
ス
ペ
イ
ン
の
宣
教
師
ヴ
ァ

リ
ニ
ャ
ー
ノ
に
よ
っ
て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、九
州
天
草
で
「
エ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
」

と
し
て
日
本
語
訳
ロ
ー
マ
字
で
印
刷
さ
れ
た
。
こ
れ
が
、
日
本
に
お
け
る
最
初
の
西

洋
文
字
の
翻
訳
本
で
あ
る
52
。

　日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
た
『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
の
現
存
す
る
最
古
の
版
本
は
文
禄
二

年
（
一
五
九
三
）
に
出
版
さ
れ
た
『
エ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
と
さ
れ
、
天
草
キ
リ
シ

タ
ン
学
寮
の
出
版
で
、
こ
の
後
も
仮
名
草
子
の
一
つ
と
し
て
『
伊
曽
保
物
語
』
は
出

版
さ
れ
て
い
る
が
、
大
浪
所
蔵
の
『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
は
、
仮
名
草
子
の
十
倍
の
説

話
が
収
録
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　日
本
に
渡
り
、
翻
刻
さ
れ
た
り
し
て
利
用
さ
れ
た
蘭
書
は
こ
の
他
に
も
ま
だ
ま
だ

あ
る
が
、
輸
入
さ
れ
た
蘭
書
が
蘭
学
者
ら
を
介
し
て
絵
師
た
ち
に
渡
り
、
利
用
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
の
絵
画
に
影
響
を
与
え
た
の
は

蘭
書
の
利
用
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
宣
教
師
で
あ
る
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の
手
記
に
ジ
ョ
バ
ン
ニ
・

ニ
コ
ラ
オ（
一
五
六
〇
‐
一
六
二
三
）と
い
う
画
家
が
出
て
く
る
。
こ
の
ニ
コ
ラ
オ
は
、

天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
に
日
本
に
来
て
、
日
本
の
ジ
ェ
ス
エ
ッ
ト
会
の
学
校
で

絵
画
と
飾
版
画
を
教
え
、
日
本
に
於
け
る
洋
風
画
に
大
き
な
役
割
を
つ
と
め
た
53
。
こ

の
よ
う
に
直
接
西
洋
人
か
ら
絵
画
技
法
を
教
わ
る
人
も
少
な
か
ら
ず
い
た
と
い
う
こ

と
が
わ
か
る
。

　こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
蘭
書
と
模
写
本
を
比
較
し
て
み
る
と
、
全
体
的
な
輪
郭
や
描

か
れ
て
い
る
も
の
の
形
か
ら
、
相
似
性
を
認
識
で
き
る
が
、
多
く
の
場
合
全
体
的
な

輪
郭
が
同
じ
と
い
う
だ
け
で
、
陰
影
な
ど
の
立
体
感
な
ど
ま
で
は
写
さ
れ
て
い
な
い

も
の
が
多
い
。
そ
れ
は
写
す
人
が
日
本
人
で
あ
り
、
そ
の
本
人
の
今
ま
で
の
絵
画
技

法
に
無
意
識
に
拠
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
要
因
が
あ
る
と
想
定
で
き
る
。
西
洋
人
は
光

と
影
の
具
合
や
奥
行
き
な
ど
を
重
視
し
て
描
写
を
行
う
が
、
日
本
人
は
線
で
輪
郭
を

か
た
ど
り
描
い
て
き
た
の
で
立
体
感
の
あ
る
表
現
方
法
が
目
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
ニ
コ
ラ
オ
の
よ
う
な
西
洋
人
に
直
接
絵
画
技
法
を
学
ん
だ
の

で
あ
れ
ば
本
人
が
無
意
識
で
描
い
た
も
の
に
対
し
て
も
し
っ
か
り
と
表
現
の
指
摘
が

行
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
西
洋
人
か
ら
直
接
教
え
を
受
け
た
場
合
と
そ

う
で
な
か
っ
た
場
合
と
で
も
大
き
く
描
か
れ
方
は
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
が
想
定
で
き

る
。　ま

た
、
日
本
絵
画
に
与
え
た
洋
風
表
現
は
西
洋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ
け
で

は
な
か
っ
た
。
先
ほ
ど
の
図
15
と
図
16
を
見
比
べ
る
と
、
確
か
に
馬
が
ラ
イ
オ
ン
を

蹴
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
姿
と
夫
人
に
手
綱
を
踏
み
抑
え
ら
れ
て
前
の
め
り
に
な

図 16　国芳画「近江の国の勇婦於兼」

図 15　『イソップ物語』
「LE CHEVAL ET LE LION」
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り
後
足
を
浮
か
せ
て
い
る
様
子
は
、
同
じ
形
に
見
え
る
。
し
か
し
、
馬
の
ポ
ー
ズ
だ

け
が
同
じ
で
、
そ
の
陰
影
法
な
ど
の
表
現
方
法
は
図
15
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
転
用

が
見
ら
れ
る
国
芳
作
品
は
、
ど
こ
か
異
国
風
に
は
感
じ
る
が
、
陰
影
法
な
ど
の
表
現

は
西
洋
画
の
表
現
と
も
異
な
っ
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
勝
盛
氏
や
勝
原

氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
国
芳
が
参
考
に
し
て
い
た
も
の
は
西
洋
図
版
だ
け
で

あ
る
は
ず
が
な
い
。
尤
も
、
日
本
画
は
中
国
の
絵
画
を
参
考
に
描
か
れ
て
き
て
い
た

た
め
、
当
然
中
国
か
ら
の
影
響
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
中
国
絵
画
も
西
洋
の

影
響
を
受
け
て
い
た
。
そ
こ
で
次
に
中
国
で
発
展
し
た
洋
風
絵
画
に
つ
い
て
見
て
い

く
。

第
三
節

　
中
国
洋
風
画
の
影
響

　中
国
画
の
な
か
で
も
、
西
洋
の
影
響
を
受
け
た
中
国
洋
風
画
が
あ
る
。
直
接
蘭
書

等
か
ら
技
法
や
着
色
方
法
等
を
得
る
の
で
は
な
く
、
中
国
を
経
由
し
た
形
で
、
中
国

洋
風
画
を
通
じ
て
洋
風
の
描
き
方
を
獲
得
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
本
節
で
は
中
国
洋

風
画
の
歴
史
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

　
　

　中
国
に
西
洋
画
が
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
る
の
は
、
明
代
（
一
三
六
八
年
‐
一
六
四
四

年
）
の
終
わ
り
ご
ろ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宣
教
師
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
ら
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
マ
リ
ア
様
が
描
か
れ
た
「
聖
像
」
が
初
め
だ
と
さ
れ
る
。

　マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
は
手
紙
で
、

中
国
人
は
絵
に
熱
心
だ
が
、
我
々
の
画
家
に
は
及
び
も
つ
か
な
い
。
彫
刻
や
工

芸
に
お
い
て
そ
う
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
技
術
に
中
国
人
が
傑
出
せ
ぬ
原
因
は
、

発
達
を
助
長
す
る
他
国
と
の
交
通
が
極
め
て
稀
で
あ
り
、
い
や
ほ
と
ん
ど
絶
縁

状
態
で
あ
る
か
ら
だ
。
手
先
の
仕
事
の
う
ま
さ
、
天
賦
の
才
能
と
い
っ
た
点
は

中
国
人
は
決
し
て
い
か
な
る
民
族
に
も
ひ
け
を
と
ら
な
い
の
だ
が
、
油
で
描
く

こ
と
も
知
ら
な
い
し
、
陰
影
を
つ
け
る
こ
と
も
知
っ
て
な
い
。
だ
か
ら
彼
ら
の

絵
は
生
気
の
な
い
ま
る
で
死
ん
だ
も
の
な
の
だ
54
。

と
言
っ
て
お
り
、
中
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
西
洋
画
を
み
た
明
代
の
役
人
の
劉
洞
や
評

論
家
の
姜
紹
書
は
、
生
け
る
が
ま
ま
の
描
き
方
は
中
国
の
画
の
及
ば
な
い
所
で
、
そ

の
人
物
を
鏡
に
う
つ
し
た
ま
ま
の
よ
う
に
描
か
れ
る
西
洋
画
は
、
中
国
の
画
家
に
は

手
の
つ
け
よ
う
も
な
い
ほ
ど
精
巧
な
も
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
油
絵
だ
け
で

な
く
銅
版
画
も
伝
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
銅
版
画
に
よ
っ
て
古
来
の
中
国
木
版
画
に
洋

風
の
技
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
一
六
八
一
年
ご
ろ
に
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ェ
ス
エ
ッ
ト

会
が
中
国
に
来
た
と
き
同
行
し
た
イ
タ
リ
ア
人
画
家
の
ゲ
ラ
ル
デ
イ
ニ
の
回
想
記
に

よ
る
と
、
遠
近
法
で
描
い
た
列
柱
が
浮
い
て
見
え
る
の
に
中
国
人
は
驚
き
、
近
寄
っ

て
カ
ン
バ
ス
を
触
っ
て
は
じ
め
て
平
面
だ
と
わ
か
り
、
神
様
あ
つ
か
い
に
さ
れ
た
55
、

と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
中
国
画
に
遠
近
法
が
使
用
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
。

　明
代
で
は
洋
風
画
は
主
に
キ
リ
ス
ト
教
等
の
宗
教
関
係
で
描
か
れ
て
い
た
が
、
清

代
に
な
り
洋
風
画
は
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
離
れ
、
宮
廷
絵
画
で
も
洋
風
画
が
取
り
入
れ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
康
熙
帝
は
、
宮
中
画
家
か
ら
特
に
繊
細
な
画
風
の
者
を
選

び
、
洋
風
画
を
描
か
せ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
焦
秉
貞
は
中
国
の
農
業
社
会

を
描
い
た
風
俗
画
で
あ
る
「
耕
織
図
」
を
描
き
、
康
熙
帝
に
献
上
し
た
と
こ
ろ
、
康

熙
帝
は
秉
貞
に
新
た
な
構
想
で
描
か
せ
、自
ら
序
と
詩
を
加
え
て
一
六
九
六
年
に「
佩

文
斎
耕
織
図
」（
図
17
・
18
）
56
を
刊
行
し
た
。
こ
の
作
品
は
農
民
の
働
く
様
子
や
村

の
生
活
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
注
目
す
る
と
こ
ろ
は
洋
風
遠
近
法
が
取
り
入
れ

ら
れ
た
そ
の
背
景
で
あ
り
、
西
洋
技
法
は
こ
こ
に
は
じ
め
て
中
国
の
も
の
と
な
っ
た

と
小
野
氏
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の

「
佩
文
斎
耕
織
図
」
は
日
本
に
渡
っ

て
お
り
、
蘭
学
が
盛
ん
に
な
る
前

の
日
本
の
洋
風
画
に
影
響
を
与
え

た
。「
佩
文
斎
耕
織
図
」
は
宮
廷
画

家
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ

り
、
宮
廷
内
で
は
遠
近
法
な
ど
の

西
洋
技
法
が
普
及
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
が
、
民
間
で
の
洋
風
表

現
は
ど
の
よ
う
に
普
及
し
て
い
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

　民
間
で
の
洋
風
表
現
は
宮
廷
の

洋
風
画
と
は
別
に
発
展
し
て
い
っ

た
。
そ
れ
は
南
方
の
広
東
貿
易
に

と
も
な
わ
れ
、
蘇
州
や
南
京
、
清

図 17
「佩文斎耕織図」より

図 18
「佩文斎耕織図」より
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り
後
足
を
浮
か
せ
て
い
る
様
子
は
、
同
じ
形
に
見
え
る
。
し
か
し
、
馬
の
ポ
ー
ズ
だ

け
が
同
じ
で
、
そ
の
陰
影
法
な
ど
の
表
現
方
法
は
図
15
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
転
用

が
見
ら
れ
る
国
芳
作
品
は
、
ど
こ
か
異
国
風
に
は
感
じ
る
が
、
陰
影
法
な
ど
の
表
現

は
西
洋
画
の
表
現
と
も
異
な
っ
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
勝
盛
氏
や
勝
原

氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
国
芳
が
参
考
に
し
て
い
た
も
の
は
西
洋
図
版
だ
け
で

あ
る
は
ず
が
な
い
。
尤
も
、
日
本
画
は
中
国
の
絵
画
を
参
考
に
描
か
れ
て
き
て
い
た

た
め
、
当
然
中
国
か
ら
の
影
響
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
中
国
絵
画
も
西
洋
の

影
響
を
受
け
て
い
た
。
そ
こ
で
次
に
中
国
で
発
展
し
た
洋
風
絵
画
に
つ
い
て
見
て
い

く
。

第
三
節

　
中
国
洋
風
画
の
影
響

　中
国
画
の
な
か
で
も
、
西
洋
の
影
響
を
受
け
た
中
国
洋
風
画
が
あ
る
。
直
接
蘭
書

等
か
ら
技
法
や
着
色
方
法
等
を
得
る
の
で
は
な
く
、
中
国
を
経
由
し
た
形
で
、
中
国

洋
風
画
を
通
じ
て
洋
風
の
描
き
方
を
獲
得
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
本
節
で
は
中
国
洋

風
画
の
歴
史
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

　
　

　中
国
に
西
洋
画
が
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
る
の
は
、
明
代
（
一
三
六
八
年
‐
一
六
四
四

年
）
の
終
わ
り
ご
ろ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宣
教
師
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
ら
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
マ
リ
ア
様
が
描
か
れ
た
「
聖
像
」
が
初
め
だ
と
さ
れ
る
。

　マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
は
手
紙
で
、

中
国
人
は
絵
に
熱
心
だ
が
、
我
々
の
画
家
に
は
及
び
も
つ
か
な
い
。
彫
刻
や
工

芸
に
お
い
て
そ
う
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
技
術
に
中
国
人
が
傑
出
せ
ぬ
原
因
は
、

