
日
本
の
近
代
化
と
ロ
コ
コ
趣
味

日
本

の
近
代

化
と

ロ

コ

コ

趣
味

6

野

口

栄

子

序

こ
の
小
論
の
題
目
は

一
見
し
て
奇
異
の
感
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
は

「
日
本

の
近
代
化
」
と

「
ロ
コ
コ
趣
味
」
と
い
う

二
つ
の
問
題
を
結
合
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
発
生
す
る
テ
ー

マ
の
焦
点
が
あ
ま
り

一
般
的
で
な
い
こ
と
と
、
各

々
の
問
題
が
そ
れ
自
体
で
か
な
り
重
要
な
意
味
を
有
し
、

二
つ
の
問
題
を
併
せ
て
考

え
る
以
前
に

各

々
の
問
題
を
解
決
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
が
、
そ
れ
自
体
が
困
難
な
課
題
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
こ
と
な
ど
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
そ
の
よ
う
な
点
に

か
ん
す
る
暖
昧
さ
や
困
難
さ
は
存
在
す
る
が
、
筆
者
が
こ
の
テ
ー

マ
を
設
定
し
た
の
は
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
生
活
と
文
化
の
立
脚
点
を
明
治
維
新
に
よ
る
日
本
の
近
代

化

の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
西
欧
か
ら
わ
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
そ
の
当
時

の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
な
美

の
規
準

の
ひ
と

つ
で
あ
る

ロ
コ
コ
的
な
趣
味
が
ど
の
よ
う

な
形
態
で
受
け
い
れ
ら
れ
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
問
題
に
接
合
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
の
必
要
性
に
基
い
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
こ
の
小
論
に
お
い

て
は
、

「
日
本
の
近
代
化
」
を
明
治
維
新
に
伴
う
西
欧
化

に
よ

っ
て
日
本
の
社
会

に
発
生
し
た
近
代
社
会

へ
の
変
遷
と
規
定
し
、
そ
の
事
態
が

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
な

「
ロ
コ

コ
」
と
い
う
美
術
上
の
様
式
の
影
響
を
受
け
い
れ
る
こ
と
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
に

つ
い
て
取
扱

い
た
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

「
ロ
コ
コ
」
と
は
十
八
世
紀

の
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
お

こ
な
わ
れ
た
優
美

で
繊
細
な
美
術
様
式
を
指
し
て
い
う
が
、
筆
者
は
そ
の
よ
う
な
美
術
様
式
と
類
似
の
芸
術
観

が
す
で
に
わ
が
国
に
古
来
か
ら
存
在
し
た
と
考
え
る
。
し
か
し
直
接
的
な

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
影
響
は
、
や
は
り
日
本
の
近
代
化
と
と
も
に
お
こ
な
わ
れ
、

そ
れ

に
よ

っ
て
却

っ
て
異
和
感
や
日
本
的
展
開

へ
の
糸
口
が
生
じ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
ま
ず

ロ
コ
コ
趣
味
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
、
次
に
日
本
に
歴
史
的
に
存
在
す
る

ロ
コ
コ
的
な
美

の
性
格
に
つ
い
て
お
よ
び
近
代
化

に
伴
う
特
殊
な
実
例
と
し

て
鹿
鳴
館
と
迎
賓
館
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
さ
ら
に
現
代

へ
の
展
望
、

ロ
コ
コ
趣
味

の
も

つ
国
際
的
性
格
な
ど
に

つ
い
て
考
察
を
す
す
め
た
い
。
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警欝 奪竈講 鍵 澱,

墾 撫 郵織ll
図 版1:中 央 花 壇 よ りみ る ヴ ェル サ イ ユ宮 殿

ル イ14世 に よ り17世 紀 に 造 営 され た 。

お め ゆ アゆ ほ

弓論 騰 勲 蝋灘

∵'㌦ 灘1嚢 響職ζ磁 趨瓢1

謹

図版2:東 京赤坂迎賓館の玄関横の花壇

ヴェルサイユ宮殿 との相似がみられる。

蟹

羅伽酬毒鰭撒㈱

勢、繊

灘.
雛

糠 　

磯鰯綴 衆灘 津
鰍_;2f燕

舞1灘 　蒲 響 ,
む ぎドづ 　 ニ 　 タ 　 コドヴ ノ ら だ

ス げ グ ノ ん

灘鐵難髄 議 灘
ル イ16世

ヴ ェル サ

阜鷹

`

.、 蕩 攣 。'

轟嚢 灘難
図版4:迎 賓 館 カ クテ ル ラ ウ ン ジ内 部 、

様 式 の 家 具 と シ ャ ン デ リア が み られ る。

イユ 宮 殿 に 模 して 壁 面 に 鏡 が は め こ まれ て い る。



図版5:鹿 鳴館における舞踏会の図。

図版8:絵 画や鏡をかける

ための額縁、 ルイ]6世 様式

(個人蔵)。

図版7:日 清戦争講和の打合せに用い られた会

場の家具、下関春帆楼。

図版9:迎 賓館大食堂壁面の30枚 の七宝焼の うちの2枚 、

渡辺省亭下絵、濤川惣助作、 無線 ヒ宝で彩色日本画の味わ

いを表現 したもの。
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ま
ず

「
ロ
コ

コ
趣
味

」

と
は

何
を

指
す
か

に

つ
い
て
検

討

し
た

い
。

「
ロ
コ

コ
」

と

は

バ

ロ

ッ
ク
末

期

に
用

い
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た

貝
殻
状

の
装

飾
を

ロ
カ
イ

ユ

(「
OO
9
=
一①
)
と

称
し
た

こ
と
に
語

源
を
有
す

る
が
、

そ
の

ロ

コ
コ
と

い
う
用

語
が

十

八
世
紀

の
芸
術

様

式

を
指

し
て
使

わ
れ
る

の
は

十

九
世
紀
中
頃

以
降

の

こ
と

で
あ

る
。

す
な

わ
ち

フ
ラ

ン
ス
ア
カ
デ

ミ
ー
辞
典

に
お

い
て

一
八

四

二
年

に
よ
う

や
く
公
式

の
取

扱
を
受
け

た

に
過

ぎ
な

い
。

そ

こ
に
は
次

の
よ
う

に
記
さ

れ

て
い
る
。

「
ロ

コ
コ
と
は

ル
イ
十

五
世

の
時
代

お

よ
び

ル
イ
十

六
世

の
時

代

の
初

期

に
顕
れ

た
装
飾

、
絵
画

彫
刻
様
式

、

デ
ザ

イ

ン
の
分
野

に

つ
い
て
の
俗
称

で
あ
る

。

ロ
コ

コ
と

い
う

ジ

ャ
ン
ル
は
ポ

ン
パ
ド

ゥ
ー

ル
夫

人

の
時
代

と
そ

の
前

後

で
、

ま
さ

に
そ
れ
以
外

に
は

ロ
コ

コ
に
ふ
さ

わ
し

い
時
代
は
な

い
」

(即

窓

B
ぴ
簿
】ご

↓
げ
①
6
『Φ鑑

魯

。
{
9
①

幻
。
8
β

H
震

。゚
°
o
も

眞

～
㎝
)

と
。

バ

ロ
ッ
ク
が
十

七
世

紀

の
美

術

の
俗

称

で
あ

っ
た
よ
う

に
、

ロ
コ

コ
も
十

八
世
紀

の
美

術

の
俗
称

で
あ

る
が
、

こ

の
フ
ラ

ン
ス
ア
カ

デ

ミ
ー
辞
典

に
よ
れ
ば

、
ま

さ
に

フ
ラ

ン
ス
の
ポ

ン
パ
ド

ゥ
ー

ル
夫
人

の
時
代

と
そ

の
前
後

に
出
現

し

た
装
飾

、
絵
画
彫
刻

、
デ
ザ

イ

ン
等

の
特

殊
な

様
式

を
指
す

こ
と

に
な
る
。
十

八
世
紀

の
初
頭

(
一
七

一
五
年
)

に

ル
イ
十

四

世
が
死

ん
だ
後

の
摂
政
時
代

に
端

を
発
す

る

ル
イ
十

四
世
時
代

と
は
異

っ
た
あ

る
意

味

で
は

反
動

的
な
自

由

で
軽
快
な
様
式

が

フ
ラ

ン

ス
革

命
前

ま

で

つ
づ

き
、

そ
の

中

に
は
多

少

の
変
化

も
あ
る
が
、

こ
れ
ま

で

に
は
み
ら

れ
な

い
貴

族

や
ブ

ル
ジ

ョ
ワ
ジ
ー

の
個
人

の
邸
宅
、

宗

教
と
無
関
係

な
場
所

な
ど
を
装
飾

す

る

い
わ

ゆ
る
個

人
的

な
楽
・し
み

や
純
粋
な

鑑
賞
と
関
連

し

た
優
美

な
美
術

の
傾
向

が
発
生
し

た
。

こ
の
傾
向

を

ロ
コ

コ
と
称
す

る
わ

け

で
あ
る

が
、

こ
の
美

に

つ
い

て
従
来

か
ら
第

二
級

の
芸

術

で
あ
る

と
か
日
常

的

で
俗

悪
な
も

の
で
あ

る

と
す

る

否
定
論

が
か
な
り
多

か

っ
た
。

同
時

代

の

フ
ラ

ン
ス
の

啓
蒙
哲
学

者
た
ち

ー

デ

ィ
ド

ロ
、

ル
ソ
ー
、

コ
シ

ァ
ン
な

ど
も
全

面
的

に
否

定
は
し

な

い
が
、

そ

の
最
も

本
質

的
な
優

美
な
面

に

つ
い
て
は
か
な

り
批
判

的

で
あ
り

、

古
代
美
術

に
美

の
本
質

を

見
出
し

た
ヴ

ィ
ン
ケ

ル

マ
ン
も

、
彼

と
同

時
代

の
こ
の
美
術

の
傾
向

を
認
め

よ
う
と
は

し
な
か

っ
た
。

お

そ
ら
く

こ
の

ロ

コ
コ
の
美

に

つ
い
て

最
初

に
積

極
的

な
発
言
を

し
た

の
は
ゴ

ン
ク
ー

ル
兄
弟

で
あ

り
、

(9

2

旨
αq
o
=
8
霞
賃

ピ
.簿
答

ユ
ニ

×

<
≡

。
ω
同伽ユ
ρ

H。。
♂
)

