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『
日
本
山
海
名
産
図
会
』（
一
七
九
九
）
の
成
立
事
情
と
系
譜
を
辿
っ
て堀

内
ア
ニ
ッ
ク

か
ら
評
価
さ
れ
て
い
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
る（

（
（

︒
日
本
で
は
同
じ
理
由
で
︑
明
治

に
入
っ
て
も
そ
の
図
が
継
続
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る（

（
（

︒

そ
し
て
︑
現
代
に
お
い
て
は
︑﹃
日
本
山
海
名
産
図
会
﹄（
以
後
﹃
名
産
図
会
﹄

と
略
す
（
の
絵
は
近
世
の
産
業
の
実
態
を
知
る
上
で
貴
重
な
資
料
と
し
て
扱
わ

れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
本
書
の
研
究
は
決
し
て
充
分
と
は
言
い

が
た
く
︑
そ
の
絵
が
蔀
し
と
み

関か
ん

月げ
つ

（
一
七
四
七
︱
一
七
九
七
（
の
作
で
あ
る
こ
と
は
わ

か
っ
て
い
て
も
︑
本
文
の
成
立
事
情
に
関
し
て
は
多
く
の
疑
問
点
が
残
っ
て
い

る
︒﹃

名
産
図
会
﹄
の
主
な
先
行
研
究
と
し
て
は
︑
以
下
が
挙
げ
ら
れ
る
︒（
（
（

千
葉
徳
爾
編
﹃
日
本
山
海
名
産
・
名
物
図
会
﹄（
社
会
思
想
社
︑
一
九
七
〇
年
（
に

お
け
る
編
者
解
説
︑（
（
（
複
製
版
﹃
日
本
山
海
名
産
図
会
﹄（
名
著
刊
行
会
︑
一

１
．
は
じ
め
に

﹃
日
本
山
海
名
産
図
会
﹄
は
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
（
に
大
坂
で
初
め
て
刊

行
さ
れ
た
五
巻
五
冊
本
の
書
物
で
︑
現
在
日
本
内
外
の
図
書
館
で
百
部
以
上
の

伝
本
が
あ
る
︒
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
と
︑
最
も
古
い

版
は
寛
政
十
一
年
版（

（
（

で
︑
そ
れ
以
後
︑
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
（︑
文
化
十
三

年
（
一
八
一
六
（︑
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
（︑
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
（
と

版
を
重
ね
︑
十
九
世
紀
前
半
に
わ
た
っ
て
日
本
各
地
で
売
り
出
さ
れ
た
ロ
ン
グ

セ
ラ
ー
で
あ
る
︒

海
外
の
図
書
館
に
多
く
伝
わ
っ
て
い
る
の
は
︑
そ
の
挿
画
の
写
実
性
が
早
く
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九
七
九
年
（
に
お
け
る
樋
口
秀
雄
の
解
説
︑（
（
（
長
谷
章
久
編
﹃
日
本
名
所
風

俗
図
会
巻
（（
・
諸
国
の
巻
（
﹄（
角
川
書
店
︑
一
九
八
二
年
（
に
お
け
る
編
者
解

説
︑（
（
（
多
治
比
郁
夫
﹁﹃
山
海
名
物
図
会
﹄
と
﹃
山
海
名
産
図
会
﹄
︱
著
者

と
出
版
事
情
︱
﹂（
第
二
十
九
回
杏
雨
書
屋
特
別
展
示
会
﹇
一
九
九
七
年
十
一
月
﹈

目
録
所
収（

（
（

（︒
ま
た
商
品
学
の
観
点
か
ら
こ
の
書
を
扱
っ
て
い
る
浅
岡
博
の
論

文
も
参
考
に
な
る（

（
（

︒

本
稿
で
は
︑
ま
ず
﹃
日
本
山
海
名
産
図
会
﹄
の
序
文
・
跋
文
︑﹃
日
本
山
海
名

物
図
会
﹄
と
の
関
係
︑
画
工
の
蔀
関
月
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
等
を
参
考
に
︑
本
書

の
編
纂
を
め
ぐ
る
問
題
点
を
確
認
す
る
︒
そ
の
解
決
の
糸
口
と
し
て
︑
①
当
時

の
大
坂
の
出
版
界
の
動
向
を
探
り
︑
②
本
書
の
内
容
に
深
く
踏
み
込
み
︑
そ
の

学
問
性
及
び
絵
図
の
写
実
性
を
考
察
す
る
︒
最
後
に
︑
付
記
に
お
い
て
︑﹃
名
産

図
会
﹄
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
杏
雨
書
屋
所
蔵
の
写
本
﹃
平
賀
源
内
物
産
考
﹄

を
考
察
し
︑
そ
の
編
纂
に
関
す
る
新
た
な
見
解
を
提
示
す
る
︒

2
．『
日
本
山
海
名
物
図
会
』
と
『
日
本
山
海
名
産
図
会
』

﹃
名
産
図
会
﹄
は
︑﹃
日
本
山
海
名
物
図
会
﹄
と
い
う
ほ
ぼ
同
名
の
書
物
と
合

わ
せ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
も
っ
と
も
︑﹃
日
本
山
海
名
物
図
会
﹄（
以

後
﹃
名
物
図
会
﹄
と
略
す
（
の
初
版
は
︑
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
（︑
す
な
わ
ち
四

十
五
年
前
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
樋
口
秀
雄
の
研
究
に
よ
れ
ば
︑﹃
名
産
図
会
﹄

は
﹃
名
物
図
会
﹄
の
続
編
と
し
て
明
和
年
間
に
企
画
さ
れ
た
が
︑
続
編
が
完
成

す
る
ま
で
に
︑
多
く
の
年
月
が
経
ち
︑
そ
の
編
纂
に
携
わ
る
人
間
も
そ
の
間
一

変
し
て
い
る（

（
（

︒
と
は
い
え
︑
両
書
の
間
に
は
︑
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
で
︑
こ

こ
で
そ
れ
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
︒

﹃
名
物
図
会
﹄
の
書
誌
的
事
項
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る（

（
（

︒

﹃
名
物
図
会
﹄
は
︑
五
巻
五
冊
本
と
し
て
︑
宝
暦
四
年
に
初
版
が
大
坂
で
刊
行

さ
れ
︑
そ
の
後
︑
幾
た
び
か
再
版
さ
れ
て
い
る（

（
（

︒
奥
付
に
は
︑
撰
者
・
平ひ
ら

瀬せ

徹て
っ

斎さ
い

︑
画
工
・
長は

谷せ

川が
わ

光み
つ

信の
ぶ

︑
彫
工
・
藤ふ
じ

江え

四し

郎ろ

兵べ

衛え

の
名
前
が
明
記
さ
れ
て
い

る
︒
著
者
の
平
瀬
徹
斎
は
﹁
赤
松
閣
﹂︑
ま
た
は
﹁
千
種
屋
新
右
衛
門
﹂
な
る
屋

号
を
持
つ
書
肆
で
も
あ
り
︑
刊
記
に
﹁
板
元
千
種
屋
新
右
衛
門
﹂
と
あ
る
の
で

自
著
の
板
元
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
跋
文
は
赤
松
閣
・
平
瀬
鬼
望（

（
（

な
る
人

物
の
筆
に
よ
り（

（1
（

︑﹃
名
物
図
会
﹄
の
趣
旨
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

諸
国
山
川
海
陸
の
物
産
に
世
を
い
と
な
む
も
の
を
尋
も
と
め
て
︑
價
を
施

し
て
得
た
る
所
の
現
在
の
図
な
り
︒
證
と
す
る
に
足
れ
り
︒
お
よ
そ
人
其

職
分
の
本
を
し
ら
は
︑
お
の
つ
か
ら
財
宝
を
得
る
の
便
な
ら
ん
︒
此
書
世

の
た
め
に
益
な
し
と
い
は
ん
や
︒
な
お
こ
こ
に
も
れ
た
る
は
追
々
に
見
聞

し
て
物
産
の
大
成
を
期
す
る
の
み（

（（
（

︒

す
な
わ
ち
︑
①
﹃
名
物
図
会
﹄
の
図
は
︑
日
本
各
地
の
物
産
に
携
わ
る
者
を

訪
ね
︑
代
価
を
支
払
っ
て
手
に
入
れ
た
も
の
な
の
で
︑
信
頼
す
る
に
足
る
︒
②

商
売
の
根
本
で
あ
る
生
産
を
辿
れ
ば
︑
自
然
と
そ
の
繁
栄
に
導
く
鍵
を
得
る
︒
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③
本
書
で
は
扱
え
な
か
っ
た
産
物
に
つ
い
て
は
︑
追
っ
て
調
査
を
継
続
し
︑
補

う
計
画
で
あ
る
︒

平
瀬
鬼
望
の
跋
文
に
よ
れ
ば
︑﹃
名
物
図
会
﹄
は
亡
父
平
瀬
徹
斎
の
作
で
あ
る
︒

平
瀬
と
い
う
書
肆
は
文
筆
家
を
兼
ね
︑
宝
暦
か
ら
安
永
年
間
に
か
け
て
活
動
し
︑

草
野
・
鬼
望
・
補
世
等
の
号
を
使
用
し
て
い
た
︒
自
家
刊
本
の
序
文
を
多
く
書

い
て
い
る
た
め
︑
樋
口
は
こ
の
跋
文
も
徹
斎
自
身
の
筆
に
よ
る
可
能
性
を
指
摘

し
て
い
る
が（

（（
（

︑
跋
文
に
﹁
先
考
平
瀬
徹
斎
云
々
﹂
と
あ
る
以
上
︑
跋
文
の
著
者

の
鬼
望
と
本
の
著
者
徹
斎
は
別
人
で
あ
り
︑
父
の
死
後
︑
息
子
が
家
業
を
継
い

で
﹃
名
物
図
会
﹄
を
出
版
し
た
と
見
る
方
が
自
然
で
あ
る
︒

以
上
ま
と
め
る
と
︑﹃
名
物
図
会
﹄
は
千
種
屋
（
赤
松
閣（

（（
（

（（
本
名
・
平
瀬
徹
斎
（

と
い
う
大
坂
の
書
肆
が
︑
当
時
名
の
知
れ
た
生
産
地
に
情
報
を
求
め
︑
図
会
に

ま
と
め
た
も
の
で
︑
こ
の
大
規
模
な
企
画
は
息
子
の
鬼
望
に
よ
っ
て
受
け
継
が

れ
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

﹃
名
産
図
会
﹄
も
ほ
ぼ
同
じ
目
的
で
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
序
文
・

跋
文
か
ら
は
手
が
か
り
は
得
ら
れ
な
い
︒
奥
付
に
は
画
工
・
法
橋
蔀
関
月
と
あ

る
だ
け
で
︑
蔀
関
月
が
そ
の
著
者
で
あ
る
と
は
確
定
で
き
な
い
︒
こ
の
﹃
名
産

図
会
﹄
の
成
立
事
情
に
お
い
て
不
明
瞭
な
点
が
多
い
の
は
︑
何
よ
り
も
蔀
関
月

が
寛
政
九
年
十
月
に
没
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
︒
序
文
・
跋
文
は
寛
政
十

年
の
日
付
を
持
ち
︑﹃
名
産
図
会
﹄
が
売
り
出
さ
れ
た
の
は
寛
政
十
一
年
正
月
︑

関
月
が
他
界
し
て
一
年
以
上
後
の
こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹃
名
産
図
会
﹄
は

関
月
の
遺
稿
を
も
と
に
編
集
さ
れ
︑
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒

3
．
画
工
の
蔀
関
月

で
は
︑
蔀
関
月
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
か
︒
彼
は
最
初
︑
大
坂
風

俗
画
の
祖
と
さ
れ
る
月つ
き

岡お
か

雪せ
っ

鼎て
い

（
一
七
一
〇
︱
一
七
八
六
（
に
学
び
︑
後
に
︑
広

く
和
漢
の
画
法
を
研
究
し
て
人
物
山
水
画
を
描
き
︑
つ
い
に
は
独
自
の
画
風
を

確
立
し
た
と
さ
れ
る
︒
明
和
五
年
（
一
七
六
六
（
ご
ろ
か
ら
活
動
を
始
め
︑
初
期

は
﹁
柳
原
源
二
郎
﹂
と
い
う
名
前
で
絵
を
描
い
て
い
た（

（（
（

︒
天
明
二
年
（
一
七
八

二
（
に
は
﹁
法ほ
っ

橋き
ょ
う﹂

と
い
う
称
号
を
獲
得
す
る
︒
近
世
で
は
︑
少
数
の
京
の
寺

院
が
朝
廷
に
代
わ
っ
て
︑
有
能
な
絵
師
や
医
師
に
僧
の
位
階
に
な
ら
っ
た
﹁
法

橋
﹂
や
﹁
法ほ
う

眼げ
ん

﹂
と
い
う
位
階
を
与
え
て
い
た
︒
こ
れ
を
名
乗
る
こ
と
は
︑
朝

廷
や
幕
府
の
信
任
を
得
た
絵
師
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
た（

（（
（

︒
蔀
関
月
は
ま
た
文

芸
界
で
も
名
が
知
ら
れ
て
い
た
︒
彼
は
大
坂
の
学
問
所
で
あ
る
懐
徳
堂
の
学
者

と
親
し
く
交
流
し
︑
九
年
以
上
懐
徳
堂
内
の
部
屋
を
借
り
な
が
ら（

（（
（

︑
学
問
所
の

画
事
に
積
極
的
に
加
わ
っ
て
い
た（

（（
（

︒
そ
の
関
係
で
︑
片か
た

山や
ま

北ほ
っ

海か
い

（
一
七
二
三
︱
一

七
九
〇
（
を
盟
主
と
す
る
漢
詩
サ
ロ
ン
で
当
時
多
く
の
優
れ
た
人
材
を
吸
収
し

て
い
た
混こ
ん

沌と
ん

詩し

社し
ゃ

の
文
人
た
ち
と
も
交
流
が
あ
っ
た
︒
後
に
見
る
木
村
蒹
葭
堂

も
︑
混
沌
詩
社
で
大
い
に
活
躍
し
た
人
物
の
一
人
で
あ
る
︒

蔀
関
月
が
﹃
名
産
図
会
﹄
の
絵
を
任
さ
れ
た
の
は
︑
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
だ
っ

た
の
か
︒
後
に
も
言
及
す
る
が
︑
秋あ
き

里さ
と

籬り

島と
う

作
︑
竹た
け

原は
ら

春
し
ゅ
ん

朝
ち
ょ
う

斎さ
い

画
に
よ
る
一

連
の
﹁
名
所
図
会
﹂
が
上
方
の
出
版
界
を
席
巻
す
る
の
は
︑
安
永
九
年
（
一
七
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八
〇
（
以
降
で
あ
る
︒
竹
原
春
朝
斎
（
生
年
不
詳
︱
一
八
〇
一
（
が
同
じ
大
坂
の

絵
師
だ
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
か
︑
関
月
は
︑
こ
の
コ
ン
ビ
に
対
し
て
︑
強
い

対
抗
意
識
を
抱
い
て
い
た
と
さ
れ
る（

（（
（

︒﹃
名
所
図
会
﹄
の
商
業
的
成
功
の
影
響

で
︑
大
坂
の
書
肆
が
同
類
の
企
画
に
乗
り
出
そ
う
と
考
え
た
こ
と
は
十
分
想
像

で
き
る（

（（
（

︒
決
定
的
な
証
拠
は
な
い
が
︑﹃
名
産
図
会
﹄
の
出
版
企
画
も
天
明
初
年
︑

す
な
わ
ち
関
月
が
法
橋
に
叙
さ
れ
た
時
期
に
再
び
軌
道
に
乗
っ
た
と
推
測
で
き

る
︒関

月
の
作
品
に
︑﹃
名
産
図
会
﹄
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
︑
寛
政
九
年
（
一
七
九

七
（
五
月
に
刊
行
さ
れ
た
五
巻
付
録
一
冊
の
﹃
伊い

勢せ

参さ
ん

宮ぐ
う

名め
い

所し
ょ

図ず

会え

﹄
が
あ
る
︒

﹃
名
産
図
会
﹄
同
様
︑
多
く
の
伝
本
が
現
存
す
る
書
物
で
あ
る
︒
奥
付
に
作
者
の

名
前
の
記
載
は
な
い
が
︑
跋
文
が
関
月
の
画
業
を
話
題
に
し
て
い
る
の
で
︑
関

月
の
作
品
だ
と
推
察
で
き
る（

（1
（

︒
ま
た
︑﹃
開か
い

板は
ん

御お

願
ね
が
い

書が
き

扣ひ
か
え﹄
と
い
う
大
坂
本
屋

仲
間
の
記
録
に
よ
れ
ば
︑
寛
政
九
年
五
月
に
書
肆
鹽し
お

屋や

忠
ち
ゅ
う

兵べ

衛え

が
蔀
関
月
作

﹃
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
﹄
の
開
板
願
い
を
届
け
て
い
る（

（（
（

︒
こ
の
書
物
は
す
で
に

二
年
前
の
寛
政
七
年
十
二
月
に
三
冊
本
と
し
て
開
板
が
許
さ
れ
て
い
て
︑
寛
政

九
年
に
は
増
補
訂
正
を
加
え
て
の
発
行
の
願
い
出
だ
っ
た（

（（
（

︒
こ
の
資
料
に
よ
れ

ば
︑﹃
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
﹄
の
作
者
は
蔀
関
月
一
人
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
晩

年
の
関
月
は
図
会
類
の
制
作
に
奮
闘
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
一
方
︑
彼
の
名

前
が
刊
本
に
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
︑
出
版
が
複
雑
な
経
緯
を
辿
っ
た
こ
と

を
暗
示
し
て
い
る
︒

﹃
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
﹄
の
絵
は
﹁
名
所
図
会
﹂
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
規
範
に

従
っ
て
︑
歴
史
画
と
風
景
画
が
中
心
に
な
っ
て
お
り
︑
同
時
代
人
の
営
み
に
焦

点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
︒﹃
名
産
図
会
﹄
の
絵
に
は
︑
後
に
も
述

べ
る
が
︑
そ
の
点
に
大
き
な
特
色
が
あ
る
︒
人
間
の
労
働
︑
表
情
や
動
作
を
描

く
絵
師
と
し
て
の
蔀
関
月
の
才
能
が
︑
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
︒

こ
れ
と
関
連
し
て
一
つ
注
意
す
べ
き
は
︑
関
月
は
ま
だ
駆
け
出
し
の
絵
師
で

﹁
柳
原
源
二
郎
﹂
と
い
う
名
前
で
絵
を
描
い
て
い
た
こ
ろ
に
︑﹁
千
草
屋
﹂
と
い

う
屋
号
の
書
肆
を
大
坂
で
営
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
る（

（（
（

︒
こ
の
名
前
は
︑
平
瀬
の

屋
号
と
一
致
す
る
の
で（

（（
（

︑
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ

れ
る
︒
そ
の
後
は
︑
法
橋
に
な
り
︑
書
肆
を
廃
業
し
て
い
る
が
︑
晩
年
ま
で
﹁
関

月
が
深
く
出
版
に
関
わ
る
環
境
の
中
で
活
動
し
て
い
た（

（（
（

﹂
こ
と
は
︑
こ
の
関
係

に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
︒

4
．
木
村
蒹
葭
堂
の
序
文

﹃
名
産
図
会
﹄
の
序
文
は
当
時
知
識
人
と
し
て
全
国
的
に
高
い
名
声
を
得
て

い
た
木き

村む
ら

蒹け
ん

葭か

堂ど
う

（
一
七
三
六
︱
一
八
〇
二
（
に
よ
る
︒﹃
名
産
図
会
﹄
の
本
文

も
木
村
蒹
葭
堂
の
作
だ
と
す
る
見
解
が
あ
る
が（

（（
（

︑
決
定
的
な
根
拠
が
あ
る
わ
け

で
な
く
︑
本
論
文
で
は
︑
こ
の
点
を
と
り
わ
け
慎
重
に
扱
い
た
い
︒
こ
の
漢
文

序
で
は
ま
ず
︑
筆
者
が
以
前
企
て
た
﹃
名
物
独
断
﹄
と
い
う
本
草
・
物
産
方
面

の
研
究
を
ま
と
め
る
つ
も
り
で
書
き
始
め
た
書
物
の
話
か
ら
説
き
起
こ
す
︒
題

名
は
︑
本
草
の
大
家
稲い
の

生う

若
じ
ゃ
く

水す
い

（
一
六
五
五
︱
一
七
一
五
（
の
失
わ
れ
た
著
書
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﹃
採
草
独
断
﹄
に
倣
っ
た
と
い
う
︒
こ
こ
で
い
う
﹁
名
物
﹂
は
︑﹃
名
物
図
会
﹄

