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は
じ
め
に

　
近
年
︑
イ
ギ
リ
ス
の
都
市
計
画
論
や
ド
イ
ツ
近
代
ア
ー
ト
の
世
界
に
お
い
て
︑

イ
ギ
リ
ス
の
風
景
式
庭
園
に
か
か
わ
り
の
あ
っ
た
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂

（sharaw
adgi

）
と
い
う
︑
し
ば
ら
く
忘
れ
ら
れ
て
い
た
謎
の
言
葉
が
再
度
活
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る（

1
）

︒
こ
の
風
景
式
庭
園
の
絵
画
的
な
デ
ザ
イ
ン
・
イ

ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
従
来
︑
中
国
の
庭
園
に
見
ら
れ
る
︑
構
成
要
素
が
イ
レ

ギ
ュ
ラ
ー
に
混
在
す
る
イ
メ
ー
ジ
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た（

2
）

︒

そ
し
て
こ
の
不
揃
い
の
庭
園
美
が
中
国
人
の
言
う
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
で
あ
る
と

い
わ
ゆ
る
英
語
圏
内
で
は
考
え
ら
れ
て
い
た
が
︑
最
近
は
風
景
式
を
始
め
︑

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
な
ど
の
動
き
は
す
べ
て
シ
ャ
ラ
ワ
ジ

か
ら
始
ま
っ
た
と
す
る
論
議
に
ま
で
展
開
し
て
い
る（

3
）

︒
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
は
中
国
人

の
概
念
で
は
な
く
︑
日
本
語
で
あ
ろ
う
と
の
仮
説
が
い
く
つ
か
あ
る
の
だ
が
︑

い
ず
れ
も
音
価
が
何
と
か
一
致
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
説
で
︑
そ
の
意
味
は

謎
の
ま
ま
で
あ
り
︑
資
料
の
裏
づ
け
も
な
い
し
推
論
も
断
定
説
も
さ
れ
て
は
い

な
い（

4
）

︒

　
謎
の
ま
ま
で
あ
る
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
に
つ
い
て
は
︑
無
論
こ
れ
ま
で
も
諸
説

異
な
っ
た
哲
学
的
︑
抽
象
的
な
解
釈
が
さ
れ
て
き
た
が
︑
歴
史
的
資
料
に
も
と

づ
く
基
礎
的
な
研
究
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た（

5
）

︒
そ
も
そ
も
中
国
の

﹁
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
﹂（w

ithout order

）
な
庭
園
と
︑
そ
の
基
に
な
る
﹁
シ
ャ
ラ
ワ

ジ
﹂
の
不
揃
い
美
と
言
わ
れ
る
も
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
︑
そ
し
て
ど

日
本
美
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
庭
園

―
―
「
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
」
を
求
め
て

ウ
ィ
ー
ベ
・
カ
ウ
テ
ル
ト
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の
よ
う
に
出
現
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か（

6
）

︒
さ
ら
に
不
揃
い
の
美
学
と
は
ど
の

よ
う
な
意
味
で
あ
っ
た
の
か
︑
こ
れ
ら
が
本
稿
を
論
じ
て
い
く
出
発
点
と
な
る
︒

そ
こ
で
ま
ず
十
七
世
紀
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
庭
園
論
争
を
振
り
返
り
︑
そ
の
周

辺
か
ら
資
料
を
整
理
し
て
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
の
本
当
の
意
味
を
考
察
す
る
こ
と

に
し
た
い
︒

　
本
稿
の
第
一
章
で
は
風
景
式
庭
園
転
換
へ
の
引
き
金
を
引
い
た
イ
ギ
リ
ス
の

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
の
エ
ッ
セ
イ
に
出
て
く
る
﹁
不
揃
い
﹂︑
つ
ま
り
い

わ
ゆ
る
幾
何
学
的
で
は
な
い
美
が
︑
中
国
語
の
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
で
あ
っ
た
の

か
ど
う
か
を
検
証
す
る
︒

　
第
二
章
と
第
三
章
で
は
︑
と
り
わ
け
テ
ン
プ
ル
に
影
響
を
与
え
た
と
み
ら
れ

る
オ
ラ
ン
ダ
の
ホ
イ
ヘ
ン
ス
に
つ
い
て
論
じ
る
︒
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
る
テ
ン
プ

ル
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
滞
在
中
に
度
々
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
庭
園
別
荘
を
訪
問
し
て
い
る
︒

そ
の
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
庭
園
論
は
絵
入
り
で
豊
か
な
表
現
を
も
っ
て
デ
ザ
イ
ン
の

考
え
方
ま
で
紹
介
し
て
い
る
︒
ま
た
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
﹁
非
幾
何
学
的
庭
園
美
﹂

を
日
本
の
着
物
の
柄
に
見
い
だ
し
て
い
る
︒
こ
れ
が
テ
ン
プ
ル
の
﹁
シ
ャ
ラ
ワ

ジ
﹂
と
ど
う
関
係
す
る
の
か
を
推
察
し
た
い
︒

　
第
四
章
と
第
五
章
に
お
い
て
は
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
が
日
本
語
の
﹁
洒
落
味
﹂

で
あ
る
と
の
仮
説
を
提
示
す
る
︒
そ
れ
を
現
在
使
わ
れ
て
い
る
﹁
し
ゃ
れ
味
﹂

か
ら
追
求
し
︑
江
戸
時
代
の
着
物
の
雛
形
本
に
み
ら
れ
る
﹁
洒し
ゃ

落ら

﹂
と
﹁
味
﹂

を
合
わ
せ
て
説
き
示
す
︒

　
第
六
章
と
第
七
章
で
は
テ
ン
プ
ル
に
日
本
の
美
学
と
思
わ
れ
る
﹁
洒
落
味
﹂

を
教
え
た
人
物
に
つ
い
て
論
じ
る
︒
長
崎
に
滞
在
し
た
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会

社
の
商
人
が
持
ち
帰
っ
た
蒔
絵
の
簞
笥
の
デ
ザ
イ
ン
か
ら
︑
革
新
的
と
も
言
え

る
﹁
洒
落
味
﹂
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒﹁Sharaw

adgi

﹂
は
工
芸

品
と
と
も
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
っ
た
日
本
語
の
﹁
洒し
ゃ

落ら

味あ
じ

﹂
で
あ
る
こ
と
が
︑

ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
手
紙
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︱
︱
状
況
証
拠
と
し
て
で
は

あ
る
が
︱
︱
確
認
で
き
る
︒
こ
れ
を
も
っ
て
本
稿
に
お
い
て
は
﹁
シ
ャ
ラ
ワ

ジ
﹂（sharaw

adgi

）
は
日
本
語
の
﹁
洒
落
味
﹂
か
ら
出
た
と
の
説
を
呈
示
し
︑

そ
れ
と
同
時
に
い
か
に
こ
の
概
念
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
学
論
争
に
取
入
れ
ら
れ

た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
考
察
と
立
証
を
行
う
︒

　
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
学
の
歴
史
に
お
い
て
は
︑
古
典
及
び
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

か
ら
の
脱
却
と
近
代
の
啓
蒙
の
時
代
へ
の
移
行
が
中
心
と
な
る
が
︑
そ
の
際
︑

実
は
応
用
芸
術
の
演
じ
た
役
割
も
大
き
い
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
に
庭
園
と
工

芸
を
合
わ
せ
も
っ
た
美
学
論
は
美
術
史
研
究
上
ひ
と
つ
の
重
要
な
鍵
に
な
る
と

思
わ
れ
る
︒
ち
ょ
う
ど
そ
の
転
換
期
に
東
ア
ジ
ア
か
ら
の
工
芸
品
が
オ
ラ
ン
ダ

の
東
イ
ン
ド
会
社
に
よ
っ
て
輸
入
さ
れ
︑
そ
れ
に
よ
り
工
芸
家
と
商
人
中
心
の

豊
か
な
江
戸
時
代
の
文
化
と
︑
や
は
り
商
人
と
工
芸
家
を
中
心
と
す
る
北
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文
化
と
の
間
に
一
種
の
共
通
点
が
生
じ
︑
そ
れ
が
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美

学
の
基
礎
の
一
部
を
築
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
︑
筆
者
は
推
量
す
る
の
で
あ
る
︒
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一
章
　
幾
何
学
庭
園
の
批
判
と
謎
の
言
葉
「
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
」

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
史
に
お
い
て
最
も
重
要
な
時
代
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
で

あ
る
︒
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
古
典
文
芸
や
聖
書
原
典
を
も
と
に
し
て
︑
神
や

人
間
の
本
質
を
考
察
︑
研
究
す
る
知
識
人
は
同
時
に
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
も

あ
っ
た
︒
だ
が
十
六
世
紀
末
期
頃
に
は
︑
北
フ
ラ
ン
ス
︑
オ
ラ
ン
ダ
︑
ス
イ
ス
︑

ド
イ
ツ
︑
イ
ギ
リ
ス
の
知
識
人
た
ち
の
研
究
の
重
点
は
聖
書
お
よ
び
古
典
資
料

よ
り
も
人
間
と
自
然
物
の
直
接
的
観
察
に
よ
る
研
究
に
移
り
つ
つ
あ
っ
た
︒
そ

の
背
景
に
は
宗
教
改
革
に
と
も
な
う
旧
派
の
弱
体
化
も
あ
っ
た
︒
そ
し
て
十
七

世
紀
に
入
る
と
オ
ラ
ン
ダ
で
は
新
し
い
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
権
力
層
が
国
家

形
成
に
力
を
入
れ
︑
国
づ
く
り
に
必
要
と
な
る
都
市
創
成
が
促
進
さ
れ
た
︒
国

土
拡
張
を
目
的
に
干
拓
が
行
わ
れ
︑
そ
れ
に
伴
っ
て
地
図
製
作
も
盛
ん
に
な
っ

た
︒
測
量
術
や
数
学

が
発
達
す
る
と
共
に

国
と
領
土
の
意
識
が

高
ま
り
︑
理
想
の
領

土
の
中
に
あ
る
個
人

の
﹁
庭
﹂
と
そ
の
造

り
方
も
進
歩
し
て
︑

権
力
者
た
ち
の
庭
園

に
対
す
る
趣
味
と
興
味
が
次
第
に
高
ま
っ
た
︒
当
時
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
様
式
に

定
め
ら
れ
た
幾
何
学
的
模
様
の
庭
造
り
に
新
し
い
測
量
術
が
取
り
い
れ
ら
れ
︑

さ
ら
に
一
段
階
進
ん
だ
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
は
︑
平
面
図
に
計
算
さ
れ
た
厳
格
な

左シ
ン
メ
ト
リ
ー

右
対
称
に
な
る
︒
オ
ラ
ン
ダ
王
の
周
辺
に
い
る
エ
リ
ー
ト
た
ち
に
と
っ
て
こ

の
庭
園
様
式
は
人
気
が
高
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の
中
に
お
い
て
非
幾

何
学
的
な
︑
不
揃
い
の
美
を
論
じ
︑
評
価
し
た
の
が
︑
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ン
・

ホ
イ
ヘ
ン
ス
（Sir C

onstantijn H
uygens, 1596–1687

）
で
あ
っ
た
（
図
１
）︒

ホ
イ
ヘ
ン
ス
と
テ
ン
プ
ル
の
不
揃
い

　
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
十
七
世
紀
中
頃
オ
ラ
ン
ダ
で
盛
ん
に
行
わ
れ
た
庭
園
に
つ
い

て
の
﹁
賞
賛
文
学
﹂（hofdicht

）
に
お
お
い
に
参
加
し
た（

7
）

︒
し
か
し
こ
の
方
面

で
は
も
う
一
人
︑
重
要
な
イ
ギ
リ
ス
人
が
い
た
︒
そ
れ
は
オ
ラ
ン
ダ
と
の
外
交

に
活
躍
す
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
（Sir W

illiam
 Tem

ple, 1628–1699

）
で

あ
る
︒
テ
ン
プ
ル
も
ホ
イ
ヘ
ン
ス
と
同
様
に
主
に
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
幾
何
学
模

様
を
賞
賛
し
な
が
ら
︑
同
時
に
不
揃
い
美
も
評
価
す
る
人
物
で
あ
る
︒
テ
ン
プ

ル
は
彼
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
不
規
則
な
新
し
い
美
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

書
い
て
い
る
︒

　﹁︹
中
国
人
は
︺
そ
う
し
た
美
が
目
に
飛
び
込
み
︑
感
じ
と
っ
た
瞬
間
直
ち
に
︑

﹁Sharaw
adgi

は
良
い
﹂
と
か
﹁Sharaw

adgi

が
素
晴
ら
し
い
﹂
と
か
︑
あ
る
い

は
そ
れ
に
類
す
る
こ
と
を
言
っ
て
賞
賛
す
る
の
で
あ
る
﹂

（
8
）

︒
こ
れ
は
謎
め
い
た

文
面
で
あ
る
︒
後
に
︑
と
り
わ
け
十
八
世
紀
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
庭
園
論
争
の
中

図 1　ネッチャーによるホイヘンスの肖
像画（1672）。Collection Rijksmuseum 
Amsterdam (SK-A-292).
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に
﹁sharaw

adgi

﹂
と
い
う
言
葉
が
時
折
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る（

9
）

︒
テ
ン
プ
ル

は
﹁sharaw

adgi

﹂
美
学
を
庭
園
美
学
に
応
用
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
︑
後
の

時
代
に
は
そ
れ
が
一
般
的
に
庭
園
そ
の
物
に
関
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
特
に
二
十
世
紀
後
半
か
ら
は
庭
園
論
争
か

ら
都
市
計
画
の
美
学
に
ま
で
応
用
さ
れ
て
︑
近
年
で
は
ド
イ
ツ
︑
フ
ラ
ン
ス
等

に
ま
で
広
が
り
︑
サ
ウ
ン
ド
・
ス
ケ
ー
プ
や
近
代
芸
術
な
ど
︑
そ
の
意
味
が
格

別
に
大
き
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る（

10
）

︒
近
年
の
研
究
に
お
い
て
は
︑
テ
ン
プ
ル

の
唱
え
る
﹁
中
国
人
﹂
説
は
批
判
さ
れ
︑
中
国
の
学
者
に
よ
る
と
シ
ャ
ラ
ワ
ジ

は
言
葉
と
し
て
中
国
語
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る（

11
）

︒
他
の

説
で
は
︑
こ
の
言
葉
は
オ
ラ
ン
ダ
経
由
で
テ
ン
プ
ル
の
耳
に
入
っ
た
の
で
は
な

い
か
︑
と
い
う
推
測
も
な
さ
れ
て
い
る
︒
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
は
日
本
語
の
﹁
洒
落

味
﹂
で
あ
ろ
う
と
書
い
た
の
は
中
村
一
の
エ
ッ
セ
イ
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
に
つ
い

て
﹂（
一
九
八
七
）
で
あ
る
が
︑
た
だ
し
こ
の
推
定
の
み
が
記
さ
れ
て
い
て
︑

ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
庭
園
論
争
に
も
︑
江
戸
時
代
の
原
語
検
討
に
も
触
れ
て
お
ら
ず
︑

推
定
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い（

12
）

︒

二
章
　
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
庭
園
論
と
日
本

　
テ
ン
プ
ル
は
十
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
重
要
な
政
治
家
で
あ
る
︒

彼
は
準
男
爵
の
位
を
持
ち
︑
イ
ギ
リ
ス
大
使
と
し
て
二
度
に
わ
た
り
国
家
的
交

渉
の
た
め
オ
ラ
ン
ダ
の
ハ
ー
グ
に
長
期
間
滞
在
し
た
︒
そ
の
折
︑
数
回
ホ
イ
ヘ

ン
ス
の
別
荘
地
を
訪
問
し
た
︒
テ
ン
プ
ル
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
初
め
て
締
結
さ
れ

た
平
和
条
約
﹁
ナ
イ
メ
ー
ヘ
ン
条
約
﹂
に
も
関
わ
っ
て
い
て
︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス
と

二
人
は
オ
ラ
ン
ダ
皇
太
子
ウ
ィ
リ
ア
ム
と
イ
ギ
リ
ス
王
の
娘
メ
ア
リ
ー
と
の
結

婚
準
備
を
も
し
た
の
で
あ
る
︒
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
王
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
の

役
を
果
た
し
つ
つ
︑
同
時
に
文
化
人
と
し
て
趣
味
生
活
に
も
没
頭
し
て
い
た
︒

こ
の
こ
と
は
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
庭
造
り
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ホ
イ
ヘ
ン

ス
は
庭
園
の
デ
ザ
イ
ン
に
凝こ

っ
て
い
て
︑
所
有
別
荘
地
ホ
ッ
フ
ワ
イ
ク

（H
ofw

ijck

）
に
は
小
さ
い
館
を
建
て
︑
主
に
庭
園
を
楽
し
め
る
よ
う
に
計
画
し
︑

そ
の
庭
に
つ
い
て
二
千
八
百
行
以
上
の
長
い
詩
を
書
い
て
い
る
︒
イ
ラ
ス
ト
入

り
で
印
刷
さ
れ
た
︑
庭
園
と
同
名
の
詩
集
﹃
ホ
ッ
フ
ワ
イ
ク
﹄
の
中
に
お
い
て

彼
は
︑
人
生
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
的
な
考
え
を
庭
と
い
う
テ
ー
マ
の

中
に
展
開
す
る
︒
た
と
え
ば
あ
る
ハ
ー
グ
の
貴
婦
人
に
宛
て
て
︑
バ
ラ
は
綺
麗

に
咲
い
て
い
る
が
結
局
枯
れ
る
し
か
な
い
︑
女
性
美
は
朽
ち
果
て
る
も
の
な
の

だ
と
説
く
︒
ま
た
子
供
の
教
育
も
︑
規
制
的
な
教
育
を
さ
せ
る
よ
り
も
そ
の
子

の
本
質
を
捕
ま
え
て
自
然
の
ま
ま
で
成
長
さ
せ
る
ほ
う
が
才
能
を
活
か
せ
る
と
︑

自
然
の
成
長
に
例
え
て
説
い
て
も
い
る
︒
子
供
の
教
育
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
啓
蒙
期

の
重
要
な
テ
ー
マ
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
も
あ
っ
た（

13
）

︒

「
幾
何
学
」
対
「
不
揃
い
」

　
そ
し
て
ま
た
︑
自
分
の
庭
園
の
植
栽
︑
す
な
わ
ち
自
然
に
成
長
す
る
木
々
の

不
揃
い
さ
は
幾
何
学
的
な
デ
ザ
イ
ン
に
は
合
わ
な
い
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
箇
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所
も
見
ら
れ
る
︒
当
時
︑
他

の
オ
ラ
ン
ダ
富
裕
層
の
庭
園

主
た
ち
︑
と
り
わ
け
ホ
イ
ヘ

ン
ス
の
友
人
や
詩
人
の
あ
い

だ
で
も
同
様
に
︑
古
典
ル

ネ
ッ
サ
ン
ス
の
形
か
ら
の
脱

却
や
︑
自
然
の
成
長
そ
の
ま

ま
の
木
々
を
評
価
し
︑
そ
う

い
う
美
学
を
観
察
し
評
価
す

る
論
調
が
見
ら
れ
る（

14
）

︒
ホ
イ

ヘ
ン
ス
は
詩
の
中
で
︑
こ
の

自
然
の
不
揃
い
さ
を
論
理
的

に
把
握
す
る
た
め
に
︑
日
本

の
着
物
を
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
例
え
︑
説
明
す
る
︒
つ

ま
り
︑
日
本
の
着
物
の
不
揃

い
さ
は
︑
幾
何
学
模
様
に
嵌

め
ら
れ
な
い
自
然
の
成
長
と

同
じ
美
学
で
あ
る
と
い
う
の

で
あ
る（

15
）

︒
こ
の
ホ
イ
ヘ
ン
ス

の
詩
的
発
想
を
理
解
す
る
に

は
︑
彼
の
庭
園
と
当
時
の
日
本
の
着
物
の
両
方
を
細
か
く
検
討
し
て
み
る
必
要

が
あ
る
︒

　
ま
ず
は
︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
庭
園
は
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
の
か
を
説
明
し

て
み
よ
う
︒
は
じ
め
に
庭
園
の
図
面
を
制
作
す
る
時
に
測
量
術
を
取
り
入
れ
︑

プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
細
か
く
計
算
し
た
地
割
に
従
っ
て
︑
堀
や
園
路
が
左
右
対

称
に
計
画
さ
れ
る
（
図
２
）︒
し
か
も
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
詩
的
発
想
は
土
を
シ
ョ

ベ
ル
で
区
切
る
こ
と
を
︑
着
物
の
仕
立
屋
が
手
織
物
の
布
を
切
る
作
業
に
例
え

て
い
る
︒
生
地
に
印
描
き
し
た
後
︑
鋏
は
さ
み

を
入
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
︑
ホ
イ
ヘ

ン
ス
は
地
面
に
紐
で
線
を
引
き
シ
ョ
ベ
ル
を
入
れ
る
︑
的
確
な
測
量
に
よ
っ
て

図 2　ホイヘンスのホッフワイク庭園の平面図（1653）。詩のなかでホイヘンスは土地を生地のパターンの
ように裁断したと書きのこす。Collection Huygensmuseum Hofwijck (Kuitert 2013, figure 2).