そ

の
の
ち

次
第

に
こ

の
特

殊
な
美

の
位

置
付
け
が

明
確

に
な

り
、

「
後
期

バ

ロ

ッ
ク
」

と

い
う
名

称

で
呼
ば

れ

て
バ

ロ

ッ
ク
の
延
長
と

し
て
考

え
ら
れ

る
面
も
時
に

は
み
ら
れ

た
が
、
十

八
世
紀

1ー

ロ

コ
コ
と

い

う
関
連
が

バ

ロ

ッ
ク
と
は
別
和

な
様

式

と
し

て
定
着

す
る

に
至

っ
た

の

で
あ

る
。
さ
ら

に

フ
ラ

ン
ス
ア

カ
デ

ミ
ー
辞
典

の
よ
う

な
せ
ま

い
範

囲

の
規

定

に
と
ど
ま

ら
ず
、

「
具
体
的

に
は
曲
線

や
蛇

の
よ
う

な
線

の
装
飾

を

つ
け
る

こ
と
、
さ

ら

に
は
自

由

の

一
般

的
な
精
神
、

ま

た
十

八
世
紀
全
体

の
芸

術

に
実
際

に
影
響

を

与
え
る
も

の
と
し

て
の
極

め
て
広

い
解
釈

に
お

い
て
」

(7臼
゜
○
ω
げ
O
「
『【
噛
H)
同①
閑
己
口
ω辞
山
①
ω
元
O
犀
O
げ
O
り
目
ゆ
トの㊤
)

と

い
う
説

明
も
な

さ
れ
た
。
し

か
し
な

が
ら

「
恐
ら
く

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
、

日
本
の
近
代
化
と
ロ
コ
コ
趣
味
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日
本
の
近
代
化
と
ロ
コ
コ
趣
味

仏
蘭
西
国
民
が

「
優
腕
」
の
美
に
最
も
敏
感
で
あ
り
、
こ
れ
を
発
展
せ
し
め
る
に
適
当
し
た
、
洗
練
さ
れ
た
趣
味
と
歴
史
的
事
情
と
を
有

っ
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
の
で
あ

テ
イ
　
ン
ジ
ン
ニ
ヒ

る
が
、
し
か
し
又
独
逸
哲
学
の
や
う
に
、
微
妙
な
精
細
な
、
或
は
深
遠
な
る
思
弁
の
方
法
を
有
た
な
か

っ
た
仏
蘭
西
人
は
、
此
の
種

の

「
美
」

の
創
造
者
乃
至
享
受
者
で

は
あ

っ
て
も
、
そ
の
美
学
的
研
究
者
と
な
る
に
は
、
余
り
適
当
で
な
か

っ
た
と
言

へ
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
る
に
是
に
反
し
て
独
逸
人
は
、
此
の
種

の

「
美
」
の
如
き
も

の
を
研
究
す
る
に
も
充
分
に
適
当
な
る
思
索
の
方
法
手
段
を
有
し
て
ゐ
た
に
拘
ら
ず
、
此
の
特
殊
の
美
的
現
象

に
対
す
る
感
受
性
や
趣
味
に
於
い
て
は
、

一
般
的
に
言

っ

て
仏
蘭
西
人
の
や
う
な
、

言
は
ば

一
種

の
民
族
的

傾
向
性
と
い
ふ
如
き
条
件
を

敏

い
て
ゐ
た
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。

要
す
る
に
此
の
様
な
歴
史
的
事
情

も
、
亦
従
来

の
美
学
上
に

「
優
腕
」
乃
至

「
腕
美
」
に
関
す
る
特
殊

の
美
学
的
研
究
が
、
比
較
的
に
発
達
し
な
か

っ
た

一
つ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
か

ら
う
と
思
ふ
。
L

(大
西
克
礼
著
美
学
下
巻

二
一二
八
～
九
頁
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

広
い
意
味
で
ロ
コ
コ
美
術
の
特
色
を
時
代
を
超
え
た
美
の
類
型
と
し
て
把

握
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
が
、

そ
れ
が
充
分
に
お
こ
な
わ
れ
な
い
ま
ま
に
現
在

に
至

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

わ
が
国
に
お
け
る

ロ
コ
コ
的
な
も
の
に

つ
い
て
考
察
す
る
に
さ
い
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
美
の
類
型
と
し
て
の
ロ
コ
コ
の
側
面
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は

確
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
に
関
連
し
て
「
ロ
コ
コ
美
術
は
、
最
後

の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
様
式

で
あ
る
」
(口

幻゚
雷
α
旧
日
び
①
ヨ
Φ
9
旺
口
ωq
oh
錠
辞》
℃
魯
σq
巳
口

しd
o
o犀
ω噛
ド
Φ
$

,
戸
嵩
)
と
い
う
意
見
を
思
い
浮

べ
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

リ
ー
ド
に
よ
れ
ば

ロ
コ
コ
と
は
建
築
の
内
部
装
飾
と
工
芸
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
傾
向
で

あ

っ
て
、
絵
画
に
お
い
て
は
自
由
な
精
神
だ
け
が

ロ
コ
コ
的
な
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
、
十
八
世
紀

の
絵
画
に
は
非
常
な
多
様
性
が
存
在
す
る
、
こ
の
多
様
性
は
む
し
ろ

ロ

コ
コ
絵
画

の
特
色
で
あ

っ
て
、
内
部
装
飾
と
工
芸
に
お
け
る
貝
殻
的
意
匠
の
共
通
性
と
絵
画
の
多
様
性
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
各
地
に
及
ん
で
、
現
代
ま
で
の
間

に
は
他
に
類
例

の
み
ら
れ
な
い
よ
う
な
汎

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
な
ス
タ
イ

ル
が
成
立
し
た
。
そ
し
て

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
の
な
か
で
も
も

っ
と
も
偉
大
な
時
代
の

一
つ
と
し
て
の
生
命
力
の

特
色
を
示
し
」

(国
゜
閃
Φ
巴

馴
o
戸

∩
津

,
に
。。
)
て
い
る
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
は
英
国
人
で
あ
る
リ
ー
ド
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
の

ロ
コ
コ
の

へ

伝
播
に
か
ん
す
る
注
目
と
し
て
極
め
て
興
味
深

い
発
言
と
い

っ
て
よ

い
。

こ
の
小
論

に
お

い
て
は
筆
者
は
、

ロ
コ
コ
的
な
様
式
が

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
み
な
ら
ず
東
洋
ー

日

本

に
も
波
及

し

た
影
響

に

つ
い
て
の
検

討
を
目
標

に

し
て

い
る
の

で
、

リ
ー

ド
の
意

見
を
有

力

な
根

底

と

し

て
措

定
し
た

い
と
思
う
。

そ
し

て
リ
ー

ド
の
問
題

は
結

局

の
と

こ
ろ

ロ
コ

コ
を

「
美

的
範

躊

と
様

式
史
的
範

躊
」

(勺
戸

ζ
剛ロ
αq
器

ご

国
ω
9
ひ
9

二
①

身

ヵ
0
8
6ρ

ド
Φ
①
ρ

o
』
日

～
㊤
)

の
両
面

か

ら
取
扱
う

方
向

へ
と
展
開
す

る

こ
と

に
な
る
。

ワ
ト
ー
の

絵
画

の
美

は
様

式
史
的
範

疇

の
問
題

で
あ
り

、

バ

ロ

ッ
ク

に
カ

ン
ト
的
な
崇

高
、

ロ

コ
コ
に
優

美

を
対

応
さ

せ

る

こ
と
が
美

的
範

疇

の
領
域

で

の
課

題
と
考

え
ら

れ
て

い
る

(℃
げ
゜
ζ
ぎ
ひq
器

ご

o,

∩
搾

)

の

で
あ

る

。

こ
の
点

に
か
ん
し

て
は

こ
こ
で
詳

述
す

る
紙
面

の
余
裕

が
な
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く
、
別
稿

を
準

備
中

で
あ
る

が
、

こ
と

に

つ
い
て
取

上
げ

た

い
。

わ
が
国
の
ロ
コ
コ
的
な
美
の
問
題
は

上
述

の
よ
う
な
諸
点
を
考
慮
に
い
れ
な
が
ら
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
次
に
そ
の

前
項

に
お
い
て

ロ
コ
コ
的
な
美
が
様
式
史
上
の
特
定

の
時
代

の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
汎

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
ひ
い
て
は
美
的
範
疇
の
問
題
と
し
て
優
美

(も
し
く
は
優

娩
)
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
取
上
げ
た
が
、
日
本
の
美
意
識
の
問
題
と
し
て
考
察
す
る
に
さ
い
し
て
も
、
当
然

の
こ
と
で
は
あ
る
が
様
式
史
上
の
特
定

の
時
代

の
問
題
と
、
汎

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
影
響
下
の
問
題
と
、
美
的
範
疇

の
問
題
と
に
区
分
し
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
日
本
の
場
合
は
明
治
維
新
以
降

の
様
式
史
上
の
特
定
の
時
代
の
問
題
と
汎

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
な
風
汐
の
影
響
と
は
同

一
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
は
地
理
的
に
遠
隔
の
地

で
あ
る
こ
と
か
ら

美
的
範
疇
の
問
題
が
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
。

で
は
日
本
美
術
に
お
い
て
美
的
範
疇
と
し
て
の
ロ
コ
コ
的
な
も
の
は
ど
の
よ
う
な
現
象
と
し
て
考
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
そ
れ
を

一
口
に

「
優
美
」
と
規
定

す
る
な
ら
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
範
囲
は
意
外

に
広

い
。
常
識
的
に
は
藤
原
時
代
、
鎌
倉
時
代
の
初
期

の
も
の
、
江
戸
時
代
な
ど
に
対
応
す
る
作
品
が
存
在
す
る
と
思

わ
れ
、
仏
教
渡
来
以
前

の
所
謂
わ
が
国
特
有
の
銅
鐸

の
図
案
や
埴
輪
の
形
態

に
そ
れ
ら
し
き
も

の
が
存
在
し
、
白
鳳
時
代
や
天
平
時
代

に
も
近
似
の
印
象
を
与
え
る
も
の

が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
古
代
の
銅
や
素
焼

の
製
法
に
は
、
中
国
や
韓
国
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
が
、
日
本
的
な
も
の
の
発
生
は
そ
れ

ら
の
影
響
が
充
分
に
消
化
さ
れ
て
か
ら
出
現
し
て
い
る
。
仏
教
渡
来
後
の
日
本
化
に
お
い
て
も

そ
の
こ
と
は
同
様

で
あ
り
、
藤
原
時
代
と
江
戸
時
代
は
土
ハに
遣
唐
使
の
廃

止
や
鎖
国
と
い
う
内
観
化
的
な
時
期
に
当

っ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
文
化

の
燗
熟
期
に

「
優
美
」

に
該
当
す
る
現
象
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
論

ず
る
ま

で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
文
化
史
的
に
見
て
も

「
優
腕
」

の
美
を
強
調
す
る
や
う
な
芸
術
の
傾
向
は
、
概
し
て

一
国
の
文
化
が
欄
熟
し
て
、
精
神
的
緊
張

の
弱
め

ら
れ
た
や
う
な
時
代
に
現
は
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。

(例

へ
ば
十
八
世
紀
の
仏
蘭
西
、
わ
が
国
の
平
安
朝
や
徳
川
末
期
)
。」

(大
西
克
礼
著
前
掲
書

二
七
七
頁
)
と

い

う
意
見
は
極
め
て
妥
当
で
あ
る
。
日
本
美
術
の
歴
史
的
展
開
は
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
か
な
り
変
化
に
富