発
達
を
助
長
す
る
他
国
と
の
交
通
が
極
め
て
稀
で
あ
り
、
い
や
ほ
と
ん
ど
絶
縁

状
態
で
あ
る
か
ら
だ
。
手
先
の
仕
事
の
う
ま
さ
、
天
賦
の
才
能
と
い
っ
た
点
は

中
国
人
は
決
し
て
い
か
な
る
民
族
に
も
ひ
け
を
と
ら
な
い
の
だ
が
、
油
で
描
く

こ
と
も
知
ら
な
い
し
、
陰
影
を
つ
け
る
こ
と
も
知
っ
て
な
い
。
だ
か
ら
彼
ら
の

絵
は
生
気
の
な
い
ま
る
で
死
ん
だ
も
の
な
の
だ
54
。

と
言
っ
て
お
り
、
中
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
西
洋
画
を
み
た
明
代
の
役
人
の
劉
洞
や
評

論
家
の
姜
紹
書
は
、
生
け
る
が
ま
ま
の
描
き
方
は
中
国
の
画
の
及
ば
な
い
所
で
、
そ

の
人
物
を
鏡
に
う
つ
し
た
ま
ま
の
よ
う
に
描
か
れ
る
西
洋
画
は
、
中
国
の
画
家
に
は

手
の
つ
け
よ
う
も
な
い
ほ
ど
精
巧
な
も
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
油
絵
だ
け
で

な
く
銅
版
画
も
伝
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
銅
版
画
に
よ
っ
て
古
来
の
中
国
木
版
画
に
洋

風
の
技
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
一
六
八
一
年
ご
ろ
に
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ェ
ス
エ
ッ
ト

会
が
中
国
に
来
た
と
き
同
行
し
た
イ
タ
リ
ア
人
画
家
の
ゲ
ラ
ル
デ
イ
ニ
の
回
想
記
に

よ
る
と
、
遠
近
法
で
描
い
た
列
柱
が
浮
い
て
見
え
る
の
に
中
国
人
は
驚
き
、
近
寄
っ

て
カ
ン
バ
ス
を
触
っ
て
は
じ
め
て
平
面
だ
と
わ
か
り
、
神
様
あ
つ
か
い
に
さ
れ
た
55
、

と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
中
国
画
に
遠
近
法
が
使
用
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
。

　明
代
で
は
洋
風
画
は
主
に
キ
リ
ス
ト
教
等
の
宗
教
関
係
で
描
か
れ
て
い
た
が
、
清

代
に
な
り
洋
風
画
は
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
離
れ
、
宮
廷
絵
画
で
も
洋
風
画
が
取
り
入
れ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
康
熙
帝
は
、
宮
中
画
家
か
ら
特
に
繊
細
な
画
風
の
者
を
選

び
、
洋
風
画
を
描
か
せ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
焦
秉
貞
は
中
国
の
農
業
社
会

を
描
い
た
風
俗
画
で
あ
る
「
耕
織
図
」
を
描
き
、
康
熙
帝
に
献
上
し
た
と
こ
ろ
、
康

熙
帝
は
秉
貞
に
新
た
な
構
想
で
描
か
せ
、自
ら
序
と
詩
を
加
え
て
一
六
九
六
年
に「
佩

文
斎
耕
織
図
」（
図
17
・
18
）
56
を
刊
行
し
た
。
こ
の
作
品
は
農
民
の
働
く
様
子
や
村

の
生
活
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
注
目
す
る
と
こ
ろ
は
洋
風
遠
近
法
が
取
り
入
れ

ら
れ
た
そ
の
背
景
で
あ
り
、
西
洋
技
法
は
こ
こ
に
は
じ
め
て
中
国
の
も
の
と
な
っ
た

と
小
野
氏
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の

「
佩
文
斎
耕
織
図
」
は
日
本
に
渡
っ

て
お
り
、
蘭
学
が
盛
ん
に
な
る
前

の
日
本
の
洋
風
画
に
影
響
を
与
え

た
。「
佩
文
斎
耕
織
図
」
は
宮
廷
画

家
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ

り
、
宮
廷
内
で
は
遠
近
法
な
ど
の

西
洋
技
法
が
普
及
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
が
、
民
間
で
の
洋
風
表

現
は
ど
の
よ
う
に
普
及
し
て
い
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

　民
間
で
の
洋
風
表
現
は
宮
廷
の

洋
風
画
と
は
別
に
発
展
し
て
い
っ

た
。
そ
れ
は
南
方
の
広
東
貿
易
に

と
も
な
わ
れ
、
蘇
州
や
南
京
、
清

図 17
「佩文斎耕織図」より

図 18
「佩文斎耕織図」より
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・『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』（
図
15
・
16
）
49

　『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
は
紀
元
前
六
世
紀
初
頭
頃
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
イ
ソ
ッ
プ
が

語
っ
た
寓
話
が
そ
の
後
一
般
の
人
た
ち
の
間
で
語
り
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
を
ま
と
め
た

寓
話
集
と
し
て
成
立
し
た
50
。

　『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
は
主
に
動
物
の
性
格
に
よ
せ
た
風
刺
と
教
訓
か
ら
な
る
説
話

集
で
あ
る
か
ら
多
く
の
動
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
十
五
世
紀
後
半
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
印
刷
史
、
出
版
史
史
上
最
大
と
言
え
る
ほ
ど
多
く
の
版
が
刊
行
さ
れ
、
各
国
語

に
訳
さ
れ
、
挿
絵
に
は
多
く
の
画
家
が
関
わ
り
、
図
版
が
転
用
、
改
作
さ
れ
た
。
同

じ
挿
絵
や
そ
の
一
部
が
何
版
に
も
わ
た
る
こ
と
が
あ
り
、
ど
の
版
が
日
本
に
入
っ
て

き
て
い
た
の
か
す
べ
て
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
東
京
高
等
師
範

学
校
所
蔵
の
『
和
刻
伊
曽
保
物
語
』（
寛
永
十
六
年
版
）
の
上
巻
の
見
返
し
に
「
大

浪
先
生
珍
蔵
の
拂
郎
察
國
鏤
刻
の
…
」
と
筆
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

大
浪
が
フ
ラ
ン
ス
語
版
の
銅
板
挿
絵
入
り
イ
ソ
ッ
プ
物
語
を
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
は

早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
51
。

　『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
は
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
ス
ペ
イ
ン
の
宣
教
師
ヴ
ァ

リ
ニ
ャ
ー
ノ
に
よ
っ
て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、九
州
天
草
で
「
エ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
」

と
し
て
日
本
語
訳
ロ
ー
マ
字
で
印
刷
さ
れ
た
。
こ
れ
が
、
日
本
に
お
け
る
最
初
の
西

洋
文
字
の
翻
訳
本
で
あ
る
52
。

　日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
た
『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
の
現
存
す
る
最
古
の
版
本
は
文
禄
二

年
（
一
五
九
三
）
に
出
版
さ
れ
た
『
エ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』
と
さ
れ
、
天
草
キ
リ
シ

タ
ン
学
寮
の
出
版
で
、
こ
の
後
も
仮
名
草
子
の
一
つ
と
し
て
『
伊
曽
保
物
語
』
は
出

版
さ
れ
て
い
る
が
、
大
浪
所
蔵
の
『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
は
、
仮
名
草
子
の
十
倍
の
説

話
が
収
録
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　日
本
に
渡
り
、
翻
刻
さ
れ
た
り
し
て
利
用
さ
れ
た
蘭
書
は
こ
の
他
に
も
ま
だ
ま
だ

あ
る
が
、
輸
入
さ
れ
た
蘭
書
が
蘭
学
者
ら
を
介
し
て
絵
師
た
ち
に
渡
り
、
利
用
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
の
絵
画
に
影
響
を
与
え
た
の
は

蘭
書
の
利
用
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
宣
教
師
で
あ
る
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の
手
記
に
ジ
ョ
バ
ン
ニ
・

ニ
コ
ラ
オ（
一
五
六
〇
‐
一
六
二
三
）と
い
う
画
家
が
出
て
く
る
。
こ
の
ニ
コ
ラ
オ
は
、

天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
に
日
本
に
来
て
、
日
本
の
ジ
ェ
ス
エ
ッ
ト
会
の
学
校
で

絵
画
と
飾
版
画
を
教
え
、
日
本
に
於
け
る
洋
風
画
に
大
き
な
役
割
を
つ
と
め
た
53
。
こ

の
よ
う
に
直
接
西
洋
人
か
ら
絵
画
技
法
を
教
わ
る
人
も
少
な
か
ら
ず
い
た
と
い
う
こ

と
が
わ
か
る
。

　こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
蘭
書
と
模
写
本
を
比
較
し
て
み
る
と
、
全
体
的
な
輪
郭
や
描

か
れ
て
い
る
も
の
の
形
か
ら
、
相
似
性
を
認
識
で
き
る
が
、
多
く
の
場
合
全
体
的
な

輪
郭
が
同
じ
と
い
う
だ
け
で
、
陰
影
な
ど
の
立
体
感
な
ど
ま
で
は
写
さ
れ
て
い
な
い

も
の
が
多
い
。
そ
れ
は
写
す
人
が
日
本
人
で
あ
り
、
そ
の
本
人
の
今
ま
で
の
絵
画
技

法
に
無
意
識
に
拠
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
要
因
が
あ
る
と
想
定
で
き
る
。
西
洋
人
は
光

と
影
の
具
合
や
奥
行
き
な
ど
を
重
視
し
て
描
写
を
行
う
が
、
日
本
人
は
線
で
輪
郭
を

か
た
ど
り
描
い
て
き
た
の
で
立
体
感
の
あ
る
表
現
方
法
が
目
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
ニ
コ
ラ
オ
の
よ
う
な
西
洋
人
に
直
接
絵
画
技
法
を
学
ん
だ
の

で
あ
れ
ば
本
人
が
無
意
識
で
描
い
た
も
の
に
対
し
て
も
し
っ
か
り
と
表
現
の
指
摘
が

行
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
西
洋
人
か
ら
直
接
教
え
を
受
け
た
場
合
と
そ

う
で
な
か
っ
た
場
合
と
で
も
大
き
く
描
か
れ
方
は
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
が
想
定
で
き

る
。　ま

た
、
日
本
絵
画
に
与
え
た
洋
風
表
現
は
西
洋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ
け
で

は
な
か
っ
た
。
先
ほ
ど
の
図
15
と
図
16
を
見
比
べ
る
と
、
確
か
に
馬
が
ラ
イ
オ
ン
を

蹴
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
姿
と
夫
人
に
手
綱
を
踏
み
抑
え
ら
れ
て
前
の
め
り
に
な

図 16　国芳画「近江の国の勇婦於兼」

図 15　『イソップ物語』
「LE CHEVAL ET LE LION」
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り
後
足
を
浮
か
せ
て
い
る
様
子
は
、
同
じ
形
に
見
え
る
。
し
か
し
、
馬
の
ポ
ー
ズ
だ

け
が
同
じ
で
、
そ
の
陰
影
法
な
ど
の
表
現
方
法
は
図
15
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
転
用

が
見
ら
れ
る
国
芳
作
品
は
、
ど
こ
か
異
国
風
に
は
感
じ
る
が
、
陰
影
法
な
ど
の
表
現

は
西
洋
画
の
表
現
と
も
異
な
っ
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
勝
盛
氏
や
勝
原

氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
国
芳
が
参
考
に
し
て
い
た
も
の
は
西
洋
図
版
だ
け
で

あ
る
は
ず
が
な
い
。
尤
も
、
日
本
画
は
中
国
の
絵
画
を
参
考
に
描
か
れ
て
き
て
い
た

た
め
、
当
然
中
国
か
ら
の
影
響
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
中
国
絵
画
も
西
洋
の

影
響
を
受
け
て
い
た
。
そ
こ
で
次
に
中
国
で
発
展
し
た
洋
風
絵
画
に
つ
い
て
見
て
い

く
。

第
三
節

　
中
国
洋
風
画
の
影
響

　中
国
画
の
な
か
で
も
、
西
洋
の
影
響
を
受
け
た
中
国
洋
風
画
が
あ
る
。
直
接
蘭
書

等
か
ら
技
法
や
着
色
方
法
等
を
得
る
の
で
は
な
く
、
中
国
を
経
由
し
た
形
で
、
中
国

洋
風
画
を
通
じ
て
洋
風
の
描
き
方
を
獲
得
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
本
節
で
は
中
国
洋

風
画
の
歴
史
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

　
　

　中
国
に
西
洋
画
が
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
る
の
は
、
明
代
（
一
三
六
八
年
‐
一
六
四
四

年
）
の
終
わ
り
ご
ろ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宣
教
師
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
ら
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
マ
リ
ア
様
が
描
か
れ
た
「
聖
像
」
が
初
め
だ
と
さ
れ
る
。

　マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
は
手
紙
で
、

中
国
人
は
絵
に
熱
心
だ
が
、
我
々
の
画
家
に
は
及
び
も
つ
か
な
い
。
彫
刻
や
工

芸
に
お
い
て
そ
う
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
技
術
に
中
国
人
が
傑
出
せ
ぬ
原
因
は
、

発
達
を
助
長
す
る
他
国
と
の
交
通
が
極
め
て
稀
で
あ
り
、
い
や
ほ
と
ん
ど
絶
縁

状
態
で
あ
る
か
ら
だ
。
手
先
の
仕
事
の
う
ま
さ
、
天
賦
の
才
能
と
い
っ
た
点
は

中
国
人
は
決
し
て
い
か
な
る
民
族
に
も
ひ
け
を
と
ら
な
い
の
だ
が
、
油
で
描
く

こ
と
も
知
ら
な
い
し
、
陰
影
を
つ
け
る
こ
と
も
知
っ
て
な
い
。
だ
か
ら
彼
ら
の

絵
は
生
気
の
な
い
ま
る
で
死
ん
だ
も
の
な
の
だ
54
。

と
言
っ
て
お
り
、
中
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
西
洋
画
を
み
た
明
代
の
役
人
の
劉
洞
や
評

論
家
の
姜
紹
書
は
、
生
け
る
が
ま
ま
の
描
き
方
は
中
国
の
画
の
及
ば
な
い
所
で
、
そ

の
人
物
を
鏡
に
う
つ
し
た
ま
ま
の
よ
う
に
描
か
れ
る
西
洋
画
は
、
中
国
の
画
家
に
は

手
の
つ
け
よ
う
も
な
い
ほ
ど
精
巧
な
も
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
油
絵
だ
け
で