の
﹁
名
物
﹂
と
は
多
少
意
味
が
異
な
り
︑
当
時
の
本
草
家
の
好
奇
心
を
駆
り
立

て
る
広
範
囲
の
物
を
指
し
︑
本
草
・
物
産
の
学
び
の
対
象
そ
の
も
の
で
あ
る
︒

序
文
で
も
﹁
人
の
未
だ
見
ざ
る
と
こ
ろ
﹂
の
も
の
︑﹁
人
の
未
だ
弁
ぜ
ざ
る
と
こ

ろ
﹂
の
も
の
と
言
っ
て
詳
し
い
定
義
を
さ
け
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
調
査
中

に
︑
あ
ま
り
に
も
﹁
名
物
品
類
窮
ま
り
な
い
﹂
の
で
︑﹃
名
物
独
断
﹄
で
は
︑
醸

造
の
法
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
に
し
た
︒
し
か
し
︑
原
稿
が
出
来
上
が
っ
て
間
も

な
く
︑
家
が
多
難
に
あ
い
︑
原
稿
を
ほ
と
ん
ど
失
っ
た
と
い
う
︒

こ
こ
で
い
う
多
難
は
︑
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
（
幕
府
の
酒
造
石
高
改
め
の
際
︑

過
醸
が
発
覚
し
責
任
を
問
わ
れ
た
事
件
を
指
し
て
い
る
︒
酒
造
を
営
む
家
に
生

ま
れ
た
蒹
葭
堂
は
︑
生
産
は
支
配
人
に
任
せ
て
い
た
の
で
︑
罪
人
と
は
見
な
さ

れ
な
か
っ
た
も
の
の
︑
町
の
年
寄
役
を
罷
免
さ
れ
︑
立
場
が
一
転
し
た
︒
こ
の

た
め
一
時
期
大
坂
を
離
れ
て
い
た
が
︑
留
守
中
大
坂
の
屋
敷
が
類
焼
し
た
こ
と

も
災
難
の
う
ち
に
含
ま
れ
る（

（（
（

︒

木
村
蒹
葭
堂
は
︑
様
々
な
分
野
に
造
詣
が
深
く
︑
本
草
に
は
︑
少
年
の
こ
ろ

か
ら
強
い
関
心
を
示
し
︑
生
涯
絶
え
ず
研
究
を
積
み
︑
四
十
九
歳
の
時
に
京
で

私
塾
を
開
い
て
い
た
本
草
学
の
大
家
小お

野の

蘭ら
ん

山ざ
ん

（
一
七
二
九
︱
一
八
一
〇
（
に
弟

子
入
り
す
る
な
ど
し
て
︑
当
時
最
先
端
の
知
識
を
身
に
つ
け
て
い
た
︒
自
著
と

し
て
は
︑
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
（
刊
の
漢
文
書
﹃
一い
っ

角か
く

纂さ
ん

考こ
う

﹄（
二
巻
（
が
そ

の
広
範
囲
の
知
識
を
よ
く
表
し
て
い
る
︒
古
く
か
ら
そ
の
牙
が
生
薬
と
し
て
交

易
さ
れ
て
い
た
﹁
一
角
獣
﹂（
ウ
ニ
コ
ー
ル
（
な
る
動
物
に
着
目
し
︑
そ
れ
に
ま

つ
わ
る
説
を
広
く
中
国
と
西
洋
の
書
物
に
求
め
︑
実
は
北
極
海
に
住
む
ク
ジ
ラ

の
一
種
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
一
冊
の
蘭
書
を
紹
介
し
︑
そ
の
正
体
を
明
ら

か
に
し
て
い
る（

（（
（

︒
蒹
葭
堂
は
と
り
わ
け
中
国
の
文
物
に
詳
し
く
︑
蔵
書
家
︑
学

者
︑
詩
人
︑
画
人
と
し
て
も
︑
中
国
趣
味
の
傾
向
が
著
し
か
っ
た
こ
と
が
注
目

さ
れ
る（

（（
（

︒

さ
て
︑
木
村
蒹
葭
堂
は
︑
序
文
で
︑﹃
名
産
図
会
﹄
の
内
容
を
﹁
輙
挙
吾
東
方

各
従
其
地
産
︒
奇
種
異
味
︒
而
特
名
者
︒
一
々
見
之
図
︒
乃
至
其
製
作
之
始
末

事
実
之
証
拠
︒
則
後
加
附
釈
︒
雖
婦
児
輩
︒
使
通
知
之
﹂
と
評
し
て
い
る
︒
す

な
わ
ち
︑
も
っ
ぱ
ら
日
本
の
優
れ
た
産
物
に
着
目
し
︑
特
に
名
高
い
も
の
に
対

し
て
は
︑
一
々
写
生
図
︑
生
産
の
始
末
や
事
実
の
証
拠
を
添
え
︑
さ
ら
に
著
者

の
解
釈
も
加
え
︑
婦
人
子
供
で
あ
っ
て
も
理
解
で
き
る
よ
う
気
を
配
っ
て
い
る

と
賞
賛
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
絵
は
亡
友
蔀
関
月
の
手
に
よ
る
も
の

な
の
で
︑
依
頼
さ
れ
た
序
文
を
引
き
受
け
ざ
る
を
え
ず
︑
彼
が
過
去
に
企
て
た

書
物
の
本
意
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
本
書
の
縁
起
に
代
え
た
と
説
明
す
る
︒

こ
こ
で
︑
蔀
関
月
と
木
村
蒹
葭
堂
の
関
係
に
着
目
し
た
い
︒
関
月
が
︑
懐
徳

堂
や
混
沌
誌
社
を
通
し
て
木
村
蒹
葭
堂
と
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ

た
が
︑
蒹
葭
堂
の
日
記
に
も
二
人
の
親
し
い
間
柄
が
現
れ
て
い
る
︒
天
明
期
か

ら
懇
意
で
あ
っ
た
と
見
え
︑
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
（
に
は
︑﹁
関
月
﹂
の
名
前

が
四
度
も
記
さ
れ
︑
そ
の
内
︑
三
度
は
訪
問
者
と
し
て
で
は
な
く
︑
共
に
外
出

す
る
相
手
と
し
て
で
あ
る
︒
あ
い
に
く
関
月
の
没
年
で
あ
る
寛
政
九
年
の
日
記

は
残
っ
て
い
な
い
が
︑﹃
名
産
図
会
﹄
の
執
筆
時
に
二
人
が
頻
繁
に
会
っ
て
い
た



140

こ
と
は
注
目
に
値
す
る（

（1
（

︒

こ
の
序
文
に
は
蒹
葭
堂
が
﹃
名
産
図
会
﹄
の
執
筆
に
関
わ
っ
た
こ
と
を
暗
示

す
る
言
葉
は
ま
っ
た
く
な
い
︒
本
書
は
︑
木
村
蒹
葭
堂
が
世
に
出
し
た
文
人
や

学
者
向
け
の
出
版
物
と
は
質
的
に
違
う
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
︒
一
方
︑
序
文
で

は
広
い
読
者
層
を
視
野
に
入
れ
た
本
書
を
賞
賛
し
て
い
る
の
で
︑
当
時
の
大
坂

の
出
版
界
の
動
向
を
支
援
す
る
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
彼
は
ま

た
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
（
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
唐も
ろ

土こ
し

名め
い

勝
し
ょ
う

図ず

会え

﹄
の
発
案
者
で

あ
り
︑
こ
の
種
の
書
物
の
出
版
に
も
関
心
が
あ
り
︑
実
際
に
も
関
わ
っ
た
形
跡

が
あ
る（

（（
（

︒
5
．『
名
産
図
会
』
の
跋
文
及
び
書
誌
的
事
項

﹃
名
産
図
会
﹄
の
跋
文
は
︑
序
文
と
は
対
照
的
に
擬
古
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
︒

署
名
と
し
て
﹁
な
に
は
え
の
︑
み
ち
︑
し
る
す
﹂
と
あ
る
だ
け
な
の
で
︑
筆
者

が
誰
で
あ
る
か
定
か
で
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
こ
れ
も
木
村
蒹
葭
堂
に
よ
る
も
の

だ
と
す
る
見
解
が
あ
り
︑
支
持
者
は
多
い（

（（
（

︒

以
下
に
引
用
す
る
跋
文
の
書
き
出
し
は
︑
編
纂
の
経
緯
に
つ
い
て
重
要
な
情

報
を
提
供
し
て
い
る
が
︑
不
明
瞭
な
点
も
多
い（

（（
（

︒

こ
よ
︑
補
世
あ
り
し
ほ
ど
に
お
も
ひ
は
じ
め
に
た
る
木
の
下
露
を
︑
み
な

の
川
波
の
か
ず
か
ず
に
な
ん
︑
か
き
な
が
し
ぬ
る
関
月
が
い
さ
ほ
し
な
り

け
り
︒
そ
も
︑
遠
つ
国
の
た
ど
り
か
た
き
ハ
︑
そ
こ
の
よ
す
が
も
と
む
な

ど
し
つ
つ
︑
と
し
ご
ろ
の
へ
ゆ
く
を
も
さ
る
も
の
に
て
︑
ほ
と
ほ
と
ま
う

け
ん（

（（
（

き
は
に
な
ん
︒
あ
か
ら
さ
ま
に
あ
つ
め
ぬ
る
︑
か
つ
︑
お
も
は
す
に

し
て
と
は
で
聞
え
ぬ
︒
か
く
て
︑
ま
な
ひ
子
藍
江
そ
の
名
残
に
つ
き
て
︑

露
け
し
袖
の
外
に
︑
ほ
こ
ろ
ふ
る
ふ
し
を
を
き
ぬ
ひ
侍
り
︒
お
の
れ
亦
か

た
は
ら
の
こ
と
に
︑
丈
を
た
ち
い
ら
へ
つ（

（（
（

︒
つ
ゐ
に
よ
る
せ
あ
り
て
い
つ

も
の
花
の
五
巻
と
は
な
り
ぬ（

（（
（

︒

す
な
わ
ち
︑﹁
平
瀬
補
世
（
平
瀬
鬼
望
の
別
名
で
︑
徹
斎
の
息
子
を
指
す
（
が
生

存
中
に
発
案
し
た
こ
の
企
画
は
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
内
容
を
膨
ら
ま
せ
て
い
っ

た
︒
そ
れ
は
︑
主
に
絵
師
の
蔀
関
月
の
功
績
で
あ
る
︒
遠
方
の
国
で
︑
調
査
が

困
難
な
場
合
は
︑
頼
り
に
な
る
人
を
求
め
た
り
し
た
た
め
︑
長
い
年
月
が
経
つ

の
も
も
っ
と
も
な
こ
と
で
︑
い
よ
い
よ
（
原
稿
を
ま
と
め
る
？
（
時
分
に
な
っ
て
︑

慌
て
て
集
め
︑
か
つ
注
意
を
払
わ
ず
に
す
る
な
ど
︑
と
ん
で
も
な
い
こ
と
だ（

（（
（

（
こ
の
部
分
は
こ
の
ま
ま
で
は
理
解
し
に
く
い
が
︑
お
そ
ら
く
関
月
の
死
が
原
稿
の
分

散
を
招
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
（︒
こ
う
し
て
︑
弟
子
の
中な
か

井い

藍ら
ん

江こ
う

（
一
七
六
六
︱
一
八
三
〇
（
が
師
と
の
別
れ
を
惜
し
ん
で
︑
原
稿
の
欠
落
し
た
部

分
を
補
い
ま
と
め
た
︒
最
後
に
跋
文
の
筆
者
は
か
た
わ
ら
の
こ
と
に
お
い
て
︑

長
さ
を
調
整
し
て
依
頼
に
答
え
た
︒
つ
い
に
は
︑
拠
り
所
あ
っ
て
︑
み
ご
と
な

五
巻
本
に
仕
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
︒﹂

こ
う
し
て
︑﹃
名
産
図
会
﹄
が
複
数
の
大
坂
の
知
識
人
︑
画
工
及
び
書
肆
の
協
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力
に
よ
っ
て
完
成
し
た
作
品
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
ま
ず
︑
平

瀬
補
世
が
蔀
関
月
と
組
ん
で
こ
の
企
画
に
乗
り
出
し
︑
補
世
没
後
は
︑
蔀
関
月

が
そ
の
責
任
を
一
人
で
担
っ
た（

（（
（

︒
刊
記
に
関
月
の
名
前
が
唯
一
掲
げ
ら
れ
て
い

る
こ
と
も
︑
そ
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
︒
関
月
没
後
︑
少

な
く
と
も
二
人
の
人
物
が
手
を
加
え
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
弟
子
の
中
井
藍
江

と
跋
文
の
執
筆
者
で
あ
る
︒
藍
江
は
︑
巻
之
一
の
目
録
に
︑
署
名
入
り
の
山
水

画
を
添
え
て
い
る
︒
彼
は
︑
関
月
の
筆
致
に
近
い
人
物
画
や
山
水
画
を
描
き
︑

懐
徳
堂
の
文
人
と
も
交
流
が
あ
っ
た
の
で
︑
こ
の
企
画
を
引
き
継
ぐ
に
最
も
適

し
た
存
在
だ
っ
た
︒
藍
江
に
よ
る
絵
が
紛
れ
て
い
た
場
合
︑
見
極
め
る
の
は
難

し
い（

（（
（

︒
跋
文
の
筆
者
に
よ
る
増
補
の
度
合
い
に
関
し
て
は
︑
本
書
の
書
誌
的
事
項
に

よ
っ
て
︑
い
く
ら
か
示
唆
が
得
ら
れ
る
︒
多
治
比
郁
夫
の
研
究
に
よ
る
と
︑
ま

ず
︑﹃
名
産
図
会
﹄
の
開
板
願
い
は
﹁
作
者
故

平
瀬
補
世
︑
画
工
蔀
関
月
︑
開
板

人
千
種
屋
平
兵
衛
﹂
の
名
で
︑
寛
政
七
年
十
一
月
︑
す
な
わ
ち
関
月
生
存
中
に

本
屋
仲
間
に
届
け
ら
れ
た
︒
こ
の
時
点
で
は
︑﹃
名
産
図
会
﹄
は
合
計
九
十
八
丁

の
五
冊
本
で
︑
故
平
瀬
補
世
の
作
と
な
っ
て
い
た
︒
板
元
は
︑
千
種
屋
新
右
衛

門
で
は
な
く
︑
平
兵
衛
だ
が
︑
同
じ
千
種
屋
で
あ
る
の
で
︑
分
家
で
あ
る
可
能

性
が
あ
る
︒
こ
の
状
況
は
︑
出
版
さ
れ
た
寛
政
十
一
年
に
は
一
変
し
て
い
る
︒

蔀
関
月
の
名
前
の
み
が
記
さ
れ
︑
販
売
人
は
鹽し
お

屋や

長
ち
ょ
う

兵べ

衛え

︑
蔵
板
者
は
高た
か

木ぎ

遷せ
ん

喬き
ょ
う

堂ど
う

と
な
っ
て
い
る（

（1
（

︒
そ
れ
に
加
え
︑
本
文
が
大
幅
に
増
丁
さ
れ
︑
百
五
十
五

丁
と
な
っ
て
い
る
︒
通
常
︑
増
補
訂
正
を
加
え
る
時
は
︑
再
度
開
板
願
い
を
出

す
の
が
習
わ
し
な
の
で
︑
こ
れ
は
全
く
異
例
な
で
き
ご
と
だ
っ
た
と
言
え
る（

（（
（

︒

す
な
わ
ち
︑
関
月
没
後
︑
そ
の
遺
稿
は
何
人
も
の
書
肆
の
手
に
渡
り
︑
出
版

さ
れ
る
運
び
と
な
る
が
︑
そ
の
遺
稿
に
不
備
が
あ
っ
た
た
め
か
︑
ま
た
は
商
業

的
な
ね
ら
い
が
あ
っ
て
か
︑
第
三
者
の
手
を
借
り
て
︑
増
補
訂
正
さ
れ
た
︒
そ

の
作
業
は
寛
政
十
年
に
集
中
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
す
る
と
︑
跋
文
の
筆
者

の
役
割
は
決
し
て
軽
視
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
︒

蔀
関
月
の
晩
年
の
著
作
だ
と
さ
れ
る
﹃
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
﹄
に
は
︑
寛
政

九
年
（
一
七
九
七
（
閏
七
月
の
日
付
の
跋
文
が
あ
る
︒
こ
の
﹁
伊
勢
名
所
図
会
の

し
り
に
し
る
す
﹂
と
題
さ
れ
る
跋
文
は
︑﹃
名
産
図
会
﹄
の
そ
れ
と
書
体
も
文
体

も
き
わ
め
て
類
似
し
て
お
り
︑
同
一
人
物
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
も
お
か
し
く

な
い
︒
一
方
︑﹃
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
﹄
の
跋
文
も
匿
名
で
︑
署
名
に
は
﹁
な
に

は
の
海
驢
識
﹂
と
あ
る
だ
け
で
あ
る（

（（
（

︒
こ
の
海あ
し
か驢

に
関
し
て
は
︑﹃
名
産
図
会
﹄

巻
之
五
︑﹁
膃お
っ

肭と
つ

獣じ
ゅ
う﹂

の
項
目
の
末
尾
に
︑﹃
日
本
紀
﹄
の
神
代
巻
を
引
い
て
︑
海か
い

驢ろ

の
古
名
が
﹁
ミ
チ
﹂
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
で
﹃
名
産
図
会
﹄
の
跋

文
の
﹁
な
に
は
へ
の
︑
み
ち
︑
し
る
す
﹂
の
意
味
が
は
っ
き
り
し
︑
同
時
に
両

跋
文
が
同
じ
人
物
に
よ
る
こ
と
が
傍
証
さ
れ
る
︒

﹃
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
﹄
の
跋
文
か
ら
︑
そ
の
筆
者
が
蔀
関
月
と
親
し
い
間
柄

に
あ
り
︑
書
肆
が
競
っ
て
出
版
を
急
ぐ
中
︑
病
に
苦
し
む
関
月
に
同
情
し
て
︑

道
中
の
見
聞
を
記
し
て
力
に
な
ろ
う
と
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
し

か
し
︑
女
・
子
供
で
も
読
め
る
文
章
を
書
く
よ
う
に
努
め
た
た
め
︑
結
局
は
ま

と
ま
り
の
な
い
結
果
と
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る（

（（
（

︒
永
野
仁
は
︑
こ
の
証
言
か
ら
︑
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跋
文
が
﹃
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
﹄
の
著
者
自
身
︑
す
な
わ
ち
秦は
た

