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一
　
田
善
の
江
戸
滞
在
と
銅
版
画

筆
者
は
先
に
、
本
誌
（『
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
紀
要
』）
創
刊
号
に

「
森
島
中
良
と
草
創
期
銅
版
画
―
亜
欧
堂
田
善
・
司
馬
江
漢
と
の
交
渉
を
中
心
に

―
」
と
題
し
た
論
稿
を
寄
せ
、
江
戸
中
期
の
文
人
・
戯
作
者
と
し
て
知
ら
れ
、
そ

の
著
書
『
紅
毛
雑
話
』（
一
七
八
七
年
刊
）
に
お
い
て
腐
食
銅
版
画
法
を
日
本
で
最

初
に
広
く
紹
介
し
た
人
物
で
あ
る
森
島
中
良
と
草
創
期
銅
版
画
の
担
い
手
で
あ
る

亜
欧
堂
田
善
・
司
馬
江
漢
と
の
交
渉
・
交
友
に
関
し
て
考
証
し
た（

１
）

。

そ
の
折
り
に
、
田
善
が
江
戸
か
ら
須
賀
川
に
退
去
し
た
時
期
は
、
従
来
、
文
化

末
年
頃

（
２
）

と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り
も
早
く
、
文
化
七
年
（
一
八
〇
一
）
ま
で
に
は

帰
省
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
論
じ
た
。

こ
こ
で
、
簡
単
に
そ
の
論
拠
を
確
認
す
れ
ば
、

（
１
）
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
作
成
し
た
森
島
中
良
の
貼
込
帳
『
借
字
帖

せ
き
じ
ち
ょ
う

』
に

は
、
田
善
の
銅
版
画
が
複
数
貼
り
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
中
良
の
筆
跡

で
、「
奥
州
須
賀
河
隠
士
田
中
マ

マ

善
吉
刻
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
中
良
は
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
十
二
月
に
死
去
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
書

き
入
れ
は
、
そ
れ
以
後
で
は
あ
り
得
な
い
。
つ
ま
り
、
文
化
七
年
以
前
に
、

田
善
は
す
で
に
「
須
賀
河
隠
士
」
と
呼
ば
れ
る
境
遇
に
あ
り
、
す
な
わ
ち
須

賀
川
へ
隠
退
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る（

３
）

。

（
３
）
こ
の
こ
と
は
、
菅
野
陽
氏
が
『
新
潮
選
書
　
江
戸
の
銅
版
画
』（
一
九
八
三

年
）
に
紹
介
し
た
「
お
く
ス
カ
川
連
」
と
記
す
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
の

俳
諧
摺
物
に
田
善
が
画
（
河
豚
図
）
を
寄
せ
て
い
る
事
例
か
ら
も
窺
う
こ
と

が
で
き
る
。

（
４
）
田
善
の
銅
版
画
は
、
二
冊
か
ら
成
る
貼
交
帖
『
借
字
帖
』（
文
化
元
年
に
同

時
に
製
本
し
た
可
能
性
が
高
い
）
の
内
、
一
冊
目
の
末
尾
近
く
に
貼
付
さ
れ

亜
欧
堂
田
善
銅
版
画
の
位
置
づ
け

―
―
そ
れ
ら
は
商
品
で
あ
っ
た
か
贈
答
品
で
あ
っ
た
か
―
―

石

上
　

敏
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て
い
る
の
で
、
田
善
の
隠
棲
の
時
期
が
極
め
て
早
く
、
文
化
元
年
（
一
九
〇

四
）
以
前
に
溯
る
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
い
。

と
い
う
四
点
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
、
右
の
（
４
）（
文
化
元
年
以
前
の
隠
棲
の
可
能
性
）
に
関
し
て
は
、
寛
政

五
年
（
一
七
九
三
）
に
老
中
の
座
を
退
い
た
松
平
定
信
が
、
翌
六
年
の
須
賀
川
巡

検
中
に
田
善
の
「
芝
愛
宕
屏
風
」
を
見
か
け
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
田
善

が
銅
版
画
を
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯（

４
）

、
ま
た
田
善
が
初
め
て
江
戸
屋
敷

に
召
さ
れ
た
の
が
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は

製
作
年
代
の
分
か
っ
て
い
る
田
善
の
作
品
が
、
文
化
元
年
以
降
も
「
驪
山

め
ぐ
ろ
の

比
翼
ひ
よ
く

塚づ
か

」

（
文
化
二
年
）「
多
賀
城
碑
」（
同
四
年
）「
ゼ
ル
マ
ニ
ア
郭
中
之
図
」（
同
六
年
）
な

ど
と
製
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
や
は
り
早
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う

し
、
そ
の
可
能
性
は
非
常
に
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

た
だ
、
未
だ
江
戸
に
出
て
い
な
か
っ
た
は
ず
の
田
善
が
、
定
信
に
見
い
だ
さ
れ

る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、「
芝
愛
宕
図
」
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は
、

注
意
さ
れ
て
よ
い
。
こ
の
事
例
は
、
江
戸
風
景
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
作
品
が
必
ず

し
も
江
戸
で
作
成
さ
れ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る（

５
）

。
こ
れ
は
逆
に
、
例
え
ば
「
お
く
ス
カ
川
連
」
と
記
さ
れ
た
俳
諧
摺
物
の

画
を
江
戸
で
も
描
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
可
能
性
の
存
在
と
表
裏
一
体
で
は
あ

る
も
の
の
。

右
の
伝
か
ら
言
え
ば
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
作
で
あ
る
「
驪
山
比
翼
塚
」

（
驪
山
は
目
黒
山
）
は
、
こ
れ
が
必
ず
し
も
江
戸
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
可

能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
前
稿
で
は
、
こ
れ
は
、
田
善
の
銅
版
画
習
得
に
大
き
な

役
割
を
果
た
し
た
と
言
わ
れ
る
、
白
河
藩
主
で
あ
る
定
信
の
も
と
で
一
時
期
同
藩

士
で
も
あ
っ
た
森
島
中
良

（
６
）

が
、
か
つ
て
立
作
者
（
中
心
的
作
者
）
と
な
っ
て
書
い

た
浄
瑠
璃
『
驪
山
比
翼
塚
』（
安
永
八
年
＝
一
七
七
九
年
初
演
）
と
同
題
で
あ
り
、

田
善
が
（
中
良
が
自
ら
の
貼
込
帳
に
二
十
枚
以
上

（
７
）

も
の
田
善
の
銅
版
画
を
貼
り
込

ん
だ
こ
と
と
対
応
す
る
よ
う
に
）、
か
つ
て
の
中
良
と
の
交
渉
や
江
戸
で
の
生
活
を

回
顧
し
て
作
成
し
た
作
品
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
田
善
が
、
須
賀
川
ま
で

腐
食
銅
版
画
製
作
用
具
一
式
を
持
っ
て
来
て
い
た
事
実
は
、
彼
が
そ
れ
を
呉
服
商

八
木
屋
半
助
へ
と
譲
渡
し
た
と
い
う
伝
承
が
示
唆
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

田
善
が
長
崎
ま
で
腐
食
銅
版
画
の
修
行
に
出
掛
け
た
事
実
が
あ
っ
た
か
ど
う
か

（
そ
れ
が
、
通
説
の
寛
政
十
一
年
か
ら
享
和
二
年
ま
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ど
う
か

は
別
問
題
と
し
て
）
は
、
筆
者
も
疑
問
が
大
き
い
と
考
え
る（

８
）

。
そ
し
て
、
田
善
が

少
な
く
と
も
一
時
は
江
戸
に
出
府
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
し
て
も
、
そ

の
銅
版
画
の
作
成
が
江
戸
で
な
さ
れ
続
け
た
と
は
言
え
な
い
と
い
う
点
に
注
意
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。

実
際
、
田
善
の
銅
版
画
製
作
が
江
戸
に
お
い
て
行
わ
れ
た
明
確
な
証
拠
が
あ
る

の
か
と
言
え
ば
、
実
は
そ
れ
す
ら
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
従
来
、
江
戸
の
風

景
を
描
い
た
作
が
田
善
に
多
数
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
江
戸
で
そ
れ
ら
を
描
い
た

と
信
じ
ら
れ
て
き
た
に
過
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
田
善
が
江
戸
に
お
い
て
銅
版
画
を

学
ん
だ
可
能
性
に
関
し
て
も
、
は
や
く
岡
村
千
曳
（『
紅
毛
文
化
史
話
』）
及
び
西

村
貞
（『
日
本
初
期
洋
画
の
研
究
』）
の
両
氏
か
ら
出
さ
れ
た
推
測
を
越
え
る
確
実

な
資
料
は
、
未
だ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。

岡
村
氏
は
、
先
ず
、
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洋
学
者
で
は
、
寛
政
四
年
に
森
島
中
良
と
石
井
庄
助
と
が
楽
翁
に
禄
仕
し