な
く
銅
版
画
も
伝
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
銅
版
画
に
よ
っ
て
古
来
の
中
国
木
版
画
に
洋

風
の
技
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
一
六
八
一
年
ご
ろ
に
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ェ
ス
エ
ッ
ト

会
が
中
国
に
来
た
と
き
同
行
し
た
イ
タ
リ
ア
人
画
家
の
ゲ
ラ
ル
デ
イ
ニ
の
回
想
記
に

よ
る
と
、
遠
近
法
で
描
い
た
列
柱
が
浮
い
て
見
え
る
の
に
中
国
人
は
驚
き
、
近
寄
っ

て
カ
ン
バ
ス
を
触
っ
て
は
じ
め
て
平
面
だ
と
わ
か
り
、
神
様
あ
つ
か
い
に
さ
れ
た
55
、

と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
中
国
画
に
遠
近
法
が
使
用
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
。

　明
代
で
は
洋
風
画
は
主
に
キ
リ
ス
ト
教
等
の
宗
教
関
係
で
描
か
れ
て
い
た
が
、
清

代
に
な
り
洋
風
画
は
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
離
れ
、
宮
廷
絵
画
で
も
洋
風
画
が
取
り
入
れ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
康
熙
帝
は
、
宮
中
画
家
か
ら
特
に
繊
細
な
画
風
の
者
を
選

び
、
洋
風
画
を
描
か
せ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
焦
秉
貞
は
中
国
の
農
業
社
会

を
描
い
た
風
俗
画
で
あ
る
「
耕
織
図
」
を
描
き
、
康
熙
帝
に
献
上
し
た
と
こ
ろ
、
康

熙
帝
は
秉
貞
に
新
た
な
構
想
で
描
か
せ
、自
ら
序
と
詩
を
加
え
て
一
六
九
六
年
に「
佩

文
斎
耕
織
図
」（
図
17
・
18
）
56
を
刊
行
し
た
。
こ
の
作
品
は
農
民
の
働
く
様
子
や
村

の
生
活
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
注
目
す
る
と
こ
ろ
は
洋
風
遠
近
法
が
取
り
入
れ

ら
れ
た
そ
の
背
景
で
あ
り
、
西
洋
技
法
は
こ
こ
に
は
じ
め
て
中
国
の
も
の
と
な
っ
た

と
小
野
氏
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の

「
佩
文
斎
耕
織
図
」
は
日
本
に
渡
っ

て
お
り
、
蘭
学
が
盛
ん
に
な
る
前

の
日
本
の
洋
風
画
に
影
響
を
与
え

た
。「
佩
文
斎
耕
織
図
」
は
宮
廷
画

家
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ

り
、
宮
廷
内
で
は
遠
近
法
な
ど
の

西
洋
技
法
が
普
及
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
が
、
民
間
で
の
洋
風
表

現
は
ど
の
よ
う
に
普
及
し
て
い
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

　民
間
で
の
洋
風
表
現
は
宮
廷
の

洋
風
画
と
は
別
に
発
展
し
て
い
っ

た
。
そ
れ
は
南
方
の
広
東
貿
易
に

と
も
な
わ
れ
、
蘇
州
や
南
京
、
清

図 17
「佩文斎耕織図」より

図 18
「佩文斎耕織図」より
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　こ
う
し
て
中
国
で
も
西
洋
の
表
現
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
洋
風
表
現
が

成
さ
れ
た
中
国
洋
風
画
類
が
日
本
に
渡
り
、
日
本
に
お
け
る
洋
風
表
現
に
影
響
を
与

え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

第
四
節

　
象
の
描
か
れ
方
の
変
遷

　二
節
で
指
摘
し
た
国
芳
画
「
近
江
の
国
の
勇
婦
於
兼
」
だ
け
で
は
な
く
、
国
芳
画

「
唐
土
廿
四
考
」
シ
リ
ー
ズ
中
の
《
大
舜
》（
図
19
中
右
の
象
）
と
『
東
西
海
陸
紀
行
』

（
図
20
中
左
奥
の
象
）、「
廿
四
考
童
子
鑑
」
中
の
《
大
舜
》（
図
21
中
左
の
象
）
と
『
東

西
海
陸
紀
行
』
地
図
中
（
図
22
中
左
の
象
）
60
に
描
か
れ
て
い
る
象
を
参
考
に
し
た

可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
象
の
陰
影
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
異

国
風
を
感
じ
る
が
、
西
洋
図
版
に
は
見
ら
れ
な
い
目
の
ま
わ
り
に
も
陰
影
が
つ
け
ら

れ
て
い
る
と
安
永
氏
が
指
摘
し
て
い
る
61
。

　確
か
に
図
案
な
ど
は
洋
書
か
ら
典
拠
が
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
陰
影
方
法

な
ど
細
か
い
部
分
は
古
来
の
画
法
や
、
他
の
書
物
に
拠
っ
た
と
考
え
る
。
廿
四
孝
は

中
国
の
説
話
を
題
材
と
し
て
お
り
、
当
時
は
中
国
の
絵
を
模
写
し
て
練
習
す
る
こ
と

が
多
か
っ
た
た
め
、
当
然
、
中
国
か
ら
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。
国
芳
の
大
舜
の
絵

は
ど
の
様
な
絵
画
の
流
れ
を
汲
ん
で
描
か
れ
た
の
か
。象
の
描
か
れ
方
に
着
目
し
て
、

そ
の
変
遷
を
象
が
出
て
く
る
物
語
や
資
料
か
ら
考
察
し
て
い
く
。

　「
唐
土
廿
四
考
」
シ
リ
ー
ズ
中
の
《
大
舜
》
や
「
廿
四
考
童
子
鑑
」
中
の
《
大
舜
》

の
画
題
と
な
っ
て
い
る
廿
四
孝

は
、
中
国
の
二
十
四
人
の
孝
行
者

の
話
で
、
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
、
落

語
、
御
伽
草
子
、
な
ど
の
題
材
と

し
て
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
大
舜

は
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
り
、
そ

の
話
の
内
容
は
、
孝
行
者
の
大
舜

の
行
い
を
み
て
、
象
が
耕
作
を
手

伝
っ
て
く
れ
、
そ
の
噂
を
聞
い
た

堯
王
は
、
大
舜
の
后
に
娘
を
や
り
、

後
に
天
下
を
譲
っ
た
、
と
い
う
物

語
で
あ
る
62
。

　孝
行
を
テ
ー
マ
に
し
た
話
は

万
葉
集
や
日
本
霊
異
記
に
始
ま

り
、
今
昔
物
語
集
や
御
伽
草
子
、

さ
ら
に
井
原
西
鶴
の
本
朝
二
十

不
孝
な
ど
に
至
る
。
そ
の
基
礎

資
料
と
な
る
の
が
、
古
代
中
世
の
孝
子
伝
、
室
町
以
降
の
二
十
四
孝
で
あ
る
。
西
野

貞
治
氏
に
よ
る
と
、

家
族
制
度
が
極
め
て
古
く
か
ら
発
達
し
た
中
国
で
は
、
そ
の
維
持
の
た
め
に
孝

行
の
教
化
が
徹
底
さ
れ
、
孝
行
の
実
践
例
を
掲
げ
た
孝
子
伝
・
孝
子
伝
図
な

ど
と
題
す
る
書
が
、
孝
経
と
共
に
童
蒙
の
必
修
書
と
さ
れ
、
六
朝
末
迄
（
‐

五
八
九
年
）
に
十
種
以
上
も
出
現
し
た
63
。

と
さ
れ
る
。

　孝
子
伝
は
様
々
な
種
類
が
存
在
し
、
一
種
に
つ
き
何
人
か
の
孝
行
話
が
書
か
れ
て

い
る
。
各
種
類
ご
と
に
出
て
く
る
人
物
や
内
容
、
数
等
が
異
な
る
が
大
舜
は
成
立
さ

れ
た
六
朝
末
期
か
ら
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
の
種
類
に
登
場
す
る
。

　廿
四
孝
の
大
舜
に
出
て
く
る
象
は
神
の
使
い
と
し
て
登
場
し
、
孝
行
者
の
大
舜
に

報
い
を
与
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
孝
行
譚
は
儒
教
道
徳
の
中
で
語
ら
れ
て
き

た
。
そ
し
て
、
象
は
仏
教
で
も
神
の
使
い
と
し
て
度
々
登
場
す
る
。
イ
ン
ド
神
話
で

図 19　国芳画「廿四考童子鑑」《大舜》

図 22　『東西海陸紀行』
「Caerte vande Cabo de Bona…」

（喜望峰の地図）
図 21　国芳画

「唐土廿四考」《大舜》

図 20　『東西海陸紀行』「oliphant 他」
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代
末
期
に
は
上
海
の
都
市
発
展
の
う
ち
に
成
長
し
た
。
広
東
周
辺
で
は
油
絵
が
発
達

し
、
異
国
人
ら
を
モ
チ
ー
フ
に
描
く
広
東
系
の
洋
画
が
流
行
っ
た
。
ま
た
、
広
東
で

は
版
画
や
油
絵
だ
け
で
な
く
、
西
洋
人
や
洋
館
、
汽
船
等
の
ガ
ラ
ス
絵
も
描
か
れ
て

い
た
。
一
方
、
蘇
州
・
杭
州
・
南
京
で
は
版
画
が
発
達
し
、
オ
ラ
ン
ダ
の
風
景
・
ヴ
ェ

ネ
チ
ア
の
劇
場
・
西
湖
の
名
所
や
、
真
紅
の
衣
装
で
南
方
の
島
に
た
わ
む
れ
る
中
国

美
人
な
ど
が
描
か
れ
た
。
こ
う
し
た
民
間
で
の
洋
風
絵
画
の
発
達
に
対
し
て
小
野
氏

は
、

そ
れ
は
中
国
封
建
制
の
農
業
社
会
支
配
に
依
存
し
て
成
長
し
て
き
た
商
業
資

本
、
高
利
貸
資
本
の
ひ
そ
か
に
求
め
た
自
由
の
精
神
に
つ
な
が
れ
て
い
た
57
。

と
述
べ
て
お
り
、
洋
風
表
現
は
単
に
絵
画
技
術
の
向
上
と
い
う
効
果
と
し
て
だ
け
で

は
な
く
、
中
国
に
暮
ら
す
人
々
に
と
っ
て
洋
風
絵
画
を
通
し
て
、
今
ま
で
の
生
活
に

は
な
か
っ
た
新
し
い
考
え
方
や
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
対
す
る
見
か
た
、
固
定
観
念
に
縛

ら
れ
な
い
自
由
な
思
想
を
も
た
ら
し
て
お
り
、
絵
画
技
術
の
変
化
は
人
々
の
生
活
に

も
変
化
を
与
え
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
、
洋
風
表
現
は
徐
々
に
普
及
し
、
十
八
世
紀

初
め
ご
ろ
に
は
一
通
り
知
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
中
国
で
発
展
し
た
中
国
洋
風
画
は

日
本
に
渡
り
、
中
で
も
広
東
の
ガ
ラ
ス
絵
や
油
絵
、
蘇
州
版
は
日
本
の
絵
画
に
多
く

の
影
響
を
与
え
て
お
り
、
こ
う
し
た
西
洋
絵
画
の
影
響
を
受
け
た
中
国
洋
風
画
が
日

本
に
入
っ
て
き
て
、
日
本
人
画
家
た
ち
が
洋
風
表
現
を
取
得
し
た
。

　江
戸
時
代
以
前
か
ら
日
本
絵
画
は
中
国
絵
画
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
代
表

と
し
て
水
墨
画
は
鎌
倉
時
代
に
禅
僧
ら
に
よ
っ
て
中
国
か
ら
渡
り
、
漢
画
と
し
て
狩

野
派
の
基
礎
と
し
て
発
達
し
て
き
た
。
絵
画
は
文
字
や
言
葉
だ
け
で
は
分
か
ら
な

い
異
国
の
思
想
・
風
景
・
文
化
等
を
知
る
手
段
と
し
て
儒
学
者
や
漢
学
者
に
と
っ

て
も
重
要
だ
っ
た
。
十
八
世
紀
を
代
表
す
る
漢
学
者
、
荻
生
徂
徠
（
一
六
六
六
‐

一
七
二
八
）
は
、
五
代
将
軍
綱
吉
の
御
用
人
で
あ
っ
た
柳
沢
吉
保
に
出
仕
し
、
そ
の

吉
保
が
企
画
し
た
中
国
正
史
の
翻
刻
事
業
や
幕
府
の
儒
官
で
あ
る
林
大
学
頭
鳳
岡
な

ど
と
中
国
語
で
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
徂
徠
と
交
流
の
あ
っ
た
伊
勢
神
戸
藩

主
、
本
多
忠
統
（
一
六
九
一
‐
一
七
五
七
）
の
『
猗
蘭
台
集
二
稿
』
巻
之
四
の
「
子

遷
に
与
ふ
」
に
、

昨
、
余
、
二
十
四
聖
賢
純
孝
の
画
を
得
た
り
。
跋
は
明
人
数
輩
み
な
仇
実
父
の

画
妙
を
賞
翫
す
る
の
語
な
り
。
巻
初
に
王
元
美
鑑
賞
の
図
書
あ
り
。
巻
末
に
ま

た
詩
あ
り
。そ
の
詩
、仇
生
逝
後
、そ
の
画
に
因
り
て
こ
れ
を
懐
か
し
む
語
な
り
。

す
な
は
ち
元
美
の
自
作
な
り
。
想
ふ
に
、
或
は
元
美
蔵
中
の
物
な
る
か
。
そ
の

図
書
及
び
詩
中
の
語
も
ま
た
蔵
中
の
意
あ
る
な
り
。
惜
し
い
か
な
、
そ
の
画
は

伝
は
ら
ず
。
然
れ
ど
も
徂
夫
子
家
蔵
の
外
、
い
ま
だ
こ
の
書
あ
る
を
聞
か
ず
。

と
あ
り
、
忠
統
が
仇
英
の
「
二
十
四
孝
図
巻
」
を
入
手
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
巻
頭
に
は
明
末
の
古
文
辞
学
に
秀
で
た
王
世
貞
（
一
五
二
六