石せ
き

田で
ん

（
別
名
村

上
石
田
（（
生
没
年
不
詳
（
に
よ
る
も
の
だ
と
結
論
し
て
い
る（

（（
（

︒

﹃
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
﹄
に
は
︑
既
に
述
べ
た
通
り
︑
著
者
名
も
画
工
名
も
記

さ
れ
て
お
ら
ず
︑
寛
政
九
年
五
月
に
蔀
関
月
作
と
し
て
開
板
願
い
が
と
ど
け
ら

れ
て
い
る
の
で
︑
著
者
を
秦
石
田
と
す
る
こ
と
は
︑
関
月
の
作
品
を
完
成
さ
せ

た
の
が
石
田
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
少
し
話
が
複
雑
に
な
る
が
︑
永
野
の

議
論
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
︒

著
者
が
秦
石
田
で
あ
る
こ
と
は
︑
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
（
刊
の
﹃
近
江
名

所
図
会
﹄
か
ら
推
論
で
き
る
︒
寛
政
九
年
刊
と
さ
れ
て
き
た
が
︑
初
刊
は
文
化

十
一
年
と
す
る
の
が
正
し
い
︒﹃
近
江
名
所
図
会
﹄
は
商
業
的
な
目
的
で
作
ら

れ
た
書
物
で
︑
既
刊
の
﹃
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
﹄︑﹃
木
曽
路
名
所
図
会
﹄
及
び

﹃
二に

十
じ
ゅ
う

四よ

輩は
い

順
じ
ゅ
ん

拝ぱ
い

図ず

会え

﹄
の
三
書
か
ら
近
江
に
関
わ
る
版
木
を
流
用
し
て
で

き
た
も
の
で
あ
る
︒﹃
木
曽
路
名
所
図
会
﹄（
一
八
〇
五
刊
（
は
秋あ
き

里さ
と

籬り

島と
う

（
生
没

年
不
詳
（
と
西に
し

村む
ら

中
ち
ゅ
う

和わ

（
生
没
年
不
詳
（
に
よ
る
作
品
で
︑
前
者
が
序
文
︑
後

者
が
跋
文
を
書
い
て
い
る
︒﹃
二
十
四
輩
順
拝
図
会
﹄
は
前
編
享
和
三
（
一
八
〇

三
（・
後
編
文
化
六
（
一
八
〇
九
（
刊
の
作
品
で
あ
る
が
︑
こ
れ
か
ら
は
ほ
ん
の

数
丁
し
か
流
用
さ
れ
て
い
な
い
︒

﹃
近
江
名
所
図
会
﹄
の
扉
に
編
者
名
と
し
て
︑
秦
石
田
と
秋
里
籬
島
︑
画
工
名

と
し
て
蔀
関
月
と
西
村
中
和
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
が
﹃
伊
勢
参
宮
名
所
図

会
﹄︑﹃
木
曽
路
名
所
図
会
﹄
の
編
者
及
び
画
工
を
指
す
と
解
釈
し
︑﹃
木
曽
路
名

所
図
会
﹄
の
編
者
と
画
工
名
を
差
し
引
く
と
︑
秦
石
田
が
﹃
伊
勢
参
宮
名
所
図

会
﹄
の
編
者
で
あ
る
と
結
論
で
き
る
︒
同
時
に
︑
画
工
も
蔀
関
月
で
あ
る
こ
と

が
確
定
で
き
る
︒
た
だ
し
︑
な
ぜ
石
田
の
名
前
は
﹃
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
﹄
の

中
で
伏
さ
れ
︑
十
七
年
後
に
初
め
て
公
表
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
残
る
︒

秦
石
田
（
村
上
石
田
（
は
大
坂
の
篆
刻
家
で
︑
著
作
と
し
て
は
︑
す
で
に
述
べ

た
﹃
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
﹄
に
加
え
て
︑
寛
政
十
三
年
刊
の
﹃
算さ
ん

薮そ
う

か
な
付
﹄

と
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
（
刊
の
﹃
播
磨
名
所
巡
覧
図
会
﹄
が
知
ら
れ
て
い
る
だ

け
で
あ
る（

（（
（

︒﹃
播
磨
名
所
巡
覧
図
会
﹄
は
︑
画
人
中
井
藍
江
と
組
ん
で
作
成
さ
れ

た
も
の
で
︑
出
版
当
時
︑
石
田
は
す
で
に
故
人
と
な
っ
て
い
た（

（（
（

︒
中
井
藍
江
の

跋
文
の
書
き
出
し
に
︑
石
田
の
名
前
が
出
て
お
り
︑
そ
の
著
者
で
あ
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
︒

﹃
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
﹄
の
作
成
に
関
月
と
協
力
し
て
い
た
人
物
が
︑﹃
名
産

図
会
﹄
の
完
成
に
も
か
か
わ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
︒
以
上
︑
永
野

仁
の
論
を
も
と
に
︑﹃
名
産
図
会
﹄
の
跋
文
の
著
者
を
石
田
と
し
︑
彼
が
蔀
関
月

の
晩
年
の
仕
事
に
密
接
に
関
わ
り
︑
そ
の
編
纂
を
完
遂
さ
せ
た
人
物
で
あ
る
と

断
定
で
き
る
︒

こ
の
よ
う
な
経
緯
は
本
書
に
複
合
的
な
性
格
を
与
え
た
と
想
像
で
き
る
︒
以

下
︑
そ
れ
を
具
体
的
に
見
て
ゆ
く
が
︑
そ
の
前
に
︑
本
書
の
題
名
を
も
と
に
︑
こ

の
書
物
の
文
化
的
背
景
に
つ
い
て
考
え
た
い
︒
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6
．『
日
本
山
海
名
産
図
会
』
の
題
名
か
ら
わ
か
る
こ
と

﹁
日
本
﹂
を
一
国
名
と
し
て
掲
げ
る
書
物
は
︑
明
治
時
代
に
な
る
と
急
増
す
る

が
︑
十
八
世
紀
初
頭
に
お
い
て
は
︑
さ
ほ
ど
多
く
な
い
︒
そ
の
中
で
も
地
誌
類

（﹃
日
本
水
土
考
﹄
享
保
五
年
﹇
一
七
二
〇
﹈
刊（

（（
（

や
﹃
日に

本ほ
ん

鹿が
の

子こ

﹄
元
禄
四
年
﹇
一
六
九

一
﹈
刊
（︑
日
本
地
図
（﹃
日に

本ほ
ん

海か
い

山さ
ん

潮
ち
ょ
う

陸り
く

図ず

﹄
元
禄
四
年
﹇
一
六
九
一
﹈
刊（

（（
（

（︑
ま

た
は
日
本
の
歴
史
や
朝
廷
を
扱
う
書
物
（﹃
日
本
紀
﹄︑﹃
大
日
本
史（

（（
（

﹄︑﹃
日に

本ほ
ん

国こ
く

事じ

跡せ
き

考こ
う

﹄﹇
一
六
四
三
﹈︑﹃
日
本
歳
時
記
﹄
貞
享
五
年
﹇
一
六
八
八
﹈
刊
（
が
大
多
数
を

占
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
日
本
の
風
土
︑
自
然
︑
産
物
を
扱
う
﹃
大
和
本
草
﹄

宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
（
刊
や
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
正
徳
二
年
序
（
一
七
一
二
（

は
︑﹁
や
ま
と
﹂﹁
和
国
﹂
或
い
は
﹁
本
朝
﹂
と
い
う
表
現
を
利
用
し
︑﹁
日
本
﹂

と
い
う
こ
と
ば
を
利
用
し
な
い（

（1
（

︒
元
禄
時
代
に
は
︑﹁
和
﹂
は
﹁
漢
﹂
に
対
比
さ

れ
︑
日
本
を
主
題
に
す
る
と
し
て
も
︑
中
国
の
学
問
の
枠
内
で
扱
わ
れ
て
い
る

こ
と
が
多
い
︒
十
八
世
紀
前
半
に
は
︑
ま
だ
地
理
的
に
も
︑
学
問
的
に
も
︑
中

国
を
越
え
て
世
界
を
見
つ
め
る
ス
タ
ン
ス
は
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
と

説
明
で
き
る
︒
十
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
︑
蘭
学
や
国
学
の
勃
興
に
伴
っ
て
︑

﹁
一
国
﹂
と
し
て
の
日
本
と
い
う
視
点
が
確
立
し
つ
つ
あ
り
︑
自
国
に
対
す
る
自

負
心
が
現
れ
る
︒
宝
永
四
年
版
の
﹃
日
本
山
海
名
物
図
会
﹄
に
は
︑
扉
及
び
巻

頭
に
こ
の
題
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る（

（（
（

︒
日
本
と
い
う
国
を
謳
歌
す
る
の
に
︑
朝
廷

の
儀
礼
や
故
事
だ
け
で
な
く
︑
各
地
の
風
景
や
産
物
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
︑

こ
の
時
代
の
新
気
運
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
︒

題
名
に
含
ま
れ
る
﹁
山
海
﹂
と
い
う
こ
と
ば
は
当
時
の
名
所
図
会
で
描
か
れ

る
通
常
の
日
本
の
都
市
や
農
村
と
は
違
う
別
の
空
間
を
表
し
て
い
る
︒
後
で
見

て
い
く
よ
う
に
︑
こ
の
書
物
の
巻
之
一
は
伊
丹
の
酒
造
り
を
紹
介
し
て
い
る
の

で
︑﹁
山
海
﹂
と
い
う
形
容
は
当
て
は
ま
ら
な
い
が
︑
巻
之
二
︑
三
︑
四
︑
五
の

大
部
分
は
ま
さ
に
山
海
の
産
物
が
主
題
で
︑
と
り
わ
け
︑
漁
業
に
当
て
ら
れ
た

項
目
が
目
立
つ
︒
山
間
や
海
浜
で
︑
時
に
は
命
が
け
で
働
く
人
間
を
生
き
生
き

と
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑
本
書
の
特
徴
が
あ
る
︒﹁
山
﹂
や
﹁
海
﹂
に
住
む

人
々
の
活
動
を
積
極
的
に
可
視
化
す
る
こ
と
が
本
書
の
一
つ
の
目
的
だ
っ
た
と

言
え
る
︒

最
後
に
﹁
名
産
﹂
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒
こ
れ
は
現
在
で

は
﹁
名
物
﹂
と
同
義
語
に
な
っ
て
い
る
が
︑﹁
名
物
﹂
の
方
が
歴
史
が
長
い
言
葉

で
あ
る（

（（
（

︒
す
ぐ
れ
た
も
の
や
名
高
い
人
物
が
所
持
し
た
も
の
を
平
安
時
代
か
ら

指
し
︑
茶
の
湯
が
流
行
す
る
頃
に
は
︑
古
く
か
ら
伝
わ
る
茶
道
具
な
ど
を
﹁
名

物
﹂
と
形
容
す
る
よ
う
に
な
る
︒
ま
た
︑
室
町
後
期
か
ら
は
﹁
そ
の
土
地
特
有

の
名
高
い
産
物
﹂
を
も
指
す
よ
う
に
な
り
︑﹁
名
産
﹂
も
同
時
代
に
︑
一
定
の
土

地
の
優
れ
た
土
産
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
は
じ
め
る
︒
土
産
に
し
ろ
︑
名
物
・

名
産
に
し
ろ
︑
近
世
の
日
本
人
に
と
っ
て
︑
馴
染
み
深
い
言
葉
で
あ
る
︒

そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
︑
十
七
世
紀
を
通
じ
て
︑
旅
を
す
る
機
会
が
増
え
︑

各
地
の
産
物
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒﹃
和
漢
三
才

図
会
﹄
の
巻
六
十
五
~
巻
八
十
は
日
本
六
十
八
国
の
地
誌
に
当
て
ら
れ
て
い
る
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が
︑
各
国
に
対
し
て
︑
神
社
仏
閣
名
所
の
後
に
﹁
土
産
﹂
と
い
う
項
目
を
設
け

て
い
る
︒
こ
れ
は
古
く
か
ら
伝
わ
る
地
誌
の
構
成
に
倣
っ
て
い
る
の
だ
が
︑
十

八
世
紀
の
初
頭
に
︑
各
地
の
産
物
が
︑
一
般
教
養
の
範
囲
に
入
り
つ
つ
あ
る
こ

と
が
う
か
が
え
る
︒
産
物
に
対
す
る
好
奇
心
は
日
本
国
内
の
も
の
に
限
ら
れ
て

は
い
な
か
っ
た
︒
西に
し

川か
わ

如じ
ょ

見け
ん

（
一
六
四
八
︱
一
七
二
四
（
の
元
禄
八
年
（
一
六
九

五
（
刊
﹃
華か

夷い

通つ
う

商
し
ょ
う

考こ
う

﹄
は
︑﹁
鎖
国
﹂
下
に
お
い
て
初
め
て
中
国
や
西
欧
諸

国
の
位
置
︑
風
土
︑
人
口
︑
風
俗
︑
土
産
を
紹
介
し
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
︒

ま
た
︑
産
物
に
対
す
る
好
奇
心
を
さ
ら
に
強
め
た
の
が
︑
全
国
規
模
で
発
展

し
た
商
業
で
あ
る
︒
大
坂
・
京
・
江
戸
で
は
︑
多
く
の
地
方
産
物
が
市
や
店
頭

に
な
ら
ぶ
よ
う
に
な
る
︒
興
味
深
い
こ
と
に
︑﹃
和
漢
三
才
図
会（

（（
（

﹄
の
摂
津
国
の

土
産
の
欄
で
︑
大
坂
の
市
場
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

凡
大
坂
ハ
天
下
ノ
大
湊み
な
とナ
リ
︒
故
万
物
是
ニ
於
テ
交
易
シ
テ
不
断
市
ヲ
為

ス
︒
故
土
産
ノ
物
ニ
非
ズ
ト
雖
モ
︑
皆
土
産
ノ
如
シ（

（（
（

︒

す
な
わ
ち
︑
大
坂
に
は
絶
え
間
な
く
産
物
が
交
易
に
よ
っ
て
持
ち
込
ま
れ
︑

売
買
さ
れ
て
い
る
︒
大
坂
の
産
物
で
な
く
て
も
︑
ま
る
で
︑
そ
の
土
地
の
産
物

の
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
の
だ
︒
こ
の
よ
う
に
︑
大
坂
の
住
民
は
︑
産
物
が
溢

れ
る
環
境
に
置
か
れ
て
い
た
わ
け
で
︑
そ
の
中
で
︑
商
品
を
求
め
る
の
に
便
利

な
手
引
書
を
歓
迎
し
た
こ
と
は
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た（

（（
（

︒

こ
れ
に
加
え
て
︑
徳
川
吉
宗
の
時
代
に
な
る
と
︑
諸
国
に
対
し
て
﹁
産
物
帳
﹂

の
作
成
や
物
産
を
奨
励
す
る
幕
府
の
政
策
が
起
こ
り
︑
自
国
の
産
物
を
宣
伝
し
︑

広
く
流
布
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
生
じ
る（

（（
（

︒
十
八
世
紀
後
半
に
は
︑
さ
ら
に
大

坂
や
江
戸
で
﹁
薬
品
会
﹂
な
ど
の
催
し
が
行
わ
れ
︑
は
る
ば
る
珍
し
い
産
物
を

取
り
寄
せ
て
︑
展
覧
す
る
新
し
い
機
運
が
お
こ
る（

（（
（

︒
こ
の
よ
う
に
︑
十
八
世
紀

の
後
半
は
日
本
内
外
の
産
物
に
対
す
る
好
奇
心
が
一
つ
の
頂
点
に
達
す
る
時
期

な
の
で
あ
る
︒

﹁
名
物
﹂
と
か
﹁
名
産
﹂
と
い
う
こ
と
ば
が
本
の
題
名
に
も
あ
ら
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
の
は
︑
ま
さ
に
こ
の
時
期
と
一
致
す
る
︒﹁
名
所
図
会
﹂
や
﹁
名
勝
図

会
﹂
と
同
様
に
︑
名
声
や
評
判
を
強
調
す
る
こ
と
は
当
時
の
読
者
層
に
ア
ピ
ー

ル
す
る
有
力
な
手
口
と
書
肆
が
み
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
で
は
︑
あ
る

産
物
が
﹁
名
産
﹂
と
称
さ
れ
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
︒﹃
名
産
図
会
﹄
は
︑

こ
れ
か
ら
見
て
い
く
よ
う
に
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
ヒ
ン
ト

を
与
え
て
い
る
︒
そ
れ
は
生
産
の
技
術
︑
生
産
量
︑
品
質
︑
原
料
の
信
頼
度
な

ど
い
く
つ
も
の
要
因
に
由
来
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

7
．『
日
本
山
海
名
産
図
会
』
の
文
化
的
・
商
業
的
背
景

﹃
名
物
図
会
﹄
も
﹃
名
産
図
会
﹄
も
﹁
図
会
﹂
が
題
名
に
付
き
︑
当
時
の
出
版

物
の
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
し
て
い
る
︒
で
は
︑
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
著
作
に
共

通
す
る
特
徴
と
は
何
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
問
い
に
答
え
る
の
は
容
易
で
な
い
︒
こ

の
種
の
著
作
は
膨
大
な
数
に
の
ぼ
り
︑
江
戸
時
代
を
通
じ
て
︑
絵
の
比
重
や
画



『日本山海名産図会』（一七九九）の成立事情と系譜を辿って

145

法
の
上
で
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
か
ら
だ
︒

日
本
で
題
名
に
﹁
図
会
﹂
が
つ
く
書
物
と
し
て
は
︑
正
徳
二
年
序
（
一
七
一

二
（
の
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
が
も
っ
と
も
早
い
例
だ
︒
こ
れ
は
周
知
の
通
り
︑
全

百
五
巻
の
絵
入
り
百
科
事
典
で
︑
大
坂
で
ま
ず
販
売
さ
れ
た
作
品
で
あ
る（

（（
（

︒
著

者
の
寺
島
良
安
（
一
六
五
四
︱
没
年
不
詳
（
は
大
坂
の
御
城
入
医
師
で
明
万
暦
三

十
五
年
（
一
六
〇
七
（
刊
の
﹃
三
才
図
会
﹄
に
刺
激
を
受
け
て
︑
こ
の
大
事
業
に

踏
み
切
っ
た
と
さ
れ
る
︒﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
は
草
木
類
︑
禽
獣
類
︑
魚
介
類
︑

器
材
類
︑
食
服
類
や
天
文
︑
日
本
・
中
国
の
地
誌
な
ど
︑
広
範
囲
の
項
目
を
設

け
る
画
期
的
な
事
典
で
あ
っ
た
︒
後
に
も
見
る
よ
う
に
︑
物
産
に
か
か
わ
る
内

容
も
少
な
く
な
い（

（（
（

︒
漢
文
体
の
説
明
は
和
漢
の
古
典
に
も
と
づ
き
内
容
が
豊
富

だ
っ
た
の
で
︑
知
識
層
を
対
象
に
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒

﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
は
︑
そ
の
構
成
や
内
容
の
上
で
画
期
的
だ
っ
た
が
︑
十
八

