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写
真
的
視
覚
の
交
錯
と
近
代
日
本
絵
画
の
諸
相

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
写
真
的
視
覚
、
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
、
笑
い
、
遠
近
法
、
明
暗
法

【

要

旨

】

写
真
の
発
明
以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
見
る
こ
と
の
出
来
な
か

っ
た
視
覚
世
界
の
出
現
に
よ
り
人
々
は
新
た
な
視
覚
体
験
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。

初
め
は
銀
板
写
真
（
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
）
と
い
う
鏡
に
映
し
出
さ
れ
る
映
像
を
そ

の
ま
ま
固
定
化
し
た
感
の
す
る
美
し
く
妖
し
げ
な
、
し
か
し
左
右
逆
の
像
か
ら
出

発
し
た
写
真
は
露
光
時
間
を
短
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
動
き
の
一
瞬
を
切
り
と

り
、
凝
固
さ
せ
て
し
ま
う
、
人
間
の
目
が
関
知
す
る
領
域
以
上
の
分
野
に
入
っ
て

い
た
。
そ
れ
は
想
い
も
か
け
な
い
映
像
を
人
々
に
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
日

常
な
に
げ
な
く
撮
ら
れ
た
自
分
の
姿
を
見
て
い
る
と
、
お
の
れ
が
認
識
し
て
い
た

自
分
と
は
違
う
感
じ
の
写
真
に
よ
く
出
会
う
。
自
分
の
仕
草
を
連
続
で
し
か
捉
え

ら
れ
な
い
、
あ
る
い
は
固
定
し
た
と
思
っ
て
い
て
も
百
分
の
一
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
速

度
に
は
か
な
わ
な
い
、
こ
う
し
た
新
し
い
映
像
か
ら
、
絵
画
は
刺
激
を
受
け
そ
れ

を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
一
つ
の
例
と
し
て
顔
の
表
情
の
中
で
筋
肉
が
も

っ
と
も
活
発
に
動
く
笑
い
を
意
識
し
は
じ
め
た
。
一
瞬
の
笑
い
の
表
情
を
捉
え
た

写
真
は
や
が
て
石
版
画
や
ポ
ス
タ
ー
の
中
に
積
極
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
ま
た

写
真
は
真
実
を
写
す
と
い
う
考
え
方
に
、
何
の
抵
抗
感
も
な
く
人
々
は
受
け
入
れ

て
き
た
が
、
は
た
し
て
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
外
界
に
存
在
す
る
事
物
を
全
て
写

し
て
し
ま
う
と
い
う
圧
倒
的
な
力
に
よ
っ
て
考
え
る
暇
を
与
え
な
か
っ
た
だ
け
で

あ
る
。
写
真
を
よ
く
み
る
と
人
間
の
目
が
捉
え
た
視
覚
と
は
食
い
違
う
部
分
が
あ

る
。
そ
の
一
つ
に
遠
近
感
の
欠
如
が
あ
る
。
ま
た
明
暗
の
度
合
い
も
か
な
り
違
う
。

絵
画
に
お
け
る
遠
近
法
や
明
暗
法
は
そ
れ
よ
り
も
自
在
で
人
間
の
眼
に
近
い
視
覚

か
ら
、
誇
張
さ
れ
、
強
調
さ
れ
た
も
の
ま
で
幅
広
い
。
こ
こ
で
は
今
ま
で
余
り
追

求
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
の
分
野
を
写
真
的
視
覚
の
交
錯
と
し
て
考
え
、
そ

の
一
端
を
ま
と
め
た
。

横

田

洋

日
本
遠
征
記
に
見
る
銀
板
写
真
（
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
）
と
絵
画
・
・

封

印

さ

れ

た

鏡

の

映

像

．

．

（

注

１

）

（

図

２

．

３

）

最
新
の
銀
板
写
真
は
美
し
い
・
独
特
の
深
み
と
ト
ー
ン
を
持
ち
輝
い
て
い
る
。

光
の
反
射
の
角
度
に
よ
り
陰
画
に
も
陽
画
に
も
見
え
る
が
、
水
銀
に
よ
る
蒸
着

で
出
来
た
そ
の
丸
い
粒
子
の
せ
い
で
写
し
出
さ
れ
た
人
物
は
非
常
に
立
体
感
が

写
真
を
初
め
て
見
た
人
々
は
そ
の
再
現
性
に
つ
い
て
驚
き
、
恐
れ
、
お
の
の

き
を
持
っ
た
。
肉
眼
と
し
て
の
視
覚
世
界
の
再
現
性
と
写
真
的
視
覚
の
落
差
に

は
気
づ
か
な
い
ま
ま
、
写
真
の
再
現
性
の
み
が
、
強
烈
な
印
象
と
し
て
残
り
絵

画
の
リ
ア
リ
ズ
ム
以
上
の
再
現
性
を
持
つ
と
い
う
認
識
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
を
占

め
て
い
た
。
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
な
の
か
、
自
分
の
眼
に
映
っ
た
も
の
と
か
な

ら
ず
し
も
一
致
し
な
い
も
の
を
写
真
の
中
に
よ
く
見
る
こ
と
が
あ
る
。
写
真
に

撮
ら
れ
た
自
分
を
見
た
と
き
、
自
分
に
似
て
い
な
い
、
こ
ん
な
顔
を
し
て
い
た

の
か
と
思
う
こ
と
が
良
く
あ
る
。
一
瞬
の
表
情
を
切
り
と
っ
て
し
ま
う
写
真
は

自
己
が
認
識
し
て
い
る
容
貌
と
は
食
い
違
っ
て
し
ま
う
。
機
械
の
み
が
再
生
可

能
な
こ
う
し
た
表
情
は
写
真
以
前
に
は
な
か
っ
た
新
し
い
視
覚
の
世
界
で
あ

る
。
明
治
の
か
な
り
早
い
時
点
か
ら
人
物
写
真
の
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
も
ま
た
写
さ
れ
た
側
が
本
来
自
分
が
認
識
し
て
い
る
容
貌
と
か
な
り
食

い
違
っ
た
不
満
か
ら
出
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
絵
画

の
再
現
性
と
写
真
の
再
現
性
の
相
違
を
確
認
し
な
が
ら
、
写
真
的
視
覚
の
影
響

を
受
け
た
、
つ
ま
り
写
真
の
発
明
以
前
に
は
な
か
っ
た
表
現
を
持
つ
絵
画
に
つ

い
て
考
え
て
み
る
。
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あ
り
、
明
暗
の
調
子
も
深
く
、
銀
の
輝
き
も
混
じ
り
あ
っ
て
現
在
の
紙
焼
き
写

真
の
薄
ぺ
ら
い
平
面
性
に
は
較
べ
よ
う
も
な
い
調
子
の
高
さ
が
あ
る
。
そ
れ
は

ま
る
で
鏡
に
映
さ
れ
た
映
像
を
そ
の
ま
ま
固
定
化
し
て
、
さ
ら
に
妖
し
い
雰
囲

気
を
加
味
し
た
感
が
あ
り
。
人
間
の
感
情
を
引
き
込
ん
で
し
ま
う
魅
力
を
考
え

れ
ば
そ
れ
は
も
う
芸
術
的
で
す
ら
あ
る
。
初
め
て
こ
の
銀
板
写
真
に
出
会
っ
た

日
本
人
の
一
人
は
鏡
に
映
る
像
と
同
じ
と
考
え
た
ら
し
く
、
そ
の
像
が
映
っ
て

い
る
所
か
ら
鏡
を
移
動
し
て
も
像
は
鏡
か
ら
か
ら
取
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
、
魔
術
で
あ
る
と
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
而
し
て
絵
図
面
取
候
に
は

鏡
を
立
候
得
は
其
鏡
に
絵
図
面
人
物
に
か
か
は
ら
ず
鏡
に
其
の
ま
ま
相
移
り
、

其
場
よ
り
鏡
取
候
て
も
移
り
候
も
の
鏡
よ
り
取
れ
ず
候
、
若
し
魔
術
か
と
市
中

（

諦

住

ワ

］

）

の
噂
・
・
ｌＬ

図1 ダゲレオタイプのカメラ

(イラストレイテッド･ロンドン･ニュウズ

1843年8月19日号）

L

一
一

図2銀板写真

(1998年5月 GrantRomer撮影スペイン）
図3銀板写真

(1998年11月 |rvingPobboravskiy撮影
アメリカ）
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嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
、
翌
七
年
の
二
度
に
渡
る
ペ
リ
ー
の
率
い
る
黒
船

が
日
本
に
来
航
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
出
来
事
で
あ
る
が
、
こ
の
黒
船
に

は
画
家
と
写
真
家
が
同
乗
し
て
い
た
。
目
的
は
日
本
遠
征
の
行
動
を
一
切
視
覚

的
に
記
録
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
写
真
家
は
エ
リ
フ
ァ
レ
ッ
ト
・
ブ
ラ
ウ
ン
・

ジ
ュ
ニ
ア
自
唇
冨
一
里
犀
◎
君
己
豆
で
画
家
は
ピ
ー
タ
ー
・
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・

ゥ
イ
ル
ヘ
ル
ム
・
ハ
イ
ネ
宅
①
尉
門
呼
昌
冒
己
言
号
①
冒
国
①
言
①
）
で
あ
る
。

二
人
と
も
職
業
は
写
真
家
と
画
家
で
あ
る
が
、
ブ
ラ
ウ
ン
は
絵
も
描
き
、
ハ
イ

ネ
も
写
真
を
撮
っ
て
い
る
。
ハ
イ
ネ
（
一
八
二
七
－
一
八
八
五
）
は
ド
イ
ツ
の

ド
レ
ス
デ
ン
の
生
ま
れ
で
、
地
元
の
王
立
芸
術
学
院
や
パ
リ
に
留
学
し
て
、
画

家
と
し
て
の
修
行
を
重
ね
て
ド
レ
ス
デ
ン
宮
廷
劇
場
の
背
景
画
家
と
な
っ
た
。

一
八
四
九
年
五
月
の
ド
レ
ス
デ
ン
蜂
起
の
さ
い
革
命
軍
に
加
わ
り
敗
北
し
て
ア

メ
リ
カ
に
亡
命
し
た
。
ア
メ
リ
カ
で
画
家
と
し
て
生
活
し
て
い
る
内
に
ペ
リ
ー

の
日
本
遠
征
の
計
画
を
知
り
、
志
願
し
て
採
用
さ
れ
一
八
五
二
年
十
月
二
十
二

日
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ィ
号
に
乗
り
組
ん
だ
。
ブ
ラ
ウ
ン
の
経
歴
の
詳
細
は
不
明
だ
が

や
は
り
志
願
し
て
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
行
動
の
一
切
を
視
覚
的
に
記
録

す
る
為
に
画
家
と
写
真
家
を
採
用
す
る
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
に
限
っ
た
こ
と
で
は

な
い
。
嘉
永
七
年
日
本
に
来
航
し
た
ロ
シ
ア
の
使
節
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
を
乗
せ
た

デ
イ
ア
ナ
号
に
も
画
家
で
写
真
家
の
モ
ジ
ャ
イ
ス
キ
ー
が
乗
船
し
て
い
た
。
ま

た
の
ち
に
ハ
イ
ネ
が
一
八
六
○
年
来
日
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
使
節
オ
イ
レ
ン
ブ
ル