ん
だ
多
様
性
を
示
し
て
お
り
、
東
洋
の

一
島
国
と
し
て
は
稀
有

な
事
態
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
過
程
に
お
い
て
成
立
す
る

「
優
美
」

の
性
格
は
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
美
術
-

当
面
の
問
題
と
し
て
は

フ
ラ
ン
ス

の
ロ
コ
コ
美
術
と
直
接
的
な
影
響
関
係
が
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
極
め
て
類
似
し
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
と
は
言

っ
て
も
そ
れ
は
例
え
ば
藤
原
時
代

の
美
術

日
本
の
近
代
化
と
ロ
コ
コ
趣
味
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日
本
の
近
代
化
と
ロ
コ
コ
趣
味

に
貝
殻
模
様
の
意
匠
が
み
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
様
式
史
的
な
問
題
で
は
な
く
、
社
会
の
日
常
的
な
生
活
に
お
い
て
美
や
芸
術
が
そ
れ
を
比
較
的
純
粋

に
鑑
賞
し
愛
頑
す

る
傾
向
を
も

っ
て
い
る
こ
と
ー

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
は
特

に
ど
こ
の
国
に
お
い
て
も
従
来
は
宮
廷
な
ら
び
に
そ
れ
と
類
似
の
場
所
を
中
心
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が

多
か

っ
た
が
ー

と
関
連
性
が
あ
り
、
就
中
そ
れ
ら
の
創
生
期
や
展
換
期
に
で
は
な
く
、
燗
熟
期
に
成
立
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
モ

リ

ス
の

ユ

ニ
ー
ク
な
意
見

を
思

い
出
す

こ
と

が
で
き
る

。す

な

わ
ち
源
氏
物

語

に
関
連

し

て
世

界
史
的

な
立

場

か
ら

そ

の
特
殊
性

を
考
察

し
た

モ
リ

ス
は

(H<
き

ζ
〇三

碧

↓
ゴ
①
乏

o
憎匡

9

9
0

Q。
三
三
口
ひq
℃
戦ぎ
8
-
O
O⊆
答

瞭
h①

ぎ

彗

。
一①
三

智
B

戸

ド
㊤
①
蔭
)
次

の
よ
う

に
述

べ

て
い
る
。

「
紫

式

部
の
時

代

を
考

察
し
、

或

る
人

々
は

ル
イ

十

四
世

の
あ

の
盛
ん

な
文
化

が
開
花
し

た
世
紀
を

思

い
起

こ

さ
せ
ら

れ

て
き

た
。

し
か

し

こ
の
比

較

に
よ

っ
て
類

似
点

を
見
出
す

こ
と
は
、

ど

こ
か

ら
ど
う

見

て
も

ほ
ぼ

ロ

ワ

の
ソ

レ
イ

ユ

期
待
で
き
ま
い
。
藤
原
道
長
は
、
時
代
の
最
も
有
力
な
支
配
者
と
し
て
日
本
に
君
臨
し
て
い
た
。
が
、
彼
と
て
も
太
陽
王
で
は
な
か

っ
た
。
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
そ
れ
に
近

い
面
影
が
道
長
に
あ
る
に
し
て
も
。
ま
た
、
ヴ

ェ
ル
サ
イ

ユ
に
比

べ
れ
ば
、
平
安
の
朝
廷
の
簡
素
さ
は
、
む
し
ろ
厳
酷
と
呼
び
た
い
。
紫
式
部
の
周
辺
の
入

々
と
、
十
七

世
紀

フ
ラ
ン
ス
貴
族
た
ち
が
依

っ
て
い
た
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
観

に
は
、
と
り
わ
け
、
多
く
の
面
に
関
し
て
喰
違
い
が
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
場
合

の
よ
う
に
高
度

に
洗
練
さ

れ
た
社
会

に
あ

っ
て
は
、

ど
の
価
値
基
準
を
二
組
と
り
あ
げ
て
み
て
も
、
差
異
が
生
ず
る
の
は
必
定
で
あ
る
。
/

こ
れ
よ
り
も
遥
か
に
妥
当
な
相
似
例
は
、
サ
ー

・
ジ

ョ

ー
ジ

・
サ
ン
ソ
ム
に
よ
り
提
示
さ
れ
て
い
る
。
平
安
朝
と
ペ
ル
シ
ア
の
イ
ス
ラ
ム
人
の
生
活
と
を
、
彼
は

つ
き
比
べ
て
み
る
。
ま
た
、
平
安
朝
と
の
酷
似
の
最
た
る
も
の

は
、
十
六
世
紀

ム
ガ
ー
ル
皇
帝

ア
ク
バ
ル
の
宮
廷
に
あ
る
と
、
彼
は
考
え
る
。
ま
さ
に
興
味
津
津
た
る
比
較
で
あ
る
。
確
か
に
、
時
間
と
距
離

の
懸
隔
は
甚
だ
し
い
と
し

て
も
、

こ
の
二
つ
の
宮
廷
に
は
実
に
同
型
の
審
美
的
価
値
観
が
通
用
し
て
い
た
、
と
思
わ
れ
る
。
が
、
平
安
文
化
研
究
と
は
、
要
す
る
に
こ
と
さ
ら
外

の
世
界
に
類
似
点

を
捜
し
ま
わ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

い
や
そ
う
で
は
な
い
、
そ
れ
は
む
し
ろ
こ
の
文
化
が
歴
史
と
い
う
万
華
鏡
が
か

つ
て
織
り
な
し
た
最
も
奇
異
な
最
も
興
趣
を
唆
る
絵

模
様
で
あ
る
。
と
い
う
結
論
に
達
せ
ざ
る
を
得
な
い
研
究
で
あ
る
は
ず
だ
。
も
し
世
界
中
に
独
特
と
言
え
る
社
会
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
紫
式
部
時
代
の
平
安
京
を

お
い
て
他
に
は
見
出
せ
ま
い
。
平
安
京
は
そ
う
い
う
社
会
で
あ
る
。」
(
1

・
モ
リ

ス
著
斉
藤
和
明
訳
、
光
源
氏
の
世
界
、
筑
摩
叢
書
嵩
食

昌
O
①
P

昌
～
嵩
頁
)。

こ
の
見

解
は
甚
だ
示
唆
に
富
ん
で
お
り
、
種
々
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
ま
ず

モ
リ

ス
の
立
場
が
日
本
の
紫
式
部
の
時
代
と
社
会
を
世
界
に
独
特
の
も

の
と
し
て
、
そ
の
特
殊
性

を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
た
あ
に
あ
え
て
世
界

の
他
の
国
の
宮
廷
や
文
化
と
比
較
す
る
こ
と
に
積
極
的
な
価
値
を
見
出
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ

は
確
か
に
日
本
の
源
氏
物
語
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
文
化
現
象
の
よ
う
な
特
殊
な
事
例

に
は
妥
当
な
考
え
か
た
で
あ
り
、
特
に
米
国
人
で
あ
る

モ
リ
ス
が
日
本
に
関
心
を
も

っ
た
と

い
う
点
か
ら
、
そ
の
特
殊
性

へ
の
執
着
度

の
強
さ
は
納
得

で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
イ

ス
ラ

ム
人
の
生
活
や
蒙
古
人
の
宮
廷
と
平
安
朝
の
相
似
を

モ
リ
ス
が
消
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極
的

で
は
あ

る
が
肯
定
し
て
い
る
こ
と
も
理
解
で
き
る
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
東
洋
的
な
面
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ル
イ
十
四
世

の
時
代
と
紫
式
部

の
時
代
を
比
較
し
て
差
異
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
賛
成
で
き
る
。

そ
の
と
き
ヴ

ェ
ル
サ
イ

ユ
宮
殿
に
比
べ
て
京
都
御
所
が
簡
素
で
あ
る
と
す
る
観
方
も
甚
だ
興
味
深

い
も

の
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

モ
リ

ス
は

一
定
の
先
入
見
に
よ
っ
て

ル
イ
十
四
世
の
時
代
や
社
会
と
紫
式
部
の
時
代
や
社
会
と
を
併
置
し
た
が
、
同

一
の
ヴ

ェ
ル
サ
イ

ユ
宮

殿
を
使
用
し

て
い
る
に
せ
よ
、

ル
イ
十

五
世

の
時
代
-

つ
ま
り

ル
イ
十
四
世
の
時
代
と
は
か
な
り
異

っ
た
時
代
と
社
会

-

政
治
的

に
は
継
続
し
て
い
て
も
、
美
や
芸

術
に
た
い
す
る
観
か
た
や
受
け
と
り
か
た
が
相
当
に
変
化
し
た

ル
イ
十
四
世
の
次

の
ル
イ
十
五
世
の
時
代
と
を
比
較
す
れ
ば
、
別
な
意
見
が
述

べ
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い

と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら

ル
イ
十
五
世

の
時
代
と
社
会

に
つ
い
て
、

モ
リ
ス
が
取
り
上
げ
な
か

っ
た

こ
と
は
事
実
で
あ
り
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
文

化
の
燗
熟
期

と
し
て
問
題
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

サ
ン
ス
　
シ

モ
リ

ス
よ
り

以
前

に
ブ

ル
ー

ノ

・
タ
ウ
ト
は

桂
離

宮

や

修
学
院
離

宮

に

ロ
コ
コ
と

の
共

通
点

を
発
見

し

た
。

彼

に
よ

れ
ば
桂
離

宮
は

日
本

の
天

皇

の

「
無

憂
宮
」

で
あ

る

が
、
根
本

的

に
ヴ

ェ
ル
サ
イ

ユ
宮
殿

や

シ

ェ
ー

ン
ブ

ル

ン
宮

殿

と
は
異

っ
て

い
る
。

そ
れ
は
建

物

や
庭

園

の
広
大

さ

と
は
無
関

係

な

こ
と

で
あ

る
。

ヴ

ェ
ル
サ
イ

ユ
の

中

の
ト

リ

ア
ノ

ン
ー

ー
と

く
に
小

ト
リ

ア
ノ

ン
な
ど

は
、

桂
離
宮

よ
り
は

る
か

に
小
規
模

で
し

か
も
優
雅

で
あ

る
が

、
他

の

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

の
諸
宮

殿
と

同
様

に
、

階

級
を

誇
示

す
る
意

図

が
歴

然
と

し
て

い
る
。

こ
れ

に
た

い
し

て

日
本

の
宮

殿
は

「
旧

い

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
の
よ
う

な

階
級

的
距

離
」

を
全
く

も

た
ず

、
市

民
的

で
あ

る
と
タ

ゥ
ト
は

言
う

。
ま

た
修
学
院

離
宮

は

「
縁

ど
り
」

と

「
絵

画
的
」

景
観

に
お

い
て

ロ

コ
コ
に
似

て

い
る

(ブ

ル
ー

ノ

・
タ
ウ
ト
著
篠

田
英

雄
訳

タ
ゥ
ト
全

集
育

生
社
第

一
巻
)

