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は
じ
め
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
伴
い
、
現
代
の
社
会
で
は
世
界
中
の
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
情
報
が
瞬
時
に
伝
達
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
江
戸
時
代
の
、
ま
し
て
や
他

国
と
の
交
流
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
た
鎖
国
の
状
況
下
に
お
い
て
、
海
外
情
報
を
入

手
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
情
勢
の
中
、
長
崎
を
経

由
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
多
種
多
様
な
蘭
書
は
日
本
に
お
け
る
蘭
学
の
興
隆
に
大
き

く
寄
与
し
た
。
と
り
わ
け
舶
載
本
に
付
さ
れ
た
銅
版
画
の
挿
絵
は
、
字
面
だ
け
で

は
想
像
で
き
な
い
内
容
の
理
解
を
促
す
視
覚
情
報
と
し
て
重
宝
さ
れ
た
。

一
般
に
、
銅
版
画
は
木
版
画
よ
り
緻
密
な
線
を
版
刻
す
る
こ
と
が
可
能
で
、
地

図
や
解
剖
図
と
い
っ
た
細
部
の
正
確
性
が
重
視
さ
れ
た
実
用
目
的
の
図
に
適
し
て

い
た
。我
が
国
で
銅
版
画
制
作
に
い
ち
早
く
着
手
し
た
の
は
司
馬
江
漢（
一
七
四
七

～
一
八
一
八
）
で
、
試
行
錯
誤
の
末
、
腐
蝕
銅
版
画
（
エ
ッ
チ
ン
グ
）
を
創
製
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
江
漢
の
銅
版
画
は
と
き
に
「
細
密
な
ら
ず
」
と
評
さ
れ
る（

１
）こ

と

が
あ
っ
た
よ
う
に
、
技
術
的
な
未
熟
さ
を
内
包
し
て
い
た
。
そ
の
後
間
も
な
く
し

て
、
江
漢
の
技
量
を
遥
か
に
凌
駕
す
る
人
物
が
表
舞
台
に
姿
を
現
す
。
そ
の
人
物

〔
査
読
論
文
〕

亜
欧
堂
田
善
の
銅
版
画
に
関
す
る
諸
考
察

―
「
佃
浦
風
景
」、「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
廓
中
之
図
」
を
中
心
に
―

松　

浦　

靖　

也

こ
そ
亜
欧
堂
田
善
（
一
七
四
八
～
一
八
二
二
）
で
あ
る
。
田
善
は
、
日
本
最
初
の

銅
版
に
よ
る
人
体
解
剖
図
「
医
範
提
綱
附
図
内
象
銅
版
画
」
や
当
時
最
高
水
準
の

世
界
地
図
「
新
訂
万
国
全
図
」
を
手
掛
け
た
功
績
か
ら
優
れ
た
画
工
と
し
て
評
さ

れ
る
。
一
方
で
、
身
に
付
け
た
油
彩
画
お
よ
び
銅
版
画
の
制
作
技
法
、
遠
近
法
と

陰
影
法
と
い
っ
た
西
洋
画
法
を
駆
使
し
て
描
い
た
絵
画
作
品
か
ら
は
、
優
れ
た
洋

風
画
家
と
し
て
の
才
能
を
垣
間
見
せ
る
。

田
善
が
銅
版
画
の
制
作
に
際
し
て
、
と
り
わ
け
多
く
の
舶
載
画
を
参
照
し
、
模

刻
あ
る
い
は
図
様
転
用
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
作
例
か
ら
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
こ

の
事
実
に
対
し
、
典
拠
で
あ
る
原
図
を
探
る
研
究
が
古
く
か
ら
続
い
て
お
り（

２
）、

本

稿
も
そ
の
一
端
を
担
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
江
戸
期
に
伝
来
し
た

こ
と
が
判
明
し
て
い
る
舶
載
本
や
一
枚
刷
り
の
西
洋
銅
版
画
、
そ
の
ほ
か
同
時
代

の
周
辺
資
料
の
博
捜
を
行
い
、
新
た
に
複
数
の
原
図
を
見
出
し
た
。
本
稿
は
、
判

明
し
た
原
図
と
図
様
と
の
差
異
を
具
体
的
に
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
り
、
田
善
の
諸

作
品
か
ら
制
作
背
景
や
目
的
、
作
画
精
神
な
ど
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
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一　

田
善
の
銅
版
画
制
作
と
「
佃
浦
風
景
」

１　

亜
欧
堂
田
善
の
生
涯
と
銅
版
画
技
法
の
習
得

本
題
に
入
る
前
に
亜
欧
堂
田
善
の
生
涯
に
つ
い
て
簡
潔
に
ま
と
め
て
お
き
た

い
。
た
だ
、田
善
は
画
論
や
日
記
と
い
っ
た
自
筆
の
記
録
を
一
切
残
し
て
お
ら
ず
、

そ
の
資
料
的
な
寡
黙
さ
ゆ
え
に
確
か
な
生
涯
や
思
想
を
探
る
の
は
大
変
困
難
で
、

い
ま
な
お
不
明
な
点
が
多
い
。
田
善
の
人
物
像
を
把
握
す
る
に
は
、
後
世
に
そ
の

子
孫
が
書
き
残
し
た
伝
記
や
田
善
と
交
流
が
あ
っ
た
人
物
が
残
し
た
記
録
と
い
っ

た
間
接
的
な
証
跡
を
拾
い
上
げ
つ
つ
、
断
片
的
に
繋
ぎ
合
わ
せ
て
復
元
を
試
み
る

ほ
か
な
い（

３
）。

亜
欧
堂
田
善
は
本
名
を
永
田
善
吉
と
い
い
、
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）、
陸
奥

国
白
河
藩
領
須
賀
川
（
現
在
の
福
島
県
須
賀
川
市
）
に
紺
屋
の
家
の
次
男
と
し
て

生
ま
れ
た
。
善
吉
が
画
業
に
関
心
を
抱
く
き
っ
か
け
に
は
兄
丈
吉
の
影
響
が
大
き

か
っ
た
と
さ
れ
る
。『
永
田
由
緒（

４
）

』
に
よ
れ
ば
、
丈
吉
は
家
業
の
染
物
業
を
営
み

つ
つ
狩
野
派
に
画
を
学
び
、
守
胤
あ
る
い
は
崑
山
と
号
し
て
須
賀
川
近
辺
の
寺
社

を
中
心
に
絵
馬
な
ど
を
手
掛
け
た
。
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
に
は
徳
川
家
治
の

日
光
社
参
の
折
に
日
光
東
照
宮
の
彩
色
御
用
を
務
め
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。
一
方

の
田
善
も
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
に
十
五
歳
で
元
服
し
、
地
元
有
力
者
の
依

頼
を
受
け
、
絵
馬
「
源
頼
義
水
請
之
図
」（
須
賀
川
市
・
白
山
寺
）
を
描
く
な
ど
、

早
く
か
ら
画
道
へ
の
志
を
抱
い
て
い
た
。
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
お
よ
び
天
明

五
年
（
一
七
八
五
）
に
は
祖
先
の
出
生
地
で
あ
る
伊
勢
に
巡
遊
し
、
伊
勢
山
田
に

位
置
す
る
寂
照
寺
（
現
在
の
三
重
県
伊
勢
市
）
の
画
僧
、
月
僊
と
出
会
い
、
門
人

と
な
っ
て
教
え
を
受
け
た
と
伝
わ
る（

５
）（『

永
田
由
緒
』）。
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）

に
は
月
僊
諸
国
行
脚
の
途
上
、
須
賀
川
に
立
ち
寄
っ
た
際
に
田
善
と
再
会
し
共

に
画
筆
を
振
る
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
天
明
年
間
の
初
め
頃
ま
で
田
善
の
作
品

は
僅
か
に
数
点
知
ら
れ
る
の
み
で
詳
し
い
画
業
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
同
三
年

（
一
七
九
一
）
に
は
兄
丈
吉
の
病
死
に
伴
い
、
そ
の
幼
き
子
惣
四
郎
が
家
業
を
継

ぐ
こ
と
に
な
っ
た
た
め
（『
永
田
由
緒
』）、田
善
は
当
分
の
間
「
画
か
く
事
や
め
て
」

（『
退
閑
雑
記
』）、
後
見
人
と
し
て
本
業
に
力
を
入
れ
て
い
た
と
伝
わ
る
。

そ
の
後
、
同
六
年
（
一
七
九
四
）
に
白
河
藩
主
松
平
定
信
（
一
七
五
八
～

一
八
二
九
）
が
領
内
巡
視
を
行
っ
た
折
、田
善
の
描
い
た
「
江
戸
芝
愛
宕
図
屏
風
」

（
現
存
せ
ず
）
を
見
て
そ
の
画
才
を
見
出
し
、
谷
文
晁
に
師
事
さ
せ
た
（『
永
田
由

緒
』）。
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、文
晁
の
手
控
画
帖
「
画
学
斎
過
眼
図
藁
」（
大

東
急
記
念
文
庫
）
に
は
田
善
の
姿
が
描
か
れ
る（

６
）。

そ
し
て
木
村
謙
次
筆
『
小
峰
城

逆
旅
偶
筆
』
に
よ
れ
ば
、
同
年
冬
ま
で
に
両
刀
を
許
さ
れ
、
扶
持
を
賜
り
須
賀
川

か
ら
白
河
城
下
へ
移
り
住
ん
だ（

７
）。

こ
の
と
き
田
善
四
十
七
歳
で
あ
っ
た
。
定
信
に

命
じ
ら
れ
、
同
八
年
（
一
七
九
六
）
頃
に
白
河
か
ら
江
戸
へ
出
府
し
た
（『
永
田

由
緒
』）。『
退
閑
雑
記
』
に
よ
る
と
、
早
け
れ
ば
こ
の
翌
年
ま
で
に
は
銅
版
技
法

を
習
得
し
て
い
た
と
い
う
。

享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
に
は
少
な
く
と
も
一
度
帰
郷
し
、
リ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー

『
銅
版
諸
国
馬
画
集
』
の
図
様
に
基
づ
く
油
彩
の
大
絵
馬
「
洋
人
曳
馬
図
」（
福
島

県
小
野
町
・
満
福
寺
）
を
描
い
て
お
り
、
田
善
の
西
洋
銅
版
画
利
用
を
確
認
で
き

る
。
な
お
、
こ
れ
以
降
も
数
回
の
帰
郷
が
判
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
の
多
く

が
息
子
静
庵
の
放
浪
癖
に
起
因
す
る
不
祥
事
へ
の
対
応
で
あ
っ
た
。

文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
は
制
作
年
が
判
明
す
る
最
初
の
銅
版
画
「
驪
山
比

翼
塚
」
を
制
作
す
る
。
本
図
は
、
十
二
枚
の
銅
版
画
が
貼
付
さ
れ
た
折
本
、
通
称

「
銅
版
画
見
本
帖
」（
須
賀
川
市
立
博
物
館
蔵
）
に
含
ま
れ
、
布
刷
り
の
作
例
が
見

出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
当
初
よ
り
銅
版
更
紗
と
し
て
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
る（

８
）。

同
五
年
（
一
八
〇
八
）、
我
が
国
初
の
銅
版
解
剖
図
で
あ
る
「
医
範
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提
綱
内
象
銅
版
図
」
を
制
作
す
る
。
翌
年
に
は
幕
府
天
文
方
高
橋
景
保
の
依
頼
を

受
け
、
試
作
と
し
て
「
新
鐫
総
界
全
図
」
と
「
日
本
辺
界
略
図
」
の
二
種
類
の
地

図
を
制
作
し
、同
七
年（
一
八
一
〇
）に
は
完
成
版
と
も
い
え
る「
新
訂
万
国
全
図
」

を
上
梓
す
る
。
同
一
一
年
（
一
八
一
四
）、
須
賀
川
俳
壇
の
求
め
に
応
じ
、
俳
諧

集
『
青
か
げ
』
の
挿
絵
と
し
て
銅
版
画
「
陸
奥
国
石
川
郡
大
隈
滝
芭
蕉
翁
碑
之
図
」

を
寄
せ
る
。
本
図
は
田
善
が
制
作
し
た
銅
版
画
と
し
て
は
最
も
遅
い
年
記
を
も
つ

作
例
で
あ
り
、
こ
の
頃
ま
で
に
江
戸
か
ら
須
賀
川
に
完
全
に
引
き
上
げ
た
と
さ
れ

る
。
晩
年
に
は
、
須
賀
川
で
呉
服
商
を
営
ん
で
い
た
門
人
・
八
木
屋
半
助
に
銅
版

一
式
を
譲
り
、
田
善
の
銅
版
画
は
当
地
の
土
産
物
と
し
て
人
々
の
目
を
喜
ば
せ
た

と
い
う（

９
）（『

永
田
由
緒
』）。
こ
の
頃
か
ら
日
本
画
の
作
例
が
多
く
な
り
、
そ
の
画

料
を
生
活
の
糧
に
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
五
月
七
日
、
七
十
五
歳
で
没
し
、
郷
里
須
賀
川
の
長

禄
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
田
善
の
生
涯
を
概
観
し
た
が
、
松
平
定
信
と
の
出
会
い
が
人
生

の
中
で
重
要
な
転
機
と
な
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
銅
版

画
制
作
に
も
定
信
が
大
い
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

技
法
習
得
の
経
緯
、
目
的
に
は
不
明
点
が
多
い
こ
と
か
ら
、
史
料
の
記
述
を
整
理

し
な
が
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

田
善
の
銅
版
技
法
習
得
は
定
信
の
『
退
閑
雑
記）

（1
（

』
に
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

予
が
領
中
須
賀
川
に
、
善
吉
と
い
ふ
商
家
あ
り
。
こ
と
に
画
を
好
み
て
寝
食

を
も
忘
れ
け
れ
ば
、
業
に
も
う
と
く
成
り
侍
る
を
も
て
、
い
た
く
い
ま
し
め

け
り
。
そ
れ
よ
り
画
か
く
事
や
め
て
年
月
経
し
が
、
業
を
も
つ
と
め
覚
へ
け

れ
ば
、
画
か
き
て
ん
と
、
筆
と
り
て
か
く
に
、
は
じ
め
よ
り
こ
と
に
上
達
し

け
り
。
い
か
に
と
た
づ
ぬ
る
に
、
筆
も
て
画
は
か
ゝ
さ
れ
ど
も
、
只
い
ぬ
る

と
き
、
心
の
う
ち
に
て
ゑ
が
く
事
、
か
う
か
へ
侍
り
ぬ
と
言
け
る
。
こ
の
者

の
志
す
ぐ
れ
け
れ
は
、
か
の
谷
文
晁
の
弟
子
に
し
け
る
。
今
い
ろ
〳
〵
の
紙

に
、
銅
板
ま
た
は
木
理
を
摺
り
出
し
ぬ
る
も
こ
の
も
の
な
り
。

こ
の
箇
所
は
時
期
的
な
前
後
関
係
か
ら
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
頃
の
記
述
と

さ
れ
、
す
で
に
こ
の
時
点
で
田
善
が
銅
版
画
の
技
術
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
と
判

明
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
銅
版
画
が
珍
し
い
も
の
で
あ
っ
た
当
時
、
田
善

は
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
技
法
を
習
得
す
る
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
考

え
ら
れ
る
の
は
司
馬
江
漢
の
存
在
で
あ
る
。
江
漢
と
田
善
の
師
弟
関
係
を
示
す
史

料
と
し
て
『
東
韃
紀
行
』
写
本
が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
注
釈
が
あ
る）

（（
（

。

銅
版
を
鐫
せ
し
永
田
善
吉
は
奥
州
須
賀
河
の
人
な
り
。
初
め
白
河
侯
の
命
を

う
け
て
、
銅
鐫
の
事
を
司
馬
江
漢
に
学
ふ
。
然
れ
と
も
そ
の
性
遅
重
に
し
て

肄
業
運
用
に
う
と
し
と
て
、
江
漢
こ
れ
を
し
り
そ
け
し
こ
と
な
り
。
そ
の
後

善
吉
そ
の
習
ふ
所
に
刻
意
し
て
遂
に
そ
の
妙
を
得
、
銅
鐫
の
わ
ざ
ハ
江
漢
か

上
に
い
て
し
、
江
漢
も
そ
の
人
を
不
当
に
し
り
そ
け
し
事
を
自
悔
し
て
、
田

善
の
わ
ざ
を
称
誉
し
、
善
吉
ハ
ま
こ
と
に
日
本
に
生
れ
し
和
蘭
人
な
り
、
と

し
ば
し
ば
伊
能
子
に
い
わ
れ
し
と
な
り
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
田
善
は
定
信
の
命
に
よ
っ
て
江
漢
に
銅
版
技
法
を
学
ん
だ
も

の
の
、「
そ
の
性
遅
重
に
し
て
肄
業
運
用
に
う
と
し
」
と
い
う
理
由
で
破
門
さ
れ

た
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
田
善
は
研
鑽
の
末
銅
版
画
の
真
髄
を
究
め
、
遂
に

は
江
漢
を
上
回
る
技
術
を
習
得
し
、
日
本
に
生
ま
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
人
と
称
賛
さ
れ

る
ま
で
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
田
善
は
江
漢
か
ら
銅
版
画
を
十
分
に
習
得
す
る
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こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
以
外
の
方
法
で
身
に
付
け
た
と
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
、
画

風
の
面
か
ら
考
え
て
も
江
漢
の
銅
版
画
か
ら
の
影
響
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ

と
か
ら
、
両
者
の
師
弟
関
係
は
極
め
て
短
い
期
間
で
あ
り
、
技
法
の
指
導
が
あ
っ

た
と
し
て
も
初
歩
的
な
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る）

（1
（

。
田
善
に
対
す

る
江
漢
の
冷
や
や
か
な
対
応
を
念
頭
に
置
い
て
の
反
応
だ
ろ
う
か
、
定
信
は
随
筆

『
退
閑
雑
記
』
に
次
の
よ
う
に
記
す
。

銅
板
鏤
刻
、
蛮
製
あ
れ
ど
、
我
国
に
て
な
す
も
の
な
し
。
司
馬
江
漢
と
い
ふ

も
の
は
じ
め
て
製
す
れ
ど
も
細
密
な
ら
ず
。
こ
と
に
い
と
い
た
う
秘
し
て
わ

れ
の
み
な
す
て
ふ
事
を
お
ふ
な
り
。
さ
る
に
備
中
松
山
の
藩
中
に
こ
の
こ
ろ

な
す
も
の
あ
り
。
殊
に
細
み
つ
蛮
製
に
た
が
は
ず
と
ぞ
。
予
も
む
か
し
こ
ゝ

ろ
み
し
が
、
蛮
書
な
ど
に
あ
る
を
訳
さ
せ
て
こ
ゝ
ろ
み
し
に
よ
か
ら
ず
。
人

を
も
て
か
の
士
へ
た
づ
ね
問
た
る
に
、
銅
板
に
炭
の
粉
を
も
て
み
が
き
、
そ

の
板
を
火
の
う
へ
に
の
せ
、
せ
し
め
う
る
し
と
い
ふ
を
こ
と
に
う
す
く
銅
色

の
み
ゆ
る
ほ
ど
に
ぬ
る
な
り
。
さ
て
其
板
を
三
日
ほ
ど
か
は
か
し
下
絵
か
き

て
、
ほ
そ
き
た
が
ね
又
は
針
な
ん
ど
に
て
其
う
る
し
を
ほ
り
う
が
ち
、
日
の

あ
た
る
所
へ
出
し
、
薬
を
筆
に
て
三
四
度
も
つ
け
、
紙
に
酢
を
ひ
き
て
そ
の

紙
を
も
て
銅
板
の
表
に
あ
て
、
一
夜
屋
の
下
な
ど
へ
置
、
あ
つ
き
湯
を
も
て

そ
の
う
る
し
を
去
て
墨
も
て
摺
な
り
。

薬
方

墨
は
鹿
角
象
牙
な
ど
を
焼
た
る
其
粉
に
、
ゑ
の
油
を
交
、
其
銅
板
に
糊
う

す
き
紙
を
も
て
そ
の
墨
を
よ
く
ぬ
ぐ
ひ
、
猶
手
に
て
も
よ
く
そ
の
墨
を
と
れ

ば
、
墨
そ
の
く
さ
れ
た
る
画
な
ん
ど
の
方
に
の
み
の
こ
る
な
り
。
紅
毛
の
紙

を
よ
く
水
に
て
濡
は
せ
、ま
た
う
る
ほ
は
ざ
る
紙
と
二
つ
か
さ
ね
あ
は
せ
て
、

銅
板
の
う
へ
に
の
せ
、
し
め
木
に
て
し
む
る
な
り
。
か
の
士
の
言
に
は
、
墨

は
油
煙
を
用
ひ
た
る
が
よ
し
と
云
、
ホ
イ
ス
シ
ヨ
メ
ー
ル
な
ん
ど
に
も
、
銅

板
の
製
す
事
し
る
し
あ
れ
ど
も
、
か
の
蛮
書
の
一
失
に
て
、
そ
の
簡
要
に
す

る
事
は
こ
と
に
略
し
て
書
を
け
ば
、
其
法
に
よ
る
事
あ
た
は
ざ
る
な
り
。
せ

し
め
う
る
し
つ
く
る
は
、
か
の
士
の
考
な
り
。
白
蠟
に
松
脂
を
交
へ
て
つ
く

る
は
、
蛮
書
に
も
の
せ
侍
る
と
な
り
。

以
上
は
正
編
十
三
巻
に
付
記
さ
れ
た
自
序
を
手
掛
か
り
に
、
寛
政
六
年

（
一
七
九
四
）
か
ら
同
八
年
（
一
七
九
六
）
初
夏
の
間
に
記
述
さ
れ
た
こ
と
が
読

み
取
れ
る
。「
銅
板
鏤
刻
、
蛮
製
あ
れ
ど
、
我
国
に
て
な
す
も
の
な
し
。」
と
い
う

一
文
か
ら
は
、
田
善
は
こ
の
段
階
で
銅
版
技
法
の
習
得
前
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え