グ
の
一
行
に
画
家
と
し
て
加
わ
っ
た
と
き
も
、
他
に
画
家
と
し
て
ベ
ル
グ
、
写

真
家
と
し
て
ビ
ス
マ
ル
ク
が
い
た
。

か
っ
て
遠
征
等
の
記
録
に
は
画
家
だ
け
が
携
わ
っ
た
が
、
一
八
三
九
年
フ
ラ

ン
ス
人
の
ダ
ゲ
ー
ル
が
ダ
ゲ
レ
オ
タ
ィ
プ
と
い
わ
れ
る
銀
板
写
真
の
撮
影
の
成

功
を
公
表
し
て
以
来
、
写
真
の
再
現
性
が
認
識
さ
れ
、
こ
う
し
た
記
録
に
は
写

真
家
が
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
撮
影
す
る
の
に
露
光
時
間
が
長
い
と

い
う
難
点
が
あ
り
、
最
初
は
日
中
で
二
十
分
ほ
ど
か
か
っ
た
が
、
こ
の
頃
に
は

敬
分
か
ら
数
十
秒
に
短
縮
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
動
く
も
の
は
撮
る
こ
と
が
む

ず
か
し
い
。
そ
こ
で
画
家
の
脳
裏
に
焼
き
付
い
た
映
像
を
再
現
す
る
技
術
が
ま

だ
必
要
で
あ
り
、
動
く
も
の
は
画
家
が
描
い
た
。
し
か
し
た
か
だ
か
写
真
の
出

現
以
来
十
数
年
し
か
経
て
い
な
い
の
に
、
写
真
家
は
こ
こ
ま
で
進
出
し
て
い
た
。

あ
と
は
露
光
時
間
が
短
く
な
り
動
く
も
の
も
撮
れ
れ
ば
画
家
の
必
要
が
な
く
な

る
と
い
う
ほ
ど
写
真
の
再
現
性
が
、
見
た
目
強
烈
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
鏡
の
映
像
の
よ
う
な
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
で
は
な
く
、

ま
た
複
製
が
可
能
な
技
法
が
発
明
さ
れ
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
事

捉
・
八
四
一
年
に
は
カ
ロ
タ
イ
プ
、
一
八
五
一
年
に
は
湿
板
写
真
が
発
明
さ
れ
、

縄
製
が
可
能
と
な
っ
た
。
し
か
し
ペ
リ
ー
の
頃
に
は
特
に
ア
メ
リ
カ
で
ダ
ゲ
レ

オ
タ
ィ
プ
が
全
盛
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
ブ
ラ
ウ
ン
の
写
真
と
ハ
イ
ネ
の
絵
画
は
の
ち
に
記
録
と
し
て
ま
と
め
ら

れ
た
本
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
れ
は
冒
頭
に
も
述
べ
た
が

般
に
「
ペ
リ
ー
日
本
遠
征
記
」
と
し
て
知
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
政
府
の
公
式
記

録
で
あ
る
。
遠
征
記
の
正
式
な
題
名
は
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
命
に
よ
り
ペ
リ

ー
提
督
の
指
揮
の
も
と
に
一
八
五
二
年
、
一
八
五
三
年
、
一
八
五
四
年
に
遂
行

さ
れ
た
三
十
海
域
及
び
日
本
へ
の
ア
メ
リ
カ
艦
隊
遠
征
の
記
」
と
い
さ
さ
か
長

い
。
三
巻
本
で
一
巻
が
遠
征
の
記
録
で
二
巻
が
自
然
科
学
の
分
野
、
三
巻
が
天
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体
論
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
一
巻
は
一
八
五
六
年
に
刊
行
さ
れ
ハ
イ
ネ
と

ブ
ラ
ウ
ン
が
関
係
し
た
挿
絵
も
全
て
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
。
な
お
こ
の
公
式
記

録
は
上
院
用
、
下
院
用
と
二
種
類
出
版
さ
れ
た
。

遠
征
記
一
巻
に
掲
載
さ
れ
た
図
版
は
別
刷
り
の
形
で
石
版
画
と
し
て
掲
載
さ

れ
た
図
が
九
○
点
、
本
文
の
中
に
木
版
画
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
図
が
七
十
七
点

あ
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
と
ハ
イ
ネ
の
作
品
が
大
部
分
で
あ
る
が
、
他
に
途
中
で
臨
時

に
参
加
し
た
と
見
ら
れ
る
画
家
、
ピ
ー
タ
ー
ス
弓
①
蔚
厨
）
、
ケ
ロ
ヅ
グ

負
里
肩
）
、
メ
フ
ァ
ー
ト
（
畠
の
爵
耳
）
、
ポ
ー
ト
マ
ン
宅
昌
日
目
）
、
ベ
ャ
ー

ド
・
テ
イ
ラ
ー
ａ
畠
閏
二
目
昌
日
）
が
数
点
描
い
て
い
る
。
石
版
画
で
は
ハ
イ

ネ
の
作
が
三
十
三
点
、
ブ
ラ
ウ
ン
が
二
十
点
で
両
者
の
共
同
制
作
に
相
当
す
る

も
の
が
二
十
四
点
あ
る
。
本
文
の
版
画
で
は
ハ
イ
ネ
が
四
十
四
点
、
ブ
ラ
ゥ
ン

が
二
十
二
点
、
両
者
の
制
作
が
六
点
で
あ
る
。
作
品
の
傾
向
は
風
景
は
ハ
イ
ネ
、

人
物
は
ブ
ラ
ウ
ン
と
明
確
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
ハ
イ
ネ
の
場
合
風
景
と

い
っ
て
も
、
中
に
何
か
を
し
て
い
る
人
物
が
い
て
群
衆
や
複
数
の
人
が
描
か
れ

る
場
合
が
多
い
。
ブ
ラ
ウ
ン
は
人
物
で
あ
る
が
、
静
止
し
た
状
態
の
肖
像
写
真
、

あ
る
い
は
集
合
写
真
が
多
い
。
例
え
ば
「
久
里
浜
へ
の
最
初
の
上
陸
」
と
い
う

有
名
な
場
面
に
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
日
米
の
人
物
も
描
か
れ
る
が
サ
イ
ン

は
ハ
イ
ネ
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
両
者
の
共
同
制
作
と
い
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
、

と
も
か
く
二
人
が
関
与
し
た
図
版
を
見
た
場
合
サ
イ
ン
で
厳
密
に
担
当
し
た
分

野
を
区
別
し
て
い
る
。
「
沖
縄
の
中
城
の
古
代
の
城
」
で
は
風
景
（
息
冒
蔚
）
ハ

イ
ネ
、
人
物
ブ
ラ
ウ
ン
と
あ
り
、
「
ア
リ
ス
ト
ー
地
点
を
通
過
す
る
ミ
シ
シ
ッ

ピ
ー
号
」
で
は
風
景
ハ
イ
ネ
、
船
ブ
ラ
ウ
ン
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
通
過
す
る
船

を
写
真
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
停
泊
し
た
と
き
の
船
を
撮
影
し
て
の
ち

に
合
成
し
た
の
で
あ
る
。
「
中
流
ク
ラ
ス
の
沖
縄
の
服
装
・
・
銀
板
写
真
か
ら
」

と
銀
板
写
真
と
断
り
書
き
あ
る
の
に
署
名
に
は
ブ
ラ
ウ
ン
の
他
に
風
景
言
且
）

ハ
イ
ネ
と
あ
る
。
静
止
し
た
人
物
像
を
写
真
家
が
担
当
し
た
の
は
そ
こ
に
写
し

出
さ
れ
た
映
像
が
画
家
よ
り
正
確
に
再
現
さ
れ
る
と
い
う
認
識
が
働
い
た
結
果

で
あ
る
。
し
か
し
と
も
か
く
も
分
業
制
が
維
持
さ
れ
て
い
て
視
覚
分
野
で
の
同

一
作
業
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

（

図

４

）

こ
こ
に
今
か
ら
一
四
五
年
前
の
一
枚
の
銀
板
写
真
が
あ
る
。
そ
れ
は
既
に
酸

化
し
て
古
ぼ
け
て
し
ま
っ
て
映
像
も
消
え
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
に
は
三
人
の
侍
が

写
っ
て
い
る
。
一
人
は
手
前
に
腰
掛
け
、
二
人
は
後
ろ
で
立
っ
て
い
る
。
手
前

の
侍
は
松
前
藩
用
人
の
遠
藤
又
左
衛
門
で
後
ろ
の
二
人
は
従
者
で
あ
る
。
遠
藤

は
挑
む
よ
う
な
視
線
を
カ
メ
ラ
に
向
け
て
い
る
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
二
人
の

従
者
は
そ
れ
ぞ
れ
あ
ら
ぬ
方
を
向
い
て
い
て
、
カ
メ
ラ
と
対
塒
す
る
こ
と
を
恐

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
撮
影
に
い
た
る
容
易
な
ら
ぬ
経
過
、
置
か
れ
た
立
場

が
主
人
に
は
表
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
従
者
は
そ
の
こ
と
に
は
殆
ど
関
心
が
な

い
よ
う
に
見
え
る
。

映
像
を
よ
く
み
る
と
何
か
が
お
か
し
い
・
二
人
の
従
者
は
刀
を
右
側
に
差
し
、

衿
は
左
前
で
あ
る
。
主
人
は
普
通
の
姿
で
あ
る
。
銀
板
写
真
は
鏡
と
同
じ
よ
う

に
左
右
逆
に
写
し
出
さ
れ
る
。
従
っ
て
そ
の
こ
と
を
認
識
し
て
、
あ
ら
か
じ
め

遠
藤
は
刀
を
逆
に
差
し
、
着
物
も
左
前
に
着
た
。
し
か
し
従
者
の
こ
と
は
ど
う

や
ら
忘
れ
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
奇
妙
な
写
真
自
体
に
つ
い
て
は
既
に
何

（

注

３

）

人
か
が
指
摘
し
て
い
て
格
別
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
左

－32－



右
逆
転
の
原
理
が
全
体
と
し
て
ど
う
働
い
た
か
を
見
て
ゆ
く
。

「
日
本
遠
征
記
」
に
は
銀
板
写
真
か
ら
石
版
画
に
お
こ
し
た
同
一
の
挿
し
絵

が
載
っ
て
い
る
。
そ
の
図
を
見
る
と
遠
藤
も
従
者
も
刀
は
右
差
し
、
着
物
も
左

前
で
あ
る
。
つ
ま
り
鏡
に
映
さ
れ
た
像
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
前
述
の
銀
板
写

真
は
Ｈ
本
に
残
っ
て
い
る
も
の
で
、
ま
た
一
点
制
作
で
複
製
は
出
来
な
い
か
ら

「
遠
征
記
」
に
あ
る
図
は
別
の
銀
板
写
真
か
ら
制
作
さ
れ
て
い
る
。
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し
か
し
両
者
は
持
ち
物
や
手
の
位
置
、
足
の
位
置
が
少
し
違
う
が
、
図
全
体
は

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
の
で
、
同
時
期
に
撮
影
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を

考
慮
に
入
れ
て
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
従
者
が
忘
れ
て
い
た
の
に
気
づ
き
直

し
た
。
し
か
し
石
版
画
の
制
作
者
は
銀
板
写
真
が
陰
画
の
状
態
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
て
、
逆
に
し
て
制
作
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
銀
板
写
真
と

は
従
者
の
配
置
が
左
右
が
逆
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
も
分
か
る
。
た
め
し
に