て
ゐ
る
。
森
島
中
良
の
洋
風
画
は
未
だ
見
た
こ
と
は
無
い
が
、
と
に
か
く
彼

が
画
を
よ
く
し
た
こ
と
と
、
洋
画
法
と
銅
版
画
製
作
法
に
つ
い
て
あ
る
程
度

の
知
識
を
も
つ
て
ゐ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

と
し
て
、
中
良
が
『
紅
毛
雑
話
』
で
「
シ
キ
ル
デ
ル
、
ブ
ッ
ク
」（Schilderboek

）

由
来
の
構
図
法
十
数
図
、「
シ
ョ
メ
ー
ル
」（C

h
om
el

）
由
来
の
鏤
板
道
具
（
銅
版

画
道
具
）
の
図
を
示
し
、「
こ
れ
に
多
少
の
解
説
を
加
え
て
ゐ
る
」
こ
と
に
言
及
し

た
。
楽
翁
と
は
周
知
の
通
り
松
平
定
信
で
あ
り
、『
紅
毛
雑
話
』
版
行
の
天
明
七
年

（
一
七
八
七
）
に
奥
州
白
河
藩
主
の
身
分
で
幕
府
老
中
首
座
に
就
き
、
六
年
後
の
寛

政
五
年
（
一
七
九
三
）
に
そ
の
座
を
退
い
て
い
る
。

続
い
て
岡
村
氏
は
、

か
や
う
に
楽
翁
公
の
周
囲
に
は
蘭
学
や
洋
画
に
関
心
を
も
つ
て
ゐ
た
画
家

や
学
者
が
ゐ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
公
が
田
善
を
し
て
銅
版
術
を
習
得
せ
し

む
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
等
の
人
々
を
利
用
す
る
の
を
忘
れ
な
か
つ
た
こ
と
は

想
像
す
る
に
難
く
な
い
。

と
記
し
た
。

こ
れ
を
承
け
た
西
村
貞
氏
は
、

特
に
吾
々
を
し
て
興
味
を
感
ぜ
し
め
る
一
事
は
、
天
明
七
年
そ
の
紅
毛
雑

話
で
銅
版
法
の
一
端
を
説
い
た
森
島
中
良
が
、
寛
政
四
年
に
（
引
用
者
注
、

白
河
藩
に
）
禄
仕
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。

と
し
て
、「
年
代
や
前
後
の
事
情
よ
り
推
し
て
、
田
善
の
銅
版
術
習
得
に
中
良
が
何

ら
か
の
配
分
を
有
す
る
も
の
な
る
こ
と
は
疑
ひ
を
容
れ
ぬ
」
と
断
じ
て
い
る
。
こ

の
部
分
で
の
西
村
氏
の
関
心
は
、
田
善
に
銅
版
画
を
教
え
た
人
物
よ
り
も
、
む
し

ろ
定
信
に
対
し
て
で
あ
っ
た
か
ら
、
氏
は
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

公
（
引
用
者
注
、
定
信
）
の
銅
鐫
に
関
す
る
並
々
な
ら
ぬ
知
識
が
、
そ
の

初
め
之
を
森
島
中
良
に
負
ふ
と
こ
ろ
あ
り
と
断
じ
て
も
恐
ら
く
大
な
る
誤
り

は
あ
る
ま
い
。

以
後
、
半
世
紀
余
り
を
過
ぎ
、
田
善
研
究
も
中
良
研
究
も
、
ま
た
初
期
銅
版
画

研
究
も
進
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
現
在
に
至
る
ま
で
右
の
岡
村
・
西
村
両
氏
に
よ
る

推
論
・
推
断
を
支
え
る
資
料
は
出
現
し
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
私
も
ま
た
前
稿
で
は
、

私
な
り
に
中
良
の
白
河
藩
仕
官
の
事
実
を
確
認
し
た
上
で
で
は
あ
る
が
、
同
様
の

推
論
を
出
な
い
範
囲
で
の
記
述
に
終
始
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

田
善
の
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
の
江
戸
出
府
を
記
し
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
に

も
繰
り
返
し
疑
問
点
が
少
な
く
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
『
永
田
由
緒
』
な
の
で

あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
間
違
い
な
い
こ
と
は
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
に
田
善
が

須
賀
川
で
没
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
（
極
言
す
れ
ば
、
と
い
う
こ
と
だ
け
）
な
の

で
あ
る
。

た
だ
、
西
村
氏
は
中
良
と
田
善
と
の
関
わ
り
に
加
え
、
中
良
の
兄
の
桂
川
甫
周

門
人
で
あ
っ
た
高
森
観
好
（
水
戸
藩
士
）
の
『
西
洋
画
談
』
に
も
田
善
に
関
す
る

記
事
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
観
好
門
人
で
あ
る
掘
田
多
仲
（
西
尾
藩
士
）
の

『
野
礼
機
的
爾

え

れ

き

て

る

全
書
』
に
観
好
が
中
良
と
と
も
に
エ
レ
キ
テ
ル
の
製
作
に
耽
っ
た
こ

と
を
記
し
て
、「（
引
用
者
注
、
観
好
が
）
白
河
藩
に
禄
仕
し
た
森
嶋
中
良
と
は
莫

逆
の
盟
友
で
あ
つ
た
こ
と
が
知
れ
る
か
ら
、
そ
れ
ゆ
ゑ
中
良
を
通
じ
て
観
好
独
自

の
銅
版
法
が
楽
翁
公
に
伝
え
ら
れ
な
か
つ
た
こ
と
は
何
人
も
そ
れ
を
保
証
す
る
わ
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け
に
は
ゆ
く
ま
い
」
と
論
じ
、

亜
欧
堂
と
江
戸
在
住
蘭
学
の
諸
巨
擘
と
の
関
係
が
、
今
日
一
般
に
揣
摩
臆

測
さ
れ
る
程
度
以
上
に
緊
密
且
つ
濃
厚
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で

き
よ
う
。
按
ず
る
に
、
彼
等
の
助
力
な
く
て
は
田
善
の
銅
版
技
術
達
成
は
、

と
う
て
い
望
み
得
な
い
事
情
が
あ
る
。

と
結
論
づ
け
た
。
こ
の
点
を
前
提
と
し
て
、
従
来
、
田
善
が
長
崎
で
は
な
く
江
戸

で
銅
版
画
法
を
習
得
し
た
と
論
じ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

寛
政
五
年
（
一
七
九
二
）
以
後
、
一
般
の
藩
主
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
ぬ
生
活
に
戻
っ

た
定
信
は（

９
）

、
参
勤
交
代
に
応
じ
て
江
戸
と
白
河
藩
を
往
復
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、

そ
れ
に
伴
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
は
別
に
田
善
も
ま
た
江
戸
と
須
賀
川
（
寛
政

八
年
以
降
は
白
河
城
下
の
拝
領
屋
敷
）
を
往
復
し
た
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ

な
い
で
は
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
田
善
の
江
戸
で
の
事
蹟
に
関
し
て
、

も
ち
ろ
ん
史
料
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
重
要
だ
が
、
直
接
に
田
善
の
動
向
を
記
し

た
文
書
（
日
記
・
書
簡
・
随
筆
な
ど
）
が
出
現
し
な
い
現
状
で
は
、
例
え
ば
江
戸

で
の
交
友
関
係
の
内
に
、
彼
の
江
戸
逗
留
の
期
間
を
物
語
る
傍
証
を
探
し
て
行
く

こ
と
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
有
効
な
方
法
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

田
善
の
江
戸
滞
留
期
間
が
い
つ
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
の
期
間
で
あ
っ
た

か
を
知
る
こ
と
が
な
ぜ
重
要
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
、
彼
の
銅
版
画

習
得
の
背
景
を
考
え
る
上
で
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
田
善
の
人
的
関
連

を
知
る
上
で
、
さ
ら
に
田
善
の
銅
版
画
に
ど
れ
だ
け
独
自
性
（
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
）

が
含
ま
れ
て
お
り
、
逆
に
、
彼
が
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
影
響
を
受
け
て
銅
版
画

製
作
を
進
め
て
行
っ
た
か
を
知
る
上
で
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

私
も
ま
た
田
善
の
銅
版
画
に
は
、
例
え
ば
初
期
銅
版
画
に
お
い
て
彼
と
双
璧
と

称
さ
れ
て
き
た
司
馬
江
漢
と
は
ま
た
異
な
っ
た
独
特
の
魅
力
を
感
ず
る
者
の
一
人

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
の
銅
版
画
の
背
景
に
あ
る
も
の
を
、
よ
り
詳
細
に
知
り

た
く
思
う
。
そ
れ
が
前
稿
に
引
き
続
き
本
稿
を
草
す
る
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
前
稿
の
末
尾
に
、

本
稿
は
、
事
蹟
を
中
心
に
中
良
と
田
善
・
江
漢
と
の
関
わ
り
と
い
う
外
延

を
た
ど
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
銅
版
画
論
及
び
実
作
と
い
う
内

包
の
比
較
検
討
を
経
て
、
相
互
の
関
連
性
は
さ
ら
に
探
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

後
考
を
期
し
た
い
。

と
記
し
た
こ
と
で
あ
る
。
画
論
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
実
に
雄
弁
む
し
ろ
饒
舌

で
す
ら
あ
っ
た
江
漢
と
比
べ
、
田
善
は
実
に
寡
黙
で
あ
る（

10
）

。
よ
っ
て
、
ま
ず
は
こ

れ
ま
で
美
術
学
の
領
域
で
進
め
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
画
そ
の
も
の
に
語
ら
せ
、

よ
り
精
確
に
そ
れ
を
聞
き
取
る
と
い
う
方
法
が
、
依
然
と
し
て
有
効
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
た
だ
し
、
美
学
の
プ
ロ
パ
ー
で
は
な
い
筆
者
と
し
て
は
、
主
に