る
。
す
な
わ
ち
、
田
善
の
技
法
習
得
は
寛
政
六
年
か
ら
同
九
年
の
間
に
な
さ
れ
た

と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
本
記
述
に
よ
れ
ば
、
定
信
自
身
も
か
つ
て
、
ボ
イ
ス

編
『
学
芸
百
科
事
典
』
や
シ
ョ
メ
ー
ル
編
『
家
庭
百
科
事
典
』
を
参
考
に
銅
版
画

の
試
作
を
行
っ
た
と
い
う
。
寛
政
四
年
に
は
、『
紅
毛
雑
話
』
を
著
し
た
森
島
中

良
や
元
阿
蘭
陀
通
詞
の
石
井
庄
助
ら
蘭
学
、
蘭
語
に
精
通
し
た
人
物
が
定
信
に
禄

仕
し
て
お
り
、
彼
ら
が
蘭
書
を
翻
訳
し
知
識
を
教
授
し
た
と
み
ら
れ
る）

（1
（

。
し
か

し
、
理
論
と
実
制
作
で
は
勝
手
が
違
っ
た
の
か
、
定
信
の
銅
版
画
制
作
は
失
敗
に

終
わ
っ
た
。

ま
た
、
定
信
は
司
馬
江
漢
の
銅
版
画
は
緻
密
さ
に
欠
け
る
と
論
じ
、
さ
ら
に
そ

の
秘
密
主
義
的
な
あ
り
方
を
批
判
し
て
い
る
。
仁
科
又
亮
氏
は
、
江
漢
へ
の
こ
う

し
た
批
判
の
遠
因
に
は
田
善
の
破
門
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る）

（1
（

。
そ

れ
に
対
し
、「
備
中
松
山
の
藩
中
に
こ
の
こ
ろ
な
す
も
の
」
が
お
り
、
定
信
は
、

こ
の
者
が
手
掛
け
る
銅
版
画
は
西
洋
の
そ
れ
に
匹
敵
す
る
と
手
放
し
で
称
賛
し
、

人
を
遣
わ
し
て
、
そ
の
技
法
を
尋
ね
た
と
い
う
。

そ
の
人
物
こ
そ
、備
中
国
松
山
藩
の
藩
儒
・
松
原
右
仲
（
生
没
年
不
詳
）
で
あ
る
。
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右
仲
は
如
水
と
号
し
、
前
野
良
沢
に
師
事
、
蘭
学
に
精
通
し
て
い
た
。
江
漢
と
も

面
識
が
あ
っ
た
ら
し
く
、江
漢
は『
地
球
全
図
略
説
』（
寛
政
五
年
刊
行
）に
お
い
て
、

「
余
が
相
識
如
水
松
原
氏
な
る
人
、
此
器
（
筆
者
注
記
：
＝
ヲ
ル
レ
レ
イ
、
天
文

模
型
の
一
種
）
を
新
製
せ
ん
事
を
企
つ
」
と
述
べ
る）

（1
（

。
銅
版
画
技
法
に
も
秀
で
て

い
た
ら
し
く
、
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
の
「
洋
学
者
相
撲
見
立
番
附
」（
早
稲

田
大
学
図
書
館
蔵
）
に
は
、
東
方
の
前
頭
六
枚
目
と
し
て
西
の
江
漢
と
対
置
さ
れ

る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
江
漢
に
破
門
さ
れ
た
田
善
が
銅
版
画
の
修
得
の
た

め
に
協
力
を
仰
い
だ
人
物
の
ひ
と
り
こ
そ
、
松
原
右
仲
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
田

善
は
寛
政
六
年
、
定
信
か
ら
「
懇
命
」（『
永
田
由
緒
』）
を
授
か
り
、
両
刀
を
許

さ
れ
扶
持
を
賜
る
。
こ
の
「
懇
命
」
が
銅
版
画
技
法
の
習
得
、
ひ
い
て
は
後
に
述

べ
る
銅
版
地
図
の
制
作
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
定
信
が
「
人
を
も
て
」（『
退
閑
雑

記
』）と
し
て
右
仲
に
遣
わ
し
た
人
物
こ
そ
、田
善
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

以
上
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
定
信
が
田
善
に
銅
版
技
法
の
習
得
を
命
じ
た
背
景

を
推
測
す
る
と
、
細
密
な
銅
版
地
図
を
手
元
に
置
き
た
い
と
の
願
望
が
あ
っ
た
と

み
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
通
商
を
求
め
、
ロ
シ
ア
人

の
ラ
ク
ス
マ
ン
が
根
室
に
来
航
し
た
事
件
が
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
み
る
。
定

信
は
諸
外
国
か
ら
の
脅
威
を
機
敏
に
感
じ
取
り
、
海
防
の
強
化
を
考
え
た
。
そ
の

う
え
で
、
世
界
に
お
け
る
日
本
列
島
の
位
置
関
係
や
海
岸
線
の
把
握
は
必
須
で

あ
っ
た
が
、
定
信
を
納
得
さ
せ
る
よ
う
な
正
確
か
つ
細
密
な
地
図
は
存
在
し
な

か
っ
た）

（1
（

。
と
は
い
え
、銅
版
地
図
自
体
は
同
年
に
江
漢
が
刊
行
し
た
「
輿
地
全
図
」

や
そ
の
増
補
版
と
も
い
え
る
「
地
球
全
図
」
が
翌
年
に
成
立
し
て
い
た
も
の
の
、

江
漢
の
銅
版
技
法
は
「
細
密
な
ら
ず
」
と
い
う
評
価
で
あ
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、
田
善
を
起
用
し
て
一
か
ら
銅
版
技
法
を
学
ば
せ
る
、
と
の
考
え
に
至
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
江
漢
か
ら
の
技
術
継
承
は
叶
わ
ず
、
代
わ
り
に
白
羽
の
矢

を
立
て
た
の
が
松
原
右
仲
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
右
仲
に
目
を
付
け
た
の
も
偶
然
で

は
な
く
、
銅
版
地
図
の
存
在
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
実
は
右
仲
も
ま
た
銅
版

地
図
「
万
国
輿
地
全
図
」
を
手
掛
け
て
い
た
。
大
槻
磐
溪
（
一
八
〇
一
～
七
八
）

の
識
語
に
よ
れ
ば
、
こ
の
地
図
は
文
化
甲
子
（
元
年
〈
一
八
〇
四
〉）、
長
崎
に
来

航
し
た
レ
ザ
ノ
フ
が
送
還
し
た
三
人
の
漂
流
民
に
贈
っ
た
ロ
シ
ア
製
の
世
界
地
図

を
基
に
模
刻
し
た
も
の
と
い
い
、
文
化
元
年
か
ら
四
年
頃
の
制
作
と
す
る）

（1
（

。
一
方

で
、
岡
村
千
曳
氏
は
、
右
仲
の
銅
版
画
技
法
が
寛
政
年
間
に
す
で
に
広
く
認
め
ら

れ
て
い
た
背
景
に
「
万
国
輿
地
全
図
」
の
制
作
が
あ
っ
た
と
し
、
こ
の
地
図
が
寛

政
四
年
に
大
黒
屋
幸
太
夫
が
将
来
し
た
ロ
シ
ア
製
地
図
の
模
刻
で
あ
る
可
能
性
を

指
摘
し
た）

（1
（

。
す
な
わ
ち
、
磐
溪
に
よ
る
跋
文
の
記
述
自
体
が
誤
り
で
あ
り
、
実
際

は
文
化
年
間
以
前
に
制
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
で
あ
る
。
ま
た
、
右

仲
の
銅
版
画
作
例
と
し
て
も
「
万
国
輿
地
全
図
」
以
外
に
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
な
い

こ
と
も
、
こ
の
説
の
信
憑
性
を
高
め
て
い
る）

（1
（

。
定
信
も
ま
た
、
右
仲
の
銅
版
地
図

制
作
の
功
績
を
認
識
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
田
善
を
遣
わ
し
た
相
手
と
し

て
相
応
し
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
総
合
す
る
と
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
定
信
は
、
寛
政
四
年
の
ラ

ク
ス
マ
ン
来
航
を
国
防
上
の
危
機
と
感
じ
取
り
、
海
防
強
化
を
行
う
た
め
に
和
製

銅
版
地
図
を
必
要
と
し
た
。
し
か
し
、
当
時
、
定
信
を
満
足
さ
せ
る
ほ
ど
細
密
な

銅
版
地
図
を
制
作
で
き
る
人
物
は
存
在
せ
ず
、
高
度
な
銅
版
技
術
者
の
養
成
が
急

務
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
里
数
計
を
製
作
し
（『
小
峰
城
逆
旅
偶
筆
』）、
枕
時
計

を
難
な
く
修
繕
す
る
（『
永
田
由
緒
』）
ほ
ど
手
先
が
器
用
で
あ
っ
た
田
善
を
抜
擢

し
、江
漢
の
も
と
で
銅
版
技
法
を
学
ば
せ
た
。
だ
が
、程
な
く
田
善
は
江
漢
に
「
性

遅
重
に
し
て
肄
業
運
用
に
う
と
し
」
と
の
理
由
で
破
門
さ
れ
て
し
ま
う
。
定
信
は

江
漢
に
よ
る
こ
の
対
応
を
「
秘
密
主
義
」
と
批
判
し
、
代
わ
り
に
す
で
に
銅
版
画

技
法
を
確
立
し
て
い
た
松
原
右
仲
に
協
力
を
依
頼
、お
そ
ら
く
田
善
を
遣
わ
し
た
。

右
仲
は
自
ら
が
考
案
し
た
と
い
う
「
せ
し
め
う
る
し
」
を
防
蝕
剤
と
す
る
方
法
を
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伝
授
し
、
田
善
は
寛
政
九
年
ま
で

に
そ
の
技
法
を
習
得
す
る
に
至
っ

た
。
そ
の
後
、
一
連
の
「
銅
版
江

戸
名
所
図
」
な
ど
に
代
表
さ
れ
る

銅
版
画
制
作
を
通
じ
て
研
鑽
を
積

ん
だ
結
果
、
幕
府
天
文
方
高
橋
景

保
の
依
頼
を
受
け
、
文
化
六
年
に

「
新
鐫
総
界
全
図
」
と
「
日
本
辺

界
略
図
」
を
試
作
、
つ
い
に
そ
の

翌
年
、
当
時
最
高
水
準
の
出
来
栄

え
を
誇
る
銅
版
地
図
「
新
訂
万
国

全
図
」（
図
１
）
の
完
成
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。

２　

初
期
画
業
に
お
け
る
絵
手
本
利
用

田
善
と
号
す
る
以
前
、
善
吉
と
し
て
の
活
動
は
十
五
歳
の
作
「
源
頼
義
水
請
之

図
」（
福
島
県
須
賀
川
市
・
白
山
寺
蔵
）（
図
２
）
か
ら
始
ま
る
。
本
図
は
狩
野
派

風
の
描
法
に
よ
る
扁
額
形
式
の
絵
馬
で
、
こ
の
時
点
で
は
未
だ
西
洋
画
の
影
響
は

み
ら
れ
な
い
。
描
か
れ
る
の
は
源
頼
義
と
そ
の
家
臣
と
み
ら
れ
る
武
士
二
人
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
前
九
年
合
戦
に
お
い
て
、
旱
魃
に
よ
り
飲
み
水
が
尽
き
、
奥
州
の

平
定
の
任
に
当
た
っ
て
い
た
頼
義
一
行
が
喉
の
渇
き
に
苦
し
ん
で
い
た
折
、
頼
義

が
石
清
水
の
八
幡
神
に
祈
願
し
て
弓
弭
で
岩
を
突
い
た
と
こ
ろ
水
が
湧
き
出
た
と

い
う
逸
話
の
一
場
面
で
あ
る
。
本
絵
馬
は
須
賀
川
上
小
山
田
で
庄
屋
を
営
ん
で
い

た
遠
藤
義
房
な
る
人
物
が
、
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
に
同
地
の
白
山
寺
境
内

に
建
立
の
観
音
堂
に
奉
納
し
た
も
の
で
、
絵
馬
の
表
に
「
宝
暦
十
二
年　

当
村
住　

遠
藤
義
房
奉
納
」、

裏
に
「
絵
師　

須
賀

川　

永
田
善
吉
」
の

款
記
が
あ
る）

11
（

。

善
吉
の
画
技
習
得

に
は
、
兄
崑
山
か
ら

の
影
響
が
あ
っ
た
こ

と
は
想
像
に
難
く
な

く
、
必
然
的
な
流
れ

と
目
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
そ
の
根
拠

は
推
測
に
よ
る
と
こ

ろ
が
大
き
く
、
実
態
は
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
筆
者
は

橘
守
国
が
著
し
た
『
絵
本
写
宝
袋
』
に
よ
る
影
響
を
指
摘
し
た
い
。

橘
守
国
（
一
六
七
九
～
一
七
四
八
）
は
狩
野
派
の
絵
師
鶴
沢
探
山
に
学
び
、
大

坂
の
町
絵
師
と
し
て
活
躍
し
た
。
後
素
軒
と
も
号
し
、
絵
手
本
を
数
多
く
手
掛
け

た
。『
絵
本
写
宝
袋
』
も
九
巻
十
冊
か
ら
成
る
絵
手
本
で
、享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）

に
初
版
が
刊
行
、
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
に
は
図
様
の
一
部
を
改
訂
、
再
版
さ

れ
て
い
る
。
巻
二
の
う
ち
源
頼
義
の
見
出
し
に
は
「
水
請
」
の
場
面
（
図
３
）
が

描
か
れ
、
そ
の
姿
態
は
善
吉
が
絵
馬
に
描
い
た
そ
れ
と
一
致
す
る
。
善
吉
の
絵
馬

に
は
武
士
が
二
人
追
加
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
で
は
援
軍
に
馳
せ
参
じ
た
清
原
武

則
の
従
者
と
し
て
描
か
れ
る
（
図
４
）。

細
部
を
み
て
い
く
と
、
武
具
の
文
様
や
甲
冑
の
形
が
微
妙
に
異
な
っ
て
お
り
、

そ
こ
に
意
図
的
な
改
変
が
あ
る
と
わ
か
る
。
善
吉
が
本
書
を
手
本
と
し
た
蓋
然
性

は
高
く
、
図
様
を
意
図
的
に
取
捨
選
択
し
て
再
構
成
す
る
作
画
姿
勢
は
、
そ
の
後

図１　亜欧堂田善「新訂万国全図」
（国立公文書館蔵）

図２　亜欧堂田善「源頼義水請之図」
（福島県須賀川市・白山寺蔵）
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の
画
業
に
通
底
す
る
。

崑
山
が
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
に
手
掛
け
た
絵
馬

「
源
義
経
八
艘
飛
之
図
」（
鏡
石
町
・
鏡
田
八
幡
神
社
蔵
）

（
図
５
）
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。『
絵
本

写
宝
袋
』
巻
三
に
は
「
義
経
八
艘
飛
び
」
の
図
（
図
６
）

が
掲
載
さ
れ
、
人
物
の
体
の
向
き
や
太
刀
の
持
ち
手
な

ど
に
異
な
る
点
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
全
体
の
構
図

は
や
は
り
こ
れ
に
拠
っ
て
い
る
。
永
田
兄
弟
に
と
っ
て

絵
手
本
の
存
在
は
、
作
画
、
構
成
の
手
本
と
な
っ
た
ば

か
り
で
は
な
く
、
月
僊
と
出
会
う
ま
で
師
に
恵
ま
れ
な

か
っ
た
善
吉
に
す
れ
ば
初
歩
的
な
画
技
習
得
の
指
南
書

と
し
て
重
宝
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
う
し
た
絵
手
本
に
代
表
さ
れ
る
版
本
か
ら
の
影

響
は
、
須
賀
川
市
立
博
物
館
が
所
蔵
す
る
素
描
群
か

ら
も
垣
間
見
え
る
。
こ
れ
ら
は
無
款
な
が
ら
田
善
筆

と
伝
え
ら
れ
、
師
の
一
人
で
あ
る
月
僊
が
安
永
九
年

（
一
七
八
〇
）
に
著
し
た
『
列
仙
図
賛
』
の
模
写
（
須

賀
川
市
立
博
物
館
蔵
）
な
ど
も
含
ま
れ
る
。

ほ
か
に
典
拠
が
不
明
な
も
の
と
し
て
、
通
称
「
仙

人
」、「
武
者
と
怪
物
」
と
呼
ば
れ
る
素
描
（
図
７
、

８
）
が
現
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
原
図
、
画
題
に
つ

い
て
は
こ
れ
ま
で
指
摘
が
な
か
っ
た
が
、
文
化
三
年

（
一
八
〇
六
）
刊
行
の
『
絵
本
西
遊
全
伝
』
初
編
に
典

拠
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
９
、
10
）。
本
書
に

よ
れ
ば
、「
仙
人
」
は
老
子
を
神
格
化
し
た
太
上
老
君

図３　「源頼義水請之図」
（橘守国『絵本写宝袋』巻二／国文学資料館蔵）

図５　永田崑山「源義経八艘飛之図」
（福島県鏡石町・鏡田八幡神社蔵）

図４　「清原武則と家臣」 部分（同）

図６　「義経八艘飛び」
（橘守国『絵本写宝袋』巻三／国文学資料館蔵）
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像
で
、「
武
者
と
怪
物
」
は
玄
奘
三
蔵
に
襲
い
掛
か
る
大

虎
を
劉
伯
欽
が
刺
股
で
打
ち
倒
す
場
面
と
判
明
す
る
。
田

善
が
若
年
期
だ
け
で
な
く
継
続
的
に
版
本
に
関
心
を
向
け

て
い
た
こ
と
は
、
同
時
代
の
絵
画
資
料
と
の
接
点
を
考
察

す
る
う
え
で
見
逃
せ
な
い）

1（
（

。

以
上
、
若
き
日
の
田
善
の
画
技
習
得
に
お
い
て
絵
手
本

が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
、
最
初
期
の
作
品
に
み
る
図

様
摂
取
を
一
例
と
し
て
挙
げ
、そ
の
具
体
性
を
指
摘
し
た
。

善
吉
が
幼
少
期
に
身
に
付
け
た
、
図
様
を
忠
実
に
写
し
取

り
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
再
構
成
す
る
と
い
う
作
画
手
法
は

後
の
銅
版
画
制
作
に
引
き
継
が
れ
て
根
幹
を
担
う
こ
と
と

な
る
の
で
あ
る
。

３　
「
佃
浦
風
景
」
と
西
洋
銅
版
画

田
善
の
銅
版
画
は
、と
き
お
り
「
頽
廃
的
」
と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
と
共
に
語
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
印
象
を
想
起
さ
せ

る
作
品
の
筆
頭
と
し
て
「
佃
浦
風
景
」（
須
賀
川
市
立
博

物
館
蔵
）（
図
11
）
が
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な

い）
11
（

。「
佃
浦
」
と
い
う
地
名
が
示
す
よ
う
に
、
江
戸
の
佃
島

付
近
の
沿
岸
部
風
景
を
描
い
た
と
み
ら
れ
る
本
図
は
、
画

面
全
体
が
不
穏
な
雰
囲
気
で
満
ち
て
い
る
。
大
し
け
の
海

と
強
風
に
煽
ら
れ
る
木
々
。
ど
ん
よ
り
と
し
た
空
に
は
コ

ン
ト
ラ
ス
ト
の
強
い
雲
が
浮
か
ぶ
。
手
前
で
は
二
匹
の
犬

が
向
か
い
合
っ
て
威
嚇
し
、
天
秤
棒
を
担
ぐ
男
が
そ
の
様

図 10　「伯欽勇猛虎蛇恐怖」（同）
© The Trustees of the British Museum

図７　伝亜欧堂田善「仙人」
（須賀川市立博物館蔵）

図８　伝亜欧堂田善「武者と怪物」
（須賀川市立博物館蔵）

図９　「太上老君像」
（『絵本西遊全伝』初編／大英博物館蔵）
© The Trustees of the British Museum
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子
を
見
つ
め
て
い
る
。
男
の
髪
は
強
風
で
逆
立
ち
、
や
や
微
笑
を
見
せ
る
よ
う
な

表
情
は
緊
張
感
に
満
ち
た
情
景
と
の
乖
離
を
感
じ
さ
せ
、
不
気
味
さ
す
ら
漂
わ
せ

る
。
特
に
印
象
的
な
波
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
幾
重
に
も
重
ね
ら
れ
た
腐
蝕
線
か

ら
成
る
う
ね
り
が
ま
る
で
生
物
の
よ
う
な
躍
動
感
を
み
せ
、
岸
壁
に
打
ち
寄
せ
る

白
波
も
触
手
の
よ
う
に
細
く
伸
び
る
。

本
図
は
、
田
善
が
描
い
た
銅
版
江
戸
名
所
図
群
の
中
で
最
も
早
く
成
立
し
た
と

さ
れ
る
中
形
江
戸
名
所
図（
以
下
、「
中
形
」）に
属
す
る）

11
（

。「
中
形
」は「
佃
浦
風
景
」

の
ほ
か
、「
東
叡
山
勝
図
」、「
金
龍
山
浅
草
寺
之
図
」、「
榎
坂
溜
池
之
景
」、「
自

隅
田
川
望
南
之
図
」
の
四
図
に
加
え
、
各
地
名
ま
た
は
名
所
名
を
蘭
語
風
に
表
し

た
「
蘭
語
江
戸
地
名
」
一
枚
の
計
六
枚
で
構
成
さ
れ
、
揃
物
と
し
て
販
売
さ
れ
た

図 11　亜欧堂田善「佃浦風景」（須賀川市立博物館蔵）

図 12　亜欧堂田善「驪山比翼塚」 部分
（須賀川市立博物館蔵）
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と
指
摘
さ
れ
る）

11
（

。

制
作
年
に
つ
い
て

は
判
然
と
し
な
い

が
、
太
く
明
瞭
な

腐
蝕
線
や
強
い
明

暗
の
コ
ン
ト
ラ
ス

ト
、
技
術
的
な
未

熟
さ
と
い
っ
た
特

徴
か
ら
小
形
江
戸

名
所
図
に
先
行
す

る
と
み
ら
れ
て
い

る
。
加
え
て
「
佃

浦
風
景
」
に
描
か

れ
る
人
物
の
顔
貌
表
現
が
、
文
化
二
年
制
作
の
「
驪
山
比
翼
塚
」（
須
賀
川
市
立

博
物
館
蔵
）（
図
12
）
の
そ
れ
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
比
較
的
早
い
作
例