（

注

４

）

「
遠
征
記
」
に
載
っ
た
武
士
の
像
を
調
べ
て
み
る
と
全
て
正
常
の
図
で
あ
っ
た
。

刀
も
左
に
差
し
、
衿
も
右
前
で
あ
る
。
従
っ
て
事
前
の
細
工
な
し
に
銀
板
写
真

に
撮
ら
れ
、
石
版
画
家
は
そ
れ
を
直
し
て
制
作
し
て
い
る
と
考
え
て
み
た
。
と

こ
ろ
が
実
状
は
さ
ら
に
複
雑
で
あ
る
。
残
っ
て
い
る
ほ
か
の
銀
板
写
真
は
ほ
と

ん
ど
正
常
な
状
態
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
事
前
に
工
作
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ほ
か
に
比
較
の
出
来
る
例
、
松
前
版
奉
行
石
塚
官
蔵

（

図

７

．

８

）

と
従
者
の
像
を
見
て
お
こ
う
。
撮
影
さ
れ
た
銀
板
写
真
は
主
人
も
従
者
も
衿
、

刀
も
正
常
で
あ
り
、
事
前
に
着
せ
替
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
松

（

図

９

．

畑

・

皿

）

前
藩
家
老
松
前
勘
解
由
と
三
人
の
従
者
の
像
も
同
じ
で
あ
る
。
遠
征
記
に
載
っ

た
挿
し
絵
も
こ
の
状
態
で
制
作
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
プ
リ
ン
タ
ー
が
銀
板
写

真
を
左
右
逆
に
操
作
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
版
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
従
っ
て
図
版
の
人
物
は
正
常
に
描
か
れ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
鏡

に
映
る
像
の
よ
う
に
左
右
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。
見
る
側
は
そ
れ
を
知
ら
ず
に

正
常
と
受
け
と
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
既
述
の
遠
藤
又
左
衛
門
の
写
真
は
描
か

れ
た
ス
タ
イ
ル
は
お
か
し
い
が
逆
に
反
転
が
行
わ
れ
て
い
て
、
人
物
そ
の
も
の

は
正
常
な
姿
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
考
え
て
来
る
と
混
乱
が
始
ま
る
が
、

遠
藤
以
外
は
ど
や
ら
プ
リ
ン
タ
ー
は
銀
板
写
真
を
左
右
逆
に
せ
ず
そ
の
ま
ま
図

版
に
し
た
ら
し
い
。
他
に
も
ブ
ラ
ウ
ン
の
撮
っ
た
人
物
が
図
版
に
沢
山
載
っ
て

い
て
全
て
正
常
で
あ
っ
た
。
し
て
み
る
と
す
べ
て
の
人
物
像
が
鏡
の
映
像
を
結

ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
唯
一
の
例
外
は
む
し
ろ
異
常
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き

（

注

５

）

た
遠
藤
の
像
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
か
今
結
論
的
な
答
は
で
な
い
が
、
銀

板
写
真
の
像
、
つ
ま
り
鏡
像
が
そ
の
ま
ま
絵
画
と
し
て
固
定
さ
れ
た
。

つ
い
で
に
日
本
人
が
初
め
て
撮
ら
れ
た
銀
板
写
真
の
発
見
と
い
う
見
出
し
で

話
題
に
な
っ
た
難
破
し
た
栄
力
丸
の
船
員
の
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
を
見
て
お
こ

う
。
写
真
自
体
は
着
物
を
見
る
と
全
て
左
前
で
あ
る
の
で
左
右
が
逆
に
な
っ
て

い
て
事
前
の
工
作
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
一
八
五
三
年
、
一
月
二
二
日
付
の
イ

ラ
ス
ト
レ
イ
テ
ッ
ド
・
ロ
ン
ド
ン
・
ニ
ュ
ウ
ズ
に
は
話
題
に
な
っ
た
彼
ら
の
記

事
が
挿
し
絵
入
り
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
挿
絵
は
同
じ
で
は
な
い
が
ダ
ゲ
レ
オ

タ
イ
プ
の
写
真
か
ら
の
図
で
あ
る
。
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
日
本
人
た
ち
の
着
物

は
右
前
、
左
前
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
。

絵
と
し
て
外
界
を
表
現
す
る
場
合
、
唯
一
自
画
像
の
み
が
左
右
が
逆
に
な
っ

て
い
る
。
写
真
か
ら
自
画
像
を
作
る
と
い
う
二
次
的
な
場
合
は
除
い
て
画
家
は

鏡
に
映
る
自
分
を
見
て
描
く
以
上
、
そ
の
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
身
体
は
お

よ
そ
左
右
対
称
で
あ
る
か
ら
逆
に
な
っ
て
も
不
自
然
さ
は
な
い
が
、
眼
や
眉
毛
、

耳
な
ど
形
、
大
き
さ
は
微
妙
に
違
う
。
そ
う
し
た
も
の
も
含
め
て
画
家
の
自
画

像
は
対
面
の
関
係
で
は
な
く
鏡
の
映
像
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。
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ペ
リ
ー
の
日
本
遠
征
記
に
表
れ
た
人
物
像
に
つ
い
て
全
て
を
詳
細
に
検
証
す

る
こ
と
は
元
に
な
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
銀
板
写
真
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
以
上
不

可
能
で
あ
る
が
、
松
前
奉
行
石
塚
官
蔵
と
従
者
の
図
を
始
め
と
す
る
一
連
の
像

は
対
面
に
見
え
る
像
で
あ
り
な
が
ら
、
自
画
像
と
同
じ
く
鏡
に
映
さ
れ
た
映
像

を
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
は
眼
が
捉
え
た
視
覚
現
象
を
作
為
す
る
と
い
う
再
現
性
の
根
本

に
関
わ
る
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

写
真
か
ら
本
と
し
て
ま
と
め
る
場
合
、
石
版
や
木
版
に
起
こ
す
と
い
う
作
業

に
も
う
一
つ
の
問
題
が
あ
る
。
こ
こ
で
ま
た
視
覚
の
分
野
に
一
つ
の
操
作
が
行

わ
れ
画
面
は
変
質
す
る
。
遠
征
記
の
そ
れ
ぞ
れ
の
図
に
は
彫
版
師
の
名
前
も
記

載
さ
れ
て
い
る
。
石
版
画
の
プ
リ
ン
タ
ー
で
は
サ
ロ
ニ
ー
が
最
も
著
名
で
全
体

の
三
分
の
一
強
を
担
当
し
て
い
る
。
ほ
か
に
Ｐ
Ｓ
・
デ
ュ
ヴ
ァ
ル
、
ア
ッ
カ

ー
マ
ン
や
Ｔ
シ
ン
ク
レ
ア
の
名
も
見
え
る
。
木
版
画
で
は
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ

ン
Ⅱ
コ
ッ
ク
ス
、
ジ
ェ
・
ダ
ブ
リ
ュ
・
オ
ー
ル
な
ど
ほ
か
に
数
人
の
名
が
見
え

づ
く
》
Ｏ

こ
の
プ
リ
ン
タ
ー
の
手
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
図
版
が
変
質
す
る
と
い
う
の

は
、
何
も
こ
こ
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
技
術
的
な
制
限
で
当
時
の
図
版
は
す

べ
て
そ
う
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
は
ブ
ラ
ウ
ン
の
撮
っ
た
銀
板
写
真

の
人
物
達
が
写
真
か
ら
絵
画
に
変
わ
る
と
き
に
生
じ
る
落
差
を
一
部
紹
介
し
た

が
、
さ
ら
に
プ
リ
ン
タ
ー
の
手
に
よ
っ
て
変
容
す
る
さ
ま
を
見
て
お
き
た
い
。

こ
の
日
本
遠
征
記
は
上
院
用
、
下
院
用
の
他
に
、
普
及
用
の
小
型
判
が
刊
行

さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
図
版
に
は
微
妙
な
、
あ
る
い
は
相
当
な
表

現
の
相
違
が
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
冒
頭
の
一
枚
の
銀
板
写
真
、
遠
藤
又
左

（

図

５

）

（

図

６

）

衛
門
と
従
者
を
例
に
と
っ
て
み
る
。
普
及
用
、
上
院
用
と
も
に
プ
リ
ン
タ
ー
Ｔ

シ
ン
ク
レ
ア
で
あ
る
。
普
及
の
石
版
は
残
っ
て
い
る
銀
板
写
真
と
比
較
し
て
上

院
の
も
の
よ
り
類
似
し
て
い
る
。
遠
藤
の
縦
長
の
狐
顔
の
特
徴
が
で
て
い
る
。

ま
た
従
者
の
ち
ょ
っ
と
し
か
め
つ
つ
ら
し
た
顔
も
比
較
的
正
確
に
捉
え
ら
れ
て

い
る
。
上
院
で
は
遠
藤
は
縦
長
で
は
あ
る
が
角
張
っ
た
顔
つ
き
に
な
り
、
表
情

も
変
化
し
て
い
る
。
従
者
は
よ
り
深
刻
な
表
情
に
変
わ
っ
て
い
る
。
三
者
に
共

通
し
て
い
え
る
こ
と
は
顔
の
造
作
が
深
く
な
り
、
眼
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
さ
ら
に
イ
ラ
ス
ト
レ
イ
テ
ッ
ド
・
ロ
ン
ド
ン
・
ニ
ュ
ウ
ズ
に
掲
載

さ
れ
た
図
は
変
容
す
る
。
原
点
の
銀
板
写
真
と
較
べ
れ
ば
容
貌
は
別
人
と
化
し

て
し
ま
っ
て
い
る
。
言
葉
を
変
え
て
い
え
ば
三
人
と
も
西
欧
人
の
容
貌
を
持
ち

始
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
写
真
が
西
欧
人
で
あ
る
プ
リ
ン
タ
ー
あ
る
い
は

彫
帥
の
介
在
で
容
貌
は
大
き
く
変
化
す
る
。
東
洋
人
の
顔
立
ち
を
知
ら
な
い
彼

ら
は
も
と
も
と
自
分
の
内
に
あ
る
容
貌
の
イ
メ
ー
ジ
が
表
現
に
出
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

（
注
１
）
一
九
九
八
年
、
ス
ペ
イ
ン
や
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
イ
ー
ス
ト
マ
ン
ハ
ゥ

ス

で

撮

影

さ

れ

た

も

の

。

阿

部

聡

子

氏

提

供

（
注
２
）
「
幕
末
日
本
渡
来
画
家
Ｐ
Ｂ
Ｗ
ハ
イ
ネ
の
研
究
」
横
田
洋
一
明
治

美

術

学

会

一

九

八

六

年

（
注
３
）
「
日
本
の
写
真
史
－
－
幕
末
の
伝
播
か
ら
明
治
ま
で
」
小
沢
健
志
一
九
七

七

年

ニ

ッ

コ

ー

ル

ク

ラ

ブ
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笑

う

肖

像

画

、

笑

い

の

写

真

、

日
本
人
は
無
表
情
で
何
を
考
え
て
い
る
の
か
掴
み
に
く
い
。
と
欧
米
の
人
々

は
ず
っ
と
思
っ
て
き
た
。
他
で
も
書
い
た
こ
と
だ
が
、
昨
年
ザ
ビ
エ
ル
に
関
連

す
る
テ
レ
ビ
番
組
を
見
て
い
て
、
同
じ
バ
ス
ク
人
で
日
本
に
長
く
滞
在
し
た
イ

エ
ズ
ス
会
の
神
父
が
故
郷
に
里
帰
り
し
た
と
き
、
滞
在
先
の
姪
は
叔
父
の
神
父

は
日
本
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
感
じ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
表
情
を
表
に
出
さ