絵
画
以
外
の
資
料
を
用
い
て
考
察
を
進
め
て
行
く
こ
と
に
な
る（

11
）

。

な
お
、
本
稿
に
お
け
る
田
善
版
画
の
「
位
置
づ
け
」
と
は
、
作
品
の
美
学
的
・

美
術
史
的
な
位
置
づ
け
や
、
銅
版
画
の
系
譜
に
お
け
る
位
置
づ
け
と
い
っ
た
こ
と

を
意
味
し
な
い
。
副
題
に
示
し
た
通
り
、
田
善
の
銅
版
画
が
ど
の
よ
う
な
目
的
で

作
製
・
摺
出
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
は
販
売
目
的
（
商
品
）
か
贈
答
用
か
と
い
っ
た
、

よ
り
即
物
的
か
つ
商
業
的
な
意
味
合
い
で
用
い
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た

い
。
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二
　
田
善
の
銅
版
画
の
「
位
置
づ
け
」

田
善
の
銅
版
画
作
品
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
美
学
的
見
地
か
ら
の
研
究
が

積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
筆
者
が
前
稿
発
表
以
降
に
通
読
し
、
大
き
な

示
唆
を
受
け
た
も
の
と
し
て
、
大
久
保
純
一
氏
の
「
銅
版
画
と
浮
世
絵
風
景
画（

12
）

」

が
あ
る
。
筆
者
に
と
っ
て
有
用
な
指
摘
で
あ
っ
た
の
は
、
田
善
の
作
品
の
中
で
は

中
期
に
属
す
る
大
型
判
の
「
ミ
ツ
マ
タ
ノ
ケ
イ
」（
三
ツ
俣
の
景
）
が
、
そ
れ
ま
で

の
ど
の
よ
う
な
系
統
の
絵
画
と
も
異
な
っ
た
独
特
な
ア
ン
グ
ル
か
ら
の
景
観
を
描

い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
指
摘
と
詳
細
な
証
明
で
あ
る
。

寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
に
撒
去
さ
れ
た
中
洲
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、

田
善
の
江
戸
出
府
が
寛
政
十
年
頃
と
考
え
ら
れ
る
以
上
当
然
で
は
あ
る
が
、
こ
れ

は
、（
同
視
角
の
絵
画
が
指
摘
で
き
な
い
以
上
）
田
善
が
確
か
に
江
戸
に
い
て
「
ミ

ツ
マ
タ
ノ
ケ
イ
」
を
描
い
た
可
能
性
を
強
く
示
唆
す
る
。

ま
た
、
判
型
や
作
風
な
ど
か
ら
同
じ
頃
の
作
と
言
わ
れ
て
い
る
「
エ
イ
タ
イ
ハ

シ
ノ
ズ
」（
永
代
橋
の
図
）
に
関
し
て
は
、
大
久
保
氏
が
棚
橋
正
博
氏
の
指
摘

（
13
）

を
掲

げ
て
言
う
よ
う
に
、「
永
代
橋
西
詰
に
は
享
和
頃
に
佐
原
屋
な
ど
二
軒
の
団
子
屋
が

で
き
て
お
り
」
と
い
う
、
ま
さ
に
そ
の
団
子
屋
を
描
い
て
い
て
、
享
和
期
（
一
八

〇
一
〜
一
八
〇
三
年
）
頃
以
降
に
田
善
が
江
戸
に
い
た
こ
と
を
、
ほ
ぼ
間
違
い
な

く
証
明
し
て
い
る
も
の
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
や
は
り
同
論
文
で
大
久
保
氏
が
指
摘
す
る
、
こ
れ
ら
を
含
む
田
善

の
大
型
判
諸
図
が
、
金
子
信
久
氏
の
「
松
平
定
信
が
諸
大
名
へ
の
贈
答
品
と
し
て

作
ら
せ
た
摺
物
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
か（

14
）

」
と
い
う
推
測
に
関
し
て
は
、
検
討
の

余
地
が
残
る
。
金
子
氏
は
、
大
久
保
氏
の
ま
と
め
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、

①
遺
存
点
数
の
少
な
さ

②
「
テ
ン
セ
ン
」
等
の
私
的
な
感
じ
の
す
る
落
款
形
式

③
風
俗
画
と
し
て
の
充
実
ぶ
り

と
い
う
三
点
を
そ
の
傍
証
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。

①
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
大
名
間
の
贈
答
品
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
不
特

定
多
数
に
売
り
出
さ
れ
た
場
合
よ
り
も
遺
存
の
可
能
性
は
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
可
能
性
は
、
諸
大
名
蔵
品
の
流
れ
を
汲
む
現
存
遺
物
の
中

に
、
そ
れ
ら
の
田
善
作
が
収
ま
る
事
実
を
以
て
証
明
さ
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

し
か
し
、
筆
者
は
寡
聞
に
し
て
、
そ
の
よ
う
な
例
を
知
ら
な
い
。
維
新
期
や
敗
戦

期
を
は
じ
め
、
売
り
立
て
な
ど
に
よ
る
散
逸
の
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、

知
り
得
る
範
囲
に
そ
の
よ
う
な
事
実
は
な
い
。

ま
た
、
②
の
「
テ
ン
セ
ン
」
の
落
款
に
つ
い
て
は
、
田
善
の
作
品
群
の
中
で
、

こ
れ
ら
の
表
題
が
「
ス
サ
キ
ヘ
ン
テ
ン
（
須
崎
弁
天
）」「
ミ
ツ
マ
タ
ノ
ケ
イ
」
な

ど
と
カ
タ
カ
ナ
表
記
さ
れ
る
一
群
の
作
品
系
列
で
あ
る
こ
と
と
の
整
合
性
が
、
そ

の
最
も
大
き
な
理
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
表
題
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
に

合
わ
せ
て
落
款
の
表
記
を
カ
タ
カ
ナ
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、

そ
の
こ
と
と
「
私
的
な
感
じ
」
と
は
あ
る
位
相
に
お
い
て
は
背
馳
し
な
い
で
あ
ろ

う
け
れ
ど
も
。
あ
る
い
は
、「
私
的
な
感
じ
」
と
は
、「
非
商
品
的
な
感
じ
」
を
言

う
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
③
の
「
風
俗
画
と
し
て
の
充
実
ぶ
り
」
と
、
大
名
へ
の
贈
答
品
で
あ

る
可
能
性
と
は
、
ど
の
よ
う
な
整
合
性
を
も
っ
て
つ
な
が
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も

ち
ろ
ん
、
大
名
の
趣
味
嗜
好
を
一
元
的
に
統
括
し
得
る
視
角
は
存
在
し
な
い
で
あ
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ろ
う
け
れ
ど
も
、
大
久
保
氏
の
言
う
「
江
戸
名
所
絵
と
し
て
、
あ
ま
り
に
異
色
な

視
点
の
設
定
」
は
、
必
ず
し
も
諸
大
名
の
喜
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
例
え
ば
「
ミ
ツ
マ
タ
ノ
ケ
イ
」
で
あ
る
が
、
中
洲
三
俣
の
代
名
詞
で

も
あ
っ
た
田
安
家
の
屋
敷
が
、
す
っ
か
り
遠
景
に
退
き
、
そ
れ
も
当
時
の
見
方
に

よ
れ
ば
狂
者
と
と
れ
る
ほ
ど
に
も
髪
振
り
乱
し
胸
元
を
露
わ
に
し
た
異
様
な
風
体

の
女
性
を
前
景
と
し
て
、
そ
の
背
後
に
見
え
る
絵
図
を
、
当
の
田
安
家
で
な
く
と

も
諸
大
名
た
ち
は
果
た
し
て
喜
ん
だ
で
あ
ろ
う
か（

15
）。

も
ち
ろ
ん
、
蘭
癖
大
名
た
ち
が
輩
出
し
た
時
代
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
描
か
れ

た
絵
柄
よ
り
も
舶
来
の
蘭
画
を
思
わ
せ
る
異
国
趣
味
に
溢
れ
た
銅
版
画
そ
の
も
の

を
喜
ぶ
大
名
た
ち
が
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い（

16
）

。
し
か
し
、
そ
れ

な
ら
ば
な
お
さ
ら
（
散
逸
の
憂
き
目
に
遭
っ
た
作
品
の
ほ
う
が
遙
か
に
多
か
っ
た

と
し
て
も
）
少
な
か
ら
ぬ
大
名
家
の
遺
品
・
旧
蔵
資
料
中
に
、
一
括
し
て
こ
れ
ら

の
田
善
作
銅
版
画
が
見
い
だ
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
現
蔵
品
で

な
く
と
も
、
大
名
家
の
旧
蔵
印
あ
る
い
は
旧
蔵
の
証
言
や
伝
承
を
有
す
る
、
こ
れ

ら
「
大
型
グ
ル
ー
プ
」（
大
久
保
氏
）
の
銅
版
画
の
事
例
す
ら
管
見
に
入
ら
な
い
の

で
あ
る（

17
）

。

筆
者
は
、
こ
れ
ら
の
田
善
作
を
支
え
て
い
た
の
は
、
ま
ず
第
一
に
田
善
の
純
粋

な
製
作
欲
求
（
内
的
要
因
）
で
あ
り
、
外
的
要
因
と
し
て
は
前
稿
で
掲
げ
た
蘭
学

者
森
島
中
良
の
よ
う
に
身
近
な
田
善
の
後
援
者
た
ち
で
あ
り
、
そ
し
て
ほ
か
な
ら

ぬ
江
戸
の
俗
習
に
ど
っ
ぷ
り
つ
か
り
、
そ
れ
を
愛
し
た
江
戸
人
た
ち
で
あ
っ
た
と

考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
腐
食
銅
版
画
と
い
う
特
殊
な
技
術
に
は
、
あ
る
程
度
以
上
の