と

説
明

さ
れ

て

い
る
。

源

氏
物
語

、
桂
離

宮
、
修
学

院
離

宮

に

つ
づ

い

て

「
吾

々
の
解

釈

す
る
如

き

「
優
腕

」

の
例

と
し

て
は

、
寧

ろ
十

八
世
紀

の
仏
蘭

西

の

ワ

ッ
ト
ー
と

か
、

フ
ラ
ゴ

ナ

ー

ル
と

か
、

ブ

ウ

シ

ェ
ー
と
か
、

グ

リ
ウ
ズ

な
ど

と

い
ふ
や

う

な
人

々

の
作

品
の
性

格
を
挙
げ

る
方

が
、

一
層
妥

当

で
は
な

い
か
と
考

へ
ら

れ
る
。

(
わ

が
国

の
浮
世

絵

の

作

品

な
ど
も
、

恐
ら

く
そ

の
例

と

な
る

で
あ

ら

う
。
)
L

(
大

西
克
礼
著

前
掲
書

二
七

二
頁
)

と

い
う
よ
う

に
江

戸
時
代

お

よ
び

江
戸

時
代

末
期

の
日
本

の
美
と

ロ

コ
コ
の

関

係

に

つ
い
て
注
目

が
な

さ
れ

て

い
る
。

ロ

コ
コ
が

フ
ラ

ン
ス
革

命

の
直
前

の
美

で
あ

り
、

ル
イ
王
朝

の

燗
熟

期
を
示

す
と

こ
ろ
か

ら
、

わ
が
国

の
明
治

維
新

と

フ
ラ

ン

ス
革
命
を
対

比
さ
せ
、
明
治
維
新
直
前

に
当
る
江
戸
時
代

の
燗
熟
期
ー

つ
ま
り
江
戸
時
代

の
末
期
を
わ
が
国
に
お
け
る

ロ
コ
コ
的
な
美
の
時
代
と
す
る
考

え
か
た
も
成

立
す
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
明
治
維
新
に
つ
い
て
の
見
解
は
さ
ま
ざ
ま
に
存
在
し
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
と
明
治
維
新
を
比
較
す
る
立
場

(河
野
健

二
著
フ
ラ

ン
ス
革

命
と
明
治
維
新
、
N
H
K
ブ

ッ
ク
ス
43
、
6
①
O
)
も
み
ら
れ
る
。
河
野
氏
に
よ
れ
ば

フ
ラ
ン
ス
革
命
は

「
「
下
」
か
ら
「
上
」
へ
の
過
程
L
で
あ
り

「
内
的
転
換
か
ら
出
発
し
て

日
本
の
近
代
化
と
ロ
コ
コ
趣
味

‐s7‐
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日
本
の
近
代
化
と
ロ
コ
コ
趣
味

外
的
契
機

へ
の
推
転
が
見
ら
れ
る
L
が
、

「
明
治
維
新
は
む
し
ろ

「
上
」
か
ら

「
下
」

へ
の
過
程
で
あ
り
L
外
か
ら
内

へ
の
推
転
で
あ
る
。

「
十
八
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス

と
、
十
九
世
紀
後
半
の
日
本
と
を
同

一
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
い
。」
が
、

フ
ラ

ン
ス
社
会
は

「
ヨ
コ
へ
の
分
化
」
を
遂
げ
、

日
本
社
会
は

「
タ
テ
へ
の
統
合
」

を
示
し
た
。

(前
掲
書

一
五
〇
～

一
六
〇
頁
)
。

も
ち
ろ
ん
明
治
維
新
を
何
ら
か
の
革
命
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
は
異
論
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、

一

般
に

「
優
美
」
が
文
化

の
欄
熟
期
に
発
生
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
に
当
然
の
こ
と
な
が
ら
政
治
的
社
会
的
変
革
が
生
ず
る
筈

で
あ
る
。
藤
原
時
代
の
末
期
の
平
家

の
文
化

に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
凡
ゆ
る
改
革
の
前
に

ロ
コ
コ
が
存
在
す
る
か
に

つ
い
て
は
慎
重
を
期
し
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
わ
が
国
の
美
術
の
変
遷
と

ロ
コ
コ
的
な
現
象
に
つ
い
て
概
観
し
た
が
、
も
と
よ
り
地
域
的
に
遠
隔
の
場
所

に
あ
る
わ
が
国
に
お
い
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
芸
術
精

神
が
直
接
的
に
関
連
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
発
生
の
要
因
と
考
え
ら
れ
る
諸
条
件
が
類
似
し
て
お
り
、
優
美

の
範
疇
に
数
え
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
芸
術
現
象
が
共
通

し
て
制
作
さ
れ
た
と
い
う
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
異
同

に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
明
治
維
新
前
後
か
ら
実
際
に

ヨ

ー

ロ
ッ
パ
の
文
化
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
、
明
治
維
新
特
有
の
外
か
ら
内

へ
の
推
転
が
お

こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
従
来
と
は
別
様
な
形
式

で
ロ
コ
コ
的
な
も

の
が
日
本

に
輸
入
さ
れ
た
。

そ
の
点
に
つ
い
て
次
項
で
考
察
し
た
い
。

一68一

わ
が
国
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
術
が
伝
え
ら
れ
た
の
は
明
治
維
新
に
は
じ
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
桃
山
時
代
に
す
で
に
南
蛮
美
術
と
い
う
形
態
で
、
ま
た
江
戸
時
代
に
も

ポ

ル
ト
ガ

ル
や
オ
ラ
ン
ダ
を
通
じ
て
舶
載
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
明
治
維
新
と
と
も
に
従
来
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
質
の
高
い
も
の
が
多
量
に
、
し
か
も
ど
う
し

て
も
国
を
あ
げ
て
対
決

せ
ざ
る
を
え
な
い
形
態

で
、
そ
れ
は
わ
が
国
に
入

っ
て
き
た
。

そ
し
て
断
髪
令
は
明
治
五
年

に
発
令
さ
れ
、
明
治
七
年
に
は
殆
ん
ど
普
及
し
、
大

礼
服

・
通
常
礼
服
が
明
治
五
年
に
制
定
さ
れ
、
天
皇
も

こ
の
年
か
ら
着
用
し
た
。
婦
人
礼
服
は
な
か
な
か
定
ま
ら
ず
、
皇
后
は
明
治
十
五

・
六
年
頃
か
ら
洋
服
を
着
用
し

た
。
断
髪
に
比
し
て
服
装
は
費
用
が
か
か
る
た
め
か
、
普
及
に
時
間
が
か
か
り
、
女
性
の
洋
服
は
最
初

の
う
ち
は
上
流
社
会

f

と
く
に
鹿
鳴
館
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ

 る
に
す
ぎ
な
か

っ
た
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
明
治
十
八
年

に
は
男
性
よ
り

一
年
は
や
く
東
京
女
子
師
範
学
校
の
教
員

・
生
徒

が
洋
風
の
制
服
を
着
用
し
、
男
子
学
生
は
帝

国
大
学

で
明
治
十
九
年
か
ら
洋
風
の
制
服
を
着
用
し
た
。
(加
藤
秀
俊
、
文
明
開
化
、
日
本
歴
史

シ
リ
ー
ズ
ー8

明
治
維
新

ド
O
O
。。
、
八
〇
～
八
三
頁
)
学
制
は
明
治
五
年
に

公
布
さ
れ
た
が
、
海
外
留
学
生
は
す
で
は
幕
末
期
に
、
幕
府
や
薩
摩

・
長
州

・
肥
前
等
の
諸
藩
か
ら
、
イ
ギ
リ

ス

・
オ
ラ

ン
ダ

・
ロ
シ
ア
等
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
。

コ



八
六
〇

(
万
延
元
)

年
以
降

の
米
欧
遣
外
使
節
に
も
、

福
沢
諭
吉

・
福
地
源

一
郎

・
五
代
友
厚
ら
が
参
加
し
て
、

外
交
使
節
と
と
も
に
留
学
政
策
の
意
味
も
も

っ
て
い

た
。
か
か
る
意
味
か
ら
こ
の
遣
外
使
節
が
も
た
ら
し
た
西
洋
文
化
摂
取
の
功
績
は
大
き
い
。L

(岩
波
講
座
、
日
本
歴
史
近
代
2

岩
波
書
房

H
㊤
①
卜。
、

二
六
四
頁
)
。
ま
た

海
外
留
学
規
則

の
布
告
は

一
八
七
〇

(明
治
二
)
年

で

「
「
大
に
遣
欧
学
生
の
挙
を
興
し
、

其
国
体
政
治
風
俗
人
情
に
通
達
せ
し
め
、

制
度
文
物
学
術
技
芸
及
び
其
他
百

た
す

科
を
研
究

せ
し
め
、
日
新
の
民
を
鼓
舞
し
開
化
の
運
を
賛
助
し
、
以

て
国
家

の
隆
盛
を
弼
け
皇
謀

の
遠
被

に
至
る
を
期
す
」

(
大
隈
文
書

「
遣
欧
学
徒

ヲ
選
挙

ス
ル
ノ
道
)

と
い
う
意
図
の
も
と
に
、

こ
れ
を
奨
励
す
る
方
針
を
と

っ
た
。

(中
略
)
明
治
初
期
の
留
学
先
は
、

ア
メ
リ
カ
が
第

一
位
、

つ
ぎ
が
イ
ギ
リ
ス

・
フ
ラ
ン
ス
の
順
序

で
、

人
員
は

一
八
六
九
i
七
〇
年

の
諸
藩
留
学
生

一
一
六
名
、
同
宮
家

・
官
庁

・
諸
会
社
等
が
五
十
八
名
、
計

一
七
四
名
と
い
う
数
字
が
あ
る
。」

(前
掲
書
同
頁
)
。
招
聰
さ

れ
た
外
人
も
多
く
、

「
太
政
官
そ
の
他
の
官
庁
雇
用
の
顧
問

・
技
師
と
学
校
教
師
と
が
あ
り
、
ほ
か
に
民
間
雇
用
が
あ

っ
た
。
さ
ら
に
宣
教
師

・
ジ

ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
と
し

て
来
朝
し
た
者
が
、
政
府
の
仕
事
を
し
た
り
、
公
私
の
学
校
の
教
師
に
招
か
れ
て
い
た
。
」
(
前
掲
書

二
六
五
頁
)
第

一
回
勧
業
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
の
は
明
治
十
年

で

あ

っ
た
が
、
洋
風
建
築
は
英
国
人

・
米
国
人
な
ど
の
招
聰
さ
れ
た
技
師
に
よ

っ
て
建
造
さ
れ
、
日
比
谷
の
鹿
鳴
館
は
英
国
人

コ
ン
ド
ル
の
指
図
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

西

欧

や
ア
メ
リ
カ
と
地
理
的
に
遠
隔
な
日
本
は
、

幕
末
に
同
時
に
各
国
と
交
流
し
、

各
国

へ
渡
航
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

当
時
の
西
欧
諸
国
や
ア
メ
リ

カ
は

十
九
世
紀
中

頃
以
降

の
状
態

で
あ
り
、
リ
ー
ド
の
い
わ
ゆ
る
最
後

の
国
際
的
な
様
式
で
あ
る

ロ
コ
コ
の
影
響
か
ら
完
全
に
脱
脚
せ
ず
、
場
所
に
よ

っ
て
は
ア
ー
ル

・
ヌ
ー
ボ
ー
の
流
行

の
中
に
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
ど
の
国
に
お
も
む
き
、
ま
た
輸
入
し
た
に
せ
よ
、