世
紀
初
頭
に
は
す
で
に
数
多
く
の
絵
入
事
典
が
流
通
し
て
い
た
︒
寛
文
六
年

（
一
六
六
六
（
刊
の
﹃
訓き
ん

蒙も
う

図ず

彙い

﹄（
二
十
巻
（
な
ど
は
︑
当
時
の
出
版
状
況
を
考

え
る
と
︑
非
常
に
野
心
的
な
書
物
で
︑
天
文
・
地
理
・
居
処
・
人
物
・
身
体
・

衣
服
・
宝
貨
・
器
用
・
畜
獣
・
禽
鳥
・
龍
魚
・
蟲
介
・
米
穀
・
菜
蔬
・
果
蓏
・

樹
竹
・
花
草
の
部
門
に
分
け
て
一
四
八
四
も
の
事
物
の
図
と
名
称
を
挙
げ
て
い

る
︒
こ
れ
を
皮
切
り
に
次
々
と
絵
入
事
典
類
が
発
表
さ
れ
︑
元
禄
︑
正
徳
︑
享

保
時
代
を
通
じ
て
﹃
訓
蒙
図
彙
﹄
の
増
補
改
定
版
︑﹃
人
倫
訓
蒙
図
彙
﹄
元
禄
三

年
刊
（
一
六
九
〇
（
や
﹃
唐も
ろ

土こ
し

訓き
ん

蒙も
う

図ず

彙い

﹄
享
保
四
年
刊
（
一
七
一
九
（
の
よ
う

に
﹁
訓
蒙
図
彙
﹂
を
標
題
に
含
み
︑
一
定
の
分
野
の
事
物
を
系
統
的
に
取
り
上

げ
る
事
典
が
︑
京
︑
大
坂
を
中
心
に
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る（

（1
（

︒﹃
訓
蒙
図
彙
﹄
は

主
に
図
と
名
称
（
漢
名
︑
異
名
な
ど
（
に
重
点
を
置
い
て
い
た
が
︑
時
代
が
下
る

に
つ
れ
て
説
明
が
長
く
な
り
︑
絵
と
文
が
半
々
の
割
合
に
な
る
︒
絵
入
り
事
典

は
︑
当
時
の
啓
蒙
書
の
代
表
で
あ
り
︑
広
い
読
者
層
を
射
程
に
出
版
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
が
学
問
性
を
増
し
て
い
く
の
は
︑
そ
れ
だ
け
江
戸
後

期
に
お
い
て
庶
民
の
識
字
率
と
知
識
欲
が
向
上
し
た
か
ら
だ
と
理
解
で
き
る
︒

こ
の
﹁
図
彙
﹂
の
中
で
も
︑﹃
名
物
図
会
﹄﹃
名
産
図
会
﹄
の
い
ず
れ
に
も
接

点
を
持
つ
﹃
人
倫
訓
蒙
図
彙
﹄
が
注
意
を
引
く
︒﹃
人
倫
訓
蒙
図
彙
﹄（
七
巻
（

は
︑
著
者
は
未
詳
だ
が
︑
絵
は
蒔
絵
師
源
三
郎
に
よ
る
上
質
な
も
の
で
︑
紙
面

の
下
半
部
を
う
め
て
い
る（

（（
（

︒
広
範
囲
の
職
業
・
身
分
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
業
の

起
こ
り
や
当
代
の
名
人
な
ど
に
言
及
し
︑
絵
に
は
職
人
の
独
特
な
し
ぐ
さ
や
道

具
が
描
か
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
女
性
と
男
性
の
間
の
役
割
分
担
︑
産
地
や
品
質

に
言
及
す
る
な
ど
︑﹃
名
物
図
会
﹄
と
の
共
通
点
が
目
立
つ
︒
だ
が
︑﹃
人
倫
訓

蒙
図
彙
﹄
の
扱
っ
て
い
る
主
題
が
主
に
京
及
び
近
畿
を
舞
台
に
し
て
い
る
点
に

お
い
て
︑
違
い
が
あ
る
（
図
（
（︒

同
じ
絵
入
り
本
で
十
八
世
紀
を
通
じ
て
出
版
が
絶
え
な
か
っ
た
の
が
地
誌
類

で
あ
る
︒
日
本
に
お
け
る
地
誌
の
編
纂
は
古
代
に
遡
る
が
︑
江
戸
時
代
に
な
る

と
︑﹁
名
所
記
﹂﹁
独
案
内
﹂﹁
巡
り
﹂﹁
巡
覧
記
﹂﹁
行
程
記
﹂﹁
道
中
記
﹂
等
の

こ
と
ば
を
題
名
に
含
む
書
物
が
急
増
す
る
︒
そ
の
な
か
で
も
︑
と
り
わ
け
大
き

な
反
響
を
呼
ん
だ
の
が
秋
里
籬
島
の
﹃
都
名
所
図
会
﹄（
一
七
八
〇
（
に
始
ま
る

﹁
名
所
図
会
﹂
類
で
あ
る（

（（
（

︒﹁
名
所
図
会
﹂
類
の
人
気
の
理
由
の
一
つ
は
︑
そ
の
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特
色
あ
る
見
開
き
の
絵
で
︑
絵
師
及
び
作
者
が
現
地
に
赴
き
︑
見
聞
き
し
た
材

料
を
も
と
に
描
か
れ
た
と
さ
れ
る（

（（
（

︒
こ
の
絵
が
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ

と
は
︑﹁
名
所
図
会
﹂
類
が
画
工
の
名
を
記
し
て
い
る
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒

﹁
名
所
図
会
﹂
類
の
人
気
の
も
う
一
つ
の
理
由
は
︑
従
来
の
名
所
案
内
が
文
芸

的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
︑
実
用
性
を
重
視
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒
藤
川
玲
満

は
以
下
の
よ
う
に
秋
里
籬
島
の
著
述
の
特
徴
を
ま
と
め
て
い
る
︒
少
し
長
い
が
︑

参
考
に
な
る
の
で
︑
引
用
し
て
お
く
︒

﹃
都
名
所
図
会
﹄
と
﹃
拾
遺
都
名
所
図
会
﹄
は
情
緒
的
・
主
観
的
に
名
所
を

紹
介
し
た
書
物
で
は
な
く
︑﹃
山
州
名
跡
志
﹄
を
は
じ
め
と
し
て
﹃
山
城
四

季
物
語
﹄﹃
山
代
名
勝
志
﹄︑﹃
祇
園
会
細
記
﹄
な
ど
の
先
行
す
る
地
誌
や
年

中
行
事
案
内
を
も
と
に
︑
正
確
で
実
用
的
︑
詳
細
に
わ
た
る
情
報
を
そ
の

中
心
に
据
え
て
い
る
︒
多
種
類
の
書
物
か
ら
萬
集
し
た
内
容
を
新
た
な
解

説
記
事
に
再
構
築
し
︑
平
明
に
著
す
編
集
工
程
が
︑
そ
の
著
述
の
要
で

あ
っ
た
︒
籬
島
自
身
に
よ
っ
て
付
加
さ
れ
た
事
柄
と
し
て
は
︑
実
地
調
査

に
拠
っ
た
民
間
風
俗
や
景
観
を
模
写
し
た
文
章
や
︑
狂
歌
︑
俳
諧
︑
挿
画

が
あ
る
︒
俳
諧
は
︑
典
拠
と
な
っ
た
先
行
書
物
に
は
な
い
も
の
で
あ
り
︑

籬
島
独
自
の
文
章
や
自
詠
の
俳
諧
︑
狂
歌
に
よ
っ
て
文
学
性
や
娯
楽
性
が

も
た
ら
さ
れ
て
い
る（

（（
（

︒

﹃
都
名
所
図
会
﹄﹃
拾
遺
都
名
所
図
会
﹄
に
始
ま
る
一
連
の
﹁
名
所
図
会
﹂
の

図1　『人倫訓蒙図彙』（1690）巻之五（細工人之部）　国立国会図書館蔵
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刊
行
は
︑
京
の
書
肆
の
功
績
で
あ
り
︑
そ
の
目
を
み
は
る
成
功
は
︑
当
時
の
出

版
界
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た（

（（
（

︒
だ
が
︑
こ
の
栄
光
は
長
続
き
せ
ず
︑
文
化
初

年
（
一
八
〇
四
（
以
降
﹁
名
所
図
会
﹂
類
は
大
坂
の
出
版
界
の
﹁
名
物
﹂
と
な
っ

て
い
く
︒
こ
れ
は
︑
河
内
屋
太
助
と
い
う
大
坂
の
本
屋
が
そ
の
板
木
を
す
べ
て

買
い
取
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
︒
そ
し
て
︑
大
坂
の
書
肆
は
そ
の
勢
い
で
︑
新
た

な
﹁
名
所
図
会
﹂
の
出
版
に
も
乗
り
出
し（

（（
（

︑
木
村
蒹
葭
堂
発
案
の
﹃
唐
土
名
勝

図
会
﹄
の
よ
う
な
︑
前
例
の
な
い
企
画
に
も
手
を
染
め
る
よ
う
に
な
る
︒

今
田
洋
三
の
調
査
に
よ
れ
ば
︑
大
坂
出
版
界
は
す
で
に
享
保
︱
天
明
期
（
一

七
一
六
︱
一
七
八
九
（
か
ら
日
常
実
用
書
︑
基
礎
的
な
学
問
教
養
書
︑
浄
瑠
璃
本

と
い
っ
た
庶
民
向
き
の
本
を
出
し
て
︑
そ
の
独
自
性
を
発
揮
し
て
い
た（

（（
（

︒
十
八

世
紀
を
通
じ
て
︑
出
版
の
中
心
が
上
方
か
ら
江
戸
に
移
行
し
た
と
す
る
の
が
通

説
だ
が
︑
大
坂
の
書
肆
の
活
動
を
見
る
限
り
︑
低
下
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
︒

む
し
ろ
︑
寛
政
︱
文
化
期
（
一
七
八
九
︱
一
八
一
八
（
に
は
︑
以
前
に
も
増
し
て

活
発
に
動
い
て
い
る
︒
河
内
屋
に
よ
る
﹁
名
所
図
会
﹂
類
の
板
木
の
購
入
も
︑

そ
の
一
つ
の
現
れ
で
あ
る
︒
こ
の
時
期
の
大
坂
の
書
肆
の
活
動
を
考
え
る
際
︑

こ
の
地
に
お
け
る
絵
師
の
存
在
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒

﹁
名
所
図
会
﹂
の
人
気
が
そ
の
挿
絵
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
こ
と
は
す
で

に
述
べ
た
︒
大
坂
の
書
肆
が
﹁
名
所
図
会
﹂
類
の
板
木
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し

た
の
は
︑
当
時
の
大
坂
画
壇
の
未
曾
有
の
繁
栄
と
関
係
し
て
い
る
︒
そ
も
そ
も
︑

﹃
都
名
所
図
会
﹄
に
始
ま
る
﹁
名
所
図
会
﹂
類
の
挿
絵
は
︑
竹
原
春
朝
斎
と
い
う

大
坂
の
絵
師
の
業
績
で
あ
っ
た
︒
当
時
︑
大
坂
に
は
︑
竹
原
春
朝
斎
以
外
に
も

多
く
の
優
れ
た
絵
師
が
集
ま
っ
て
お
り
︑
蔀
関
月
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
︑
こ
れ
ら
の
画
人
に
と
っ
て
︑
版
本
の
挿
絵
を
描
く
こ
と
は
︑
安
定
し
た
収

入
源
を
確
保
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
︒
例
え
ば
︑
蔀
関
月
︑
中
井
藍
江
︑
岡
田

玉
山
（
一
七
三
七
︱
一
八
一
二（

（（
（

（︑
丹に

羽わ

桃と
う

渓け
い

（
一
七
六
〇
︱
一
八
二
二（

（（
（

（
な
ど
︑
い

ず
れ
も
名
高
い
浮
世
絵
師
で
あ
り
な
が
ら
︑
一
方
で
は
大
坂
の
書
肆
に
協
力
し

て
︑
多
く
の
挿
絵
を
手
が
け
て
い
る
︒
こ
の
時
期
の
大
坂
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
が
︑

多
く
絵
入
本
で
あ
る
点
か
ら
も
︑
こ
の
密
接
な
関
係
が
う
か
が
え
る
︒
さ
ら
に

今
田
洋
三
は
︑
も
う
一
つ
の
大
坂
の
出
版
の
新
動
向
と
し
て
︑
物
産
や
農
業
に

関
わ
る
絵
入
本
を
挙
げ
て
い
る
︒
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
（
刊
の
﹃
名
物
図
会
﹄

は
そ
の
先
が
け
で
︑
寛
政
期
に
な
る
と
︑﹃
名
産
図
会
﹄
に
前
後
し
て
︑﹃
紙か
み

漉す
き

重
宝
記
﹄（
寛
政
十
年
刊
（
や
﹃
養
蚕
秘
録
﹄（
享
和
三
年
刊
（
な
ど
が
世
に
で
て

い
る
︒
少
し
後
に
な
る
が
︑
大お
お

蔵く
ら

永な
が

常つ
ね

（
一
七
六
八
︱
一
八
六
一
（
の
農
書
も
︑

こ
の
流
れ
に
位
置
す
る（

（1
（

︒

以
上
の
分
析
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
︑
一
方
で
は
﹃
名
産
図
会
﹄
が
︑﹁
名
所
図

会
﹂
類
の
ノ
ウ
ハ
ウ
に
な
ら
っ
て
︑
先
行
す
る
地
誌
︑
図
会
類
︑
あ
る
い
は
本

草
書
類
な
ど
か
ら
情
報
を
集
め
︑
そ
れ
に
実
地
調
査
の
結
果
と
優
れ
た
挿
絵
を

加
え
て
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
︒
他
方
︑
こ
の
企
画
が
大
坂
の
書
肆

が
特
に
関
与
し
た
書
物
の
類
に
属
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒

以
下
︑﹃
名
産
図
会
﹄
の
内
容
を
﹃
名
物
図
会
﹄
と
の
比
較
を
通
し
て
具
体
的

に
見
て
い
き
た
い
︒
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8
．『
名
物
図
会
』
の
内
容

﹃
名
物
図
会
﹄
と
﹃
名
産
図
会
﹄
は
と
も
に
産
物
に
対
す
る
好
奇
心
を
前
提
に

し
な
が
ら
︑
一
歩
進
ん
で
︑
生
産
の
現
場
に
着
目
し
︑
そ
の
光
景
を
絵
に
し
︑
説

明
を
加
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
︒

し
か
し
︑
名
産
の
数
は
限
り
な
く
︑
一
部
の
書
物
で
は
紹
介
し
尽
く
せ
な
い

と
い
う
問
題
が
あ
り
︑
平
瀬
徹
斎
は
早
い
時
期
か
ら
名
産
の
選
択
に
苦
労
し
︑

﹁
続
編
﹂
を
計
画
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
で
は
﹃
名
物
図
会
﹄
に
お
け
る
物
産

は
︑
何
を
基
準
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

﹃
名
物
図
会
﹄
は
八
十
余
り
の
項
目
を
設
け
て
い
る
︒
各
項
目
は
︑
見
開
き
で
︑

絵
図
を
中
心
に
据
え
︑
右
端
に
簡
単
な
説
明
（
四
~
六
行
（
を
添
え
る
形
に
な
っ

て
い
る
︒
項
目
の
順
序
に
は
︑
明
白
な
論
理
は
見
受
け
ら
れ
な
い
が
︑
巻
之

一
・
巻
之
二
で
は
山
間
部
の
産
物
が
中
心
で
あ
り
︑
巻
之
五
は
川
辺
と
海
浜
の

そ
れ
に
当
て
ら
れ
て
い
る
︒
鉱
山
︑
鯨
︑
柿
︑
茶
な
ど
は
︑
紙
面
を
増
や
し
て
︑

説
明
を
詳
し
く
し
て
い
る
（
表
（
の
総
目
録
参
照
（︒

と
り
わ
け
︑
鉱
山
に
は
巻
之
一
全
巻
が
当
て
ら
れ
︑
実
に
豊
か
な
内
容
と

な
っ
て
い
る
（
図
（
（︒
鉱
山
の
開
発
︑
発
掘
作
業
︑
男
女
間
の
役
割
分
担
︑
銀

銅
鉄
の
生
産
工
程
・
生
産
道
具
・
専
門
用
語
︑
ま
た
は
鉱
山
町
の
商
い
や
行
事

な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
絵
は
﹁
現
場
﹂
の
光
景
を
描
き
︑
各
作
業
者
（﹁
下げ

財ざ
い

﹂
と
呼
ば
れ
る（

（（
（

（
の
姿
︑
道
具
や
装
置
を
丁
寧
に
描
い
て
い
る
︒
そ
れ
が
忠
実

で
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
と
し
て
残
る
が
︑
現
場
の
雰
囲
気
︑
時
に
は
︑
労
働

の
苦
難
を
も
伝
え
て
い
る
︒
著
者
は
︑
低
賃
金
の
﹁
下
財
﹂
に
同
情
ま
で
示
し

て
い
る
︒

金
山
の
下
財
辛
苦
し
て
宝
を
ほ
り
出
し
て
の
世
わ
た
り
︑
唯
お
の
れ
が
口

を
養
ふ
の
み
︒
多
分
の
利
は
皆
金
山
司
の
徳
用
と
な
れ
り（

（（
（

︒

た
だ
︑
そ
の
説
明
か
ら
︑
実
際
の
工
程
が
想
像
︑
理
解
で
き
る
か
と
い
う
と
︑

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
︒
実
際
︑
鉱
山
の
巻
で
は
︑
工
程
の
説
明
に
は
あ
ま

り
気
を
配
っ
て
い
な
い
︒﹁
南な
ん

蛮ば
ん

鞴ぶ
き

﹂
と
い
う
項
目
で
は
︑﹁
な
ん
ば
ん
ぶ
き
は
︑

た
た
ら
か
べ
に
︑
つ
け
は
ぐ
ち
を
し
て
二
て
う
ふ
い
ご
に
て
ふ
く
な
り
﹂
と
だ

け
記
し
︑﹁
鉄
て
つ
の

踏た
た
ら鞴
﹂
と
い
う
項
目
で
は
︑﹁
鉄
を
ふ
く
に
︑
ふ
い
ご
に
て
は
︑
湯

に
な
り
が
た
し
︒
ゆ
え
に
た
た
ら
に
か
け
て
湯
に
わ
か
す
な
り
﹂
と
述
べ
る
だ

け
で
︑
専
門
用
語
と
思
わ
れ
る
﹁
ふ
い
ご
﹂
や
﹁
た
た
ら
﹂
に
対
し
て
説
明
ら

し
い
も
の
は
加
え
て
い
な
い
︒
そ
の
代
わ
り
︑
図
に
お
い
て
は
﹁
た
た
ら
か

べ
﹂﹁
二
て
う
ふ
い
ご
﹂﹁
つ
け
は
ぐ
ち
﹂
と
い
う
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
入
れ
込
ん

で
︑
作
業
を
描
い
て
お
り
（
図
（
（︑﹁
鉄
踏
鞴
﹂
の
図
で
は
︑
た
た
ら
を
六
人

の
﹁
下
財
﹂
が
動
か
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
描
い
て
い
る
（
図
（
（︒
す
な
わ
ち
︑

少
な
く
と
も
鉱
山
の
項
目
で
は
︑
あ
る
程
度
の
予
備
知
識
を
前
提
に
し
て
︑
生

産
の
道
具
や
装
置
が
︑
実
際
に
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
見
せ
る

の
が
主
な
目
的
に
な
っ
て
い
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
状
況
の
理
解
は
︑
絵
図
に
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図2　『日本山海名物図会』（1754）巻之一　「南蛮鞴なんばんぶき」　早稲田大学図書館蔵