と
見
做
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
も
そ
の
見
解
を
支
持
す
る）

11
（

。

か
つ
て
金
子
信
久
氏
は
、「
背
景
の
騒
が
し
く
波
立
つ
海
や
、
身
を
低
く
し
て

吠
え
る
二
頭
の
犬
の
姿
な
ど
、江
戸
の
風
景
と
い
う
に
は
ど
こ
か
違
和
感
が
あ
る
」

と
述
べ
た
う
え
で
、
身
を
屈
め
て
威
嚇
す
る
犬
の
図
様
は
素
描
「
狩
猟
図
」（
図

13
）
に
描
か
れ
る
猟
犬
の
姿
に
類
似
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
西
洋
銅
版
画
の
影
響

を
暗
示
し
た
。
こ
の
素
描
は
、
ウ
ズ
ラ
の
追
い
込
み
猟
と
み
ら
れ
る
西
洋
人
の
狩

猟
を
描
い
た
も
の
で
、
無
款
な
が
ら
田
善
筆
と
し
て
伝
わ
る
。

犬
の
図
様
を
差
し
置
い
て
も
、「
佃
浦
風
景
」
は
西
洋
銅
版
画
の
影
響
を
受
け

て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
七
二
四
年
に
オ
ラ
ン
ダ
人
宣
教
師
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ァ
レ

ン
タ
イ
ン
（
一
六
六
六
～
一
七
二
七
）
が
著
し
た
『
新
旧
東
イ
ン
ド
誌）

11
（

』
第
四
巻

図 13　伝亜欧堂田善「狩猟図」
（須賀川市立博物館蔵）

図 14　「コロマンデル海岸難破図」
（『新旧東インド誌』第４巻／カルフォルニア大学図書館蔵）
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（
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
図
書
館
蔵
）
の
挿
絵
（
以
下
、「
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
難

破
図
」）（
図
14
）
と
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
と
な
る）

11
（

。

こ
の
挿
絵
は
、
当
時
オ
ラ
ン
ダ
領
で
あ
っ
た
イ
ン
ド
南
東
部
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海

岸
沿
い
に
位
置
す
る
都
市
ナ
ー
ガ
パ
ッ
テ
ィ
ナ
ム
を
海
上
か
ら
眺
め
た
風
景
図
で

あ
り
、
暴
風
雨
の
な
か
、
船
舶
が
難
破
す
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
田
善
は
こ
の
異

国
風
景
を
江
戸
風
景
に
変
貌
さ
せ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
主
な
関
心
が
荒
れ
狂
う
波

の
表
現
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど
大
胆
に
西
洋
銅
版

画
を
換
骨
奪
胎
し
て
描
い
た
江
戸
風
景
図
は
、
田
善
の
銅
版
画
を
見
渡
し
て
も
ほ

と
ん
ど
例
が
な
く
、
江
戸
時
代
の
洋
風
画
に
お
い
て
も
極
め
て
特
異
で
あ
る
。
し

か
も
田
善
は
「
佃
浦
」
と
い
う
地
理
的
情
報
を
明
示
し
た
う
え
で
ほ
か
四
か
所
の

名
所
図
と
組
み
合
わ
せ
て
お
り
、
江
戸
の
人
々
が
本
図
の
虚
構
性
を
見
抜
く
の
は

容
易
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

な
お
、
田
善
が
「
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
難
破
図
」
を
参
照
し
た
の
は
、
背
後
に

描
か
れ
た
町
並
み
が
田
善
画
「
ザ
ウ
デ
ル
・
ゼ
ー
図
」（
須
賀
川
市
立
博
物
館
蔵
）

に
も
登
場
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
間
違
い
な
い（
図
15
、
16
）。「
ザ
ウ
デ
ル
・
ゼ
ー
」

は
、
か
つ
て
オ
ラ
ン
ダ
が
面
し
て
い
た
「
ザ
ウ
デ
ル
海
」
を
意
味
す
る
画
中
の
単

語
「D

E ZU
ID

ER ZEE

」
の
呼
称
で
あ
る）

11
（

。
手
前
の
杖
を
突
く
牧
人
に
つ
い
て

は
、
リ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
『
銅
版
諸
国
馬
画
集
』
所
収
の
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
馬
」
中
に

描
か
れ
た
手
綱
を
引
く
人
物
の
姿
態
を
転
用
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る）

11
（

。
田
善

は
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
を
ザ
ウ
デ
ル
海
に
置
き
換
え
、
西
洋
人
物
と
家
畜
を
新
た
に

配
置
す
る
こ
と
で
破
綻
の
な
い
西
洋
風
景
図
に
仕
上
げ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、『
新
旧
東
イ
ン
ド
誌
』
所
収
「D

E ST
A

D
 M

A
LA

CK
A

.

」（
図

17
）
に
み
る
帆
船
の
形
態
は
田
善
の
「
西
洋
帆
船
図
」（
須
賀
川
市
立
博
物
館
）（
図

18
）
に
お
け
る
そ
れ
と
酷
似
す
る
と
と
も
に
、
規
則
的
な
波
の
表
現
も
同
書
か
ら

図 15　亜欧堂田善「ザウデル・ゼー図」
（須賀川市立博物館蔵）

図 16　同 部分

図 18　亜欧堂田善「西洋帆船図」
（須賀川市立博物館蔵）

図 17　「DE STAD MALACKA.」 部分（『新旧東イン
ド誌』第４巻／カルフォルニア大学図書館蔵）
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の
学
習
成
果
で
あ
る
と
み
ら
れ
る）

11
（

。
複
数
の
西
洋
銅
版
画
か
ら
図
様
を
摂
取
し
、

二
〇
セ
ン
チ
四
方
と
い
う
小
さ
な
画
面
に
、
鑑
賞
に
足
る
西
洋
風
景
を
破
綻
な
く

再
構
成
す
る
と
こ
ろ
に
、
田
善
の
創
造
性
と
技
量
の
高
さ
が
窺
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
西
洋
風
景
を
江
戸
名
所
に
転
用
す
る
「
佃
浦
風
景
」
の
手
法
自

体
、
観
者
に
強
烈
な
印
象
を
与
え
る
仕
掛
け
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で

あ
る
。
し
か
し
、
本
図
を
よ
り
高
次
の
段
階
へ
昇
華
さ
せ
て
い
る
の
は
、
田
善
の

創
意
工
夫
と
独
自
の
芸
術
的
感
性
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
直
接
的

に
表
す
の
が
、本
来
原
図
に
は
描
か
れ
な
い
犬
と
人
物
を
描
き
加
え
た
点
で
あ
る
。

手
前
に
モ
チ
ー
フ
を
大
き
く
配
す
る
こ
と
で
背
景
と
の
距
離
を
際
立
た
せ
て
遠
近

感
を
強
調
す
る
、
と
い
う
構
成
上
の
工
夫
が
見
て
取
れ
る
。
ま
た
そ
れ
以
上
に
、

こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
を
異
質
な
雰
囲
気
で
描
く
こ
と
に
こ
そ
注
意
を
払
う
べ
き
で

あ
る
。
手
前
の
人
物
は
、
強
風
で
逆
立
つ
髪
の
毛
の
迫
真
的
な
描
写
に
加
え
、「
驪

山
比
翼
塚
」
と
同
様
の
執
拗
な
点
描
の
打
ち
込
み
に
よ
る
ア
ク
の
強
い
陰
影
、
立

体
表
現
に
よ
り
、
生
々
し
さ
が
際
立
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
悪
天
候
と
犬
の
喧
嘩

と
い
う
陰
鬱
な
要
素
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、伝
統
的
な
名
所
図
は
も
と
よ
り
、

写
実
風
景
画
と
も
一
線
を
画
し
た
本
図
の
特
異
性
が
見
出
せ
る
。

す
な
わ
ち
、
習
得
し
た
技
能
を
最
大
限
に
発
揮
し
、
技
巧
を
凝
ら
し
た
表
現
に

挑
戦
す
る
銅
版
画
家
と
し
て
の
姿
勢
と
、
表
面
的
な
美
し
さ
や
写
実
性
に
と
ど
ま

ら
ず
、
内
面
世
界
の
描
写
に
挑
戦
す
る
芸
術
家
と
し
て
の
姿
勢
と
い
う
二
つ
の
作

画
精
神
の
結
実
こ
そ
、「
佃
浦
風
景
」
な
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
一
方
で
は
田
善
の
銅
版
画
に
松
平
定
信
の
絵
画
観
が
反
映
し
て
い
る

と
の
見
方
が
存
在
す
る）

1（
（

。
定
信
は
『
退
閑
雑
記
』
に
お
い
て
、
自
ら
の
絵
画
観
を

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

い
ま
画
と
い
ふ
も
の
は
、
浮
世
絵
な
り
と
い
ふ
は
激
論
な
り
。
さ
れ
ど
唐
の

十
八
学
士
の
図
を
み
て
、
そ
の
こ
ろ
の
服
を
も
し
る
ぞ
か
し
。
か
の
春
日
石

山
の
縁
起
、
年
中
行
事
の
画
あ
り
て
、
そ
の
頃
〳
〵
の
衣
服
宮
室
武
器
、
そ

の
餘
の
調
度
の
製
を
も
し
る
べ
し
。
し
か
る
に
画
は
玩
弄
の
も
の
と
成
下
り

し
よ
り
、
芳
野
の
け
し
き
ゑ
が
く
も
、
其
真
の
山
水
に
は
よ
ら
ず
し
て
、
滝

な
き
と
こ
ろ
に
滝
を
お
と
し
、
松
な
き
山
に
ま
つ
を
か
い
て
、
只
彷
彿
た
る

か
げ
を
ゑ
が
く
が
ご
と
し
。
ま
た
今
の
世
の
け
し
き
ゑ
が
き
、
す
み
田
川
の

遊
舫
を
う
か
め
、
梅
や
し
き
の
は
る
の
け
し
き
な
ど
画
く
は
、
浮
世
絵
の
い

や
し
き
流
の
ゑ
が
く
と
こ
ろ
に
し
て
、
か
け
も
の
な
ん
ど
に
も
た
ゞ
大
体
を

の
み
画
く
な
り
。
か
ゝ
る
風
俗
の
好
尚
に
よ
り
て
は
、
い
ま
の
姿
は
、
後
の

世
何
を
も
て
し
る
べ
き
、
山
水
と
て
も
す
で
に
真
の
事
に
は
あ
ら
ず
、
浪
に

兎
を
ゑ
が
き
、
牡
丹
に
獅
子
を
画
く
な
ど
、
た
と
ひ
筆
力
不
凡
、
彩
色
目
を

お
ど
ろ
か
す
と
も
、
一
時
の
玩
弄
に
し
て
、
画
の
画
た
る
本
意
は
う
す
か
り

け
り
。
そ
れ
よ
り
し
て
唯
一
点
の
墨
を
ち
ら
し
た
る
を
、
真
の
山
水
の
け
し

き
成
と
て
、
い
と
高
き
事
と
は
心
得
る
な
り
。
さ
れ
ば
こ
の
う
き
世
絵
の
み

ぞ
、
い
ま
の
風
体
を
後
の
世
に
も
の
こ
し
、
真
の
山
水
を
も
の
ち
の
證
と
は

な
す
べ
し
。
蛮
画
な
ど
は
写
真
境
に
う
つ
し
て
そ
の
ま
ゝ
を
画
け
ば
こ
そ
、

横
文
字
し
ら
ざ
る
も
の
も
、そ
の
画
に
よ
り
て
そ
の
製
度
を
も
察
す
べ
け
れ
。

い
ま
又
唐
風
画
と
い
ふ
も
の
あ
り
て
、
か
の
沈
南
蘋
の
写
生
な
ど
を
よ
き
事

と
心
得
て
、
山
水
人
物
の
さ
た
に
も
お
よ
ば
ず
、
只
か
の
国
の
事
の
み
か
き

て
、
富
士
の
や
ま
か
く
こ
と
も
せ
ず
、
桜
花
か
く
事
を
も
せ
ざ
る
つ
た
な
き

画
は
、
玩
弄
の
ま
た
次
な
る
も
の
と
も
い
ふ
べ
か
ら
ん
。

こ
う
し
た
「
視
覚
的
な
記
録
手
段
と
し
て
の
側
面
を
重
視
し
た
」
定
信
の
絵
画

観
を
、
田
善
が
反
映
さ
せ
て
い
る
と
い
う
前
提
の
も
と
、「
そ
の
作
風
は
浮
世
絵

名
所
風
景
よ
り
も
は
る
か
に
正
確
な
景
観
描
写
を
盛
り
込
」
ん
で
作
品
制
作
を
試
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み
た
は
ず
だ
と
、
塚
原
晃
氏
は
指
摘
す
る）

11
（

。
さ
ら
に
、
大
形
江
戸
名
所
図
が
景
観

図
像
の
側
面
で
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
に
対
し
、「
中
形
」
は
お
お
む
ね
適
切
で

あ
る
こ
と
を
理
由
に
、「
準
基
準
作
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、「
準

基
準
作
」
と
し
て
申
し
分
の
な
い
妥
当
性
を
有
す
る
は
ず
の
「
佃
浦
風
景
」
が
、

実
際
の
風
景
に
即
し
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
事
実
は
塚
原
氏
説
に
対
す
る
反

例
と
な
り
得
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
『
永
田
由
緒
』
に
記
述
さ
れ
る
定
信
と
田
善

が
交
わ
し
た
と
い
う
会
話
の
方
が
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。（
引
用
文
中
、
括
弧
内

は
筆
者
に
よ
る
補
足
。）

（
田
善
の
銅
版
画
に
）
た
ゞ
雲
烟
の
様
の
頗
る
原
図
に
異
な
る
あ
り
。（
定
信

が
）
怪
し
み
て
こ
れ
を
質
し
た
る
に
、（
田
善
は
）
答
へ
て
曰
く
。
さ
な
が

ら
に
模
倣
す
る
は
、
凡
庸
の
為
す
と
こ
ろ
の
み
と
。
定
信
ま
す
〳
〵
そ
の
術

を
賞
し
て
、
か
の
世
界
図
の
如
き
、
亜
欧
両
大
陸
を
眼
前
に
見
る
心
地
す
。

こ
れ
よ
り
称
し
て
亜
欧
堂
と
い
ふ
べ
し
と
い
ひ
、
則
ち
禄
を
増
さ
れ
、
別
格

の
扱
ひ
を
蒙
れ
り
。

こ
の
伝
承
を
踏
ま
え
る
と
、「
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
難
破
図
」
を
そ
の
ま
ま
模

倣
し
た
西
洋
風
景
図
を
制
作
し
た
の
な
ら
、「
凡
庸
の
為
す
と
こ
ろ
の
み
」
で
あ

る
が
、
む
し
ろ
大
胆
に
江
戸
風
景
図
へ
と
改
変
し
た
「
佃
浦
風
景
」
こ
そ
、
田
善

の
作
画
志
向
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
。

田
善
が
銅
版
技
法
を
習
得
し
た
本
来
の
目
的
は
銅
版
地
図
の
制
作
で
あ
っ
た

が
、
一
方
で
田
善
は
多
く
の
絵
画
作
品
と
し
て
の
銅
版
画
を
制
作
し
て
い
る
。
そ

れ
で
は
、
こ
う
し
た
作
品
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。

田
善
の
銅
版
技
法
習
得
は
地
図
制
作
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
殊
に

細
密
な
鐫
刻
技
術
が
要
求
さ
れ
た
。
定
信
が
『
退
閑
雑
記
』
中
で
「
銅
板
鏤
刻
」

に
関
し
、「
細
密
（
細
み
つ
）」
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
証

左
と
な
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、陰
影
表
現
や
透
視
図
法
に
よ
る
遠
近
表
現
な
ど
は
、

概
し
て
西
洋
画
法
に
基
づ
く
銅
版
の
絵
画
作
品
に
必
要
と
さ
れ
る
技
術
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、田
善
は
絵
師
と
し
て
こ
う
し
た
表
現
描
写
を
自
ら
の
意
思
で
学
習
し
、

絵
画
作
品
に
取
り
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
定
信
も
田
善
の
優
れ
た
志
に

感
銘
を
受
け
、
文
晁
の
も
と
に
弟
子
入
り
さ
せ
る
な
ど
絵
画
制
作
を
支
援
し
て
い

る
。
銅
版
画
に
よ
る
絵
画
作
品
の
制
作
は
、
田
善
自
身
の
画
道
へ
の
強
い
こ
だ
わ

り
と
、
そ
れ
に
対
す
る
定
信
の
理
解
の
賜
物
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
地
図
制
作
に
お

け
る
銅
鐫
技
術
の
向
上
に
寄
与
す
る
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ

る
。

二　
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
廓
中
之
図
」
研
究

１　

作
品
概
要

「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
廓
中
之
図
」（
以
下
、「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」、
個
人
蔵
・
須
賀
川
市

立
博
物
館
寄
託
）（
図
19
）
は
縦
二
六
・
八
、
横
五
三
・
四
セ
ン
チ
の
腐
蝕
銅
版
画

で
あ
る
。
こ
れ
は
、地
図
類
を
除
く
と
銅
版
画
と
し
て
は
破
格
の
大
き
さ
で
あ
り
、

田
善
の
銅
版
画
で
は
「
西
洋
公
園
図
」、「
大
日
本
金
龍
山
之
図
」
が
ほ
ぼ
同
寸
と

し
て
知
ら
れ
る
。
画
面
外
下
部
に
付
さ
れ
た
款
記
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
廓
中
之
図　

文

化
六
年
己
巳
正
月　

亜
欧
堂
田
善
」
か
ら
、
主
題
が
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
の
情
景
で
、
文

化
六
年
（
一
八
〇
九
）
正
月
、
す
な
わ
ち
田
善
六
十
二
歳
頃
の
作
で
あ
る
と
判
明

す
る
。
主
な
収
蔵
先
と
し
て
は
、
ほ
か
に
東
京
国
立
博
物
館
、
神
戸
市
立
博
物
館
、

秋
田
市
立
千
秋
美
術
館
な
ど
が
知
ら
れ
る
。

画
面
の
全
体
を
見
渡
す
と
、
実
に
多
様
な
建
造
物
が
描
か
れ
る
。
画
面
左
に
は



76

図
19　

亜
欧

堂
田

善
「

ゼ
ル

マ
ニ

ヤ
廓

中
之

図
」（

個
人

蔵
・

須
賀

川
市

立
博

物
館

寄
託

）



77

精
緻
に
彫
り
こ
ま
れ
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
や
大
き
な
ド
ー
ム
型
の
屋
根
を
持
つ
神
殿

が
そ
び
え
、
さ
ら
に
左
奥
か
ら
右
手
前
に
向
か
っ
て
回
廊
型
の
建
造
物
や
記
念
柱

凱
旋
門
、
噴
水
が
描
か
れ
る
。
そ
の
手
前
に
は
画
面
を
左
右
に
分
断
す
る
か
の
よ

う
に
巨
大
な
オ
ベ
リ
ス
ク
が
配
さ
れ
存
在
感
を
放
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
宮
殿
風

建
築
物
が
広
場
を
コ
の
字
形
に
取
り
囲
み
、
左
の
ド
ー
ム
型
神
殿
の
列
柱
の
隙
間

か
ら
も
そ
の
一
角
が
覗
き
見
え
る
。
右
端
奥
に
は
町
並
み
が
連
な
る
。
い
ず
れ
の

建
造
物
も
精
緻
な
装
飾
が
施
さ
れ
、
絢
爛
豪
華
な
風
景
で
あ
る
。

人
物
も
極
め
て
多
様
で
あ
る
。
貴
婦
人
や
傘
を
差
し
か
け
る
従
僕
、
豪
華
な
馬

車
に
乗
る
者
、
単
身
で
乗
馬
す
る
人
物
も
み
え
る
。
遠
方
の
人
物
は
極
小
の
点
景

と
し
て
描
か
れ
る
。
各
人
物
の
目
を
点
と
し
て
描
き
、
顔
貌
は
全
体
的
に
陰
影
を

施
さ
な
い
た
め
、
平
面
的
で
素
朴
な
印
象
を
与
え
る
。

構
図
や
技
法
に
大
き
な
破
綻
は
認
め
ら
れ
な
い
。
画
面
構
成
は
透
視
図
法
に
よ

る
遠
近
法
に
則
り
、
地
平
線
は
中
心
線
よ
り
や
や
下
、
消
失
点
は
先
に
述
べ
た
列

柱
の
隙
間
奥
の
辺
り
に
位
置
し
、
や
や
俯
瞰
的
な
視
点
の
効
果
に
よ
り
遠
方
ま
で

広
く
見
渡
せ
る
。
ま
た
、
光
源
と
陰
影
の
関
係
に
は
わ
ず
か
に
不
自
然
な
点
が
み

ら
れ
る
も
の
の
、
お
お
む
ね
正
確
な
描
写
で
、
画
面
左
方
か
ら
陽
が
差
し
、
影
は

右
へ
と
伸
び
る
。
空
に
は
雲
が
広
が
り
、
多
様
な
描
線
に
よ
り
複
雑
に
表
現
さ
れ

る
。
加
え
て
、
腐
蝕
時
間
の
調
整
に
よ
る
諧
調
差
を
生
か
し
た
線
自
体
の
濃
淡
も

効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
題
に
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
」
と
表
記
す
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ

の
当
時
、
音
訳
を
漢
字
に
当
て
た
「
入
尓
馬
泥
亜
」
の
よ
う
な
漢
字
表
記
の
方
が

一
般
的
で
は
あ
っ
た
が
、「
ゼ
ル
マ
ニ
ア4

」
と
い
う
片
仮
名
表
記
も
併
用
さ
れ
た
。

一
方
、「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ4

」
と
い
う
表
記
は
実
際
の
発
音
に
近
い
も
の
の
、
江
戸
時

代
の
文
献
中
で
は
そ
れ
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
。
田
善
が
こ
の
表
記
を
用
い
た
の
は
、

『
世
界
四
大
洲
新
地
図
帳
』
を
参
照
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
本
書
に
は
本
木
良
永