資
金
が
必
要
で
あ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
浮
世
絵
（
東
錦
絵
）
の
よ
う
に
一
般
庶
民

が
わ
ず
か
な
代
金
で
手
に
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
間
違
い

な
い
し
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
銅
版
画
の
醸
し
出
す
風
趣
を
好
ん
だ
者
は
、
む
し

ろ
少
数
派
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
。

と
こ
ろ
で
筆
者
に
は
、
金
子
氏
や
大
久
保
氏
の
言
う
「
私
的
」
と
い
う
こ
と
の

意
味
が
、
い
ま
ひ
と
つ
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
田
善
が
こ
れ
ら
を
作

成
し
た
寛
政
期
か
ら
文
化
期
と
い
え
ば
、
右
に
も
挙
げ
た
浮
世
絵
に
は
極
印
が
必

須
と
さ
れ
、
書
物
は
仲
間
行
事
に
よ
る
自
主
検
閲
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り

「
私
的
」
な
出
版
物
は
、
わ
ず
か
な
例
外
（
例
え
ば
大
名
本
・
配
り
本
な
ど
）
を
除

い
て
実
質
的
に
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
極
印
も
な
く
、
版
元
の
明
示

も
な
く
、
自
主
検
閲
を
通
っ
た
形
跡
も
な
い
こ
れ
ら
銅
版
画
の
一
群
が
、「
私
的
」

な
刊
行
物
で
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
銅
版
画
は
、
現
存
資
料
か
ら
覆
う
範
囲
で

は
、
そ
の
よ
う
な
公
的
な
領
域
、
ま
た
は
流
通
経
路
か
ら
は
外
れ
て
い
た（

18
）

。

「
大
型
判
の
諸
図
に
見
ら
れ
る
江
戸
名
所
絵
と
し
て
は
あ
ま
り
に
異
色
な
視
点

の
設
定
」
が
「
私
的
な
摺
物
と
し
て
制
作
さ
れ
た
と
す
る
金
子
氏
の
推
論
」
を
補

強
す
る
か
否
か
は
別
の
問
題
と
し
て
、「
私
的
な
摺
物
と
し
て
制
作
」
さ
れ
る
こ
と

と
「
諸
大
名
へ
の
贈
答
品
」
で
あ
る
可
能
性
と
は
必
ず
し
も
関
連
性
が
深
い
と
は

言
え
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
一
方
に
は
浮
絵
の
存
在
が
あ
り（

19
）

、

そ
れ
が
美
術
研
究
の
領
域
で
は
「
公
的
」
な
存
在
（
こ
れ
は
、
む
し
ろ
イ
ベ
ン
ト

用
の
「
商
品
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
）
と
し
て
の
色
合
い
を
強
く
意
識
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
浮
絵
の
一
群
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
が
「
商

品
」
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
ち
ら
に
こ
そ
諸
大
名
を
は
じ
め
と
す
る
大
身
に
よ

る
購
買
行
動
を
想
定
す
べ
き
で
あ
る
。
浮
世
絵
の
よ
う
に
一
枚
一
枚
が
草
子
屋
の
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店
先
で
販
売
さ
れ
る
の
と
は
、
お
の
ず
か
ら
販
売
形
態
は
異
な
っ
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
浮
絵
の
場
合
に
は
浮
絵
単
独
で
は
な
く
浮
絵
鑑
賞
の

た
め
の
道
具
一
式
と
一
括
で
の
販
売
形
態
を
想
定
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
う
で
あ
れ
ば
、
必
ず
そ
れ
ら
の
購
入
者
は
限
定
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
僅
か
に
考

え
ら
れ
る
の
は
、
ひ
と
つ
は
浮
絵
道
具
一
式
を
個
人
で
楽
し
む
層
で
あ
り
、
も
う

ひ
と
つ
は
そ
れ
を
元
手
に
商
売
（
見
世
物
）
を
始
め
よ
う
と
す
る
層
で
あ
る
。

前
稿
で
見
た
よ
う
な
、
森
島
中
良
の
所
蔵
し
た
田
善
版
画
の
伝
存
環
境
か
ら
言

え
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
商
品
と
し
て
販
売
に
供
さ
れ
た
の
で
は
な
く
（
少
な
く

と
も
、
そ
の
一
部
分
は
）
贈
品
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ

も
、
シ
リ
ー
ズ
化
し
た
よ
う
に
ま
と
ま
っ
た
形
で
の
（
あ
る
い
は
特
定
の
相
手
へ

の
コ
ン
ス
タ
ン
ト
な
）
譲
渡
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
中
良
は
、
市
販
さ
れ
て

い
た
田
善
の
版
画
を
購
入
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
、
相
知
の

（
そ
れ
も
、
腐
食
銅
版
画
法
そ
の
も
の
を
教
え
た
可
能
性
も
大
き
い
）
田
善
よ
り
、

贈
品
と
し
て
、
そ
れ
ら
小
型
判
の
銅
版
画
を
贈
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
小
型
判
以
外
の
中
型
判
・
大
型
判
も
、
田
善
か
ら
中
良
に
贈
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
縦
約
27
㎝
・
横
約
22
㎝
の
『
惜
字
帖
』
に

貼
付
す
る
の
が
不
適
当
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
貼
付
さ
れ
た
の
は
、
せ
い
ぜ
い
縦

約
10
㎝
・
横
約
15
㎝
程
度
と
い
う
大
き
さ
の
小
型
判
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

大
型
判
な
ど
は
現
在
の
ポ
ス
タ
ー
や
絵
画
の
よ
う
に
貼
り
出
さ
れ
（
例
え
ば
早
稲

田
大
学
図
書
館
洋
学
文
庫
蔵
「
新
元
会
図
」
に
見
え
る
ウ
ニ
コ
ウ
ル
図
や
、
目
的

は
違
う
が
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
像
の
よ
う
に
）、
蘭
学
趣
味
を
同
じ
く
す
る
者
た
ち
に
対

し
て
、
重
ね
て
贈
答
品
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

以
上
か
ら
は
、
大
型
判
（
の
み
）
が
贈
答
品
で
あ
っ
た
と
い
う
金
子
氏
・
大
久

保
氏
の
推
論
を
揺
ら
す
方
向
性
が
読
み
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
大
型
判
の
み
な
ら
ず

小
型
判
や
中
型
判
も
ま
た
贈
答
品
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

大
型
判
に
焦
点
を
据
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
贈
答
品
で
あ
っ
た
可
能
性
を
増
大
さ
せ

こ
そ
す
れ
、
否
定
す
る
方
向
に
は
は
た
ら
か
な
い
仮
説
で
あ
る
。

中
良
は
、
奥
医
師
の
次
男
で
あ
っ
て
大
名
で
は
な
い
が
、
実
は
、
少
な
く
と
も

田
善
（
元
の
老
中
で
あ
り
、
白
河
藩
主
で
あ
る
松
平
定
信
に
見
い
だ
さ
れ
、
そ
の

委
嘱
に
よ
っ
て
銅
版
画
製
作
に
携
わ
っ
た
と
い
う
経
歴
を
も
つ
）
の
場
合
に
は
、

あ
ら
ゆ
る
作
品
が
基
本
的
に
「
私
的
」
な
も
の
で
あ
り
（
商
品
流
通
経
路
を
通
し

て
販
売
す
る
も
の
で
は
な
く
）、
そ
れ
ら
は
「
贈
答
品
」
と
し
て
（
非
商
売
物
と
し

て
）
扱
わ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
推
測
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

出
版
物
の
自
主
検
閲
の
由
来
と
い
う
の
は
、
木
版
と
い
う
複
製
可
能
な
技
術
を

克
服
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
複
製
の
規
制
・
監
視
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
、
銅
版
画
の
場
合
、
複
製
の
規
則
・
禁
止
は
ま
だ
不
必
要
で
あ
っ
た
と

考
え
て
よ
い
。

そ
も
そ
も
、
一
度
版
刻
す
れ
ば
、
あ
と
は
版
木
の
摩
滅
す
る
ま
で
墨
を
乗
せ
て

摺
り
出
せ
ば
摺
出
が
可
能
で
あ
り
、
関
係
す
る
技
術
者
も
大
量
に
存
在
す
る
木
版

法
と
は
異
な
り
、
腐
食
銅
版
画
の
場
合
、
た
だ
単
に
版
材
に
墨
を
乗
せ
て
擦
れ
ば

摺
出
が
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
特
定
の
薬
品
の
介
在
が
不

可
欠
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
は
木
版
の
比
で
は
な
か
っ
た
。

実
際
に
木
版
画
に
比
べ
て
銅
版
画
の
現
存
数
が
極
め
て
少
な
い
の
は
、
そ
の
よ
う

な
技
術
的
・
費
用
的
な
理
由
か
ら
摺
出
数
が
限
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
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こ
れ
は
ま
た
、「
商
売
物
」
で
あ
る
こ
と
と
は
両
立
し
に
く
い
条
件
で
も
あ
る
。

ま
た
、
摺
出
数
が
少
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
商
売
物
で
は
な
か
っ
た
（
な
り
得
な

か
っ
た
、
も
し
く
は
な
り
に
く
か
っ
た
）
と
い
う
こ
と
の
理
由
と
し
て
、
そ
こ
に

異
色
さ
（
非
一
般
性
）
と
い
う
要
素
が
大
き
く
は
た
ら
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
（
田
善
の
銅
版
画
に
限
っ
て
も
よ
い
）
の
中
で
も
、