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
と
語
っ
て
い
た
。
し
か
し
逆
に
日
本
人
は
い
つ

も
ニ
コ
ニ
コ
し
て
い
て
気
持
ち
が
悪
い
。
と
欧
米
人
か
ら
い
わ
れ
る
よ
う
に
も

な
っ
て
き
て
い
る
。
感
情
を
あ
ま
り
表
に
出
さ
な
い
こ
と
は
従
来
か
ら
い
わ
れ

て
き
た
こ
と
だ
が
、
い
つ
か
ら
か
笑
う
こ
と
が
礼
儀
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
れ
は
楽
し
い
か
ら
笑
う
の
で
は
な
く
、
疑
似
の
笑
み
を
覚
え
て
し
ま
つ

（

注

１

）

た
の
で
あ
る
。

笑
い
は
い
つ
の
時
代
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
画
面
と
し
て
定
着
さ
せ
、
人
々

に
提
供
す
る
行
為
を
日
本
人
は
あ
ま
り
得
意
と
し
な
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
一
種

（
注
４
）
遠
征
記
石
版
画
「
通
訳
森
山
栄
之
助
と
立
石
得
十
郎
」
「
下
田
の
組
頭
黒

川
嘉
兵
衛
」
「
下
田
奉
行
（
浦
賀
奉
行
戸
田
伊
豆
守
氏
栄
匡
「
次
席
通
訳
堀

達
之
助
」
も
ま
た
全
て
正
常
に
描
か
れ
て
い
る
。

（
注
５
）
現
在
の
所
確
認
さ
れ
て
い
る
日
本
遠
征
時
に
ブ
ラ
ウ
ン
が
撮
っ
た
銀
板
写
真

は
ほ
か
に
、
浦
賀
奉
行
与
力
田
中
光
儀
と
通
訳
の
名
村
五
八
郎
が
あ
る
。
い
ず

れ
も
日
本
遠
征
記
の
図
版
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
名
村
の
像
は
事
前
の
操
作

が
行
わ
れ
ず
着
物
の
衿
、
刀
が
左
右
逆
に
な
っ
て
い
る
。

の
恥
と
し
て
い
た
。
写
真
以
前
の
絵
画
の
中
に
そ
れ
を
探
し
て
い
っ
て
も
「
寒

山
拾
得
」
や
「
布
袋
図
」
な
ど
の
定
型
化
し
た
故
事
、
逸
話
な
ど
の
画
題
と
小

数
の
例
外
を
除
い
て
皆
無
に
等
し
い
。
単
純
に
考
え
れ
ば
笑
い
は
人
間
の
暮
ら

し
の
中
で
占
め
る
時
間
は
非
常
に
少
な
い
か
ら
、
絵
画
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と

も
少
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
が
、
明
治
期
の
写
真
の
中
に
笑
い

を
含
ん
だ
写
真
が
出
回
り
だ
し
た
。

笑
い
は
筋
肉
の
最
も
活
発
化
し
た
表
情
で
あ
る
。
そ
の
表
情
は
短
時
間
で
終

わ
っ
て
し
ま
う
。
無
理
に
笑
お
う
と
す
れ
ば
ぎ
こ
ち
な
さ
が
残
り
筋
肉
は
固
ま

る
。
こ
の
一
瞬
の
表
情
を
切
り
と
り
固
定
化
し
た
い
意
識
は
写
真
の
中
で
生
ま

れ
た
。
写
真
の
世
界
で
は
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
の
普
及
以
後
露
光
時
間
を
短
く
し

て
動
い
て
い
る
物
体
も
撮
り
た
い
と
い
う
切
な
る
願
い
は
や
が
て
実
現
し
て
行

く
。
銀
板
写
真
で
す
ら
最
初
二
十
分
も
か
か
っ
て
い
た
の
に
改
良
さ
れ
て
数
分

に
な
っ
た
。
さ
ら
に
改
良
さ
れ
た
銀
板
写
真
と
同
じ
く
複
写
可
能
な
湿
板
写
真

の
露
光
時
間
は
数
十
秒
と
短
縮
さ
れ
た
が
、
ま
だ
動
い
て
い
る
も
の
は
無
理
で

あ
っ
た
。
一
八
七
一
年
の
乾
板
の
発
明
の
の
ち
改
良
が
進
み
急
激
に
感
度
が
よ

く
な
っ
た
・
臭
化
銀
を
ゼ
ラ
チ
ン
に
混
ぜ
て
ガ
ラ
ス
に
塗
布
す
る
こ
の
方
法
は
、

露
光
時
間
も
一
秒
か
ら
一
○
○
分
の
一
秒
と
な
り
、
動
い
て
い
る
も
の
も
撮
る

こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
日
本
に
入
っ
て
き
た
の
は
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）

（

注

２

）

と
さ
れ
る
。
そ
の
初
期
の
頃
、
動
き
を
撮
影
す
る
こ
と
が
「
早
撮
」
と
し
て

人
々
の
関
心
を
呼
び
、
江
崎
礼
二
は
明
治
十
六
年
六
月
三
日
、
隅
田
川
で
の
水

（

図

哩

）

雷
実
験
の
爆
発
の
瞬
間
を
を
撮
影
し
て
評
判
に
な
っ
た
。
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図12 「水雷実験写真」 1883年江崎礼二撮影

明
治
三
十
年
二
八
九
七
）
フ
ラ
ン
ス
の
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
社
か
ら
カ
メ
ラ
マ

ン
が
日
本
に
派
遣
さ
れ
て
撮
影
さ
れ
た
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
は
初
期
の
映
画
の
一

種
で
日
本
で
初
め
て
の
活
動
写
真
で
あ
る
。
内
容
は
日
本
各
地
の
風
俗
や
行
事

な
ど
を
取
材
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
踊
り
を
踊
る
若
い
芸
妓
が
多
く
登
場
し
て

い
る
場
面
が
あ
る
。
よ
く
み
る
と
殆
ど
が
顔
に
笑
み
を
浮
か
べ
て
い
る
。
お
そ

ら
く
見
慣
れ
ぬ
外
国
人
に
要
請
さ
れ
て
の
撮
影
に
照
れ
る
、
或
い
は
恥
じ
ら
う

笑
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
よ
く
笑
っ
て
い
る
。
し
か
も
動
く
の
で
よ

り
新
鮮
で
あ
る
。
こ
の
笑
い
は
カ
メ
ラ
の
前
で
ポ
ー
ズ
を
取
る
笑
い
で
は
な
い
。

当
時
の
人
々
が
持
っ
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
笑
い
の
一
つ
を
見
事
に
再
現
し
て
く

れ
た
。明

治
中
期
以
降
の
写
真
を
見
て
い
る
と
「
笑
う
写
真
」
が
次
第
に
多
く
な
っ

て
ゆ
く
の
に
気
づ
く
。
特
に
女
性
が
多
い
。
中
に
は
同
じ
モ
デ
ル
が
さ
ま
ざ
ま

（

注

３

）

（

図

過

）

な
ポ
ー
ズ
で
笑
っ
て
い
る
写
真
が
眼
を
引
く
。
こ
れ
は
横
浜
写
真
と
い
わ
れ
る

外
人
の
土
産
用
の
た
め
の
中
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
笑
い
は
自
然
の
笑

い
で
は
な
く
い
わ
ゆ
る
「
や
ら
せ
」
の
笑
い
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、

一
瞬
の
表
情
を
切
り
と
っ
て
し
ま
う
ゼ
ラ
チ
ン
乾
板
の
普
及
が
な
け
れ
ば
成
せ

な
い
現
象
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
前
の
湿
板
の
時
代
に
も
探
せ
ば
何
点
か
の
写
真

を
見
い
だ
せ
る
が
、
そ
れ
は
笑
い
と
い
う
表
情
を
固
定
化
し
て
数
秒
か
ら
十
数

秒
待
つ
と
い
う
筋
肉
の
弛
緩
と
い
う
か
硬
直
を
伴
っ
た
。
露
光
時
間
数
十
分
の

一
秒
か
ら
一
○
○
分
の
一
秒
で
撮
影
可
能
な
乾
板
は
一
瞬
の
笑
い
を
定
着
さ
せ

る
た
め
、
「
や
ら
せ
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
自
然
の
ほ
ほ
え
み
を
見
る
も

の
に
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
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の
中
に
ほ
ほ
え
み
を
浮
か
べ
た
女
性
が
次
第
に
増
え
て
く
る
。
瞬
間
的
な
仕
草

や
表
情
を
写
す
こ
と
が
可
能
な
写
真
を
認
識
し
始
め
た
。
ま
た
自
分
を
第
三
者

と
し
て
見
る
こ
と
の
出
来
る
写
真
、
し
か
し
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
写
さ
れ
た
自

分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
。
本
来
考
え
て
い
た
自
分
と
は
似
て
い
な
い
。
一
瞬
の

う
ち
に
切
り
と
ら
れ
た
映
像
は
本
来
人
間
が
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
形
態
で
あ

る
。
そ
こ
に
笑
い
と
い
う
一
瞬
の
表
情
が
た
ま
た
ま
定
着
し
て
い
る
の
を
見
て
、

そ
の
瞬
間
を
写
し
て
貰
う
こ
と
を
考
え
だ
し
た
よ
う
だ
。

明
治
末
か
ら
視
覚
分
野
の
世
界
で
ポ
ス
タ
ー
な
ど
商
業
デ
ザ
イ
ン
の
活
動
が

始
ま
っ
て
い
る
。
百
貨
店
、
タ
バ
コ
産
業
、
ワ
イ
ン
、
ビ
ー
ル
な
ど
の
洋
酒
の

会
社
が
出
来
て
新
し
い
宣
伝
活
動
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
。
そ
の
ポ
ス
タ
ー
に

は
笑
う
美
女
達
が
さ
ま
ざ
ま
な
ポ
ー
ズ
、
衣
装
で
登
場
し
始
め
た
。
例
え
ば
大

正
九
年
、
明
治
屋
が
総
代
理
店
で
全
国
に
販
売
さ
れ
た
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
の
宣
伝

ポ
ス
タ
ー
は
当
時
美
人
画
の
第
一
人
者
多
田
北
烏
を
起
用
し
、
右
手
に
コ
ッ
プ

を
持
っ
て
に
っ
こ
り
微
笑
む
女
性
の
横
顔
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ポ
ス
タ

ー
で
は
な
い
が
同
じ
年
に
出
さ
れ
た
資
生
堂
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
広
告
に
は
化
粧

（

図

焔

）

瓶
を
持
っ
て
あ
で
や
か
な
微
笑
を
浮
か
べ
る
美
女
が
い
る
。
大
正
十
一
年
の
片

（

図

Ⅳ

）

岡
敏
郎
、
井
上
木
官
制
作
、
広
告
主
寿
屋
の
赤
玉
ポ
ー
ト
ワ
イ
ン
の
ポ
ス
タ
ー

は
半
裸
の
日
本
的
な
顔
立
ち
の
娘
が
片
手
に
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
を
持
っ
て
少
し
は

に
か
ん
だ
よ
う
な
笑
み
を
浮
か
べ
て
い
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
こ
の
女
性