図 3　ホイヘンスの息子の絵（1660）は庭園を風景画の
ようにピクチャレスクに描写する。図２と同じ庭園ではあ
るが、平面の地割は幾何学的であっても、立体風景は不揃
いで、直線はほとんど見られない。Ton van Strien et al. 
2-3; Amsterdam: KNAW Press, 2008, p. 238.
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土
地
は
無
駄
な
く
利
用
さ
れ
庭
園
の
土
台
と
な
る
と
言
う
︒
直
線
断
ち
で
細
か

く
計
算
さ
れ
た
日
本
の
着
物
生
地
の
﹁
布
割
り
﹂
と
同
じ
よ
う
に
︑
無
駄
な
く

利
用
さ
れ
る
こ
と
も
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
着
物
へ
の
喜
び
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る（

16
）

︒

　
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
幾
何
学
的
地
割
に
し
た
が
っ
て
木
々
を
植
え
る
︒
た
だ
︑
そ

の
植
栽
さ
れ
た
木
々
が
規
制
的
に
︑
直
線
や
四
角
に
合
わ
せ
て
伸
び
る
の
で
は

な
く
︑
い
わ
ゆ
る
自
然
に
ま
か
せ
て
︑
特
に
刈
り
込
み
も
さ
れ
ず
︑
不
揃
い
の

ま
ま
成
長
し
た
風
景
で
︑
こ
れ
を
﹁
規
制
の
中
の
不
揃
い
﹂
と
言
う
︒
こ
の
風

景
は
︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
息
子
が
描
い
た
絵
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
庭
園
史
に
お
い
て
︑
こ
の
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
息
子
の
絵
は
︑
幾
何

学
的
で
は
な
く
絵
画
的
な
画
法
で
庭
園
風
景
を
描
い
た
例
と
し
て
は
か
な
り
早

い
時
期
の
も
の
で
あ
っ
た
（
図
３
）︒

日
本
の
着
物
と
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク

　
さ
て
︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
着
物
の
模
様
の
非
対
称
︑﹁
不
揃
い
﹂
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
不
規
則
な
着
物
模
様
は
当
時
輸
入
さ
れ
た

古
伊
万
里
焼
の
陶
器
の
染
付
け
の
図
柄
に
見
ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑
傘
を
差
し

た
着
物
姿
の
女
性
ら
の
左
右
対
称
で
は
な
い
図
柄
か
ら
も
読
み
取
れ
る
の
で
あ

る
︒
日
本
の
着
物
も
オ
ラ
ン
ダ
に
渡
り
︑
当
時
日
本
か
ら
輸
入
品
と
し
て
も
た

ら
さ
れ
た
わ
ず
か
な
（
慶
長
・
寛
文
）
小
袖
は
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
（Japonsche 

R
ock

）
と
い
う
名
で
オ
ラ
ン
ダ
に
知
ら
れ
︑
人
々
に
驚
く
ほ
ど
の
刺
激
を
与
え

た
︒
そ
の
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
感
覚
は
日
本
人
の
風
俗
と
し
て
モ
ン
タ
ヌ
ス
の
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
﹃
日
本
誌
﹄
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
絵
か
ら
も
分
か
る（

17
）

（
図
４
）︒

モ
ン
タ
ヌ
ス
の
絵
に
あ
る
不
揃
い
の
小
袖
の
デ
ザ
イ
ン
は
︑
牧
師
で
も
あ
る
モ

ン
タ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
の
宗
教
意
識
か
ら
は
規
律
外
れ
の
存
在
で
あ
る

遊
女
︑
す
な
わ
ち
規
律
外
れ
の
歪
ん
だ
モ
ラ
ル
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
説
明
さ
れ

て
い
る
︒
右
肩
の
上
か
ら
左
の
腕
の
下
の
生
地
に
網
の
模
様
が
描
か
れ
て
い
て
︑

慶
長
小
袖
の
絞
り
染
め
の
定
番
と
も
い
え
る
デ
ザ
イ
ン
の
柄
で
あ
る
︒
ち
な
み

に
︑
こ
の
時
代
の
小
袖
の
背
を
中
心
に
し
て
見
て
み
る
と
布
全
体
は
左
右
対
称

に
見
え
る
が
︑
デ
ザ
イ
ン
は
左
右
対
称
で
は
な
く
︑﹁
不
揃
い
﹂
の
風
景
の
文

様
等
の
図
柄
が
右
肩
か
ら
左
身
頃
に
か
け
て
流
れ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る

図 4　モンタヌスの「日本女郎」は小袖すがたである。
寛文小袖のような肩と袖の下は、足の縁と同様に絞り
染めで、左右対称ではなく、不揃いである。エッチン
グなので襟合わせが左前になっている。 A. Montanus. 
Gedenkwaerdige Gesantschappen ... (Amsterdam, 1669, 
p.321)、国際日本文化研究センター所蔵。
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（
図
５
）︒
初
期
の
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
は
日
本
製
で
︑
江
戸
参
府
の
折
︑
直
接

幕
府
か
ら
賜
わ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
日
本
で
入
手
し
た
ヤ
ポ
ン

セ
・
ロ
ッ
ク
は
か
な
り
派
手
な
絵
柄
で
︑
こ
れ
ら
の
着
物
は
現
存
せ
ず
︑
肖
像

画
の
み
に
見
ら
れ
る
の
だ
が
︑
絵
の
中
に
は
家
紋
の
つ
い
て
い
る
着
物
を
着
用

し
て
い
る
人
物
も
描
か
れ
て
い
る（

18
）

︒
着
物
の
布
そ
の
も
の
は
左
右
対
称
で
あ
る

の
だ
が
︑
そ
こ
に
描
か
れ
た
文
様
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
左
右
対
称
で
は
な
く
︑

い
わ
ゆ
る
不
規
制
の
文
様
で
あ
っ
て
︑
こ
れ
が
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
関
心
を
惹
き
︑

ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
庭
園
論
の
﹁
規
制
の
中
の
不
揃
い
﹂
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
詩
的
発
想
は
十
七
世
紀
に
一
般
的
な
芸
術
的
世
界
観
よ
り

も
か
な
り
進
ん
だ
デ
ザ
イ
ン
セ
ン
ス
と
し
て
︑
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る（

19
）

︒

三
章
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
人
気
を
博
し
た
日
本
の
絹
の
着
物

　
合
計
数
千
枚
に
も
お
よ
ぶ
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
書
簡
は
現
在
ま
で
保
管
さ
れ
て
い

る
︒
彼
は
文
人
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
国
内
外
の
千
三
百
人
以
上
の
知
識
人
︑
政
治

家
︑
文
人
ら
と
ラ
テ
ン
語
︑
フ
ラ
ン
ス
語
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
︑
英
語
な
ど
で
手
紙

の
交
換
を
し
た（

20
）

︒
テ
ン
プ
ル
宛
て
に
ホ
イ
ヘ
ン
ス
が
書
い
た
手
紙
も
何
通
か

残
っ
て
い
て
︑
自
分
の
庭
園
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
の
だ
が
︑
そ
の
中
に
は
左

右
対
称
と
不
揃
い
と
い
う
テ
ー
マ
は
出
て
こ
な
い
︒
し
か
し
︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は

テ
ン
プ
ル
以
外
の
人
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
日
本
の
着
物
に
つ
い
て
た
び
た
び

触
れ
て
い
る
︒
明
ら
か
に
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
着
物
に
と
て
も
興
味
を
持
ち
︑
時
折

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
あ
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
倉
庫
を
訪
ね
た
友
人

か
ら
情
報
を
得
て
い
て
︑
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
が
最
近
日
本
か
ら
入
っ
た
か
ど

う
か
を
尋
ね
て
も
い
る
︒
実
際
︑
彼
は
手
に
入
れ
た
小
袖
二
着
を
ア
ン
ヌ
・

ド
ー
ト
リ
ッ
シ
ュ
（A

nne d

ʼAutriche, 1601–1666

）
に
献
上
し
て
い
る
︒
こ
の

ア
ン
ヌ
は
フ
ラ
ン
ス
王
ル
イ
十
三
世
の
王
妃
で
︑
ル
イ
十
四
世
の
母
で
も
あ
る
︒

彼
女
は
未
成
年
の
息
子
に
代
わ
っ
て
摂
政
の
役
を
し
た
人
で
も
あ
り
︑
む
ろ
ん

ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
彼
女
周
辺
の
有
力
者
た
ち
の
一
人
で
あ
っ
た
︒

憧
れ
の
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク

　
ホ
イ
ヘ
ン
ス
を
始
め
︑
オ
ラ
ン
ダ
の
富
裕
層
の
あ
い
だ
に
異
国
へ
の
興
味
が

図 5　生地は左右対称、文様は右肩より左身頃に流
れて不揃いである。寛文6年（1666）の『御ひいな
かた』複製版、国際日本文化研究センター所蔵。
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高
ま
り
︑
東
イ
ン
ド
会
社
の
投
資
家
た
ち
は
遠
い
国
と
の
貿
易
︑
そ
の
投
資
と

利
益
に
大
き
な
夢
と
憧
れ
を
持
っ
た
︒
利
益
と
共
に
生
ま
れ
た
新
興
富
裕
層
や

貴
族
の
あ
い
だ
で
は
︑
日
本
の
上
着
と
い
わ
れ
る
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
が
ブ
ー

ム
に
な
る
︒
こ
の
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
は
鮮
や
か
な
色
彩
の
上
等
な
シ
ル
ク
製

品
で
︑
軽
く
て
暖
か
く
︑
室
内
︑
室
外
︑
ま
た
外
出
時
の
衣
装
に
も
な
っ
た
︒

特
に
絹
綿
の
軽
さ
と
暖
か
さ
に
驚
い
た
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
そ
れ
に
つ
い
て
小
さ
な

俳
句
の
よ
う
な
詩
を
書
き
残
し
︑
そ
の
詩
に
お
い
て
﹁
わ
た
﹂
と
い
う
日
本
語

をW
atten

と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
語
の
中
に
新
語
と
し
て
紹
介
し
た
︒
現
在
ド
イ

ツ
語
のW

atte

や
フ
ラ
ン
ス
語
のouate

な
ど
と
し
て
用
い
ら
れ
定
着
し
て
い

る
言
葉
で
あ
る（

21
）

︒

　
こ
の
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
︑
い
わ
ゆ
る
初
期
の
慶
長
・
寛
文
小
袖
は
ど
ち
ら

か
と
言
う
と
派
手
す
ぎ
て
長
く
は
好
ま
れ
ず
︑
一
六
四
〇
年
代
か
ら
は
一
色
染

の
み
を
日
本
に
特
別
注
文
す
る
こ
と
に
な
る
︒
絹
綿
と
共
に
大
量
に
東
イ
ン
ド

会
社
の
船
で
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
入
っ
た
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
は
こ
れ
ま
で
の

小
袖
で
は
な
く
︑
日
本
で
い
う
綿
入
れ
の
ド
テ
ラ
の
よ
う
な
物
で
あ
っ
た
が
︑

こ
れ
ら
は
オ
ラ
ン
ダ
貴
族
た
ち
の
憧
れ
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
も
な
り
︑
そ
こ
で

ま
す
ま
す
人
気
が
沸
騰
し
た
︒

　
そ
し
て
一
六
六
〇
︑一
六
七
〇
年
代
に
な
る
と
︑
特
に
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で

は
日
本
で
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
さ
れ
た
も
の
︑
あ
る
い
は
オ
ラ
ン
ダ
で
新
た
に
作

り
直
し
た
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
が
大
流
行
し
た
︒
し
か
も
異
国
ヤ
ポ
ン
の
衣
装

を
着
て
自
分
の
肖
像
画
を
描
い
て
も
ら
う
こ
と
も
流
行
し
︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
息

子
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ー
ン
（C

hristiaan H
uygens, 1629–1695

）
と
︑
ま
た
同
世
代

の
テ
ン
プ
ル
の
二
人
は
︑
ネ
ッ
チ
ャ
ー
（C

aspar N
etscher, c1639–1684

）
と
い

う
画
家
に
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
を
着
用
し
た
自
分
た
ち
の
肖
像
画
を
描
か
せ
て

い
る
︒
ネ
ッ
チ
ャ
ー
が
描
い
た
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
肖
像
（
一
六
七
二
年
）
は
古
典

的
な
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
風
の
衣
装
を
着
て
い
る
が
（
図
１
参
照
）︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス

図 6　ネッチャーによるヤポンセ・ロッ
ク着用のテンプル肖像画 (1675)。絵の
左後ろの背景には不揃いの木々が描か
れている。Collection National Portrait 
Gallery, London (Kuitert 2013, plate 
IV).

図 7　ネッチャーによるヤポンセ・ロッ
ク着用のホイヘンスの息子クリスティ
アーンの肖像画 (c.1671)。絵の左後ろ
の背景には古典的彫刻のある幾何学的
庭園が描かれている。Collection Haags 
Historisch Museum, The Hague, No. 
1926-0012-SCH.
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の
息
子
と
テ
ン
プ
ル
の
若
い
世
代
は
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
を
着
て
い
る
（
図
６
︑

７
）︒
ネ
ッ
チ
ャ
ー
は
他
の
肖
像
画
家
た
ち
と
同
様
に
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
一

着
を
お
客
用
の
衣
裳
と
し
て
工
房
に
用
意
し
て
い
て
︑
ネ
ッ
チ
ャ
ー
本
人
の
ヤ

ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
の
肖
像
画
も
残
さ
れ
て
い
る
（
図
８
ａ
︑
ｂ
）︒

ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
と
庭
園
美
―
―
シ
ャ
ラ
ワ
ジ

　
テ
ン
プ
ル
の
言
葉
に
︑
中
国
人
た
ち
は
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
が
素
晴
ら
し
い
﹂
と

言
っ
て
賞
賛
す
る
の
で
あ
る
と
あ
り
︑
そ
の
続
き
に
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
は
衣
装
︑
屛

風
絵
︑
陶
器
の
デ
ザ
イ
ン
に
現
れ
て
い
る
と
も
書
い
て
い
る（

22
）

︒
日
本
の
上
着
で

肖
像
画
を
描
い
て
も
ら
っ
た
テ
ン
プ
ル
と
︑
そ
の
友
人
の
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
庭
園

の
不
揃
い
を
日
本
の
着
物
に
例
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
不
揃
い
︑
シ
ャ
ラ

ワ
ジ
で
あ
る
着
物
を
着
用
し
て
い
る
テ
ン
プ
ル
と
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
息
子
の
肖
像

画
の
背
景
に
は
庭
園
が
写
っ
て
い
る
︒
テ
ン
プ
ル
の
背
景
に
は
﹁
不
揃
い
﹂
の

自
然
的
な
風
景
︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
息
子
の
背
景
に
は
古
典
的
な
幾
何
学
的
庭
園

が
見
ら
れ
る（

23
）

︒
お
そ
ら
く
こ
の
二
人
の
間
に
そ
う
い
う
庭
園
論
争
が
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
︒
着
用
し
て
い
る
着
物
は
両
方
と
も
同
じ
も
の
で
あ
る
（
図
６
︑７

参
照
）︒
テ
ン
プ
ル
が
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
と
い
う
言
葉
を
紹
介
し
た
後
の
十
八
世
紀

以
降
に
お
い
て
︑
イ
ギ
リ
ス
で
は
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
は
庭
園
論
争
の
み
に
使
わ
れ
て

い
た
︒
し
か
し
テ
ン
プ
ル
の
エ
ッ
セ
イ
に
あ
る
表
現
や
使
い
方
を
調
べ
て
み
る

と
︑
彼
の
場
合
︑
実
は
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
は
庭
園
に
つ
い
て
で
は
な
く
︑
工
芸
品
の

不
揃
い
美
学
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
そ
し
て
テ
ン
プ
ル
の
友
人
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
日
本
工
芸
品
の
愛
好
家
で
あ
り
︑

テ
ン
プ
ル
の
用
い
た
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
も
実
は
中
国
の
工
芸
で
は
な
く
︑
日
本
の
工

芸
品
に
係
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
も
お
か
し
く
な
い
だ
ろ
う
︒

　
そ
こ
で
筆
者
は
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
と
い
う
言
葉
は
日
本
語
の
可
能
性
が
高
い
の
で

図 8 a　ネッチャーのヤポンセ・ロック
の肖像画（Attributed to one of his sons 
Théodore (1661–1732) or Constantin 
Netscher (1668–1723) ）。Collection 
and photo Les Arts décoratifs, Paris / 
Jean Tholance.