特
に
写
実
的
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
自
然
主
義
的
（
い
わ
ゆ
る
暗
黒
描
写
的
）
な

人
物
像
に
大
き
な
特
徴
を
も
つ
風
景
画
は
、
や
は
り
一
般
へ
の
訴
求
力
・
普
及
力

に
は
欠
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
第
一
の
傍
証
は
、
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
通
り
現
存
数
の
少
な
さ
で
あ
る
。

先
に
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
が
か
か
る
と
話
を
進
め
た
が
、
も
し
十
分
に
ペ
イ
す
る

背
景
が
、
つ
ま
り
そ
れ
だ
け
の
ニ
ー
ズ
が
確
保
で
き
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
は

よ
り
数
多
く
摺
出
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
（
同
時
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
）。
し

か
し
実
際
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

Ａ
　
そ
も
そ
も
そ
れ
ら
が
、（
浮
世
絵
の
よ
う
な
）
商
売
物
と
は
、
ま
た
別
の

形
で
取
引
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
。

Ｂ
　
同
時
に
、
も
し
商
売
物
と
な
っ
た
と
し
て
も
十
分
な
ニ
ー
ズ
を
確
保
で

き
な
か
っ
た
こ
と
。

と
い
う
二
つ
の
条
件
が
相
互
交
渉
的
に
作
用
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
来
る
と
、『
惜
字
帖
』
に
載
る
近
江
宮
川
藩
主
堀
田
正
穀
の

寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
刊
の
銅
版
摺
物
（『
桂
川
の
人
々
』
続
篇
21
―
24
頁
）

の
存
在
か
ら
も
ま
た
一
定
の
示
唆
を
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
は
、
こ
れ
は
白

抜
き
の
銅
版
図
で
は
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
銅
版
画
の
作
製
を
試
み
る
大
名
が
実

際
に
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
技
術
や
資
金
の
問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

銅
版
趣
味
と
も
呼
ぶ
べ
き
空
気
が
少
な
く
と
も
一
部
の
大
名
の
間
に
存
在
し
た
こ

と
を
看
取
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
趣
味
が
銅
版
画
の
普
及
に
伴
っ
て
拡
大

し
て
行
っ
た
と
い
う
経
緯
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
、
そ
れ
を
配
り
物

（
贈
答
品
）
と
し
て
贈
っ
た
実
例
が
、
こ
こ
に
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
大
名
（
定

信
）
か
ら
大
名
へ
と
い
う
先
の
金
子
氏
の
推
定
と
は
や
や
異
な
り
、
大
名
か
ら
将

軍
付
き
の
医
師
、
も
し
く
は
一
時
期
定
信
の
家
臣
で
あ
っ
た
そ
の
弟
に
贈
ら
れ
た

と
い
う
事
例
で
は
あ
る
が
、
銅
版
画
が
贈
答
品
と
し
て
高
家
の
間
を
行
き
来
し
た

事
実
は
軽
視
で
き
な
い

（
20
）

。

た
だ
、
こ
の
銅
版
画
の
場
合
、
そ
れ
が
銅
版
画
で
あ
る
事
実
と
同
時
に
、
刻
さ

れ
た
銅
皷
自
体
が
、
当
時
大
名
を
始
め
と
す
る
文
人
た
ち
の
間
で
（
や
や
後
に
、

一
般
の
町
人
の
間
に
も
）
流
行
を
極
め
た
考
証
学
的
な
嗜
好
対
象
で
あ
る
と
い
う

意
味
合
い
も
併
せ
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
こ
れ
を
風
景
画
で
あ
る

（
大
型
判
の
場
合
）
田
善
の
銅
版
画
と
一
様
に
論
じ
る
こ
と
が
、
必
ず
し
も
妥
当
で

あ
る
と
は
限
ら
な
く
な
っ
て
来
る
。

た
だ
し
、
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
森
島
中
良
に
と
っ
て
、

こ
の
銅
皷
図
も
田
善
の
風
景
画
も
、
同
じ
よ
う
に
珍
重
し
愛
蔵
す
べ
き
対
象
で
あ

り
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
は
『
惜
字
帖
』
と
名
付
け
た
貼
付
帳
に
貼
付
す
べ
き
対
象
で

あ
っ
た
と
い
う
点
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
惜
字
帖
』
に
は
、
中
良
が
「
奥
州
光
堂

之
一
切
経
」
云
々
と
注
記
す
る
中
尊
寺
の
金
泥
の
写
経
、
ま
た
、
現
存
す
る
最
古

の
瓦
版
と
言
わ
れ
る
「
大
坂
安
部
之
合
戦
図
」
な
ど
の
稀
少
・
貴
重
資
料
か
ら
、

浜
松
宿
に
煙
管
筒
を
置
き
忘
れ
た
と
き
の
宿
屋
の
メ
モ
や
風
呂
屋
の
休
業
チ
ラ
シ
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に
至
る
ま
で
、
実
に
種
々
雑
多
な
資
料
（「
文
字
を
愛
す
る
帖
」
と
い
う
表
題
の
通

り
、
字
が
書
か
れ
た
紙
）
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
客
観
的
に

見
て
貴
重
で
あ
っ
た
り
稀
少
で
あ
る
も
の
ば
か
り
が
収
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い

（
21
）

。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
田
善
の
銅
版
画
（
全
体
）
は
、
や
は
り

商
売
物
で
あ
る
よ
り
は
贈
答
品
で
あ
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
私
の
言
う
「
贈
答
品
」
と
は
、
金
子
氏
や
大
久
保
氏
が
言
う
も
の
と
は
や
や

異
な
っ
た
意
味
合
い
に
お
い
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
論
点
を
と
り
あ
え
ず
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
田
善
の
銅
版
画
の
多
く
は
、

商
品
で
は
な
く
贈
答
品
に
供
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
現
状
に
お

い
て
は
大
久
保
氏
が
言
う
よ
う
に
、「
大
型
判
の
摺
物
説
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
草

創
期
に
近
い
時
期
の
銅
版
画
の
頒
布
形
態
を
考
え
る
上
で
の
重
要
な
材
料
と
な
る

も
の
だ
け
に
、
慎
重
に
今
後
の
新
た
な
資
料
の
発
見
を
待
っ
た
ほ
う
が
適
切
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
態
度
が
最
も
穏
当
で
あ
ろ
う

（
22
）

。

三
　
新
視
角
導
入
の
問
題
―
田
善
と
江
漢
と
「
平
賀
ぶ
り
」

と
こ
ろ
で
、
大
久
保
氏
は
、

浮
絵
の
図
様
に
と
ら
わ
れ
た
江
漢
に
対
し
て
、
江
戸
名
所
を
見
る
新
し
い

視
点
を
導
入
し
た
田
善
。
両
者
の
作
画
姿
勢
の
違
い
は
、
江
戸
で
生
ま
れ
育

っ
た
江
漢
と
、
陸
奥
の
須
賀
川
育
ち
で
、
初
老
の
頃
に
よ
う
や
く
江
戸
に
出

て
き
た
田
善
の
違
い
、
す
な
わ
ち
、
江
戸
の
名
所
景
観
の
共
有
イ
メ
ー
ジ
に

対
す
る
親
疎
の
差
が
、
ひ
と
つ
の
要
因
と
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

と
述
べ
て
い
る
（
前
掲
論
文
）。
こ
の
視
点
に
立
て
ば
、
江
漢
は
ど
こ
ま
で
も
浮
世

絵
師
と
し
て
の
素
養
を
捨
て
ら
れ
ず
、
田
善
は
そ
こ
か
ら
自
由
で
あ
っ
た
と
言
い

換
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。「
こ
れ
ま
で
は
浮
世
絵
風
景
画
の
完
成
に
関
し
て
、

江
漢
画
の
果
た
し
た
役
割
を
過
大
評
価
し
す
ぎ
、
逆
に
田
善
画
の
影
響
力
に
対
す

る
評
価
は
い
さ
さ
か
過
小
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
い
う
立
場
に
立
つ
大

久
保
氏
は
田
善
の
評
価
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
の
だ
が
（
そ
れ
は
十
分
に
理
解

で
き
る
の
だ
が
）
た
だ
し
、
江
漢
に
は
江
漢
な
り
の
新
規
角
導
入
へ
の
野
心
は
あ

り
、
田
善
に
も
ま
た
（
こ
れ
は
大
久
保
氏
も
言
う
よ
う
に
）
従
来
の
図
様
に
も
多

く
を
準
拠
し
て
い
る

（
23
）

。

田
善
と
江
漢
の
違
い
を
、「
江
戸
の
名
所
景
観
の
共
有
イ
メ
ー
ジ
に
対
す
る
親
疎

の
差
」
に
求
め
る
大
久
保
氏
の
論
旨
は
新
鮮
で
あ
る
。
私
は
む
し
ろ
、
外
来
者
の

目
の
み
が
見
得
る
光
景
と
い
う
原
型
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
こ
こ
に
も
作
用
し
て

い
る
と
理
解
す
る
も
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
「
親
疎
の
差
」
も
大
き
く
介

在
し
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
田
善
の
場
合
、
額
縁
部
分
の
意
匠
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
は
一
種
の

タ
ベ
ス
ト
リ
ー
を
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
あ
ら
か
じ
め
額
装
さ

れ
た
絵
画
を
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
よ
り
非
日
本
的
な
（
よ
り