‐
一
五
九
〇
）
が
こ
の
図
巻
を
所
持
し
て
い
た
印
が
あ
り
、
巻
末
に
は
王
世
貞
が
書

い
た
と
さ
れ
る
詩
が
書
か
れ
て
お
り
、
王
世
貞
の
筆
跡
は
と
て
も
珍
し
く
貴
重
な
も

の
で
、
当
時
は
徂
徠
が
所
蔵
す
る
も
の
以
外
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
の
よ
う
に
、珍
し
い
貴
重
な
も
の
を
徂
徠
が
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
、

数
々
の
古
文
辞
学
書
や
儒
書
、漢
書
や
図
譜
類
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

徂
徠
自
身
は
絵
を
描
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
徂
徠
の
知
識
と
蔵
書
は
徂
徠
学
派
と

交
流
が
あ
っ
た
画
家
た
ち
に
は
大
き
な
影
響
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
58
。
本
多
忠
統
は
、

八
代
将
軍
吉
宗
の
若
年
寄
も
務
め
て
お
り
、
幕
府
が
所
蔵
し
て
い
る
書
画
の
収
蔵
品

を
借
用
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
徂
徠
自
身
も
幕
府
関
係
者
ら
に
出
仕

し
て
い
た
こ
と
、
忠
統
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
江
戸
幕
府
と
の
関
わ

り
が
見
え
、
貴
重
な
輸
入
書
物
類
を
入
手
し
や
す
い
立
場
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

窺
え
る
。
あ
る
時
、忠
統
が
狩
野
派
の
画
家
に
南
宋
の
画
家
で
る
梁
楷
の
「
蠶
桑
図
」

を
模
写
さ
せ
、
そ
の
作
品
に
対
し
て
徂
徠
が
『
徂
徠
集
』
巻
之
十
八
の
中
で
、

海
内
、
狩
氏
を
以
て
画
史
の
魁
と
な
し
、
そ
の
初
め
は
け
だ
し
ま
た
宋
代
を
衣

鉢
と
す
。
数
十
年
来
、
忽
か
に
淡
白
に
趨
き
、
委
ね
て
頽
落
に
靡
き
、
よ
く
極

め
て
止
ま
る
こ
と
な
し
。技
の
厄
と
謂
ふ
べ
き
の
み
。こ
の
歳
の
春
、猗
蘭
藤
公
、

梁
楷
の
蠶
桑
図
を
摹
せ
し
め
、
以
て
相
示
さ
る
。（
中
略
）
然
り
と
い
へ
ど
も
、

も
し
藤
公
の
督
責
な
か
ら
し
め
ば
、い
づ
く
ん
ぞ
よ
く
こ
れ
を
辨
ぜ
ん
や
。（
後

略
）
59

と
い
っ
て
お
り
、
狩
野
派
は
最
初
は
宋
代
の
絵
画
を
基
礎
に
し
て
い
た
た
め
素
晴
ら

し
か
っ
た
が
、
こ
こ
数
十
年
来
、
淡
白
で
そ
の
画
風
は
良
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
春
に
忠
統
が
模
写
さ
せ
た
蠶
桑
図
は
素
晴
ら
し
い
も
の
で
、

忠
統
の
よ
う
な
指
導
者
が
い
れ
ば
か
つ
て
の
画
風
に
追
い
つ
く
こ
と
も
可
能
だ
と
評

し
て
い
る
。
こ
の
「
蠶
桑
図
」
の
原
書
は
画
巻
で
、
そ
れ
が
三
つ
に
分
断
さ
れ
、
二

つ
は
室
町
八
代
将
軍
足
利
義
政
の
東
山
御
物
と
し
て
伝
来
し
、
内
一
つ
は
鍛
冶
橋
狩

野
家
に
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
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　こ
う
し
て
中
国
で
も
西
洋
の
表
現
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
洋
風
表
現
が

成
さ
れ
た
中
国
洋
風
画
類
が
日
本
に
渡
り
、
日
本
に
お
け
る
洋
風
表
現
に
影
響
を
与

え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

第
四
節

　
象
の
描
か
れ
方
の
変
遷

　二
節
で
指
摘
し
た
国
芳
画
「
近
江
の
国
の
勇
婦
於
兼
」
だ
け
で
は
な
く
、
国
芳
画

「
唐
土
廿
四
考
」
シ
リ
ー
ズ
中
の
《
大
舜
》（
図
19
中
右
の
象
）
と
『
東
西
海
陸
紀
行
』

（
図
20
中
左
奥
の
象
）、「
廿
四
考
童
子
鑑
」
中
の
《
大
舜
》（
図
21
中
左
の
象
）
と
『
東

西
海
陸
紀
行
』
地
図
中
（
図
22
中
左
の
象
）
60
に
描
か
れ
て
い
る
象
を
参
考
に
し
た

可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
象
の
陰
影
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
異

国
風
を
感
じ
る
が
、
西
洋
図
版
に
は
見
ら
れ
な
い
目
の
ま
わ
り
に
も
陰
影
が
つ
け
ら

れ
て
い
る
と
安
永
氏
が
指
摘
し
て
い
る
61
。

　確
か
に
図
案
な
ど
は
洋
書
か
ら
典
拠
が
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
陰
影
方
法

な
ど
細
か
い
部
分
は
古
来
の
画
法
や
、
他
の
書
物
に
拠
っ
た
と
考
え
る
。
廿
四
孝
は

中
国
の
説
話
を
題
材
と
し
て
お
り
、
当
時
は
中
国
の
絵
を
模
写
し
て
練
習
す
る
こ
と

が
多
か
っ
た
た
め
、
当
然
、
中
国
か
ら
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。
国
芳
の
大
舜
の
絵

は
ど
の
様
な
絵
画
の
流
れ
を
汲
ん
で
描
か
れ
た
の
か
。象
の
描
か
れ
方
に
着
目
し
て
、

そ
の
変
遷
を
象
が
出
て
く
る
物
語
や
資
料
か
ら
考
察
し
て
い
く
。

　「
唐
土
廿
四
考
」
シ
リ
ー
ズ
中
の
《
大
舜
》
や
「
廿
四
考
童
子
鑑
」
中
の
《
大
舜
》

の
画
題
と
な
っ
て
い
る
廿
四
孝

は
、
中
国
の
二
十
四
人
の
孝
行
者

の
話
で
、
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
、
落

語
、
御
伽
草
子
、
な
ど
の
題
材
と

し
て
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
大
舜

は
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
り
、
そ

の
話
の
内
容
は
、
孝
行
者
の
大
舜

の
行
い
を
み
て
、
象
が
耕
作
を
手

伝
っ
て
く
れ
、
そ
の
噂
を
聞
い
た

堯
王
は
、
大
舜
の
后
に
娘
を
や
り
、

後
に
天
下
を
譲
っ
た
、
と
い
う
物

語
で
あ
る
62
。

　孝
行
を
テ
ー
マ
に
し
た
話
は

万
葉
集
や
日
本
霊
異
記
に
始
ま

り
、
今
昔
物
語
集
や
御
伽
草
子
、

さ
ら
に
井
原
西
鶴
の
本
朝
二
十

不
孝
な
ど
に
至
る
。
そ
の
基
礎

資
料
と
な
る
の
が
、
古
代
中
世
の
孝
子
伝
、
室
町
以
降
の
二
十
四
孝
で
あ
る
。
西
野

貞
治
氏
に
よ
る
と
、

家
族
制
度
が
極
め
て
古
く
か
ら
発
達
し
た
中
国
で
は
、
そ
の
維
持
の
た
め
に
孝

行
の
教
化
が
徹
底
さ
れ
、
孝
行
の
実
践
例
を
掲
げ
た
孝
子
伝
・
孝
子
伝
図
な

ど
と
題
す
る
書
が
、
孝
経
と
共
に
童
蒙
の
必
修
書
と
さ
れ
、
六
朝
末
迄
（
‐

五
八
九
年
）
に
十
種
以
上
も
出
現
し
た
63
。

と
さ
れ
る
。

　孝
子
伝
は
様
々
な
種
類
が
存
在
し
、
一
種
に
つ
き
何
人
か
の
孝
行
話
が
書
か
れ
て

い
る
。
各
種
類
ご
と
に
出
て
く
る
人
物
や
内
容
、
数
等
が
異
な
る
が
大
舜
は
成
立
さ

れ
た
六
朝
末
期
か
ら
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
の
種
類
に
登
場
す
る
。

　廿
四
孝
の
大
舜
に
出
て
く
る
象
は
神
の
使
い
と
し
て
登
場
し
、
孝
行
者
の
大
舜
に

報
い
を
与
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
孝
行
譚
は
儒
教
道
徳
の
中
で
語
ら
れ
て
き

た
。
そ
し
て
、
象
は
仏
教
で
も
神
の
使
い
と
し
て
度
々
登
場
す
る
。
イ
ン
ド
神
話
で

図 19　国芳画「廿四考童子鑑」《大舜》

図 22　『東西海陸紀行』
「Caerte vande Cabo de Bona…」

（喜望峰の地図）
図 21　国芳画

「唐土廿四考」《大舜》

図 20　『東西海陸紀行』「oliphant 他」
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し
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中
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表
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使
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る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
洋
風
表
現
が

成
さ
れ
た
中
国
洋
風
画
類
が
日
本
に
渡
り
、
日
本
に
お
け
る
洋
風
表
現
に
影
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を
与

え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
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か
っ
た
。
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四
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象
の
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方
の
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　二
節
で
指
摘
し
た
国
芳
画
「
近
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の
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の
勇
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於
兼
」
だ
け
で
は
な
く
、
国
芳
画

「
唐
土
廿
四
考
」
シ
リ
ー
ズ
中
の
《
大
舜
》（
図
19
中
右
の
象
）
と
『
東
西
海
陸
紀
行
』

（
図
20
中
左
奥
の
象
）、「
廿
四
考
童
子
鑑
」
中
の
《
大
舜
》（
図
21
中
左
の
象
）
と
『
東

西
海
陸
紀
行
』
地
図
中
（
図
22
中
左
の
象
）
60
に
描
か
れ
て
い
る
象
を
参
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に
し
た

可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
象
の
陰
影
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
異

国
風
を
感
じ
る
が
、
西
洋
図
版
に
は
見
ら
れ
な
い
目
の
ま
わ
り
に
も
陰
影
が
つ
け
ら

れ
て
い
る
と
安
永
氏
が
指
摘
し
て
い
る
61
。

　確
か
に
図
案
な
ど
は
洋
書
か
ら
典
拠
が
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
陰
影
方
法

な
ど
細
か
い
部
分
は
古
来
の
画
法
や
、
他
の
書
物
に
拠
っ
た
と
考
え
る
。
廿
四
孝
は

中
国
の
説
話
を
題
材
と
し
て
お
り
、
当
時
は
中
国
の
絵
を
模
写
し
て
練
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す
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こ
と

が
多
か
っ
た
た
め
、
当
然
、
中
国
か
ら
の
影
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も
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れ
る
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国
芳
の
大
舜
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は
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絵
画
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汲
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か
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の
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、
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の
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る
物
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や
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唐
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」
シ
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ズ
中
の
《
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舜
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や
「
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考
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子
鑑
」
中
の
《
大
舜
》

の
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題
と
な
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て
い
る
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孝

は
、
中
国
の
二
十
四
人
の
孝
行
者

の
話
で
、
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
、
落

語
、
御
伽
草
子
、
な
ど
の
題
材
と

し
て
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
大
舜

は
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
り
、
そ

の
話
の
内
容
は
、
孝
行
者
の
大
舜

の
行
い
を
み
て
、
象
が
耕
作
を
手

伝
っ
て
く
れ
、
そ
の
噂
を
聞
い
た

堯
王
は
、
大
舜
の
后
に
娘
を
や
り
、

後
に
天
下
を
譲
っ
た
、
と
い
う
物

語
で
あ
る
62
。

　孝
行
を
テ
ー
マ
に
し
た
話
は

万
葉
集
や
日
本
霊
異
記
に
始
ま

り
、
今
昔
物
語
集
や
御
伽
草
子
、

さ
ら
に
井
原
西
鶴
の
本
朝
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孝
な
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に
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る
。
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資
料
と
な
る
の
が
、
古
代
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世
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子
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、
室
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以
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の
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四
孝
で
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る
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治
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に
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る
と
、

家
族
制
度
が
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古
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ら
発
達
し
た
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で
は
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そ
の
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た
め
に
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の
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化
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、
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行
の
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を
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た
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・
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ど
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が
、
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と
共
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蒙
の
必
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と
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れ
、
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（
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八
九
年
）
に
十
種
以
上
も
出
現
し
た
63
。

と
さ
れ
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。
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子
伝
は
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々
な
種
類
が
存
在
し
、
一
種
に
つ
き
何
人
か
の
孝
行
話
が
書
か
れ
て

い
る
。
各
種
類
ご
と
に
出
て
く
る
人
物
や
内
容
、
数
等
が
異
な
る
が
大
舜
は
成
立
さ

れ
た
六
朝
末
期
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ら
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ら
れ
て
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り
、
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と
ん
ど
の
種
類
に
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場
す
る
。

　廿
四
孝
の
大
舜
に
出
て
く
る
象
は
神
の
使
い
と
し
て
登
場
し
、
孝
行
者
の
大
舜
に

報
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を
与
え
る
役
割
を
果
た
し
て
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る
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行
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は
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道
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の
中
で
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そ
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て
、
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は
仏
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で
も
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の
使
い
と
し
て
度
々
登
場
す
る
。
イ
ン
ド
神
話
で

図 19　国芳画「廿四考童子鑑」《大舜》

図 22　『東西海陸紀行』
「Caerte vande Cabo de Bona…」

（喜望峰の地図）
図 21　国芳画

「唐土廿四考」《大舜》

図 20　『東西海陸紀行』「oliphant 他」
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六
本
の
牙
が
描
か
れ
て
い
る
が
、