図 8 b　ネッチャーのヤポンセ・ロック
の花文様（図８a の部分）。
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は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
至
っ
た
次
第
で
あ
る
︒

四
章
　
江
戸
期
の
「
洒
落
」

　
今
日
な
お
︑
着
物
業
界
の
な
か
で
は
﹁
し
ゃ
れ
味
﹂
や
﹁
洒
落
味
﹂
と
い
う

言
葉
が
た
び
た
び
使
わ
れ
て
い
る
︒
雑
誌
﹃
美
し
い
キ
モ
ノ
﹄
に
お
い
て
は
︑

﹁
笹
模
様
の
し
ゃ
れ
味

0

0

0

0

の
あ
る
小
紋
で
お
食
事
を
﹂（
傍
点
は
カ
ウ
テ
ル
ト
）
と

い
う
見
出
し
の
下
に
着
物
姿
の
女
性
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
さ
れ
て

い
る
︒ま

っ
す
ぐ
に
伸
び
る
竹
に
笹
を
紅
型
調
に
染
め
上
げ
た
小
紋
︒
無
地
感
覚

が
好
ま
れ
る
な
か
で
存
在
感
を
発
揮
し
ま
す
︒
松
模
様
の
織
り
な
ご
や
帯

を
合
わ
せ
て
新
年
を
寿
ぐ
気
持
ち
を
装
い
に
込
め
て（

24
）

︒

　
現
在
の
﹁
し
ゃ
れ
味
﹂
と
は
着
物
や
帯
の
模
様
と
そ
の
象
徴
的
意
味
の
取
り

合
わ
せ
等
に
使
わ
れ
る
言
葉
で
あ
り
︑
こ
の
例
を
見
る
と
新
年
の
寿
ぎ
を
表
現

し
て
い
る
︒
た
だ
そ
の
洒
落
を
楽
し
む
た
め
に
は
︑
目
立
た
た
ず
工
夫
さ
れ
た

模
様
の
デ
ザ
イ
ン
と
色
と
の
取
り
合
わ
せ
も
肝
心
で
︑
そ
の
工
夫
さ
れ
た
洒
落

を
す
こ
し
ず
つ
味
わ
わ
せ
て
発
見
さ
せ
る
に
は
知
識
︑
教
養
︑
セ
ン
ス
等
が
関

わ
っ
て
く
る
︒
こ
れ
ら
が
す
ぐ
れ
た
着
物
の
洒
落
味
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
︒

前
述
の
よ
う
に
︑
中
国
語
で
は
な
い
と
い
う
言
葉
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
は
日
本
語

の
﹁
洒
落
味
﹂
で
あ
る
と
の
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
江
戸
時

代
の
言
葉
は
︑
階
級
や
年
齢
な
ど
の
身
分
的
な
要
因
︑
男
女
の
違
い
に
よ
る
要

因
︑
さ
ら
に
は
話
す
相
手
や
場
面
な
ど
の
個
別
的
な
要
因
が
︑
複
雑
に
関
連
し

て
成
立
し
て
い
た（

25
）

︒
江
戸
期
の
日
本
語
資
料
の
中
に
は
ま
だ
見
つ
か
っ
て
は
い

な
い
の
だ
が
︑
テ
ン
プ
ル
本
人
も
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
は
自
身
の
耳
で
聞
い
た
言

葉
で
あ
る
と
書
い
て
お
り
︑﹁
話
し
﹂
言
葉
は
﹁
書
き
﹂
言
葉
よ
り
多
い
の
が

常
で
あ
る
か
ら
︑
テ
ン
プ
ル
の
い
た
十
七
世
紀
終
わ
り
頃
に
は
︑
こ
の
﹁
洒
落

味
﹂
が
江
戸
期
に
話
し
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
︒

セ
ン
ス
と
滑
稽

　
ま
ず
は
﹁
洒
落
﹂
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
︒
江
戸
期
に
と
て
も
重
要
な

言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
︑
室
町
時
代
か
ら
様
々
な
内
容
と
含

み
で
使
わ
れ
︑
意
味
は
心
境
性
か
ら
江
戸
期
の
身
の
回
り
の
感
性
の
セ
ン
ス
お

よ
び
滑
稽
性
を
示
す
も
の
に
そ
の
中
心
が
移
る
︒
大
陸
か
ら
日
本
に
渡
っ
た

﹁
洒
落
﹂
と
い
う
熟
語
は
元
来
︑﹁
灑し
ゃ

落ら
く

﹂
と
同
様
の
古
典
中
国
語
で
あ
る（

26
）

︒
そ

し
て
漢
語
の
﹁
灑
落
﹂
は
中
世
仏
教
語
の
一
つ
と
し
て
﹃
碧
巌
録
﹄
に
も
﹁
灑し
ゃ

灑し
ゃ

落ら
く

落ら
く

﹂
と
し
て
登
場
し
︑﹁
い
か
な
る
も
の
に
も
こ
だ
わ
ら
ず
﹂︑﹁
執
着
せ

ず
︑
自
由
自
在
で
あ
る
こ
と
﹂
を
意
味
す
る（

27
）

︒
五
山
文
学
の
中
に
出
て
く
る
洒し
ゃ

落ら
く

は
﹁
何
の
屈
託
も
な
く
︑
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
心
境
・
境
地
に
あ
る

さ
ま
﹂
を
い
う
︒
本
来
は
文
学
用
語
で
は
あ
る
が
︑
接
待
エ
チ
ケ
ッ
ト
に
決
ま

り
が
な
い
こ
と
に
も
﹁
洒
落
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
例
が
見
ら
れ
る（

28
）

︒
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「
し
ゃ
ら
く
」
と
「
じ
ゃ
ら
く
」

　
そ
こ
で
︑
右
に
挙
げ
た
﹁
し
ゃ
ら
く
﹂
と
室
町
期
の
﹁
じ
ゃ
ら
く
﹂
に
つ
い

て
探
っ
て
み
た
い
︒
初
期
の
キ
リ
シ
タ
ン
教
理
文
献
に
は
仏
教
の
用
語
と
表
現

が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
や
ラ
テ
ン

語
の
翻
訳
に
お
い
て
は
︑
仏
教
語
を
使
用
し
て
日
本
文
と
し
て
も
わ
か
り
や
す

く
︑
か
つ
知
識
層
用
に
一
定
の
水
準
を
保
ち
つ
つ
教
義
を
説
こ
う
と
す
る
︒
そ

の
一
書
︑
す
な
わ
ち
罪
人
を
善
に
導
く
キ
リ
シ
タ
ン
手
引
書
﹃
ぎ
や
・
ど
・
ぺ

か
ど
る
﹄
に
邪じ
ゃ

楽ら
く

と
い
う
言
葉
が
登
場
し
て
い
る（

29
）

︒
邪
楽
は
キ
リ
シ
タ
ン
に

と
っ
て
世
俗
欲
に
捕
ら
わ
れ
た
心
境
で
あ
り
︑
信
者
が
避
け
る
べ
き
悪
し
き
安

楽
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
元
来
仏
教
の
﹁
邪
﹂
と
い
う
字
は
こ
の
キ
リ
シ

タ
ン
言
述
に
方
便
と
し
て
使
わ
れ
︑
仏
教
的
﹁
邪
﹂
は
﹁
正
統
﹂
に
対
す
る

﹁
異
端
﹂
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
経
緯
が
あ
り
︑
そ
の
こ
と
は

一
休
宗
純
の
文
か
ら
も
理
解
で
き
る（

30
）

︒
よ
く
似
た
正
と
邪
の
対
比
が
キ
リ
シ
タ

ン
の
堅
信
論
︑
た
と
え
ば
聖
書
に
つ
ぐ
中
世
第
二
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

﹃C
ontem

ptus M
undi

﹄
に
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
キ
リ
シ
タ
ン
版
国
字
本
で
﹃
こ

ん
て
む
つ
す
む
ん
地
﹄
と
題
し
て
広
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
同
書
に
お
い
て

も
正
し
い
信
仰
を
﹁
邪
楽
﹂
に
対
比
さ
せ
︑
信
仰
を
邪
魔
す
る
邪
欲
︑﹁
こ
の

世
に
あ
る
腐
っ
た
欲
望
﹂
を
邪
楽
と
呼
ん
で
い
る（

31
）

︒
こ
の
邪ジ
ャ

楽ラ
ク

は
﹃
日
葡
辞

書
﹄
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
キ
リ
シ
タ
ン
の
あ
い
だ
だ
け
で
な
く
︑
一
般
的
に

﹁
腐
っ
た
︑
恥
ず
べ
き
癖
﹂
の
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い（

32
）

︒

正
統
性
か
ら
外
れ
た
―
―
洒
落

　
さ
て
、
こ
の
室
町
時
代
の
「
じ
ゃ
ら
く
」
と
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
し
ゃ

ら
く
」
が
言
語
的
に
関
係
す
る
の
か
否
か
、
残
念
な
が
ら
い
ま
だ
充
分
に
検
討

さ
れ
て
は
い
な
い
の
だ
が
、「
正
統
か
ら
外
れ
た
」
と
い
う
意
味
合
い
で
も
、

ま
た
そ
の
音
価
の
上
で
も
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

当
時
の
国
語
辞
書
で
あ
る
節
用
集
に
は
「
灑
落
」
が
「
シ
ャ
ラ
ク
」
と
し
て
、

「
洒
落
」
が
「
シ
ャ
ラ
」
と
し
て
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
近
世
前

期
に
お
け
る
節
用
集
の
流
れ
は
、
ほ
ぼ
、
ひ
と
つ
ら
な
り
の
系
譜
と
し
て
ま
と

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
シ
ャ
ラ
」
は
お
そ
ら
く
江
戸
初
期
の
和
語
「
し

や
ら
」
に
通
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る（

33
）

。
そ
し
て
そ
の
意
味
は
正
統
性
に
た
い
し
、

近
代
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
利
い
た
風
な
さ
ま
」、「
気
の
利
い
た
通
語
」
な
ど
と

し
て
使
わ
れ
て
い
る（

34
）

。
や
が
て
女
性
言
葉
と
し
て
「
今
風
で
あ
か
ぬ
け
て
い
る

こ
と
、
気
の
き
い
た
身
な
り
を
す
る
こ
と
」
や
「
華
や
か
に
装
う
こ
と
」
に
も

使
わ
れ
る
よ
う
に
も
な
る（

35
）

。
そ
し
て
漢
語
の
洒
落
と
和
語
の
「
し
や
ら
」
が
重

な
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く（

36
）

。
だ
が
洒
落
の
発
音
は
江
戸
初
期
に
は
「
し
ゃ
れ
」

で
は
な
く
「
し
ゃ
ら
」
あ
る
い
は
「
し
や
ら
」
で
あ
り
、
つ
ま
り
テ
ン
プ
ル
の

「
シ
ャ
ラ
」
に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
時
代
が
進
む
と
洒
落
本

の
よ
う
に
「
し
ゃ
れ
」
と
発
音
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
和
語
「
し
や

ら
」
に
言
語
の
定
説
が
な
い
。
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洒
落
と
江
戸
期
の
デ
ザ
イ
ン

　
さ
て
、
は
た
し
て
本
当
に
十
七
世
紀
の
日
本
に
「
洒
落
味
」
と
い
う
言
葉
が

使
わ
れ
て
い
た
の
か
、
も
し
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
ど
ん
な
意
味
を
も
っ

て
い
た
の
か
、
そ
し
て
現
在
の
「
し
ゃ
れ
味
」
と
類
似
す
る
使
い
方
が
あ
っ
た

の
か
、
等
を
以
下
に
探
っ
て
み
た
。

　
現
代
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
ブ
ッ
ク
に
あ
た
る
江
戸
初
期
の
小
袖
の
図
柄
を
載

せ
た
「
雛
形
本
」
は
、
一
六
六
〇
年
代
か
ら
大
量
に
出
版
さ
れ
た
。
特
に
『
御

ひ
い
な
か
た
』
に
見
ら
れ
る
寛
文
小
袖
の
デ
ザ
イ
ン
は
「
洒
落
」
と
し
て
評
価

さ
れ
て
い
た（

37
）

。
し
か
し
、
そ
の
洒
落
は
現
在
使
わ
れ
て
い
る
「
お
し
ゃ
れ
」
と

同
じ
意
味
で
は
な
か
っ
た
。「
お
し
ゃ
れ
」
は
軽
い
意
味
で
な
に
か
の
衣
装
や

デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
も
の
の
外
観
に
つ
い
て
の
評
価
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
江

戸
の
洒
落
は
も
っ
と
深
み
の
あ
る
理
屈
が
か
っ
た
意
味
で
あ
り
、
つ
ま
り
デ
ザ

イ
ン
の
場
合
に
は
そ
の
物
の
模
様
を
判
じ
絵
の
よ
う
に
解
読
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。『
御
ひ
い
な
か
た
』
に
見
ら
れ
る
例
を
あ
げ
て
み
る
と
、
橋
の
上
に
い
る

鷺さ
ぎ

が
笠
の
下
に
立
っ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
「
笠
鷺
」
で
、
こ
れ
は
江
戸
期
に
は

言
葉
の
遊
び
と
し
て
七
夕
伝
説
の
カ
サ
サ
ギ
の
イ
メ
ー
ジ
を
惹
き
起
こ
す
（
図

９
）。
つ
ま
り
『
家
持
集
』
の
歌
「
か
さ
さ
ぎ
の
渡
せ
る
橋
に
お
く
霜
の
白
き

を
見
れ
ば
夜
ぞ
更
け
に
け
る
」
に
よ
る
七
夕
の
恋
人
の
出
会
い
と
い
う
ロ
マ
ン

チ
ッ
ク
な
連
想
を
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
着
物
柄
の
絵
模
様
が
あ
る
も
の
の
表
象

と
な
り
、
そ
の
描
か
れ
た
柄
の
意
味
を
解
読
す
る
の
は
着
物
を
着
て
い
る
女
の

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
判
じ
絵
の
中

に
掛
け
ら
れ
て
い
る
意
味
合
い
そ
の
も
の
が
「
洒
落
」
に
あ
た
る
。
つ
ま
り
は
、

模
様
の
洒
落
は
言
葉
の
遊
び
の
洒
落
と
よ
く
似
て
い
る
。

模
様
と
洒
落

　
こ
の
よ
う
な
洒
落
の
判
じ
模
様
が
明
暦
大
火
と
奢し
ゃ

侈し

禁
止
令
の
後
、
大
人
気

に
な
り
、
女
性
た
ち
は
禁
止
さ
れ
た
豪
華
な
染
め
と
刺
繍
の
か
わ
り
に
、
白
地

部
分
を
多
く
残
し
た
大
胆
な
柄
の
洒
落
文
様
と
い
う
新
し
い
豪
華
さ
に
よ
っ
て
、

禁
止
令
に
抵
抗
し
た
の
で
あ
っ
た
。
特
に
京
都
の
着
物
商
で
あ
る
茶
屋
四
郎
次

郎
に
よ
る
、「
洒
落
」
を
込
め
た
こ
う
し
た
図
柄
は
『
御
ひ
い
な
か
た
』
に

三
十
二
点
も
出
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
六
八
〇
年
代
に
茶
屋
家
の
「
茶
屋
辻
」

模
様
は
「
菱
河
師
宣
風
〔
原
文
マ
マ
〕」
が
著
者
と
さ
れ
る
本
に
紹
介
さ
れ
た
。

図 9　『御ひいなかた』の「ぢたゆふそめ」の「か
さゝぎのもやう」。寛文6年（1666）、複製版、
国際日本文化研究センター所蔵。
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そ
の
師
宣
本
人
も
「
洒
落
」
を
上
手
に
表
現
す
る
町
絵
師
と
し
て
江
戸
時
代
の

画
家
資
料
の
中
で
評
価
さ
れ
て
い
る
の
は
大
変
興
味
深
い（

38
）

。
こ
の
茶
屋
辻
の
洒

落
は
以
前
の
模
様
よ
り
も
複
雑
に
表
現
さ
れ
、
見
る
人
の
想
像
力
の
有
無
に

よ
っ
て
い
く
つ
も
の
解
釈
が
で
き
る
。
こ
の
茶
屋
辻
模
様
を
見
て
み
る
と
、
荒

い
波
の
浦
に
苫
屋
が
建
っ
て
い
て
、
藤
原
定
家
の
「
み
渡
せ
ば
花
も
も
み
じ
も

な
か
り
け
り
浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
ぐ
れ
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る（

39
）

。
苫
屋
は
場
合

に
よ
っ
て
三
階
建
て
の
も
の
も
あ
る
の
で
、
浦
に
立
つ
蜃
気
楼
の
よ
う
に
も
見

て
と
れ
る（

40
）

。
こ
の
茶
屋
辻
文
様
を
ゆ
っ
く
り
楽
し
み
な
が
ら
、
そ
の
図
案
の
ひ

と
つ
ず
つ
を
目
で
追
っ
て
い
る
う
ち
に
色
々
な
イ
メ
ー
ジ
が
湧
く
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
商
人
の
重
要
な
ビ
ジ
ネ
ス
・
パ
ー
ト
ナ
ー
で
も
あ
っ
た
茶
屋
四
郎
次
郎
の
名

は
、
イ
ギ
リ
ス
と
オ
ラ
ン
ダ
の
商
館
日
記
に
た
び
た
び
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

と
す
る
と
「
洒
落
」
は
江
戸
初
期
に
茶
屋
家
を
通
し
て
オ
ラ
ン
ダ
商
人
に
紹
介

さ
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ
が
洒
落
に
つ
い
て
は
上
記

に
よ
っ
て
ほ
ぼ
解
明
で
き
た
と
し
て
も
、
も
う
一
方
の
「
味
」
に
つ
い
て
は
ど

う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

五
章
　
江
戸
期
の
「
洒
落
」
と
「
味
」
―
―
「
洒
落
味
」

　
江
戸
時
代
の
工
芸
論
を
調
べ
る
に
は
着
物
業
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
︒
こ

の
分
野
に
は
特
に
資
料
が
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
美
し
い
着

物
に
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
女
性
が
憧
れ
を
持
つ
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
そ
れ
を

実
際
に
手
に
入
れ
る
こ
と
は
不
可
能
に
違
い
な
い
︒
そ
こ
で
今
日
と
同
様
︑
そ

の
代
わ
り
に
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
本
を
読
む
の
が
江
戸
時
代
で
も
流
行

し
た
︒
こ
の
最
新
の
情
報
と
模
様
を
絵
で
紹
介
す
る
︑
い
わ
ゆ
る
雛
形
本
は
︑

大
量
に
出
回
っ
た
︒
こ
の
雛
形
本
の
中
に
は
工
芸
を
論
じ
る
箇
所
も
数
多
い
︒

た
と
え
ば
﹃
都
ひ
い
な
か
た
﹄
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

　
夫
絵
の
道
は
古
い
に
し

へ
よ
り
世
の
翫
も
て
あ
そ
びの

其
ひ
と
つ
に
し
て
思
ひ
を
の
べ
心

を
た
の
し
ま
し
む
類
の
な
か
だ
ち
也
︑
模も

様や
う

絵
も
又
此
一
躰た
い

に
て
百も
も

万
代

ま
て
も
闕
か
く
る

こ
と
な
き
物
な
り
か
し
︒
さ
れ
は
我
か
日
の
本
の
名め
い

所
風ふ
う

景け
い

天あ
め

地つ
ち

の
う
ち
に
あ
ら
ゆ
る
類た
ぐ

ひ
し
ら
ぬ
唐
も
ろ
こ
しの

遠と
を

き
さ
か
ひ
迄
を
︒
纔
わ
づ
か

の
衣き
ぬ

に

染そ
め

顕あ
ら
はし

筆
に
彩
い
ろ
ど
りあ

る
は
︑
源げ
ん

氏じ

の
巻ま
き

に
い
せ
も
の
語
の
こ
と
く
さ
︑
古ふ
る

き

哥
故こ

事じ

今
や
う
連れ
ん

歌か

俳は
い

諧か
ひ

謎な
ぞ

な
ど
の
心
︑
模
様
に
お
よ
ぼ
さ
す
と
い
ふ
こ

図10　菱河師宣風の「茶屋辻模様」『四季
模様諸礼絵鑑』天和年間（1681–1684）。
遠藤貴子「「茶屋染」考――その名称の由
来と豪商茶屋家をめぐって」『研究紀要』
11号、野村文華財団図10。
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と
な
し
︹
中
略
︺
此
姿
を
味
あ
ぢ
は