は
初
め
て
本
物
の
女
性
の
写
真
を
使
っ
た
セ
ミ
ヌ
ー
ド
の
ポ
ス
タ
ー
の
モ
デ
ル

第
一
号
で
あ
っ
た
。
女
性
の
名
は
松
島
栄
美
子
と
い
い
浅
草
オ
ペ
ラ
の
女
優
で

あ
っ
た
。
全
体
に
モ
ノ
ク
ロ
の
ト
ー
ン
だ
が
ワ
イ
ン
だ
け
が
紫
紅
色
を
し
て
い

て
効
果
的
で
あ
る
。
こ
の
ポ
ス
タ
ー
は
ド
イ
ツ
の
ポ
ス
タ
ー
の
コ
ン
ク
ー
ル
で

一
等
賞
を
と
り
セ
ミ
ヌ
ー
ド
の
こ
と
も
あ
っ
て
大
評
判
と
な
り
松
島
の
も
と
に

は
フ
ア
ン
レ
タ
ー
が
殺
到
し
、
同
時
に
警
察
も
取
調
に
来
た
り
、
親
戚
か
ら
は

出
入
り
禁
止
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
大
正
期
後
半
に
出
た
と
思
わ
れ
る
町
田

隆
要
の
ユ
ニ
オ
ン
ビ
ー
ル
の
ポ
ス
タ
ー
は
に
っ
こ
り
微
笑
ん
で
客
に
差
し
出
す

の
か
、
盆
に
乗
せ
た
ビ
ー
ル
と
コ
ッ
プ
を
持
つ
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
大
正
末
あ
る
い
は
昭
和
に
入
る
か
も
知
れ
な
い
が
松
坂
屋
の
ポ
ス
タ
ー
に
は

（

図

鴫

）

百
貨
店
の
マ
ー
ク
の
看
板
を
持
つ
少
女
が
笑
っ
て
い
る
。
そ
の
笑
い
は
そ
れ
以

前
の
も
の
に
比
べ
て
恥
じ
ら
い
が
な
く
、
屈
託
の
な
い
笑
い
に
な
っ
て
い
る
。

昭
和
に
入
る
と
笑
う
美
女
の
ポ
ス
タ
ー
は
そ
の
数
を
倍
増
さ
せ
る
。
ま
た
笑
い

の
質
も
変
わ
っ
て
行
く
。

こ
う
し
た
ポ
ス
タ
ー
の
出
現
の
背
後
に
は
そ
れ
よ
り
少
し
前
に
出
た
「
美
人

写
真
」
が
一
種
の
流
行
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
芸
者
を
モ
デ
ル
と

し
て
使
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
に
見
合
っ
た
扮
装
さ
せ
ポ
ー
ズ
を
と
ら
せ
た
写

真
で
あ
る
。
そ
の
中
に
笑
い
を
含
ん
だ
写
真
が
か
な
り
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の

笑
い
を
含
ん
だ
写
真
は
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
が
当
た
り
前
の
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
笑
い
だ
け
で
は
な
く
写
さ
れ
た
構
図
、
女
性
の
ポ
ー

ズ
ま
で
受
け
入
れ
た
と
い
う
こ
と
で
社
会
が
認
知
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ

と
が
誰
も
が
持
っ
て
い
る
記
憶
の
映
像
の
中
で
次
第
に
発
酵
し
、
笑
顔
を
浮
か

べ
た
女
性
像
が
一
つ
の
映
像
表
現
と
し
て
ま
た
伝
達
の
形
態
と
し
て
最
も
ふ
さ

わ
し
い
も
の
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
大
正
期
の
女
性
の
笑
う
容
貌
の
ポ

ス
タ
ー
類
は
ポ
ー
ズ
ま
で
含
め
た
笑
い
の
写
真
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
と
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い
え
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
笑
い
が
画
面
を
通
し
て
定
着
し
た
と
き
、
さ
ら
に

そ
れ
は
飛
躍
的
発
展
を
遂
げ
る
。

リ
ア
リ
ズ
ム
の
絵
画
の
場
合
笑
い
の
表
現
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

図16 「資生堂ディスプレイ」大正9年資生堂蔵

1

【

鰯
嘔

図17「赤玉ポートワイン」ポスター
大正11年京都工芸繊維大学蔵

図18「松坂屋」ポスター大正末～昭和初期
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こ
こ
に
明
治
前
期
、
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
情
を
写
し
取
っ
た
一
人
の
画
家
が

い
る
。
五
姓
田
義
松
（
一
八
五
五
年
－
一
九
一
五
）
は
明
治
期
を
代
表
す
る
洋

画
家
の
一
人
で
あ
る
。
彼
の
作
品
を
見
て
ゆ
く
と
瞬
間
の
表
情
あ
る
い
は
仕
草

を
捉
え
た
も
の
が
多
い
の
に
気
づ
く
。
そ
の
う
ち
自
分
を
鏡
に
映
し
て
さ
ま
ざ

ま
な
表
情
を
さ
せ
、
そ
れ
を
デ
ッ
サ
ン
し
た
数
種
の
作
を
見
て
み
る
。
「
顔
の

（

図

灼

～

羽

）

表
情
」
と
題
す
る
複
数
の
作
は
「
怒
っ
た
顔
」
「
悲
し
そ
う
な
顔
」
「
笑
う
顔
」

「
驚
い
た
顔
」
「
睨
む
顔
」
な
ど
考
え
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
表
情
を
を
克
明
に
写

し
取
っ
て
い
る
。
表
情
の
変
化
に
伴
う
筋
肉
の
動
き
、
小
雛
、
眼
の
大
き
さ
を

観
察
し
て
い
る
様
子
が
分
か
る
。
鏡
に
向
か
っ
て
表
情
を
造
り
、
長
く
そ
れ
を

保
つ
の
で
、
本
来
の
瞬
間
的
表
情
と
は
質
的
に
違
う
の
は
当
前
で
あ
る
が
、
こ

の
時
代
、
表
情
の
変
化
を
絵
画
に
す
る
と
考
え
た
日
本
の
画
家
は
他
に
は
い
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
作
品
と
写
真
と
の
直
接
的
な
つ
な
が
り
は

伺
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
作
は
明
治
十
三
年
フ
ラ
ン
ス
留
学
以
前
、
明
治
十
年
前

後
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
乾
板
の
出
現
以
前
で
、
ま
だ
湿
板
写
真
の
時
代
で
あ

り
、
写
真
は
人
の
瞬
間
的
表
情
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
ま
だ
絵
画
が
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
の
時
代
か
ら
引
き
続
き
動
い
て
い
る
被

写
体
を
写
し
取
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
。

五
姓
田
義
松
に
は
他
に
も
水
彩
画
で
「
笑
う
男
」
と
題
し
て
歯
を
む
き
出
し

て
笑
う
若
い
男
の
横
顔
を
描
い
た
作
、
「
人
物
」
は
山
高
帽
を
右
手
に
持
ち
何

か
に
向
か
っ
て
笑
っ
て
い
る
表
情
を
捉
え
た
作
な
ど
が
あ
る
。
デ
ッ
サ
ン
で
は

「
談
笑
す
る
男
」
「
噺
家
」
な
ど
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
笑
い
の
一
瞬
を
捉
え
て
い

る
。
ま
た
笑
い
で
は
な
い
が
芸
人
な
ど
の
仕
草
、
動
作
、
顔
の
動
き
描
い
た
作

品
も
多
い
。
「
三
味
線
を
弾
く
女
」
は
数
種
あ
り
、
三
味
線
に
合
わ
せ
て
口
を

開
け
て
何
か
を
歌
っ
て
い
る
一
瞬
を
現
し
た
作
も
あ
る
。
「
浪
曲
の
女
」
と
題

す
る
作
は
義
太
夫
語
り
か
も
知
れ
な
い
が
、
忠
臣
蔵
の
義
士
夜
討
引
き
上
げ
の

場
面
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
か
大
き
く
口
を
開
け
、
眼
を
細
め
て
語
っ
て
い
る
女

の
表
情
を
見
事
に
描
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
そ
う
い
う
一
瞬
の

動
作
に
深
い
関
心
が
あ
り
、
創
作
意
欲
を
そ
そ
ら
れ
た
感
が
あ
る
。

五
姓
田
義
松
の
師
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ワ
ー
グ
マ
ン
（
一
八
三
二
－
一
八
九
二

は
日
本
に
来
る
以
前
、
一
八
六
○
年
中
国
で
の
英
・
仏
軍
と
の
戦
闘
を
写
真
家

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ベ
ァ
ト
と
共
に
取
材
し
、
動
く
も
の
は
ワ
ー
グ
マ
ン
が
描
い

て
、
静
止
し
た
も
の
は
ベ
ァ
ト
が
写
真
に
撮
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

来
日
し
た
の
ち
の
一
八
六
五
年
ベ
ァ
ト
と
共
に
横
浜
で
写
真
と
絵
を
売
る
店
、

ベ
ァ
ト
・
ワ
ー
グ
マ
ン
商
会
を
経
営
し
て
い
た
。
義
松
は
ワ
ー
グ
マ
ン
の
も
と

に
出
入
り
を
し
て
い
た
の
で
写
真
の
こ
と
は
よ
く
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

父
の
五
姓
田
芳
柳
は
外
人
相
手
に
肖
像
画
を
描
い
て
売
る
仕
事
を
し
て
い
た
。

そ
れ
ら
は
下
岡
蓮
杖
が
撮
影
し
た
肖
像
写
真
か
ら
肖
像
画
を
起
こ
し
て
い
た
。

義
松
は
父
の
仕
事
も
手
伝
っ
て
い
た
の
で
、
当
時
の
写
真
が
ど
の
よ
う
に
一
般

か
ら
は
思
わ
れ
て
い
た
か
知
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
の
意
味
で
写
真
の

持
つ
欠
点
を
意
識
し
て
、
動
く
も
の
を
固
定
化
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
し
か
し
実
際
に
そ
の
こ
と
を
行
う
に
は
画
家
の
手
と
脳
裏
が
一
体

と
な
っ
て
網
膜
を
通
し
て
焼
き
付
け
ら
れ
た
映
像
を
定
着
す
る
技
術
の
修
練
が

必
要
で
あ
り
、
そ
の
あ
り
さ
ま
を
こ
れ
ら
の
作
品
が
語
っ
て
い
る
。
ま
た
写
真

よ
り
も
絵
画
の
優
位
性
ひ
い
て
は
画
家
の
眼
の
確
か
さ
を
証
明
し
た
か
っ
た
の
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か
も
知
れ
な
い
。

図19「顔の表情」明治前期五姓田義松

図21 「顔の表情」明治前期五姓田義松 図20「顔の表情」明治前期五姓田義松
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図22「顔の表情」明治前期五姓田義松図23「顔の表情」明治前期五姓田義松

高
橋
由
一
（
一
八
二
八
－
九
四
）
に
も
自
画
像
の
デ
ッ
サ
ン
が
数
枚
あ
る
。

明
治
十
五
年
六
月
九
日
の
二
点
と
明
治
二
十
年
十
月
八
日
の
一
点
で
あ
る
。
時

（

図

型

代
的
に
は
後
期
の
作
で
、
そ
の
う
ち
二
十
年
の
作
に
は
「
明
治
二
十
年
十
月
八

日
自
罵
六
十
歳
像
天
絵
櫻
主
」
と
あ
り
サ
イ
ン
を
入
れ
な
い
由
一
と
し
て
は
珍

し
く
署
名
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
鏡
に
映
し
出
さ
れ
た
自
分
の
顔
を
忠
実
に
写
し