図3　『日本山海名物図会』（1754）巻之一　「鉄踏鞴てつのたたら」　早稲田大学図書館蔵
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大
き
く
依
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
読
者
は
予
備
知
識
を
︑
ど
の
よ
う
な
書
物
に
求
め
た
の
だ
ろ
う
か
︒

有
力
な
候
補
と
し
て
︑﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
が
挙
げ
ら
れ
る（

（（
（

︒﹃
和
漢
三
才
図

会
﹄（
巻
第
二
十
四
（
に
は
︑﹁
百
工
具
﹂﹁
鞴
ふ
い
ご

﹂﹁
踏た
た
ら鞴

﹂
な
ど
の
項
目
が
あ
り
︑

そ
れ
ら
に
は
す
べ
て
︑
絵
が
添
え
ら
れ
て
い
る
し
︑﹁
金
類
﹂（
巻
第
五
十
九
（
で

は
︑﹁
金
﹂﹁
銀
﹂﹁
銅
﹂﹁
鉛
﹂﹁
錫
﹂
な
ど
の
項
目
が
あ
り
︑
そ
こ
で
は
生
産
工

程
も
含
め
て
︑
詳
し
い
説
明
が
中
国
・
日
本
の
書
物
を
も
と
に
展
開
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
︒

そ
の
生
産
過
程
が
複
雑
で
あ
る
点
で
︑
鉱
山
の
項
目
は
︑
捕
鯨
と
並
ん
で
︑

﹃
名
物
図
会
﹄
に
お
い
て
特
異
な
地
位
を
占
め
て
い
る
︒
他
の
項
目
の
場
合
︑
予

備
知
識
は
必
要
な
く
︑
生
産
の
由
来
・
技
術
・
場
所
・
道
具
・
用
語
な
ど
が
そ

の
名
物
に
合
わ
せ
て
取
り
上
げ
ら
れ
︑
地
域
に
よ
る
品
質
の
差
に
も
言
及
す
る

こ
と
が
あ
る
︒
説
明
は
多
く
の
場
合
︑
具
体
的
な
数
値
デ
ー
タ
な
ど
を
添
え
て
︑

現
場
の
雰
囲
気
を
伝
え
て
い
る
︒
例
え
ば
︑﹁
樟
脳
製
法
﹂
の
項
目
で
は
︑
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

小
屋
の
内
に
二
十
四
釜
を
か
け
︑
二
通
に
す
る
な
り
︒
一
通
に
十
二
釜
づ

つ
せ
な
か
合
は
せ
に
し
て
間
三
尺
ば
か
り
あ
け
︑
そ
の
間
を
往
来
す
る
や

う
に
︑
こ
し
ら
ゆ
る
な
り
︒
釜
の
ふ
た
は
鉢
な
り
︒
釜
と
鉢
と
の
間
を
土

に
ぬ
り
て
︑
い
き
の
出
ざ
る
や
う
に
す
る
な
り
︒
そ
の
ふ
た
へ
た
ま
り
た

る
露
︑
す
な
は
ち
樟
脳
な
り（

（（
（

︒
（
図
（
（

図4　『日本山海名物図会』（1754）巻之三　「樟脳製法」　早稲田大学図書館蔵
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こ
の
例
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
現
地
で
﹁
取
材
﹂
し
た
結
果
を
披
露
す
る

の
が
︑
こ
の
図
会
の
最
大
か
つ
唯
一
の
目
的
で
あ
り
︑
人
気
の
理
由
で
も
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
︒﹁
取
材
﹂
と
は
︑
現
場
で
得
た
特
殊
情
報
を
指
し
︑
絵
図
は
︑

今
日
で
あ
れ
ば
写
真
が
担
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

さ
て
︑
こ
の
絵
が
珍
し
く
映
っ
た
こ
と
は
︑
必
ず
し
も
そ
の
生
産
業
が
目
の

届
か
な
い
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
︒
千
葉
徳
爾
の
分
析

に
よ
れ
ば
︑
項
目
の
約
七
割
は
近
畿
の
産
物
で
あ
る（

（（
（

︒

捕
鯨
に
例
を
と
る
と
︑
当
時
日
本
各
地
で
行
わ
れ
て
い
た
が
︑
と
り
わ
け
伊

勢
と
紀
伊
︑
平
戸
な
ど
の
捕
鯨
が
そ
の
高
度
な
技
術
に
よ
っ
て
有
名
だ
っ
た（

（（
（

︒

平
瀬
徹
斎
は
︑
熊
野
浦
で
聞
き
取
っ
た
詳
し
い
事
情
を
も
と
に
︑
長
谷
川
光
信

に
絵
を
描
か
せ
た
と
言
っ
て
い
る
︒

鯨
を
取
は
︑
至
て
大
ご
と
な
り
︒
海
辺
に
す
む
人
で
あ
ら
ざ
れ
ば
く
は
し

く
知
る
こ
と
な
し
︒
予
ひ
と
と
せ
︑
熊
野
浦
に
て
︑
鯨
を
引
よ
す
る
を
見

て
︑
く
は
し
く
そ
の
次
第
を
聞
置
し
を
長
谷
川
氏
に
絵
に
あ
ら
は
さ
し
め

て
︑
こ
こ
に
の
す
る
な
り（

（（
（

︒

興
味
深
い
の
は
そ
の
一
方
で
著
者
が
︑
光
信
が
現
場
に
赴
い
て
描
い
た
絵
で

あ
る
と
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

古
来
よ
り
絵
に
書
き
来
る
く
じ
ら
は
本ほ
ん

式し
き

に
あ
ら
ず
︒
今
図
す
る
と
こ
ろ

図5　『日本山海名物図会』（1754）巻之五　「鯨置網くじらおきあみ」　早稲田大学図書館蔵
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は
︑
画
工
長
谷
川
光
信
海
辺
に
て
真
の
鯨
を
見
て
そ
の
形
を
う
つ
せ
り
︒

も
っ
と
も
正
し
ょ
う

と
す
べ
し（

（（
（

︒

で
は
︑
当
時
捕
鯨
を
描
い
た
絵
は
ど
れ
だ
け
流
布
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒

日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
検
索
す
る
限
り
︑
写
本
の
形
で
は
︑

享
保
年
代
に
作
成
さ
れ
た
鯨
絵
︑
捕
鯨
絵
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
が（

（（
（

︑
刊
本
の

形
で
は
︑
ま
だ
流
通
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る（

（1
（

︒
捕
鯨
の
工
程
そ
の
も
の

に
関
し
て
は
︑
す
で
に
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
（
刊
の
﹃
本
朝
食
鑑
﹄
が
詳
し
い

情
報
を
提
供
し
て
い
た
︒
こ
れ
は
︑
十
七
世
紀
を
通
じ
て
出
版
さ
れ
た
多
く
の

食
物
本
草
書
の
集
大
成
と
も
い
え
る
作
品
で
︑
と
り
わ
け
食
用
可
能
な
動
物
に

着
目
し
︑
十
二
巻
中
八
巻
が
こ
れ
に
当
て
ら
れ
て
い
た
︒
鯨
に
関
し
て
も
︑﹃
本

朝
食
鑑
﹄
は
︑
現
地
か
ら
取
り
寄
せ
た
詳
し
い
情
報
を
多
く
盛
り
込
ん
で
い
た

の
で
︑
こ
れ
を
越
え
る
の
は
容
易
で
な
か
っ
た（

（（
（

︒
た
だ
︑
同
書
に
は
挿
絵
が
な

か
っ
た
の
で
︑﹃
名
物
図
会
﹄
が
そ
の
点
に
目
を
つ
け
た
と
理
解
で
き
る
︒
も
っ

と
も
︑
こ
こ
で
描
か
れ
た
鯨
の
絵
は
︑
当
時
の
写
本
の
基
準
で
も
写
実
性
に
欠

け
て
お
り
︑
や
は
り
平
瀬
徹
斎
の
話
を
も
と
に
描
か
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る

（
図
（
（︒

﹃
名
物
図
会
﹄
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
生
産
業
は
実
に
多
様
で
︑
農
産
業
︑
水
産

業
︑
加
工
業
に
ま
た
が
る
多
数
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
表
（
（︒
こ
れ
に
加

え
て
︑
松
茸
市
︑
牛
市
︑
馬
市
︑
蜜
柑
市
︑
米
市
な
ど
の
市
場
も
紹
介
さ
れ
て

い
る
︒
生
産
の
場
に
関
し
て
は
︑
巻
之
一
が
鉱
山
に
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
︑

そ
し
て
巻
之
五
が
も
っ
ぱ
ら
海
・
河
の
項
目
か
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に

述
べ
た
が
︑
や
は
り
﹁
山
﹂
と
﹁
海
﹂
の
存
在
は
大
き
い
︒
そ
こ
に
こ
そ
注
目

に
値
す
る
生
産
の
形
態
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
︒
農
家
で
営
ま
れ
る
小
規
模
の
生

産
も
間
々
見
受
け
ら
れ
る
が
（﹁
伊
予
牛
蒡
﹂
等
（︑
一
般
に
︑
数
十
人
の
男
女

（
子
供
・
年
寄
り
を
も
含
む
（
を
動
員
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
分
担
が
明
白
で
あ

り
︑
合
理
化
が
進
ん
だ
生
産
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
︒
当
時
の
﹁
名
物
﹂
で
あ

る
以
上
︑
そ
れ
が
大
量
生
産
な
の
は
当
然
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

こ
こ
で
は
︑
水
産
業
に
例
を
と
っ
て
︑
生
産
が
動
物
の
捕
獲
を
必
要
と
す
る

場
合
を
見
て
い
こ
う
︒
江
戸
時
代
は
人
口
の
増
加
に
伴
い
︑
漁
業
が
発
達
し
た

時
期
で
あ
る
が
︑
そ
の
発
達
は
捕
獲
技
術
の
進
歩
に
基
づ
い
て
い
る
︒
そ
の
進

歩
の
背
景
に
︑
動
物
（
こ
こ
で
は
魚
（
の
行
動
に
対
す
る
理
解
の
深
化
が
あ
る
こ

と
が
本
書
を
通
し
て
う
か
が
え
る
︒
た
と
え
ば
︑
巻
之
五
﹁
八
月
枯さ
び

鮎あ
ゆ

﹂
を
例

に
と
る
と
︑
錆
鮎
（
秋
の
産
卵
期
の
ア
ユ
を
指
す
（
を
捕
獲
す
る
に
は
︑
鮎
が
河

を
下
る
時
期
（
八
月
（
を
待
ち
︑
海
水
と
河
水
が
融
合
す
る
と
こ
ろ
で
︑
水
の

流
れ
を
せ
き
と
め
︑
竹
の
簀す

を
設
置
し
︑
変
色
し
た
鮎
が
こ
れ
に
は
ま
る
よ
う

に
す
る
︒
漁
の
一
つ
の
コ
ツ
と
し
て
︑
鮎
が
お
び
え
て
し
ず
ん
で
し
ま
わ
な
い

よ
う
に
︑
音
を
立
て
ず
に
じ
っ
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒

（
︙
（
八
月
の
落お
ち

鮎
を
取
る
に
は
︑
河
の
な
が
れ
を
せ
き
と
め
︑
真ま
ん

中な
か

を
あ

け
て
竹
の
簀す

を
敷
き
︑
其
上
へ
落
ち
く
る
を
取
る
な
り
︒
此
竹
の
す
を
魚

梁や
な

と
云
ふ
な
り
︒
鮎
は
人
音
す
れ
ば
︑
そ
こ
に
し
づ
み
て
動
か
ず
︒
ゆ
ゑ
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に
こ
れ
を
と
る
に
は
︑
静
か
に
し
て
人
な
き
躰て
い

に
し
て
居
る
時
は
︑
鮎
か

な
ら
ず
落
来
る
な
り（

（（
（

︒

こ
の
例
か
ら
︑
魚
の
中
国
名
や
漁
具
な
ど
に
も
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
点

が
注
意
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
日
本
各
地
で
採
れ
る
た
め
鮎
の
産
地
に
は
言
及

し
て
い
な
い
が（

（（
（

︑
他
の
項
目
で
は
︑
特
定
の
産
地
の
名
物
が
紹
介
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
（
表
（
（︒
名
物
と
さ
れ
る
理
由
は
︑
主
に
風
味
だ
が
︑
産
物
の
形
体
が

特
異
な
場
合
も
そ
の
評
判
の
も
と
と
な
る
︒
日ひ
ゅ
う
が向

の
巨
大
な
う
な
ぎ
な
ど
が
そ

の
例
で
あ
る（

（（
（

︒

以
上
の
例
か
ら
︑﹃
名
物
図
会
﹄
が
最
新
の
情
報
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
て
︑
実
は
先
人
の
書
を
よ
く
利
用
し
︑
説
明
も
そ
れ
と
比
較
し
て
簡
略
に

な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
例
え
ば
︑
ア
ユ
の
項
目
の
初
め
の

三
行
は
︑﹃
大
和
本
草
﹄
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る（

（（
（

︒
ま
た
︑﹃
本
朝
食
鑑
﹄
に
お
け

る
﹁
鮎
﹂
の
性
質
と
捕
獲
法
の
説
明
は
︑﹃
名
物
図
会
﹄
の
そ
れ
よ
り
は
る
か
に

正
確
で
あ
る（

（（
（

︒
以
上
︑﹃
名
物
図
会
﹄
は
何
よ
り
も
そ
の
現
場
の
雰
囲
気
を
伝
え

る
挿
絵
が
売
り
物
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
﹁
現
場
﹂
は
︑
海
辺
や
山
中
に
集
中
し
て
い
る
︒
そ

れ
ま
で
の
絵
入
事
典
で
は
職
人
が
描
か
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
市
中
の
職
人

が
主
で
あ
っ
た
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
︒
ま
た
︑
従
来
の
農
家
の
イ
メ
ー
ジ
は

理
想
化
さ
れ
た
も
の
が
主
流
で
あ
っ
た（

（（
（

︒﹃
名
物
図
会
﹄
は
︑
そ
の
点
で
大
き
な

飛
躍
を
遂
げ
て
い
る
︒
山
村
や
海
村
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
伝
え
︑
そ
れ
を
大

図6　『日本山海名物図会』（1754）巻之四　「河内小山団扇かはちこやまうちわ」　
早稲田大学図書館蔵
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坂
の
市
場
と
結
び
つ
け
る
新
た
な
視
点
を
示
し
て
い
る
︒

最
後
に
︑
長
谷
川
光
信
の
絵
図
に
つ
い
て
だ
が
︑
生
産
に
関
わ
る
人
間
を
中

心
に
据
え
︑
そ
の
性
別
・
表
情
・
衣
服
・
動
作
を
重
視
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性

が
表
現
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
︒
労
働
に
携
わ
る
人
間
の
表
情
は
（
数

少
な
い
例
を
除
い
て
（
穏
や
か
で
︑
互
い
に
向
き
合
っ
て
︑
言
葉
を
交
わ
し
︑
お

互
い
に
協
力
し
な
が
ら
作
業
を
す
す
め
て
い
る
（
図
（
（︒
そ
の
構
成
の
上
で
は
︑

作
業
者
︑
産
物
︑
道
具
︑
生
産
の
現
場
が
は
っ
き
り
主
題
と
し
て
大
き
く
取
り

上
げ
ら
れ
︑﹁
風
景
﹂
と
い
う
よ
り
生
産
の
﹁
光
景
﹂
を
描
い
て
い
る
と
い
え
る
︒

﹃
名
物
図
会
﹄
の
絵
は
そ
の
点
︑﹃
人
倫
訓
蒙
図
彙
﹄
の
流
れ
に
位
置
し
︑﹁
名
所

図
会
﹂
の
風
景
画
と
は
性
格
が
異
な
る
の
だ
︒

9
．『
名
産
図
会
』
の
特
徴

﹃
名
産
図
会
﹄
は
﹃
名
物
図
会
﹄
の
続
編
と
し
て
企
画
さ
れ
た
も
の
の
︑
四
十

五
年
も
の
歳
月
が
経
っ
て
い
る
た
め
︑
体
裁
の
上
で
多
く
の
変
化
が
生
じ
て
い

る
︒
同
じ
五
巻
で
も
︑﹃
名
物
図
会
﹄
よ
り
丁
数
が
増
え
て
い
る
（﹃
名
物
図
会
﹄

の
計
九
十
四
丁
に
対
し
て
計
一
五
五
丁
（︒
項
目
数
は
四
十
六
と
減
っ
て
い
る
が
︑

各
項
目
の
内
容
が
多
岐
に
わ
た
り
︑
後
に
も
詳
し
く
述
べ
る
通
り
︑
学
問
性
を

増
し
て
い
る
︒﹃
名
物
図
会
﹄
に
お
い
て
︑
絵
が
全
体
の
七
割
を
占
め
て
い
た
と

こ
ろ
︑﹃
名
産
図
会
﹄
で
は
︑
文
と
絵
が
半
々
の
割
合
に
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑

書
体
（
楷
書
体
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文
（
や
見
開
き
の
絵
図
の
上
で
は
︑
同
時
代

の
﹁
名
所
図
会
﹂
と
の
共
通
点
が
目
立
つ
︒

﹃
名
産
図
会
﹄
の
項
目
は
︑
比
較
的
整
理
さ
れ
︑
幅
広
い
産
業
を
扱
っ
て
い
る

（
表
（
︑
表
（
（（

（（
（

︒

巻
之
一
全
巻
が
酒
造
に
あ
て
ら
れ
︑
五
枚
の
挿
絵
を
交
え
な
が
ら
製
造
工
程

を
説
明
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
他
の
産
物
に
な
い
特
種
な
扱
い
で
︑﹃
名
産
図
会
﹄

を
強
く
印
象
付
け
る
効
果
が
あ
る
︒
巻
之
二
~
四
に
お
い
て
は
︑
二
︑
三
の
例

を
除
け
ば（

（（
（

︑
絵
が
一
二
枚
︑
文
は
半
丁
か
ら
一
丁
の
長
さ
と
︑
一
項
目
は
平
均

し
て
短
い
︒
具
体
的
に
は
採
掘
・
採
取
・
捕
獲
業
が
主
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
︒
と
り
わ
け
︑
巻
之
三
︑
四
の
項
目
は
︑
す
べ
て
漁
業
（
漁す
な

捕ど
り

品ひ
ん

と
呼
ば
れ

る
（
に
関
連
し
て
お
り
︑
こ
の
部
分
こ
そ
﹃
山
海
名
産
図
会
﹄
と
い
う
書
名
に

ふ
さ
わ
し
い
内
容
だ
と
言
え
る
︒
ま
た
︑
こ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
産
物
は
近

畿
・
四
国
・
中
国
地
方
の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い（

（1
（

︒
そ
れ
が
︑
巻
之
五
に
な
る

と
︑
一
変
し
︑
九
州
や
蝦
夷
な
ど
の
遠
隔
地
の
産
物
が
目
立
つ
︒
ま
た
︑﹁
蝦
夷

の
運
上
屋
﹂︑
長
崎
に
お
け
る
﹁
唐
船
入
津
﹂﹁
長
崎
唐
人
屋
敷
﹂﹁
紅
毛
船
﹂

﹁
菩ぼ

薩さ

揚
げ
﹂（
図
（
（
な
ど
の
項
目
は
︑
生
産
の
現
場
を
扱
う
の
で
は
な
く
︑
海

外
の
産
物
が
日
本
に
運
ば
れ
︑
出
荷
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
追
っ
て
い
る
︒