が
日
本
語
訳
し
た
地
名
の
付
箋
が
貼
付
さ
れ
、
そ
の
片
仮
名
表
記
の
地
名
の
多
く

は
、
現
在
の
日
本
語
表
記
の
源
流
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
表
記
の
多
く
は
オ
ラ
ン

ダ
語
の
実
際
の
発
音
を
音
訳
し
た
、
い
わ
ゆ
る
写
音
法
に
従
っ
て
お
り
、
一
貫
し

て
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ4

」
と
表
記
さ
れ
る
。
田
善
が
本
書
を
実
見
し
て
い
た
こ
と
は
原

図
利
用
の
観
点
か
ら
も
疑
い
な
く
、
世
界
地
理
に
対
す
る
理
解
の
一
端
が
垣
間
見

え
る）

11
（

。

２　

田
善
の
創
意
―
ニ
ュ
ー
ホ
フ
『
東
西
海
陸
紀
行
』、
リ
ゴ
ー
原
画
「
パ
リ
市

庁
舎
眺
望
図
」
と
比
較
し
て
―

「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」
が
踏
ま
え
た
原
図
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
報
告
が

な
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
パ
リ
・
ド
ー
モ
ン
版
の
銅
版
画
（
眼
鏡
絵）

11
（

）「
古
代
ロ
ー
マ
繁

栄
の
図
」（
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
蔵
）（
図
20
）
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
図
に
も

典
拠
が
あ
り
、
イ
タ
リ
ア
で
活
躍
し
た
版
画
家
ジ
ョ
バ
ン
ニ
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・

ピ
ラ
ネ
ー
ジ
の
「
古
代
の
カ
ピ
ト
リ
ー
ノ
」（
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
蔵
）（
図

図 20　「古代ローマ繁栄の図」
（フランス国立図書館蔵）

図 21　ピラネージ「古代のカピトリーノ」
（メトロポリタン美術館蔵）
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21
）
に
倣
っ
て
描
か
れ
た
と
の
指
摘
が
あ
る）

11
（

。

ピ
ラ
ネ
ー
ジ
の
版
画
銘
文
に
よ
る
と）

11
（

、
左
の
ド
ー
ム
型
屋
根
の
神
殿
は
ユ
ッ
ピ

テ
ル
・
ト
ナ
ン
ス
神
殿
で
あ
る
が
、
形
状
は
マ
ル
ス
広
場
の
パ
ン
テ
オ
ン
に
類
似

す
る
。
ま
た
、
右
端
奥
か
ら
中
央
奥
ま
で
横
長
に
伸
び
る
の
は
公
金
保
管
所
（
カ

ピ
ト
リ
ヌ
ス
宮
）
と
記
さ
れ
る
が
、
誇
張
し
て
大
き
く
描
か
れ
る
。
ま
た
、
円
柱

の
手
前
に
み
え
る
回
廊
状
の
建
築
物
は
単
に
神
殿
と
称
さ
れ
る
が
、
付
近
に
ピ
ラ

ミ
ッ
ド
形
の
墓
所
が
垣
間
見
え
る
か
ら
、お
そ
ら
く
皇
帝
（
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
か
）

の
墓
廟
を
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
る
と
、
や
は
り

「
古
代
の
カ
ピ
ト
リ
ー
ノ
」
は
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
の
想
像
に
よ
る
復
元
が
創
り
出
し
た

空
想
の
古
代
世
界
の
描
写
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
「
古
代
ロ
ー
マ

繁
栄
の
図
」
も
ま
た
架
空
の
古
代
ロ
ー
マ
の
風
景
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」
と
「
古
代
ロ
ー
マ
繁
栄
の
図
」
を
比
較
し
て
み
る

と
、
前
者
（
田
善
画
）
が
基
本
的
な
構
図
や
図
様
の
大
部
分
を
後
者
（
原
図
）
に

拠
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
両
者
で
は
広
場
を
取
り
囲
む

建
物
（
原
図
で
い
う
カ
ピ
ト
リ
ヌ
ス
宮
）
の
形
状
が
大
き
く
異
な
る
ほ
か
、
田
善

画
に
み
る
比
較
的
大
き
め
の
人
物
も
、原
図
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
な
に
よ
り
、

原
図
の
横
幅
は
、
比
率
に
し
て
田
善
画
の
七
割
程
度
で
し
か
な
く
、
遠
方
に
描
か

れ
た
西
洋
の
町
並
み
も
み
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
相
違
か
ら
、
他
に
も
何
ら
か
の

原
図
が
存
在
す
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
、「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」
は
複
数
の
西
洋
銅

版
画
を
組
み
合
わ
せ
た
合
成
画
と
の
推
察
が
な
さ
れ
て
き
た）

11
（

。

そ
こ
で
、
日
本
に
舶
載
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
蘭
書
を
対
象
と
し
て
原
図

の
博
捜
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
ヨ
ハ
ン
・
ニ
ュ
ー
ホ
フ
著
『
東
西
海
陸
紀
行）

11
（

』
の

挿
絵
に
典
拠
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。「D

e N
IEU

W
E PO

O
RT

.

」
と
「D

e 

K
RU

Y
S K

ERCK
 op BA

T
A

V
IA

.

」（
ア
メ
リ
カ
議
会
図
書
館
蔵
）
の
二
図（
図

22
、
23
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
オ
ラ
ン
ダ
の
植
民
地
で
あ
っ
た
バ
タ
ヴ
ィ
ア
（
現

図 22　「De NIEUWE POORT.」
（ニューホフ『東西海陸紀行』／アメリカ議会図書館蔵）

図 23　「De KRUYS KERCK op BATAVIA.」（同）
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在
の
ジ
ャ
カ
ル
タ
）
の
風
景
を
描
い
た
銅
版
画
で
あ
る
。

「D
e N

IEU
W

E PO
O

RT
.

」
は
「
新
た
な
門
」
と
題
す
る
よ
う
に
バ
タ
ヴ
ィ

ア
に
造
営
さ
れ
た
要
塞
の
城
門
前
を
描
く
。
画
面
手
前
か
ら
奥
に
か
け
て
運
河
が

横
切
り
、
跳
ね
橋
が
架
か
る
。
水
面
に
は
人
や
家
畜
が
乗
る
手
漕
ぎ
の
小
舟
を
描

く
。
手
前
に
今
ま
さ
に
こ
の
地
に
降
り
立
っ
た
貴
婦
人
と
そ
れ
を
迎
え
る
貴
人
の

姿
が
み
え
る
。「D

e K
RU

Y
S K

ERCK
 op BA

T
A

V
IA

.

」
は
、
直
訳
で
「
バ

タ
ヴ
ィ
ア
の
十
字
教
会
」
と
い
う
意
味
と
な
る
。
画
面
手
前
に
は
様
々
な
人
種
や

身
分
の
群
衆
を
描
く
が
、
現
地
人
と
オ
ラ
ン
ダ
人
、
つ
ま
り
植
民
地
と
支
配
国
と

い
う
当
時
の
関
係
が
見
て
取
れ
る
。
典
拠
と
な
る
主
な
部
分
を
確
認
し
て
い
く
。

【
表
１
】

「D
e N

IEU
W

E PO
O

RT
.

」
か
ら
は
騎
馬
人
物
（
ａ
）、
貴
婦
人
ら
と
裾
を
掲

げ
る
現
地
人
（
ｂ
）、「D

e K
RU

Y
S K

ERCK
 op BA

T
A

V
IA

.

」
か
ら
は
西
洋

人
家
族
（
ｃ
）、
驢
馬
に
乗
る
人
物
と
そ
の
付
添
人
（
ｄ
）、
前
景
の
人
物
群
（
ｅ
）

を
転
用
し
、「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」
の
手
前
に
み
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」
の
図
様
を
（
Ａ
）
～
（
Ｅ
）
と
し

て
比
較
す
る
。（
ａ
）と（
Ａ
）で
は
前
脚
を
高
く
上
げ
る
馬
の
姿
態
は
同
じ
だ
が
、

馬
具
を
変
更
し
て
い
る
。
馬
上
の
人
物
は
帽
子
の
羽
飾
り
が
小
さ
く
な
り
、
顔
は

陰
影
が
除
か
れ
た
こ
と
で
平
面
的
に
な
る
。

（
ｂ
）
と
（
Ｂ
）
で
は
図
様
が
反
転
し
て
い
る
。
ま
た
裾
を
か
か
げ
る
童
子
は

白
人
に
変
更
し
て
い
る
。

（
Ｃ
）の
一
群
は（
ｃ
）を
反
転
さ
せ
る
。人
物
の
東
洋
化
が
著
し
く
進
ん
で
お
り
、

洋
傘
は
唐
傘
に
変
わ
り
、
装
い
は
道
服
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
子
ど
も
を
抱
き

抱
え
る
男
性
を
女
性
に
変
更
し
て
い
る
。

（
ｄ
）
で
は
馬
上
の
人
物
の
手
前
に
、
帽
子
を
と
っ
て
挨
拶
を
す
る
人
物
が
い

る
が
、（
Ｄ
）
で
は
そ
の
意
味
が
解
さ
せ
な
か
っ
た
の
か
、
形
骸
化
し
て
あ
ら
わ

し
た
か
に
み
え
る
。

（
Ｅ
）
で
は
（
ｅ
）
の
左
右
二
組
の
人
物
群
を
転
用
す
る
が
、
田
善
は
、
一
番

右
側
の
女
性
の
頭
飾
り
を
影
と
誤
解
し
、
女
性
の
後
ろ
姿
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

こ
の
右
側
の
人
物
群
に
つ
い
て
、
坂
本
篤
史
氏
は
田
善
作
と
さ
れ
る
「
西
洋
古

城
図
」（
須
賀
川
市
立
博
物
館
蔵
）（
図
24
）
に
み
る
西
洋
人
の
一
行
と
、
図
様
の

一
致
を
指
摘
し
て
い
る）

11
（

（
図
25
）。『
東
西
海
陸
紀
行
』
の
図
様
と
比
較
す
る
と
、

「
西
洋
古
城
図
」
の
人
物
群
の
間
隔
は
幾
分
狭
め
ら
れ
て
お
り
、「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」

の
そ
れ
と
一
致
す
る
。
つ
ま
り
、「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」
と
「
西
洋
古
城
図
」
は
い

ず
れ
か
一
方
の
図
様
を
写
し
た
か
、
も
し
く
は
両
者
に
共
通
す
る
『
東
西
海
陸
紀

行
』
を
模
写
し
た
粉
本
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」
に
み
る
画
面
手
前
に
描
か
れ
た
人
物
の
多

く
が
『
東
西
海
陸
紀
行
』
を
典
拠
と
し
て
い
る
と
判
明
し
た
が
、
馬
車
や
宮
殿
建

築
は
原
図
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
塚
原
晃
氏
の
「
フ
ラ
ン
ス
の
王
宮
に
近

い）
1（
（

」
と
い
う
見
解
を
手
掛
か
り
に
探
索
し
た
結
果
、ジ
ャ
ッ
ク
・
リ
ゴ
ー
（Jacque 

Rigaud, 

一
六
八
一
？
～
一
七
五
四
）
原
画
の
「
パ
リ
市
庁
舎
―
マ
リ
ー
橋
と

〝
ル
ー
ジ
ュ
橋
〟
と
呼
ば
れ
る
木
橋
の
眺
望
―
」（
以
下
、「
パ
リ
市
庁
舎
眺
望
図
」、

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
国
立
美
術
館
蔵
）（
図
26
）
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。

こ
の
図
は
パ
リ
の
風
景
を
描
い
た
一
枚
刷
り
の
銅
版
画
で
あ
る
。
画
面
左
に
は

壮
麗
な
パ
リ
市
庁
舎
と
広
場
の
風
景
が
描
か
れ
、
右
に
目
を
移
す
と
、
セ
ー
ヌ
川

と
中
州
に
位
置
す
る
二
つ
の
島
が
見
え
る
。
奥
が
サ
ン
・
ル
イ
島
、
手
前
は
シ
テ

島
で
あ
る
。
画
面
右
端
に
は
、
シ
テ
島
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大

聖
堂
の
双
塔
の
一
部
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
サ
ン
・
ル
イ
島
と
セ
ー
ヌ
川

北
岸
（
市
庁
舎
が
立
地
す
る
側
）
を
結
ぶ
石
造
り
の
ア
ー
チ
橋
が
「
マ
リ
ー
橋
」

（Pont-M
arie

）、
サ
ン
・
ル
イ
島
と
シ
テ
島
を
結
ぶ
木
製
の
橋
が
「
ル
ー
ジ
ュ
橋
」

（Pont-Rouge, 
現
在
の
サ
ン
・
ル
イ
橋
）
で
あ
る
。
画
面
下
余
白
部
に
は
タ
イ
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【表１】　『東西海陸紀行』と「ゼルマニヤ廓中之図」の図様比較

ａ、原図Ａ、「ゼルマニヤ図」

ｂ、原図（反転）Ｂ、「ゼルマニヤ図」

ｃ、原図（反転）Ｃ、「ゼルマニヤ図」
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ｄ、原図

Ｅ、「ゼルマニヤ図」

ｅ、原図

Ｄ、「ゼルマニヤ図」
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ト
ル
や
制
作
者
、
出
版
社
、
刊
行
年
な
ど
が
記
さ
れ
る）

11
（

。

田
善
が
リ
ゴ
ー
原
画
の
銅
版
画
を
典
拠
と
し
た
作
品
と
し
て
、
す
で
に
「
西
洋

公
園
図
」（
須
賀
川
市
立
博
物
館
蔵
）が
知
ら
れ
る）

11
（

（
図
27
）。
こ
の
銅
版
画
に
は「
ゼ

ル
マ
ニ
ヤ
図
」
と
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
の
画
面
に
、
西
洋
の
宮
殿
と
そ
の
前
庭
の
情

景
を
描
く
。
左
方
に
は
壮
麗
な
宮
殿
が
そ
び
え
、
手
前
の
水
辺
で
は
貴
族
た
ち
が

交
流
を
楽
し
ん
で
い
る
。
奥
に
は
樹
々
が
整
然
と
植
樹
さ
れ
た
庭
園
が
あ
り
、
宮

殿
と
共
に
一
点
透
視
図
法
に
よ
る
強
烈
な
遠
近
効
果
が
目
を
引
く
。
左
端
に
は
複

雑
な
描
線
が
施
さ
れ
た
大
樹
が
植
え
ら
れ
る
。
そ
の
下
に
は
割
れ
た
壺
を
持
ち
、

背
中
か
ら
翼
を
生
や
し
た
老
人
の
彫
像
が
立
つ
。
壺
か
ら
は
球
状
の
物
体
が
こ
ぼ

れ
落
ち
て
い
る
。
明
ら
か
に
舶
載
画
を
手
本
と
し
た
銅
版
画
で
あ
る
が
、
こ
の
原

図
も
リ
ゴ
ー
原
画
に
よ
る「
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
宮
―
泉
の
庭
か
ら
の
眺
望
―
」

（
神
戸
市
立
博
物
館
蔵
）（
図
28
）
で
あ
り
、
田
善
は
本
図
を
左
右
反
転
さ
せ
て
描

く
。
比
較
す
る
と
、
田
善
は
そ
の
大
部
分
を
忠
実
に
写
し
取
っ
て
い
る
が
、
や
は

り
一
部
を
改
変
す
る
。「
西
洋
公
園
図
」
の
左
端
に
は
リ
ゴ
ー
の
銅
版
画
に
は
描

か
れ
な
い
双
樹
と
有
翼
人
物
像
を
追
加
し
て
い
る
。
こ
の
彫
像
は
、
田
善
画
「
銅

版
画
見
本
帖
」
の
う
ち
「
地
球
儀
と
洋
神
」（
須
賀
川
市
立
博
物
館
蔵
）
に
描
か

れ
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
図
様
の
源
泉
は
『
世
界
四
大
洲
新
地
図
帳
』（
静

岡
県
立
中
央
図
書
館
蔵
）
所
収
、「
ギ
リ
シ
ア
」
の
挿
絵
で
あ
り
、
田
善
は
こ
れ

を
左
右
反
転
さ
せ
て
自
ら
の
銅
版
画
に
取
り
入
れ
た）

11
（

。

続
い
て
、「
パ
リ
市
庁
舎
眺
望
図
」
と
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」
の
図
様
を
比
較
し

て
い
く
。【
表
２
】

見
比
べ
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、田
善
の
描
い
た
宮
殿
風
の
建
物
（
Ｆ
）
は
、

実
は
パ
リ
市
庁
舎
（
ｆ
）
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。「
古
代
ロ
ー
マ
繁
栄
の
図
」
の

広
場
を
囲
ん
で
い
た
建
物
に
つ
い
て
、左
右
反
転
さ
せ
た
「
パ
リ
市
庁
舎
眺
望
図
」

を
参
考
に
、
全
体
の
形
状
を
描
き
替
え
て
い
る
。
ま
た
、『
東
西
海
陸
紀
行
』
に

図 24　伝亜欧堂田善「西洋古城図」
（須賀川市立博物館蔵）

図 25　同 部分
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図 26　ジャック・リゴー原画「パリ市庁舎―マリー橋と“ルージュ橋”と呼ばれる木橋の眺望―」
（アムステルダム国立美術館蔵）

図 27　亜欧堂田善「西洋公園図」（須賀川市立博物館蔵）

図 28　ジャック・リゴー原画「フォンテーヌブロー宮―泉の庭からの眺望―」（神戸市立博物館蔵）
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【表２】　「パリ市庁舎眺望図」と「ゼルマニヤ廓中之図」の図様比較

ｆ、原図（反転）

Ｆ、「ゼルマニヤ図」
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ｈ、原図Ｈ、「ゼルマニヤ図」

ｇ、原図

Ｇ、「ゼルマニヤ図」
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ｉ、原図

Ｉ、「ゼルマニヤ図」
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典
拠
を
見
出
せ
な
か
っ
た

馬
車
（
Ｇ
）
も
、こ
の
「
パ

リ
市
庁
舎
眺
望
図
」
下
部

の
図
様
（
ｇ
）
か
ら
採
ら

れ
て
お
り
、そ
の
後
ろ（
画

面
上
で
い
う
と
右
）
の
杖

を
持
っ
た
人
物
も
一
緒
に

写
さ
れ
て
い
る
。加
え
て
、

「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」
の
画

面
右
端
奥
に
望
む
建
物

群
（
Ｈ
）
は
、
か
つ
て
シ

テ
島
に
存
在
し
た
サ
ン
・

ラ
ン
ド
リ
ー
港
（Port 

Saint-Landry

）
付
近
の

風
景
（
ｈ
）
を
や
や
簡
略

化
し
た
も
の
で
あ
る
。
雲

の
表
現
（
ｉ
、
Ｉ
）
に
関

し
て
も
、
田
善
は
全
体
的

な
特
徴
を
掴
ん
で
自
ら
の

銅
版
画
に
表
現
し
て
い

る
。原

図
と
の
比
較
を
行
う

な
か
で
、「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ

図
」
に
お
け
る
作
画
傾
向

を
整
理
し
た
い
。

図 29　亜欧堂田善「フローニンヘンの新地図」 
部分（須賀川市立博物館蔵）

図 30　「ボヘミア」 部分
（『世界四大洲新地図帳』／静岡県立中央図書館蔵）

一
つ
は
顔
貌
表
現
で
あ
る
。
人
々
の
顔
に
は
立
体
感
に
寄
与
す
る
陰
影
が
施
さ

れ
な
い
た
め
に
平
面
的
と
な
り
、
目
は
点
と
し
て
描
く
。
そ
の
結
果
、
表
情
は
素

朴
と
な
り
、
穏
や
か
で
親
し
み
や
す
い
印
象
に
変
わ
っ
て
い
る
。

も
う
一
つ
は
図
様
の
反
転
で
あ
る
。
当
然
、
原
図
か
ら
写
し
取
っ
た
図
様
を
そ

の
ま
ま
に
模
刻
す
る
に
は
、
銅
板
に
左
右
反
転
さ
せ
た
図
様
を
鐫
刻
す
る
必
要
が

あ
る
。
し
か
し
、「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」で
は
反
転
し
た
図
様
が
一
部
混
在
し
て
お
り
、

構
図
の
バ
ラ
ン
ス
を
調
整
す
る
た
め
、
意
図
的
に
反
転
さ
せ
た
と
わ
か
る
。
そ
の

結
果
、
時
間
や
場
所
、
題
材
が
異
な
る
西
洋
版
画
を
合
成
す
る
こ
と
で
生
じ
る
矛

盾
や
違
和
感
を
和
ら
げ
、
画
面
全
体
に
統
一
感
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

そ
し
て
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
人
物
の
服
装
を
東
洋
風
に
変
更
し
て
い
る
点
で

あ
る
。
田
善
は
、
西
洋
風
景
を
画
題
と
す
る
銅
版
画
で
あ
っ
て
も
時
に
東
洋
的
要

素
を
取
り
入
れ
る
。
具
体
例
と
し
て
「
フ
ロ
ー
ニ
ン
ヘ
ン
の
新
地
図
」（
須
賀
川

市
立
博
物
館
蔵
）（
図
29
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
図
は
田
善
の
西
洋
摸
刻
銅
版
画

の
う
ち
「
銅
版
画
見
本
帖
」
に
含
ま
れ
、『
世
界
四
大
洲
新
地
図
帳
』（
静
岡
県
立

中
央
図
書
館
蔵
）
所
収
、「
ボ
ヘ
ミ
ア
」（
図
30
）
の
地
名
標
題
の
飾
り
枠
を
原
図

と
す
る）

11
（

。た
だ
し
、田
善
が
制
作
し
た
銅
版
画
は
、原
図
と
は
や
や
趣
を
異
に
す
る
。

奥
に
描
く
西
洋
人
は
猪
を
狩
る
東
洋
人
に
改
変
し
、
手
前
に
腰
を
下
ろ
す
二
人

の
西
洋
人
は
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
風
貌
に
様
変
わ
り
す
る
。
左
の
人
物
は
蛇
を
手
に