取
っ
た
作
で
あ
る
。
由
一
に
は
慶
応
三
年
の
若
き
日
の
自
画
像
が
あ
る
が
、
由

一
の
作
と
は
い
え
な
い
疑
問
点
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
除
外
し
て
考
え
る

と
晩
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
自
画
像
へ
の
意
識
が
出
て
き
た
と
い
え
る
。
自
画

像
は
画
家
の
自
己
主
張
で
あ
り
、
自
立
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
近
代
の
萌
芽
と

も
な
る
作
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
自
画
像
は
義
松
の
よ
う
に
表
情
の
変
化
に
注

目
し
た
も
の
で
は
な
く
、
晩
年
の
自
分
の
顔
を
写
す
以
上
の
も
の
は
な
い
。
ほ

か
の
由
一
の
デ
ッ
サ
ン
、
油
絵
も
含
め
た
人
物
像
に
も
笑
い
だ
け
で
は
な
く
表

情
の
変
化
を
描
い
た
も
の
は
見
あ
た
ら
な
い
。
由
一
に
と
っ
て
肖
像
画
は
あ
る

程
度
理
想
化
さ
れ
た
像
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
由
一
が
主
催
し
た
美
術

雑
誌
「
臥
遊
席
珍
」
に
の
っ
て
い
る
「
油
絵
肖
像
書
術
』
に
「
・
・
・
人
ノ
性

ト
シ
テ
自
己
ノ
顔
望
ヲ
ョ
リ
ー
層
善
美
ナ
ラ
ン
コ
ト
好
マ
サ
ル
モ
ノ
ナ
シ
故
決

テ
潤
色
ス
ル
ヲ
望
マ
サ
ル
者
ト
雛
多
少
之
ヲ
祈
貌
ス
ル
ノ
念
ア
ル
カ
故
二
之
ヲ

（

注

４

）

忘
ル
可
ラ
ス
・
・
・
」
と
あ
り
、
人
間
の
本
性
と
し
て
自
分
の
顔
を
よ
り
良
く

描
い
て
貰
う
こ
と
を
誰
も
が
望
ん
で
お
り
、
そ
う
し
た
こ
と
を
好
ま
な
い
と
い

う
人
で
も
そ
の
気
持
ち
は
あ
る
と
し
て
あ
る
程
度
の
潤
色
の
必
要
性
を
語
っ
て

い
る
。
ま
た
そ
れ
を
要
求
す
る
注
文
主
な
ど
周
囲
の
視
線
が
肖
像
を
固
定
し
た
。

そ
の
理
想
化
は
写
真
よ
り
も
絵
画
の
方
が
優
っ
て
い
た
。
写
真
も
容
貌
を
よ
く
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る
。
明
治
天
皇
の
肖
像
を
描
き
た
く
て
、
数
々
の
運
動

肖
像
画
も
大
方
は
追
慕
像
の
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
て
い
る
。

五
姓
田
義
松
は
笑
う
人
物
は
多
く
描
い
た
が
、
油
絵
で
展
覧
会
に
出
品
な
ど

公
の
場
で
発
表
し
た
り
、
注
文
を
受
け
て
描
く
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
笑

い
な
ど
容
貌
の
変
化
を
伴
っ
た
作
品
は
肖
像
画
と
し
て
見
た
場
合
不
適
切
で
あ

り
、
内
的
表
現
を
主
体
と
し
た
人
物
像
、
画
家
の
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ヴ
な
作
と
し

て
の
評
価
は
ま
だ
な
か
っ
た
。
明
治
以
前
の
肖
像
画
は
多
く
は
没
後
追
慕
の
た

め
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
生
前
で
も
若
く
し
て
描
か
れ
る
こ
と
は
滅

多
に
な
い
。
老
年
に
な
っ
て
か
ら
寿
像
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
の
背
景
と
し
て

生
き
て
い
る
内
に
肖
像
に
描
か
れ
る
と
早
く
死
ぬ
と
か
、
命
を
損
な
う
と
か
言

（

注

５

）

わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
明
治
に
な
っ
て
天
皇
や
政
府
高
官
を
描
い
た
肖
像

画
な
ど
あ
っ
て
生
前
の
人
物
を
描
く
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
な
い
面
も
あ
る
が
、
そ

れ
は
ま
だ
少
数
で
あ
っ
て
基
本
的
に
は
も
そ
う
し
た
思
考
は
継
続
さ
れ
て
い

る
。
明
治
天
皇
の
肖
像
を
描
き
た
く
て
、
数
々
の
運
動
を
行
っ
た
高
橋
由
一
の

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
理
想
的

い
う
機
能
だ
け
で
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

見
せ
る
た
め
に
早
く
か
ら
修
正
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
品
位
も
含
め
て
究
極
の

理
想
像
は
絵
画
に
は
か
な
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
証
拠
に
は
明
治
天
皇
の
肖
像

が
「
御
真
影
」
と
し
て
最
も
流
布
し
た
も
の
は
、
イ
タ
リ
ア
人
画
家
キ
ョ
ソ
ネ

が
コ
ン
テ
で
描
い
た
明
治
天
皇
を
写
真
師
丸
木
利
陽
が
撮
影
し
た
写
真
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
理
想
的
に
描
い
た
肖
像
を
写
真
は
た
だ
複
写
と

笑
い
を
含
ん
だ
肖
像
画
は
そ
う
し
た
考
え
方
に
適
さ
な
い
。
厳
粛
さ
、
謹
厳

I

図24「自画像」明治20年高橋由一東京芸術大学蔵
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さ
、
あ
る
い
は
品
格
を
伴
う
肖
像
画
と
い
う
考
え
方
が
出
来
上
が
っ
て
し
ま
っ

た
。
笑
う
肖
像
は
絵
画
作
品
が
芸
術
と
し
て
評
価
さ
れ
た
の
ち
に
、
初
め
て
公

の
場
に
出
現
し
た
。

（
注
１
）
「
明
治
の
肖
像
画
・
・
明
治
顔
と
い
う
こ
と
・
・
」
横
田
洋
一
『
佐
々
木
剛

三
古
稀
記
念
論
文
集
日
本
美
術
榛
稿
」
明
徳
出
版
社
一
九
九
八
年
所
収

で
こ
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
文
献
と
し
て
は
文
晁
画
談
に
「
若
齢
不
嶌
像
事

本
邦
の
俗
、
三
十
に
満
た
ざ
れ
ぱ
人
の
像
を
繪
く
べ
か
ら
ず
と
い
ふ
。
恐
く
壽

を
か
か
ん
こ
と
を
忌
み
て
な
り
。
我
昔
日
阿
波
対
大
守
の
影
像
を
う
つ
せ
し
時
、

住
吉
廣
行
も
同
じ
く
あ
り
し
が
、
云
く
、
悉
く
肖
す
べ
か
ら
ず
、
似
れ
ば
則
命

を

損

ぜ

ん

こ

と

を

如

何

・

・

」

（
注
２
）
「
写
真
集
明
治
の
横
浜
・
東
京
・
・
ガ
ラ
ス
乾
板
」
横
田
洋
一
監
修
か
な

し

ん

出

版

一

九

八

九

年

（
注
３
）
「
写
さ
れ
た
幕
末
明
治
－
－
石
黒
敬
七
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ー
ー
」
石
黒
敬
七

明

石

書

店

一

九

九

○

年

（
注
４
）
「
臥
遊
席
珍
」
ゆ
ま
に
書
房
一
九
九
○
年
所
収

（
注
５
）
注
１
に
同
じ

絵

画

の

遠

近

法

、

写

真

の

遠

近

法

写
真
と
絵
画
の
最
も
大
き
な
相
違
は
遠
近
感
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
前
々
か
ら

気
に
な
っ
て
い
た
の
は
テ
レ
ビ
で
中
継
さ
れ
る
ス
ポ
ー
ツ
番
組
で
あ
る
。
写
真

と
テ
レ
ビ
で
は
質
が
違
う
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
出
現
す
る
映
像

は
同
一
で
あ
る
。
例
え
ば
野
球
で
い
う
と
バ
ヅ
ク
ネ
ッ
ト
か
ら
捉
え
た
投
手
の

球
は
一
瞬
に
し
て
捕
手
の
も
と
に
到
達
す
る
。
し
か
も
両
者
の
間
に
は
本
来
の

距
離
感
が
な
い
。
端
的
な
例
と
し
て
マ
ラ
ソ
ン
が
あ
る
。
見
る
側
は
常
に
走
者

の
間
隔
を
意
識
し
て
い
る
か
ら
余
計
に
感
じ
る
。
望
遠
レ
ン
ズ
を
使
用
し
て
い

る
か
ら
正
面
か
ら
写
さ
れ
た
映
像
は
余
計
に
ラ
ン
ナ
ー
が
近
接
し
て
見
え
る
の

に
横
か
ら
の
映
像
で
は
そ
れ
ぞ
れ
か
な
り
離
れ
て
い
る
。

絵
画
の
遠
近
法
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
初
期
か
ら
見
ら
れ
る
、
二
次
元
の
世
界
を

三
次
元
の
世
界
に
変
え
る
と
い
う
イ
リ
ュ
ウ
ジ
ョ
ン
効
果
の
あ
る
表
現
法
で
あ

る
。
こ
の
方
法
は
論
理
的
、
構
成
的
で
あ
り
、
外
部
の
世
界
を
総
体
的
に
表
現

し
よ
う
と
す
る
。
一
点
に
固
定
さ
れ
た
写
真
の
視
野
で
は
治
ま
り
き
ら
な
い
世

界
を
描
く
。
ま
た
手
前
か
ら
遠
景
ま
で
克
明
に
描
い
て
い
る
。
遠
景
は
人
間
の

眼
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
部
分
ま
で
具
体
的
に
表
現
し
て
い
る
。
事
物
を
立
体
的

に
見
せ
る
明
暗
法
も
人
間
の
眼
が
見
た
自
然
界
よ
り
も
影
と
光
を
強
調
し
て
よ

り
は
っ
き
り
と
表
現
す
る
。
ま
た
作
品
の
主
題
に
よ
っ
て
理
想
化
が
行
わ
れ
、

主
題
に
よ
っ
て
そ
の
雰
囲
気
を
変
え
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
、
写
真
的
視
覚
と

は
大
部
異
な
っ
て
く
る
。

明
治
期
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
象
徴
す
る
「
鮭
」
を
描
い
た
高
橋
由
一
は
そ
の
リ

ア
リ
ズ
ム
の
故
に
絵
画
を
侵
害
す
る
写
真
の
存
在
に
対
し
て
危
機
感
を
持
っ
て

い
て
、
絵
画
の
優
位
性
を
常
に
強
調
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
写
真
に
は
色
が

な
い
こ
と
、
数
十
年
経
て
ば
消
滅
し
て
し
ま
う
耐
久
性
の
二
つ
を
主
と
し
て
こ

と
あ
る
た
び
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
の
絵
画
の
優
位
性
を
逆
手
に
と
っ
て
写

真
と
し
て
撮
ら
れ
た
も
の
も
、
そ
れ
を
油
絵
に
描
き
直
す
こ
と
を
し
き
り
に
語

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
主
と
し
て
肖
像
で
あ
り
、
肖
像
画
で
生
計
を
立
て
る
由
一
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に
と
っ
て
死
活
の
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
な
お
さ
ら
で
あ
っ
た
。
由
一
に
は
絵
画

と
写
真
の
表
現
の
相
違
そ
の
も
の
に
は
余
り
触
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か