項
目
は
多
く
の
場
合
︑
以
下
の
①
︑
②
︑
③
か
ら
な
る
構
成
で
︑
時
に
④
が

加
わ
る
︒
④
は
通
常
︑
項
目
末
に
位
置
し
︑
巻
之
二
~
四
に
集
中
し
て
い
る
︒

①
産
物
名
︑
そ
の
由
来
︑
産
地
︑
種
類
な
ど
︑
和
漢
の
書
物
（
本
草
書
等
（

に
も
と
づ
い
た
説
明
︒

②
捕
獲
の
技
法
︑
捕
獲
時
期
な
ど
︑
現
地
取
材
に
よ
る
情
報
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③
産
物
の
文
化
的
・
歴
史
的
背
景
（
主
に
日
本
の
故
事
を
述
べ
︑﹃
万
葉
集
﹄

の
和
歌
等
を
引
用
（

④
段
を
下
に
ず
ら
し
︑
小
文
字
で
︑
特
定
の
話
題
に
つ
い
て
（
物
産
名
が
主

で
あ
る
（
著
者
の
見
解
を
述
べ
る
︒
付
記
と
記
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
︒

﹃
名
産
図
会
﹄
の
項
目
の
構
成
は
︑
そ
の
扱
う
産
物
に
よ
っ
て
︑
内
容
に
変
化

が
あ
り
︑
一
定
の
形
式
に
し
た
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
①
で
は
︑
先
人

の
説（

（（
（

を
名
指
し
で
引
用
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
︑
無
断
に
抜
粋
す
る
こ
と
も
あ
る
︒

同
時
代
の
著
作
の
場
合
︑
た
い
て
い
﹁
或
曰
﹂︑﹁
或
云
﹂︑﹁
或
書
﹂
と
い
っ
て
︑

名
を
伏
せ
て
い
る
︒
ま
た
︑
生
産
過
程
よ
り
も
︑
産
物
名
の
解
説
に
多
く
の
ス

ペ
ー
ス
を
当
て
る
こ
と
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
巻
之
四
の
﹁
河
鹿
﹂
な
ど
が
そ

う
で
あ
る
︒
こ
の
項
目
に
は
①
と
③
の
み
が
あ
り
︑
過
去
に
﹁
か
じ
か
﹂
と
呼

ば
れ
た
動
物
︑
そ
の
声
を
描
く
歌
︑﹁
諸
国
に
河
鹿
と
い
う
魚
﹂
を
紹
介
し
︑
文

献
的
な
議
論
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒
絵
も
︑
見
開
き
の
絵
は
な
く
︑
小
さ
な
挿

絵
が
文
の
そ
ば
に
添
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
は
﹃
名
産

図
会
﹄
の
中
で
は
︑
例
外
的
な
項
目
で
︑
全
体
に
お
い
て
は
︑
現
地
視
察
に
よ

る
説
明
が
大
部
分
を
な
す
︒

以
下
︑
二
つ
の
項
目
を
中
心
に
︑﹃
名
産
図
会
﹄
の
特
徴
を
さ
ら
に
詳
し
く
み

て
い
き
た
い
︒

ａ
．
酒
造
業
へ
の
こ
だ
わ
り
と
最
新
情
報

巻
之
一
は
全
巻
に
わ
た
っ
て
︑
伊
丹
の
酒
造
り
を
五
枚
の
絵
を
ま
じ
え
て
説

図7　『日本山海名産図会』（1799）巻之五　「同菩薩揚」　国立国会図書館蔵
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明
し
て
い
る
︒﹃
名
物
図
会
﹄
に
し
ろ
︑﹃
名
産
図
会
﹄
に
し
ろ
︑
そ
の
時
代
の

最
も
象
徴
的
な
産
業
に
目
を
つ
け
て
い
る
︒
当
時
の
産
業
の
な
か
で
も
︑
特
に

目
覚
ま
し
い
発
展
を
遂
げ
︑
大
規
模
で
多
く
の
労
力
を
要
し
︑
作
業
が
細
か
く

分
担
さ
れ
︑
製
造
技
術
が
定
型
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
も
の
を
例
に
と
っ
て
い
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

﹁
摂
州
伊
丹
酒
造
﹂
と
題
し
た
項
目
は
︑
生
産
過
程
が
主
題
だ
が
︑
比
較
的
長

い
冒
頭
文
か
ら
始
ま
る
︒
そ
こ
で
は
﹃
古
事
記
﹄
が
伝
え
る
酒さ
か

楽
ほ
か
い
の

歌う
た

の
故
事
︑

﹁
サ
ケ
﹂
と
い
う
名
前
の
由
来
︑
古
歌
に
﹁
味う
ま

酒ざ
け

のの

三み

輪わ

﹂
と
歌
わ
れ
る
論（

（（
（

︑
造

酒
の
技
術
の
朝
鮮
か
ら
の
伝
来
︑
近
世
に
お
け
る
日
本
酒
の
卓
越
し
た
地
位
︑

伊
丹
の
酒
の
広
範
囲
な
評
判
に
つ
い
て
述
べ
る
︒

こ
れ
よ
り
造
酒
の
法
精
細
と
成
り
て
︑
今
天
下
日
本
の
酒
に
及
ぶ
物
な
く
︑

こ
れ
穀こ
く

気き

最
上
の
御
国
な
れ
ば
な
り
︒
そ
れ
が
中
に
︑
摂
州
伊
丹
に
醸か
も

す

る
も
の
尤
醇
じ
ゅ
ん

雄ゆ
う

な
り
と
て
︑
普
く
船
車
に
載
せ
て
台
命
に
も
応
ぜ
り（

（（
（

︒

こ
こ
で
は
︑
当
時
の
造
酒
事
業
の
繁
栄
を
謳
歌
す
る
だ
け
で
な
く
︑
酒
造
を

古
代
の
天
皇
に
結
び
つ
け
︑
日
本
の
文
化
に
深
く
根
を
お
ろ
す
産
業
で
あ
る
か

の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
使
わ
れ
る
﹁
天
下
日
本
﹂︑﹁
穀
気
最
上
の

御
国
﹂
な
ど
の
表
現
は
︑
大
坂
の
知
識
人
の
間
で
国
学
思
想
が
浸
透
し
て
い
た

こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
︒

酒
造
り
に
関
し
て
は
︑﹁
酒
母
（
こ
う
じ
（﹂︑﹁
麴
糵
（
も
や
し
（﹂︑﹁
酒
の
も

と（
（（
（

﹂︑﹁
酘
（
そ
え
（﹂
と
区
切
っ
て
︑
製
造
工
程
を
説
明
し
て
い
る
︒
現
場
で
観

察
し
︑
当
事
者
か
ら
得
た
情
報
と
思
わ
れ
る
も
の
が
並
ぶ
︒
た
と
え
ば
︑
米
の

種
類
や
醸
具
（
さ
か
ど
う
ぐ
（︑
各
段
階
で
必
要
な
水
・
麴
・
米
の
分
量
︑
時
間
︑

桶
の
数
と
寸
法
︑
そ
し
て
生
産
の
コ
ツ
な
ど
で
あ
る
︒
専
門
用
語
に
も
気
を
く

ば
り
︑
そ
の
意
味
を
述
べ
て
い
る
︒
以
下
︑
新
酒
の
酛も
と

の（
（（
（

製
造
に
関
す
る
記
述

か
ら
数
行
を
引
用
す
る
︒

定じ
ょ
う

日
三
日
前
に
米
を
出
し
︑
翌
朝
洗
ひ
て
漬ひ
た

し
置
き
︑
翌
朝
飯
に
蒸む
し

て
筵
む
し
ろ

へ
あ
げ
て
よ
く
冷
や
し
︑
半は
ん

切き
り

八
枚
に
配わ
か

ち
入
る
る
（
寒
酒
な
れ
ば
六
枚
な

り
（︒
米
五
斗
に
麹
一
斗
七
升
︑
水
四
斗
八
升
を
加
ふ
（
増
減
家
々
の
法
あ

り
（︒
半
日
ば
か
り
に
水
の
引
く
を
期ご

と
し
て
︑
手
を
も
っ
て
か
き
ま
は

す
︑
こ
れ
を
手て

元も
と

と
云
ふ
︒
夜
に
入
り
て
械か
い

に
て
摧く
だ

く
︑
こ
れ
を
や
ま
お

ろ
し
と
い
ふ（

（（
（

︒

生
産
過
程
を
描
く
五
枚
の
絵
図
の
構
成
に
は
︑
特
別
な
注
意
が
払
わ
れ
︑
現

場
の
雰
囲
気
を
具
体
的
に
伝
え
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
工
場
の
空
間
︑
工
人
の

姿
と
人
数
︑
使
用
道
具
︑
作
業
の
分
担
︑
必
要
な
労
力
と
技
能
な
ど
を
巧
み
に

表
現
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
人
物
の
仕
草
︑
動
作
︑
米
や
水
の
扱
い
方
︑
工
場
の

造
り
︑
桶
の
形
な
ど
も
具
に
観
察
し
て
い
る
︒（
図
（
（

こ
こ
で
︑
一
つ
注
意
す
べ
き
は
︑
酒
造
法
が
す
で
に
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
巻

之
百
五
﹁
造
醸
類
﹂
に
お
い
て
︑
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒﹃
和
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漢
三
才
図
会
﹄
の
場
合
︑
酒
の
項
目
に
続
い
て
﹁
醴
あ
ま
さ
け﹂﹁
屠と

蘇そ

酒さ
け

﹂﹁
薬
酒
﹂﹁
焼

酎
﹂﹁
美み

淋り
ん

酒ち
ゅ
う﹂﹁
醝
し
ろ
さ
け﹂﹁
糟
﹂﹁
麹
﹂
な
ど
も
取
り
上
げ
ら
れ
︑
酒
の
製
造
で
必

要
と
な
る
麹
や
飯
の
炊
き
方
も
扱
っ
て
い
る
の
で
︑
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
説
明
の

方
が
丁
寧
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
︒﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
は
本
書
で
時
折
引
用

さ
れ
る
書
物
な
の
で
︑﹁
酒
﹂
の
項
目
で
も
参
考
に
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
︒

同
じ
く
﹃
名
産
図
会
﹄
が
よ
く
利
用
す
る
書
に
﹃
本
朝
食
鑑
﹄
が
あ
る
︒
こ

れ
も
酒
の
製
造
法
に
つ
い
て
詳
し
い
︒﹃
名
産
図
会
﹄
同
様
︑
各
段
階
で
利
用
さ

れ
る
桶
の
寸
法
や
製
造
の
手
順
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
︒
造
醸
類
は
明
の
万
暦

二
十
三
年
（
一
五
九
六
（
刊
の
本
草
書
﹃
本
草
綱
目
﹄
の
分
類
の
一
つ
で
︑
そ
の

中
に
﹁
酒
﹂
と
い
う
項
目
が
含
ま
れ
て
お
り
︑
こ
の
本
草
学
の
大
著
を
模
範
に

し
て
い
た
﹃
本
朝
食
鑑
﹄
や
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
が
﹁
酒
﹂
を
取
り
上
げ
る
の

は
不
思
議
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
当
時
酒
は
日
本
各
地
で
製
造
さ
れ
て
い
た
の
で
︑

そ
の
製
造
法
の
基
礎
が
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る（

（（
（

︒

す
る
と
︑﹃
名
産
図
会
﹄
に
お
け
る
醸
造
法
の
記
述
の
新
鮮
さ
は
ど
こ
に
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
お
そ
ら
く
①
当
時
の
最
先
端
の
技
術
に
注
目
し
て
い

る
点
︑
②
伊
丹
の
酒
造
法
に
限
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
酒
造
の

歴
史
に
つ
い
て
︑
本
書
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

ま
た
酒さ
け

を
絞し
ぼ

り
て
清せ
い

酒し
ゅ

と
せ
し
ハ
︑
纔
わ
ず
か

百
三
十
年
以こ
の

来か
た

に
て
︑
其そ
の

前ま
え

ハ
唯た
だ

飯い

籮か
き

を
以
も
っ
て

漉こ
し

た
る
の
み
な
り（

（（
（

︒

図8　『日本山海名産図会』（1799）巻之一　「伊丹酒造　米あらひの図」　国立国会図書館蔵
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す
な
わ
ち
︑
酒
造
は
︑
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
技
術
の
中
で
も
︑
と
り
わ
け
︑
日

本
で
新
し
い
進
展
を
見
た
も
の
で
あ
り
︑
清
酒
な
ど
は
︑
徳
川
の
代
に
な
っ
て

初
め
て
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
清
酒
と
言
っ
て
も
︑
多
種
多
様
で
︑
造
る

時
期
に
よ
っ
て
︑
品
質
に
差
が
あ
り
︑
値
段
に
も
影
響
す
る
と
い
う
︒

抑そ
も
そ
も

当と
う

世せ
い

醸か
も

す
る
酒
は
新し
ん

酒し
ゅ

（
秋あ
き

彼ひ

岸が
ん

こ
ろ
よ
り
つ
く
り
初そ
め

る
（︑
間あ
い

酒し
ゅ

（
新

酒
︑
寒
前
酒
の
間
に
作
る
（︑
寒か
ん

前ま
え

酒ざ
け

︑
寒か
ん

酒し
ゅ

（
す
べ
て
日
数
も
後
程
多
く
︑
あ

た
ひ
も
次
第
に
高
し
（
等
な
り（

（（
（

︒

確
か
に
︑
こ
の
四
種
の
清
酒
に
関
し
て
は
︑﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
も
﹃
本
朝
食

鑑
﹄
も
言
及
し
て
い
な
い
︒
こ
れ
だ
け
で
も
︑﹁
酒
﹂
と
い
う
商
品
が
︑﹃
名
産

図
会
﹄
の
著
者
に
と
っ
て
︑
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
く
︑
そ
の
品
質
に
対
す
る

こ
だ
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒﹃
名
産
図
会
﹄
に
よ
る
と
︑
質
の
い
い
酒

は
日
本
各
地
で
造
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
で
も
︑
大
坂
近
辺
（
伊
丹
・
池
田
︑
そ

の
他
同
国
西
宮
・
兵
庫
・
灘
・
今
津（
（11
（

（
の
酒
の
評
判
は
格
別
で
あ
る
︒
中
で
も
︑
伊

丹
の
新
酒
は
特
に
有
名
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
︑
そ
の
品
質
評
価
を
披
露
し
て
い

る
（﹁
就
な
か
ん
ず
く中
新
酒
︑
別
し
て
伊
丹
を
名
物
と
し
て
︑
其
香こ
う

芬ふ
ん

弥
い
よ
い
よ

妙
な
り（
（1（
（

﹂（︒
そ
し
て

本
書
で
紹
介
し
て
い
る
の
は
︑
あ
る
伊
丹
の
酒
屋
の
製
造
法
な
の
で
あ
る
︒

右
の
法
は
︑
伊
丹
郷
中
一
家
の
法
を
あ
ら
は
す
の
み
な
り
︒
こ
の
余
は

家
々
の
秘
事
あ
り
て
︑
石
数
・
分
量
等
各
大
同
小
異
あ
り
︒（
︙
（
古
今
変

遷
︑
こ
れ
ま
た
云
ひ
つ
く
し
が
た
し（
（1（
（

︒

﹃
名
産
図
会
﹄
に
お
け
る
酒
造
の
説
明
は
と
り
わ
け
詳
細
で
︑
著
者
が
伊
丹
の

酒
造
業
者
と
な
ん
ら
か
の
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
︒

実
は
︑
こ
の
説
明
に
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
資
料
が
現
存
し
て
い
る
︒
伊

丹
の
酒
造
家
小
西
新
右
衛
門
一
門
︑
小
西
又
右
衛
門
修
就
に
よ
る
﹁
酒
造
手
引

草
﹂
と
い
う
写
本
で
︑
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
（
の
日
付
を
持
つ
︒
鎌
谷
親
善
の

研
究
に
よ
れ
ば
︑﹃
名
産
図
会
﹄
に
お
け
る
酒
の
仕
込
み
法
は
︑
こ
の
写
本
と
多

く
の
共
通
点
を
持
ち
︑
こ
れ
が
種
本
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
両
者
に
お
け

る
米
や
水
の
仕
込
み
配
合
︑
使
用
す
る
道
具
類
の
呼
称
と
数
量
な
ど
が
ほ
ぼ
一

致
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る（

（1（
（

︒
そ
れ
が
種
本
で
あ
っ
た
と
想

定
す
る
と
︑
い
く
つ
か
の
点
が
注
意
を
引
く
︒
一
つ
は
︑﹃
名
産
図
会
﹄
が
︑
酒

造
の
基
礎
用
語
で
あ
る
﹁
も
や
し
﹂﹁
も
と
﹂﹁
そ
え
﹂﹁
お
お
わ
け
﹂﹁
う
ん
き
﹂

な
ど
に
対
し
て
︑
種
本
に
は
な
い
敢
え
て
難
解
な
文
字
を
当
て
て
い
る
点
で
あ

る（
（1（
（

︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑﹃
名
産
図
会
﹄
の
編
者
が
酒
造
に
対
し
て
特
別
な
こ
だ
わ

り
を
示
し
︑
学
問
的
色
彩
を
恣
意
的
に
導
入
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
も
う

一
つ
は
︑﹃
名
産
図
会
﹄
に
お
い
て
︑
時
に
重
要
な
数
値
に
誤
記
が
あ
り
︑
説
明

が
整
合
性
に
欠
け
る
こ
と
が
あ
る
点
で
あ
る（

（1（
（

︒
こ
れ
ら
の
誤
記
は
︑
編
者
が
︑

或
い
は
校
正
者
が
︑
専
門
的
な
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
か
︑
或
い

は
︑
正
確
に
そ
れ
を
伝
え
る
意
志
に
欠
け
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
と
は

い
え
︑﹃
名
産
図
会
﹄
が
当
時
最
先
端
の
酒
造
技
術
を
披
露
し
た
点
に
は
変
わ
り
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な
く
︑
当
時
の
読
者
に
大
い
に
歓
迎
さ
れ
た
に
違
い
な
い
︒

ｂ
.﹁
鮪
﹂
の
描
写
に
み
る
本
草
学
へ
の
傾
倒

﹃
名
産
図
会
﹄
の
も
っ
と
も
代
表
的
な
項
目
は
︑
お
そ
ら
く
水
産
業
を
扱
う
一

連
の
項
目
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
五
十
行
あ
ま
り
と
い
う
比
較
的
長
い
﹁
鮪し
び

﹂

の
項
目
を
も
と
に
︑﹃
名
産
図
会
﹄
に
お
け
る
﹁
学
問
﹂
に
つ
い
て
考
え
た
い
︒

シ
ビ
と
は
︑
今
日
の
マ
グ
ロ
を
指
し
︑
当
時
す
で
に
全
国
各
地
で
消
費
さ
れ
て

い
た
魚
で
あ
る（
（1（
（

︒

こ
の
項
目
の
中
心
を
な
す
の
は
︑
漁
の
手
法
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
二
カ
所