持
ち
、右
の
人
物
は
蛙
を
手
懐
け
る
。
そ
し
て
右
の
人
物
の
背
後
に
は
、蛞
蝓
（
あ

る
い
は
蝸
牛
か
）
と
み
え
る
生
物
が
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
生
物
は
田

善
が
意
図
的
に
描
き
加
え
た
要
素
で
あ
り
、
三
者
は
い
わ
ゆ
る
「
三
竦
み
」
の
関

係
に
あ
た
る
。「
三
竦
み
」
と
は
、『
関
尹
子
』
の
う
ち
「
三
極
」
を
起
源
と
す
る
、

蛇
は
蛙
に
、
蛙
は
蛞
蝓
に
、
蛞
蝓
は
蛇
に
勝
る
と
の
関
係
を
示
し
た
比
喩
で
あ
り
、

東
洋
に
お
い
て
は
広
く
浸
透
し
て
い
た
。
こ
れ
は
日
本
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な

く
、
江
戸
時
代
に
は
相
対
座
し
て
行
う
、
じ
ゃ
ん
け
ん
の
よ
う
な
遊
戯
「
虫
拳
」
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や
、
三
者
の
関
係
を
人
物
に
見
立
て
た
『
児
雷
也
豪
傑
譚
』（
一
八
三
九
年
初
編
）

が
流
行
す
る
な
ど
馴
染
み
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
田
善
が
こ
の
要
素
を
取
り
入
れ

た
意
図
は
定
か
で
は
な
い
が
、「
亜
欧
堂
」
と
い
う
号
が
示
す
よ
う
に
、「
亜
細
亜
」

と
「
欧
羅
巴
」
の
世
界
を
融
合
さ
せ
て
体
現
す
る
試
み
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。こ

の
よ
う
に
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」
に
は
、
右
端
奥
に
遠
景
を
追
加
し
、
近
景
に

や
や
大
き
め
の
人
物
を
配
す
る
と
い
っ
た
遠
近
感
を
強
調
す
る
空
間
の
構
成
力
に

加
え
、
異
な
る
時
代
や
場
所
の
景
物
を
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
異

国
の
情
景
を
生
み
出
す
創
造
力
に
お
い
て
、
田
善
の
工
夫
や
特
色
が
い
か
ん
な
く

発
揮
さ
れ
て
い
る
。
制
作
年
が
明
確
な
点
も
含
め
て
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
作
品

で
あ
り
、
田
善
の
代
表
作
と
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
か
ろ
う
。

３　

亜
欧
堂
田
善
と
石
川
大
浪

次
に
、『
東
西
海
陸
紀
行
』
を
取
り
巻
く
人
間
関
係
を
通
じ
て
、
田
善
の
人
的

交
流
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

田
善
と
本
書
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
指
摘
が
あ
る
。
勝
盛
典
子

氏
は
、
無
款
記
な
が
ら
も
田
善
の
作
と
同
定
さ
れ
る
銅
版
画
「
コ
ロ
ン
ブ
ス
謁
見

図
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）（
図
31
）
の
下
絵
、
通
称
「
ペ
ル
ラ
カ
タ
城
、
イ
ス

パ
ニ
ア
女
帝
コ
ロ
ン
ブ
ス
引
見
之
図
」（
須
賀
川
市
立
博
物
館
蔵
）
を
紹
介
す
る

中
で
、
と
も
に
帖
に
貼
ら
れ
た
小
紙
片
の
墨
書）

11
（

、

ペ
ル
ラ
カ
タ
城
コ
レ
南
印
度
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
ノ　

海
辺
ニ
シ
テ
和
蘭
人
所
領

ノ
地
也
一
名
パ
リ
ア
カ
ツ
テ　

蘭
人
此
国
ノ
会
ヘ
趣
タ
ル
ノ
図

に
着
目
し
、
こ
の
内
容
が
『
東
西
海
陸
紀
行
』
の
記
述
と
合
致
す
る
こ
と
を
突
き

止
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
小
紙
片
の
墨
書
は
本
来
『
東
西
海
陸
紀
行
』
の

挿
図
の
解
説
で
あ
り
、「
コ
ロ
ン
ブ
ス
謁
見
図
」
に
誤
っ
て
添
付
さ
れ
た
も
の
と

解
釈
さ
れ
た
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
小
紙
片
が
付
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
別
の
素

描
が
か
つ
て
存
在
し
、
田
善
が
『
東
西
海
陸
紀
行
』
を
実
見
、
模
写
し
て
い
た
可

能
性
を
指
摘
さ
れ
た）

11
（

。

そ
の
後
、「
コ
ロ
ン
ブ
ス
謁
見
図
」の
背
景
に
描
か
れ
た
西
洋
風
景
の
一
部
が『
東

西
海
陸
紀
行
』
に
所
収
さ
れ
る
別
の
挿
絵
「'T

 LA
SERU

S H
U

Y
S.

」（
図
32
）

を
典
拠
と
す
る
と
坂
本
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。
跳
ね
橋
の
架
か
る
運
河
や
長
大
な

建
物
、
雲
の
形
に
至
る
ま
で
一
致
し
て
い
る
と
わ
か
る
。
銅
版
画
の
樹
木
の
左
側

に
原
図
を
当
て
は
め
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
異
な
る
点
も
あ
る
。
ま
ず
、
道
端

に
佇
む
人
物
や
動
物
は
、
ほ
と
ん
ど
写
し
取
ら
れ
て
い
な
い
。
田
善
は
あ
く
ま
で

も
背
景
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
固
執
し
た
た
め
、
目
立
つ
大
き
さ
の
人
や
動
物
を

省
き
、
遠
景
に
か
す
か
に
そ
れ
と
確
認
で
き
る
程
度
に
、
遠
景
に
人
物
を
写
す
に

と
ど
め
た
。
ま
た
、
運
河
や
道
は
簡
略
か
つ
形
式
的
に
描
く
傾
向
が
特
に
強
い
。

原
図
で
は
細
か
な
描
線
に
よ
っ
て
質
感
や
立
体
感
を
表
現
す
る
の
に
対
し
、
田
善

の
銅
版
画
は
遠
近
感
こ
そ
強
調
す
る
も
の
の
、
運
河
と
道
、
塀
の
境
界
を
見
極
め

る
の
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、『
東
西
海
陸
紀
行
』
は
舶
載
時
の
記
録
が
知
ら
れ
ず
、
江
戸
時
代

に
遡
る
伝
来
本
も
確
認
で
き
な
い
た
め
極
め
て
希
少
な
蘭
書
で
あ
っ
た
と
推
察
さ

れ
て
い
る
。
で
は
田
善
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
本
書
を
目
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
考
え
る
う
え
で
、
石
川
大
浪
（
一
七
六
二
～
一
八
一
七
）
は
極
め
て
重

要
な
存
在
で
あ
る
。
大
浪
は
旗
本
の
家
に
生
ま
れ
、
名
を
乗
加
と
い
っ
た
。
幕
府

大
番
組
と
し
て
江
戸
城
、
大
坂
城
、
二
条
城
の
警
固
を
務
め
る
傍
ら
、
蘭
学
者
と

交
流
を
も
ち
、
洋
風
画
を
得
意
と
し
た
。
西
洋
銅
版
画
の
模
写
も
多
く
手
掛
け
、

特
に
『
蘭
書
模
写
帖
』（
個
人
蔵
）
に
は
『
東
西
海
陸
紀
行
』
を
含
む
多
数
の
舶
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図 31　亜欧堂田善「コロンブス謁見図」
（東京国立博物館蔵）

図 32　「'T LASERUS HUYS.」（ニューホフ『東西海
陸紀行』／アメリカ議会図書館蔵）

載
本
所
収
挿
絵
の
模
写

が
含
ま
れ
る
。

亀
山
藩
の
重
臣
松
平

芝
陽
（
一
七
七
六
～

一
八
二
四
）
筆
『
芝
陽

漫
録
』（
明
治
大
学
図

書
館
蔵）

11
（

）（
図
33
）
に

は
、
自
身
の
主
催
に
よ

る
書
画
会
で
目
に
し
た

作
品
類
の
記
録
を
書
き

留
め
て
お
り
、
こ
こ
に

「
〇
ニ
ウ
ホ
ウ
フ
／
人

名
也
」、「
印
度
紀
行
書　

石
川
大
浪
藏
書
」
と
い

う
記
述
が
認
め
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
大
浪
は

『
東
西
海
陸
紀
行
』
の

参
照
に
と
ど
ま
ら
ず
、

所
持
し
て
い
た
と
判
明

す
る）

11
（

。
ま
た
、
地
理
学
に
功

績
を
残
し
た
蘭
学
者
・

山
村
才
助
（
一
七
七
〇

～
一
八
〇
七
）
が
寛
政

八
年
（
一
七
九
六
）
に

著
し
た
『
蔫
録
』
の
追
訳
増
補
版
（
文
化
六
年
）
に
、『
東
西
海
陸
紀
行
』
を
典

拠
と
す
る
挿
絵
を
大
浪
が
寄
せ
て
い
る
の
に
加
え
、
才
助
自
身
、
同
蘭
書
の
抄
訳

で
あ
る
『
東
西
紀
游
』
を
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
著
す
な
ど
、
そ
の
著
書
に

は
『
東
西
海
陸
紀
行
』
が
頻
繁
に
登
場
す
る
。
両
者
が
親
し
い
間
柄
に
あ
っ
た
こ

と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
才
助
は
大
浪
蔵
書
を
参
照
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な

く
と
も
享
和
三
年
か
ら
大
浪
が
亡
く
な
る
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
頃
ま
で
の

間
、
同
書
は
大
浪
の
所
蔵
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」
の
制
作
は
文
化
六
年
正
月
で
あ
る
か
ら
、
田
善
が
そ
れ
以

前
に
『
東
西
海
陸
紀
行
』
を
実
見
し
て
い
た
の
は
間
違
い
な
く
、
大
浪
か
ら
借
り

受
け
て
参
照
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
前
章
で
田
善
の
利
用
が

判
明
し
た
『
新
旧
東
イ
ン
ド
誌
』
を
大
浪
も
ま
た
利
用
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
す

べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
大
浪
は
「T

afel Berg

」（
机
山
）
と
い
う
署
名
を
用

い
た
が
、
こ
れ
は
本
書
第
五
巻
所
収
の
挿
絵
を
典
拠
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同

じ
く
、
弟
の
孟
高
（
一
七
六
三
～
一
八
二
六
）
が
用
い
た
「Leeuw

 

Berg

」（
獅
山
）の
署
名
も
ま
た
、同
図
を
参
考
に
し
た
と
み
ら
れ
る
。

『
蘭
書
模
写
帖
』
に
同
書
を
典
拠
と
す
る
模
写
図
が
多
い
こ
と
を
考

慮
す
れ
ば
、
大
浪
が
蔵
書
し
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
ず
、
田
善

が
大
浪
か
ら
借
り
受
け
た
可
能
性
も
あ
り
得
る
。

そ
し
て
、
こ
の
二
人
の
接
点
と
し
て
想
定
さ
れ
る
重
要
人
物
が
、

図 33　松平芝陽
『芝陽漫録』 部分
（明治大学図書館蔵）
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松
平
定
信
で
あ
る
。
定
信
は
、
老
中
首
座
と
し
て
幕
府
の
中
枢
を
担
っ
て
い
た
経

歴
に
加
え
、『
集
古
十
種
』
の
編
纂
を
指
揮
す
る
な
ど
文
化
や
学
問
に
も
精
通
し

豊
富
な
人
脈
を
有
し
て
い
た
。
大
浪
と
定
信
の
交
遊
は
確
認
で
き
、
大
浪
は
定
信

か
ら
軸
物
や
巻
物
を
拝
借
す
る
ほ
ど
の
関
係
で
あ
っ
た）

11
（

。
田
善
は
定
信
を
介
し
て

大
浪
と
知
り
合
い
、『
東
西
海
陸
紀
行
』
を
実
見
、
参
照
す
る
に
至
っ
た
と
い
う

流
れ
が
第
一
に
想
定
さ
れ
る
。
別
の
可
能
性
と
し
て
は
、
田
善
の
師
・
谷
文
晁
の

存
在
で
あ
る
。
文
晁
の
手
控
画
帖
「
画
学
斎
過
眼
図
藁
」
に
は
大
浪
筆
「
大
洋
暗

夜
風
波
怒
濤
図
」
の
縮
図
が
認
め
ら
れ
る
ほ
か
、
大
浪
を
「
泰
西
画
法
」
の
師
と

仰
ぐ
様
子
か
ら
も
両
者
に
交
友
関
係
が
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、

文
晁
が
大
浪
と
の
橋
渡
し
を
担
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
多
種
多
様
な
蘭
書
を
所
蔵
し
て
い
た
大
浪
と
接
点
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
点

は
、
田
善
の
蘭
書
利
用
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
。

大
浪
が
所
蔵
し
、
田
善
が
参
照
し
た
『
東
西
海
陸
紀
行
』
は
、
そ
の
後
、
時
を

経
て
歌
川
国
芳
（
一
七
九
七
～
一
八
六
一
）
の
手
に
渡
っ
た
と
み
ら
れ
、
そ
の
作

画
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る）

1（
（

。

４　

制
作
背
景
の
考
察

「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」
は
古
代
ロ
ー
マ
、
パ
リ
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
風
景
を
組
み
合

わ
せ
て
制
作
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
な
ぜ
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
廓
中
之
図
」
と
い
う

表
題
を
つ
け
た
の
か
。「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
」
は
現
在
の
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に

あ
た
る
地
域
を
指
し
、
文
化
六
年
六
月
の
識
語
が
付
さ
れ
る
「
新
鐫
総
界
全
図
」

や
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
成
立
の
「
新
訂
万
国
全
図
」
に
も
そ
の
名
が
み
え
る
。

「
廓
」
は
建
物
な
ど
で
囲
ま
れ
た
場
所
を
意
味
し
、「
廓
中
」
は
い
わ
ゆ
る
広
場
を

意
味
す
る
と
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
、「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
廓
中
之
図
」
は
「
ゼ
ル
マ

ニ
ヤ
の
広
場
を
描
い
た
図
」
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
で
確
認
し
た
と
お

り
、
原
図
に
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
」
の
要
素
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
関
し
て
、

田
善
あ
る
い
は
江
戸
の
人
々
の
海
外
の
地
理
に
対
す
る
知
識
不
足
が
原
因
で
あ
る

と
の
見
方
も
あ
る
が
、
田
善
の
周
辺
に
は
地
理
に
詳
し
い
幾
人
も
の
蘭
学
者
が
い

た
。
な
に
よ
り
、本
図
が
諸
国
の
景
物
を
合
成
し
た
架
空
の
世
界
で
あ
る
こ
と
は
、

制
作
者
の
田
善
自
身
が
最
も
理
解
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
当
時
の
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
」
観
を
確
認
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
山
村
才
助
編
『
訂
正
増
訳
采
覧
異
言
』
を
引
き
合

い
に
考
え
て
み
た
い
。
本
書
は
、
新
井
白
石
が
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
に
来
日

し
た
イ
タ
リ
ア
人
宣
教
師
シ
ド
ッ
チ
を
尋
問
し
て
得
た
内
容
を
記
す『
采
覧
異
言
』

に
つ
い
て
、
才
助
が
幾
多
の
舶
載
本
を
典
拠
と
し
て
訂
正
及
び
増
補
し
た
も
の
で

あ
り
、そ
の
出
典
に
は
ニ
ュ
ー
ホ
フ
著
『
東
西
海
陸
紀
行
』
も
含
ま
れ
る
。
ま
た
、

定
信
の
旧
蔵
書
で
あ
る
白
河
文
庫
に
も
『
訂
正
増
訳
采
覧
異
言
』
の
名
前
が
見
え

る
こ
と
か
ら
、
田
善
が
目
を
通
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
本
書
中
、「
入
爾
馬

尼
亜
」（
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
）
の
項
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る）

11
（

。

昌
永
按
ニ
入
爾
馬
尼
亜
ハ
最
大
国
ニ
シ
テ
其
主
ハ
昔
時
ヨ
リ
欧
羅
巴
一
統
ノ

帝
ナ
リ
。
初
ハ
邏
馬
ニ
都
シ
後
此
ニ
僊
ル
故
ニ
今
ニ
至
テ
尚
自
称
シ
テ
邏
馬

ノ
帝
ト
云
ヒ
（
中
略
）

和
蘭
ノ
言
語
モ
其
原
始
此
国
ノ
語
ヨ
リ
出
ツ
。
タ
ト
ヘ
バ
此
国
ニ
テ
書
籍
ヲ

「
ビ
ュ
ッ
タ
」
ト
云
。
和
蘭
ニ
テ
ハ
「
ブ
ッ
ク
」
ト
云
。

「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
」
は
最
大
の
国
で
あ
り
、
そ
の
主
君
は
昔
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を

統
べ
る
皇
帝
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
も
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
」
の

言
語
を
起
源
と
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
記
述
か
ら
は
、
こ
の
国
が
古
来
よ
り

大
国
と
し
て
繁
栄
し
て
い
た
と
い
う
認
識
が
蘭
学
者
の
間
に
存
在
し
た
と
わ
か
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し）
11
（

、
三
作
品
を
シ
リ
ー
ズ
も
の
と
仮
定
、
西
洋
と
日
本
の
都
市
風
景
、
特
に
「
パ

ブ
リ
ッ
ク
ス
ペ
ー
ス
」
の
対
比
を
主
眼
と
し
て
制
作
さ
れ
た
と
推
測
す
る
。
さ
ら

に
、
構
図
・
モ
チ
ー
フ
の
改
変
・
誇
張
が
広
範
囲
に
施
さ
れ
る
空
想
的
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
「
大
日
本
金
龍
山
之
図
」
を
描
い
た
の
は
、
二
枚
の
西
洋
風
景
銅
版
画
と

比
類
す
る
に
恥
じ
な
い
都
市
風
景
を
演
出
す
る
た
め
で
あ
る
と
指
摘
し
、
こ
れ
こ

そ
「
西
洋
に
対
す
る
日
本
文
化
の
優
位
性
を
こ
と
さ
ら
に
意
識
し
よ
う
と
す
る
」

定
信
の
思
想
を
や
や
過
剰
に
視
覚
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る）

11
（

。以
上
の
よ
う
に
、

「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
」
と
は
意
図
的
に
付
け
ら
れ
た
題
で
あ
り
、
こ
れ
ら
三
作
品
は
定

信
か
ら
の
要
請
で
制
作
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
と
い
う）

11
（

。

「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
廓
中
之
図
」、「
西
洋
公
園
図
」、「
大
日
本
金
龍
山
之
図
」
の
三

作
品
は
、
階
調
の
異
な
る
腐
蝕
線
を
効
果
的
に
使
い
分
け
る
点
や
、
オ
ベ
リ
ス
ク

と
五
重
塔
、
有
翼
人
物
像
と
釈
迦
如
来
像
と
い
っ
た
象
徴
的
な
モ
チ
ー
フ
を
呼
応

す
る
よ
う
に
配
置
す
る
点
に
も
共
通
の
特
徴
を
見
出
せ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
を

関
連
付
け
る
意
見
に
筆
者
も
賛
同
す
る
。
さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
西
洋
の
古
代

遺
跡
は
日
本
に
お
い
て
宗
教
施
設
と
認
識
さ
れ
て
い
た
節
が
あ
る
。
歌
川
豊
春

（
一
七
三
五
～
一
八
一
四
）
の
作
と
さ
れ
る
「
阿
蘭
陀
フ
ラ
ン
ス
カ
ノ
伽
藍
之
図
」

（
神
戸
市
立
博
物
館
蔵
）
は
西
洋
の
眼
鏡
絵
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
写
し
た
浮
世
絵
で
、

描
か
れ
る
の
は
古
代
ロ
ー
マ
の
遺
跡
で
あ
る
。
当
時
、
江
戸
の
人
々
が
こ
う
し
た

遺
跡
を
ど
う
解
釈
し
た
の
か
不
明
だ
が
、「
伽
藍
」
と
い
う
用
語
の
使
用
を
考
慮

す
る
と
、
少
な
く
と
も
宗
教
的
な
場
と
い
う
意
味
合
い
を
感
じ
取
っ
て
い
た
こ
と

が
想
定
さ
れ
る
。
田
善
に
も
こ
う
し
た
理
解
が
あ
っ
た
と
み
れ
ば
、「
ゼ
ル
マ
ニ

ヤ
図
」
に
お
け
る
古
代
ロ
ー
マ
の
宗
教
的
要
素
に
対
し
、
江
戸
を
代
表
す
る
信
仰

の
場
で
あ
っ
た
浅
草
寺
を
主
題
と
し
て
選
択
し
た
の
は
自
然
な
こ
と
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
筆
者
は
こ
の
三
作
品
が
当
初
か
ら
一
連
の
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
制
作
さ

る
。ま

た
こ
れ
を
踏
ま
え
、

「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」
と

「
西
洋
公
園
図
」、「
大
日

本
金
龍
山
之
図
」（
須
賀

川
市
立
博
物
館
蔵
）（
図

34
）
を
一
連
の
作
と
み
る

説
が
注
目
さ
れ
る
。
金
子

氏
は
「
大
日
本
金
龍
山
之

図
」
に
つ
い
て
、
画
面
の

大
き
さ
の
ほ
か
、「
画
面

幅
を
約
三
等
分
し
た
あ
た

り
に
定
め
た
消
失
点
の
位

置
」
や
「
醸
し
出
さ
れ
た

奥
行
き
」
と
い
う
空
間
表

現
に
ほ
か
の
二
作
品
と
共

通
す
る
特
徴
が
あ
る
と
指

摘
し
た
う
え
で
、
西
洋
銅

版
眼
鏡
絵
の
画
面
構
成
を

江
戸
の
風
景
に
当
て
嵌
め

た
作
品
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、「
大
日
本
」
と
冠
す
る
の
は
「
古
代
ロ
ー
マ
や

フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
の
庭
園
風
景
に
対
し
、
本
邦
き
っ
て
の
繁
華
風
景
と
い
わ

ん
ば
か
り
の
、
画
人
の
自
負
さ
え
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
」
で
あ
る
と
述
べ
る）