後
ろ
足
の
関
節
が
鹿
の
よ
う
に
曲

が
っ
て
い
る
。
足
の
表
現
以
外
は

そ
の
後
十
三
世
紀
以
降
も
同
じ
よ

う
な
特
徴
が
見
ら
れ
、
神
仏
と
し

て
の
象
の
イ
メ
ー
ジ
は
平
安
時
代

頃
に
は
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
伺

え
る
。（
図
27
、
28
）
71

　時
代
は
下
り
、
一
六
二
一
年
頃
に
俵
屋
宗
達
に
よ
り
白
象
図
が
描
か
れ
る
。（
図

29
）
72

杉
戸
い
っ
ぱ
い
に
迫
る
白
象
は
誰
も
乗
せ
て
お
ら
ず
、
牙
も
二
本
で
あ
る
。

全
体
的
に
つ
る
ん
と
し
て
い
て
目
こ
そ
三
日
月
型
で
黒
く
塗
っ
て
あ
り
少
し
怖
く
見

え
る
が
、
明
ら
か
に
こ
れ
ま
で
の
仏
画
類
と
異
な
る
描
か
れ
方
で
あ
る
。

　一
七
二
八
年
、
日
本
に
六
回
目
の
象
が
渡
来
し
た
際
に
描
か
れ
た
絵
が
図
30 

73
で

あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
神
仏
と
し
て
表
現
さ
れ
て
き
た
象
だ
が
、
こ
の
絵
で
は
神
仏
と

し
て
で
は
な
く
、
生
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
象
の
上
に
は
菩
薩
は
乗
っ
て
お
ら

ず
、
足
に
鎖
を
付
け
ら
れ
大
勢
の
人
々
の
中
に
連
れ
ら
れ
、
一
緒
に
描
か
れ
て
い

る
人
間
と
比
べ
て
か
な
り
巨
大
だ
と
い
う
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
皮
膚
の
弛
み
も

描
か
れ
て
お
り
、
目
は
若
干
細
い
も
の
の
そ
れ
ま
で
の
吊
り
上
が
っ
た
三
日
月
型
か

ら
は
遠
ざ
か
っ
て
い

て
、
も
ち
ろ
ん
牙
は

二
本
で
あ
る
。
そ
し

て
何
よ
り
体
に
色
が

つ
い
て
い
る
。
陰
影

こ
そ
な
い
が
、
灰
色

に
着
色
さ
れ
た
象
は
神
仏
と
し
て
の

白
象
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明

し
て
い
る
。
し
か
し
、
体
全
体
は
丸
々

と
描
か
れ
て
お
り
、
骨
格
は
再
現
さ

れ
て
い
な
い
。

　図
31 

74
は
能
の
演
目
で
あ
る
江
口
君

を
画
題
に
し
た
円
山
応
挙
の
作
品
で

あ
る
。
江
口
君
は
平
安
時
代
か
ら
鎌

倉
時
代
前
期
に
か
け
て
有
名
な
摂
津

国
江
口
の
遊
女
の
総
名
で
あ
る
。
し

か
し
、
一
般
的
に
は
遊
女
の
妙
を
指

す
。
こ
の
妙
の
逸
話
が
能
の
演
目
と

な
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
江
口
の
里

を
訪
れ
た
旅
僧
と
歌
問
答
を
し
た
妙

は
、
自
分
が
幽
霊
だ
と
明
か
し
て
消
え
る
。
夜
、
僧
た
ち
が
弔
っ
て
い
る
と
、
江
口

の
君
が
現
れ
こ
の
世
の
無
常
を
説
き
舞
を
舞
っ
て
い
た
が
、
や
が
て
普
賢
菩
薩
の
姿

と
変
じ
、
西
の
空
へ
と
消
え
て
い
っ
た
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
江
口
君
の
下
に
象
を

描
く
こ
と
で
普
賢
菩
薩
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
象
は
神
仏
の
白
象
で
は
な

い
。
先
ほ
ど
の
図
30
の
人
間
と
の
対
比
に
対
し
て
こ
ち
ら
の
絵
は
、
上
に
乗
っ
て
い

る
江
口
君
と
同
じ
く
ら
い
の
サ
イ
ズ
感
で
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
現
実
の
象
の
よ

う
に
薄
っ
す
ら
と
灰
色
で
塗
ら
れ
て
い
て
、
全
体
的
に
柔
ら
か
い
曲
線
描
写
が
成
さ

れ
て
お
り
、
優
し
い
印
象
を
受
け
る
。
写
実
に
近
い
形
で
描
か
れ
て
お
り
、
鼻
に
は

皺
も
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
他
に
も
目
や
頭
の
形
な
ど
本
物
を
見
て
い
た
か
の
よ
う
で

あ
る
。
特
に
目
は
三
日
月
型
で
も
吊
り
上
が
っ
て
も
な
く
、
円
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

顔
の
大
き
さ
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
の
目
は
大
き
か
っ
た
が
、
小
さ
く
な
り
顔
と
目
の

図 28　「釈迦三尊像」
十四世紀頃

図 29　俵屋宗達画「白象図」

図 30　鳥居清倍画

図 31　円山応挙画
「江口君図」図 32　北斎画「象」
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阿
修
羅
と
戦
っ
た
と
さ
れ
る
帝
釈
天
は
白
象
に
乗
っ
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
歓

喜
天
は
象
頭
人
身
の
像
が
多
く
、
婆
羅
門
教
の
神
で
シ
バ
神
の
軍
衆
を
統
べ
る
神
将

で
あ
り
、
ガ
ネ
シ
ャ
と
言
わ
れ
た
り
す
る
64
。
普
賢
菩
薩
は
文
殊
菩
薩
と
と
も
に
大

乗
仏
教
の
菩
薩
の
上
首
と
さ
れ
、
釈
迦
三
尊
の
右
脇
侍
と
し
て
彫
刻
や
絵
画
に
表
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
、
文
殊
の
騎
獅
子
に
対
し
白
象
に
乗
る
こ
と
が
多
い
65
。
釈
迦
の

入
滅
を
描
く
仏
陀
涅
槃
図
に
も
象
は
描
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
仏
像
や
仏
画
の
中
で

象
の
存
在
は
知
ら
れ
、
象
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
古
く
か
ら
定
着
し
て
い
た
。
し
か

し
日
本
に
象
は
い
な
い
た
め
、
海
外
か
ら
の
仏
像
や
絵
画
の
姿
か
た
ち
を
通
し
て
想

像
で
描
く
し
か
な
か
っ
た
。
実
際
に
象
が
日
本
に
や
っ
て
き
た
の
は
鎌
倉
時
代
が
初

め
て
で
あ
り
、
幕
末
ま
で
に
渡
来
し
た
象
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・
一
四
〇
八
年
、
初
め
て
日
本
に
渡
来
し
、
足
利
義
持
に
献
上
。

・
一
五
七
四
年
、
大
明
国
船
に
よ
り
虎
と
共
に
博
多
に
渡
来
。

・
一
五
七
五
年
、
虎
・
孔
雀
と
共
に
大
友
宗
麟
に
献
上
。

・
一
五
九
七
年
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
来
た
象
が
豊
臣
秀
吉
に
献
上
。

・
一
六
〇
二
年
、
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
虎
・
孔
雀
と
共
に
徳
川
家
康
に
献
上
。

・
一
七
二
八
年
、
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
オ
ス
と
メ
ス
が
一
頭
ず
つ
渡
来
し
、
徳
川
吉
宗
に

献
上
。

・
一
八
一
三
年
、
英
国
船
に
よ
り
メ
ス
一
頭
が
渡
来
。

・
一
八
六
三
年
、
マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
メ
ス
一
頭
が
渡
来
66
。

　約
四
五
〇
年
の
間
で
わ
ず
か
八
回
だ
け
で
あ
る
。
絵
師
た
ち
が
こ
れ
ら
の
象
を
見

た
と
は
限
ら
ず
、
直
接
見
て
い
た
と
し
て
も
描
き
方
は
変
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　図
23 

67
は
八
三
九
年
に
作
ら
れ
た
帝
釈
天
半
跏
像
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
帝
釈
天
は

立
像
で
制
作
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
教
王
護
国
寺
の
像
は
鳥
獣

座
に
座
っ
て
お
り
、
こ
の
形
式
と
し

て
は
日
本
最
古
の
彫
像
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
長
い
鼻
に
鋭
い
牙
、
垂

れ
下
が
っ
た
耳
や
ず
ん
ぐ
り
と
し
た

四
肢
体
躯
は
確
か
に
象
で
あ
る
。
し

か
し
、
首
が
な
く
鼻
は
若
干
ビ
ラ

ビ
ラ
し
た
ひ
だ
の
よ
う
に
な
っ
て
お

り
、
目
も
三
日
月
状
に
表
現
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
神
の
使
い
と
し
て
現
実
の
生
き
物
と
の
区
別
の
た
め

の
表
現
な
の
だ
ろ
う
か
。

　図
24 

68
は
九
世
紀
平
安
時
代
の
十
二
天
像
の
う
ち
帝
釈
天
の
図
で
あ
る
。
こ
の
図

は
不
空
訳
の
『
金
剛
頂
瑜
伽
護

摩
儀
軌
』
を
典
拠
に
描
か
れ
た

と
さ
れ
、
日
本
に
伝
存
す
る
最

古
の
本
格
的
密
教
画
像
又
は
平

安
前
期
の
最
も
本
格
的
な
仏
画

と
し
て
知
ら
れ
る
。
こ
ち
ら
の

象
に
は
牙
が
六
本
描
か
れ
て
い

る
。
牙
が
六
本
あ
る
象
は
「
六

牙
の
白
象
」
と
呼
ば
れ
、
釈
迦

の
母
で
あ
る
摩
耶
夫
人
が
こ
の

白
象
が
右
脇
か
ら
体
に
入
っ
て

い
く
夢
を
み
て
釈
迦
を
懐
妊
し

た
と
さ
れ
、
釈
迦
の
入
胎
を
象

徴
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
象

も
目
が
三
日
月
型
で
描
か
れ
て

い
る
。

　図
25 

69

は
十
二
世
紀
平
安
時

代
中
頃
の
普
賢
延
命
菩
薩
像
で

あ
る
。
三
つ
首
の
白
象
の
下
に

は
さ
ら
に
五
体
の
白
象
が
い

て
、
ど
の
象
に
も
六
本
の
牙
が

描
か
れ
て
い
る
。
目
も
細
く
吊

り
上
が
っ
て
お
り
、
完
全
に
神

仏
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　図
26 

70

も
同
じ
く
十
二
世
紀

に
描
か
れ
た
も
の
で
、
こ
ち
ら

は
普
賢
菩
薩
像
で
あ
る
。
こ
の

象
も
白
象
で
三
日
月
型
の
目
に

図 23　「帝釈天半跏像」

図 24
「帝釈天図」

図 25
「普賢延命菩薩像」

図 26
「普賢菩薩像」

図 27「普賢菩薩像」
十三世紀頃
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六
本
の
牙
が
描
か
れ
て
い
る
が
、

後
ろ
足
の
関
節
が
鹿
の
よ
う
に
曲

が
っ
て
い
る
。
足
の
表
現
以
外
は

そ
の
後
十
三
世
紀
以
降
も
同
じ
よ

う
な
特
徴
が
見
ら
れ
、
神
仏
と
し

て
の
象
の
イ
メ
ー
ジ
は
平
安
時
代

頃
に
は
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
伺

え
る
。（
図
27
、
28
）
71

　時
代
は
下
り
、
一
六
二
一
年
頃
に
俵
屋
宗
達
に
よ
り
白
象
図
が
描
か
れ
る
。（
図

29
）
72

杉
戸
い
っ
ぱ
い
に
迫
る
白
象
は
誰
も
乗
せ
て
お
ら
ず
、
牙
も
二
本
で
あ
る
。

全
体
的
に
つ
る
ん
と
し
て
い
て
目
こ
そ
三
日
月
型
で
黒
く
塗
っ
て
あ
り
少
し
怖
く
見

え
る
が
、
明
ら
か
に
こ
れ
ま
で
の
仏
画
類
と
異
な
る
描
か
れ
方
で
あ
る
。

　一
七
二
八
年
、
日
本
に
六
回
目
の
象
が
渡
来
し
た
際
に
描
か
れ
た
絵
が
図
30 

73
で

あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
神
仏
と
し
て
表
現
さ
れ
て
き
た
象
だ
が
、
こ
の
絵
で
は
神
仏
と

し
て
で
は
な
く
、
生
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
象
の
上
に
は
菩
薩
は
乗
っ
て
お
ら

ず
、
足
に
鎖
を
付
け
ら
れ
大
勢
の
人
々
の
中
に
連
れ
ら
れ
、
一
緒
に
描
か
れ
て
い

る
人
間
と
比
べ
て
か
な
り
巨
大
だ
と
い
う
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
皮
膚
の
弛
み
も

描
か
れ
て
お
り
、
目
は
若
干
細
い
も
の
の
そ
れ
ま
で
の
吊
り
上
が
っ
た
三
日
月
型
か

ら
は
遠
ざ
か
っ
て
い

て
、
も
ち
ろ
ん
牙
は

二
本
で
あ
る
。
そ
し

て
何
よ
り
体
に
色
が

つ
い
て
い
る
。
陰
影

こ
そ
な
い
が
、
灰
色

に
着
色
さ
れ
た
象
は
神
仏
と
し
て
の

白
象
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明

し
て
い
る
。
し
か
し
、
体
全
体
は
丸
々

と
描
か
れ
て
お
り
、
骨
格
は
再
現
さ

れ
て
い
な
い
。

　図
31 

74
は
能
の
演
目
で
あ
る
江
口
君

を
画
題
に
し
た
円
山
応
挙
の
作
品
で

あ
る
。
江
口
君
は
平
安
時
代
か
ら
鎌

倉
時
代
前
期
に
か
け
て
有
名
な
摂
津

国
江
口
の
遊
女
の
総
名
で
あ
る
。
し

か
し
、
一
般
的
に
は
遊
女
の
妙
を
指

す
。
こ
の
妙
の
逸
話
が
能
の
演
目
と

な
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
江
口
の
里

を
訪
れ
た
旅
僧
と
歌
問
答
を
し
た
妙

は
、
自
分
が
幽
霊
だ
と
明
か
し
て
消
え
る
。
夜
、
僧
た
ち
が
弔
っ
て
い
る
と
、
江
口

の
君
が
現
れ
こ
の
世
の
無
常
を
説
き
舞
を
舞
っ
て
い
た
が
、
や
が
て
普
賢
菩
薩
の
姿

と
変
じ
、
西
の
空
へ
と
消
え
て
い
っ
た
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
江
口
君
の
下
に
象
を