の
手
法
（
平
戸
の
岩
清
水（
（1（
（

と
若
狭
の
国
（
に
言
及
し
て
い
る
が
︑
説
明
の
詳
し
い

前
者
の
み
が
︑
現
地
で
得
た
情
報
に
基
づ
い
て
い
る
と
想
像
さ
れ
る
︒
漁
に
使

用
さ
れ
る
網
の
形
や
寸
法（
（1（
（

︑
船
の
種
類
や
名
前
（
ダ
ン
ベ
イ
と
い
う
小
舟
（︑
漁

師
が
使
う
道
具
（
熊く
ま

手て

︑
鳶と
び

口ぐ
ち

（︑
餌
（
イ
ワ
シ
（︑
専
門
用
語
︑
船
に
乗
る
漁
師

の
数
︑
服
装
（
腰こ
し

蓑み
の

・
襷
た
す
き

・
鉢
巻
（
や
動
作
︑
一
網
で
釣
れ
る
魚
の
数
（
五
~
七

万
（
な
ど
で
あ
る
︒
後
に
も
述
べ
る
が
︑﹁
鮪
冬
網
﹂
の
図
に
は
︑
そ
の
手
法
が

細
部
に
わ
た
っ
て
描
か
れ
て
い
る
︒

著
者
の
関
心
は
︑
魚
自
体
に
も
注
が
れ
る
︒
魚
の
形
態
（
頭
︑
嘴
︑
頬
︑
眼
︑

鱗
︑
腹
色
︑
尾
の
岐
︑
体
長
︑
力
等（
（1（
（

（
や
習
性
を
知
る
こ
と
か
ら
優
れ
た
猟
獲
法

が
導
か
れ
る
と
い
う
思
想
が
︑
魚
の
項
目
す
べ
て
を
貫
い
て
い
る
︒
網
の
種
類

や
そ
の
使
用
法
は
絵
図
や
目
次
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
も
っ
と
も
重
き
が
お

か
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
魚
の
描
写
に
関
し
て
は
﹃
本
朝
食

鑑
﹄
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
断
り
な
く
引
い
て
い
る
の
で
︑
著
者
が
そ
の
方
面
の

専
門
家
だ
っ
た
と
は
い
え
な
い
︒

魚
の
産
地
︑
捕
獲
時
期
︑
形
態
︑
呼
称
︑
風
味
︑
品
質
︑
ま
た
魚
に
ま
つ
わ

る
故
事
も
関
心
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
︒﹃
名
物
図
会
﹄
の
一
部
の
項
目
は
︑
特

殊
な
市
場
に
注
目
し
て
い
た
が
︑
本
書
も
そ
れ
に
な
ら
っ
て
︑
物
産
の
市
場
へ

の
出
荷
の
様
子
に
言
及
し
て
い
る
︒

最
後
に
﹁
鮪
﹂
の
読
み
に
つ
い
て
見
解
を
述
べ
て
い
る（

（（1
（

︒
以
下
に
見
る
よ
う

に
本
草
の
専
門
的
な
議
論
に
な
っ
て
い
る
︒

鮪
の
字
を
シ
ビ
に
充あ
つ

る
こ
と
︑
其
義
本
草（

（（（
（

又
字
書（

（（（
（

の
釈
義
に
適
わ
ず
︒
さ

れ
ど
も
和
名
抄
は
閩び
ん

書し
ょ

に（
（（（
（

よ
り
て
︑
魚
の
大
小
の
名
を
も
異
に
す
る
こ
と

其
故
な
き
に
し
も
あ
ら
ざ
る
べ
し
︒
又
日に

本ほ
ん

記ぎ

武ぶ

烈れ
つ

記き

真ま

鳥と
り

大だ
い

臣じ
ん

の
男こ

の

名
︑
鮪
と
云
に
自じ

註
ち
ゅ
う

慈(
シ
ビ
)寐

と
も
訓
せ
り
︒
元
よ
り
中
華
に
海
物
を
釈と

く

事
甚
粗そ

成な

る
を
既
に
云
が
ご
と
し
︒
故
に
姑
し
ば
ら

く
鮪
に
随
て
可
な
り
と
も
い

わ
ん
︒
シ
ビ
の
訓
義
未
つ
ま
び
ら
か
に
あ
ら
ず

詳
︒（

（（（
（

つ
ま
り
︑﹁
鮪
﹂
を
﹁
シ
ビ
﹂
と
訓
む
日
本
の
慣
習
は
︑﹃
本
草
綱
目
﹄
や
中

国
の
字
書
の
説
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑﹃
和
名
抄
﹄
で
は
︑﹃
閩
書
﹄
に
従
っ

て
︑
魚
の
大
小
を
分
け
て
い
る
の
で
︑
そ
の
よ
う
に
訓
む
根
拠
と
な
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒﹃
日
本
紀
﹄
で
も
︑
人
の
名
前
で
﹁
鮪
﹂
を
﹁
シ
ビ
﹂
と
訓
ん

で
い
る
例
が
あ
る
︒
中
国
の
書
物
が
魚
介
類
に
関
し
て
は
粗
雑
で
あ
る
こ
と
は
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す
で
に
述
べ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
鮪
﹂
を
そ
の
ま
ま
シ
ビ
と
当
て
続
け
て
も
い

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹁
シ
ビ
﹂
と
い
う
こ
と
ば
の
由
来
は
は
っ
き
り
し

な
い
と
い
う
︒

こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
シ
ビ
と
い
う
名
前
で
知
ら
れ
る
魚
に

﹁
鮪
﹂
と
い
う
漢
字
を
当
て
る
日
本
人
の
慣
習
で
あ
る
︒
こ
れ
が
︑
中
国
の
本
草

の
大
著
で
あ
る
﹃
本
草
綱
目
﹄
の
説
明
と
合
致
し
な
い
こ
と
は
す
で
に
貝か
い

原ば
ら

益え
き

軒け
ん

（
一
六
三
〇
︱
一
七
一
四
（
が
﹃
大
和
本
草
﹄
で
指
摘
し
て
お
り
︑
益
軒
は

﹃
本
草
綱
目
﹄
が
魚
介
類
に
関
し
て
は
粗
雑
だ
と
も
言
っ
て
い
る
︒﹃
名
産
図

会
﹄
の
著
者
は
こ
れ
と
は
違
っ
た
見
解
を
持
ち
︑
日
本
の
古
典
を
利
用
し
て
そ

れ
を
根
拠
づ
け
て
い
る
︒
ま
ず
﹃
和
名
抄
﹄
と
い
う
平
安
時
代
の
書
物
を
引
き

合
い
に
出
し
て
い
る
が
︑﹃
和
名
抄
﹄
の
原
典
を
誤
っ
て
明
代
の
﹃
閩
書
﹄
と
し

て
い
る
︒
正
し
く
は
中
国
古
代
の
字
書
で
あ
る
﹃
爾じ

が雅
﹄
で
あ
る（

（（（
（

︒
議
論
は
そ

れ
ほ
ど
明
白
で
は
な
い
が
︑﹃
爾
雅
﹄
で
大
小
に
分
け
て
魚
を
命
名
し
て
い
る
こ

と
が
︑﹁
鮪
﹂
と
﹁
シ
ビ
﹂
に
共
通
な
の
で
︑
同
一
視
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
︒
最
後
に
︑﹃
日
本
紀
﹄
に
お
い
て
も
﹁
鮪
﹂
を
﹁
シ
ビ
﹂
と
訓
ん
で

い
る
の
で
︑
こ
れ
に
従
う
こ
と
は
間
違
い
で
は
な
か
ろ
う
と
結
ぶ
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹃
名
産
図
会
﹄
は
時
に
本
草
学
の
細
か
い
議
論
に
踏
み
込
む
こ

と
が
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑﹃
本
草
綱
目
﹄﹃
和
名
抄
﹄﹃
閩
書
﹄﹃
日
本
紀
﹄
な
ど

の
書
名
を
挙
げ
て
い
る
が
︑
本
書
全
体
に
わ
た
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
書
物
の

数
は
五
十
以
上
に
も
の
ぼ
り
︑
日
本
の
史
書
︑
歌
集
︑
本
草
書
︑
中
国
や
朝
鮮

の
類
書
︑
医
書
︑
本
草
書
︑
字
書
と
分
野
も
豊
富
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
学

問
性
は
増
し
て
い
る
と
い
え
る
が
︑
誤
謬
も
あ
り
︑
断
り
な
し
の
引
用
も
多
く
︑

本
草
の
専
門
書
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
た
だ
︑
本
書
の
編
者
に
本
草
の

素
養
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒

ｃ
.
絵
を
通
し
て
感
じ
と
ら
れ
る
現
場
の
雰
囲
気

最
後
に
﹁
鮪
冬
網
﹂
の
絵
図
（
図
（
（
を
考
察
す
る
︒
こ
れ
は
大
勢
の
漁
師

が
︑
マ
グ
ロ
を
獲
っ
て
い
る
光
景
を
表
し
た
典
型
的
な
風
俗
画
で
あ
る
︒
前
方

に
は
︑﹁
熊
手
︑
鳶
口
﹂
を
利
用
し
て
︑
網
に
嵌
っ
た
大
き
な
マ
グ
ロ
を
船
の
中

に
放
り
込
ん
で
い
る
場
面
を
︑
後
方
に
は
大
き
な
網
を
引
き
上
げ
て
い
る
場
面

を
描
い
て
い
る
︒﹃
名
産
図
会
﹄
の
絵
は
︑
風
俗
画
の
中
で
も
上
質
な
も
の
を
多

く
含
ん
で
い
る
︒
作
業
の
内
容
が
明
確
に
映
る
よ
う
構
成
を
考
え
︑
細
部
に
気

を
く
ば
り
︑
動
物
や
人
間
の
動
作
を
重
視
し
︑
罠
や
網
の
構
造
に
も
注
意
を
は

ら
っ
て
い
る
︒
説
明
文
で
述
べ
る
技
術
︑
道
具
︑
動
物
や
人
間
は
多
く
の
場
合

絵
に
も
描
か
れ
︑
文
章
で
言
い
尽
く
せ
な
い
こ
と
を
絵
が
補
う
役
割
を
果
た
し

て
い
る
︒
絵
の
補
助
的
性
格
を
示
唆
す
る
か
の
よ
う
に
︑﹁
尚
図
に
照
ら
し
て

み
る
べ
し
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る（

（（（
（

︒

﹃
名
産
図
会
﹄
の
絵
の
特
徴
は
︑
現
場
の
雰
囲
気
に
敏
感
な
点
で
あ
る
︒
風
景

を
描
き
︑
生
産
作
業
の
仕
組
み
が
把
握
で
き
る
よ
う
に
︑
視
点
の
高
さ
を
調
整

し
て
い
る
︒﹁
名
所
図
会
﹂
類
で
は
︑
鳥
瞰
図
が
大
半
を
占
め
て
い
る
が
︑
本
書

で
は
︑
人
物
と
ほ
ぼ
同
レ
ベ
ル
に
視
点
を
置
き
︑
そ
の
仕
草
が
身
近
に
感
じ
ら

れ
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
︒
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﹁
鮪
冬
網
﹂
の
場
合
︑
鮪
漁
が
大
規
模
な
事
業
で（

（（（
（

︑
多
く
の
労
力
を
要
し
︑
漁

師
に
と
っ
て
は
重
労
働
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
絵
に
現
れ
て
い
る
︒
ま
た

﹃
名
物
図
会
﹄
に
比
べ
て
︑
労
働
者
の
姿
に
大
き
な
変
化
が
起
き
て
い
る
︒
大
量

生
産
に
よ
っ
て
緊
張
感
が
生
じ
︑
穏
や
か
な
表
情
が
失
わ
れ
︑
労
働
者
が
生
産

組
織
の
一
環
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
点
は
︑
こ
の
絵
が
現
場
に
赴
い
て
描

か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒
関
月
は
日
本
各
地
の
生
産
の
場

を
視
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
社
会
の
変
化
を
感
じ
取
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒10

．『
日
本
山
海
名
産
図
会
』
の
編
纂
に
つ
い
て

ａ
．
遠
国
で
の
取
材
の
問
題

以
上
︑﹃
名
産
図
会
﹄
の
い
く
つ
か
の
特
徴
を
み
て
き
た
が
︑
こ
こ
で
も
う
一

度
そ
の
編
纂
過
程
に
つ
い
て
考
え
た
い
︒
ま
ず
﹃
名
産
図
会
﹄
が
︑
北
は
松
前

か
ら
南
は
平
戸
・
長
崎
ま
で
︑
全
国
に
渡
る
産
物
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
︑
編

者
が
当
時
の
読
者
の
旺
盛
な
好
奇
心
に
力
を
尽
く
し
て
答
え
よ
う
と
し
た
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
︒
当
時
人
気
を
博
し
て
い
た
﹁
名
所
図
会
﹂
類
は
︑
一
国
の

み
を
取
材
の
対
象
に
し
て
い
た
が
︑
そ
れ
で
も
そ
の
制
作
に
多
く
の
時
間
と
労

力
を
費
や
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
を
思
う
と
︑
全
国
を
視
野

に
入
れ
た
﹃
名
産
図
会
﹄
が
い
か
に
膨
大
な
労
力
を
要
す
る
企
画
だ
っ
た
か
は

想
像
に
難
く
な
い
︒
で
は
︑
編
者
は
こ
の
仕
事
を
い
か
に
遂
行
し
た
の
だ
ろ
う

図9　『日本山海名産図会』（1799）巻之三　「鮪冬網」　国立国会図書館蔵
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﹁
松
前
昆
布
﹂
と
い
う
項
目
が
す
で
に
あ
り（

（（（
（

︑
新
鮮
味
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
︒

で
は
︑﹁
俳
諧
行
脚
の
人
﹂
に
何
を
教
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
お
そ
ら
く
運

上
屋
の
配
置
や
運
営
に
関
わ
る
具
体
的
な
描
写
だ
ろ
う
︒
著
者
は
二
枚
の
挿
絵

（﹁
蝦え

夷ぞ

人び
と

捕お
っ
と
つ
を
と
る

膃
肭
﹂﹁
同
運
上
屋
﹂（
を
添
え
て
い
る
︒
直
に
見
て
い
な
い
光
景
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
現
地
の
雰
囲
気
を
み
ご
と
に
漂
わ
せ
て
い
る
（
図
（1
（︒

こ
れ
を
描
く
に
︑
何
か
資
料
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
当
時
の
出
版
物
で
蝦
夷

や
ア
イ
ヌ
を
描
い
た
も
の
は
少
な
く（
（（1
（

︑
松
前
の
町
絵
師
に
よ
る
風
俗
画
を
手
に

入
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
確
か
な
こ
と
は
言
え
な
い（

（（（
（

︒

こ
の
よ
う
に
︑
現
場
で
の
﹁
取
材
﹂
を
編
集
の
原
則
と
し
な
が
ら
も
︑
一
部

の
絵
は
︑
想
像
さ
れ
た
光
景
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
で
は
︑

な
ぜ
無
理
を
し
て
ま
で
も
︑
蝦
夷
絵
を
添
え
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
︑
言
う

ま
で
も
な
く
蝦
夷
地
と
蝦
夷
人
が
当
時
強
い
関
心
の
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

と
り
わ
け
大
坂
の
町
人
の
間
で
は
︑
ロ
シ
ア
の
南
進
や
蝦
夷
地
に
関
す
る
情
報

は
︑
大
い
に
関
心
を
呼
ん
で
い
た
︒
木
村
蒹
葭
堂
が
︑
天
明
期
に
︑
当
時
と
し

て
は
珍
し
い
蝦
夷
の
地
図
を
所
持
し
て
︑
蝦
夷
の
織
物
や
産
物
の
販
売
を
上
方

で
請
け
負
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
蝦
夷
の
探
検
家
の
最も

上が
み

徳と
く

内な
い

（
一
七
五
四
︱
一
八
三
六
（
等
を
介
し
て
︑
機
密
文
書
も
手
に
入
れ
て
い

る（
（（（
（

︒
懐
徳
堂
で
も
︑
蝦
夷
が
話
題
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
︑
懐
徳
堂
の
学
主
を

つ
と
め
︑
関
月
と
親
し
い
間
柄
に
あ
っ
た
中な
か

井い

竹ち
く

山ざ
ん

（
一
七
三
〇
︱
一
八
〇
四
（

が
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
（
に
松
平
定
信
（
一
七
五
九
︱
一
八
二
九
（
に
献
上
し

た
﹃
草そ
う

茅ぼ
う

危き

言げ
ん

﹄
の
中
で
︑
蝦
夷
人
と
の
交
易
や
蝦
夷
地
の
開
発
事
業
に
言
及

か
︒﹃
名
産
図
会
﹄
の
戦
略
を
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
︒

﹃
名
産
図
会
﹄
が
主
に
近
畿
や
中
国
地
方
の
産
物
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
す

で
に
述
べ
た
︒
遠
国
の
産
物
は
比
較
的
少
な
く
︑
巻
之
五
に
集
中
し
て
い
る
︒

珍
し
さ
の
点
で
も
っ
と
も
注
意
を
引
く
の
は
︑
蝦
夷
の
﹁
膃
肭
獣
﹂︑
長
崎
の

﹁
異
国
産
物
﹂
と
肥ひ

前ぜ
ん

伊
万
里
焼
で
あ
る
︒
旅
行
が
盛
ん
な
時
代
だ
っ
た
と
は

い
え
︑
こ
れ
だ
け
遠
隔
な
地
で
取
材
す
る
の
は
容
易
で
な
く
︑
案
内
役
が
必
要

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
跋
文
で
も
そ
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
︒﹁
遠
つ
国
の

た
ど
り
か
た
き
ハ
︑
そ
こ
の
よ
す
が
︑
も
と
む
な
ど
し
つ
つ
︑（
︙
（﹂︒
ま
た
︑

案
内
役
が
み
つ
か
ら
な
い
場
合
は
︑
現
地
に
出
向
か
ず
に
︑
人
を
通
し
て
情
報

を
得
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
蝦
夷
の
場
合
︑
自
分
の
目
で
確
か
め
て

い
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
（﹁
右
は
皆
︑
俳
諧
行
脚
の
人
松
前
往
来
の
話
に
伝
え

き
き
て
︑
実

ま
こ
と
に
予
が
見
及
び
し
こ
と
に
ハ
あ
ら
ず（
（（（
（

﹂（︒

蝦
夷
は
当
時
︑
松
前
藩
が
支
配
す
る
狭
い
土
地
を
の
ぞ
け
ば
国
外
で
あ
り
︑

日
本
人
は
ア
イ
ヌ
と
の
交
易
を
通
し
て
産
物
を
手
に
入
れ
て
い
た
︒
蝦
夷
ま
で

足
を
の
ば
す
者
は
少
な
く
︑
こ
の
地
に
関
す
る
知
識
は
け
っ
し
て
広
く
共
有
さ

れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
︒﹃
名
産
図
会
﹄
が
取
り
上
げ
る
産
物
は
﹁
膃お
っ

肭と
つ

獣じ
ゅ
う﹂

と
﹁
昆
布
﹂
の
み
で
あ
る
︒
膃
肭
獣
と
は
オ
ッ
ト
セ
イ
を
指
し
︑
生
殖
器
が
高

値
で
売
ら
れ
る
薬
材
で
あ
っ
た
た
め
︑
古
く
か
ら
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
︒

﹃
名
産
図
会
﹄
に
お
け
る
膃
肭
獣
の
説
明
は
︑
十
七
世
紀
末
・
十
八
世
紀
初
頭
に

刊
行
さ
れ
た
﹃
本
朝
食
鑑
﹄
や
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
︑

新
し
い
情
報
は
ほ
と
ん
ど
含
ま
れ
て
い
な
い
︒﹁
昆
布
﹂
も
︑﹃
名
物
図
会
﹄
に
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し
て
い
る
点
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
る（