11
（

。
塚

原
晃
氏
も
、「
大
日
本
金
龍
山
之
図
」
が
わ
ざ
わ
ざ
「
大
日
本
」
と
題
す
る
の
は
、

西
洋
文
明
発
祥
の
地
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
と
相
対
す
る
よ
う
だ
と

図 34　亜欧堂田善「大日本金龍山之図」（須賀川市立博物館蔵）
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れ
た
と
は
み
な
い
立
場
を
と
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
第
一
に
体
裁
の
違
い
を
挙

げ
た
い
。「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」
で
は
画
面
外
下
部
に
横
書
き
で
款
記
が
記
さ
れ
る

の
に
対
し
、「
大
日
本
金
龍
山
之
図
」
で
は
画
中
左
上
に
縦
書
き
で
記
さ
れ
る
。

こ
れ
は
西
洋
と
東
洋
の
形
式
の
違
い
を
意
識
し
た
と
理
解
で
き
る
。
し
か
し
「
西

洋
公
園
図
」
は
無
款
で
あ
り
、
他
二
作
品
と
比
べ
て
も
原
図
に
忠
実
で
改
変
が
少

な
い
。
以
上
に
鑑
み
、「
西
洋
公
園
図
」
は
他
に
先
ん
じ
て
習
作
と
し
て
制
作
さ

れ
た
可
能
性
を
提
起
し
て
お
く
。

５　
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
」
の
変
容

田
善
没
後
、「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」は
、歌
川
国
貞（
一
七
八
六
～
一
八
六
五
）に
よ
っ

て
『
釈
迦
八
相
倭
文
庫
』
初
編
の
表
紙
背
景
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る）
11
（

。
国
貞
は
存
命
中
に
膨
大
な
数
の
錦
絵
を
手
掛
け
て
い
る
が
、
歌
川
国
芳
の
よ

う
に
西
洋
版
画
を
転
用
し
た
事
例
は
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
な
い
。
一
方
で
田
善
の
銅

図 35　歌川国貞『千瀬川一代記』二巻表紙
（早稲田大学図書館蔵）

図 38　迦毘羅城（同）

図 36　亜欧堂田善「吉原大門図」
（須賀川市立博物館蔵）

図 37　表紙絵（歌川国貞『釈迦八相倭文庫』初編／サ
レジアン大学ボスコ図書館・マレガ文庫蔵）
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版
画
に
つ
い
て
は
実
見

す
る
機
会
が
あ
っ
た
ら

し
く
、
柳
亭
種
彦
作

『
千
瀬
川
一
代
記
』（
文

政
二
年
〈
一
八
一
九
〉

刊
、
早
稲
田
大
学
図
書

館
蔵
）二
巻
表
紙
絵（
図

35
）
に
「
吉
原
大
門

図
」（
須
賀
川
市
立
博

物
館
蔵
）（
図
36
）
を

下
敷
き
と
し
た
図
を
描

い
て
い
る）

11
（

。
縦
横
の
交

差
線
を
重
ね
た
飾
り
縁

や
全
体
の
構
図
は
い
う

ま
で
も
な
く
、
銅
版
画

の
特
徴
と
も
い
え
る
直

線
的
な
描
線
主
体
の
表

現
か
ら
、
右
手
前
で
腰

を
下
ろ
す
駕
籠
か
き
な

ど
、
個
々
の
モ
チ
ー
フ

に
至
る
ま
で
随
所
に
共

通
点
が
み
ら
れ
る
。
た

だ
し
、
原
図
で
は
太
陽

が
昇
る
早
朝
で
あ
る
の

に
対
し
、
国
貞
は
提
灯

を
持
つ
人
々
を
描
き
加
え
、
深
夜
と
す
る
。

国
貞
が
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」
を
転
用
し
た
『
釈
迦
八
相
倭
文
庫
』
初
編
表
紙
絵

（
サ
レ
ジ
ア
ン
大
学
ボ
ス
コ
図
書
館
・
マ
レ
ガ
文
庫
蔵
）
は
上
下
巻
で
二
枚
続
の

構
成
と
な
っ
て
お
り
、背
景
に
は
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
」
の
風
景
が
描
か
れ
る
（
図
37
）。

異
国
風
景
と
日
本
の
着
物
姿
の
女
性
と
い
う
異
質
な
取
り
合
わ
せ
に
よ
り
、
人
々

の
興
味
や
関
心
を
集
め
よ
う
と
し
た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
釈
迦
の

生
涯
を
当
世
風
に
見
立
て
た
読
本
の
表
紙
絵
と
は
い
え
、
あ
ま
り
に
突
飛
す
ぎ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
文
を
読
み
進
め
て
い
く
と
巧
妙
な
仕
掛
け
に
気
付

く
。王
子
時
代
の
釈
迦
が
幼
少
期
を
過
ご
し
た
迦
毘
羅
城
の
図
様
に
注
目
し
た
い
。

そ
の
原
型
は
間
違
い
な
く
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」
を
大
胆
に
改
変
し
た
図
様
で
あ
る

（
図
38
）。
国
貞
は
個
性
的
な
諸
建
築
物
を
強
引
に
集
約
さ
せ
、
古
代
イ
ン
ド
の
城

と
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
釈
迦
八
相
倭
文
庫
』
の
こ
れ
ら
の
挿
絵
は
歌
川
芳
虎
（
生
没
年
不

詳）
11
（

）
に
よ
っ
て
転
用
さ
れ
る
。
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
に
出
版
さ
れ
た
「
万
国

尽　

英
吉
利
人
」（
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
蔵
）（
図
39
）
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
風

景
と
し
て
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」
を
借
用
す
る
一
方
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に

制
作
さ
れ
た
「
万
国
名
勝
尽
競
之
内
天
竺
馬
爾
加
国
」（
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術

館
蔵
）（
図
40
）
に
お
い
て
は
手
前
に
象
と
異
国
の
人
物
が
佇
み
、
背
景
に
は
西

洋
風
の
建
物
が
立
ち
並
ぶ
。
そ
の
両
端
の
建
物
は
『
釈
迦
八
相
倭
文
庫
』
表
紙
絵

並
び
に
迦
毘
羅
城
の
挿
絵
に
描
か
れ
た
古
代
イ
ン
ド
の
風
景
で
あ
る
と
わ
か
る
。

再
び
イ
ン
ド
の
風
景
を
描
く
参
考
と
し
て
、『
釈
迦
八
相
倭
文
庫
』
が
利
用
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」
の
図
様
継
承
の
流
れ
を
整
理
す
る
と
、

次
の
よ
う
に
な
る
。

図 39　歌川芳虎「万国尽　
英吉利人」

（メトロポリタン
美術館蔵）

図 40　歌川芳虎「万国名勝尽競之内天竺馬爾加国」
（メトロポリタン美術館蔵）
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ニ
ュ
ー
ホ
フ
『
東
西
海
陸
紀
行
』（
一
六
八
二
）
…
バ
タ
ヴ
ィ
ア

ピ
ラ
ネ
ー
ジ
「
古
代
の
カ
ピ
ト
リ
ー
ノ
」（
十
八
世
紀
中
期
）

→
眼
鏡
絵
「
古
代
ロ
ー
マ
の
繁
栄
」（
十
八
世
紀
後
期
）
…
古
代
ロ
ー
マ

リ
ゴ
ー
「
パ
リ
市
庁
舎
眺
望
図
」（
十
八
世
紀
）
…
パ
リ

↓

田
善
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」（
一
八
〇
九
）
…
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ

↓

国
貞
『
釈
迦
八
相
倭
文
庫
』
初
編　

表
紙
・
挿
絵
（
一
八
四
五
）
…
イ
ン
ド

↓

芳
虎
「
万
国
尽　

英
吉
利
人
」（
一
八
六
〇
）
…
イ
ギ
リ
ス

同　
「
万
国
名
勝
尽
競
之
内
天
竺
馬
爾
加
国
」（
一
八
六
三
）
…
イ
ン
ド

想
像
上
の
古
代
ロ
ー
マ
の
光
景
に
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
人
々
と
パ
リ
の
壮
麗
な
景

物
を
配
す
る
こ
と
で
構
築
さ
れ
た
架
空
の
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
」
は
、
浮
世
絵
師
の
手

に
よ
り
イ
ン
ド
、
さ
ら
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
風
景
に
変
容
す
る
。
借
用
や
改
変
を
繰

り
返
す
過
程
で
本
来
の
地
理
情
報
は
失
わ
れ
、
定
型
化
さ
れ
た
「
異
国
」
風
景
と

し
て
再
利
用
さ
れ
て
い
く
の
は
幕
末
の
横
浜
絵
に
お
け
る
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

同
じ
く
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」
も
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
」
と
い
う
地
理
的
な
意
味
合
い
を

剥
奪
さ
れ
た
異
国
風
景
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
に
変
容
す
る
が
、
実
は
そ
の
拠
り
ど
こ

ろ
が
田
善
の
虚
構
世
界
で
あ
っ
た
と
は
知
る
由
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
　

お
わ
り
に

本
稿
で
は
亜
欧
堂
田
善
の
銅
版
画
に
関
し
、
原
図
の
博
捜
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た

成
果
を
主
軸
に
諸
考
察
を
試
み
た
。

図 42　「ウェストマレ城」（ル・ロア著『ブラバントの名高き城館と修道院』
1699 年版 ／ミュンスター大学・州立図書館）

図 41　歌川国芳「和漢準源
氏　乙女　天羅国斑
足 王 悪 狐 華 陽 夫 人
顕」

一
章
で
は
、
田
善

の
生
涯
と
銅
版
画
制

作
の
背
景
に
つ
い
て

整
理
し
、
細
密
な
銅

版
地
図
を
必
要
と
し

た
定
信
が
、
銅
版
画

技
法
の
習
得
に
松
原

右
仲
の
助
力
を
求
め

た
理
由
を
説
明
し

た
。
続
い
て
、
師
に

恵
ま
れ
な
か
っ
た
若

き
日
の
田
善
が
画
技

習
得
に
絵
手
本
を
利

用
し
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
、「
佃
浦
風

景
」
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
、
図
様
を
写
し

取
り
再
構
成
す
る
作

画
技
法
が
、
そ
の
後

の
銅
版
画
の
制
作
に

受
け
継
が
れ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
た
。

「
佃
浦
風
景
」
は
江

戸
の
風
景
を
描
い
た

も
の
で
あ
り
な
が



95

ら
、
蘭
書
『
新
旧
東
イ
ン
ド
誌
』
所
収
の
挿
絵
を
参
考
に
異
国
風
景
を
換
骨
奪
胎

し
た
図
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
は
単
な
る
写
実
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
田
善
の
特
異

な
作
画
精
神
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

二
章
で
は
、
代
表
作
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
廓
中
之
図
」
を
取
り
上
げ
た
。
よ
り
ど
こ

ろ
と
し
た
原
図
の
一
部
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
さ
ら
な
る
原
図
の

存
在
も
想
定
さ
れ
て
い
た
。
筆
者
は
新
た
に
『
東
西
海
陸
紀
行
』
所
収
の
挿
絵
と

「
パ
リ
市
庁
舎
眺
望
図
」
を
提
示
し
、
異
な
る
場
所
、
時
代
を
描
い
た
三
種
類
の

銅
版
画
を
合
成
す
る
こ
と
で
新
た
に
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
」
の
情
景
を
創
り
上
げ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
先
行
研
究
で
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
本
図
が

「
西
洋
公
園
図
」、「
大
日
本
金
龍
山
之
図
」
と
強
い
関
連
性
を
有
す
る
こ
と
、『
東

西
海
陸
紀
行
』
を
所
蔵
し
て
い
た
石
川
大
浪
と
田
善
に
交
流
関
係
が
あ
っ
た
可
能

性
を
指
摘
し
た
。

最
後
に
、「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
図
」
の
図
様
が
連
綿
と
継
承
さ
れ
る
事
例
を
紹
介
し
、

形
や
意
味
を
変
容
さ
せ
な
が
ら
異
国
風
景
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
と
し
て
受
容
さ
れ
る

過
程
を
概
観
し
た
。
田
善
の
銅
版
技
法
は
門
人
の
安
田
田
騏
や
新
井
令
恭
に
伝
授

さ
れ
た
が
、
現
在
確
認
で
き
る
作
例
は
ご
く
僅
か
で
あ
り
、
流
派
の
形
成
に
は
至

ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
絵
画
に
与
え
た
影
響
は
、
む
し
ろ
歌
川
国
芳

ら
幕
末
の
浮
世
絵
師
の
作
品
に
積
極
的
に
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
近
年
、
亜
欧
堂
田
善
が
利
用
し
た
蘭
書
を
め
ぐ
っ
て
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
・

ロ
ア
の
著
作
が
新
た
に
紹
介
さ
れ
た）

11
（

。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
著
作
は
田
善
の
み
な
ら

ず
、
葛
飾
北
岱
や
歌
川
国
芳
、
芳
員
も
参
照
し
て
い
た
事
実
が
確
認
で
き
る
。

例
え
ば
、国
芳
は
「
和
漢
準
源
氏　

乙
女　

天
羅
国
斑
足
王
悪
狐
華
陽
夫
人
顕
」

（
安
政
二
年
〈
一
八
五
五
〉）（
図
41
）
の
背
景
に
「
ウ
ェ
ス
ト
マ
レ
城
」（
ル
・
ロ

ア
著
『
ブ
ラ
バ
ン
ト
の
名
高
き
城
館
と
修
道
院
』
一
六
九
九
年
版）

1（
（

）（
図
42
）
を

註（
１
）　

松
平
定
信
『
退
閑
雑
記
』。
詳
し
く
は
後
述
す
る
。

（
２
）　

磯
崎
康
彦
『
亜
欧
堂
田
善
の
研
究
』（
雄
松
堂
書
店　

一
九
八
〇
）、
菅
野　

陽
「
亜
欧

堂
田
善
製
作
の
銅
版
画
と
阿
蘭
陀
版
「
全
世
界
新
地
図
帖
（
ニ
ユ
ウ
エ
・
ア
ト
ラ
ス
）」

の
銅
版
画　

上
・
下
」（『
美
術
研
究
』
三
二
九
・
三
三
〇　

一
九
八
四
）、
坂
本
篤
史
「
亜

欧
堂
田
善
に
つ
い
て
の
一
考
察
：
通
称
《
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
独
立
》《
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
》

《
農
耕
女
神
像
》
と
《
二
州
橋
夏
夜
図
》
の
原
図
を
め
ぐ
っ
て
」（『
美
術
史
論
集
』
一
六　

二
〇
一
六
）
な
ど
。

（
３
）　

田
善
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
主
に
『
永
田
由
緒
』、『
永
田
家
譜
』
と
い
う
二
つ
の
資
料

が
参
照
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
田
善
没
後
、
末
裔
の
手
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
伝
記
史
料
で
、

そ
の
記
述
に
は
正
確
性
を
欠
く
と
の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、『
永
田
由
緒
』
原
本
は
現
在

所
在
不
明
で
あ
り
、
写
本
が
数
冊
確
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
詳
し
く
は
次
の
論
文
を
参

考
に
さ
れ
た
い
。

・
金
子
信
久
「
亜
欧
堂
田
善
の
事
跡
上
の
諸
問
題
―
『
永
田
由
緒
』
を
中
心
に
」（『
府
中
市

美
術
館
研
究
紀
要
』
九　

二
〇
〇
五
）

こ
の
ほ
か
田
善
の
生
涯
に
関
す
る
主
要
な
文
献
を
い
く
つ
か
列
挙
し
て
お
く
。

・
岡
部
幹
彦
「
亜
欧
堂
田
善
の
実
用
銅
版
画
と
松
平
定
信
」（『
福
島
県
立
美
術
館
研
究
紀
要
』

三　

一
九
八
八
）。

・
成
瀬
不
二
雄
『
江
戸
時
代
洋
風
画
史
』（
中
央
公
論
美
術
出
版　

二
〇
〇
二
）。

・
展
覧
会
図
録
『
亜
欧
堂
田
善
の
時
代
』（
府
中
市
美
術
館　

二
〇
〇
六
）。

・
磯
崎
康
彦
『
亜
欧
堂
田
善
の
生
涯
と
蘭
学
』（
玲
風
書
房　

二
〇
一
五
）。

（
４
）　
『
永
田
由
緒
』
に
基
づ
く
田
善
の
事
跡
に
つ
い
て
は
、藤
岡
作
太
郎
「
亜
欧
堂
」（『
国
華
』

一
七
二　

一
九
〇
四
）
の
記
述
を
参
照
し
た
。
以
下
抜
粋
。（
な
お
、
引
用
文
中
に
お
い

て
変
体
仮
名
、
旧
字
体
は
必
要
に
応
じ
て
改
め
、
適
宜
句
読
点
を
付
し
た
。
以
下
同
様
。）

八
代
は
善
吉
と
い
ふ
、
即
ち
亜
欧
堂
な
り
。
五
代
の
次
男
に
し
て
、
六
代
な
る
崑
山

の
弟
と
す
。
幼
よ
り
画
事
を
好
み
て
写
生
を
よ
く
す
。
常
に
師
に
就
い
て
学
ば
ん
こ

と
を
欲
す
れ
ど
も
、
い
ま
だ
よ
き
人
を
得
ず
。
聞
く
な
ら
く
、
祖
先
の
出
生
地
な
る

伊
勢
に
僧
月
僊
あ
り
、
画
道
に
長
け
た
り
と
て
、
仰
慕
の
お
も
ひ
あ
り
。
安
永
元
年

正
月
、
土
地
の
人
に
誘
は
れ
て
、
大
廟
に
参
詣
し
、
始
め
て
月
僊
に
見
え
て
、
そ
の

門
人
と
な
り
、
氏
名
を
約
し
て
田
善
と
號
し
、
暫
く
留
ま
り
て
学
べ
り
。
天
明
五
年

三
月
、
東
海
道
遊
覧
か
た
〴
〵
再
び
伊
勢
に
至
り
て
、
そ
の
師
に
謁
せ
り
。
の
ち
月

用
い
る
な
ど
、
幅
広
い
展
開
を
み
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
銅
版
画
と
浮
世
絵
の
具

体
的
な
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
報
告
す
る
予
定
で
あ
る
。
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僊
住
院
再
建
の
爲
、
浄
財
を
勸
化
せ
ん
と
し
て
、
諸
国
を
行
脚
し
、
寛
政
元
年
、
須