描
く
こ
と
で
普
賢
菩
薩
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
象
は
神
仏
の
白
象
で
は
な

い
。
先
ほ
ど
の
図
30
の
人
間
と
の
対
比
に
対
し
て
こ
ち
ら
の
絵
は
、
上
に
乗
っ
て
い

る
江
口
君
と
同
じ
く
ら
い
の
サ
イ
ズ
感
で
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
現
実
の
象
の
よ

う
に
薄
っ
す
ら
と
灰
色
で
塗
ら
れ
て
い
て
、
全
体
的
に
柔
ら
か
い
曲
線
描
写
が
成
さ

れ
て
お
り
、
優
し
い
印
象
を
受
け
る
。
写
実
に
近
い
形
で
描
か
れ
て
お
り
、
鼻
に
は

皺
も
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
他
に
も
目
や
頭
の
形
な
ど
本
物
を
見
て
い
た
か
の
よ
う
で

あ
る
。
特
に
目
は
三
日
月
型
で
も
吊
り
上
が
っ
て
も
な
く
、
円
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

顔
の
大
き
さ
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
の
目
は
大
き
か
っ
た
が
、
小
さ
く
な
り
顔
と
目
の

図 28　「釈迦三尊像」
十四世紀頃

図 29　俵屋宗達画「白象図」

図 30　鳥居清倍画

図 31　円山応挙画
「江口君図」図 32　北斎画「象」

276

（17）

16

阿
修
羅
と
戦
っ
た
と
さ
れ
る
帝
釈
天
は
白
象
に
乗
っ
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
歓

喜
天
は
象
頭
人
身
の
像
が
多
く
、
婆
羅
門
教
の
神
で
シ
バ
神
の
軍
衆
を
統
べ
る
神
将

で
あ
り
、
ガ
ネ
シ
ャ
と
言
わ
れ
た
り
す
る
64
。
普
賢
菩
薩
は
文
殊
菩
薩
と
と
も
に
大

乗
仏
教
の
菩
薩
の
上
首
と
さ
れ
、
釈
迦
三
尊
の
右
脇
侍
と
し
て
彫
刻
や
絵
画
に
表
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
、
文
殊
の
騎
獅
子
に
対
し
白
象
に
乗
る
こ
と
が
多
い
65
。
釈
迦
の

入
滅
を
描
く
仏
陀
涅
槃
図
に
も
象
は
描
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
仏
像
や
仏
画
の
中
で

象
の
存
在
は
知
ら
れ
、
象
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
古
く
か
ら
定
着
し
て
い
た
。
し
か

し
日
本
に
象
は
い
な
い
た
め
、
海
外
か
ら
の
仏
像
や
絵
画
の
姿
か
た
ち
を
通
し
て
想

像
で
描
く
し
か
な
か
っ
た
。
実
際
に
象
が
日
本
に
や
っ
て
き
た
の
は
鎌
倉
時
代
が
初

め
て
で
あ
り
、
幕
末
ま
で
に
渡
来
し
た
象
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・
一
四
〇
八
年
、
初
め
て
日
本
に
渡
来
し
、
足
利
義
持
に
献
上
。

・
一
五
七
四
年
、
大
明
国
船
に
よ
り
虎
と
共
に
博
多
に
渡
来
。

・
一
五
七
五
年
、
虎
・
孔
雀
と
共
に
大
友
宗
麟
に
献
上
。

・
一
五
九
七
年
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
来
た
象
が
豊
臣
秀
吉
に
献
上
。

・
一
六
〇
二
年
、
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
虎
・
孔
雀
と
共
に
徳
川
家
康
に
献
上
。

・
一
七
二
八
年
、
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
オ
ス
と
メ
ス
が
一
頭
ず
つ
渡
来
し
、
徳
川
吉
宗
に

献
上
。

・
一
八
一
三
年
、
英
国
船
に
よ
り
メ
ス
一
頭
が
渡
来
。

・
一
八
六
三
年
、
マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
メ
ス
一
頭
が
渡
来
66
。

　約
四
五
〇
年
の
間
で
わ
ず
か
八
回
だ
け
で
あ
る
。
絵
師
た
ち
が
こ
れ
ら
の
象
を
見

た
と
は
限
ら
ず
、
直
接
見
て
い
た
と
し
て
も
描
き
方
は
変
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　図
23 

67
は
八
三
九
年
に
作
ら
れ
た
帝
釈
天
半
跏
像
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
帝
釈
天
は

立
像
で
制
作
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
教
王
護
国
寺
の
像
は
鳥
獣

座
に
座
っ
て
お
り
、
こ
の
形
式
と
し

て
は
日
本
最
古
の
彫
像
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
長
い
鼻
に
鋭
い
牙
、
垂

れ
下
が
っ
た
耳
や
ず
ん
ぐ
り
と
し
た

四
肢
体
躯
は
確
か
に
象
で
あ
る
。
し

か
し
、
首
が
な
く
鼻
は
若
干
ビ
ラ

ビ
ラ
し
た
ひ
だ
の
よ
う
に
な
っ
て
お

り
、
目
も
三
日
月
状
に
表
現
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
神
の
使
い
と
し
て
現
実
の
生
き
物
と
の
区
別
の
た
め

の
表
現
な
の
だ
ろ
う
か
。

　図
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68
は
九
世
紀
平
安
時
代
の
十
二
天
像
の
う
ち
帝
釈
天
の
図
で
あ
る
。
こ
の
図

は
不
空
訳
の
『
金
剛
頂
瑜
伽
護

摩
儀
軌
』
を
典
拠
に
描
か
れ
た

と
さ
れ
、
日
本
に
伝
存
す
る
最

古
の
本
格
的
密
教
画
像
又
は
平

安
前
期
の
最
も
本
格
的
な
仏
画

と
し
て
知
ら
れ
る
。
こ
ち
ら
の

象
に
は
牙
が
六
本
描
か
れ
て
い

る
。
牙
が
六
本
あ
る
象
は
「
六

牙
の
白
象
」
と
呼
ば
れ
、
釈
迦

の
母
で
あ
る
摩
耶
夫
人
が
こ
の

白
象
が
右
脇
か
ら
体
に
入
っ
て

い
く
夢
を
み
て
釈
迦
を
懐
妊
し

た
と
さ
れ
、
釈
迦
の
入
胎
を
象

徴
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
象

も
目
が
三
日
月
型
で
描
か
れ
て

い
る
。

　図
25 

69

は
十
二
世
紀
平
安
時

代
中
頃
の
普
賢
延
命
菩
薩
像
で

あ
る
。
三
つ
首
の
白
象
の
下
に

は
さ
ら
に
五
体
の
白
象
が
い

て
、
ど
の
象
に
も
六
本
の
牙
が

描
か
れ
て
い
る
。
目
も
細
く
吊

り
上
が
っ
て
お
り
、
完
全
に
神

仏
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　図
26 

70

も
同
じ
く
十
二
世
紀

に
描
か
れ
た
も
の
で
、
こ
ち
ら

は
普
賢
菩
薩
像
で
あ
る
。
こ
の

象
も
白
象
で
三
日
月
型
の
目
に

図 23　「帝釈天半跏像」

図 24
「帝釈天図」

図 25
「普賢延命菩薩像」

図 26
「普賢菩薩像」

図 27「普賢菩薩像」
十三世紀頃
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歌川国芳の浮世絵にみる海外の影響
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歌川国芳の浮世絵にみる海外の影響

お
わ
り
に

　庶
民
の
間
で
発
展
し
た
浮
世
絵
に
与
え
た
オ
ラ
ン
ダ
と
中
国
の
影
響
に
つ
い
て
み

て
き
た
。
日
本
の
浮
世
絵
は
海
外
作
品
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
ほ
ど
評
価
さ
れ
て
き
た

が
、
そ
の
評
価
さ
れ
た
浮
世
絵
に
は
海
外
の
技
術
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
中
で

も
遠
近
法
は
中
国
・
日
本
共
に
衝
撃
を
与
え
た
。
日
本
で
は
奥
村
政
信
に
よ
っ
て
浮

絵
と
い
う
西
洋
の
遠
近
法
を
使
っ
た
浮
世
絵
が
江
戸
中
期
に
流
行
り
、「
む
か
ふ
へ

く
ぼ
み
て
見
ゆ
」
る
奥
行
き
の
あ
る
空
間
に
前
景
の
事
物
が
浮
い
て
み
え
る
、
と
し

て
江
戸
庶
民
は
大
変
驚
い
て
い
た
77
。
浮
絵
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
遠
近
法
は
次
第
に

特
別
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
き
、
後
の
浮
世
絵
師
た
ち
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
、

自
然
と
浮
世
絵
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
く
。
鎖
国
下
の
中
で
も
積
極
的
に
海
外

の
技
術
を
取
り
入
れ
、
出
版
統
制
の
厳
し
い
条
件
も
加
わ
る
中
で
そ
れ
を
日
本
人
の

セ
ン
ス
の
中
で
消
化
し
、
進
化
さ
れ
、
ま
た
新
た
な
発
想
を
生
み
出
し
な
が
ら
発
展

し
て
き
た
浮
世
絵
に
描
か
れ
た
も
の
は
庶
民
の
娯
楽
と
な
り
、
又
は
海
外
の
情
報
を

得
る
ツ
ー
ル
と
し
て
、
日
本
の
文
化
を
形
成
す
る
役
割
を
担
っ
た
。
そ
し
て
、
日
本

の
発
展
に
繋
が
っ
た
だ
け
で
な
く
、
海
外
の
技
術
が
取
り
入
れ
ら
れ
日
本
な
り
の
ア

レ
ン
ジ
が
加
わ
っ
た
浮
世
絵
が
西
洋
に
持
ち
帰
ら
れ
、
そ
の
持
ち
帰
ら
れ
た
先
で
も

浮
世
絵
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
取
り
入
れ
ら
れ
新
た
な
絵
画
が
生
ま
れ
、
そ
し
て
ま
た
グ

レ
ー
ド
ア
ッ
プ
さ
れ
た
海
外
の
作
品
が
日
本
に
渡
る
こ
と
で
相
乗
的
に
絵
画
技
術
の

向
上
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
。

　異
国
の
最
新
技
術
を
取
り
入
れ
た
も
の
を
北
斎
が
絵
を
通
し
て
庶
民
に
新
た
な
情

報
と
し
て
発
信
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
々
が
そ
れ
ら
に
触
れ
る
こ
と
が
で

き
、
象
を
み
た
こ
と
な
い
人
も
国
芳
等
の
浮
世
絵
を
通
し
て
姿
か
た
ち
や
大
き
さ
な

ど
知
れ
る
。
蘭
学
者
や
幕
府
関
係
者
等
地
位
が
あ
る
人
し
か
知
る
こ
と
の
で
き
な
い

は
ず
の
情
報
を
模
写
本
や
浮
世
絵
に
取
り
入
れ
描
く
こ
と
で
、
階
級
や
知
識
量
に
関

わ
ら
ず
、
異
国
の
生
活
の
様
子
や
動
植
物
、
建
物
、
服
装
な
ど
日
本
に
は
な
い
情
報

を
庶
民
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
中
国
で
自
由
な
精
神
を
与
え
た
遠
近
法
や

陰
影
法
の
表
現
は
、
日
本
で
も
新
た
な
も
の
の
見
方
、
捉
え
方
考
え
方
へ
影
響
を
与

え
た
。
浮
世
絵
の
購
入
者
が
新
し
い
情
報
を
得
た
い
と
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て

も
自
然
と
異
国
の
情
報
に
触
れ
る
機
会
と
な
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
も
の

の
見
方
や
考
え
方
が
生
ま
れ
、
斬
新
な
ア
イ
デ
ィ
ア
や
様
々
な
技
術
の
進
歩
に
繋
が

り
、
時
代
の
発
展
に
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
。

　今
回
、
象
の
描
か
れ
方
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察
し
、
国
芳
が
描
い
た
象
の
典
拠
に

つ
い
て
『
東
西
海
陸
紀
行
』
以
外
か
ら
の
影
響
を
考
察
し
た
が
、
そ
の
発
見
ま
で
は

至
ら
な
か
っ
た
。陰
影
法
に
つ
い
て
中
国
図
版
か
ら
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
る
た
め
、

今
後
の
課
題
と
し
て
研
究
を
続
け
て
い
き
た
い
。
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大
き
さ
の
対
比
が
現
実
の
象
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　図
32 

75
は
北
斎
漫
画
の
象
で
あ
る
。
人
間
と
比
べ
て
も
か
な
り
極
端
に
大
き
く
描

か
れ
て
い
る
。
北
斎
の
目
に
い
か
に
象
と
い
う
動
物
が
大
き
く
映
っ
た
か
が
伺
え

る
。
ま
た
、
動
物
の
皮
膚
感
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
の
象
の
絵
に
は
見
ら

れ
な
か
っ
た
毛
ら
し
き
表
現
も
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
体
全
体
の
骨
格
は
再
現
さ

れ
て
お
ら
ず
、
爪
も
鋭
く
描
か
れ
て
お
り
目
は
図
31
と
比
べ
て
細
長
く
古
来
か
ら
の

三
日
月
型
に
拠
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

　こ
こ
ま
で
ざ
っ
く
り
と
象
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
江
戸
時
代
以
前

と
後
と
で
は
描
か
れ
方
の
違
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
に
入
る
ま
で
象
は
神
仏

と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
特
徴
は
白
象
で
牙
が
六
本
、
目
は
三
日
月
型