い
模
様
を
こ
の
む
時
︑
遠と
を

き
に
行
が
ち
か
き

よ
り
す
る
ご
と
く
︑
高た
か

き
に
の
ほ
ら
ず
し
て
ひ
き
し
よ
り
す
る
と
き
の
助
た
す
け

と
も
な
り
な
ん
か
し
と
し
か
い
ふ（

41
）

︒

　
古
代
と
違
い
︑
こ
の
雛
形
本
の
時
代
の
読
者
に
は
︑
自
ら
が
直
接
遠
方
の
事

情
や
︑
階
級
の
ち
が
う
人
々
と
接
す
る
こ
と
が
な
く
て
も
︑
源
氏
物
語
を
始
め

と
す
る
古
文
芸
や
古
事
︑
連
歌
︑
俳
諧
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
﹁
味
﹂
は
着
物
の
模
様
の
中
に
あ
る
と
い
う
わ
け

で
あ
る
︒
こ
の
文
書
か
ら
は
芸
術
の
広
い
社
会
性
と
歴
史
の
動
き
と
を
読
み
と

る
こ
と
が
で
き
る
︒
つ
ま
り
古
来
の
物
語
や
︑
歌
︑
名
所
な
ど
は
︑
も
と
も
と

公
卿
や
上
流
武
家
階
級
に
お
い
て
の
み
持
て
囃は
や

さ
れ
て
い
た
の
だ
が
︑
戦
国
時

代
以
降
の
上
級
町
人
層
の
連
歌
︑
俳
諧
へ
の
接
近
と
江
戸
初
期
の
中
・
下
層
町

人
階
級
の
判
じ
絵
・
謎
遊
び
の
普
及
と
と
も
に
︑
十
七
世
紀
後
半
に
は
階
級
の

枠
を
越
え
て
万
人
の
デ
ザ
イ
ン
着
想
の
根
源
と
な
る
︒
岡
倉
天
心
は
そ
の
よ
う

な
社
会
的
動
き
を
宗
達
や
光
琳
の
人
気
か
ら
察
知
し
た
︒
こ
の
新
し
い
芸
術
が

上
級
町
人
層
と
﹁
洒
落
﹂
を
好
む
士
人
（
武
家
・
知
識
人
）
階
層
の
要
求
を
満

た
し
た
と
い
う
の
で
あ
る（

42
）

︒

味
の
働
き

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
﹃
都
ひ
い
な
か
た
﹄
に
あ
る
﹁
味
わ
い
模
様
﹂
と

﹁
心
﹂
と
の
表
現
で
あ
る
︒
デ
ザ
イ
ン
術
と
し
て
の
絵
模
様
は
︑
そ
の
す
べ
て

の
テ
ー
マ
を
抽
象
し
た
﹁
心
﹂
の
み
を
取
り
上
げ
て
模
様
と
し
て
表
現
さ
れ
た

の
で
あ
る
︒
抽
象
化
さ
れ
た
心
の
表
現
は
洒
落
で
あ
り
︑
そ
の
表
現
を
解
読
す

る
の
は
そ
の
﹁
洒
落
﹂
を
﹁
味
わ
う
﹂
こ
と
で
あ
る
︒
す
る
と
﹁
洒
落
味
﹂
と

い
う
言
葉
は
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
と
っ
て
そ
の
模
様
の
源
︑
た
と
え
ば
七
夕
の
物
語

を
理
解
し
︑
抽
象
し
た
上
で
︑
ス
ケ
ッ
チ
を
描
い
て
︑
模
様
の
一
枚
に
表
現
す

る
術
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
工
芸
家
の
術
は
上
手
な
ほ
ど
味
が
で
る
︒
た
し
か

に
江
戸
の
用
語
の
中
に
あ
る
表
現
﹁
味
を
や
る
﹂
は
﹁
う
ま
く
や
る
﹂
や
﹁
上

手
に
し
こ
な
す
﹂
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る（

43
）

︒
す
な
わ
ち
﹁
洒
落
味
﹂
は
洒
落
を
上

手
に
し
こ
な
す
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

洒
落
味
―
―
デ
ザ
イ
ン
の
迫
力

　
ほ
か
に
も
﹁
味
﹂
を
接
尾
語
と
し
て
用
い
る
江
戸
初
期
の
面
白
い
表
現
が
あ

る
︒
そ
れ
は
﹁
き
れ
あ
じ
﹂（
切
れ
味
︑
鋭
味
）
あ
る
い
は
﹁
く
ら
あ
じ
﹂（
鞍

味
）
と
い
う
言
葉
で
︑
ど
ち
ら
も
武
士
の
魂
に
関
す
る
必
需
品
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
品
に
つ
い
て
使
わ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
武
士
に
と
っ
て
貴
重
な

品
で
あ
る
刀
剣
と
馬
鞍
の
評
価
に
も
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
ス
テ
ー

タ
ス
・
シ
ン
ボ
ル
も
工
芸
家
が
ど
れ
ほ
ど
の
腕
利
き
か
を
計
る
も
の
で
あ
っ
て
︑

い
わ
ゆ
る
﹁
味
﹂
は
そ
の
美
の
評
価
を
指
し
︑
刀
の
振
り
具
合
の
良
さ
や
鋭
利

さ
︑
ま
た
鞍
の
乗
り
心
地
の
良
さ
や
装
飾
の
見
事
さ
ま
で
も
意
味
し
て
い
る（

44
）

︒

つ
ま
り
﹁
味
﹂
は
高
級
に
し
て
複
雑
な
美
の
魔
術
を
表
現
す
る
こ
と
に
も
使
わ

れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
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ま
と
め
て
み
る
と
︑﹁
洒
落
味
﹂
は
デ
ザ
イ
ン
の
迫
力
と
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
優
れ
た
工
芸
技
術
を
融
合
す
る
言
葉
で
あ
り
︑
当
時
の
話
し
言
葉
と
し
て
は

ま
っ
た
く
違
和
感
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
上
記
か
ら
裏
づ
け
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
︒
江
戸
時
代
の
資
料
に
書
か
れ
た
言
葉
と
し
て
の
証
拠
は
︑
現
時
点
で

は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
書
に
の
み
見
い
だ
さ
れ
る
言
葉
で

あ
る
が
︑
江
戸
初
期
の
工
芸
職
人
た
ち
は
商
売
相
手
（
オ
ラ
ン
ダ
商
人
を
含
め

て
）
と
の
商
談
に
際
し
︑
こ
ん
な
言
葉
を
用
い
て
取
引
を
成
立
さ
せ
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
と
こ
ろ
で
︑﹁
し
ゃ
ら
﹂
と
﹁
あ
じ
﹂
を
オ
ラ
ン
ダ
語

で
表
記
す
る
と
︑
発
音
し
づ
ら
い
﹁sharaaji
﹂
に
な
り
︑
そ
こ
で
間
に
﹁
w
﹂

を
挟
み
﹁sharaw

aji

﹂
と
な
る
の
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
江
戸
言
語
の
研
究
者
に

よ
る
と
︑
当
時
の
日
本
人
も
﹁
w
﹂
を
半
母
音
と
し
て
使
う
と
い
う
の
で

﹁
味
﹂
を
﹁
ワ
ジ
﹂
と
し
て
発
音
し
た
こ
と
は
断
定
で
き
る（

45
）

︒

六
章
　
蒔
絵
簞
笥
と
供
に
旅
し
た
「
洒
落
味
」

　
さ
て
︑
こ
こ
か
ら
は
﹁
洒
落
味
﹂
を
伝
え
た
人
物
や
そ
の
伝
播
経
路
に
つ
い

て
探
っ
て
み
た
い
︒
こ
の
謎
め
い
た
日
本
の
美
学
は
ど
の
よ
う
に
し
て
テ
ン
プ

ル
の
耳
に
入
っ
た
の
か
︑
最
後
の
謎
を
解
い
て
い
こ
う
と
思
う
︒
ホ
イ
ヘ
ン
ス

の
周
辺
に
は
日
本
文
化
の
専
門
家
と
言
わ
れ
る
何
人
か
の
人
物
が
い
た
︒
ホ
イ

ヘ
ン
ス
と
親
戚
関
係
を
持
つ
カ
ロ
ン
（François C

aron, 1600?–1673

）
と
ス
ペ
ッ

ク
ス
（Jacob Specx, 1589?–1647

以
降
）
は
ど
ち
ら
も
カ
ピ
タ
ン
と
し
て
平
戸

と
長
崎
に
長
期
間
滞
在
し
︑
特
に
カ
ロ
ン
は
日
本
語
が
堪
能
で
あ
っ
た
︒
か
れ

ら
を
通
じ
て
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
日
本
の
文
化
情
報
を
入
手
し
︑
異
国
の
美
し
い
工

芸
品
に
触
れ
美
意
識
を
高
め
た（

46
）

︒
し
か
し
日
本
の
鎖
国
令
が
厳
し
く
な
る
と
と

も
に
カ
ピ
タ
ン
は
長
く
日
本
に
滞
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
︒

一
六
三
九
年
に
カ
ロ
ン
は
日
本
語
が
達
者
な
最
後
の
カ
ピ
タ
ン
と
し
て
日
本
か

ら
出
国
し
た
の
で
あ
る
︒
日
本
で
洒
落
と
し
て
の
デ
ザ
イ
ン
が
ブ
ー
ム
と
な
っ

た
の
は
︑
そ
れ
よ
り
後
の
一
六
五
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
り
︑
言
葉
と
し
て
の

﹁sharaw
adgi

﹂
が
テ
ン
プ
ル
の
文
書
に
現
れ
て
く
る
の
は
一
六
八
〇
年
代
で
あ

る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
ス
ペ
ッ
ク
ス
や
カ
ロ
ン
が
﹁
洒
落
味
﹂
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝

え
た
と
い
う
の
は
不
可
能
と
思
わ
れ
る
︒

唯
一
の
日
本
通

　
い
っ
ぽ
う
テ
ン
プ
ル
の
ハ
ー
グ
滞
在
の
時
期
一
六
六
〇
～
一
六
七
〇
年
代
に
︑

ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
周
辺
に
は
日
本
語
が
堪
能
な
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
唯
一
と
い
わ
れ
る

日
本
文
化
専
門
家
が
い
た
︒
そ
の
人
物
と
は
オ
ラ
ン
ダ
商
人
の
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ

ク
（E

rnst van H
ogenhoek, ?–1675

）
で
あ
っ
た
︒
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
は
カ
ピ
タ

ン
で
は
な
く
商
人
で
し
か
な
か
っ
た
︒
無
論
カ
ロ
ン
よ
り
低
い
立
場
に
い
る
人

物
で
あ
る
︒
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
は
鎖
国
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
一
六
五
四
年
か

ら
一
六
六
二
年
ま
で
長
崎
出
島
に
滞
在
し
︑
日
本
在
住
九
年
と
い
う
珍
し
い
経

歴
の
持
ち
主
で
あ
っ
た（

47
）

︒
彼
の
公
的
立
場
が
低
い
た
め
︑
長
崎
奉
行
も
さ
ほ
ど

厳
し
く
は
扱
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
は
商
売
上
手
の
う
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え
に
日
本
語
も
よ
く
で
き
た
か
ら
︑
日
本
の
商
人
に
と
っ
て
も
便
利
な
人
物
で

あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
︒
彼
が
値
段
交
渉
の
会
議
に
参
加
し

た
確
か
な
証
拠
も
見
ら
れ
る
︒

　
当
時
︑
日
本
に
往
来
し
た
オ
ラ
ン
ダ
人
た
ち
の
多
く
は
土
産
品
と
し
て
た
く

さ
ん
の
工
芸
品
を
持
ち
帰
り
︑
こ
れ
ら
を
本
国
に
帰
国
し
た
後
に
売
り
さ
ば
い

た
人
も
少
な
く
な
い
︒
東
イ
ン
ド
会
社
か
ら
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
︑
こ
の
東
イ
ン
ド
行
き
商
人
の
ほ
と
ん
ど
が
︑
何
ら
か
の
方
法
で
隠
れ
て

（
む
ろ
ん
個
人
の
利
益
の
た
め
に
）
こ
う
し
た
品
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
売
買
取
引

に
従
事
し
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い（

48
）

︒
こ
の
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
も
例
外
で
は
な

く
︑
蒔
絵
の
簞
笥
四
竿
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
私
物
と
し
て
運
ん
だ
︒
彼
の
簞
笥
は

特
に
大
き
く
︑
豪
華
か
つ
高
価
で
︑
し
か
も
イ
ギ
リ
ス
の
雑
誌
に
ま
で
宣
伝
し
︑

そ
の
値
段
も
載
せ
て
い
た（

49
）

︒
東
イ
ン
ド
会
社
側
か
ら
は
︑
や
が
て
そ
の
行
き
過

ぎ
た
個
人
ビ
ジ
ネ
ス
が
も
と
で
嫌
わ
れ
た
存
在
に
な
り
︑
結
局
オ
ラ
ン
ダ
か
ら

離
れ
て
デ
ン
マ
ー
ク
で
商
工
会
議
所
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
働
く
こ
と
に
な
る（

50
）

︒

　
し
か
し
オ
ラ
ン
ダ
で
の
嫌
わ
れ
た
こ
と
は
実
は
表
向
き
だ
け
で
あ
っ
た
︒
そ

れ
は
彼
が
日
本
美
術
の
通
で
あ
り
︑
専
門
家
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
オ
ラ
ン
ダ
以
外
の
各
国
の
文
書
か
ら
読
み
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
一
例
を

挙
げ
る
と
︑
ロ
ン
ド
ン
の
学
問
的
雑
誌
に
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
の
日
本
観
察
の
記

事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒
も
う
一
例
を
あ
げ
る
と
︑
フ
ラ
ン
ス
王
・
ル
イ
十
四

世
の
秘
書
ジ
ュ
ス
テ
ル
（H

enri Justel, 1620–1693

）
も
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
の
日

本
語
力
を
カ
ロ
ン
よ
り
高
く
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る（

51
）

︒
当
時
︑
日
本
の
最
新

情
報
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
知
識
人
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
︑
鎖
国
以
来
︑
数
十
年
ぶ

り
で
あ
っ
た（

52
）

︒
皆
の
興
味
を
惹
い
て
い
た
日
本
の
温
灸
に
つ
い
て
も
︑
日
本
通

第
一
人
者
の
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
は
東
洋
で
の
モ
ク
サ
の
経
験
を
ホ
イ
ヘ
ン
ス
と

テ
ン
プ
ル
に
語
っ
て
お
り
︑
後
に
テ
ン
プ
ル
の
温
灸
に
つ
い
て
の
長
い
エ
ッ
セ

イ
が
ホ
イ
ヘ
ン
ス
に
献
じ
ら
れ
て
い
る（

53
）

︒
す
る
と
︑
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
と
い
う
言
葉

も
ホ
ー
へ
ン
フ
ッ
ク
か
ら
テ
ン
プ
ル
の
耳
に
入
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
生
じ
て

く
る
︒
そ
し
て
こ
れ
を
解
く
鍵
は
蒔
絵
の
簞
笥
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

蒔
絵
の
洒
落

　
蒔
絵
の
伝
統
的
風
景
文
様
は
︑
平
安
時
代
の
﹁
葦
手
絵
﹂
以
来
の
伝
統
で
あ

る
︒
こ
れ
は
文
学
上
の
名
所
な
ど
を
象
徴
的
に
描
い
た
風
景
模
様
か
ら
発
達
し

た
も
の
で
あ
っ
た（

54
）

︒
そ
し
て
十
七
世
紀
中
頃
︑
京
都
の
漆
工
芸
は
そ
の
重
要
な

図11　僧正遍昭の歌「名にめでて、折れ
るばかりぞ、女郎花、われおちにきと、
人に語るな」を表現する留守文様。落馬
した遍昭の姿をあからさまに描かずのデ
ザインはいかにも洒落ている。『江戸蒔絵
――光悦・光琳・羊遊斎一』東京国立博物
館、2002年、図26。
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転
換
期
に
入
る
︒
洒
落
を
好
む
武
家
や
知
識
人
層
ま
た
富
裕
町
人
層
の
要
求
を

満
た
し
た
の
が
︑
町
絵
師
や
宗
達
︑
光
琳
な
ど
の
琳
派
と
言
わ
れ
る
人
た
ち
で

あ
っ
た（

55
）

︒
伝
統
の
型
か
ら
は
み
出
し
た
斬
新
な
想
像
力
が
﹁
洒
落
﹂
と
し
て
評

価
さ
れ
た
︒
和
歌
の
意
図
を
あ
か
ら
さ
ま
に
描
か
ず
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
留
守
絵
﹂

の
蒔
絵
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑
古
典
で
あ
り
な
が
ら
︑
あ
ら
た
な
諧か
い

謔
ぎ
ゃ
く

味

を
帯
び
た
発
想
が
愛
好
さ
れ
た
の
で
あ
る（

56
）

（
図
11
）︒
光
悦
の
舟
橋
蒔
絵
硯
箱

は
漆
工
芸
分
野
に
お
け
る
そ
の
洒
落
の
代
表
的
作
品
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
発

想
は
光
悦
本
人
と
い
う
よ
り
も
︑
む
し
ろ
漆
工
芸
家
た
ち
の
あ
い
だ
か
ら
出
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
資
料
か
ら
判
断
で
き
る（

57
）

︒
光
悦
の
漆
工
芸
家
の
洒
落
は
茶

屋
家
の
洒
落
デ
ザ
イ
ン
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
現
れ
て
く
る（

58
）

︒

海
外
客
の
憧
れ
―
―
輸
出
用
の
洒
落

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
向
け
の
輸
出
用
の
簞
笥
は
特
に
蒔
絵
が
高
く
評
価
さ
れ
た
︒
こ

れ
ら
高
級
蒔
絵
簞
笥
や
箱
は
珍
品
で
高
価
ゆ
え
︑
主
に
皇
室
・
王
族
の
手
に

渡
っ
た
︒
い
う
ま
で
も
な
く
当
時
も
︑
し
ば
し
ば
注
文
主
側
か
ら
時
代
の
流
行

に
合
わ
せ
て
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
が
出
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
︒
し
か
し
こ
の
時
代

は
︑
こ
れ
ま
で
も
て
は
や
さ
れ
た
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
﹁
南
蛮
﹂

幾
何
学
模
様
か
ら
︑
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絵
模
様
に
変
わ
る
時
期
で
も
あ
っ
た（