ロ
コ
コ
的
な
風
汐
が
各
分
野
に
顕
著
な
こ
と
は
当
然

の
こ
と
で
あ

っ
た
。
内
部
装
飾
、

工
芸
、
家
具
等

に
そ
の
影
響
が
み
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
服
装
や
集
会
の
持
ち
か
た
に
も
及
ん
だ
。
そ
し
て
具
体
的
に
は
そ
れ
は
鹿
鳴
館
と
い
う
形
態
で
成
立
し
た
の
で

あ
る
。

鹿
鳴
館
の
名
称
は
明
治
時
代
に
欠
く

こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
え
考

え
ら
れ
る
。
明
治
十
六

(
一
八
八
三
)
年
十

一
月
に
あ
し
か
け

三
年

の
歳
月
と
十
八
万
円
の
当
時
と

し
て
は
巨
額
の
総
工
費
で
完
成
し
た
鹿
鳴
館
は
、
煉
瓦
造
二
階
建

の
イ
タ
リ
ア

・
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
式
建
築
で
、
場
所
は
帝
国

ホ
テ
ル
の
近
く
で
あ

っ
た
。
外
人
の
高
官
や

貴
顕
の
接
待
と
当
時

の
日
本
の
上
流
社
会

の
人

々
や

夫
人

・
令
嬢
た
ち
と
の
交
流
を

目
的
と
す
る
社
交
場
で
、

文
明
開
化
に
伴
う

西
欧
化
の
風
汐

の
産
物
で
は
あ

っ
た

が
、
同
時
に
そ
の
頃

の
外
務
大
臣

(外
務
卿
と
よ
ば
れ
て
い
た
)
井
上
馨
が
条
約
改
正
交
渉
を
わ
が
国

に
有
利

に
す
る
た
め
に
、
各
国
の
人
々
を
招
待
す
る
た
め
に
建
設

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
条
約
改
正
の
交
渉
が
失
敗
に
終
り
、

井
上
馨
が

外
務
大
臣
を
辞
任
す
る
明
治

二
〇
年
頃
ま
で
は

連
日
の
よ
う
に
盛
ん
に
使
用
さ
れ

た
。

(
図
版
5
)
こ
の
建
物
は
鹿
鳴
館
以
前
は
薩
摩
の
装
束
屋
敷
で
あ

っ
た
。

「
装
束
屋
敷
と
は
、

何
を
し
た
所
か
、

今
か
ら
は
、

は

っ
き
り
分
ら
ぬ
が
、

登
城
の
前

日
本
の
近
代
化
と
ロ
コ
コ
趣
味

一69一

ゆ



日
本
の
近
代
化
と
ロ
コ
コ
趣
味

に
、

こ
こ
で
衣
冠
束
帯
を
と
と
の
え
た
の
で
も
あ
ろ
う
か
、
西
南
戦
争
以
前

に
、
内
部
に
西
洋
建
築
様
式
を
加
味
し
て
改
造
し
て
、

(中
略
)
倶
楽
部
式
の
集
会
所
と
し

て

っ
か

っ
て
い
た
ら
し
い
。L

(木
村
毅
著
文
明
開
化
、
日
本
歴
史
新
書
増
補
版

至
文
堂

H
O
①
O
、
五
四
頁
)
。
鹿
鳴
館
が
開
設
さ
れ
る
ま

で
に
も
同
様
の
場
所
が
全
く
存

在
し
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
浜
離
宮
の
延
遼
館
が
そ
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、

「
イ
ギ
リ

ス
皇
子
や
グ
ラ
ン
ト
将
軍
な
ど
の
貴
賓
の
宿
泊
所
と
な

っ
た
。
そ
し

て
明
治
十
五
年
に
は
、
そ
こ
で
夜
会
も
開
か
れ
た
」
そ
し
て
鹿
鳴
館
は

「
太
政
官
全
体
も
し
く
は
各
省

の
共
同
接
伴
所
だ

っ
た
が
、
外
務
省
は
、
役
目
上
、
専
用
で
き
る

接
伴
所
も
必
要
だ
と
し
て
、
し
ば
ら
く
延
遼
館
を
手
ば
な
さ
な
か

っ
た
。
」

鹿
鳴
館
以
前
に
す
で
に
延
遼
館
の
存
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

鹿
鳴
館

の
名
称
は

「
詩
経
か

ら
出
た
の
で
、
こ
の
鹿
鳴
の
篇

の
序
に

「
鹿
鳴
、
燕
二
群
臣
佳
賓

一也
」
と
あ
る
。
又
昔
支
那
で
は
、
官
吏
登
用
試
験
に
及
第
し
て
京
師
に
お
も
む
く
送
別
の
宴
を
鹿
鳴
之

宴
と
称
し
、
詩
経
の
中
の
小
雅
、
鹿
鳴
の
章
を
う
た

っ
た
。
詩
は
三
つ
あ

っ
て
、
そ
の
第

一
は
有
名

な

「
拗
拗
鹿
鳴
、
食
二
野
之
革

一我
有
嘉
賓

一、
鼓

レ
遜
吹
レ
笙
、
吹
レ笙

鼓
レ
笥
、
承
レ
筐
是
将
、
人
之
好
レ我
、
示
二我
周
行

こ

で
あ
る
。
な
ぜ
鹿
鳴
と
命
ぜ
ら
れ
た
か
は
、

こ
れ
で
明
瞭
」

で
あ
ろ
う
。
命
名
し
た
の
は
中
井
桜
洲

(
本
名
弘
蔵
)

で
薩
摩

の
人
で
あ

っ
た
。
慶
応

二
年
に
す
で
に

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
行
き
、
見
聞
記

「
西
洋
紀
行

・
航
海
新
説
」
を
記
し
た
。
明
治
に
な

っ
て
か
ら
は
外
交
官
と
し
て
欧
米
に

四
年
間
滞
在
し
、

「
漫
遊
記
程
」
を
書
い
た
。
明
治
の
崎
人
と
い
わ
れ
、
京
都
の

「
都
踊
り
」
を
考
案
し
た
の
は
彼
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

(
前
掲
書
五
三
～
五
五
頁
)

「
山
下
の
旧
博
物
館
跡

へ
新
築
せ
ら
れ
し
接
伴
所
は
、
鹿
鳴
館
と
号
せ
ら
れ
し
を
以

て
、
開
館
式
を
執
行
せ
ら
る

べ
き
の
と

こ
ろ
、
追

々
と
暑
気
に
向
え
ば
、
暫
時
見
合

せ
、
初
秋
に
至
り
執
行
さ
る
る
こ
と
に
な
り
し
と
申
す
」

(
明
治
十
六
年
七
月
七
日
郵
便
報
知
の
記
事
)
が
、
実
際
に
開
館
式
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
明
治
十
六
年
十

一

月

二
十
八
日
で
あ

っ
た
。
開
館
式
の
様
子
は
新
聞
記
事
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
紅
葉

ふ
み
分
け
鳴
く
鹿
の
声
聞
く
秋
の
晩
に
際
し
、
恰
も
よ
し
鹿
鳴
館
の
開
館

あ
り
、
其
式
場
の
概
略
を
記
さ
ん
に
予
て
掲
載
せ
し
如
く
、
正
門
に
は
大
国
旗
を
掲
げ
て
弓
形

の
緑
門
に
菊
花
を
点
綴
し
、
本
館
を
中
心
に
望
ん
で
路
を
左
右
に
分
ち
、

無
数

の
球
燈
を
其
間
に
掛
け
連
ね
、
或
は
山
形
を
な
し
て
高
く
雲
際
に
輝
き
、
或
は
直
条
或
は
曲
線
、
紅
白
相
映
じ
て
樹
影
の
間

に
交
錯
す
、
館
の
正
面
に
は
瓦
斯
火
光

を
以

て
鹿
鳴
館
の
三
大
字
を
燃
点
し
、
燦
然
四
辺
を
照
ら
し
て
白
日
の
如
し
、
真

に
是
れ
不
夜
の
仙
境
な
る
べ
し
、
午
後
八
時
半
よ
り
嘉
賓
来
集
し
、
須
曼
に
し
て
数
百

の
車
馬
園
中
に
、
充
満
せ
り
、
主
客
応
接
の
礼
終
り
、
衣
冠
巾
咽
相
分
れ
て
各
其
室
に
入
り
、
女
子
は
左
辺
の

一
室
に
集
り
、
男
子
は
玉
突
所
に
集
り
て
互
に
生
平
を
話

す
る
あ
り
、
疎
闊
を
謝
す
る
あ
り
、
偶
語
す
る
者
あ
り
、
彷
裡
す
る
者
あ
り
、
各
待

っ
所
あ
る
者
の
如
し
、
既
に
し
て
奏
楽

の
声
起
り
、
衆
賓
相
携
え
て
楼
上
の
巨
室
に

入
り
、
内
外
の
緒
紳
貴
女
交
錯
し
て
舞
踏
を
な
す
と
、
囲
み
視
る
各
々
品
評
す
る
所
あ
る
が
如
し
、
此
間
館
外
に
し
て
煙
火
を
揚
げ
抑
影
花
紋
空
中
に
舞

い
人
を
し
て
快

と
呼

ど
壮
と
叫
ば
し
む
、
時
に
楼
上
に
は
楽
曲
の
調
子
を
逐
う
て
舞
踏
の

一
連
あ
り
、
又
た
楼
下
に
は
黄
白
人
種
入
雑
り
て
玉
突
の
戯
あ
り
、
正
に
十
時
衆
賓
皆
な
楼
下
右

一70-一



辺
の
立
食
堂
に
入
り
、
酒
餓

の
饗
に
就
き
た
り
、
抑
も
我
国
に
て
は
、
従
来
西
式
の
饗
応
に
適
す

べ
き
会
館
は
な
か
り
し
ゆ
え
、
夜
会
等
に
は
為
め
に
混
雑
を
免
が
れ
ざ

り
し
が
、
此
館
は
専
ら
西
式
の
饗
応
に
適
す
る
を
主
と
し
て
経
営
し
た
る
も
の
な
れ
ば
、
楼
上
楼
下
大
小
十
有
八
室
あ
り
て
、
喫
煙
室
あ
り
休
憩
室
あ
り
て
備
わ
ら
ざ
る

所
な
く
、
殊
に
玉
突
所
の
如
き
は
五
基
の
台
を
設
け
あ
れ
ば
、
同
時
に
数
組
の
需
に
応
ず
べ
し
、
其
他
館
内