純
粋
に
舶
来
銅
版
画
へ
の
準
拠
を
押
し
立
て
た
）
何
物
か
へ
の
接
近
を
意
味
し
た
。

月
遷
風
の
水
墨
画
を
よ
く
し
て
い
た
須
賀
川
時
代
の
田
善
に
目
を
付
け
、
銅
版

画
の
習
得
を
勧
め
た
の
が
定
信
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
は
、
事
実
と
見
て
よ
い
だ

ろ
う
。
と
い
う
よ
り
、
田
善
の
場
合
、
銅
版
画
へ
の
切
実
な
（
純
粋
な
興
味
関
心

に
発
す
る
）
接
近
と
い
う
契
機
を
、（
江
漢
と
比
べ
て
も
）
そ
の
経
歴
の
中
に
見
つ



1 2 8

け
る
の
は
難
し
い
。
こ
れ
は
、
江
漢
は
純
粋
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
問
題
で
は

な
い
。
田
善
は
、
は
た
し
て
自
由
意
志
か
ら
楽
し
ん
で
銅
版
画
を
制
作
し
て
い
た

の
か
ど
う
か
と
問
い
た
だ
し
た
く
な
る
要
素
が
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
例
え

ば
、
こ
れ
は
結
果
論
で
あ
る
が
、
須
賀
川
に
隠
退
し
た
田
善
は
、
弟
子
を
と
っ
た

も
の
の
、
後
継
者
を
、
つ
ま
り
は
腐
食
銅
版
画
法
を
育
て
る
と
い
う
意
志
を
示
し

て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る

（
24
）

。

先
の
老
中
主
座
で
あ
り
現
役
の
白
河
藩
主
で
あ
る
松
平
定
信
に
目
を
か
け
ら
れ
、

直
々
に
銅
版
画
法
の
習
得
を
懇
請
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
そ
の
依
頼
を

断
わ
る
な
ど
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
ま
さ
し
く
常

軌
を
逸
し
て
名
誉
な
こ
と
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
環
境
の
中
で
、
亜

欧
堂
田
善
は
数
々
の
、
現
代
に
も
評
価
さ
れ
る
作
品
を
残
し
た
。
し
か
し
田
善
作

品
に
共
通
す
る
あ
る
種
の
バ
ラ
ン
ス
の
悪
さ
、
よ
く
言
え
ば
大
胆
さ
・
斬
新
さ
は
、

あ
る
種
の
開
き
直
っ
た
気
分
が
生
ま
し
め
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
、
筆
者
は

し
ば
し
ば
考
え
る
の
で
あ
る
。

現
代
の
評
者
た
ち
か
ら
は
、
オ
ー
ソ
ド
キ
シ
ー
を
欠
い
た
、
そ
れ
ま
で
に
な
い

斬
新
な
視
覚
と
評
さ
れ
る
構
図
も
、
も
っ
と
偶
発
的
な
、
や
や
極
端
に
言
え
ば
、

た
ま
た
ま
そ
こ
に
座
っ
て
ス
ケ
ッ
チ
を
し
た
構
図
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
。
そ
の
時
、
花
の
お
江
戸
に
生
ま
れ
て
水
道
の
水
で
産
湯
を
つ
か

っ
た
江
戸
っ
子
絵
師
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
そ
ん
な
場
所
に
は
座
ら
な
い
と
い
う
自

制
が
は
た
ら
く
だ
ろ
う
。
大
久
保
氏
の
言
葉
を
借
り
て
同
じ
こ
と
を
逆
か
ら
言
え

ば
、「
江
戸
の
名
所
景
観
の
共
有
イ
メ
ー
ジ
に
対
す
る
」「
疎
」（
む
し
ろ
「
親
」
を

欠
く
素
養
な
り
経
歴
）
と
い
う
立
場
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
可
能
に
な
っ
た
と
い
う

意
味
合
い
が
、
田
善
の
場
合
大
き
い
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

叙
上
の
如
く
、
筆
者
に
と
っ
て
大
久
保
氏
の
論
は
非
常
に
刺
激
的
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
の
江
漢
贔
屓
の
（
と
い
う
よ
り
、
ハ
ナ
か
ら
田
善
を
無
視
し
た
）
傾
向

に
ク
サ
ビ
を
打
ち
、
田
善
の
価
値
を
論
じ
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
必
要
以
上
に
声
高

な
、
よ
り
明
確
に
田
善
の
肩
を
も
つ
論
調
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
筆
者
に
も
十
分

理
解
で
き
る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
思
い
が
余
っ
て
、
冷
静
に
見
る
と
逆
に
田
善

贔
屓
に
傾
い
た
気
配
が
、
せ
っ
か
く
の
好
論
の
妙
味
を
し
ば
し
ば
打
ち
消
し
て
い

る
こ
と
が
残
念
で
あ
っ
た
。

筆
者
は
、
田
善
に
よ
る
「
江
戸
名
所
を
見
る
新
し
い
視
点
」
の
「
導
入
」
を
、

「
江
戸
で
生
ま
れ
育
っ
た
江
漢
」
と
対
比
し
て
、「
陸
奥
の
須
賀
川
育
ち
で
、
初
老

の
頃
に
よ
う
や
く
江
戸
に
出
て
き
た
田
善
」
と
い
う
幾
重
も
の
意
味
で
の
身
体
性

に
求
め
、「
江
戸
の
名
所
景
観
の
共
有
イ
メ
ー
ジ
に
対
す
る
親
疎
の
差
」
を
「
ひ
と

つ
の
要
因
」
と
見
る
大
久
保
氏
の
視
点
が
、
源
内
の
描
い
た
「
江
戸
」
が
完
全
に

「
新
し
い
視
点
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
、
文
学
研
究
者
高
田
衛
氏

の
解
釈

（
25
）

と
重
な
る
こ
と
に
心
地
よ
い
興
奮
を
覚
え
た
。
む
し
ろ
、
あ
る
位
相
に
お

い
て
源
内
の
新
文
体
「
平
賀
ぶ
り
」
の
理
解
に
欠
か
せ
な
い
補
助
線
は
、
絵
画
も

し
く
は
「
見
る
こ
と
」
そ
の
も
の
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
改
め
て
感
じ
た
の
で

あ
る

（
26
）

。
紙
数
も
尽
き
た
。
同
時
代
に
お
け
る
「
絵
画
」
と
「
文
学
」
と
の
関
わ
り
に
つ

い
て
は
、
言
い
換
え
れ
ば
田
善
や
江
漢
と
平
賀
源
内
と
の
関
わ
り
に
関
し
て
は
、

場
を
改
め
て
考
察
を
試
み
た
い
。



亜欧堂田善銅版画の位置づけ1 2 9

（
１
）
拙
稿
「
森
島
中
良
と
草
創
期
銅
版
画
―
―
亜
欧
堂
田
善
・
司
馬
江
漢
と
の
交
渉
を
中

心
に
―
―
」（『
大
坂
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
紀
要
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
一
年
）。

本
稿
で
の
依
拠
資
料
の
大
半
は
、
前
稿
に
一
覧
し
た
も
の
に
基
づ
く
。
本
稿
で
は
、

新
た
に
依
拠
し
た
も
の
、
特
に
重
要
な
も
の
の
み
を
掲
げ
た
。

（
２
）
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
刊
の
石
井
了
考
の
句
集
『
青
蔭
集
』
に
「
陸
奥
国
石
川

郡
大
隅
滝
芭
蕉
翁
碑
之
図
」
を
寄
せ
た
頃
に
は
、
す
で
に
須
賀
川
に
退
隠
し
て
い
た

と
い
う
の
が
現
在
の
通
説
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
３
）『
惜
字
帖
』
を
広
く
紹
介
し
た
今
泉
源
吉
氏
の
『
蘭
学
の
家
　
桂
川
の
人
々
』
続
篇

（
篠
崎
書
林
、
一
九
六
八
年
）
に
、
す
で
に
「
中
良
の
注
し
た
当
時
は
田
善
が
郷
里

に
隠
棲
し
て
い
た
ら
し
く
思
え
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。
今
泉
氏
は
「
中
良
の
注
し

た
当
時
」
を
明
確
に
指
定
し
て
い
な
い
が
、『
惜
字
帖
』
装
丁
の
文
化
元
年
（
一
八

〇
四
）
か
ら
、
中
良
没
の
同
七
年
（
一
八
一
〇
）
ま
で
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。

（
４
）『
永
田
由
緒
』
に
よ
る
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
諸
家
と
り
た
て
て
疑
問
を
呈
す
る

も
の
は
な
い
。
年
記
が
正
確
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
点
は
と
り
あ
え
ず
措
い
て
も
、

そ
の
後
の
経
緯
に
照
ら
し
て
も
田
善
が
定
信
に
見
い
だ
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
５
）
一
説
に
、
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
か
ら
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
ま
で
の
足
掛

け
四
年
間
、
田
善
が
長
崎
で
銅
版
画
法
の
習
得
に
励
ん
だ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
も

し
、
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、
江
戸
で
の
作
画
期
は
享
和
二
年
中
以
後
、
文
化
元
年
ま

で
の
ほ
ぼ
二
年
間
と
い
う
短
期
間
と
な
り
、
文
化
元
年
以
前
の
須
賀
川
隠
退
は
、
ほ

と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
西
村
貞
（『
日
本
初
期
洋
画
の
研
究
』
全
国
書

房
、
一
九
四
五
年
）
・
岡
村
千
曳
（『
紅
毛
文
化
史
話
』
創
元
社
、
一
九
五
三
年
）

両
氏
の
論
以
来
、
田
善
の
長
崎
遊
学
説
は
疑
問
視
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
考
慮
に
入