59
）

︒

こ
れ
ら
日
本
か
ら
輸
入
さ
れ
た
︑
い
く
つ
か
の
漆
工
芸
品
に
は
風
景
模
様
が
描

か
れ
て
い
る
︒
伝
統
的
な
庭
園
風
景
の
描
か
れ
た
模
様
の
蒔
絵
箱
は
カ
ロ
ン
が

一
六
三
〇
年
代
に
オ
ラ
ン
ダ
に
持
ち
帰
っ
た（

60
）

︒
そ
の
お
よ
そ
三
十
年
後
に
ホ
ー

ヘ
ン
フ
ッ
ク
は
日
本
に
滞
在
し
た
︒
期
間
は
一
六
五
四
年
か
ら
一
六
六
二
年
ま

で
で
あ
り
︑
そ
の
時
期
に
京
都
の
漆
工
芸
商
人
は
良
い
注
文
を
受
け
る
た
め
に

毎
年
一
回
長
崎
に
出
向
き
︑
直
接
︑
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
ら
と
商
取
引
を
し
た
︒

ピ
ー
ク
は
一
六
五
八
年
と
一
六
六
五
年
の
間
と
見
ら
れ
︑
そ
の
時
期
の
東
イ
ン

ド
会
社
は
毎
年
︑
漆
簞
笥
を
何
十
竿
と
注
文
し
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
持
っ
て
帰
っ

た
の
で
あ
る
︒
そ
の
値
段
と
デ
ザ
イ
ン
の
や
り
取
り
に
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
自
身

が
参
加
し
た
こ
と
は
商
館
日
記
か
ら
窺
え
る
︒
簞
笥
だ
け
で
な
く
︑
イ
ン
ド
の

シ
ャ
ー
・
ジ
ャ
ハ
ー
ン
の
た
め
に
︑
象
に
乗
せ
る
屋
根
付
き
の
蒔
絵
鞍
な
ど
を

京
都
の
漆
職
人
に
オ
ラ
ン
ダ
側
か
ら
注
文
し
た
も
の
も
あ
る（

61
）

︒
日
本
語
の
で
き

る
オ
ラ
ン
ダ
人
は
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
し
か
い
な
い
の
で
あ
り
︑
日
本
工
芸
家
の

﹁
話
し
﹂
言
葉
は
こ
の
よ
う
な
場
に
登
場
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ホ
ー
ヘ
ン

フ
ッ
ク
は
注
文
主
と
し
て
︑
東
イ
ン
ド
会
社
だ
け
で
は
な
く
︑
自
分
個
人
の
売

り
物
に
な
る
よ
う
に
言
葉
た
く
み
に
要
望
し
た
に
違
い
な
い
︒
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ

ク
が
持
ち
帰
っ
た
簞
笥
に
は
オ
ラ
ン
ダ
王
室
所
蔵
の
二
竿
の
セ
ッ
ト
（
図
13
）︑

こ
れ
と
同
柄
の
一
竿
が
デ
ィ
ジ
ョ
ン
博
物
館
に
あ
り
︑
風
景
は
全
く
同
様
だ
が
︑

木
地
蒔
絵
︑
黒
地
で
は
な
い
（
図
14
）︒
こ
の
簞
笥
は
ル
イ
十
四
世
の
長
男
の

夫
人
マ
リ
ー
・
ア
ン
ヌ
・
ド
・
バ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
（M

arie-A
nne de B

avière 1660–

1690
）
の
所
有
と
さ
れ
る（

62
）

︒

簞
笥
の
洒
落
を
味
わ
う

　
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
の
簞
笥
は
特
注
で
︑
も
は
や
南
蛮
の
幾
何
学
模
様
で
は
な
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く
︑
風
景
の
古
典
模
様
で
も
な
い
︑
庭
園
風
景
で
も
な
い
︑
実
際
に
日
本
の
国

の
風
景
と
そ
こ
を
旅
す
る
オ
ラ
ン
ダ
商
人
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
12
）︒
京
都

の
工
芸
家
お
よ
び
職
人
た
ち
は
︑
そ
の
新
し
い
発
想
を
い
か
に
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
顧
客
に
深
く
味
わ
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
腐
心
し
た
︒
そ
の
う
え
︑

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
イ
ン
テ
リ
ア
に
合
わ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
不
思
議
な

工
夫
も
目
立
つ
︒
東
イ
ン
ド
会
社
が
持
っ
て
帰
っ
た
屛
風
や
簞
笥
は
豪
華
な
宮

殿
の
天
井
の
高
い
部
屋
に
は
不
向
き
で
あ
る
た
め
︑
ほ
と
ん
ど
の
も
の
は
小
さ

な
ブ
ー
ド
ゥ
ワ
ー
ル
︑
つ
ま
り
婦
人
の
私
室
に
置
か
れ
て
い
た
︒
し
か
し
ホ
ー

ヘ
ン
フ
ッ
ク
が
注
文
し
た
簞
笥
は
︑
応
接
間
や
広
間
の
部
屋
の
マ
ン
ト
ル
ピ
ー

ス
︑
あ
る
い
は
入
口
の
扉
の
両

脇
に
置
か
れ
る
た
め
︑
二
竿
の

左
右
対
称
の
セ
ッ
ト
で
あ
っ
た

（
図
13
）︒
こ
の
簞
笥
の
バ
ロ
ッ

ク
風
の
台
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
職

人
に
作
ら
せ
て
い
る
︒
室
内
飾

り
が
左
右
対
称
で
あ
る
よ
う
に
︑

東
洋
か
ら
輸
入
さ
れ
た
大
型
磁

器
瓶
の
左
右
対
称
セ
ッ
ト
も
同

じ
時
期
︑
一
六
六
〇
年
代
か
ら

流
行
す
る（

63
）

︒
と
り
わ
け
ホ
ー
ヘ

ン
フ
ッ
ク
が
持
ち
帰
っ
た
み
ご

と
な
簞
笥
に
は
富
士
山
や
出
島
の
ほ
か
︑
東
海
道
沿
い
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
理
的

風
景
が
簡
略
に
活
写
さ
れ
て
い
る
が
︑
左
向
き
と
右
向
き
に
対
称
的
に
写
さ
れ

て
お
り
︑
双
方
と
も
ま
っ
た
く
同
じ
絵
で
あ
る
︒
そ
の
風
景
の
中
心
に
は
︑
四

人
の
人
足
た
ち
が
こ
の
注
文
し
た
簞
笥
と
似
た
も
の
一
竿
を
担
い
で
橋
を
渡
っ

て
運
ん
で
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
14
）︒
言
う
ま
で
も
な
く
︑
自
分

の
作
品
の
上
に
そ
の
作
品
そ
の
も
の
を
ま
た
描
写
（
紋
中
紋
）
す
る
の
も
︑
漆

職
人
に
と
っ
て
大
き
な
喜
び
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
実
際
の
風
景
を
縮
図
に
し

て
︑
簞
笥
を
簞
笥
の
上
に
再
帰
的
に
描
い
た
り
︑
こ
の
上
に
風
景
を
鏡
映
的
に

二
つ
の
簞
笥
が
左
右
対
称
セ
ッ
ト
に
な
る
よ
う
描
い
た
り
︱
︱
い
か
に
そ
の
正

図12　ホーヘンフックが持って帰った蒔絵簞笥の正面
（部分）。オランダ王室所蔵。Y. Trousselle. La voie du
imari: l'aventure des porcelaines à l'époque Edo. CNRS 
Éditions, 2008, p113.

図13　ホーヘンフックが持って帰った蒔絵簞笥は左右対
称の二竿セット。オランダ王室所蔵。著者撮影。
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統
か
ら
外
れ
た
創
造
を
味
わ
う
か
を
論
じ
つ
つ
︑
京
都
漆
工
芸
商
人
た
ち
と
商

人
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
の
間
に
は
﹁
し
ゃ
ら
あ
じ
﹂
と
い
う
言
葉
が
飛
び
交
っ
て

い
た
と
想
像
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
︒

七
章
　「
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
」
の
伝
播

　
し
か
し
︑
も
う
一
つ
の
疑
問
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
貴
族
や
ホ
イ
ヘ
ン
ス
が

﹁
し
ゃ
ら
あ
じ
﹂
を
ど
れ
ほ
ど
理
解
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
を

解
く
鍵
は
イ
ギ
リ
ス
女
王
メ
ア
リ
ー
に
宛
て
ら
れ
た
一
通
の
手
紙
に
隠
さ
れ
て

い
る
︒
そ
の
一
六
八
五
年
九
月
の

手
紙
は
︑
中
国
皇
帝
が
メ
ア
リ
ー

に
送
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
︑
漆
屛

風
の
美
学
が
細
か
く
英
語
で
説
明

し
て
あ
る
︒
メ
ア
リ
ー
が
自
分
の

宮
殿
の
イ
ン
テ
リ
ア
に
合
わ
な
い

屛
風
を
ノ
コ
ギ
リ
で
切
ら
せ
︑
そ

の
破
片
を
壁
飾
り
と
し
て
使
っ
た

こ
と
を
耳
に
し
た
中
国
皇
帝
が
メ

ア
リ
ー
の
野
蛮
な
行
動
に
た
い
し

て
怒
り
を
も
っ
て
手
紙
を
書
い
た
︑

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
屛

風
絵
は
細
か
い
象
徴
的
意
味
を
も
つ
︑
と
皇
帝
は
説
く
︒
様
々
に
略
し
た
絵
や

モ
チ
ー
フ
は
文
学
的
も
し
く
は
判
じ
絵
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
︑
そ
れ

を
バ
ラ
バ
ラ
に
き
ざ
み
︑
ま
た
勝
手
に
張
り
合
わ
せ
て
壁
飾
り
と
し
て
使
う
の

で
あ
れ
ば
︑
本
来
の
芸
術
性
が
ま
っ
た
く
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
書
い
て
い
る
の

で
あ
る
︒
こ
の
手
紙
文
に
は
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
書
か

れ
て
い
な
い
の
だ
が
︑
こ
の
屛
風
の
洒
落
味
の
働
き
が
明
白
に
表
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
隠
さ
れ
て
い
る
芸
術
的
な
意
味
が
メ
ア
リ
ー
の
判
断
で
バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ

た
の
は
芸
術
性
を
壊
す
も
の
で
あ
る
と
中
国
皇
帝
は
説
明
す
る
︒
も
し
も
︑
こ

れ
か
ら
壁
飾
り
の
漆
絵
が
必
要
で
あ
れ
ば
︑
部
屋
や
壁
の
寸
法
を
教
え
て
も
ら

え
れ
ば
︑
特
別
注
文
し
て
中
国
で
作
ら
せ
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
︑
ノ
コ
ギ
リ

で
恣
意
的
に
切
る
こ
と
は
絶
対
に
や
め
て
ほ
し
い
︑
と
中
国
の
皇
帝
は
忠
告
す

る
の
で
あ
る
︒

皇
帝
の
手
紙
か
ら
読
み
取
れ
る
洒
落
味

　
実
は
こ
の
手
紙
は
中
国
皇
帝
か
ら
で
は
な
く
︑
メ
ア
リ
ー
が
親
し
く
し
て
い

る
ハ
ー
グ
の
友
人
が
書
い
て
送
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
は

八
十
九
歳
に
も
な
っ
た
ホ
イ
ヘ
ン
ス
が
文
学
的
遊
び
と
し
て
中
国
皇
帝
の
ふ
り

を
し
た
も
の
で
あ
る
︒
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
王
た
ち
が
中
国
の
儒
教
的
道
徳

や
国
家
組
織
に
つ
い
て
大
き
な
興
味
を
示
し
て
い
た
の
で
︑
メ
ア
リ
ー
に
注
意

換
起
を
す
る
た
め
に
︑
本
当
は
そ
れ
が
日
本
の
芸
術
品
で
あ
っ
て
も
中
国
の
物

と
見
せ
か
け
た
ほ
う
が
効
果
的
な
の
で
あ
っ
た（

64
）

︒
他
の
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
文
中
に

図14　絵の中心には簞笥を運ぶ人足がみられる（部分）。
ディジョン博物館所蔵。著者撮影。
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は
日
本
が
た
び
た
び
出
て
く
る
の
に
た
い
し
︑
中
国
が
出
て
く
る
の
は
今
回
の

み
で
あ
る
︒
こ
の
手
紙
か
ら
解
る
よ
う
に
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
日
本
の
洒
落
味
を
︑

﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
を
使
わ
な
く
て
も
︑
驚
く
ほ
ど
細
か

く
説
明
し
て
い
る
︒
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
身
分
の
低
い
商
人
た
ち
の
口
語
表
現
を
書

き
残
す
ま
で
は
し
な
か
っ
た
が
︑
日
本
工
芸
の
洒
落
味
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
美
学

と
を
は
っ
き
り
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
伺
い
知
れ
る（

65
）

︒

　
当
時
の
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
判
じ
絵
︑
い
わ
ゆ
る
エ
ム
ブ
レ

マ
タ
（em

blem
ata

）
は
日
本
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
文
学
︑
こ
と
わ
ざ
︑
古

代
神
話
等
を
芸
術
の
モ
チ
ー
フ
に
す
る
︒
で
あ
る
か
ら
ホ
イ
ヘ
ン
ス
に
と
っ
て
︑

エ
ム
ブ
レ
マ
タ
と
同
様
に
洒
落
味
の
感
覚
を
理
解
す
る
の
は
き
わ
め
て
容
易
で

あ
っ
た
︒
そ
し
て
彼
の
ホ
ッ
フ
ワ
イ
ク
庭
園
そ
の
も
の
も
︑
一
つ
の
大
き
な
エ

ム
ブ
レ
マ
タ
遊
び
の
場
と
し
て
︑
し
か
も
洒
落
味
に
も
と
づ
い
て
出
来
上
が
っ

た
芸
術
作
品
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
洒

落
味
を
正
し
く
理
解
す
る
の
だ
が
︑
こ
れ
に
た
い
し
︑
テ
ン
プ
ル
に
は
洒
落
味

の
意
味
が
ど
れ
ほ
ど
伝
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

テ
ン
プ
ル
と
中
国
人

　
中
国
皇
帝
を
装
う
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
手
紙
は
一
六
八
五
年
に
書
か
れ
た
︒
テ
ン

プ
ル
も
ホ
イ
ヘ
ン
ス
と
同
様
︑
イ
ギ
リ
ス
王
に
な
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
と
メ
ア

リ
ー
女
王
に
近
い
人
物
で
は
あ
る
が
︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス
ほ
ど
の
知
識
と
人
生
経
験

は
な
か
っ
た
︒
だ
が
彼
も
︑
女
王
が
中
国
の
皇
帝
か
ら
手
紙
を
受
け
取
っ
た
と

の
噂
は
テ
ン
プ
ル
夫
人
（D

orothy

）
と
同
居
す
る
妹
（M

artha

）
か
ら
耳
に
し

た
に
ち
が
い
な
い
︒
二
人
と
も
メ
ア
リ
ー
の
親
友
で
あ
っ
た（

66
）

︒
シ
ャ
ラ
ワ
ジ

を
紹
介
す
る
テ
ン
プ
ル
の
エ
ッ
セ
イ
は
﹁
中
国
皇
帝
﹂
の
手
紙
と
同
年
の

一
六
八
五
年
に
書
か
れ
︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス
が
一
六
八
七
年
に
亡
く
な
っ
た
三
年
後

の
一
六
九
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
︒
庭
園
の
遊
び
と
文
学
的
評
価
を
賞
賛
す
る
こ

の
エ
ッ
セ
イ
は
︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス
へ
の
尊
敬
の
念
を
込
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

先
輩
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
﹁
中
国
皇
帝
﹂
文
学
遊
び
に
影
響
さ
れ
︑
テ
ン
プ
ル
自
身

も
中
国
へ
の
憧
れ
が
強
か
っ
た
︒
彼
は
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
は
日
本
の
美
学
概
念
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
中
国
人
が
陶
芸
︑
屛
風
︑
着
物
に
つ
い
て
言
う
言

葉
で
あ
る
と
エ
ッ
セ
イ
に
残
し
︑
中
国
人

0

0

0

の
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
は
こ
れ
を
通
し

て
世
界
に
広
ま
っ
た（

67
）

︒
テ
ン
プ
ル
が
洒
落
味
の
工
芸
品
に
つ
い
て
の
美
術
的
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
あ
る
程
度
理
解
し
た
の
は
違
い
な
い（

68
）

︒
だ
が
︑
彼
は
シ
ャ
ラ
ワ
ジ

と
い
う
言
葉
を
︑
庭
園
の
不
揃
い
を
裏
づ
け
る
概
念
と
し
て
使
い
た
か
っ
た
︒

そ
し
て
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術
は
︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
か
ら
テ
ン
プ

ル
の
近
代
ロ
マ
ン
主
義
に
転
換
す
る
現
場
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
︒

シ
ャ
ラ
ワ
ジ
の
庭
園

　
エ
ッ
セ
イ
の
刊
行
と
ほ
ぼ
同
時
に
テ
ン
プ
ル
の
モ
ア
ー
・
パ
ー
ク
別
荘
の
庭

園
図
が
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
の
図
に
テ
ン
プ
ル
の
不
揃
い
の
庭
園
美
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
︒
く
ね
く
ね
曲
が
っ
た
園
路
が
自
然
曲
線
の
川
に
沿
っ
た
ま
ま
走
っ

て
い
る
︒
こ
の
不
揃
い
庭
園
は
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
と
し
て
評
価
さ
れ
︑
後
に
︑
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こ
の
別
荘
庭
園
は
イ
ギ
リ
ス
風
景
式
庭
園
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る（

69
）

︒
こ
れ
に

よ
り
風
景
式
庭
園
論
争
に
お
い
て
はsharaw

adgi

が
﹁
不
揃
い
﹂
と
の
意
味
に

な
っ
た
︒

　
以
上
の
考
察
か
ら
︑﹁
じ
ゃ
ら
く
﹂︑﹁
し
ゃ
ら
く
﹂︑﹁
し
や
ら
﹂︑﹁
し
ゃ

ら
﹂
と
﹁
あ
じ
﹂
を
ま
と
め
て
み
る
と
︑
ま
ず
商
人
ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
が
長
崎

で
京
都
の
漆
工
芸
商
人
に
接
し
︑
そ
こ
で
得
た
﹁
し
ゃ
ら
あ
じ
﹂
と
い
う
言
葉

と
概
念
が
︑
日
本
工
芸
美
学
を
高
く
評
価
す
る
ホ
イ
ヘ
ン
ス
を
通
じ
て
テ
ン
プ

ル
の
﹁sharaw

adgi

﹂
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
伝
播
経
路
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

お
わ
り
に

　
以
上
︑
探
求
し
た
十
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
日
本
理
解
の

具
体
例
か
ら
︑
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
は
日
本
の
工
芸
家
の
﹁
洒
落
味
﹂
に
由
来
し
て
い

る
と
十
分
な
裏
付
け
を
も
っ
て
主
張
で
き
る
︒
す
な
わ
ち
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
と
は
こ

の
時
代
の
日
本
美
意
識
を
中
核
と
し
た
歌
・
名
所
・
故
事
・
謎
な
ど
を
モ
チ
ー

フ
に
し
た
デ
ザ
イ
ン
の
迫
力
と
優
れ
た
工
芸
技
術
を
融
合
す
る
謂い
い

で
あ
る
︒

歌
・
名
所
の
多
く
は
風
景
模
様
で
あ
る
が
︑
京
都
の
蒔
絵
職
人
は
光
悦
な
ど
の

ア
ー
ト
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
た
め
に
新
し
い
﹁
洒
落
の
味
﹂
を
開
発
し
た
︒
オ