の
装
飾
什
具
等
多
く
費
や
さ
ず
し
て
観
美
を
尽
せ
る
の
趣

工

多
し
、
此
夜
会
合
せ
る
は
、
皇
族
大
臣
参
議
を
始
め
内
外

の
貴
客
貴
女
凡
そ
五
六
百
な
り
し
と
見
受
け
た
り
、
外
国
婦
入
の
衣
装
は
天
鷲
絨
を
着
せ
る
も

の
多
き
を
見
て

或
る
紳
商
は
近
来
巴
里
の
新
様
を
逐
う
て
天
鷲
絨

の
流
行
す
る
模
様
あ
る
よ
し
を
聞
き
し
が
、
生
糸
の
売
れ
ず
し
て
不
景

気
の

一
原
因
を
な
せ
る
も
此
が
為
な
り
な
ど
私

語
き
け
る
あ
り
、
衆
賓
各
歓
を
尽
し
て
退
散
し
た
り
し
は
午
後
十

二
時
頃
な
り
し
。」

こ
れ
に
よ

っ
て
そ
の
当
時
の
様
子
が
彷
彿
と
す
る
。

「
「
当
時
の
欧
化
熱
の
中
心
地

し

よ
う
し

や

で

あ

は
永
田
町
で
、

こ
の
あ
た
り
は
右
も
左
も
洋
風
の
家
屋
や
庭
園
を
連
接
し
、
瀟
洒
な
洋
装
を
し
た
貴
婦
人

の
二
人
や
三
人
に
か
な
ら
ず
選
遁

っ
た
も
ん
だ
。
ダ

ア
ク
の
あ

う
ち
わ
に

れ

ん
　
り

や

つ
り

人
形
と
妙

な
内
鰐

の
足

ど
り

で
、

シ

ャ
ナ
リ

シ
ャ

ナ
リ
と
蓮
歩

を
運

ぶ
も

の
も
あ

っ
た
が

、
な
か

に
は

い
ま

よ
り
も

ハ
イ

カ
ラ
な
風

を
し

て
、

そ

の

こ
ろ
は

や

っ

ふ
ん
い
き

れ
ん

ぺ
い
じ
よ
う

た
横
乗
り
で
夫
婦
く

つ
わ
を
な
ら

べ
て
行
く
も
の
も
あ

っ
た
。

こ
の
エ
キ
ゾ

チ
ッ
ク
な
貴
族
臭
い
雰
囲
気

に
浸
り
な
が
ら
霞
ケ
関
を
下
り
る
と
、
そ
の
こ
ろ
練
兵
場

で
あ

び

や

こ
う

じ
ん

び

く
ん

ひ

っ
た
日
比
谷
の
原
を

へ
だ

て
て
鹿
鳴
館
の
白

い
壁
か
ら
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
の
美
し
い
施
律
が
行
人
を
誘

っ
て
文
明
の
微
醸
を
与
え
た
」

(内
田
魯
庵

「
お
も

ひ
出
す
人
々
」
)
」

(
木
村
毅
著
前
掲
書
五
六
～
六
〇
頁
)
。

開
国
以
来
十
数
年

で
、
全
く
新
し
い
風
俗
を
と
り
入
れ
盛
ん
に
実
行
し
て
い
る
明
治
の
人
々
の
状
態
が
理
解

で
き
る
。

女
性

の

服
装
は
洋
装
も
あ

っ
た
が
、
ま
だ
着
物
が
多
か

っ
た
。
明
治
十
七
年
六
月
の
鹿
鳴
館

の
バ
ザ
ー
の
錦
絵
に
は
着
物
姿
の
女
性
が
多
く
み
ら
れ
る
。

「
し
か
し
着
流
し
も
不

細
工
だ
と
あ

っ
て
、
間
も
な
く
、

「
鹿
鳴
館
で
催
さ
る
る
舞
踏
に
出
席
す
る
夫
人
令
嬢

は
い
ず
れ
も
緋
の
袴
を
着
す

べ
し
」
と
い
う
達
し
が
出
た
。
な
お
新
聞
記
事
を
み

る
と

「
案
内
を
う
け
た
る
人
は
い
ず
れ
も
夫
入
を
同
伴
さ
る
る
由
な
る
が
、
中
に
は
夫
人
の
衣
服

の
こ
と

に
つ
き
同
伴
を
躊
躇
す
る
も
の
も
あ
る
と
か
言
え
ど
、
聞
く
と

こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

夫
人
は

桂
袴
を
着
用
す
る
は
も
ち
ろ
ん
な
る

べ
け
れ
ど
、

い
ま
だ
女
子
制
服
の
制

の
公
然
定

ま
ら
ざ
る
が
故
、

そ
の
用
意
な
き
向
き
も
あ
ら
ん
に
よ

り
、
今
回
の
夜
会
に
は
西
洋
服
装
ま
た
は
、

紋
服
白
襟
な
ら
ば
さ
し

つ
か
え
無
し
と
の
事
な
り
」
」

(
前
掲
書
同
頁
)
と
い
う
よ
う
な
事
態
も
み
ら
れ
た
。

幕
末
生
れ
の

女
性
た
ち
が
何
の
抵
抗
も
な
く
急
に
洋
服
姿
に
な
じ
む
こ
と
は
や
は
り
無
理
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

や
が
て
明
治
十
九
年
十

一
月

三
日
に
は
、
当
時
の
明
治
天
皇

の
天

長
節

の
豪
華
な
大
夜
会
が
鹿
鳴
館
で
催
さ
れ
た
。
し
か
し
明
治

二
十
年

に
総
理
大
臣
伊
藤
博
文
が
首
相
官
邸

で
お
こ
な

っ
た
仮
装
舞
踏
会
は
、
世
論

の
批
難
を
浴
び
る
に

至

っ
た
。
「
「
鹿
鳴
館
は
内
外
人
の
遊
楽
場
と
な
り
、
し
ば
し
ば
醜
聞
を

つ
た
え
、
而
し
て
な
お
特
に
問
題
と
な
る
に
至
ら
ず
。
井
上
は
目
的

の
た
め
に
手
段
を
問
わ
ず
、

お
よ
そ
洋
行
が
え
り
に
て
、
外
国
の
風
俗
に
通
ず
る
老
を
あ

つ
め
、
縦
談
に
、
譜
誰
に
、
遊
戯
に
、
酒
色

に
、
外
人
と
交
際
し
、
彼
等
を
し
て
日
本
に
お
る
事
本
国
に
あ

日
本
の
近
代
化
と
ロ
コ
コ
趣
味
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日
本
の
近
代
化
と
ロ
コ
コ
趣
味

る
如
く
思
わ
し
め
ん
と
し
、
幾
許
か
外
人
の
賞
讃
を
得
た
る
が
、
未
だ
望
む
と

こ
ろ
を
得
ず
し
て
、
早
く
も
弊
害
の
お
こ
る
を
防
ぐ
能
わ
ず
、
公
使
は
本
国
政
府
の
旨
を

う
け
、
交
際
は
交
際
、
談
判
は
談
判
。

こ
れ
を
使

い
わ
け
す
る
の
み
な
ら
ず
、
外
人
中
に
野
卑
な
る
者
少
な
か
ら
ず
。
…
…
洋
行
が
え
り
は
随
分
多
く
、
す

で
に
舞
踏
に

熟
練

せ
る
あ
り
、
半
可
通
な
る
あ
り
、
急

に
な
ら
い
始
む
る
あ
り
、
相
当
に
識
見
を
そ
な
う
る
者

の
か
た
わ
ら
、
遊
楽
の
ほ
か
に
何
事
を
も
知
ら
ざ
る
者
が
と
び
廻
り
、

玉
石
混
渚
し
、
玉
少
く
、
石
多
く
、
よ
う
や
く
人
を
し
て
眉
を
ひ
そ
め
し
む
。
新
聞

に
こ
れ
を
記
載
す
る
ま
で
に
報
導
機
関

の
と
と
の
わ
ず
、
日
比
谷
付
近
を
往
来
す
る

者
が
不
夜
城
よ
り
音
楽

の
も
る
る
を
聞
く

の
み
な
る
が
、
伊
藤
首
相
が
仮
装
舞
踏
会
を
も
よ
う
す
に
至
り
、
事
が
大
が
か
り
に
て
も
あ
り
、
珍
ら
し
く
も
あ
り
、
新
聞
に

て
も
報
道
せ
る
に
も
よ
り
、
世
間
の
評
判
と
な
る
。

伊
藤
が
古
代
伊
太
利

の
貴
族
に
扮
し
、
井
上
外
相
が
万
歳
と
な
り

(
香
川
皇
后
太
夫
が
才
蔵
)
、

大
山
陸
相
が
大
童

と
な
り
、
山
県
内
相
が
奇
兵
隊
当
時
の
服
装
し
、
槍
を
ひ

っ
さ
げ
て
出
ず
る
な
ど
、
い
さ
さ
か
常
規
を
逸
せ
り
と
考
え
ら
る
。

(伊
藤
、
井
上
、
山
県
等
は
服
装
を
変
ぜ

る
の
み
に
て
、
自
ら
舞
踏
せ
ず
、
舞
踏
す
る
を
欲
せ
ず
、
舞
踏
す
る
を
得
ざ
り
し
が
、
海
軍
々
医
監

・
高
木
兼
寛

の
如
き
、
大
僧
正
に
扮
し
、
単
衣
十

一
枚
を
か
さ
ね
、

一
舞
踏
す
る
こ
と
に
熱
い
と
い

っ
て

一
枚
を
ぬ
ぎ
、

朱
と
な
り
紫
と
な
り
、

黄
と
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
曲
を

つ
く
し
た
り
。
)
大
隈
は
誰
れ
に
き
け
る
か

「
フ
ァ
ン
シ
イ

・

ボ
ー

ル
は
西
洋
に
て
は
商
人
ら

の
演
ず
る
と
こ
ろ
、

一
国
の
宰
相
の
催
す
べ
き
も
の
な
ら
ず
」

と
笑
え
り
。

間
も
な
く
伊
藤
が

戸
田
伯
夫
人
に
迫
り
し
と
の
噂
が
高
ま

り
、
伯
が
特
命
全
権
公
使
に
任
ぜ
ら
れ
た
る
は
、

そ
の
故
な
り
と
言
い
、

醜
聞
紛
々
、

火

の
手
の
あ
が
る
に
油
を
そ
そ
ぐ
。
…
…
L

(
三
宅
雪
嶺

「
同
時
代
史
」

第

二

巻
)
L

(前
掲
書
六

一
～
六
二
頁
)
。
こ
の
よ
う
な
状
態

の
と
こ
ろ
、
条
約
改
正
が
失
敗
に
終
り
、
井
上
外
務
大
臣
は
辞
任
し
、
大
隈
重
信
が
外
務
大
臣
に
就
任
し
た
。
条

約
改
正
は
安
政
年
間
に
諸
外
国
と
わ
が
国
と
の
間
に
交
さ
れ
た
法
権
、
税
権
な
ど
の
条
約
を
わ
が
国
に
有
利
な
よ
う
に
改