賀
川
に
来
り
て
、
田
善
と
共
に
、
人
の
望
み
に
任
せ
て
画
筆
を
採
る
。
田
善
の
名
こ

れ
よ
り
こ
の
地
方
に
拡
ま
れ
り
。

寛
政
三
年
、
兄
崑
山
病
死
し
、
そ
の
子
惣
四
郎
家
業
を
相
続
せ
し
が
、
幾
く
も
な
く

別
家
せ
し
に
よ
り
、
田
善
そ
の
後
を
受
け
て
、
し
ば
ら
く
兄
の
始
め
た
り
し
異
国
染

の
業
を
営
む
。
時
に
寛
政
六
年
六
月
、
白
河
侯
松
平
越
中
守
定
信
画
人
谷
文
晁
、
書

家
千
里
啓
等
を
率
ゐ
て
、
領
地
を
巡
遊
し
、
当
地
安
藤
三
郎
右
衛
門
方
に
お
い
て
、

中
食
の
た
め
休
憩
せ
ら
る
。
そ
の
折
、
次
の
間
に
建
て
た
り
し
江
戸
芝
愛
宕
図
の
屏

風
を
賞
美
せ
ら
れ
、
田
善
の
筆
に
成
れ
り
と
聞
き
て
、
こ
れ
を
召
出
し
て
懇
命
を
賜

は
り
た
り
と
い
ふ
。
同
八
年
、
定
信
白
河
在
城
の
砌
、
田
善
を
召
し
て
揮
毫
を
命
ぜ

ら
れ
、
そ
の
画
道
に
堪
能
な
る
を
賞
美
し
。
御
前
に
お
い
て
御
茶
を
賜
は
る
、
陪
席

は
文
晁
、
千
里
啓
、
文
泉
等
な
り
。
御
雑
談
中
、
枕
時
計
を
破
損
せ
し
が
、
こ
れ
を

修
繕
す
る
も
の
な
き
由
に
て
、
試
み
に
田
善
に
命
ぜ
ら
る
。
田
善
早
速
そ
の
修
繕
を

遂
げ
て
さ
し
出
し
た
れ
ば
、
定
信
い
た
く
感
賞
し
、
御
扶
持
を
賜
は
り
、
白
河
の
会

津
町
に
屋
敷
を
下
さ
る
。
よ
り
て
須
賀
川
の
家
業
は
全
く
此
町
の
松
崎
屋
庄
助
と
い

ふ
も
の
に
譲
り
、
み
づ
か
ら
名
を
永
田
太
仲
と
改
め
、
白
河
に
移
り
住
め
り
、
時
に

太
仲
年
四
十
九
な
り
。

寛
政
十
年
、
定
信
江
戸
に
あ
り
て
、
田
善
に
出
府
を
命
ず
。
急
ぎ
命
に
従
ひ
て
上
り

し
に
、
先
年
、
阿
蘭
陀
国
よ
り
将
軍
家
に
献
納
し
た
る
銅
版
世
界
万
国
図
を
、
更
に

定
信
に
賜
は
り
し
を
、
田
善
に
示
し
て
、
さ
て
定
信
の
い
は
く
、
予
常
に
物
の
真
を

写
す
を
好
み
、
殊
に
銅
版
の
精
緻
を
愛
す
れ
ど
も
、
い
ま
だ
こ
れ
を
画
き
、
こ
れ
を

彫
る
も
の
あ
る
を
知
ら
ず
。
日
頃
残
念
に
堪
へ
ざ
り
し
に
、
汝
の
技
術
に
長
け
た
る

を
思
ひ
出
し
て
、
召
し
よ
せ
た
り
、
工
夫
し
て
見
よ
と
な
り
。
田
善
仰
せ
を
承
り
、

篤
と
考
へ
て
申
し
け
る
は
、
銅
版
の
画
は
そ
の
風
全
く
和
漢
の
画
と
相
違
せ
り
、
洋

画
を
学
ば
ざ
れ
ば
、
そ
の
功
を
成
し
難
き
由
い
ひ
て
、
請
ふ
と
こ
ろ
あ
り
、
寛
政

十
一
年
、
竊
か
に
長
崎
に
至
り
ぬ
。
そ
れ
よ
り
四
年
の
間
、
長
崎
に
あ
り
て
い
か
な

る
人
に
学
び
し
か
、
杳
と
し
て
消
息
を
知
ら
ず
、
或
は
い
ふ
密
か
に
阿
蘭
陀
に
渡
航

し
て
、
そ
の
術
を
学
べ
る
な
り
と
。

享
和
二
年
、
田
善
江
戸
に
帰
り
て
、
定
信
に
謁
し
、
銅
版
の
術
の
成
れ
る
由
を
申
す
。

定
信
よ
り
て
こ
れ
を
試
み
し
め
し
に
、
か
の
万
国
図
お
よ
び
そ
の
ほ
か
種
々
の
画
を

彫
刻
し
、
こ
れ
を
摺
り
上
げ
た
り
し
か
ば
、
感
悦
斜
な
ら
ず
。
た
ゞ
雲
烟
の
様
の
頗

る
原
図
に
異
な
る
あ
り
、
怪
み
て
こ
れ
を
質
し
た
る
に
、
答
へ
て
曰
く
、
さ
な
が
ら

に
模
倣
す
る
は
、凡
庸
の
為
す
と
こ
ろ
の
み
と
。
定
信
ま
す
〳
〵
そ
の
術
を
賞
し
て
、

か
の
世
界
図
の
如
き
、
亜
欧
両
大
陸
を
眼
前
に
見
る
心
地
す
、
こ
れ
よ
り
称
し
て
亜

欧
堂
と
い
ふ
べ
し
と
い
ひ
、
則
ち
禄
を
増
さ
れ
、
別
格
の
扱
ひ
を
蒙
れ
り
。
か
の
出

来
上
り
た
る
銅
版
画
は
、
定
信
よ
り
諸
侯
に
贈
り
て
、
そ
の
精
巧
を
誇
ら
る
と
い
ふ
。

こ
の
妙
技
の
成
り
た
る
由
を
聞
き
て
、
府
下
の
書
肆
の
こ
れ
を
刊
行
せ
ん
こ
と
を
望

む
も
の
多
し
。
さ
れ
ど
そ
の
主
の
御
用
の
ほ
か
は
、
一
切
望
に
応
ぜ
ざ
り
し
が
、
池

の
端
大
つ
ち
や
風
雲
堂
の
切
な
る
依
頼
に
よ
り
て
、定
信
に
献
ぜ
し
画
は
さ
し
お
き
、

別
に
筆
を
執
り
、
版
に
雕
り
て
、
与
へ
た
り
と
な
ん
。

白
河
侯
の
家
は
、
定
信
隠
居
の
後
、
そ
の
息
定
永
家
を
襲
ぎ
し
が
、
そ
の
後
、
勢
州

桑
名
に
領
地
替
の
噂
あ
り
。
亜
欧
堂
は
累
代
の
主
に
も
あ
ら
ず
、
住
み
馴
れ
し
古
郷

を
離
る
ゝ
こ
と
を
も
欲
せ
ず
、
文
化
十
三
年
、
願
の
う
へ
暇
を
賜
は
り
、
爾
来
閑
居

し
て
画
道
を
楽
め
り
と
い
ふ
。
そ
の
門
人
に
八
木
屋
半
助
あ
り
、
須
賀
川
八
幡
川
南

角
屋
敷
に
呉
服
太
物
を
商
ひ
居
り
し
が
、
切
に
亜
欧
堂
に
望
み
し
に
よ
り
、
そ
の
製

造
に
か
ゝ
る
銅
版
一
式
を
譲
り
、
こ
ゝ
に
半
助
は
前
記
の
看
板
を
掲
げ
し
な
り
、
か

く
て
亜
欧
堂
は
希
世
の
技
能
を
有
し
な
が
ら
、
都
市
に
名
聞
を
も
求
め
ず
、
静
か
に

故
里
に
老
を
養
ひ
て
、
遂
に
祖
先
の
墓
地
に
そ
の
身
を
埋
め
た
り
。
そ
の
称
號
、
法

名
、
没
年
、
お
よ
び
妻
の
こ
と
記
さ
ば
左
の
如
し
。

一
翁
如
旦
居
士　
　
　
　
　
　
　

八
代
善
吉
事　

永
田
太
仲　

可
大

画
名　
　
　
　

亜
欧
堂　
　

田
善

又　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

如
旦

文
政
五
午
年
五
月
七
日
歿　
　
　
　
　
　

行
年
七
十
五
歳

妙
室
智
光
大
姊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

妻
女

山
寺
西
の
内
村
安

田
八
郎
兵
衛
の
女

安
永
二
巳
年
四
月
二
十
五
日
歿

　
　

長
源
壽
貞
大
姊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
妻

九
代
静

庵
の
母

文
政
十
三
寅
年
五
月
二
十
一
日
歿
、
行
年
七
十
八
歳

（
５
）　

た
だ
し
、
月
僊
が
寂
照
寺
の
住
職
と
な
っ
た
の
は
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
の
こ
と
で

あ
り
、
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
に
出
会
っ
た
と
の
記
述
は
疑
わ
し
い
。

（
６
）　

中
村
幸
彦
編
『
大
東
急
記
念
文
庫
善
本
叢
刊
第
十
四
巻　

美
術
書
集
一
』（
汲
古
書
院　

一
九
七
八
）、
所
収
。
こ
の
肖
像
画
に
は
「
奥
州
須
賀
川
駅
永
田
善
吉
対
真
如
此　

甲
寅

秋
日
写
也
」
と
い
う
款
記
が
あ
り
、
寛
政
六
年
の
秋
ご
ろ
に
描
か
れ
た
と
わ
か
る
。

（
７
）　

木
村
謙
次
（
一
七
五
二
～
一
八
一
一
）
は
北
方
調
査
で
知
ら
れ
る
。
お
も
な
著
作
と
し

て
、『
北
行
日
録
』（
寛
政
五
年
〈
一
七
九
三
〉
刊
行
）
が
あ
る
。『
小
峰
城
逆
旅
偶
筆
』（
寛

政
六
年
〈
一
七
九
四
〉
成
立
）、

北
海
道
大
学
北
方
資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
参
照
（
レ
コ
ー
ド
Ｉ
Ｄ
：
０
Ａ

０
３
１
９
９
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
）。

須
賀
川
紺
屋
善
吉

永
田
氏

年
四
十
位

里
数
土
圭
ヲ
見
取
造
レ
リ
。画
ヲ
好
ミ
谷
文
晁
ヲ
師
ト
シ
テ
、

近
比
両
刀
ヲ
ユ
ル
サ
レ
、
扶
持
ヲ
賜
リ
、
画
ヲ
習
ベ
キ
ト
ノ
命
ア
リ
。



97

（
８
）　

前
掲
註
（
３
）
金
子
氏
論
文
。

（
９
）　

須
賀
川
市
立
博
物
館
に
は
、
田
善
が
愛
用
し
た
と
さ
れ
る
銅
版
画
制
作
器
具
一
式
と
八

木
屋
が
掲
げ
た
看
板
（
た
だ
し
『
永
田
由
緒
』
に
記
さ
れ
る
表
記
と
異
な
る
）
が
残
さ
れ

て
い
る
。

（
10
）　

松
平
定
信
に
よ
る
随
筆
。
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
起
筆
。
正
編
一
三
巻
（
寛
政
六
～

九
年
）、
後
編
四
巻
（
寛
政
九
～
一
二
年
）
の
全
一
七
巻
か
ら
成
る
。
森
銑
三
、
北
川
博

邦
編
『
続
日
本
随
筆
大
成
』
六
（
吉
川
弘
文
館　

一
九
八
〇
年
）、
所
収
。

（
11
）　

仁
科
又
亮
「
注
釈
入
り
竹
窓
写
本
の
発
見
」（『
季
刊
浮
世
絵
』
八
四　

画
文
堂　

一
九
八
一
）、
所
収
。『
東
韃
紀
行
』
原
本
は
、
間
宮
林
蔵
に
よ
る
満
州
、
樺
太
の
探
検
日

記
で
あ
り
、
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
に
林
蔵
の
口
述
を
村
上
貞
助
が
編
纂
し
た
も
の
で

あ
る
。
仁
科
氏
に
よ
れ
ば
、江
漢
と
田
善
の
関
係
性
に
言
及
し
た
注
釈
が
記
さ
れ
る
の
は
、

儒
学
者
、
久
保
木
竹
窓
の
手
に
よ
る
写
本
で
あ
る
。
元
々
、
原
本
を
水
戸
藩
の
家
老
中
山

備
中
守
が
書
き
写
し
て
お
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
竹
窓
が
写
し
、
伊
能
忠
敬
や
林
蔵
か
ら
直

接
聞
い
た
話
を
注
釈
と
し
て
書
き
加
え
た
と
い
う
経
緯
を
辿
る
。

（
12
）　

た
だ
し
、
肉
筆
画
に
関
し
て
は
「
七
里
ヶ
浜
図
」
な
ど
、
明
ら
か
に
江
漢
の
影
響
が
み

ら
れ
る
た
め
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
江
漢
は
油
彩
画
を
各
地
の
寺
社
に
奉
納
し
て
お
り
、

田
善
は
そ
れ
ら
を
実
見
し
た
と
思
わ
れ
る
。

（
13
）　

大
槻
如
電
『
新
撰
洋
学
年
表
』（
柏
林
社　

一
九
六
三
再
版
）
に
は
、「
寛
政
四
年
壬
子
、

森
島
中
良
、
石
井
庄
助
並
に
白
河
侯

松
平

定
信

に
禄
仕
す
」
と
の
記
述
が
あ
る
。

（
14
）　

前
掲
註
（
11
）
仁
科
氏
論
文
。

（
15
）　

司
馬
江
漢
著
『
地
球
全
図
略
説
』
上
巻
（
国
文
学
研
究
資
料
館
「
新
日
本
古
典
籍
総
合

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
書
誌
Ｉ
Ｄ
：
２
０
０
０
２
１
８
４
１
）。

（
16
）　

定
信
に
よ
る
海
防
へ
の
注
力
は
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
に
伊
豆
、
相
模
、
房
総
を

自
ら
巡
検
し
、
文
晁
に
写
生
（「
公
余
探
勝
図
」
の
こ
と
。）
さ
せ
て
い
る
事
実
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る
。

（
17
）　

勝
俣
銓
吉
郎
旧
蔵
本（
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
、「
早
稲
田
大
学
図
書
館
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

請
求
記
号
：
文
庫
０
８ 

Ｃ
０
０
１
３
））
に
記
さ
れ
た
識
語
は
次
の
通
り
。

堀
本
生
素
孝
、
携
此
帖
来
示
云
。
先
是
文
化
甲
子
、
魯
西
亜
国
之
入
貢
於
本
朝
也
。

併
送
致
奥
之
漂
民
三
人
、
此
図
即
其
使
節
某
贈
漂
民
者
。
而
板
倉
藩
松
原
右
仲
君
実

始
借
観
而
写
之
、
遂
与
尊
先
人
玄
沢
君
謀
。
換
蕃
字
以
国
文
、
銅
板
摸
刻
以
蔵
焉
。

僕
当
時
既
観
之
於
某
氏
、
欲
得
其
一
幅
。
而
無
由
者
殆
七
年
矣
。
会
僕
有
徴
恙
、
延

赤
崎
三
生
君
請
針
治
、
君
則
松
原
氏
同
藩
也
。
因
談
及
摸
刻
本
事
、
赤
崎
君
乃
曰
、

今
右
仲
翁
既
逝
。
吾
雖
不
知
銅
板
存
亡
如
何
。
子
之
志
亦
切
、
当
為
子
謀
之
、
其
息

平
蔵
也
。
後
数
日
遂
以
本
図
七
幅
見
寄
、
於
是
乎
僕
喜
可
知
也
。
所
恨
皆
係
漫
摺
、

漫
漶
難
辨
。
就
中
請
其
稍
佳
者
、
演
装
以
珍
蔵
。
此
帖
即
是
也
。（
中
略
）

天
保
九
年
龍
集
戊
戌
秋
七
月

磐
溪 

大
槻
清
崇　

並
書

（
18
）　

岡
村
千
曳
『
紅
毛
文
化
史
話
』（
創
元
社　

一
九
五
三
）。

（
19
）　

現
在
、「
万
国
輿
地
全
図
」
以
外
に
松
原
右
仲
の
銅
版
画
作
例
と
し
て
伝
わ
る
の
は
「
羊

飼
」（
神
戸
市
立
博
物
館
蔵
）の
み
で
あ
る
。
本
作
品
は「D

IO
SO

EY
 K

ID
O

EY
T

EY

」（
き

ず
い
て
い
如
水
）
と
い
う
署
名
か
ら
右
仲
の
作
と
見
做
さ
れ
る
が
、
菅
野
陽
『
日
本
銅
版

画
の
研
究　

近
世
』（
美
術
出
版
社　

一
九
七
四
）
に
よ
れ
ば
、
右
仲
が
「
き
ず
い
て
い
」

と
号
し
た
か
は
判
然
と
し
な
い
と
い
う
。

（
20
）　

磯
崎
康
彦
「
亜
欧
堂
田
善
の
生
涯
と
蘭
学
」（
玲
風
書
房　

二
〇
一
五
）。

（
21
）　

田
善
画
「
浅
間
山
図
屏
風
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
は
、
文
晁
画
『
名
山
図
譜
』（
文

化
元
年
〈
一
八
〇
四
〉
刊
行
）
所
収
の
浅
間
山
図
に
基
づ
く
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

・
小
野
忠
重
「
江
戸
の
洋
画
家　

亜
欧
堂
田
善
」（『
三
彩
』
二
一
〇
）。

（
22
）　

松
木　

寛
「
銅
版
画
二
題
」（『
東
京
都
美
術
館
紀
要
』
八　

一
九
八
四
）。

（
23
）　

本
稿
で
は
、
油
井
夫
山
氏
な
ど
の
先
行
研
究
に
倣
い
、
銅
版
江
戸
名
所
図
を
大
き
さ
に

応
じ
て
「
小
形
」（「
吉
原
大
門
図
」、「
品
川
月
夜
図
」
ほ
か
）、「
中
形
」、「
大
形
」（「
ミ

ツ
マ
タ
ノ
ケ
イ
」、「
エ
イ
タ
イ
ハ
シ
ノ
ツ
」
ほ
か
）
に
分
類
し
、
呼
称
す
る
。
な
お
、
塚

原
晃
氏
は
「
小
形
」
や
「
大
形
」
の
一
部
作
品
を
田
善
の
工
房
作
と
み
る
説
を
提
示
し
て

い
る
。

・
油
井
夫
山
「
亜
欧
堂
田
善
一
～
三
」（『
書
画
骨
董
雑
誌
』
九
六
～
九
八　

一
九
一
六
）。

・
塚
原　

晃
「
田
善
と
テ
ン
セ
ン
―
亜
欧
堂
系
銅
版
江
戸
名
所
図
に
お
け
る
景
観
図
像
的
諸

問
題
―
」（『
日
本
美
術
史
の
杜　

村
重
寧
先
生
星
山
晋
也
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』
竹
林

舎　

二
〇
〇
八
）。

・
同
「
田
善
と
テ
ン
セ
ン
―
亜
欧
堂
系
銅
版
江
戸
名
所
図
に
お
け
る
表
現
技
法
上
の
諸
問
題

―
」（『
神
戸
市
立
博
物
館
研
究
紀
要
』
二
四　

二
〇
〇
八
）。

（
24
）　
「
蘭
語
江
戸
地
名
」
に
記
さ
れ
る
地
名
は
次
の
通
り
。「W

O
E

JE
N

O

」（
上

野
）、「K

IN
L

IW
O

E
D

SA
N

」（
金
龍
山
）、「T

A
M

E
IK

E

」（
溜
池
）、「T

O
E

-
K

O
ED

A
W

O
ELA

」（
佃
浦
）、「SO

EM
ID

A
GA

W
A

」（
隅
田
川
）。

（
25
）　

金
子
信
久
「
亜
欧
堂
田
善
の
銅
版
江
戸
名
所
図
群
に
関
す
る
絵
画
史
的
検
討
」（『
国
華
』

一
二
二
〇　

一
九
九
七
）。

（
26
）
こ
の
蘭
書
は
蘭
学
者
の
間
で
は
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
、
本
書
を
利
用
し
た
絵
師
と
し
て

は
司
馬
江
漢
や
石
川
大
浪
が
い
る
。
な
お
近
年
、
司
馬
江
漢
真
筆
の
「
異
国
風
物
図
押
絵

貼
屏
風
」
が
新
発
見
さ
れ
、『
新
旧
東
イ
ン
ド
誌
』
を
典
拠
と
す
る
図
様
が
描
か
れ
て
い

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

・
勝
盛
典
子
「「
レ
パ
ン
ト
戦
闘
図
・
世
界
地
図
屏
風
」
と
司
馬
江
漢
筆
「
異
国
風
物
図
押

絵
貼
屏
風
」
―
舶
載
銅
版
画
を
典
拠
と
す
る
二
つ
の
作
品
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
展
覧
会
図
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録
『
特
別
展
交
流
の
軌
跡
―
初
期
洋
風
画
か
ら
輸
出
漆
器
ま
で
』
中
之
島
香
雪
美
術
館　

二
〇
一
九
）。

（
27
）　

こ
の
挿
絵
の
構
図
自
体
は
、
一
六
七
六
年
に
出
版
さ
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
ス
ハ
ウ
テ

ン
の
旅
行
記
『
東
イ
ン
ド
紀
行
』
所
収
の
挿
絵
を
先
例
と
す
る
と
み
ら
れ
る
。

（
28
）　
「D

E ZU
ID

ER ZEE

」
と
い
う
欧
文
地
名
自
体
は
『
世
界
四
大
洲
新
地
図
帳
』（
静
岡

県
立
中
央
図
書
館
蔵
）
か
ら
の
写
し
と
推
測
さ
れ
る
。
現
に
オ
ー
フ
ェ
ル
エ
イ
セ
ル
地
方

の
地
図
に
は
「D

E ZU
Y

D
ER ZEE

」（
田
善
画
の
Ｉ
は
Ｙ
の
写
し
誤
り
か
）
の
表
記
が

認
め
ら
れ
、
字
体
も
よ
く
似
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
根
拠
と
し
て
、
同
頁
内
の
挿
図
を
田

善
が
模
刻
し
た
「M

A
SR

」（
須
賀
川
市
立
博
物
館
蔵
）
と
い
う
銅
版
画
作
品
が
知
ら
れ

る
こ
と
を
挙
げ
た
い
。

（
29
）　

西
村　

貞
「
亜
欧
堂
田
善
の
銅
版
画
に
つ
い
て　

下
」（『
美
術
研
究
』
五
一　

一
九
三
六
）。

（
30
）　

坂
本
篤
史
氏
は
、
西
洋
風
城
館
の
図
様
を
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
・
ロ
ア
著
作
中
の
挿
絵
「
ホ
ー

ホ
ス
ト
ラ
ー
テ
ン
城
」
に
見
出
す
。

・
坂
本
篤
史
「
亜
欧
堂
田
善
の
西
洋
版
画
受
容
」（『
美
術
史
』
一
八
六　

二
〇
一
九
）。

（
31
）　

塚
原　

晃
「
田
善
と
テ
ン
セ
ン
―
亜
欧
堂
系
銅
版
江
戸
名
所
図
に
お
け
る
景
観
図
像
的

諸
問
題
―
」（『
日
本
美
術
史
の
杜　

村
重
寧
先
生
星
山
晋
也
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』
竹

林
舎　

二
〇
〇
八
）。

（
32
）　

前
掲
註
（
31
）。

（
33
）　
「
新
鐫
総
界
全
図
」、「
新
訂
万
国
全
図
」
の
表
記
も
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
」
で
統
一
さ
れ
る
。

（
34
）　

前
掲
註
（
18
）。

本
書
に
よ
れ
ば
、
岡
村
氏
は
、
手
前
の
人
物
は
ゴ
ア
・
バ
タ
ヴ
ィ
ア
あ
る
い
は
マ
ニ
ラ

と
い
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地
の
光
景
を
描
い
た
挿
絵
か
ら
摂
取
し
た
も
の
で
は
な
い

か
と
推
測
し
た
。
そ
の
慧
眼
に
敬
意
を
表
し
た
い
。

（
35
）　

眼
鏡
絵
は
覗
き
か
ら
く
り
を
用
い
て
レ
ン
ズ
越
し
に
見
る
こ
と
で
遠
近
が
強
調
さ
れ
る

絵
で
あ
る
。
反
射
式
と
直
視
式
が
あ
る
が
、
反
射
式
に
お
い
て
は
絵
が
上
下
左
右
反
転
す

る
た
め
、
多
く
の
場
合
左
右
反
転
し
た
図
様
が
描
か
れ
る
。

（
36
）　

坂
本
満
「
江
戸
時
代
の
洋
風
表
現
の
命
運
」（
展
覧
会
図
録
『
亜
欧
堂
田
善
の
時
代
』（
府

中
市
美
術
館　

二
〇
〇
六
））。

（
37
）　

銘
文
の
日
本
語
訳
は
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
「
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

を
参
考
と
し
た
。

「https://iiif.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/repo/s/piranesi/page/hom
e

」

（
38
）　

前
掲
註
（
18
）。

（
39
）　
『
東
西
海
陸
紀
行
』
は
東
イ
ン
ド
会
社
の
社
員
で
あ
っ
た
ヨ
ハ
ン
・
ニ
ュ
ー
ホ
フ
（Johan 

N
ieuhof, 

１
６
１
８
～
７
２
）
が
ブ
ラ
ジ
ル
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
滞
在
し
て
い
た
際
の
記
録

で
あ
り
、「
東
」
は
バ
タ
ヴ
ィ
ア
を
、「
西
」
は
ブ
ラ
ジ
ル
を
指
す
。
ニ
ュ
ー
ホ
フ
没
後
の

一
六
八
二
年
に
初
版
が
刊
行
さ
れ
た
。

（
40
）　

前
掲
註
（
30
）
坂
本
氏
論
文
。

（
41
）　

塚
原　

晃
「
楽
園
か
ら
修
羅
場
へ
～
近
世
後
期
の
異
国
絵
に
見
る
世
界
観
の
変
遷
」（
展

覧
会
図
録
『
異
国
画
の
冒
険
』
神
戸
市
立
博
物
館　

二
〇
〇
一
）。

（
42
）　

画
面
下
余
白
部
の
記
述
は
以
下
の
通
り
。
表
題
は
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
二
か
国
語
で

併
記
さ
れ
る
。

「I. Rigaud delin. Publishk'd according to act of Parliam
ent april 1749. P. 