ラ
ン
ダ
商
人
側
か
ら
は
さ
ら
に
新
た
な
﹁
洒
落
味
﹂
が
要
求
さ
れ
︑
簞
笥
の
模

様
も
︑
も
は
や
古
典
文
学
な
ど
に
ち
な
む
模
様
で
は
な
く
︑
実
際
に
あ
っ
た
東

海
道
の
風
景
︑
旅
す
る
オ
ラ
ン
ダ
人
た
ち
の
実
写
な
ど
が
注
文
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
︒
蒔
絵
簞
笥
製
作
職
人
た
ち
に
は
今
ま
で
に
な
か
っ
た
新
た
な
﹁
洒
落

味
﹂
が
依
頼
さ
れ
た
に
違
い
な
い
︒

　
陶
器
や
蒔
絵
簞
笥
︑
屛
風
︑
小
袖
な
ど
に
も
描
か
れ
た
こ
れ
ら
の
風
景
模
様

は
︑
ま
さ
に
オ
ラ
ン
ダ
・
イ
ギ
リ
ス
の
庭
園
風
景
論
に
マ
ッ
チ
し
︑
テ
ン
プ
ル

や
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
文
章
と
と
も
に
デ
ザ
イ
ン
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
た
︒
テ
ン
プ
ル
以
降
︑
時
代
と
と
も
に
庭
園
文
化
の
な
か
で
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
の

意
味
は
﹁
不
揃
い
﹂
に
転
化
し
て
︑
風
景
画
と
と
も
に
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
美
に

発
展
し
た
︒
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
は
そ
の
後
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
活
用
さ
れ
︑
風
景
式

図15　モアー・パークの本館のあたりにある幾何学的庭
園にたいし、左下に見える川の支流の間に挟んだ不揃い
の庭園はシャラワジとして評価されている。Moor Park 
water colour painting (1690s) attributed to Johannes Kip; 
Collection Surrey County Council, (Kuitert 2013, plate VI).
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庭
園
︑
ロ
マ
ン
主
義
︑
都
市
計
画
︑
最
近
で
は
サ
ウ
ン
ド
・
ス
ケ
ー
プ
︑
現
代

ア
ー
ト
に
ま
で
概
念
的
な
意
味
を
持
つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
用
語
に
な
っ
て
い
る（

70
）

︒
も

と
は
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
的
な
交
流
︑
い
わ
ゆ
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
の
一

端
を
担
う
言
葉
で
あ
っ
た
︒
近
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
の
意
味
に
関

し
て
論
争
が
行
な
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
も
と
も
と
の
言
葉
の
意
味
は
分

か
ら
な
い
ま
ま
閑
却
さ
れ
て
き
た
︒
日
本
に
お
い
て
も
さ
ほ
ど
意
識
さ
れ
な
い

ま
ま
︑
国
語
の
辞
書
に
も
載
っ
て
お
ら
ず
︑
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

付
記
：
筆
者
は
拙
論
（
英
文
）“Japanese A

rt, A
esthetics, and a European D

iscourse: 

U
nraveling Sharaw

adgi ” ( Japan Review
 27,  2014)

に
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
のsharaw

adgi

意

識
を
紹
介
し
、
江
戸
時
代
の
着
物
デ
ザ
イ
ン
用
語
「
洒
落
味
」
と
の
比
較
か
ら
そ
の
美
学

を
追
究
し
た
。
本
論
は
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

謝
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本
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文
は
二
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一
二
年
九
月
か
ら
日
文
研
外
国
人
研
究
員
と
し
て
一
年
間
滞
在
し

た
折
の
研
究
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
す
。
多
方
面
で
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
日
文
研
の
皆

様
に
心
よ
り
厚
く
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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isual planning and the picturesque / N

ikolaus Pevsner, G
etty R

esearch Institute, 

2010 ; A
nthony V

idl, 

“Troubles in T
heory,

” The A
rchitectural Review

 20  (D
ecem

ber 

2011 ).

（
2
）

W
illiam

 Tem
ple, 

“Upon the G
ardens of Epicurus; or O

f G
ardening in the Year 1685 ,

” in 

M
iscellanea, the Second Part,  in Four Essays, Sim

pson, 1690 , pp. 57 , 58 : 

ʻWhat I have 

said of the best Form
s of G

ardens, is m
eant only of such as are in som

e sort regular; for 

there m
ay be other Form

s w
holly irregular, that m

ay, for ought I know
, have m

ore 

B
eauty than any of the others; but they m

ust ow
e it to som

e extraordinary dispositions 

of N
ature in the Seat, or som

e great race of Fancy or Judgm
ent in the C

ontrivance, 

w
hich m

ay reduce m
any disagreeing parts into som

e Figure, w
hich shall yet upon the 

w
hole, be very agreeable. Som

ething of this I have seen in som
e places, but heard m

ore 

of it from
 others, w

ho have lived m
uch am

ong the C
hineses [sic.]; a People, w

hose w
ay 

of thinking, seem
s to lie as w

ide of ours in Europe, as their C
ountry does. ... B

ut their 

greatest R
each of Im

agination, is em
ployed in contriving Figures, w

here the B
eauty 

shall be great, and strik [sic.] the Eye, but w
ithout any order or disposition of parts, 

that shall be com
m

only or easily observ

ʼd [sic.]. A
nd though w

e have hardly any 

N
otion of this sort of B

eauty, yet they have a particular W
ord to express it; and w

here 

they find it hit their Eye at first sight, they say the Sharaw
adgi is fine or is adm

irable, 

or any such expression of E
steem

. A
nd w

hoever observes the W
ork upon the best 

Indian G
ow

ns, or the Painting upon their best Skreens [sic.] or Purcellans [sic.], w
ill 

find their B
eauty is all of this kind (that is) w

ithout order

ʼ.

日
本
語
訳
﹁
私
が
こ
れ
ま

で
に
良
い
庭
園
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
の
は
規
則
の
あ
る
庭
園
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
︒

だ
が
こ
の
他
に
︑
完
全
に
不
揃
い
形
式
も
存
在
し
得
る
︒
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
庭
園
が
︑

他
の
い
か
な
る
庭
園
よ
り
も
美
し
い
と
い
う
こ
と
も
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し

そ
の
種
の
庭
園
の
美
は
︑
そ
の
︿
別
荘
地
﹀
の
︿
自
然
性
質
﹀
か
ら
な
る
か
︑
あ
る
い
は
︑

あ
る
偉
大
な
伝
統
の
あ
る
︿
想
像
﹀
と
︿
判
断
力
﹀
に
よ
っ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
︑

ひ
と
つ
の
︿
図
案
﹀
の
中
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
不
調
和
な
部
分
を
縮
小
し
な
が
ら
全
体

を
快
適
に
す
る
︒
こ
う
し
た
例
の
あ
る
も
の
を
見
た
こ
と
は
あ
る
の
だ
が
︑
む
し
ろ
私



日本美とヨーロッパ庭園――「シャラワジ」を求めて

29

は
︑
中
国
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
生
活
し
た
こ
と
の
あ
る
人
た
ち
か
ら
そ
れ
に
つ
い
て
聞

い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
民
族
の
思
考
方
法
は
︑
か
れ
ら
の
国
の
大
き
さ
と
同
様
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
︒（
中
略
）
デ
ザ
イ
ン
の
構
成
要
素
も
揃
っ
て
は

い
な
い
︑
簡
単
に
は
読
み
取
れ
な
い
規
則
は
か
れ
ら
の
︿
想
像
力
﹀
の
偉
大
な
︿
力
﹀

で
あ
り
︑
見
事
な
︿
美
﹀
を
凝
ら
し
た
︿
図
案
﹀
が
︿
視
界
﹀
に
飛
び
込
む
の
で
あ
る
︒

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
︿
種
﹀
の
︿
美
﹀
に
関
す
る
観
念
を
全
く
と
言
っ
て
良
い
程
も
ち
合

わ
せ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
が
︑
か
れ
ら
は
そ
れ
を
表
現
す
る
特
別
な
︿
言
葉
﹀
を
も
っ

て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
か
れ
ら
は
︑
そ
う
し
た
美
が
︿
目
﹀
に
飛
び
込
み
︑
感
じ
と
っ

た
瞬
間
直
ち
に
︑﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
は
良
い
﹂
と
か
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
が
素
晴
ら
し
い
﹂
と
か
︑

あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
こ
と
を
言
っ
て
︿
賞
賛
﹀
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
か
れ

ら
の
︿
着
物
﹀
の
模
様
︑
あ
る
い
は
か
れ
ら
の
︿
屛
風
﹀
や
︿
陶
器
﹀
に
あ
る
︿
絵
﹀

を
鑑
賞
す
れ
ば
︑
だ
れ
も
が
︑
か
れ
ら
の
︿
美
﹀
は
す
べ
て
こ
の
揃
い
の
な
い
美
で
あ

る
こ
と
を
見
つ
け
出
す
で
あ
ろ
う
﹂（
拙
訳
︑
英
語
の
原
文
の
大
文
字
に
な
っ
て
い
る
と

こ
ろ
は
日
本
語
で
︿
　
﹀
に
表
記
し
て
あ
る
）︒

（
3
）

C
iaran M

urray, Sharaw
adgi: T

he Rom
antic Return to N

ature, International Scholars 

Publications, 1999 ; 

松
平
圭
一
﹁
18
世
紀
英
国
式
庭
園
と
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂﹂﹃
活
水
論

文
集
　
英
米
文
学
・
英
語
学
編
﹄
四
二
号
（
一
九
九
九
年
三
月
）︑
四
二
︱
五
八
頁
︒

（
4
）

E
. V. G

atenby, 

“The Influence of Japanese on E
nglish,

” The English Society of Japan 

英
文
學
研
究, Tokyo Im

perial U
niversity English Society 

東
京
帝
國
大
學
英
文
學
會 11 :4  

(10  O
ctober 1931 ), pp. 508 –520

：from
 Japanese 

ʻsoro-w
aji

ʼ (

揃
ハ
ジ), 

ʻnot being 

regular,

ʼ a form
 of the verb sorou.

” 

日
本
語
の
﹁
揃
ハ
ジ
﹂
か
ら
︑﹁
規
則
正
し
く
な
い
﹂︑

動
詞
﹁
揃
う
﹂
の
あ
る
形
態
と
ゲ
ー
ト
ン
ビ
ー
は
紛
ら
わ
し
い
仮
説
を
だ
す
︒
早
川
勇

﹁
英
語
に
入
っ
た
日
本
語
の
語
源
調
査
﹂
資
料
調
査
報
告
（﹃
英
学
史
研
究
﹄
三
八

（
二
〇
〇
五
）︑
七
一
︱
八
二
頁
）
も
﹁
揃
は
じ
﹂
説
を
と
り
︑
キ
ー
ラ
ン
・
マ
レ
イ
は

金
井
圓
の
話
を
引
用
し
︑
ソ
ロ
ワ
ジ
が
九
州
方
言
を
通
じ
て
オ
ラ
ン
ダ
語
で
シ
ャ
ラ
ワ

ジ
と
発
音
す
る
仮
説
を
と
る
（C

iaran M
urray, 

“Sharaw
adgi: T

he Japanese Source of 

R
om

anticism
,

” The Transactions of the A
siatic Society of Japan 4 :13  (1998 ), p. 21

）︒

い
っ
ぽ
う
島
田
孝
右
（Takau Shim

ada, 

“Is Sharaw
adgi D

erived from
 the Japanese W

ord  

Sorow
aji?

” The Review
 of English Studies 48 :191  (1997 ), 350 –352

）
は
︑﹁
揃
は
じ
﹂

説
を
疑
問
視
し
︑
サ
ワ
ラ
ジ
︑﹁
触
ら
ず
﹂
か
ら
の
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
説
を
唱
え
て
い
る
︒
い

ず
れ
も
裏
づ
け
資
料
が
な
い
︒

（
5
）

Susi Lang and N
ikolaus Pevsner, 

“Sir W
illiam

 Tem
ple and Sharaw

aggi,

” The Architectural 

Review
 106  (D

ecem
ber 1949 ), pp. 391 –92 .

日
本
語
訳
は
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ペ
ヴ
ス
ナ
ー
﹃
美

術
・
建
築
・
デ
ザ
イ
ン
の
研
究
　

I
﹄
鈴
木
博
之
・
鈴
木
杜
幾
子
訳
︑
鹿
島
出
版
︑

一
九
八
〇
年
︑
一
四
五
︱
一
五
三
頁
所
収
︒
ペ
ヴ
ス
ナ
ー
に
よ
る
と
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂

の
元
の
意
味
に
つ
い
て
の
研
究
は
未
解
決
︒

（
6
）

Tem
ple, 

“Upon the G
ardens of E

picurus,

” op cit.

同
書
の
﹁w

ithout order

﹂
の
訳

語
﹁
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
﹂
は
︑
松
平
﹁
18
世
紀
英
国
式
庭
園
と
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂﹂
前
掲
書

に
よ
る
︒
ち
な
み
に
︑
ペ
ヴ
ス
ナ
ー
﹃
美
術
・
建
築
・
デ
ザ
イ
ン
の
研
究
﹄
前
掲
書
で

は
﹁
不
規
則
﹂︒
筆
者
は
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
庭
園
論
に
し
た
が
い
﹁
不
揃
い
﹂
を
用
い
る
︒

（
7
）
オ
ラ
ン
ダ
で
い
う
﹁hofdicht

﹂
は
庭
園
を
賞
賛
す
る
文
学
で
︑
十
六
世
紀
終
わ
り
頃

か
ら
始
ま
る
︒C

f. W
illem

ien B
. de V

ries, W
andeling en verhandeling, U

itgeverij Verloren, 

1998 .

（
8
）

Tem
ple, 

“Upon the G
ardens of E

picurus,

” op cit.: 

ʻthey have a particular W
ord to 

express it; and w
here they find it hit their Eye at first sight, they say the Sharaw

adgi is 

fine or is adm
irable, or any such expression of E

steem
.

ʼ ﹁
す
な
わ
ち
︑
か
れ
ら
は
︑
そ

う
し
た
美
が
︿
目
﹀
に
飛
び
込
み
︑
感
じ
と
っ
た
瞬
間
直
ち
に
︑﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
は
良
い
﹂

と
か
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
が
素
晴
ら
し
い
﹂
と
か
︑
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
こ
と
を
言
っ

て
︿
賞
賛
﹀
す
る
の
で
あ
る
﹂（
拙
訳
）︒

（
9
）
ポ
ー
プ
（A

lexander Pope, 1688 –1744

）
や
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
（H

orace W
alpole, 1717 –

1797 , letter of June 13 , 1781  to Lord Strafford

）
の
庭
園
論
争
に
﹁sharaw

adgi

﹂
が
出

て
く
る
︒
ポ
ー
プ
の
手
紙 (letter of A

ugust 12 , 1724  to D
igby) 

に
﹁sharaw

aggi

﹂
と

の
ス
ペ
ル
が
み
ら
れ
る
︒Yu Liu, 

“In the N
am

e of the A
ncients: T

he C
ross-C

ultural 

Iconoclasm
 of Pope

ʼs G
ardening A

esthetics,

” Studies in Philology 105 :3  (2008 ), pp. 
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409 –428 ; T
he Letters of H

orace W
alpole, Fourth E

arl of O
rford by W

alpole, H
orace, 

1717–1797, edited by O
xford: C

larendon press, 1903 –1905 .

（
10
）
ペ
ヴ
ス
ナ
ー
は
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
を
都
市
計
画
に
く
み
い
れ
て
い
る
（John Flem

ing, 

H
ugh H

onour, N
ikolaus Pevsner, T

he Penguin D
ictionary of A

rchitecture, Penguin, 

1980 , p. 296
）︒﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
の
サ
ウ
ン
ド
・
ス
ケ
ー
プ
は
ジ
ァ
ン
・
フ
ラ
ン
ス
ワ
・

オ
ー
ゴ
ヤ
ー
ル
か
ら
始
ま
り
（Jean-François A

ugoyard, Pascal A
m

phoux and O
livier 

B
alay, Environnem

ent sonore et com
m

unication interpersonnelle, C
entre de recherche sur 

l

ʼespace sonore et l

ʼenvironnem
ent urbain à l

ʼÉcole N
ationale Supérieure d

ʼArchitecture 

 de G
renoble, 1985

）︑
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
メ
イ
ヤ
ー
が
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
﹂
を
現
代
ア
ー

ト
に
掛
け
て
い
る
（M

eyer and Poledna, Sharaw
adgi, op cit.

）︒

（
11
）
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
に
よ
る
︒J. A

. Sim
pson and E

. S. C
. W

einer (prep./

eds.), T
he O

xford English D
ictionary, 2 nd ed. C

larendon Press, 1989 , vol. X
V

, pp. 

176 –77 , entry sharaw
aggi.

（
12
）
中
村
一
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
に
つ
い
て
﹂︑
京
都
大
学
造
園
学
研
究
室
編
﹃
造
園
の
歴
史

と
文
化
﹄
養
賢
堂
︑
一
九
八
七
年
︑
二
四
三
︱
二
五
七
頁
︒

（
13
）
筆
者
論
文
（
“Enlightened E

ducation: G
row

th, the G
arden, and Japan Perceptions 

of C
onstantijn H

uygens (1596 –1687 )

” 

）
を
準
備
中
︒

（
14
）
そ
の
ホ
イ
ヘ
ン
ス
と
友
人
の
庭
園
論
争
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
︒W

ybe K
uitert, 

“Japanese R
obes, Sharaw

adgi, and the Landscape D
iscourse of Sir W

illiam
 Tem

ple and 

C
onstantijn H

uygens,

” Garden H
istory 41 :2  (2013 ), pp. 161 –163

（
15
）
ʻEn, als ick oversloegh w

aer sulcken stell op trock,/ Soo viel ick op 

ʼt on-eens van 

een

ʼ Japonschen R
ock

ʼ ﹁
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
も
の
が
何
に
似
て
い
る
か
と
熟
考
し
た

と
き
︑
私
は
日
本
の
衣
服
の
不
揃
い
に
た
ど
り
着
い
た
﹂（
拙
訳
）︒T. van Strien (ed.), 

C
onstantijn H

uygens, H
ofw

ijck, w
ith W

illem
ien B

. de V
ries, B

and 1  (M
onum

enta 

Literaria N
eerlandica X

V, 1 –2 ). 2008 , p. 53 , v. 991 –92 .

（
16
）
ʻVerlappers (V

erplanters) van oud w
erck kost ick genadigh dulden: / M

aer Snijders 

van niew

ʼ stof en sagh ick niet t

ʼ ontschulden. / M
ijn Laken w

as geheel, en ick een 

schele geck, / Soo ick 

ʼt versnipperde m
et een versuft besteck.

﹁̓
私
は
古
め
か
し
い
制

作
物
を
作
り
直
す
仕
立
屋
（
植
木
屋
）
に
同
意
し
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
︑
新

し
い
布
を
切
る
人
を
容
認
す
る
こ
と
で
き
ま
せ
ん
︒ 

私
の
布
地
︹
庭
園
の
計
画
が
あ
る

敷
地
︺
は
ま
だ
完
全
で
あ
り
︑
そ
れ
を
間
抜
け
な
馬
鹿
の
図
案
に
よ
っ
て
断
片
的
に
切

り
取
る
な
ら
ば
︑
私
は
乱
視
の
愚
か
者
と
言
え
る
だ
ろ
う
﹂（
拙
訳
）︒Strien, 

C
onstantijn H

uygens, H
ofw

ijck, p. 53 , v. 1001 –1004 .