正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
諸
外
国

と
の
交
渉
が
充
分
進
捗
し
な
か

っ
た
の
み
な
ら
ず
、
井
上
外
務
大
臣
の
方
針
は
国
内

で
は
自
由
民
権
派
や
国
粋
生
義
者
た
ち
の
反
対
に
逢
い
、
挫
折
し
た
。
そ
れ
と
同
時

に
鹿
鳴
館
時
代
も
終
末
を
告
げ
た
。
(
色
川
大
吉
著
近
代
国
家
の
出
発
、
日
本
の
歴
史

21

中
央
公
論
社

ト
O
①
O
、

三
九
〇
～
四
〇
九
頁
)
。
新
大
隈
外
務
大
臣
は
外
遊
の
経

験
も
な
く
、
鹿
鳴
館
の
集
会
を
そ
れ
ほ
ど
重
要
視
し
て
い
な
か

っ
た
の
で
、
外
相
の
交
替
後
は
天
長
節
に
園
遊
会
が
お
こ
な
わ
れ
る
程
度

で
、
全
く
と
い

っ
て
よ
い
ほ
ど

に
鹿
鳴
館
は
使
用
さ
れ
な
く
な
り
、
名
称
も
華
族
会
館
と
変
更
さ
れ
た
。
明
治
十
年
代

の
日
本
は
、

一
方
で
は
農
民
の
貧
困
や
飢
餓
、
自
殺
者
が
多
く
、
負
債
を
め
ぐ
る

騒
擾
事
件
だ
け
で
も
明
治
十
六
～
十
八
年

に
八
十
件
を
越
え
て
い
る
。

(色
川
大
吉
著
前
掲
書

三
二
〇
～

三
八
九
頁
)
。
資
本
主
義
創
生
期

の
日
本

の
近
代
化
は
ま
だ
緒

に
つ
い
た
ば
か
り
で
、
犠
牲
は
大
き
く
、
鹿
鳴
館
な
ど
は
あ
る
意
味

で
は
社
会

の
実
情
と
か
け
は
な
れ
た
非
現
実
的
な
出
来
事
で
あ
り
、
早
晩
そ
の
存
在
が
途
絶
え
て
し

ま
う
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。
「
ま
ず
掲
南

の
新
聞

「
日
本
」
、
雪
嶺

.
重
昂
ら
の
雑
誌

「
日
本
人
」

の
動
向
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
明
治
政
府
が
推
進
し
た

「
鹿
鳴
館
」
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ナ

シ
ヨ
ナ
リ

ズ
ム

ナ

シ
ヨ
ナ
リ
テ
イ

的
な
欧
化
政
策
に
反
対
し
、

「
国
民
論
」
な
い
し

「
国
粋
保
存
」
を
主
張
し
た
点
に
お
い
て
軌

を

一
に
し
、
ま
た
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
保
守
的
反
動

へ
転
化
す
る
契
機

を
内
包
す
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
し
か
し
維
新
以
来

の
日
本
の
ブ

ル
ジ

ョ
ア
的
な
発
展
を
肯
定

し
、
そ
の
方
向
に
行
な
わ
れ
る
べ
き

「
国
民
的
統

一
」
な
い
し

「
国
粋
保

存
」
を
提
唱
し
た
点
で
、
《
下
か
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
》
と
評
し
う
る
健
全
な
面
を
も

っ
て
い
た
。

(宮
川
透
著
日
本
精
神
史

へ
の
序
論
、
紀
伊
国
屋
新
書

じu
i
卜。
ド
、

毎
①
①
、

二
三
～
二
四
頁
)
。

「
上
か
ら
」
の
変
革
と
し
て
出
発
し
た
明
治
維
新
で
は
あ
る
が
、

次
第
に
こ
の
よ
う
に

「
下
か
ら
」

の
要
求
が
出
さ
れ
、

そ
れ
が
再
び
日
清

戦
争
後

の

「
上
か
ら
」

の
方
向
づ
け
と
結
び

つ
い
て
近
代
化
の
道
を
た
ど

っ
て
行
く
。
し
か
も

そ
れ
と
同
時
に
鹿
鳴
館
的
な
も
の
は
、
そ
れ
が
消
滅
し
て
し
ま

っ
た
後

に

も
文
化
現
象
と
し
て
は
か
な
り
強
力
な
根
痕
を
残
し
日
本
人
の
生
活
全
般
に
次
第

に
及
ん
で
い
き
、
実
際
に
鹿
鳴
館
に
行

っ
た
経
験
を
も
た
な
い
人
々
の
間
に
も
定
着
し

は
じ
め
る
。
鹿
鳴
館
自
体
は

一
時
的
な
も
の
で
あ

っ
た
が
、
や
は
り
そ
こ
に
存
在
し
た
内
容

に
は
、
日
本
の
新
し

い
時
代
に
必
要
な
意
味
が
あ

っ
た
の
で
、

一
般

の
室
内

装
飾
や
工
芸
や
服
装
な
ど
の
面
で
人
々
の
好
み

欧
風
化
の
趣
味
を
養
う
結
果
に
寄
与
し
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も

っ
と
も
そ
れ
は
鹿
鳴
館
が
存
在
し
な
く
て

も
次
第
に
わ
が
国
に
と
り
い
れ
ら
れ
る

べ
き
も

の
で
あ
り
、
同
様
の
結
果
を
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
鹿
鳴
館
は
少
く
と
も
よ
い
意
味

で
も
わ
る
い
意
味
で
も
そ
の
発

火
点
と
な

っ
た
こ
と
は
確
実

で
あ
る
。

鹿
鳴
館
の
次
に
、
現
在
の
迎
賓
館
、
旧
赤
坂
離
宮

に
つ
い
て
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
赤
坂
離
宮
は
明
治
五
年

二
月
に
紀
州
藩
主
徳
川
茂
承
が
宮
内
省
に
献
上

し
離
宮
と
な

っ
た
。
明
治
六
年
五
月

に
皇
居
が
焼
失
し
、
こ
こ
に
仮
皇
居
が
置
か
れ
た
が
、
明
治
二
十

二
年

一
月
に
明
治
宮
殿
が
完
成
す
る
と
大
正
天
皇

の
東
宮
時
代

の

東
宮
御
所
と
な

っ
た
。
明
治
三
十

二
年
七
月
に
洋
風

の
東
宮
御
所
に
改
装
の
た
め
着
工
し
、
予
定
の
二
倍
の
工
費
五

一
〇
万
五
〇
〇
〇
円
を
か
け
て
十
年
が
か
り
で
、
明

治
四
十

二
年
に
完
成
し
た
。

石
造
の
二
階
と
地
下

一
階
で
、
延
べ

一
万
五
〇
〇
〇
平
方
米
あ
り
、
ヴ

ェ
ル
サ
イ

ユ
宮
殿

(
図
版
1
)
を
模
し
て
建
造
さ
れ
た
。
大
正
天
皇

は
こ
の
建
物
を
使
用
せ
ず
、
大
正
十

一
年
四
月

に
は
英
国
皇
室

の
エ
ド
ワ
ー
ド
皇
太
子
が
宿
泊
第

一
号
と
な
り
、
大
正
十

二
月
八
日
か
ら
昭
和
五
年
九
月
ま
で
現
天
皇
が

摂
政
時
代
に
使
用
し
た
。
昭
和
二
〇
年
五
月
の
東
京
大
空
襲
に
さ
い
し
て
爆
撃
さ
れ
、
焼
失
を
ま
ぬ
か
れ
た
が
か
な
り
損
傷
し
た
。
昭
和

二
十

三
年

一
月
に
建
物
と
敷
地

の
十

一
万
五
〇
〇
〇
平
方
米
が
皇
室
財
産
か
ら
国
に
移
管
さ
れ
、
昭
和

三
十
八
年
五
月
に
は
こ
れ
を
迎
賓
館
に
改
装
す
る
こ
と
が
閣
議
で
決
定
し
、
昭
和
四
十

三
年
十

二

月
に
着

工
さ
れ
、
昭
和
四
十
九
年

三
月
に
現
在
の
迎
賓
館

(図
版

2
)
と
し
て
完
工
し
た
。

(
迎
賓
館
監
修
迎
賓
館
赤
坂
離
宮

毎
日
新
聞
社
刊

巳
δ
)
現
在

の
迎
賓
館

は
和
風

の
建
物
と
庭
園
を
新
設
し
、
改
装
に
さ
い
し
て
は
村
野
藤
吾
氏
が
責
任
者
と
し
て
工
事

に
当

っ
た
。
し
た
が

っ
て
現
在
の
迎
賓
館
は
明
治
の
建

設
当
時

の
も
の
と

全
く
同

一
で
は
な
く
、
宮
殿
建
築
が
迎
賓
館
に
改
装
さ
れ
る
と
い
う

「
抽
象
的
に
は
、
人
間
的

な
空
間
の
考
え
方
を
変
え
る
こ
と
を
意
味
し
、
技
術
的
に
は
、
昭
和
時
代

日
本
の
近
代
化
と
ロ
コ
コ
趣
味

一一73一



日
本
の
近
代
化
と
ロ
コ
コ
趣
味

の
改
装
だ
か
ら
昭
和
時
代
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
も
自
然
L
で
あ
り

(前
掲
書
、

村
野
藤
吾
、

迎
賓
館
改
装
記
よ
り
)
、
し
か
も
由
緒
あ
る
建
築
物
や
家
具
の
出
来
る
か
ぎ

り
の
保
存
を
目
的
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
現
在
の
迎
賓
館
に

つ
い
て
で
は
な
く
、
明
治
の
洋
風
の
東
宮
御
所
に
改
装
の
さ
い
の
問
題
に
つ
い
て

考
え
た
い
。

ま
ず
東
宮
御
所
を
洋
風
に
改
装
す
る
こ
と
は
、
接
判
所
や
集
会
所
と
し
て
の
鹿
鳴
館
の
建
設
と
は
全
く
異

っ
た
意
味
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
日
本
が
明
治
維
新
と
い

う
未
曽
有
の
状
況
の
下
で
、
諸
外
国
に
列
し
て
発
言
し
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
の
当
時
の
日
本

の
中
心
で
あ
る
天
皇
家

の
建
物
の
何
か
を
洋
風
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
た
ん
な
る
外
人
の
接
待
や
社
交
の
目
的
で
建
設
さ
れ
た
も

の
と
は
目
的
が
異

っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
費
用
も
日
時
も
規
模
も
鹿
鳴
館
と
は
比
較
に
な

ら
な
い
ほ
ど
大
が
か
り
で
、
そ
の
建
設
は
日
清
戦
争
後

の
国
粋
主
義

の
方
向
に
合
致
し
て
い
た
。
片
山
東
熊
を
中
心
と
す
る
十
年
間
の
建
造
期
間
中
に
は
日
露
戦
争
が
勃

発
し
、
明
治
天
皇
は
工
事
を
中
止
す
る
よ
う
求
め
た
こ
と
も
あ

っ
た
が
、
当
時

の
宮
内
大
臣
田
中
光
顕
は
工
事
を
続
行
し
た
。
こ
れ
は
諸
外
国
に
た
い
し
て
日
本
の
近
代

化
を
印
象
づ
け
る
ポ

ス
ト
鹿
鳴
館
の
意
味
を
も

っ
て
い
た
。

そ
こ
で
次
の
問
題
と
し
て
当
初
か
ら
の
入
念
な
工
事
と
可
能
な
か
ぎ
り
当
時

の
先
進
国
か
ら
輸
入
す
る
こ
と

が

お

こ
な

わ
れ
た
と

考
え
ら

れ
る
。
歳
月

、
内

部
装

飾

(図

版

3
)