か
細
長
く
吊
り
上
が
っ
て
お
り
、
顔
の
大
き
さ
に
対
し
て
大
き
く
、
明
ら
か
に
現
実

の
象
と
は
違
う
表
現
の
さ
れ
方
が
成
さ
れ
て
き
た
。
江
戸
時
代
に
入
る
と
皮
膚
の
皺

で
あ
っ
た
り
体
の
色
や
大
き
さ
な
ど
が
表
現
さ
れ
、
神
仏
と
し
て
の
象
か
ら
は
離
れ

て
い
く
。
し
か
し
、
神
仏
の
象
か
ら
離
れ
る
と
い
っ
て
も
現
実
の
象
と
も
異
な
り
、

目
の
形
は
古
来
の
細
目
吊
目
が
多
く
、
古
来
の
イ
メ
ー
ジ
と
新
し
い
情
報
が
入
り
混

じ
っ
た
絵
画
に
な
っ
て
い
る
。

　再
び
国
芳
の
作
品
を
見
る
と
、
ど
の
象
も
色
づ
け
が
さ
れ
て
お
り
、
神
仏
と
し
て

描
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
皮
膚
の
皺
や
鼻
の
皺
が
描
か
れ

て
お
り
、
子
供
と
の
対
比
で
巨
大
だ
と
い
う
こ
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

表
現
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
は
主
流
に
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
描
写
で
あ
る
。

目
の
形
は
、
図
19
は
若
干
吊
り
上
が
っ
て
い
る
が
、
丸
み
を
帯
び
た
形
を
し
て
い
て

こ
れ
ま
で
の
象
の
目
の
描
か
れ
方
と
異
な
っ
て
い
る
。
顔
の
大
き
さ
に
対
す
る
目
の

大
き
さ
も
図
21
は
少
し
大
き
い
よ
う
に
も
感
じ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
比
べ
た

ら
リ
ア
ル
に
近
い
バ
ラ
ン
ス
で
描
か
れ
て
い
る
。
図
19
左
側
の
象
は
そ
れ
ま
で
の
つ

る
ん
と
丸
い
体
つ
き
で
は
な
く
、
ご
つ
ご
つ
と
し
て
い
て
骨
格
ら
し
き
表
現
が
成
さ

れ
て
い
る
。江
戸
時
代
に
定
着
し
て
き
た
表
現
方
法
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、ポ
ー

ズ
は
確
か
に
『
東
西
海
陸
紀
行
』
中
の
象
に
拠
っ
て
い
る
。
し
か
し
、陰
影
法
は
『
東

西
海
陸
紀
行
』
の
象
と
見
比
べ
て
も
違
う
よ
う
に
感
じ
る
。
で
は
こ
の
洋
風
に
見
え

る
が
、
西
洋
と
も
違
う
国
芳
の
陰
影
方
法
は
ど
こ
か
ら
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
二

章
二
節
で
挙
げ
た
北
斎
の
洋
風
画
（
図
１
）
と
比
べ
て
も
陰
影
の
つ
け
方
が
全
く
異

な
る
。
北
斎
の
洋
風
画
は
光
の
位
置
が
決
め
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
規
則
通
り
に

陰
影
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
明
暗
が
施
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
国
芳
の
陰
影
は
光
の
方
向
が
よ
く
分
か
ら
ず
、
た
だ
窪
ん
で
い
る
部

分
を
濃
く
色
づ
け
し
た
だ
け
の
よ
う
に
見
え
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
濃
淡
で

は
な
く
同
一
の
色
で
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
。北
斎
の
図
１
は
版
画
で
は
な
い
た
め
、

木
版
か
そ
う
で
な
い
か
で
表
現
は
違
っ
て
く
る
と
は
思
う
が
、
国
芳
の
作
品
を
見
て

み
る
と
、
山
や
海
や
空
は
ぼ
か
し
が
入
っ
て
お
り
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
が
不
可
能
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
が
わ
か
る
。で
き
る
の
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、敢
え
て
そ
う
し
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
で
は
な
ぜ
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
に
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
国
芳
は
模
写
を
し
た
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
自
分
の
作
品
と
し
て
象
を

取
り
入
れ
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。そ
し
て
も
う
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、

象
の
陰
影
方
法
で
は
な
い
が
、
瞳
の
白
点
表
現
に
つ
い
て
山
本
陽
子
氏
が
こ
の
よ
う

な
指
摘
を
し
て
い
る
。

眼
の
光
沢
を
表
現
す
る
た
め
に
瞳
に
白
を
点
じ
る
技
法
は
、陰
影
や
光
の
反
射
、

も
の
の
材
質
感
を
捉
え
て
描
こ
う
と
す
る
志
向
の
強
い
西
洋
絵
画
で
は
、
古
く

か
ら
行
わ
れ
て
き
た
。（
中
略
）
一
方
、
も
の
の
形
を
輪
郭
で
捉
え
、
光
が
作

り
出
す
陰
や
影
を
絵
に
描
き
込
ん
で
画
面
を
黒
ず
ま
せ
る
こ
と
を
嫌
っ
て
き
た

東
洋
絵
画
で
は
、
反
射
光
を
表
現
す
る
伝
統
は
ほ
と
ん
ど
育
た
な
か
っ
た
76
。

　そ
し
て
国
芳
も
瞳
に
白
点
を
入
れ
た
作
品
を
残
し
て
い
る
の
だ
が
断
続
的
に
し
か

使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
瞳
の
白
点
が
敬
遠
さ
れ
版
元
や
彫
師
に
受
け
入
れ

ら
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
山
本
氏
は
指
摘
し
て
い

る
。
象
の
陰
影
方
法
も
同
様
に
、
影
を
嫌
っ
た
日
本
人
に
向
け
て
古
来
の
隈
取
り
の

よ
う
な
表
現
で
影
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
、
日
本
人
受
け
す
る
よ
う
な
形
で
陰
影
を
落
と

し
込
ん
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
国
芳
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
海
外
の
も
の
を
取
り
入

れ
つ
つ
も
日
本
人
の
感
性
の
内
に
消
化
し
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
画
風
を
築
き
上
げ
っ
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
西
洋
画
を
受
け
て
日
本
独
自
の
陰
影
法
に
し
た

の
で
は
な
く
、
中
国
図
版
か
ら
の
影
響
も
受
け
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
今
回
は
発

見
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
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お
わ
り
に

　庶
民
の
間
で
発
展
し
た
浮
世
絵
に
与
え
た
オ
ラ
ン
ダ
と
中
国
の
影
響
に
つ
い
て
み

て
き
た
。
日
本
の
浮
世
絵
は
海
外
作
品
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
ほ
ど
評
価
さ
れ
て
き
た

が
、
そ
の
評
価
さ
れ
た
浮
世
絵
に
は
海
外
の
技
術
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
中
で

も
遠
近
法
は
中
国
・
日
本
共
に
衝
撃
を
与
え
た
。
日
本
で
は
奥
村
政
信
に
よ
っ
て
浮

絵
と
い
う
西
洋
の
遠
近
法
を
使
っ
た
浮
世
絵
が
江
戸
中
期
に
流
行
り
、「
む
か
ふ
へ

く
ぼ
み
て
見
ゆ
」
る
奥
行
き
の
あ
る
空
間
に
前
景
の
事
物
が
浮
い
て
み
え
る
、
と
し

て
江
戸
庶
民
は
大
変
驚
い
て
い
た
77
。
浮
絵
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
遠
近
法
は
次
第
に

特
別
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
き
、
後
の
浮
世
絵
師
た
ち
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
、

自
然
と
浮
世
絵
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
く
。
鎖
国
下
の
中
で
も
積
極
的
に
海
外

の
技
術
を
取
り
入
れ
、
出
版
統
制
の
厳
し
い
条
件
も
加
わ
る
中
で
そ
れ
を
日
本
人
の

セ
ン
ス
の
中
で
消
化
し
、
進
化
さ
れ
、
ま
た
新
た
な
発
想
を
生
み
出
し
な
が
ら
発
展

し
て
き
た
浮
世
絵
に
描
か
れ
た
も
の
は
庶
民
の
娯
楽
と
な
り
、
又
は
海
外
の
情
報
を

得
る
ツ
ー
ル
と
し
て
、
日
本
の
文
化
を
形
成
す
る
役
割
を
担
っ
た
。
そ
し
て
、
日
本

の
発
展
に
繋
が
っ
た
だ
け
で
な
く
、
海
外
の
技
術
が
取
り
入
れ
ら
れ
日
本
な
り
の
ア

レ
ン
ジ
が
加
わ
っ
た
浮
世
絵
が
西
洋
に
持
ち
帰
ら
れ
、
そ
の
持
ち
帰
ら
れ
た
先
で
も

浮
世
絵
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
取
り
入
れ
ら
れ
新
た
な
絵
画
が
生
ま
れ
、
そ
し
て
ま
た
グ

レ
ー
ド
ア
ッ
プ
さ
れ
た
海
外
の
作
品
が
日
本
に
渡
る
こ
と
で
相
乗
的
に
絵
画
技
術
の

向
上
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
。

　異
国
の
最
新
技
術
を
取
り
入
れ
た
も
の
を
北
斎
が
絵
を
通
し
て
庶
民
に
新
た
な
情

報
と
し
て
発
信
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
々
が
そ
れ
ら
に
触
れ
る
こ
と
が
で

き
、
象
を
み
た
こ
と
な
い
人
も
国
芳
等
の
浮
世
絵
を
通
し
て
姿
か
た
ち
や
大
き
さ
な

ど
知
れ
る
。
蘭
学
者
や
幕
府
関
係
者
等
地
位
が
あ
る
人
し
か
知
る
こ
と
の
で
き
な
い

は
ず
の
情
報
を
模
写
本
や
浮
世
絵
に
取
り
入
れ
描
く
こ
と
で
、
階
級
や
知
識
量
に
関

わ
ら
ず
、
異
国
の
生
活
の
様
子
や
動
植
物
、
建
物
、
服
装
な
ど
日
本
に
は
な
い
情
報

を
庶
民
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
中
国
で
自
由
な
精
神
を
与
え
た
遠
近
法
や

陰
影
法
の
表
現
は
、
日
本
で
も
新
た
な
も
の
の
見
方
、
捉
え
方
考
え
方
へ
影
響
を
与

え
た
。
浮
世
絵
の
購
入
者
が
新
し
い
情
報
を
得
た
い
と
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て

も
自
然
と
異
国
の
情
報
に
触
れ
る
機
会
と
な
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
も
の

の
見
方
や
考
え
方
が
生
ま
れ
、
斬
新
な
ア
イ
デ
ィ
ア
や
様
々
な
技
術
の
進
歩
に
繋
が

り
、
時
代
の
発
展
に
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
。

　今
回
、
象
の
描
か
れ
方
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察
し
、
国
芳
が
描
い
た
象
の
典
拠
に

つ
い
て
『
東
西
海
陸
紀
行
』
以
外
か
ら
の
影
響
を
考
察
し
た
が
、
そ
の
発
見
ま
で
は

至
ら
な
か
っ
た
。陰
影
法
に
つ
い
て
中
国
図
版
か
ら
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
る
た
め
、

今
後
の
課
題
と
し
て
研
究
を
続
け
て
い
き
た
い
。
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　庶
民
の
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で
発
展
し
た
浮
世
絵
に
与
え
た
オ
ラ
ン
ダ
と
中
国
の
影
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に
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み

て
き
た
。
日
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浮
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取
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た

が
、
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の
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た
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世
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に
は
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技
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て
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た
。
中
で

も
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近
法
は
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・
日
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共
に
衝
撃
を
与
え
た
。
日
本
で
は
奥
村
政
信
に
よ
っ
て
浮

絵
と
い
う
西
洋
の
遠
近
法
を
使
っ
た
浮
世
絵
が
江
戸
中
期
に
流
行
り
、「
む
か
ふ
へ

く
ぼ
み
て
見
ゆ
」
る
奥
行
き
の
あ
る
空
間
に
前
景
の
事
物
が
浮
い
て
み
え
る
、
と
し

て
江
戸
庶
民
は
大
変
驚
い
て
い
た
77
。
浮
絵
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
遠
近
法
は
次
第
に

特
別
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
き
、
後
の
浮
世
絵
師
た
ち
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
、

自
然
と
浮
世
絵
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
く
。
鎖
国
下
の
中
で
も
積
極
的
に
海
外

の
技
術
を
取
り
入
れ
、
出
版
統
制
の
厳
し
い
条
件
も
加
わ
る
中
で
そ
れ
を
日
本
人
の

セ
ン
ス
の
中
で
消
化
し
、
進
化
さ
れ
、
ま
た
新
た
な
発
想
を
生
み
出
し
な
が
ら
発
展

し
て
き
た
浮
世
絵
に
描
か
れ
た
も
の
は
庶
民
の
娯
楽
と
な
り
、
又
は
海
外
の
情
報
を

得
る
ツ
ー
ル
と
し
て
、
日
本
の
文
化
を
形
成
す
る
役
割
を
担
っ
た
。
そ
し
て
、
日
本

の
発
展
に
繋
が
っ
た
だ
け
で
な
く
、
海
外
の
技
術
が
取
り
入
れ
ら
れ
日
本
な
り
の
ア

レ
ン
ジ
が
加
わ
っ
た
浮
世
絵
が
西
洋
に
持
ち
帰
ら
れ
、
そ
の
持
ち
帰
ら
れ
た
先
で
も

浮
世
絵
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
取
り
入
れ
ら
れ
新
た
な
絵
画
が
生
ま
れ
、
そ
し
て
ま
た
グ

レ
ー
ド
ア
ッ
プ
さ
れ
た
海
外
の
作
品
が
日
本
に
渡
る
こ
と
で
相
乗
的
に
絵
画
技
術
の

向
上
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
。

　異
国
の
最
新
技
術
を
取
り
入
れ
た
も
の
を
北
斎
が
絵
を
通
し
て
庶
民
に
新
た
な
情

報
と
し
て
発
信
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
々
が
そ
れ
ら
に
触
れ
る
こ
と
が
で