（
17
）

A
. M

ontanus, G
edenkw

aerdige G
esantschappen der O

ost-Indische M
aetschappy in ‘t Vereenigde 

N
ederland, aen de K

aisaren van Japan: Vervaetende W
onderlijke voorvallen op de Togt der 

N
ederlandsche G

esanten: B
eschryving Van de D

orpen, Sterkten, Steden, Landschappen, 

Tem
pels, G

ods-diensten, D
ragten, G

ebouw
en, dieren, G

ew
asschen, B

ergen, Fonteinen, 

vereeuw
de en nieuw

e O
orlogs-daeden der Japanders: Verçiert m

et een groot getal A
fbeeldsels 

in Japan geteikent: G
etrokken uit de G

eschriften en Reis-aentekeningen der zelve G
esanten; 

B
y Jacob M

eurs, B
oek-verkooper en Plaetsnijder, op de K

eisars-graft, schuin over de 

W
ester-m

arkt, in de stad M
eurs. A

m
sterdam

, 1669 , p. 321 .

（
18
）
派
手
な
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
着
用
の
肖
像
画
の
例
を
挙
げ
る
と
︑Steven W

olters 

(1682 –1683 ), an unknow
n m

an (G
isbert C

uper) (1680 ), 

あ
る
い
はC

ornelis van 

R
oyen (1680 )

が
あ
る
︒
い
ず
れ
も
オ
ラ
ン
ダ
美
術
史
研
究
所
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（R
K

D
im

ages

）
所
蔵
︒
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
︑
二
百
枚
以
上
の
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ

ク
の
肖
像
画
が
あ
る
（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
一
五
年
四
月
二
八
日
）︒
ネ
ッ
チ
ャ
ー
に
よ

る
以
下
（
図
8
）
の
肖
像
画
も
そ
の
例
の
一
つ
︒

（
19
）

K
uitert, 

“Japanese R
obes,

” op cit., pp. 166 –68 .

（
20
）

J. A
. W

orp (ed.), D
e B

riefw
isseling van C

onstantijn H
uygens (1608 –1687 ), 6  vols., 

M
artinus N

ijhoff, 1913 –1917 . 

こ
の
六
冊
に
王
室
︑
オ
ラ
ン
ダ
大
学
内
の
図
書
館
︑
英

国
博
物
館
等
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
保
管
さ
れ
て
い
る
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
文
通
な
ど
が
編
集

収
録
さ
れ
て
い
る
︒

（
21
）

W
ybe K

uitert, 

“De Japanse w
atten van C

onstantijn H
uygens,

” Spiegel der Letteren 

56 :4  (2014 ), pp. 539 –50

：
ド
イ
ツ
語
の
﹁W

atte

﹂
は
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
直
接
入
っ
た
︒
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フ
ラ
ン
ス
語
の
十
七
世
紀
ま
で
の
﹁ouette

﹂
は
雁
の
羽
毛
を
示
し
た
が
︑
そ
の
意
味
は

オ
ラ
ン
ダ
の
﹁w

atten

﹂
の
影
響
を
受
け
て
十
七
世
紀
終
わ
り
頃
か
ら
﹁ouate

﹂（
絹
綿
）

に
変
わ
る
︒

（
22
）
ʻthey say the Sharaw

adgi is fine or is adm
irable 

… A
nd w

hoever observes the W
ork 

upon the best Indian G
ow

ns (Japonse R
ok, w

k.), or the Painting upon their best 

Skreens or Purcellans, w
ill find their B

eauty is all of this kind (that is) w
ithout order.

ʼ

﹁
か
れ
ら
は
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
は
良
い
﹂
と
か
﹁
シ
ャ
ラ
ワ
ジ
が
素
晴
ら
し
い
﹂
と
か
言
う
︒

（
中
略
）
そ
し
て
︑
か
れ
ら
の
着
物
の
模
様
︑
あ
る
い
は
か
れ
ら
の
屛
風
や
陶
器
に
あ
る

絵
を
鑑
賞
す
れ
ば
︑
か
れ
ら
の
美
は
す
べ
て
こ
の
揃
い
の
な
い
美
で
あ
る
こ
と
を
見
つ

け
出
す
で
あ
ろ
う
﹂（
拙
訳
）︒Tem

ple, 
“Upon the G

ardens of E
picurus,

” op cit.

テ
ン

プ
ル
の
﹁Indian G

ow
n

﹂
は
当
時
︑
イ
ギ
リ
ス
で
の
ヤ
ポ
ン
セ
・
ロ
ッ
ク
の
呼
び
名
で

あ
っ
た
︒W

ybe K
uitert, 

“Reply to 

ʻA Letter to the E
ditor,

”̓ G
arden H

istory 42 :1  

(2014 ), p.129 ; W
ybe K

uitert, 

“Japanese A
rt, A

esthetics, and a E
uropean D

iscourse: 

U
nraveling Sharaw

adgi,

” Japan Review
 27  (2014 ), pp. 77 –101 , here p. 79 .

（
23
）
肖
像
画
の
背
景
な
ど
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
︒K

uitert, 

“Japanese R
obes,

”op cit., 

pp. 166 –68 .  

（
24
）
﹃
美
し
い
キ
モ
ノ
﹄
二
四
二
号
（
二
〇
一
二
年
冬
）︑
七
五
頁
︒

（
25
）
ア
ン
ナ
・
チ
ョ
ー
ル
ナ
ヤ
﹁
江
戸
語
の
位
相
︱
︱
遊
里
語
・
武
士
詞
﹂﹃
大
学
院
教
育

改
革
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹁
日
本
文
化
研
究
の
国
際
的
情
報
伝
達
ス
キ
ル
の
育
成
﹂
活
動

報
告
書
﹄
お
茶
の
水
女
子
大
学
︑
平
成
二
〇
年
度
（
二
〇
〇
九
）
学
内
教
育
事
業
編
︑

一
六
六
︱
一
六
八
頁
︒

（
26
）
諸
橋
轍
次
﹃
大
漢
和
辞
典
﹄
第
六
巻
︑
大
修
館
書
店
︑
一
九
六
〇
年
︑
一
〇
八
八
頁

（N
o.17374 -26

）
で
は
︑﹁
洒
落
︑
シ
ャ
ラ
ク
﹂
は
﹁
①
さ
ら
つ
と
早
く
落
ち
る
﹂
灑
落

の
①
に
同
じ
︒
②
﹁
心
が
さ
っ
ぱ
り
し
て
い
る
︒
わ
だ
か
ま
り
が
な
い
︒
灑
落
﹂
と
し

て
︑
江
淹
（
四
四
四
～
五
〇
五
）
か
ら
﹁
高
志
洒
落
︑
逸
気
寂
寥
﹂
を
引
用
し
て
い
る
︒

さ
ら
に
﹁
③
㋑
気
の
利
い
た
さ
ま
︒
粹
な
風
俗
態
度
︒
仇
め
い
た
服
装
︒
㋺
生
意
気
︒

㋩
滑
稽
の
文
句
で
地
口
に
似
た
も
の
︒﹂
と
説
明
し
て
い
る
︒
ま
た
諸
橋
の
第
七
巻
︑

三
五
三
頁
（N

o.18774 -38

）
で
は
﹁
灑
落
︑
シ
ャ
ラ
ク
﹂
が
﹁
①
さ
ら
り
と
早
く
落
ち

る
﹂
の
意
で
潘
岳
（
二
四
七
～
三
〇
〇
）
の
﹃
秋
興
賦
﹄
や
江
淹
の
﹃
雑
體
﹄
に
用
い

ら
れ
て
お
り
︑
ま
た
﹁
②
心
が
さ
っ
ぱ
り
し
て
い
て
物
に
こ
だ
わ
ら
な
い
﹂
の
意
で
元

明
善
（
一
二
六
九
～
一
三
三
二
）
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
例
示
し
て
い
る
︒

（
27
）
﹃
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
﹄
第
五
巻
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
八
四
年
︑
四
〇
五
頁
︑
及
び

中
村
元
﹃
佛
教
語
大
辞
典
﹄
上
巻
︑
東
京
書
籍
︑
一
九
七
五
年
︑
六
一
〇
頁
︑﹁
灑
灑
落

落
也
﹂︒
但
し
︑
中
村
が
﹃
碧
巌
録
﹄
二
〇
則
と
述
べ
て
い
る
の
は
誤
り
で
︑
六
〇
則
が

正
し
い
（
沢
田
天
瑞
﹁
庭
園
の
構
想
に
関
す
る
研
究
Ⅲ
・
大
徳
寺
孤
篷
庵
庭
園
の
構
造
に

つ
い
て
﹂﹃
造
園
雑
誌
﹄
三
六
巻
二
号
（
一
九
七
二
年
）︑
三
五
︱
四
〇
頁
）︒

（
28
）
﹁
客
ガ
一
盃
ノ
メ
バ
吾
モ
一
盃
ノ
ミ
︑
吾
ガ
一
盃
ノ
メ
バ
客
モ
一
盃
ノ
ム
ゾ
︒
三
四
ノ

句
︑
マ
コ
ト
ニ
等
閑
モ
ナ
キ
︑
洒
落
ナ
ル
体
也
﹂︒
中
国
人
と
日
本
人
の
七
言
絶
句
を
交

互
に
配
列
し
て
注
解
を
加
え
た
﹃
中
華
若
木
抄
三
﹄
か
ら
引
用
さ
れ
た
︑﹃
時
代
別
　
国

語
大
辞
典
　
室
町
時
代
編
三
﹄
一
九
九
四
年
︑
四
六
一
頁
︒﹃
中
華
若
木
抄
三
﹄
に
つ
い

て
は
﹃
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
﹄
第
三
巻
︑
三
八
八
頁
︒

（
29
）
﹁
色
身
の
望
み
に
引
か
れ
て
世
界
の
悪
食
と
な
る
邪
楽
を
離
れ
ざ
る
が
ゆ
へ
に
﹂（Luis 

de G
ranada

﹃
ぎ
や
・
ど
・
ぺ
か
ど
る
﹄
上
の
二
︑
長
崎
︑
一
五
九
九
年
か
ら
引
用
︑﹃
時

代
別
　
国
語
大
辞
典
　
室
町
時
代
編
三
﹄
一
九
九
四
年
︑
四
六
一
頁
所
収
）︒
ポ
ル
ト
ガ

ル
語
の
タ
イ
ト
ル
﹃
ぎ
や
・
ど
・
ぺ
か
ど
る
﹄
は
﹁
罪
人
の
ガ
イ
ド
﹂
の
意
︒
澤
大
洋
﹁
南

蛮
学
の
初
中
期
の
政
治
思
想
︱
︱
わ
が
国
最
初
の
西
洋
思
想
の
伝
達
と
発
展
﹂﹃
東
海
大

学
政
治
経
済
学
部
紀
要
﹄
三
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）︑
一
︱
二
〇
頁
︒

（
30
）
一
休
宗
純
﹃
自
戒
集
﹄
に
は
﹁
邪
法
︑
扶
け
難
し
︑
正
伝
の
師
︑
正
邪
は
︑
人
々
須

ら
く
弁
取
す
べ
し
﹂
と
あ
る
︒﹁
邪
法
難
扶
﹂
は
︑
邪
法
は
支
え
き
れ
な
い
︑
白
ら
倒
れ

る
の
は
必
定
︑
の
意
︒﹁
正
伝
の
師
﹂
は
︑
頌
﹁
正
伝
の
人
︑
為
人
の
乎
を
懐
に
す
﹂
と

見
え
て
お
り
︑
ま
た
同
じ
く
一
休
の
﹃
狂
雲
集
﹄﹁
霊
山
の
塔
に
題
し
︑
正
伝
庵
の
僧
に

贈
る
﹂
に
も
﹁
見
来
れ
ば
︑
真
箇
の
正
伝
庵
︑
宗
乗
を
説
か
ず
唯
だ
世
談
﹂
と
あ
る
こ

と
か
ら
︑
徳
禅
寺
内
の
塔
頭
正
伝
庵
を
拠
点
と
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
養
叟
及
び
そ
の

派
の
人
々
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
一
文
は
︑
何
が
正
法
で
あ
る
か
邪
法
で
あ
る
か



32

は
︑
個
々
人
自
ら
が
判
断
し
見
極
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
︑
の
意
︒
飯
塚
大
展
﹁
一
休

宗
純
研
究
ノ
ー
ト
（
二
）・﹃
自
戒
集
﹄
校
註
（
上
）﹂﹃
駒
澤
大
學
佛
教
學
部
論
集
﹄

三
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）︑
二
八
九
︱
三
四
八
（
三
二
六
）
頁
︒

（
31
）
﹃
こ
ん
て
む
つ
す
む
ん
地
﹄
は
︑
十
五
世
紀
に
成
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
信
心
書
を
室

町
時
代
末
期
に
布
教
の
た
め
来
日
し
た
宣
教
師
が
中
心
に
な
っ
て
翻
訳
し
た
も
の
︒
も

と
も
と
ラ
テ
ン
語
で
﹁D

e Im
itatio C

hristi

﹂︑
ス
ペ
イ
ン
語
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
訳
が

﹁C
ontem

ptus M
undi

﹂
で
あ
っ
た
︒
日
本
の
吉
利
支
丹
版
は
現
在
二
種
知
ら
れ
て
い
る
︒

一
五
九
六
年
（
慶
長
元
年
）
天
草
出
版
と
推
定
さ
れ
る
ロ
ー
マ
字
本
﹃C

O
N

T
EM

PT
V

S 

m
undi jenbu

﹄
と
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
京
都
の
原
田
ア
ン
ト
ニ
オ
の
刊
行
の
国

字
本
﹃
こ
ん
て
む
つ
す
む
ん
地
﹄
で
あ
る
︒﹁
か
な
し
き
か
な
︑
せ
け
ん
に
じ
う
ぢ
や
く

し
た
る
あ
に
ま
は
︑
じ
ゃ
ら
く
に
ま
け
︑
い
ば
ら
か
ら
た
ち
を
身
に
ま
と
ひ
た
る
事
を

ゑ
い
ぐ
は
と
お
も
ふ
事
は
︑
こ
れ
い
ま
だ
Ｄ
﹇D

eus=

ゴ
ッ
ド
﹈
の
か
ん
ろ
を
あ
ぢ
は
ゝ

ず
﹂（
新
村
出
・
柊
源
一
校
註
﹃
吉
利
支
丹
文
学
集
１
﹄
東
洋
文
庫
五
六
七
︑
平
凡
社
︑

一
九
九
三
年
︑﹃
こ
ん
て
む
つ
す
む
ん
地
﹄
巻
第
三
第
十
三
︑三
二
一
頁
）︒

（
32
）
﹃
日
葡
辞
書
﹄（R

odrigues G
irão, João Vocabolario da lingoa de Japam

, com
 adeclaracão 

em
 portugues, feito por alguns Padres e Irm

aõs da C
om

panhia de Jesus no collegio de Japam
 

da C
om

panhia de Jesus (N
angasaqui), 1603 , p. 140

）
の
解
釈
は
︑Iaracu. Yocoxim

ano 

tanoxim
i. Torpes cu desordenados gośtos. ¶

 Iaracuuo tanoxi-m
una. N

ão vos deis a torpes, 

&
 ruins de leitaçoés.

﹁
ジ
ャ
ラ
ク
・
よ
こ
し
ま
の
た
の
し
み
（
邪
の
楽
し
み
︑
淫
猥
な
︑

あ
る
い
は
︑
放
逸
な
た
の
し
み
︒）¶

じ
ゃ
ら
く
を
た
の
し
む
な
（
邪
楽
を
楽
し
む
な
︑

腐
っ
た
︑
恥
ず
べ
き
癖
に
走
ら
な
い
で
）﹂
で
あ
る
（
日
本
語
訳
は
︑
土
井
忠
生
︑
森
田

武
︑
長
南
実
編
訳
﹃
邦
訳
日
葡
辞
書
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
八
〇
年
︑
三
五
五
頁
）︒
な
お
︑

﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
第
十
巻
︑
小
学
館
︑
一
九
七
四
年
︑
二
〇
二
頁
は
﹁
邪
楽
﹂
を
﹁
人

間
と
し
て
す
べ
き
で
な
い
楽
し
み
方
﹂
と
︑
よ
り
柔
ら
か
い
表
現
で
﹃
日
葡
辞
書
﹄
を

引
用
し
て
い
る
︒

（
33
）
一
五
六
八
年
の
﹃
永
禄
十
一
節
用
﹄
は
﹁
洒
落
シ
ャ
ラ
　
簏
皃
﹂
を
挙
げ
て
い
る
︒

﹃
時
代
別
　
国
語
大
辞
典
　
室
町
時
代
編
三
﹄
一
九
九
四
年
︑
四
六
一
頁
︒
慶
長
の
こ
ろ

（
一
五
九
六
～
一
六
一
五
）
か
ら
出
版
さ
れ
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
古
本
節
用
集
﹂
の
一
で
あ
る

﹃
易
林
本
節
用
集
﹄
に
は
︑﹁
シ
ャ
ラ
ク
﹂
と
﹁
灑
落
﹂
が
表
記
さ
れ
て
い
る
︒
実
は
こ

の
﹃
易
林
本
節
用
集
﹄
が
慶
長
年
間
か
ら
元
禄
の
こ
ろ
ま
で
続
く
節
用
集
で
あ
る
︒
高

梨
信
博
﹁
草
書
本
節
用
集
に
つ
い
て
︱
︱
易
林
本
節
用
集
と
の
比
較
を
中
心
に
﹂﹃
国
文

学
研
究
﹄
八
三
巻
（
一
九
八
四
年
）︑
四
八
︱
五
九
頁
︒
元
禄
時
代
の
﹃
書
言
字
考
巻
九
﹄

は
洒
落
﹁
シ
ャ
レ
﹂
は
人
に
た
い
し
て
﹁
幽
艶
・
し
お
ら
し
い
﹂
や
﹁
颯
纚
　
し
な
や
か
﹂

な
こ
と
と
挙
げ
る
（﹃
書
言
字
考
節
用
集
﹄
第
二
冊
（
言
辭
　
九
下
）︑
中
田
祝
夫
・
小

林
祥
次
郎
﹃
書
言
字
考
節
用
集
研
究
並
び
に
索
引
﹄
太
平
印
刷
社
︑
二
〇
〇
六
年
︑

二
五
一
頁
に
引
用
）︒

（
34
）
元
和
七
～
九
年
（
一
六
二
一
～
一
六
二
四
）
の
仮
名
草
子
﹃
竹
斎
﹄
下
に
は
以
下
の

よ
う
に
あ
る
︒﹁
さ
れ
ば
我
身
の
不
堪
に
て
︑
か
く
歌
の
事
申
出
し
︒
し
や
ら
や
︑
け
ち

や
う
や
︑
推
参
や
︒
似
合
は
ぬ
事
に
て
ま
し
ま
せ
ど
も
﹂︒
こ
こ
に
お
け
る
﹁
し
や
ら
﹂

の
意
味
は
伝
統
に
対
比
す
る
近
代
の
﹁
利
い
た
風
﹂
で
あ
る
︒
三
河
の
八
橋
に
た
ど
り

着
い
た
竹
斎
は
格
式
あ
る
和
歌
の
伝
統
に
近
代
の
﹁
し
や
ら
﹂
な
る
男
と
し
て
自
身
を

卑
下
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
田
中
宏
﹁
整
版
本
﹃
竹
斎
﹄
の
研
究
（
そ
の
四
）﹂﹃
近