先
に
述
べ
た
写
真
か
ら
油
絵
を
制
作
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
表
現
そ
の
も
の
を

同
一
視
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
一
般
の
人
々
が
考
え
て
い

る
写
真
観
を
由
一
が
代
弁
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
ま
た
写
真
の
存
在
に
よ
っ

て
職
を
失
う
危
機
感
が
そ
う
い
わ
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う

理
論
的
で
は
な
い
が
油
絵
と
写
真
の
表
現
の
相
違
に
触
れ
た
文
も
散
見
さ
れ

子

（

》

○

写
真
へ
の
危
機
感
を
持
っ
て
い
た
高
橋
由
一
は
皮
肉
な
こ
と
に
日
本
最
初
の

ダ
ゲ
レ
オ
タ
ィ
プ
に
写
さ
れ
た
島
津
斉
彬
の
肖
像
画
を
写
真
か
ら
油
絵
に
描
こ

う
と
し
た
。
明
治
二
十
五
年
三
月
、
旧
薩
摩
藩
士
佐
藤
暢
宛
の
手
紙
に
は
そ
の

（

注

１

）

こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
内
容
は
薩
摩
藩
用
人
東
郷
一
介
を
通
し
て
斉
彬
の
写

真
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
こ
か
ら
油
絵
肖
像
画
を
制
作
し
た
い
と
願
い
出
た
。

と
こ
ろ
が
そ
の
写
真
は
「
：
同
公
の
霊
社
内
陣
に
御
神
体
と
し
て
秘
蔵
致
し

被
置
候
に
付
他
見
を
許
し
難
し
」
と
し
て
断
ら
れ
た
た
め
に
、
再
度
そ
の
願

い
を
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
続
け
る
と
「
同
御
写
真
は
三
十
余
年
前
の
物
に
て

技
術
も
未
た
開
け
さ
る
折
に
候
得
は
必
鮮
明
に
は
有
之
ま
し
く
且
写
真
な

る
も
の
は
歳
月
を
経
る
に
従
ひ
漸
々
消
滅
致
候
物
故
能
々
保
護
す
る
も
往
々

其
影
た
に
留
め
さ
る
に
至
る
へ
く
同
御
写
真
は
天
下
に
一
枚
の
外
無
之
物
な

ら
ん
に
は
若
し
消
滅
に
至
り
候
様
の
事
有
之
候
は
蚤
同
公
御
像
は
後
世
に

伝
は
ら
さ
る
こ
と
も
無
し
と
は
定
め
難
く
候
歎
然
れ
は
今
日
之
れ
を
大
な
る

油
絵
に
写
し
取
り
百
千
年
の
後
迄
も
消
滅
の
憂
無
き
様
致
置
度
存
せ
ら
れ
候

間
・
・
」
そ
の
こ
と
を
考
え
て
ぜ
ひ
見
せ
て
欲
し
い
と
述
べ
、
そ
れ
は
「
畢
寛

消
滅
す
へ
き
写
真
を
永
遠
不
変
の
油
絵
に
拝
写
し
置
度
一
念
に
有
之
候
間
多

年
の
宿
望
．
．
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
由
一
の
願
い
は
実
現
し
な

か
っ
た
。

由
一
の
手
紙
に
出
て
く
る
写
真
は
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
日
本
で
初
め

て
撮
影
に
成
功
し
た
と
い
わ
れ
る
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
、
通
称
銀
板
写
真
で
あ
る
。

現
存
す
る
写
真
を
見
る
と
か
な
り
の
部
分
が
由
一
の
言
葉
ど
お
り
消
滅
し
て
い

る
。
し
か
し
由
一
が
見
た
い
と
望
ん
だ
の
は
こ
の
写
真
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の

写
真
が
不
鮮
明
に
な
っ
て
ゆ
く
た
め
一
八
六
二
年
に
湿
板
写
真
に
複
写
さ
れ

た
。
そ
の
複
写
さ
れ
た
写
真
が
斉
彬
を
祭
っ
た
照
国
神
社
に
戦
災
で
焼
失
す
る

（

注

２

）

ま
で
御
真
影
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
由
一
の
「
同
公
の

霊
社
内
陣
に
御
神
体
と
し
て
秘
蔵
」
の
記
述
と
一
致
す
る
の
で
複
写
の
湿
板
写

真
見
た
い
と
願
い
出
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
原
板
の
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ

は
あ
る
は
ず
で
、
も
し
か
す
る
と
由
一
の
申
し
出
に
対
す
る
椀
曲
な
断
り
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
・

由
一
が
写
真
に
対
し
て
危
機
感
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
理
論
武
装

は
単
純
で
あ
る
。
し
か
し
文
章
に
い
く
つ
か
見
え
る
理
論
的
部
分
を
抄
出
し
て

み
る
。
一
つ
は
基
本
的
な
事
柄
で
絵
画
と
写
真
の
本
質
的
な
違
い
を
述
べ
て
い

る
。
そ
れ
は
「
西
郷
隆
盛
君
画
論
」
と
題
す
る
漢
文
の
文
章
で
書
か
れ
た
年
代

（

注

３

）

は
不
詳
で
あ
る
が
、
読
み
下
し
が
付
い
て
い
る
の
で
そ
れ
を
参
考
に
す
る
。
内

容
は
由
一
の
元
に
西
郷
隆
盛
の
画
像
を
持
っ
て
き
た
も
の
に
対
し
て
、
画
像
を

し

ば

ら

く

め
ぐ
る
両
者
の
や
り
と
り
が
書
か
れ
、
終
わ
り
に
「
且
つ
試
み
に
画
を
論
ぜ
ん
」
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に

と
し
て
「
画
と
は
影
を
写
す
者
に
し
て
、
象
に
類
る
者
な
り
。
蓋
し
影
と
は
形

の
影
な
り
、
象
と
は
気
の
象
な
り
。
夫
れ
影
を
写
し
て
象
を
写
さ
ざ
れ
ぱ
、
一

写
真
鏡
に
て
足
ら
ん
。
象
を
写
し
て
影
を
写
さ
ざ
れ
ば
一
小
史
伝
に
て
足
ら
ん
。

ふ
た両
つ
な
が
ら
画
に
非
ざ
る
な
り
。
画
に
貴
ぶ
牧
の
者
は
、
其
の
形
の
似
た
る
を

取
る
の
み
、
其
の
象
の
似
た
る
を
取
る
の
み
。
比
く
の
若
く
に
し
て
后
、
画
家

る

い

る

い

ぽ

く

ぼ

く

の
心
法
、
悉
く
吐
露
し
、
累
々
撲
々
下
ら
ん
。
．
．
」
と
あ
る
。
要
約
す
れ
ば

絵
画
は
形
だ
け
で
は
な
く
そ
こ
に
描
か
れ
る
人
物
の
気
ま
で
表
現
す
る
も
の

で
、
形
だ
け
を
写
す
の
で
は
写
真
で
す
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

次
に
本
章
と
も
関
連
す
る
遠
近
に
触
れ
た
文
章
が
一
つ
だ
け
あ
る
。
そ
れ
に

は
判
読
不
明
な
文
字
が
幾
つ
か
あ
り
誤
り
を
恐
れ
ず
意
訳
す
る
の
で
本
文
は

（
注
４
）
に
記
述
し
て
お
く
。
年
代
的
に
は
か
な
り
早
い
明
治
二
年
に
記
さ
れ

て
い
る
。
内
容
は
「
横
浜
開
港
以
来
、
写
真
が
次
第
に
流
行
し
出
し
て
今
は
熟

達
し
た
人
も
出
て
写
真
館
を
営
む
者
も
多
い
。
こ
れ
も
ま
た
開
化
の
現
象
の
一

つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
外
国
人
の
論
議
を
聞
く
と
写
真
と
絵
画
に
は
決
定
的
な

差
が
あ
る
。
写
真
は
数
十
年
の
の
ち
に
消
滅
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
ま
た
写
真
は

距
離
感
が
な
く
、
陰
影
も
あ
ま
り
な
い
。
ま
た
全
体
を
仰
ぎ
見
た
写
真
は
遠
近

が
実
際
の
法
則
に
合
っ
て
い
な
い
。
油
絵
は
人
物
も
巧
み
に
描
く
こ
と
が
出
来

る
が
、
自
然
の
色
に
さ
ら
に
生
き
生
き
と
し
た
色
を
加
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

加
え
て
湿
気
の
問
題
も
な
い
。
ま
た
巨
大
な
像
も
自
在
に
描
く
事
が
出
来
、
自

由
に
彩
色
出
来
る
。
こ
の
こ
と
は
写
真
と
比
較
す
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
甚

だ
し
い
差
が
あ
る
。
海
外
の
文
明
国
に
お
い
て
は
貴
重
な
図
は
油
絵
に
限
ら
れ

て
い
る
。
」
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
写
真
が
持
つ
遠
近
感
の
な
さ
と
明
暗
の
差
が
余
り
感

じ
ら
れ
な
い
と
す
る
点
で
あ
ろ
う
。
特
に
遠
近
感
の
場
合
、
仰
角
で
見
る
場
合

肉
眼
と
の
差
が
多
く
で
る
の
は
否
め
な
い
。
例
え
ば
ス
キ
ー
場
の
ス
ロ
ー
プ
は

か
な
り
急
勾
配
の
斜
面
を
下
か
ら
撮
影
し
て
も
平
坦
に
近
く
見
え
実
際
と
は
大

部
様
変
わ
り
を
す
る
。
由
一
は
理
屈
と
し
て
は
理
解
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、

見
た
目
と
の
遠
近
の
差
、
そ
れ
と
は
ま
た
異
な
る
絵
画
の
遠
近
法
、
こ
の
こ
と

を
認
識
し
て
制
作
に
取
り
組
ん
だ
節
は
見
え
な
い
。
絵
画
と
写
真
の
本
質
的
相

違
は
耐
久
性
、
色
彩
で
は
な
く
、
表
象
さ
れ
る
そ
の
も
の
に
あ
る
と
考
え
、
写

真
の
そ
う
し
た
リ
ア
ル
感
の
欠
如
は
絵
画
に
は
な
い
、
だ
か
ら
絵
画
の
方
が
優

位
に
あ
る
と
し
て
、
こ
と
有
る
た
び
に
主
張
は
し
な
か
っ
た
。
写
真
の
持
つ
見

た
目
の
再
現
性
に
毒
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
写
真
は
実
際
に
そ
こ
に
存
在
す

る
も
の
を
写
す
。
実
際
の
も
の
が
写
る
た
め
見
る
側
は
そ
の
こ
と
の
み
に
眼
が

働
き
写
真
が
平
板
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
は
記
憶
装
置
の
追

認
識
と
い
う
べ
き
心
理
が
働
き
作
用
し
て
い
る
。

（

図

弱

）

日
下
部
金
兵
衛
が
撮
影
し
た
「
海
運
橋
第
一
国
立
銀
行
」
を
例
に
と
っ
て
み

る
。
明
治
五
年
二
八
七
三
に
落
成
し
た
こ
の
巨
大
な
擬
洋
風
建
築
は
大
評

判
と
な
り
浮
世
絵
や
写
真
に
多
く
登
場
す
る
。
こ
の
写
真
に
撮
ら
れ
た
主
な
事

物
は
左
手
の
海
運
橋
と
右
奥
の
銀
行
で
あ
る
。
し
か
し
風
景
と
し
て
成
立
さ
せ

て
い
る
の
は
全
体
の
半
分
以
上
を
占
め
る
川
と
空
で
あ
る
。
見
る
側
は
建
物
と

は
こ
う
い
う
も
の
、
橋
は
こ
ん
な
形
、
そ
の
下
を
流
れ
て
い
る
の
は
川
、
そ
こ

に
浮
か
ぶ
船
、
さ
ら
に
空
、
陸
地
と
認
識
し
、
す
で
に
自
ら
の
中
に
あ
る
形
が
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追
加
さ
れ
て
立
体
的
に
見
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
銀
行
の
建
物
は
そ
の
認
識
か