き
、
象
を
み
た
こ
と
な
い
人
も
国
芳
等
の
浮
世
絵
を
通
し
て
姿
か
た
ち
や
大
き
さ
な

ど
知
れ
る
。
蘭
学
者
や
幕
府
関
係
者
等
地
位
が
あ
る
人
し
か
知
る
こ
と
の
で
き
な
い

は
ず
の
情
報
を
模
写
本
や
浮
世
絵
に
取
り
入
れ
描
く
こ
と
で
、
階
級
や
知
識
量
に
関

わ
ら
ず
、
異
国
の
生
活
の
様
子
や
動
植
物
、
建
物
、
服
装
な
ど
日
本
に
は
な
い
情
報

を
庶
民
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
中
国
で
自
由
な
精
神
を
与
え
た
遠
近
法
や

陰
影
法
の
表
現
は
、
日
本
で
も
新
た
な
も
の
の
見
方
、
捉
え
方
考
え
方
へ
影
響
を
与

え
た
。
浮
世
絵
の
購
入
者
が
新
し
い
情
報
を
得
た
い
と
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て

も
自
然
と
異
国
の
情
報
に
触
れ
る
機
会
と
な
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
も
の

の
見
方
や
考
え
方
が
生
ま
れ
、
斬
新
な
ア
イ
デ
ィ
ア
や
様
々
な
技
術
の
進
歩
に
繋
が

り
、
時
代
の
発
展
に
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
。

　今
回
、
象
の
描
か
れ
方
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察
し
、
国
芳
が
描
い
た
象
の
典
拠
に

つ
い
て
『
東
西
海
陸
紀
行
』
以
外
か
ら
の
影
響
を
考
察
し
た
が
、
そ
の
発
見
ま
で
は

至
ら
な
か
っ
た
。陰
影
法
に
つ
い
て
中
国
図
版
か
ら
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
る
た
め
、

今
後
の
課
題
と
し
て
研
究
を
続
け
て
い
き
た
い
。
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大
き
さ
の
対
比
が
現
実
の
象
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　図
32 

75
は
北
斎
漫
画
の
象
で
あ
る
。
人
間
と
比
べ
て
も
か
な
り
極
端
に
大
き
く
描

か
れ
て
い
る
。
北
斎
の
目
に
い
か
に
象
と
い
う
動
物
が
大
き
く
映
っ
た
か
が
伺
え

る
。
ま
た
、
動
物
の
皮
膚
感
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
の
象
の
絵
に
は
見
ら

れ
な
か
っ
た
毛
ら
し
き
表
現
も
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
体
全
体
の
骨
格
は
再
現
さ

れ
て
お
ら
ず
、
爪
も
鋭
く
描
か
れ
て
お
り
目
は
図
31
と
比
べ
て
細
長
く
古
来
か
ら
の

三
日
月
型
に
拠
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

　こ
こ
ま
で
ざ
っ
く
り
と
象
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
江
戸
時
代
以
前

と
後
と
で
は
描
か
れ
方
の
違
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
に
入
る
ま
で
象
は
神
仏

と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
特
徴
は
白
象
で
牙
が
六
本
、
目
は
三
日
月
型

か
細
長
く
吊
り
上
が
っ
て
お
り
、
顔
の
大
き
さ
に
対
し
て
大
き
く
、
明
ら
か
に
現
実

の
象
と
は
違
う
表
現
の
さ
れ
方
が
成
さ
れ
て
き
た
。
江
戸
時
代
に
入
る
と
皮
膚
の
皺

で
あ
っ
た
り
体
の
色
や
大
き
さ
な
ど
が
表
現
さ
れ
、
神
仏
と
し
て
の
象
か
ら
は
離
れ

て
い
く
。
し
か
し
、
神
仏
の
象
か
ら
離
れ
る
と
い
っ
て
も
現
実
の
象
と
も
異
な
り
、

目
の
形
は
古
来
の
細
目
吊
目
が
多
く
、
古
来
の
イ
メ
ー
ジ
と
新
し
い
情
報
が
入
り
混

じ
っ
た
絵
画
に
な
っ
て
い
る
。

　再
び
国
芳
の
作
品
を
見
る
と
、
ど
の
象
も
色
づ
け
が
さ
れ
て
お
り
、
神
仏
と
し
て

描
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
皮
膚
の
皺
や
鼻
の
皺
が
描
か
れ

て
お
り
、
子
供
と
の
対
比
で
巨
大
だ
と
い
う
こ
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

表
現
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
は
主
流
に
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
描
写
で
あ
る
。

目
の
形
は
、
図
19
は
若
干
吊
り
上
が
っ
て
い
る
が
、
丸
み
を
帯
び
た
形
を
し
て
い
て

こ
れ
ま
で
の
象
の
目
の
描
か
れ
方
と
異
な
っ
て
い
る
。
顔
の
大
き
さ
に
対
す
る
目
の

大
き
さ
も
図
21
は
少
し
大
き
い
よ
う
に
も
感
じ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
比
べ
た

ら
リ
ア
ル
に
近
い
バ
ラ
ン
ス
で
描
か
れ
て
い
る
。
図
19
左
側
の
象
は
そ
れ
ま
で
の
つ

る
ん
と
丸
い
体
つ
き
で
は
な
く
、
ご
つ
ご
つ
と
し
て
い
て
骨
格
ら
し
き
表
現
が
成
さ

れ
て
い
る
。江
戸
時
代
に
定
着
し
て
き
た
表
現
方
法
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、ポ
ー

ズ
は
確
か
に
『
東
西
海
陸
紀
行
』
中
の
象
に
拠
っ
て
い
る
。
し
か
し
、陰
影
法
は
『
東

西
海
陸
紀
行
』
の
象
と
見
比
べ
て
も
違
う
よ
う
に
感
じ
る
。
で
は
こ
の
洋
風
に
見
え

る
が
、
西
洋
と
も
違
う
国
芳
の
陰
影
方
法
は
ど
こ
か
ら
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
二

章
二
節
で
挙
げ
た
北
斎
の
洋
風
画
（
図
１
）
と
比
べ
て
も
陰
影
の
つ
け
方
が
全
く
異

な
る
。
北
斎
の
洋
風
画
は
光
の
位
置
が
決
め
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
規
則
通
り
に

陰
影
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
明
暗
が
施
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
国
芳
の
陰
影
は
光
の
方
向
が
よ
く
分
か
ら
ず
、
た
だ
窪
ん
で
い
る
部

分
を
濃
く
色
づ
け
し
た
だ
け
の
よ
う
に
見
え
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
濃
淡
で

は
な
く
同
一
の
色
で
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
。北
斎
の
図
１
は
版
画
で
は
な
い
た
め
、

木
版
か
そ
う
で
な
い
か
で
表
現
は
違
っ
て
く
る
と
は
思
う
が
、
国
芳
の
作
品
を
見
て

み
る
と
、
山
や
海
や
空
は
ぼ
か
し
が
入
っ
て
お
り
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
が
不
可
能
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
が
わ
か
る
。で
き
る
の
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、敢
え
て
そ
う
し
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
で
は
な
ぜ
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
に
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
国
芳
は
模
写
を
し
た
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
自
分
の
作
品
と
し
て
象
を

取
り
入
れ
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。そ
し
て
も
う
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、

象
の
陰
影
方
法
で
は
な
い
が
、
瞳
の
白
点
表
現
に
つ
い
て
山
本
陽
子
氏
が
こ
の
よ
う

な
指
摘
を
し
て
い
る
。

眼
の
光
沢
を
表
現
す
る
た
め
に
瞳
に
白
を
点
じ
る
技
法
は
、陰
影
や
光
の
反
射
、

も
の
の
材
質
感
を
捉
え
て
描
こ
う
と
す
る
志
向
の
強
い
西
洋
絵
画
で
は
、
古
く

か
ら
行
わ
れ
て
き
た
。（
中
略
）
一
方
、
も
の
の
形
を
輪
郭
で
捉
え
、
光
が
作

り
出
す
陰
や
影
を
絵
に
描
き
込
ん
で
画
面
を
黒
ず
ま
せ
る
こ
と
を
嫌
っ
て
き
た

東
洋
絵
画
で
は
、
反
射
光
を
表
現
す
る
伝
統
は
ほ
と
ん
ど
育
た
な
か
っ
た
76
。

　そ
し
て
国
芳
も
瞳
に
白
点
を
入
れ
た
作
品
を
残
し
て
い
る
の
だ
が
断
続
的
に
し
か

使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
瞳
の
白
点
が
敬
遠
さ
れ
版
元
や
彫
師
に
受
け
入
れ

ら
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
山
本
氏
は
指
摘
し
て
い

る
。
象
の
陰
影
方
法
も
同
様
に
、
影
を
嫌
っ
た
日
本
人
に
向
け
て
古
来
の
隈
取
り
の

よ
う
な
表
現
で
影
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
、
日
本
人
受
け
す
る
よ
う
な
形
で
陰
影
を
落
と

し
込
ん
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
国
芳
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
海
外
の
も
の
を
取
り
入

れ
つ
つ
も
日
本
人
の
感
性
の
内
に
消
化
し
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
画
風
を
築
き
上
げ
っ
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
西
洋
画
を
受
け
て
日
本
独
自
の
陰
影
法
に
し
た

の
で
は
な
く
、
中
国
図
版
か
ら
の
影
響
も
受
け
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
今
回
は
発

見
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
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歌川国芳の浮世絵にみる海外の影響

お
わ
り
に

　庶
民
の
間
で
発
展
し
た
浮
世
絵
に
与
え
た
オ
ラ
ン
ダ
と
中
国
の
影
響
に
つ
い
て
み

て
き
た
。
日
本
の
浮
世
絵
は
海
外
作
品
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
ほ
ど
評
価
さ
れ
て
き
た

が
、
そ
の
評
価
さ
れ
た
浮
世
絵
に
は
海
外
の
技
術
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
中
で

も
遠
近
法
は
中
国
・
日
本
共
に
衝
撃
を
与
え
た
。
日
本
で
は
奥
村
政
信
に
よ
っ
て
浮

絵
と
い
う
西
洋
の
遠
近
法
を
使
っ
た
浮
世
絵
が
江
戸
中
期
に
流
行
り
、「
む
か
ふ
へ

く
ぼ
み
て
見
ゆ
」
る
奥
行
き
の
あ
る
空
間
に
前
景
の
事
物
が
浮
い
て
み
え
る
、
と
し

て
江
戸
庶
民
は
大
変
驚
い
て
い
た
77
。
浮
絵
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
遠
近
法
は
次
第
に

特
別
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
き
、
後
の
浮
世
絵
師
た
ち
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
、

自
然
と
浮
世
絵
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
く
。
鎖
国
下
の
中
で
も
積
極
的
に
海
外

の
技
術
を
取
り
入
れ
、
出
版
統
制
の
厳
し
い
条
件
も
加
わ
る
中
で
そ
れ
を
日
本
人
の

セ
ン
ス
の
中
で
消
化
し
、
進
化
さ
れ
、
ま
た
新
た
な
発
想
を
生
み
出
し
な
が
ら
発
展

し
て
き
た
浮
世
絵
に
描
か
れ
た
も
の
は
庶
民
の
娯
楽
と
な
り
、
又
は
海
外
の
情
報
を

得
る
ツ
ー
ル
と
し
て
、
日
本
の
文
化
を
形
成
す
る
役
割
を
担
っ
た
。
そ
し
て
、
日
本

の
発
展
に
繋
が
っ
た
だ
け
で
な
く
、
海
外
の
技
術
が
取
り
入
れ
ら
れ
日
本
な
り
の
ア

レ
ン
ジ
が
加
わ
っ
た
浮
世
絵
が
西
洋
に
持
ち
帰
ら
れ
、
そ
の
持
ち
帰
ら
れ
た
先
で
も

浮
世
絵
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
取
り
入
れ
ら
れ
新
た
な
絵
画
が
生
ま
れ
、
そ
し
て
ま
た
グ

レ
ー
ド
ア
ッ
プ
さ
れ
た
海
外
の
作
品
が
日
本
に
渡
る
こ
と
で
相
乗
的
に
絵
画
技
術
の

向
上
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
。

　異
国
の
最
新
技
術
を
取
り
入
れ
た
も
の
を
北
斎
が
絵
を
通
し
て
庶
民
に
新
た
な
情

報
と
し
て
発
信
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
々
が
そ
れ
ら
に
触
れ
る
こ
と
が
で

き
、
象
を
み
た
こ
と
な
い
人
も
国
芳
等
の
浮
世
絵
を
通
し
て
姿
か
た
ち
や
大
き
さ
な

ど
知
れ
る
。
蘭
学
者
や
幕
府
関
係
者
等
地
位
が
あ
る
人
し
か
知
る
こ
と
の
で
き
な
い

は
ず
の
情
報
を
模
写
本
や
浮
世
絵
に
取
り
入
れ
描
く
こ
と
で
、
階
級
や
知
識
量
に
関

わ
ら
ず
、
異
国
の
生
活
の
様
子
や
動
植
物
、
建
物
、
服
装
な
ど
日
本
に
は
な
い
情
報

を
庶
民
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
中
国
で
自
由
な
精
神
を
与
え
た
遠
近
法
や

陰
影
法
の
表
現
は
、
日
本
で
も
新
た
な
も
の
の
見
方
、
捉
え
方
考
え
方
へ
影
響
を
与

え
た
。
浮
世
絵
の
購
入
者
が
新
し
い
情
報
を
得
た
い
と
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て

も
自
然
と
異
国
の
情
報
に
触
れ
る
機
会
と
な
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
も
の

の
見
方
や
考
え
方
が
生
ま
れ
、
斬
新
な
ア
イ
デ
ィ
ア
や
様
々
な
技
術
の
進
歩
に
繋
が

り
、
時
代
の
発
展
に
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
。

　今
回
、
象
の
描
か
れ
方
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察
し
、
国
芳
が
描
い
た
象
の
典
拠
に

つ
い
て
『
東
西
海
陸
紀
行
』
以
外
か
ら
の
影
響
を
考
察
し
た
が
、
そ
の
発
見
ま
で
は

至
ら
な
か
っ
た
。陰
影
法
に
つ
い
て
中
国
図
版
か
ら
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
る
た
め
、

今
後
の
課
題
と
し
て
研
究
を
続
け
て
い
き
た
い
。
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