れ
な
く
て
よ
い
も
の
と
考
え
る
。
少
な
く
と
も
、
田
善
筆
の
小
倉
村
講
中
奉
納
絵
馬

が
満
福
寺
（
福
島
県
小
野
町
）
に
奉
納
さ
れ
た
享
和
二
年
に
は
、
田
善
は
白
河
城
下

に
い
た
と
見
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
の
制
作
に
与
か
る
「
多
賀
城
碑
」
は
、
二
年

前
の
「
驪
山
比
翼
塚
」
が
江
戸
と
の
関
わ
り
の
幾
重
に
も
強
い
作
で
あ
っ
た
の
に
対

し
て
、
い
か
に
も
陸
奥
と
の
縁
を
感
じ
さ
せ
る
モ
チ
ー
フ
と
言
え
る
。
宮
城
県
中
部

に
位
置
す
る
多
賀
城
市
に
現
存
す
る
碑
は
、
別
名
「
壺
の
碑
」
と
も
呼
ば
れ
、
芭
蕉

の
『
奥
の
細
道
』
に
も
登
場
す
る
。
多
賀
城
設
置
の
由
来
を
記
し
た
天
平
宝
字
六
年

（
七
六
二
）
記
の
碑
文
は
、
江
戸
時
代
後
期
（
田
善
の
同
時
代
）
に
は
考
証
随
筆
の

格
好
の
題
材
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
版
本
に
も
繰
り
返
し
描
か
れ
る
。
田
善

の
場
合
は
、
出
身
地
と
同
じ
奥
州
の
古
跡
に
対
す
る
親
和
感
が
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
を

支
え
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
述
べ
た
通
り
、
多
賀
城
碑
は
江
戸
で
も

広
く
知
ら
れ
た
名
所
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
が
江
戸
で
作
画
さ
れ
（
売
り
出
さ
れ
る

か
贈
答
品
と
さ
れ
）
る
こ
と
も
、
十
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
逆
に
、
同
じ

く
文
化
四
年
に
着
手
し
、
同
七
年
に
完
成
し
た
『
新
訂
万
国
全
図
』
や
、
同
六
年
の

『
新
鐫
総
界
全
図
』
に
お
け
る
高
橋
景
保
と
の
関
わ
り
よ
り
、
こ
の
間
田
善
は
江
戸

に
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
類
推
の
及
ん
だ
気
配
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
例
も
ま
た

必
ず
し
も
田
善
の
在
江
戸
を
一
〇
〇
％
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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
の
銅
版
画
（
上
）（
下
）」

（『
美
術
研
究
』
329
・
330
、
一
九
八
四
年
九
・
十
二
月
）
参
照
。

（
６
）
大
槻
如
電
編
『
新
選
洋
学
年
表
』（
私
家
版
、
一
九
二
七
年
。
伯
林
社
版
、
一
九
六

三
年
）
に
よ
る
。
た
だ
し
大
槻
如
電
は
、
そ
の
典
拠
を
示
す
こ
と
な
く
、
現
在
に
至

る
ま
で
、
こ
の
こ
と
を
記
し
た
原
資
料
に
つ
い
て
は
未
詳
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
大

槻
玄
沢
の
『
西
賓
対
晤
』
や
木
村
孔
斎
の
『
小
峰
立
逆
旅
偶
筆
』（
森
銑
三
氏
の
指

摘
に
よ
る
。『
著
作
集
』
正
編
、
第
12
巻
参
照
）
に
よ
っ
て
、
寛
政
六
年
前
後
に
彼

が
白
川
藩
士
（「
松
平
越
中
守
家
来
」）
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
お
そ
ら
く

は
、
中
良
の
友
人
で
あ
っ
た
（
拙
著
『
万
象
亭
森
島
中
良
の
文
事
』
輪
林
書
房
、
一

九
九
五
年
、
第
二
章
第
八
節
「
森
島
中
良
と
大
槻
玄
沢
」
を
参
照
）
玄
沢
の
記
録
が

旧
大
槻
家
文
書
の
中
に
あ
り
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
記
し
た
史
料
は
、
早

稲
田
大
学
図
書
館
洋
学
文
庫
に
収
ま
る
以
前
に
散
逸
し
た
も
の
と
類
推
さ
れ
る
。

（
７
）「
以
上
」
と
い
う
の
は
、
今
泉
氏
が
確
認
さ
れ
た
範
囲
で
同
じ
図
柄
の
も
の
（「
愛
宕

山
二
」）
が
一
枚
挟
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
（『
桂
川
の
人
々
』
続
篇
、
26
頁
）、

今
泉
氏
の
推
定
に
よ
れ
ば
「
も
っ
と
た
く
さ
ん
ほ
か
の
図
も
あ
っ
た
も
の
と
思
う
が
、

百
数
十
年
の
変
遷
中
に
散
逸
し
て
た
っ
た
一
葉
残
っ
た
の
で
も
あ
ろ
う
」
と
い
う
可

能
性
が
残
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
筆
者
は
、
中
良
が
張
り
込
ん
だ
二
十
枚
の
田
善

作
銅
版
画
の
ほ
か
に
、
そ
れ
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
銅
版
画
が
余
っ
て
い
た
と
は
思
わ
な

い
。
と
い
う
の
も
、『
惜
字
帖
』
に
挟
み
込
ま
れ
た
一
枚
は
、
す
で
に
張
り
込
ん
だ

も
の
の
一
枚
と
同
じ
図
柄
で
あ
っ
た
か
ら
貼
付
せ
ず
に
挟
み
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
も
し
他
に
貼
付
さ
れ
ず
に
挟
み
込
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ま
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
同
じ
よ
う
に
同
図
が
二
枚
以
上
あ
っ
た

ゆ
え
と
類
推
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
８
）
磯
崎
康
彦
『
亜
欧
堂
田
善
の
研
究
』（
雄
松
堂
書
店
　
一
九
八
〇
年
）
に
従
う
。

（
９
）「
ほ
ぼ
」
と
い
う
の
は
、
定
信
の
場
合
、
例
え
ば
田
沼
意
次
な
ど
と
は
異
な
り
、
失

脚
な
ど
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
老
中
致
仕
以
後
も
幕
閣
に
対
す
る
隠
然
た
る
勢
力
を

あ
る
程
度
は
保
ち
続
け
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。『
続
徳
川
実
記
』
な
ど
参
照
。

（
10
）「
江
漢
」
と
い
う
号
に
は
、「
江
戸
の
お
と
こ
」
と
い
う
含
意
も
込
め
ら
れ
て
い
た
か
。

い
わ
ゆ
る
「
江
戸
っ
子
」
意
識
で
あ
り
、
宵
越
し
の
金
は
持
た
ぬ
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム

（「
通
」）
の
姿
勢
の
表
明
で
あ
っ
て
、
江
漢
の
事
蹟
を
こ
の
視
角
か
ら
検
討
す
る
こ

と
も
、
今
後
試
み
ら
れ
て
よ
い
。

（
11
）
拙
共
著
『
西
日
本
人
物
誌
　
仙

』（
西
日
本
新
聞
社
、
一
九
九
八
年
）
な
ど
画
僧

仙

に
関
す
る
研
究
、
ま
た
多
数
の
浮
世
絵
師
の
参
加
に
よ
っ
て
成
立
し
た
、
浮

世
絵
と
極
め
て
関
連
深
い
出
版
物
で
あ
る
戯
作
（
と
り
わ
け
春
信
に
「
東
錦
絵
」
の

創
始
の
き
っ
か
け
を
与
え
た
と
さ
れ
る
平
賀
源
内
な
ど
）
の
研
究
の
ほ
か
版
画
家
名

嘉
睦
稔
氏
と
の
交
友
か
ら
得
た
示
唆
が
大
き
い
。

（
12
）『
国
立
歴
史
民
族
博
物
館
研
究
報
告
』（
第
97
集
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
13
）『
江
戸
名
所
　
隅
田
川
　
絵
解
き
案
内
』（
小
学
館
、
一
九
九
八
年
）。
大
久
保
氏
は

「
本
図
の
茶
屋
も
お
そ
ら
く
名
物
の
永
代
団
子
を
商
う
店
で
あ
ろ
う
」
と
控
え
目
だ

が
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
14
）「
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
号
、
一
九
九
七
年
）。

（
15
）
そ
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
真
景
図
」
に
対
し
て
、
同
時
代
人
た
ち
は
、
現
代
の
私

た
ち
の
何
倍
も
強
く
「
異い
」
な
る
感
覚
を
感
じ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、

銅
版
画
の
「
新
し
さ
」
の
も
た
ら
す
イ
ン
パ
ク
ト
の
内
に
解
消
さ
れ
た
の
で
も
あ
り

（
と
り
わ
け
画
業
を
こ
と
と
す
る
者
に
関
し
て
は
）、
あ
る
意
味
で
そ
の
「
異
様
さ
」

を
希
釈
し
た
先
に
、
大
久
保
氏
の
言
う
よ
う
な
歌
川
国
芳
や
安
藤
広
重
に
よ
る
「
継

承
」
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
松
平
定
信
は
田
安
家
の
次
男
で
あ
る
。

（
16
）
も
ち
ろ
ん
そ
の
中
に
は
松
平
定
信
が
お
り
、
彼
こ
そ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
田
善
に

最
も
重
要
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
も
た
ら
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。