ら
は
ず
れ
る
部
分
が
あ
る
。
清
水
喜
助
設
計
の
五
層
か
ら
な
る
建
物
の
上
部
は

異
様
で
あ
る
。
神
社
と
か
城
郭
の
一
部
が
一
緒
に
く
っ
つ
い
た
感
が
あ
る
。
そ

れ
が
擬
洋
風
と
い
わ
れ
る
所
以
だ
が
、
今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
形
態
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
が
崩
れ
追
体
験
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
の
部
分

だ
け
が
平
板
に
見
え
る
。
ま
た
追
認
識
に
よ
っ
て
立
体
的
に
見
え
た
部
分
も

個
々
に
見
て
行
く
と
平
板
に
見
え
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
風
景
を
構
成
す
る
要
素

を
個
々
に
で
は
な
く
、
つ
な
が
り
と
し
て
見
て
ゆ
く
た
め
に
立
体
感
が
生
ま
れ

る
の
で
あ
る
。
な
お
着
色
さ
れ
た
（
人
着
）
同
じ
写
真
で
は
色
彩
が
加
わ
っ
た

こ
と
に
よ
り
、
追
認
識
が
一
層
進
み
、
ま
た
色
の
寒
暖
の
差
に
よ
る
立
体
感
が

増
幅
し
て
モ
ノ
ク
ロ
よ
り
は
現
実
的
に
見
え
る
。

P

懸
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図25「海運橋第一国立銀行」明治前期日下部金兵衛撮影
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絵
画
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
遠
近
も
明
暗
も
そ
の
効
果
を

作
者
の
意
志
に
よ
っ
て
変
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
遠
近
感
を
よ
り
強
く
し
よ
う

と
思
え
ば
誇
張
さ
れ
た
遠
近
法
を
使
用
し
そ
う
た
表
現
を
作
り
、
ま
た
明
暗
の

調
子
を
際
だ
た
せ
、
立
体
感
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
そ
う
す
る
こ
と
も
出
来
る
。

ま
た
微
妙
な
明
暗
の
調
子
に
よ
っ
て
、
肖
像
画
の
場
合
、
そ
の
人
物
の
気
質
、

あ
る
い
は
個
性
と
い
っ
た
も
の
を
表
現
す
る
の
も
可
能
で
あ
る
。
リ
ア
リ
ズ
ム

の
絵
画
で
は
写
真
の
平
面
性
を
追
認
識
と
い
う
記
憶
装
置
が
補
っ
た
の
に
対
し

て
、
追
認
識
を
利
用
し
て
そ
の
効
果
を
一
層
高
め
た
も
の
で
あ
る
。

本
物
そ
の
も
の
に
見
え
た
写
真
の
再
現
性
に
毒
さ
れ
つ
つ
も
、
写
真
が
平
板

で
あ
る
こ
と
を
ま
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
絵
画
と
も
違
う
こ
と
を
本
能
的
に
人
々
は

知
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
に
ス
テ
レ
オ
写

真
が
あ
る
。
立
体
視
そ
の
も
の
は
人
間
に
二
つ
の
眼
が
あ
り
、
両
眼
の
差
が
平

均
六
三
ミ
リ
離
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
お
の
お
の
少
し
違
っ
た

位
置
か
ら
外
界
を
眺
め
、
そ
れ
が
一
つ
の
外
界
に
結
実
す
る
こ
と
に
よ
り
遠
近
、

立
体
感
が
あ
る
こ
と
は
紀
元
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
ス
テ
レ
オ
写
真
の
始
ま

り
は
写
真
の
発
明
以
前
、
一
八
三
八
年
イ
ギ
リ
ス
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ホ
イ
ー
ト

ス
ト
ー
ン
卿
が
ス
テ
レ
オ
ス
コ
ー
プ
を
発
明
し
、
絵
画
を
利
用
し
て
立
体
像
を

結
ん
だ
こ
と
に
よ
る
。
ス
テ
レ
オ
写
真
の
普
及
は
早
く
一
八
五
一
年
の
ロ
ン
ド

ン
万
国
博
覧
会
に
紹
介
さ
れ
て
以
来
諸
国
に
波
及
し
、
ま
た
そ
れ
以
後
行
わ
れ

た
各
地
の
万
国
博
覧
会
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
出
し
物
と
な
っ
た
。
日
本
で

も
明
治
の
か
な
り
早
い
時
点
か
ら
ス
テ
レ
オ
写
真
が
存
在
す
る
。

実
体
写
真
あ
る
い
あ
立
体
写
真
と
も
い
わ
れ
る
ス
テ
レ
オ
写
真
は
同
じ
位
置

か
ら
事
物
を
人
間
の
左
右
の
眼
の
間
隔
で
二
枚
の
写
真
を
撮
り
、
そ
の
わ
ず
か

の
ず
れ
で
、
形
も
少
し
違
っ
て
い
る
写
真
を
使
っ
て
、
そ
れ
を
眺
め
、
一
つ
の

映
像
に
結
ば
せ
る
と
立
体
的
に
見
え
る
も
の
で
、
人
間
の
視
覚
の
原
理
を
巧
み

に
応
用
し
て
い
る
。
そ
れ
に
は
通
常
ス
テ
レ
オ
ビ
ュ
ウ
ワ
ー
、
ス
テ
レ
オ
ス
コ

ー
プ
、
実
体
鏡
、
立
体
鏡
と
も
呼
ば
れ
る
装
置
を
使
う
と
よ
り
立
体
感
が
出
る
。

両
眼
の
間
隔
だ
け
離
し
て
取
り
付
け
ら
れ
た
レ
ン
ズ
を
通
し
て
左
眼
は
左
の
写

真
、
右
眼
は
右
の
写
真
を
見
る
と
レ
ン
ズ
の
焦
点
距
離
の
作
用
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
物
体
の
関
係
が
視
差
に
よ
っ
て
よ
り
距
離
感
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た

訓
練
あ
る
い
は
人
に
よ
っ
て
は
裸
眼
で
は
交
差
法
に
よ
っ
て
立
体
映
像
を
結
ば

せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
映
像
は
写
真
が
平
板
で
あ
る
こ
と
を
飛
び
越

え
て
ま
る
で
眼
の
中
に
飛
び
込
ん
で
く
る
と
感
じ
る
ほ
ど
の
リ
ア
ル
感
、
臨
場

感
を
見
る
者
に
提
供
す
る
。
手
前
の
物
は
手
前
に
大
き
く
飛
び
出
し
、
遠
く
の

物
は
奥
に
引
っ
込
み
、
そ
れ
は
現
実
の
風
景
や
絵
画
、
写
真
で
も
な
い
別
の
世

界
に
誘
っ
て
く
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ス
テ
レ
オ
写
真
で
物
体
が
融
合
し
て
奥
行
き
を
感
じ
る
の
に
多
少

の
時
間
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
。
ま
た
融
合
に
は
経
験
の
差
、
気
質
に
よ
っ

て
人
そ
れ
ぞ
れ
に
違
う
。
視
覚
が
認
識
す
る
図
形
は
眼
の
機
能
に
よ
り
縦
方
向

の
ず
れ
は
狭
い
範
囲
で
し
か
融
合
し
な
い
が
、
横
方
向
の
ず
れ
は
広
い
範
囲
に

融
合
し
よ
り
強
い
空
間
性
が
得
ら
れ
る
特
性
を
持
つ
。
「
融
合
し
て
奥
行
き
を

感
じ
る
の
に
多
少
の
時
間
か
か
か
る
」
と
い
う
こ
と
は
一
瞬
に
は
融
合
出
来
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
眼
が
通
常
の
状
態
（
脳
の
経
験
に
よ
っ
て
慣
れ
て
い

る
）
で
は
な
い
状
態
を
適
合
さ
せ
る
時
間
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
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人
間
の
眼
は
だ
ま
さ
れ
や
す
い
。
日
常
生
活
上
経
験
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
視

覚
の
範
囲
で
は
問
題
が
な
い
が
、
ひ
と
た
び
違
っ
た
現
象
に
出
会
う
と
錯
視
を

起
こ
す
、
古
く
は
そ
れ
を
利
用
し
た
ト
ロ
ン
プ
ル
イ
ュ
が
あ
り
、
立
体
視
の
領

域
で
も
「
ブ
ル
ッ
ク
リ
ヅ
ヒ
の
振
り
子
現
象
」
と
か
「
モ
ァ
レ
の
立
体
視
」
な

ど
が
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
、
性
格
の
差
が
加
わ
っ
て
多
様
に
展
開

す
る
。
そ
の
意
味
で
ス
テ
レ
オ
写
真
は
人
間
が
持
っ
て
い
る
遠
近
、
明
暗
の
記

憶
の
装
置
に
そ
れ
を
越
え
る
新
た
な
る
追
体
験
を
さ
せ
た
。

（
注
３
）

（
注
４
）

（
注
２
）
「
写
真
画
論
写
真
と
絵
画
の
結
婚
」
木
下
直
之
岩
波
近
代
日
本
の
美
術

４

岩

波

書

店

一

九

九

六

年

の

う

ち

『

印

影

鏡

』

の

項

、

十

頁

岩
波
書
店
一
九
九
六
年
の

（
注
１
）
「
高
橋
由
一
油
画
史
料
」
青
木
茂
中
央
公
論
美
術
出
版
一
九
八
四
年

（
注
１
）
に
同
じ
。
三
－
二
『
横
浜
開
港
己
来
写
真
鏡
の
一
術
追
々
世
上

に
流
行
既
に
方
今
は
熟
達
の
者
相
見
各
開
店
家
産
を
営
候
も
卑
寛
開
化
の

一
端
と
可
申
歎
乍
併
外
国
人
の
議
論
を
承
り
候
に
鏡
影
と
画
像
と
は
死
活

ま

ま

の
弁
別
有
之
且
鏡
影
は
数
十
年
の
後
消
痕
の
憂
之
有
又
是
□
□
口
拒
離
燈

影
と
等
く
し
て
全
躰
の
仰
□
□
□
に
係
り
遠
近
の
運
甚
敷
不
測
の
位
置
を

為
し
候
□
口
有
之
候
油
画
は
全
人
巧
に
成
り
候
得
共
天
真
の
外
更
に
活
動

色
の
潤
沢
を
備
へ
加
之
鈍
湿
の
憂
無
之
巨
大
の
尊
図
を
も
自
在
に
成
す
へ

く
井
五
彩
七
色
を
施
し
候
都
て
鏡
影
と
比
較
す
へ
き
物
に
無
之
是
則
死

活
尊
卑
の
別
有
の
謂
に
て
候
依
之
海
外
文
明
の
国
に
於
て
は
重
貴
の
図
は
油

画
に
限
候
得
共
・
・

ユ今

ノ、

九

（
注
ｌ
）
に
同
じ
。
四
－
二
四
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