A
ngier Sculp. A

 V
iew

 of the T
ow

n-H
ouse or Guild-H

all of PA
RIS. V

eue 
de l'H

otel de V
ille de PA

RIS. W
herein are seen at a D

istance Pont M
ary, 

&
 the W

ooden Bridge called Pont-rouge. O
u l'on voit dans l'Éloignem

ent 
le Pont M

arie et le Pont du Bois dit le Pont-Rouge. London. Printed for R. 
Sayer M

ap. &
 Printseller facing Fetter Lane end Fleetstreet. &

 P. Brookes 
opposite Southam

pton Sheet in the Strand.

」

（
43
）　

陰
里
鉄
郎
「
図
版
解
説　

亜
欧
堂
田
善
作
「
西
洋
公
園
図
」
と
ジ
ャ
ッ
ク
・
リ
ゴ
ー
原

画「
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
宮
」の
銅
版
画
」（『
美
術
研
究
』二
八
八　

一
九
七
三
）。
な
お
、

リ
ゴ
ー
の
西
洋
銅
版
画
は
繰
り
返
し
模
刻
、
転
写
さ
れ
、
眼
鏡
絵
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
る
こ

と
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
田
善
が
参
照
し
た
も
の
と
同
一
の
プ
レ
ー
ト
を
特
定
す
る
の

は
困
難
で
あ
る
。

（
44
）　

菅
野　

陽
「
亜
欧
堂
田
善
製
作
の
銅
版
画
と
阿
蘭
陀
版
「
全
世
界
新
地
図
帖
（
ニ
ユ
ウ

エ
・
ア
ト
ラ
ス
）」
の
銅
版
画
（
上
）」（『
美
術
研
究
』
三
二
九　

一
九
八
四
）。

（
45
）　

前
掲
註
（
44
）
参
照
。「
フ
ロ
ー
ニ
ン
ヘ
ン
の
新
地
図
」
と
い
う
題
は
Ｊ
．
コ
ッ
ク
に

よ
る
同
題
の
著
作
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

（
46
）　

西
村　

貞
『
日
本
銅
版
画
志
』（
全
国
書
房　

一
九
四
一
）。

本
書
中
に
帖
の
状
態
の
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
素
描
と
小
紙
片
が
一
緒
に
貼
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
47
）　

勝
盛
典
子
「
亜
欧
堂
田
善
鐫
「
コ
ロ
ン
ブ
ス
謁
見
図
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
神
戸
市
立
博

物
館
研
究
紀
要
二
二
』　

二
〇
〇
六
）。

（
48
）　

文
化
一
二
年
～
文
政
五
年
（
一
八
一
五
～
二
二
）
に
、
丹
波
亀
山
藩
の
重
臣
松
平
芝
陽

（
一
七
七
六
～
一
八
二
四
）
が
書
き
記
し
た
自
筆
本
。
現
状
で
は
四
冊
残
る
。
芝
陽
は
松

平
定
信
と
親
し
く
、
本
草
や
書
画
会
な
ど
の
記
事
が
散
見
さ
れ
る
。
書
誌
的
内
容
に
つ
い

て
は
次
の
論
文
に
詳
し
い
。
な
お
、『
東
西
海
陸
紀
行
』を
大
浪
が
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
は
、

松
田
清
氏
に
よ
っ
て
初
め
て
紹
介
さ
れ
た
。

・
平
野　

満
「『
芝
陽
漫
録
』
と
そ
の
著
者
松
平
芝
陽
」（『
明
治
大
学
図
書
館
紀
要
』
二　

一
九
九
八
）。

・
松
田　

清
『
洋
学
の
書
誌
的
研
究
』（
臨
川
書
店　

一
九
九
八
）。

（
49
）　

勝
盛
典
子
『
近
世
異
国
趣
味
美
術
の
史
的
研
究
』（
臨
川
書
店　

二
〇
一
一
）。
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（
50
）　

前
掲
註
（
49
）。

（
51
）　

勝
盛
典
子
「
大
浪
か
ら
国
芳
へ
―
美
術
に
み
る
蘭
書
受
容
の
か
た
ち
」（『
神
戸
市
立
博

物
館
紀
要
』
一
六　

二
〇
〇
〇
）
お
よ
び
、
勝
原
良
太
「〈
研
究
ノ
ー
ト
〉
国
芳
の
洋
風

版
画
と
蘭
書
『
東
西
海
陸
紀
行
』
の
図
像
」（『
日
本
研
究
』
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

紀
要
三
四　

二
〇
〇
七
）。

（
52
）　
『
蘭
学
資
料
叢
書
一　

訂
正
増
訳
采
覧
異
言
』（
青
史
社　

一
九
七
九
）、
所
収
。

（
53
）　

前
掲
註
（
25
）。

（
54
）　

塚
原
氏
は
、
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
が
西
洋
文
明
発
祥
の
地
と
す
る
根
拠
を
、
司
馬
江
漢
著
『
春

波
楼
筆
記
』
に
お
け
る
「
矧
や
世
界
の
中
に
お
い
て
は
、
欧
羅
巴
の
中
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
を
以

て
開
闢
の
久
し
き
国
と
す
」
と
い
う
一
文
に
見
出
す
。

（
55
）　

前
掲
註
（
31
）。

（
56
）　
『
世
界
四
大
洲
新
地
図
帳
』
の
抄
訳
を
行
っ
た
本
木
良
永
も
意
図
的
に
「
大
日
本
」
と

訳
述
す
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

・
磯
崎
康
彦
『
松
平
定
信
の
生
涯
と
芸
術
』（
ゆ
ま
に
書
房　

二
〇
一
〇
）
参
照
。

ま
た
、
田
善
が
鐫
刻
し
た
「
新
鐫
総
界
全
図
」、「
日
本
辺
界
略
図
」、「
新
訂
万
国
全
図
」

も
「
大
日
本
」
と
表
記
さ
れ
る
。

（
57
）　
『
釈
迦
八
相
倭
文
庫
』
は
釈
迦
の
一
生
を
記
し
た
合
巻
で
、
戯
作
者
万
亭
応
賀
が

一
八
四
五
年
か
ら
二
十
六
年
も
の
歳
月
を
か
け
て
完
成
さ
せ
た
。
全
五
八
編
二
三
二
巻
か

ら
成
り
、画
は
一
陽
斎
豊
国
（
初
代
歌
川
国
貞
）、二
代
国
貞
、河
鍋
暁
斎
ら
が
描
き
継
ぐ
。

国
貞
は
本
書
の
作
画
に
お
い
て
、
岡
田
玉
山
著
『
絵
本
玉
藻
譚
』
か
ら
も
図
様
の
転
用
を

行
う
。

（
58
）　
『
千
瀬
川
一
代
記
』二
巻
は
、表
紙
絵
を
国
貞
が
描
く
が
本
文
の
画
は
歌
川
貞
繁
に
よ
る
。

ま
た
、
田
善
画
「
吉
原
大
門
図
」
は
、
山
東
京
伝
作
、
初
代
歌
川
豊
国
画
『
八
重
霞
か

し
く
の
仇
討
』（
文
化
五
年
〈
一
八
〇
八
〉
刊
行
）
の
口
絵
に
「
摂
州
神
崎
図
」
と
し
て

転
用
さ
れ
た
事
例
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
有
澤
知
世
氏
は
、
森
島
中
良
旧
蔵
の

貼
込
帖
『
惜
字
帖
』（
文
化
元
年
頃
成
立
、「
早
稲
田
大
学
図
書
館
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
請
求

記
号
：
文
庫
０
８ 

Ｊ
０
０
５
３
）
貼
付
の
「
吉
原
大
門
図
」
を
豊
国
が
参
照
し
た
と
推

定
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
初
代
豊
国
の
門
人
で
あ
っ
た
国
貞
も
『
惜
字
帖
』
を
参
照
し

た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
と
考
え
る
。

・
有
澤
知
世
「
京
伝
作
品
に
お
け
る
異
国
意
匠
の
取
材
源
―
京
伝
の
交
遊
に
注
目
し
て
―
」

（『
近
世
文
藝
』
一
〇
四　

二
〇
一
六
）。

（
59
）　

歌
川
芳
虎
は
国
芳
の
門
人
で
横
浜
絵
を
多
く
制
作
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
経
歴
に

関
し
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。
号
に
「
虎
」
と
つ
く
よ
う
に
、
気
性
の
荒
い
人
物
で
あ
っ

た
と
さ
れ
る
。
同
門
の
河
鍋
暁
斎
が
著
し
た
『
暁
斎
画
談
』
に
は
芳
員
と
取
っ
組
み
合
い

の
喧
嘩
を
し
て
い
る
姿
で
描
か
れ
る
。

（
60
）　

前
掲
註
（
30
）
坂
本
氏
論
文
。

（
61
）　

書
誌
（
一
六
九
九
年
版
）
は
次
の
通
り
。

「CA
ST

ELLA
 &

 PRÆ
T

O
RIA

 N
O

BILIU
M

 BRA
BA

N
T

IÆ
, CO

EN
O

BIA
Q

U
E 

Celebriora, ad vivum
 delineata : in quatuor partes divisa: Com

plectentes 
A

grum
 LO

V
A

N
IE

N
SE

M
, B

R
U

X
E

LLE
N

SE
M

, A
N

T
V

E
R

PIE
N

SE
M

 E
T

 
SY

LV
Æ

 - D
U

CEN
SEM

. ; Cum
 brevi eorundem

 D
escriptione, &

 Gentiliti-
is T

oparcharum
 Insignibus. 

（
中
略
） EX

 M
U

SEO
 JA

CO
BI BA

RO
N

IS LE 
RO

Y
, &

 SA
CRI RO

M
A

N
I IM

PERII, T
oparchæ

 Sancti Lam
berti. 

（
後
略
）」

（U
RN

:nbn:de:hbz:6:1-237574

）

【
図
版
出
典
】

図
１
：
国
立
公
文
書
館
画
像
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ

「https://w
w

w
.digital.archives.go.jp/

」。

図
２
：
展
覧
会
図
録
『
亜
欧
堂
田
善
展
』（
福
島
県
文
化
セ
ン
タ
ー　

一
九
八
〇
）
所
収
。

図
３
、
４
、
６
：

新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「https://kotenseki.nijl.ac.jp/

」。

図
５
：
磯
崎
康
彦
『
亜
欧
堂
田
善
の
研
究
』（
雄
松
堂
書
店　

一
九
八
〇
）
所
収
。

図
７
、
８
、
11
～
13
、
15
、
16
、
18
、
29
、
34
、
36
：

須
賀
川
市
立
博
物
館
提
供
。

図
９
、
10
：

大
英
博
物
館
オ
ン
ラ
イ
ン
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

「https://w
w

w
.britishm

useum
.org/collection

」。

図
14
、
17
：

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ア
ー
カ
イ
ブ
「https://archive.org/

」。

図
19
、
24
、
25
、
27
お
よ
び
表
１
、
２
（
Ａ
～
Ｉ
）：

筆
者
撮
影
。

図
20
：
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
電
子
図
書
館
「https://gallica.bnf.fr/

」。

図
21
、
39
、
40
：

メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
ア
ー
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

「https://w
w

w
.m

etm
useum

.org/art/collection

」。

図
22
、
23
、
32
お
よ
び
表
１
（
ａ
～
ｅ
）：

ア
メ
リ
カ
議
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

「https://w
w

w
.loc.gov/collections/

」。

図
26
お
よ
び
表
２
（
ｆ
～
ｉ
）：

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
国
立
美
術
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

「https://w
w

w
.rijksm

useum
.nl/nl/rijksstudio

」。

図
28
：
展
覧
会
図
録
『
異
国
絵
の
冒
険
～
近
世
日
本
美
術
に
見
る
情
報
と
幻
想
』（
神
戸
市
立
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博
物
館　

二
〇
〇
一
）
所
収
。

図
30
：
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
提
供
。

図
31
：
東
京
国
立
博
物
館
画
像
検
索
「https://w

ebarchives.tnm
.jp/im

gsearch/

」。

図
33
：
展
覧
会
図
録
『
日
本
絵
画
の
ひ
み
つ
』（
神
戸
市
立
博
物
館　

二
〇
一
一
）
所
収
。

図
35
：
早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

「https://w
w

w
.w

ul.w
aseda.ac.jp/kotenseki/

」。

図
37
、
38
：

Ａ
Ｒ
Ｃ
古
典
籍
ポ
ー
タ
ル
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「https://w

w
w

.dh-jac.net/

」。

図
41
：
鈴
木
重
三
『
国
芳
』（
平
凡
社　

一
九
九
一
）
所
収
。

図
42
：
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
学
・
州
立
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

「https://sam
m

lungen.ulb.uni-m
uenster.de/

」。

【
附
記
】
本
稿
は
平
成
三
十
一
年
一
月
に
東
北
大
学
に
提
出
し
た
卒
業
論
文
に
加
筆
・
修
正
を

施
し
た
も
の
で
あ
る
。
調
査
お
よ
び
写
真
掲
載
に
あ
た
っ
て
、
須
賀
川
市
立
博
物
館
の
管
野
和

恵
氏
を
は
じ
め
所
蔵
者
の
方
々
に
ご
高
配
を
賜
っ
た
。
ま
た
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
長
岡
龍

作
教
授
に
は
懇
切
丁
寧
な
ご
指
導
を
賜
っ
た
。
脱
稿
に
あ
た
っ
て
は
、
本
誌
査
読
者
、
編
集
者

の
皆
様
よ
り
御
指
導
、
御
助
力
を
賜
っ
た
。
深
く
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
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【
査
読
総
評
】（
五
十
音
順
）

・
多
数
の
先
行
研
究
が
あ
る
亜
欧
堂
田
善
の
研
究
に
あ
っ
て
、
創
作
の
源
と
な
っ

た
新
た
な
典
拠
を
複
数
見
出
し
確
固
と
し
た
点
を
は
じ
め
、
本
論
考
筆
者
の
細
や

か
な
観
察
眼
や
表
現
の
的
確
な
叙
述
、
史
料
の
博
捜
能
力
を
高
く
評
価
す
る
。
田

善
作
品
の
典
拠
探
索
が
、
舶
載
さ
れ
た
版
画
に
偏
重
し
て
き
た
傾
向
が
あ
る
な
か

に
あ
っ
て
、
本
論
考
で
は
比
較
的
流
布
し
て
い
た
日
本
の
画
譜
類
に
も
依
拠
し
て

い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
田
善
の
画
嚢
の
豊
か
さ
を
知
る
の
み
な
ら

ず
、
江
戸
時
代
の
絵
師
に
よ
る
制
作
活
動
に
お
け
る
画
譜
利
用
の
重
要
性
を
再
認

識
さ
せ
る
う
え
で
も
貴
重
な
指
摘
と
考
え
る
。
ま
た
同
時
代
絵
師
の
活
動
に
着
目

す
る
と
、
将
軍
や
藩
主
か
ら
の
扶
持
を
得
て
い
て
も
そ
の
待
遇
や
活
動
は
一
様
で

は
な
い
。
田
善
は
松
平
定
信
の
お
抱
え
で
あ
っ
た
た
め
、
定
信
の
絵
画
思
想
に
掣

肘
を
受
け
た
と
の
指
摘
が
多
い
な
か
、「
佃
浦
風
景
」
で
は
田
善
に
は
定
信
の
意

識
に
収
ま
ら
な
い
思
考
の
あ
っ
た
可
能
性
に
論
及
し
て
い
る
こ
と
も
評
価
し
た

い
。
こ
の
視
座
は
、
定
信
周
辺
の
他
の
絵
師
を
考
え
る
上
で
も
役
に
立
つ
と
考
え

る
。
も
う
ひ
と
つ
本
論
考
の
柱
と
な
る
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
廓
中
之
図
」
に
お
い
て
も

新
知
見
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
絵
画
表
現
の
み
な
ら
ず
本
木
良
永
や
石
川
大
浪

ら
の
影
響
・
交
流
の
あ
っ
た
点
な
ど
人
的
な
面
に
も
及
ん
で
い
る
点
、
今
後
の
田

善
研
究
に
有
用
と
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、田
善
の
作
り
出
し
た
「
虚
構
」

が
後
代
の
絵
師
に
引
き
継
が
れ
た
こ
と
の
明
示
も
本
論
考
の
大
き
な
成
果
の
ひ
と

つ
と
考
え
る
。　
　
　
　
　
　
　

（
大
阪
歴
史
博
物
館　

学
芸
員　

岩
佐
伸
一
）

・
一
昨
年
に
提
出
さ
れ
た
卒
業
論
文
の
う
ち
、
い
く
つ
か
の
章
を
補
筆
訂
正
し
た

内
容
で
あ
る
。
筆
者
の
探
究
心
や
熱
意
に
相
応
し
い
高
い
レ
ベ
ル
を
有
し
て
い
た

た
め
、
そ
の
ま
ま
捨
て
置
く
の
は
損
失
と
考
え
、
す
で
に
民
間
企
業
に
就
職
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
仕
事
の
合
間
を
縫
っ
て
投
稿
い
た
だ
い
た
。
亜
欧
堂
田
善

に
お
け
る
諸
作
品
の
原
図
に
対
し
、
西
洋
銅
版
画
は
も
と
よ
り
、
日
本
の
版
本
に

至
る
ま
で
目
配
り
し
た
資
料
博
捜
能
力
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
っ
た
。
た
だ

し
、
こ
の
よ
う
な
面
白
み
の
あ
る
作
業
は
、
い
わ
ば
「
先
陣
争
い
」
と
も
言
え
、

や
が
て
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
画
像
検
索
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
誰
し
も
が
簡
単

に
見
い
出
せ
て
し
ま
う
時
代
が
く
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
筆
者
は
そ
の

よ
う
な
こ
と
を
想
定
し
た
う
え
で
、
本
論
考
で
は
さ
ら
に
一
歩
進
め
、
田
善
が
原

図
を
利
用
し
て
自
ら
の
作
品
に
再
構
築
す
る
意
義
や
、
そ
の
背
後
に
あ
る
作
画
精

神
に
ま
で
到
達
す
べ
く
取
り
組
ん
だ
点
を
高
く
評
価
す
る
。
特
に
白
河
藩
主
・
松

平
定
信
の
み
な
ら
ず
、
司
馬
江
漢
や
備
中
松
山
藩
儒
学
者
・
松
原
右
仲
と
の
関
係

で
論
じ
た
田
善
の
銅
版
画
技
法
確
立
の
経
緯
は
、
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
構
成

や
文
体
に
も
引
き
込
ま
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
す
で
に
続
編
と
し
て
歌
川
国
芳
ら

幕
末
浮
世
絵
へ
の
発
展
的
論
考
も
予
告
さ
れ
て
お
り
、
次
号
へ
の
投
稿
の
み
な
ら

ず
、
大
学
院
へ
進
学
し
、
研
究
者
と
し
て
の
第
一
歩
を
歩
ま
れ
る
決
断
を
期
待
す

る
次
第
で
あ
る
。　

（
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科　

准
教
授　

杉
本
欣
久
）

・
本
論
考
は
、
田
善
の
銅
版
画
作
品
二
件
に
つ
い
て
、
そ
の
図
像
の
典
拠
を
博
捜

し
緻
密
に
検
証
を
行
っ
て
お
り
、
新
知
見
も
数
多
く
提
示
さ
れ
る
労
作
で
あ
る
。

な
か
で
も
、
未
だ
不
明
な
点
の
多
い
田
善
の
初
期
の
画
業
に
つ
い
て
、『
絵
本
写

生
袋
』
を
は
じ
め
と
す
る
版
本
類
の
図
像
を
も
と
に
画
技
習
得
に
努
め
た
こ
と
、

そ
し
て
図
像
の
引
用
と
そ
の
再
構
成
と
い
う
作
画
技
法
が
、
そ
の
後
の
田
善
の
基

本
的
な
製
作
方
法
と
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
「
ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
廓
中
之
図
」
の
検
討
か

ら
石
川
大
浪
と
の
接
点
を
見
い
だ
し
た
点
な
ど
は
高
く
評
価
で
き
る
。
本
論
考
に

於
い
て
、
筆
者
は
単
な
る
原
図
探
索
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
図
像
の
分
析
や
文

献
史
料
の
詳
細
な
検
討
を
行
い
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
田
善
の
銅
版
画
製
作
に
お
け

る
作
画
技
法
の
解
明
や
、
そ
の
独
自
性
な
ど
の
諸
問
題
に
つ
い
て
検
証
を
行
っ
て

お
り
、
そ
の
研
究
姿
勢
も
評
価
に
値
し
よ
う
。
今
後
は
、
田
善
特
有
の
構
図
・
構

成
方
法
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
絵
画
的
機
能
に
つ
い
て
よ
り
深
く
追
究
で
き
れ

ば
、
す
な
わ
ち
田
善
特
有
の
芸
術
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
繫
が
る
も
の
と
考

え
る
。

　

筆
者
は
結
語
の
な
か
で
、
国
芳
作
品
に
み
ら
れ
る
銅
版
画
の
影
響
関
係
に
つ
い

て
指
摘
し
て
い
る
。
江
戸
後
期
の
絵
画
は
、
銅
版
画
や
浮
世
絵
、
文
人
画
、
狩
野

派
と
い
っ
た
狭
い
枠
組
み
で
捉
え
得
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
関
連
性
の
解

明
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
筆
者
の
今
後
の
課
題
と
し
て
、
研
究

の
深
化
を
期
待
し
た
い
。　
　
　

（
根
津
美
術
館　

学
芸
第
二
課
長　

本
田
諭
）