（
17
）
大
久
保
氏
も
言
及
す
る
細
野
正
信
氏
（『
日
本
の
美
術
　
洋
風
版
画
』
至
文
堂
、
一

九
六
九
年
）
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
木
版
摺
「
大
日
本
創
製
　
西
洋
画
鏤
盤
摺
　
亜

欧
堂
」
の
文
字
の
あ
る
袋
及
び
版
木
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
が
、「
江
戸
土
産
と

し
て
制
作
さ
れ
た
こ
の
小
判
シ
リ
ー
ズ
の
も
の
」
と
い
う
解
釈
は
、
お
そ
ら
く
そ
の

通
り
で
あ
ろ
う
。
袋
入
り
の
銅
版
画
揃
え
が
、
お
そ
ら
く
は
一
般
の
本
屋
か
ら
売
り

出
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
そ
の
出
版
を
め
ぐ
る
法
的
な
対
応
を
知
り
た
く

思
う
が
、
銅
版
画
の
販
売
に
関
し
て
の
具
体
的
な
背
景
は
全
く
明
ら
か
で
は
な
い
。

た
だ
、
右
の
袋
の
ど
こ
に
も
版
元
の
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で

示
唆
的
で
あ
る
。
可
能
性
の
ひ
と
つ
は
、
銅
版
画
の
販
売
が
違
法
（
も
し
く
は
法
的

に
未
整
備
の
対
象
）
で
あ
っ
た
た
め
に
正
式
な
販
売
経
路
を
通
っ
て
で
は
な
く
（
版

本
で
言
え
ば
艶
本
、
写
本
で
言
え
ば
実
録
な
ど
の
よ
う
な
）
水
面
下
で
の
販
売
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、「
大
日
本
創
製

西
洋
画
鏤
盤
摺
　
亜
欧
堂
」
の
袋
は
業
者
に
依
頼
し
て
つ
く
ら
せ
た
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
が
必
ず
し
も
市
販
品
で
は
な
く
贈
答
品
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
（
版

本
で
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
配
り
本
と
同
等
の
形
式
）。
と
い
う
の
も
、
こ
の
表
題
と

り
わ
け
「
大
日
本
創
製
」
と
い
う
表
現
は
、
か
つ
て
平
賀
源
内
が
、
寒
熱
昇
降
図
に

用
い
た
も
の
と
全
く
同
一
で
あ
り
（
平
賀
源
内
先
生
顕
彰
会
『
平
賀
源
内
全
集
』
下

巻
付
録
）、
そ
の
場
合
に
も
源
内
の
器
具
は
市
販
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
贈
答
品

と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
「
贈
答
品
」
が
「
商
品
」

で
も
あ
る
と
い
う
局
面
は
（
と
り
わ
け
、
こ
れ
ら
の
珍
物
に
関
し
て
は
）
常
に
考
え

ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
等
価
交
換
の
対
象
で
あ
る
一
般
的
な
商
品
で
な
く
と
も
、
投

資
あ
る
い
は
投
機
的
な
商
品
も
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
も
は
や
贈
答
品
と
の
間
に
差
は

な
い
と
い
う
見
方
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

（
18
）
銅
版
画
と
い
う
新
た
に
出
現
し
た
メ
デ
ィ
ア
自
体
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
れ
ば
よ
い

の
か
、
草
子
屋
仲
間
や
本
屋
仲
間
を
悩
ま
せ
た
の
に
違
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
本

屋
仲
間
が
結
成
さ
れ
た
き
っ
か
け
は
、
重
板
（
覆
刻
）
・
類
板
（
類
似
品
）
の
摘
発

に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
し
か
し
銅
版
の
場
合
、
幕
末
ま
で
に
そ
の
技
術
・
方
法
の

み
に
よ
っ
て
一
冊
の
本
を
構
成
す
る
（
す
べ
て
銅
版
で
つ
く
ら
れ
た
）
事
例
は
出
現

し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
銅
版
画
の
作
成
主
体
が
既
存
の
本
屋
仲
間

と
は
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
も
、
彼
ら
が
主
体
的
に
銅
版
画
に
関
与
し
な
か

っ
た
（
権
利
を
主
張
し
な
か
っ
た
）
大
き
な
理
由
か
も
し
れ
な
い
。

（
19
）
見
世
物
と
し
て
の
浮
絵
に
関
し
て
は
、
内
山
淳
一
『
江
戸
の
好
奇
心
―
美
術
と
科
学

の
出
会
い
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
一
年
）
に
詳
し
い
。
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（
20
）
白
抜
き
の
銅
版
画
に
つ
い
て
は
、
西
村
貞
氏
が
定
信
の
『
退
閑
雑
記
』
に
見
え
る
備

中
松
山
藩
の
松
原
左
仲
に
よ
る
漆
を
腐
食
地
に
用
い
た
方
法
を
挙
げ
て
、
田
善
の
小

型
銅
版
画
「
二
州
橋
夏
夜
図
」
の
花
火
や
渦
巻
模
様
の
白
抜
き
法
の
実
例
に
つ
い
て

言
及
し
て
い
る
（『
日
本
初
期
洋
画
の
研
究
』）。
こ
の
「
銅
皷
図
」
が
そ
れ
と
ど
う

関
わ
る
か
は
未
詳
で
あ
る
が
、
白
抜
き
銅
版
画
に
関
し
て
補
足
し
て
お
く
。

（
21
）
そ
れ
ら
は
、
世
間
的
な
価
値
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
ず
れ
も
、
中
良
に
と
っ
て

は
重
要
な
品
々
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
拙
稿
「
一
枚
の
覚
え
書
き
か
ら
―
江
戸
時
代

一
文
人
の
趣
味
と
娯
楽
」（
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
産
業
研
究
所
紀
要
『G

am
b
lin
g

＆G
am
ing

』
４
、
二
〇
〇
二
年
）
に
論
じ
た
。

（
22
）
商
品
か
贈
答
品
か
と
い
う
問
い
か
け
は
、
と
り
わ
け
、
江
戸
時
代
の
文
学
・
芸
術
、

当
時
の
呼
称
に
よ
れ
ば
「
芸
」
に
は
不
可
欠
の
問
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
視
角
で
あ
る
だ
け
に
、
今
後
の
集
中
的
な

調
査
・
検
討
・
考
察
が
望
ま
れ
る
と
付
記
し
て
お
き
た
い
。

（
23
）
ス
ケ
ッ
チ
か
先
行
作
例
の
利
用
か
と
い
う
問
題
は
、
金
子
信
久
氏
も
「
亜
欧
堂
田
善

筆
『
浅
間
山
真
景
図
屏
風
』
の
成
立
過
程
」（『
美
術
史
』
133
、
一
九
九
二
年
）
で
論

じ
て
い
る
が
、
明
確
な
結
論
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。「
浅
間
山
真
景
図
屏
風
」
の
ほ

か
に
も
「
佃
島
真
景
図
」
な
ど
、「
真
景
図
」
を
う
た
う
も
の
が
本
当
に
臨
写
・
ス

ケ
ッ
チ
で
あ
る
の
か
ど
う
か
。
田
善
に
は
「
総
州
真
景
図
藁
」（
千
葉
中
央
博
物
館

蔵
）
の
よ
う
な
、
明
ら
か
に
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
と
目
す
べ
き
事
例
も
あ
り
、
そ
の
意

味
で
「
真
景
」
は
臨
写
と
と
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
な
お
こ
の
方
面

か
ら
の
検
討
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
24
）
注
（
１
）
の
拙
稿
「
森
島
中
良
と
草
創
期
銅
版
画
―
―
亜
欧
堂
田
善
・
司
馬
江
漢
と

の
交
渉
を
中
心
に
―
―
」
で
論
じ
た
。

（
25
）「
遊
民
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
―
―
源
内
の
滑
稽
と
文
章
言
語
―
―
」（
初
出
『
ユ
リ
イ
カ
』

一
九
八
八
年
四
月
号
、『
江
戸
文
学
の
虚
構
と
形
象
』
森
話
社
、
二
〇
〇
一
年
所
収
）

な
ど
。

（
26
）
不
十
分
で
は
あ
る
が
、
拙
稿
「
平
賀
源
内
に
お
け
る
芸
能
の
意
味
」（『
日
本
文
学
』

一
九
八
八
年
八
月
号
）、「〈
平
賀
ぶ
り
〉
の
生
成
―
―
『
根
南
志
具
佐
』
と
狂
言

「
八
尾
」
と
の
関
わ
り
を
中
心
と
し
て
―
―
」（『
日
本
文
学
』
一
九
九
一
年
五
月
号
）、

「
式
亭
三
馬
に
お
け
る
「
ふ
り
」
―
―
風
来
山
人
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
、
文
体
の

論
と
し
て
―
―
」（『
日
本
文
学
』
一
九
九
八
年
一
月
号
）
に
論
じ
た
。

【
付
　
記
】

本
稿
は
、
注
（
１
）
に
掲
げ
た
拙
稿
の
補
論
と
し
て
構
想
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ

り
、
大
阪
と
の
関
わ
り
を
一
点
も
有
す
る
こ
と
の
な
い
内
容
ゆ
え
、
大
阪
商
業
大
学
商
業

史
博
物
館
の
紀
要
に
投
じ
る
に
、
い
さ
さ
か
の
忸
怩
た
る
思
い
を
否
め
な
い
。
そ
の
こ
と

を
含
め
、
日
頃
か
ら
の
商
業
史
博
物
館
関
係
各
位
の
格
段
の
御
好
意
に
は
、
改
め
て
感
謝

の
意
を
表
し
て
お
き
た
い
。