の
多
様

さ
i

大

理
石

は
イ

タ
リ

ア
と

フ
ラ

ン
ス
、

ノ

ル
ウ

エ
ー
か

ら
、
家
具

や

シ

ャ
ン
デ
リ

ア
・

ゴ
ブ

ラ

ン
織

は

フ
ラ

ン

ス
と
家

具

の

一
部

は
ド

イ

ツ
か
ら
、

絨
鍛

は
イ
ギ

リ

ス
で
あ

り
、
と

く
に
当
時

の

フ
ラ

ン

ス
か

ら
影
響
を

受
け

る

こ
と
が
多

く
・
天
井

画

の
制
作

.
指

導
な

ど

の
ほ
か
、
大

ホ
ー

ル
、
「
羽
衣

の
間
」

(
現

レ
セ
ブ

シ

ョ
ン

ル
ー

ム
)
、
「
小
宴

之
間
」

(現

小
食

堂
)

は

フ
ラ

ン

ス
十

八
世
紀
末

の
様
式
、

「
彩

鴛
之
間
」

(現

カ
ク

テ

ル
ラ
ウ

ン
ジ
)
(
図
版

4
)
は

ア

ン
ピ
ー

ル
様

式
、

「
花
鳥
之

間

(饗
宴

之
間
)
」

(
現

大
食
堂
)

は

ア
ン
リ
ー

二
世

様
式
、
「
喫
煙
室
」

(
現
控

室
)

の
彩

色

タ
イ

ル

も

フ
ラ

ン
ス
産
と

い
う

よ
う

に
全
く
関
係

が
深
か

っ
た
。
家

具
は

そ

の
大
部

分
が

ル
イ
十

六
世

様
式

(
図

版

6
)

で
、

ほ
か

に

ル
イ
十

四
世

様
式
、

ル
イ
十

五
世
様
式
、

ア

ン
ピ
ー

ル
様
式
、

サ

ラ

セ
ン
様

式
、

ル
ネ

ッ
サ

ン
ス
様
式

な
ど

が
含

ま
れ

て
お
り
、

室
内
装

飾

の
石
膏

レ
リ
ー

フ
の
方

法
は

フ
ラ

ン

ス
の
フ
ォ

ン
テ
ー

ヌ
ブ

ロ
ー
宮

殿

で
十

六
世
紀

に

お
こ
な
わ

れ
た
も

の
の
影
響

を
受

け

て
い
る

と
思

わ
れ
、
大

食
堂

の

ア
ン
リ

i

二
世
様

式

も

フ
ォ

ン
テ
ー

ヌ
ブ

ロ
ー
宮
殿

と
関
係

が
あ
る
・

こ

の
よ
う

に
十
六

世
紀
か

ら
十

八
世
紀

に
至
る

フ
ラ

ン
ス

の
影
響

を
中

心
に
、
と

く
に
室
内

装
飾

と
家

具

は
十
八
世
紀

の

フ
ラ

ン
ス
、

す
な
わ
ち

ロ
コ
コ
の
影
響
を
強

く
受

け
た
迎

賓
館

は
、
明
治
後

期

の
ま

さ
に
日
本

の
近
代
化

に
関
連

し
た
象

徴
的
な
建

造
物

で
あ

る
と

い

え
よ
う
。

し
か
し
な

が
ら
ブ

ル
ー

ノ

・
タ
ウ

ト
が

「
当
時
仏
蘭

西
風

の

ロ
コ

コ
様
式

で
建

て
ら
れ
た
東
京

の
赤
坂
離
宮

に
は

爾
来
御

滞
留

の

こ
と

の
な
か

っ
た

こ
と

は
周

知

の
事
実

で
あ
る
。
厚

い
壁

の
た
め

に
湿

気
が
籠

り
、
欧
風

の

窓

を
備

へ
た
設
計
法

は
、
日
本

に
於

い
て
は
絶
対

に
必
要

な

通

風
を
妨
げ

て

ゐ
る

の

で
あ

る
。
」

(ブ

ル
ー
ノ

・
タ
ウ
ト
著
森

愕
郎
訳

日
本
文
化

私
観
、
明
治

書
房

H
O
ω
①

'
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二
九
七
～
八
頁
)
と
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
も
欧
風
の
直
輸
入
で
あ
り
、
日
本
化

で
は
な
か

っ
た
。
も
と
よ
り
タ
ゥ
ト
の
意
見
に
は
、
日
本
式

の
木
と
紙
の
住

宅
を
賞
讃
す
る
傾
向
が
大
で
あ
る
か
ら

一
概
に
す
べ
て
を
肯
定
す
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
日
本
の
近
代
化
の
象
徴
は
、
ほ
と
ん
ど

一
般
の
日
本
入
の
眼
に
触

れ
ず
、
鹿
鳴
館
以
上
に
日
本
の
現
実
と
ほ
ど
遠

い
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
も
事
実

で
る
。
あ
し
か
し
例
え
ば

「
花
鳥
の
間

(
饗
宴
の
問
、
現
大
食
堂
)
」
と

「
小
宴
之
間
」
の

壁
面
に
飾
り

つ
け
ら
れ
た
階
円
形
の
七
宝
焼
の
額

(
図
版

9
)
は
、
渡
辺
省
亭
が
下
絵
を
描
き
、
涛
川
惣
助
が
製
作
し
た
無
線
七
宝
で
、
日
本
画

の
味
わ
い
を
そ
の
ま
ま

七
宝
焼
で
焼
き

つ
け
て
い
る
。
無
線
七
宝
は
墨
絵
の
ぼ
か
し
を
も
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
、
画
期
的
な
技
術
で
あ

っ
た
が
、
迎
賓
館

の
洋
風
の
壁
面
に
洋
風
の
額
装

(
図

版
8
)
で
、
明
治
の
当
初
か
ら
飾
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ひ
と
は
こ
の
日
本
画
と
洋
風
の
奇
妙
な
出
会

い
の
か
も
し
出
す
美

の
中
に
、

一
種

の
日
本
的

ロ
コ
コ
と
も
名
づ

け
る
べ
き
印
象
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
方
向
こ
そ
昭
和
の
改
装

に
当

っ
て
の
和
風
館

の
新
設
な
ど
の
種

々
の
日
本
化
の
傾
向
に
繋

っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四

以

上

に
述

べ
て
き

た
よ
う

に
、

日
本

の
近
代

化
に
伴
う
文

化
的

現
象

の
中

に
、

フ
ラ

ン
ス
の
十

八
世
紀

の

ロ

コ
コ
的
な
も

の
ー

そ
れ
は

明
治
時
代

に
は

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

各
地

に
及
び
、
汎

ヨ
…

ロ
ッ
パ
的
な
国
際
的
ス
タ
イ

ル
と
し

て
わ
が
国
に
伝
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
影
響
が
か
な
り
根
づ
よ
く
見
出
さ
れ
る
。

そ
し

て
鹿
鳴
館
や
迎
賓
館

の

よ
う
に
国
家
的
な
建
造
物
や
行
事

と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
わ
が
国
に
お
い
て
常

に
諸
外
国
か
ら

美
術
や
文
化
を

摂
取
す
る
さ
い
の
熱
心
な
態
度
が
み
ら
れ

る
。

ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
や
バ

ロ
ッ
ク
が
わ
が
国
に
伝
え
ら
れ
た

の
で
な
く
、

ロ
コ
コ
的
な
も
の
が
輸
入
さ
れ
た

(
図
版
7
)
と

い
う
こ
と
は
、
時
代
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ

ろ
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
わ
が
国
に
と

っ
て
は
幸
運
と
い

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
種

々
の
条
件
が
異

っ
て
い
る
に
せ
よ
、
桃
山
時
代

に
南
蛮
芸
術
が
伝
え
ら
れ
た

と
き
は
異
国
的
な
も
の
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
面
が
目
立
つ
が
、
明
治
時
代
に
お
け
る

ロ
コ
コ
は
、
そ
れ
と
は
多
少
と
も
相
異
し
て
、
日
本
人

の
な
か
に
消
化
さ
れ
る
要
素

を
強
く
有
し
て
い
た
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
日
本

だ
け
で
な
く
、
世
界
の
各
国
に
お
い
て
見
出
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
ロ
コ
コ
が
国
際
的
様

式
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
リ
ー
ド
は

ロ
コ
コ
を

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
な

ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
な
様
式
と
称
し
た
が
、
筆
者
は
中
近
東
や
東
洋
に
も
及
ぶ
国
際
的
な
様
式
と

考
え
た
い
。
例
え
ば

ル
ー

マ
ニ
ァ
や
ブ

ル
ガ
リ

ア
の
十
八
～
九
世
紀

の
宗
教
的
な
美
術
や
宮
殿
に
お
い
て
も
、

タ
イ
の
バ
ン
コ
ク
の
王
宮
に
十
九
世
紀
に
建
設
さ
れ
た

エ

メ
ラ
ル
ド
宮
殿
に
も
、
そ
の
影
響

は
顕
著
で
あ
る
。
日
本
に
も
そ
の

一
環
と
し
て

ロ
コ
コ
的
な
も
の
が
伝
来
し
、
日
本
人
は
そ
れ
を
従
来
か
ら
持

っ
て
い
た
優
美
を
好
む

日
本
の
近
代
化
と
ロ
コ
コ
趣
味
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日
本
の
近
代
化
と
ロ
コ
コ
趣
味

趣
味
に
合
致
さ
せ
て
受
け
入
れ
た
。
し
か
し
本
当
の
意
味
で
の
優
美
が
、
文
化

の
燗
熟
期
に
し
か
出
現
し
な
い
と
す
れ
ば
、
明
治
時
代
に
直
ち
に
日
本
的
な

ロ
コ
コ
的
な

も
の
が
創
造
さ
れ
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
明
治
時
代
に
は
国
際
的
な

ロ
コ
コ
を
た
ん
に
受
け

い
れ
た
の
み
で
、
真
の
日
本
化
は
そ
れ
以
後
に
ま
か
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
大
正
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
日
本
的
な
も
の
、
昭
和

に
お
け
る
民
族
的
な
も
の
の
受
け
と
り
直
し
な
ど
の
中
に
、
そ
の
チ
ャ
ン
ス
は
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
そ
の
時
期
は
、
日
本
に
と

っ
て
ま
た
あ
ま
り
に
目
ま
ぐ
る
し
く
、
現
在
ま
で
に
充
分
な
日
本
的
形
成
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
思
う
が
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
改

め
て
考
察
し
た
い
。

(本
研
究
は
文
部
省
科
学
研
究
費
助
成
金
に
よ
る
綜
合
研
究
の
分
担
課
題
で
あ
る
。
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