世
初
期
文
芸
﹄
一
三
号
︑
一
九
九
六
年
︑
三
九
︑四
〇
頁
︒

（
35
）
寛
永
一
九
年
（
一
六
四
三
）
の
仮
名
草
子
﹃
可
笑
記
﹄
三
に
﹁
傾
城
と
い
へ
る
も
の

は
︹
略
︺
油
と
ろ
と
ろ
か
ね
黒
く
︑
薄
化
粧
に
花
車
︑
し
ゃ
ら
な
る
風
情
を
お
も
て
に

し
﹂
と
も
あ
り
︑
遊
女
の
飾
り
す
ぎ
を
批
判
す
る
︒

（
36
）
和
語
の
﹁
し
ゃ
ら
﹂
に
﹁
洒
落
﹂
の
漢
字
を
当
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
室
町
時

代
以
降
﹁
さ
れ
﹂
が
﹁
し
ゃ
れ
﹂
に
拗
音
化
し
て
か
ら
の
こ
と
で
︑
江
戸
時
代
の
儒
学
者
︑

藤
原
惺
窩
（
一
五
六
一
～
一
六
一
九
年
）
に
よ
る
と
い
わ
れ
る
︑
中
国
語
と
同
じ
﹁
な

に
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
な
心
境
﹂
の
意
味
に
使
っ
た
︒
石
毛
忠
ほ
か
編
﹃
日

本
思
想
史
辞
典
﹄
山
川
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
年
︑
八
八
六
頁
︒

（
37
）
丸
山
伸
彦
﹁
近
世
前
期
小
袖
意
匠
の
系
譜
︱
︱
寛
文
小
袖
に
至
る
二
つ
の
系
統
﹂﹃
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
﹄
一
一
号
（
一
九
八
六
年
）︑
一
九
五
︱
二
二
四
頁
︑
及

び
京
都
国
立
博
物
館
編
﹃
花
洛
の
モ
ー
ド
︱
︱
き
も
の
の
時
代
﹄
思
文
閣
︑
二
〇
〇
一
年
︑
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二
三
頁
︒﹃
御
ひ
い
な
か
た
﹄
の
復
刻
版
と
研
究
は
︑
上
野
佐
江
子
編
﹃
小
袖
模
様
雛
形

本
集
成
﹄
学
習
研
究
社
︑
一
九
七
四
年
︑
一
巻
︑
二
四
︱
二
五
頁
︒

（
38
）
﹃
近
世
逸
人
画
史
﹄
小
林
忠
・
河
野
元
昭
監
修
日
本
絵
画
論
大
成
第
一
〇
巻
所
収
︑
ぺ

り
か
ん
社
︑
一
九
九
八
年
︑
二
八
三
︑三
一
一
︑三
一
二
頁
︒﹃
四
季
模
様
諸
礼
絵
鑑
﹄
を

紹
介
す
る
の
は
遠
藤
貴
子
﹁﹁
茶
屋
染
﹂
考
︱
︱
そ
の
名
称
の
由
来
と
豪
商
茶
屋
家
を
め

ぐ
っ
て
﹂﹃
野
村
美
術
館
研
究
紀
要
﹄
一
一
号
︑
二
〇
〇
二
年
︑
二
九
頁
︒

（
39
）
﹃
新
古
今
集
﹄（
一
二
〇
五
）
秋
上
・
三
六
三
・
藤
原
定
家
︒

（
40
）
東
京
国
立
博
物
館
他
﹃
日
本
の
美
術
﹄
第
七
号
﹁
染
﹂
至
文
堂
︑
一
九
六
六
年
︑

九
七
︱
九
八
頁
︒

（
41
）
﹃
都
ひ
い
な
か
た
・
序
﹄
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）︒
上
野
佐
江
子
篇
﹃
小
袖
模
様
雛

形
本
集
成
﹄
前
掲
書
︑
二
巻
︑
四
︱
五
頁
︒

（
42
）
岡
倉
一
雄
編
﹃
岡
倉
天
心
全
集
﹄
下
巻
︑
聖
文
閣
︑
一
九
三
八
年
︑
二
一
五
︱

二
一
六
頁
︒

（
43
）
中
村
幸
彦
ほ
か
編
﹃
角
川
古
語
大
辭
典
﹄
一
九
八
二
年
︑
一
巻
︑
八
一
頁
︒

（
44
）
﹁
き
れ
あ
じ
﹂
に
つ
い
て
は
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
四
巻
︑
小
学
館
︑
二
〇
〇
一
年
︑

六
一
九
頁
︑﹃
角
川
古
語
大
辞
典
﹄
角
川
書
店
︑
一
九
八
七
年
︑
二
巻
︑
一
三
五
頁
参
照
︑

江
戸
初
期
の
﹃
虎
寛
本
狂
言
﹄
で
は
﹁
扨
︑
そ
の
太
刀
（
た
ち
）
の
切
れ
味
は
何
と
有

た
ぞ
﹂
と
あ
る
︒﹁
く
ら
あ
じ
﹂
に
つ
い
て
は
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
前
掲
︑
一
〇
三
三

頁
を
参
照
︑
元
禄
九
年
﹃
福
寿
丸
﹄
よ
り
﹁
誠
は
こ
な
た
の
御
馬
が
あ
ま
り
見
事
な
ゆ
へ
︑

く
ら
あ
ぢ
を
も
見
た
う
存
る
﹂
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

（
45
）
ぺ
ト
ラ
・
ロ
ー
ト
ハ
ウ
グ
は
﹁
ワ
﹂
の
発
音
に
つ
い
て
断
定
し
て
い
る
（Petra 

R
othaug, Abriß der japanischen Lautgeschichte, B

uske V
erlag, 1991 , pp. 55 , 57

）︒
シ
ャ

ラ
ワ
ジ
の
﹁
あ
じ
﹂
に
た
い
し
︑
さ
ま
ざ
ま
な
ロ
ー
マ
字
の
ス
ペ
ル
が
あ
るadgi

︑ agi

︑ 

aggi

︑ adji 

は
す
べ
てaji

に
通
じ
る
︒
一
六
三
〇
年
（
寛
永
六
年
）
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
辞
書

（Vocabvlario de Iapon ... Tom
as Pinpin, y lacinto M

agaurtua, 1630

︑
復
刻
版
︑
天
理

大
学
出
版
部
︑
一
九
七
二
年
）
はagi

を
﹁
味
﹂
の
ロ
ー
マ
字
と
し
て
挙
げ
る
︒
な
お
︑

こ
こ
で
用
い
る
﹁shara’aji

﹂
ま
た
﹁sharaw

aji

﹂
は
ヘ
ボ
ン
式
表
記
で
あ
る
︒

（
46
）
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
（Lotharingen

）
公
爵
は
︑
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
東
洋
美
術
に
た
い
す

る
専
門
的
知
識
を
高
く
評
価
し
て
い
た
（K

uitert, 

“Japanese R
obes,

” 2013 , p.174

）︒

（
47
）
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ミ
ヒ
ェ
ル
﹁﹁
日
本
に
関
す
る
観
察
﹂
︱
︱
一
六
六
九
年
刊
行

の
文
献
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
﹂
片
桐
一
男
編
﹃
日
蘭
交
流
史
︱
︱
そ
の
人
・
物
・
情

報
﹄
思
文
閣
︑
二
〇
〇
二
年
︑
一
九
九
︱
二
二
七
頁
︒

（
48
）
藤
田
加
代
子
﹁
17
︑
18
世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
長
崎
商
館
に
お
け
る
私
貿

易
﹂﹃
江
戸
時
代
の
日
本
と
オ
ラ
ン
ダ
﹄
日
蘭
交
流
４
０
０
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告

集
︑
洋
学
史
学
会
編
︑
二
〇
〇
一
年
︑
二
五
︱
三
二
頁
︒

（
49
）
“Som

e O
bservations C

oncerning Japan

︙,

” Philosophical Transactions 4  (1  January 

1669 ), pp. 983 –86 ; 

ミ
ヒ
ェ
ル
﹁﹁
日
本
に
関
す
る
観
察
﹂﹂
前
掲
書
︑
二
二
〇
︱

二
二
一
頁
︒

（
50
）

M
artha B

oyer, Japanese Export Lacquers from
 the Seventeenth C

entury in the N
ational 

M
useum

 of D
enm

ark, N
ational M

useum
 C

openhagen, 1959 , pp. 12 –13 .

（
51
）
ジ
ュ
ス
テ
ル
の
手
紙: R

upert H
all and M

arie B
oas H

all (eds./trans.), Th
e Correspondence 

of H
enry O

ldenburg, vol. 4 : 1667 –1668 , U
niversity of W

isconsin Press, pp. 416 , 417 , 440 , 

and 441 .

（
52
）
ミ
ヒ
ェ
ル
﹁﹁
日
本
に
関
す
る
観
察
﹂﹂
前
掲
書
︑
二
〇
一
︱
二
〇
二
頁
︒

（
53
）

W
illiam

 Tem
ple, 

“An E
ssay U

pon the C
U

R
E

 of the G
O

U
T

 by M
O

X
A

. W
ritten to 

M
onsieur de Z

ulichem
, N

im
egen, June 18 , 1677 .

” In Th
e W

orks of Sir W
illiam

 Tem
ple, 

Bart in Tw
o Volum

es. Volum
e the First. To w

hich is Prefix’d Som
e Account of the Life and 

W
ritings of the Author, J. R

ound, J. Tonson, J. C
larke, B

. M
otte, T. W

otton, S. B
irt, 

and T. O
sborne, 1731 , p. 134 –46 . 

ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
貴
族
タ
イ
ト
ル
は
ム
ッ
シ
ュ
ー
・

ド
・
ズ
リ
ー
ヘ
ム
（M

onsieur de Z
ulichem

）
で
あ
る
︒

（
54
）
岩
崎
治
子
﹃
日
本
の
意
匠
事
典
﹄
岩
崎
美
術
社
︑
一
九
八
四
年
︑
一
三
〇
︱
一
三
三
頁
︑

及
び
武
田
恒
夫
ほ
か
﹃
日
本
の
文
様
︱
︱
風
物
﹄
光
琳
社
出
版
︑
一
九
七
五
年
︒

（
55
）
狩
野
尚
信
と
狩
野
派
町
絵
師
の
洒
落
に
つ
い
て
は
︑
寺
本
健
三
﹁
狩
野
尚
信
の
画
業

か
ら
み
た
江
戸
狩
野
成
立
の
研
究
﹂
京
都
工
芸
繊
維
大
学
博
士
論
文
甲
第
六
五
〇
号
︑
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二
〇
一
二
年
九
月
二
五
日
︑
六
〇
頁
︒

（
56
）
留
守
絵
と
洒
落
に
つ
い
て
は
︑﹃
江
戸
蒔
絵
︱
︱
光
悦
・
光
琳
・
羊
遊
斎
﹄
東
京
国
立

博
物
館
︑
二
〇
〇
二
年
︑
二
六
頁
︒

（
57
）
工
芸
家
の
立
場
に
つ
い
て
は
︑
岡
田
譲
﹁
光
悦
の
蒔
絵
﹂︑
林
屋
辰
三
郎
編
﹃
光
悦
﹄

第
一
法
規
出
版
︑
一
九
六
四
年
︑
一
二
五
︱
一
四
一
頁
︒

（
58
）
光
悦
は
京
都
の
鷹
峰
に
居
住
し
︑
そ
の
集
落
で
は
茶
屋
四
郎
次
郎
の
工
房
を
含
め
た

多
く
の
芸
術
家
︑
工
芸
家
達
が
活
躍
を
し
た
︒

（
59
）
輸
出
用
の
漆
工
芸
に
お
け
る
本
格
的
な
絵
模
様
の
様
式
は
一
六
五
〇
年
代
か
ら
始
ま

る
︒O

liver Im
pey and C

histiaan Jörg, Japanese Export Lacquer, 1580–1850, H
otei, 

2005 , p. 83 –85 .

（
60
）
い
わ
ゆ
る
フ
ァ
ン
・
デ
ィ
ー
メ
ン
の
蒔
絵
箱
︑
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル
バ
ー

ト
博
物
館
や
オ
ラ
ン
ダ
国
立
博
物
館
の
マ
ザ
リ
ン
の
蒔
絵
箱
は
い
ず
れ
も
カ
ロ
ン
の
注

文
で
作
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
わ
れ
る
︒
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
も
風
景
画
が
同
時
に
大
流
行
し

た
︒W

ybe K
uitert, 

“Spruces, Pines, and the Picturesque in Seventeenth C
entury 

N
etherlands,

” Studies in the H
istory of G

ardens &
 D

esigned Landscapes 38 :1  (2017 ), pp. 

1 –23 .

（
61
）

T
h. H

. Lunsingh Scheurleer, 

“Aanbesteding en verspreiding van Japansch lakw
erk 

d
oor d

e N
ed

erlan
d

ers in
 d

e zeven
tien

d
e eeu

w
,

” O
udheidkundig G

enootschap 

Jaarverslagen, vol. 82 -83  (1941 ), pp. 54 –74 , 63 –69 . 

一
六
五
六
年
の
商
館
日
記
の
資
料

は
以
下
を
参
照
︒D

agregisters van Z
acharias W

agenaar van N
ovem

ber 1656  in: Lunsingh 

Scheurleer, ibid. 

当
時
オ
ラ
ン
ダ
の
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
や
他
の
画
家
に
も
話
題
に
な
っ
た

シ
ャ
ー
と
象
の
様
々
な
エ
ッ
チ
ン
グ
や
絵
画
が
生
産
さ
れ
︑
名
残
と
し
て
長
崎
く
ん
ち

の
桶
屋
町
に
は
象
の
上
に
載
せ
た
屋
根
つ
き
鞍
の
中
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
椅
子
に
腰
を

掛
け
て
鐘
を
つ
い
て
い
る
傘
鉾
が
あ
る
︒
オ
ラ
ン
ダ
語
の
資
料
に
は
﹁oliphants-

huysje

﹂︑
象
の
東
屋
と
し
て
出
て
い
る
︒

（
62
）

C
atherine Tran (ed.) 

“Un cabinet japonais oublié,

” L’oeuvre du m
ois, M

usée des beaux-

arts D
ijon, juin 2011 , p. 1 –2 . 

ホ
ー
ヘ
ン
フ
ッ
ク
が
簞
笥
四
竿
を
持
ち
帰
っ
た
︒
ミ
ヒ
ェ

ル
﹁﹁
日
本
に
関
す
る
観
察
﹂﹂
前
掲
書
︑
二
二
〇
︱
二
二
一
頁; 

“Som
e O

bservations 

C
oncerning Japan 

…,

” op cit., p. 985 .

（
63
）

P. F. Ferguson, G
arnitures: Vase Sets from

 N
ational Trust H

ouses, V
&

A
 Publishing, 

London, 2016 , p. 3 .

（
64
）
当
時
の
中
国
の
理
解
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
︒
錢
鍾
書 (Q

ian Z
hongshu, also C

h

ʼ

ien C
hung-shu), 

ʻChina in the E
nglish L

iterature of the Seventeenth C
entury,

” 

Q
uarterly Bulletin of C

hinese Bibliography 1  (1940 ), pp. 351 –84 .

（
65
）
ご
大
層
な
手
紙
文
に
は
︑
次
の
よ
う
に
あ
る
︒ 

“... the m
ost curious, skilfull and 

artificial draw
ings and lim

ninge ...

” that represent 

“... the noble collection of those 

m
anyfold chosen and selected characters, containing in [the] excellent A

siatic language 

the w
ittiest speeches, proverbs, em

blem
s, parables, paradoxes and other higher 

m
ysteries, could be found such incontestable testim

onies of our nations high and 

transcendent w
isdom

 above all other people of the w
orld

” (J. A
. W

orp (ed.), D
e 

Briefw
isseling, op cit.; Zesde D

eel 1663–1687, M
artinus N

ijhoff, 1917 , pp. 456 , 457 , 

letter Septem
ber 27 , 1685  (N

o.7231 )). 

﹁
選
択
さ
れ
た
複
数
の
様
相
を
貴
重
に
取
り
ま

と
め
ら
れ
た
も
の
が
ア
ジ
ア
の
言
葉
に
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
面
白
い
話
︑
諺
︑
表
象

（
エ
ム
ブ
レ
ム
）︑
比
喩
︑
逆
説
お
よ
び
そ
れ
よ
り
優
れ
た
別
の
謎
を
意
図
す
る
︑
そ
の

最
も
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
巧
み
な
芸
術
的
な
企
画
と
表
現
法
が
︑
わ
れ
わ
れ
の
国
々
の

方
が
世
界
の
そ
の
ほ
か
の
民
族
よ
り
も
上
回
る
物
事
に
こ
だ
わ
ら
な
い
知
恵
あ
る
こ
と

は
動
か
ぬ
証
拠
で
あ
る
﹂（
拙
訳
）︒ 

（
66
）

Julia G
. Longe (ed.), M

artha, Lady G
iffard, H

er Life and C
orrespondence (1664–1722), 

Londen: G
eorge A

llen &
 sons, 1911 , pp. 37  and 139 .

（
67
）
テ
ン
プ
ル
の
中
国
憧
れ
に
つ
い
て
︑Q

ian Z
hongshu, 

ʻChina in the E
nglish Literature 

of the Seventeenth C
entury,

ʼ op cit., pp. 371 –76 .

（
68
）
“or som

e great race of Fancy or Judgm
ent in the C

ontrivance, w
hich m

ay reduce m
any 

disagreeing parts into som
e Figure, w

hich shall yet upon the w
hole, be very agreeable

” 

(Tem
ple, 

“Upon the G
ardens of E

picurus,

” op cit., p. 57 ). ﹁
あ
る
い
は
︑
あ
る
偉
大
な
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伝
統
の
あ
る
︿
想
像
﹀
と
︿
判
断
力
﹀
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
︿
図
案
﹀
の
中
に
さ
ま
ざ

ま
な
不
調
和
な
部
分
を
縮
小
し
な
が
ら
全
体
を
快
適
に
す
る
﹂（
拙
訳
）︒

（
69
）

G
eoffrey Jellicoe (ed.), Th

e O
xford C

om
panion to G

ardens, O
xford U

niversity Press, 

1986 , p. 513 ; John H
arris, 

“Is C
hisw

ick a 

ʻPalladian

ʼ Garden?

” Garden H
istory 32 :1  

(2004 ), pp. 124 –36 ; W
ybe K

uitert, 

“Context &
 Praxis: Japan and D

esigning G
ardens 

in the W
est,

” Die G
artenkunst 28 :2  (2016 ), pp. 278 –85 .

（
70
）

W
ybe K

uitert, 

“Japanese A
rt, A

esthetics, and a E
uropean D

iscourse,

” op cit., pp. 

79 –81 .