（（（
（

︒

蝦
夷
ほ
ど
遠
国
で
は
な
い
が
︑
写
生
の
た
め
に
九
州
ま
で
赴
く
の
は
手
間
の

か
か
る
作
業
で
あ
っ
た
︒
巻
之
五
に
は
︑﹁
伊い

万ま

里り

陶や

器き

﹂
と
長
崎
の
外
国
船
を

扱
う
項
目
が
あ
る（

（（（
（

︒
前
者
は
三
枚
の
挿
絵
を
含
み
︑
関
月
ら
し
く
人
物
と
労
働

を
中
心
に
据
え
な
が
ら
︑
生
産
現
場
を
細
部
に
わ
た
っ
て
描
い
て
い
る
（
図
（（

参
照
（︒
そ
の
説
明
に
お
い
て
は
︑
一
方
で
は
︑﹁
上
じ
ょ
う

場ば

﹂
と
言
わ
れ
る
十
八
カ

所
の
窯
山
の
名
を
挙
げ
︑
そ
の
中
の
鍋
島
や
平
戸
藩
の
御ご

用よ
う

山や
ま

の
存
在
に
触
れ

（﹁
此
内
大お
お

河か
わ

内ち

は
鍋
島
の
御
用
山
︑
三み

河か
わ

内ち

は
平
戸
の
御
用
山
に
し
て
︑
他
に
貨
売
す

る
こ
と
を
禁
ず（
（（（
（

﹂（︑
現
地
で
得
た
と
思
わ
れ
る
情
報
を
盛
り
込
ん
で
い
る
が
︑
他

方
︑
製
造
工
程
の
説
明
に
お
い
て
明
崇
禎
十
年
（
一
六
三
七
（
刊
﹃
天て
ん

工こ
う

開か
い

物ぶ
つ

﹄（
（（（
（

か
ら
の
引
用
が
目
立
ち
︑
現
場
で
得
た
情
報
は
限
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
せ
る
︒

と
り
わ
け
︑
当
時
最
先
端
の
技
術
で
あ
っ
た
赤
絵
に
つ
い
て
は
︑﹁
是
一
山
の
秘

術
と
し
て
口
外
を
禁
ず
︒
故
に
此
に
略
す
﹂
と
し
て
︑
詳
し
い
説
明
を
避
け
て

い
る
︒
こ
の
例
か
ら
も
︑
現
地
取
材
の
難
し
さ
が
察
知
で
き
る
︒
絵
師
が
現
場

に
赴
い
て
写
生
に
成
功
し
︑
物
産
に
関
す
る
情
報
を
多
少
手
に
入
れ
た
と
し
て

も
︑
工
程
作
業
を
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
︑
説
明
文
は
後
に
な
っ
て
資
料

や
文
献
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
と
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
︒

も
う
一
つ
注
意
を
要
す
る
点
は
︑
挿
絵
が
生
産
の
光
景
を
表
す
と
い
っ
て
も
︑

い
く
ら
か
の
人
為
的
技
巧
を
凝
ら
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
図
（（

の
場
合
︑
見
開
き
の
絵
に
三
つ
の
作
業
を
閉
じ
込
め
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
実
際

に
は
数
カ
所
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
だ
と
想
像
で
き
る
︒
こ
の
よ
う
な
技
巧
は
︑

図10　『日本山海名産図会』（1799）巻之五　「蝦夷人捕膃肭」　国立国会図書館蔵
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﹃
名
産
図
会
﹄
の
絵
の
﹁
写
実
性
﹂
を
考
え
る
上
で
考
慮
す
べ
き
点
で
あ
る
︒

で
は
︑
長
崎
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
︒
十
八
世
紀
の
後
半
と
も
な
る
と
︑

多
く
の
学
者
や
画
人
が
長
崎
に
出
か
け
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
大
坂

は
︑
長
崎
に
向
か
う
旅
人
の
通
り
道
に
位
置
し
︑
長
崎
に
関
す
る
情
報
が
容
易

に
手
に
入
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
︒
蔀
関
月
の
近
辺
で
は
︑
木
村
蒹
葭
堂
が
安
永

七
年
（
一
七
七
八
（
に
長
崎
に
遊
ん
で
い
る
し
︑
司
馬
江
漢
（
一
七
四
七
︱
一
八

一
八
（
も
天
明
八
年
（
一
七
八
八
（
に
一
年
が
か
り
で
長
崎
・
平
戸
・
生
月
島
等

を
巡
り
︑
数
年
後
に
そ
の
記
録
を
﹃
西さ
い

遊ゆ
う

旅り
ょ

譚だ
ん

﹄（
一
八
〇
三
（
と
し
て
発
表
し
︑

道
中
に
描
い
た
絵
を
披
露
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
加
え
て
︑
長
崎
で
販
売
さ
れ
て

い
た
﹁
異
国
人
﹂
や
﹁
異
国
船
﹂
を
描
い
た
版
画
が
大
坂
で
も
人
の
目
に
触
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑﹃
紅お
ら

毛ん
だ

船ふ
ね

﹄︑﹃
紅
毛
船

入
津
﹄︑﹃
菩ぼ

薩さ

揚
げ
﹄
な
ど
は
長
崎
版
画
の
典
型
的
な
素
材
だ
っ
た（

（（（
（

︒
長
崎
版

画
は
十
八
世
紀
の
半
ば
に
勃
興
し
︑
初
期
の
も
の
は
さ
ほ
ど
写
実
的
で
は
な

か
っ
た
が
︑
十
九
世
に
入
っ
て
技
術
的
に
大
き
く
進
展
し
た
と
さ
れ
る（
（（（
（

︒
し
か

し
︑
版
画
が
現
場
を
想
像
す
る
に
役
立
っ
た
に
せ
よ
︑
そ
れ
だ
け
で
現
状
を
把

握
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

﹃
名
産
図
会
﹄
の
解
説
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
船
と
唐
船
の
入
津
に
的
を
絞
っ
て
お
り
︑

長
崎
の
地
理
や
︑
現
地
の
人
員
の
対
応
に
詳
し
く
︑
さ
ら
に
風
俗
画
を
五
枚
も

含
ん
で
い
る
（
図
（
（︒
関
月
の
他
の
絵
に
比
べ
て
︑
や
や
題
材
と
の
距
離
が
遠

い
よ
う
に
思
え
る
が
︑
現
場
に
お
け
る
行
動
の
制
限
が
そ
の
よ
う
に
影
響
し
た

の
か
も
し
れ
な
い
︒
絵
の
内
容
は
詳
細
で
︑
現
地
で
写
生
し
た
と
思
わ
せ
る
も

図11　『日本山海名産図会』（1799）巻之五　「同素焼釜すやきがま、同過銹くすりをかくる、同打圏
書画ゑをかく」　国立国会図書館蔵
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の
で
あ
る
︒

で
は
当
時
︑
長
崎
に
関
す
る
情
報
は
ど
れ
だ
け
流
布
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒

上
方
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
絵
入
り
の
長
崎
の
地
誌
と
し
て
は
︑
元
禄
一
七
（
一

七
〇
四
（
年
刊
﹃
長
崎
虫
眼
鏡
﹄
と
寛
政
十
二
（
一
八
〇
〇
（
年
刊
﹃
長
崎
聞
見

録
﹄
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
前
者
は
︑
絵
も
文
も
︑
な
ん
ら
か
の
資
料
を
も
と
に
作

成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
︑
過
去
の
で
き
ご
と
に
多
く
言
及
し
︑
現
地
の
雰
囲
気

を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
︒
後
者
の
出
版
は
︑﹃
名
産
図
会
﹄
よ
り
後
に
な
る
が
︑

序
文
の
日
付
は
寛
政
十
年
な
の
で
同
時
代
の
作
品
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

﹁
唐
船
﹂﹁
唐
船
の
略
図
﹂﹁
舟
揚
り
の
図
・
船
菩
薩
の
事
﹂﹁
唐
人
舘
﹂﹁
阿
蘭
陀

屋
鋪
﹂﹁
阿
蘭
陀
船
の
事
﹂﹁
阿
蘭
陀
船
の
図
﹂
な
ど
︑
取
り
上
げ
て
い
る
題
材

は
﹃
名
産
図
会
﹄
と
あ
ま
り
違
わ
な
い
︒﹃
長
崎
聞
見
録
﹄
は
︑
長
崎
の
風
物
や

動
植
物
に
重
点
を
置
い
て
い
る
わ
り
に
は
︑
情
報
量
が
少
な
く
︑
絵
も
雑
で
あ

る
（
図
（（
（︒
そ
の
点
︑﹃
名
産
図
会
﹄
は
︑
当
時
類
例
を
見
な
い
画
質
の
高
さ

と
︑
具
体
的
な
情
報
を
提
供
し
て
い
た
と
い
え
る
︒
そ
れ
が
長
崎
で
直
接
得
た

も
の
で
な
か
っ
た
に
し
て
も
︑
絵
師
の
技
量
と
情
報
収
集
力
の
点
で
︑﹃
名
産
図

会
﹄
は
際
立
つ
存
在
だ
っ
た
と
言
え
る
︒

ｂ
．
関
月
の
写
生
に
対
す
る
姿
勢

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
︑﹃
名
産
図
会
﹄
に
は
︑
大
ま
か
に
二
種
類
の
絵
が
混

在
し
て
い
る
︒
資
料
を
も
と
に
想
像
し
た
も
の
と
現
場
の
光
景
を
忠
実
に
伝
え

る
も
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
後
者
の
中
に
は
︑
編
集
の
都
合
上
︑
あ
る
程
度
体

裁
を
繕
っ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
︒
こ
の
二
種
類
の
絵
を
区
別
す
る
の
は
決

し
て
容
易
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑﹃
名
産
図
会
﹄
が
い
か
に
想
像
に
基
づ
く
絵
を

含
ん
で
い
た
と
し
て
も
︑
蔀
関
月
が
絵
師
と
し
て
︑
現
物
に
即
し
て
絵
を
描
き

続
け
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
の
は
確
か
だ
︒
晩
年
︑
関
月
と
親
し
い
間
柄

で
あ
っ
た
秦
石
田
が
﹃
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
﹄
の
跋
文
に
お
い
て
そ
れ
を
は
っ

き
り
語
っ
て
い
る
︒

山
に
海
に
お
の
づ
か
ら
の
あ
り
さ
ま
を
師
と
し
︑
う
つ
さ
ん
こ
そ
︑
こ
よ

な
き
ま
な
び
な
ら
め
︑
こ
れ
い
に
し
へ
に
よ
る
べ
き
こ
と
わ
り
に
し
て
︑

ま
な
び
に
心
を
つ
く
す
も
の
︑
し
か
あ
ら
ざ
ら
ん
や
は（
（（（
（

︒

図12　『長崎聞見録』（1800）巻之二　
「舟揚りの図」　早稲田大学図書館蔵
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す
な
わ
ち
︑
絵
師
に
と
っ
て
︑
自
然
を
あ
り
の
ま
ま
に
写
す
こ
と
こ
そ
が
︑

一
番
の
学
び
で
あ
り
︑
そ
れ
は
古
く
か
ら
伝
わ
る
教
え
で
あ
る
︒
絵
を
志
す
も

の
は
こ
れ
に
従
う
べ
き
で
あ
る
︒
関
月
は
こ
の
理
想
に
異
常
な
ま
で
に
忠
実
で
︑

そ
の
風
景
の
描
写
に
対
す
る
執
着
こ
そ
が
彼
の
名
声
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
︒

我
が
友
関
月
こ
そ
︑
そ
れ
を
我
が
病
ひ
と
な
し
け
れ
︒
さ
て
身
は
心
に
ま

か
せ
ぬ
れ
ば
︑
草
枕
旅
の
硯
の
海
を
わ
た
り
︑
あ
し
ひ
き
の
山
に
筆
の
は

や
し
の
こ
ず
ゑ
を
つ
ぶ
ね
︑
あ
る
は
岩
の
は
ざ
ま
に
お
り
ゐ
て
︑
淵
に
の

ぞ
む
水
の
色
ま
で
も
︑
藍
よ
り
出
で
て
な
ほ
こ
さ
ま
さ
る
名
は
流
れ
き（

（（1
（

︒

こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
関
月
の
絵
師
と
し
て
の
志
が
並
大
抵
の
も

の
で
は
な
く
︑
実
物
に
即
し
て
絵
を
描
く
と
い
う
姿
勢
を
何
よ
り
も
重
視
し
て

い
た
点
で
あ
る
︒
こ
の
姿
勢
は
当
時
の
絵
師
の
教
育
に
よ
る
も
の
で
広
く
共
有

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
︑﹁
名
所
図
会
﹂
の
商
業
的
人
気
が
こ
の
絵
師
と
し
て

の
視
線
を
写
生
画
に
向
け
さ
せ
た
と
も
い
え
る
︒

ｃ
.﹃
名
産
図
会
﹄
の
学
問
性

﹃
名
産
図
会
﹄
の
学
問
性
が
﹃
名
物
図
会
﹄
に
比
べ
て
濃
厚
に
な
っ
て
い
る
こ

と
は
す
で
に
述
べ
た
が
︑
そ
の
性
格
を
も
う
少
し
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
︒

﹃
名
産
図
会
﹄
の
項
目
の
内
容
は
︑
産
物
に
よ
っ
て
特
色
は
あ
る
が
︑
た
い
て
い

次
の
様
式
に
し
た
が
っ
て
い
る
︒
ま
ず
︑
①
産
地
・
出
荷
・
品
質
上
の
序
列
を

と
り
あ
げ
︑
②
採
取
法
・
捕
獲
法
・
加
工
法
を
説
明
し
︑
③
動
物
／
植
物
の
種

別
・
形
態
・
古
名
に
言
及
す
る
︒
時
折
︑
最
後
に
︑﹁
附
記
﹂
と
し
て
︑
著
者
の

見
解
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
︒

巻
之
四
﹁
八や
つ

目め

鰻う
な
ぎ﹂

と
い
う
項
目
で
は
︑
こ
の
﹁
附
記
﹂
は
本
文
以
上
に
長

い
︒
本
文
で
は
︑
ヤ
ツ
メ
ウ
ナ
ギ
の
産
地
と
漁
法
に
つ
い
て
述
べ
る
が
︑﹁
附

記
﹂
で
は
全
く
こ
れ
と
は
違
っ
た
本
草
の
問
題
を
扱
う
︒
す
で
に
見
た
﹁
鮪
﹂

の
読
み
の
問
題
と
共
通
点
が
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
本
草
の
古
典
で
あ
る
﹃
本
草

綱
目
﹄
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
﹁
鱧れ
い

﹂
と
い
う
魚
と
八
目
鰻
を
同
一
視
す
べ

き
か
が
議
論
さ
れ
︑
著
者
は
そ
う
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る
︒﹃
本
朝
食

鑑
﹄
や
﹃
本
草
綱
目
﹄
で
の
近
来
南
部
で
釣
ら
れ
た
魚
の
話
を
引
き
合
い
に
出

し
︑﹁
鱧れ
い

﹂
と
八
目
鰻
を
同
じ
魚
と
す
る
説
を
否
定
し
て
い
る
︒
以
下
︑
結
び
の

部
分
を
引
用
す
る
︒

案
ず
る
に
﹃
本
草
（
綱
目
（﹄
の
鱧れ
い

の
条
下
に
疳か
ん

疾し
つ

を
療
り
ょ
う
ず
る
こ
と
を
裁の
せ

（
載
（
ざ
れ
ば
︑
鱧
は
鱧
に
し
て
︑
此
の
八
目
鰻
と
別
物
な
る
事
明
あ
き
ら
かな
り
︒

又
﹃（
本
朝
（
食
鑑
﹄
に
云
と
こ
ろ
ハ
︑
疳
疾
の
薬
に
充あ

て
て
︑
こ
の
八
目

鰻
な
る
こ
と
疑
い
な
く
い
い
て
︑
鱧
の
字
に
充あ
て

た
る
は
誤
な
る
べ
し
︒
所

詮
今
の
八
目
鰻
疳
疾
の
薬
用
に
だ
に
あ
た
ら
ば
︑
漢
名
の
論
は
無
用
な
る

べ
し（

（（（
（

︒

明
晰
な
論
理
だ
と
は
言
え
な
い
が
︑
要
す
る
に
︑﹃
本
草
綱
目
﹄
で
は
﹁
鱧
﹂
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取
法
︑
捕
獲
法
︑
加
工
法
（
に
言
及
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
し
な
か
っ
た
︒
そ
の
点
︑

﹃
本
朝
食
鑑
﹄
と
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
は
そ
の
方
面
に
対
す
る
関
心
を
は
っ
き
り

示
し
︑
当
事
者
か
ら
得
た
情
報
を
盛
り
込
ん
だ
説
明
に
多
く
の
紙
面
を
割
い
て

い
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
木
村
蒹
葭
堂
の
序
文
が
明
示
し
て
い
た
よ
う
に
︑﹃
名
産

図
会
﹄
の
編
述
は
先
人
の
本
草
書
の
系
譜
に
位
置
し
て
い
る
と
言
え
る
︒

こ
の
中
国
に
発
す
る
学
問
的
系
譜
を
考
え
る
と
き
︑
も
う
一
つ
注
意
す
べ
き

点
が
あ
る
︒﹃
名
産
図
会
﹄
の
巻
之
五
で
は
︑
本
草
書
で
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
項

目
と
し
て
︑
⑴
﹁
近お
お

江み

石い
し

灰ば
い

﹂︑
⑵
﹁
越え
ち

後ご

織ぬ

の布
﹂
と
⑶
﹁
伊い

萬ま

里り

陶や

き器
﹂
が
あ

る
が
︑
こ
の
⑴
と
⑶
で
は
︑
同
じ
く
明
末
に
出
版
さ
れ
た
﹃
天
工
開
物
﹄
を
参

考
に
し
て
お
り
︑
そ
の
引
用
が
著
し
い（

（（（
（

︒﹃
天
工
開
物
﹄
は
中
国
在
来
の
技
術
を

各
方
面
に
わ
た
っ
て
網
羅
し
て
い
る
と
さ
れ
る
珍
し
い
事
典
で
あ
る（

（（（
（

︒
産
業
を

十
八
部
門
に
分
け
︑
自
ら
の
見
聞
を
も
と
に
︑
数
値
デ
ー
タ
を
加
え
な
が
ら
︑

絵
入
り
の
説
明
を
提
供
し
て
い
る
︒
こ
の
著
作
は
本
国
で
は
広
く
流
布
し
た
形

跡
は
な
い
が
︑
日
本
で
は
︑
十
七
世
紀
末
に
す
で
に
輸
入
さ
れ
︑
知
識
層
の
目

に
と
ま
り
︑
一
七
七
一
年
に
和
刻
本
が
大
坂
の
書
肆
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
て
い

る
︒
興
味
深
い
こ
と
に
︑
木
村
蒹
葭
堂
所
蔵
本
が
こ
の
和
刻
本
の
底
本
に
な
っ

て
い
る（

（（（
（

︒﹃
天
工
開
物
﹄
の
挿
絵
は
︑
初
版
に
お
い
て
は
か
な
り
素
朴
な
も
の

だ
っ
た
が
（
図
（（
（︑
そ
れ
で
も
絵
に
よ
っ
て
生
産
の
場
を
描
く
試
み
の
斬
新
さ

は
注
目
を
浴
び
︑
一
部
の
本
草
学
者
に
強
い
印
象
を
与
え
た
︒
た
と
え
ば
︑
平

賀
源
内
（
一
七
二
八
︱
一
七
八
〇
（
が
︑﹃
物ぶ
つ

類る
い

品ひ
ん

隲し
つ

﹄
の
巻
之
六
﹁
甘
藷
培
養

并ニ

製
造ノ

法
﹂
に
お
い
て
︑﹃
天
工
開
物
﹄
の
絵
を
ほ
と
ん
ど
手
を
入
れ
ず
に
写
し

の
薬
用
に
言
及
し
て
い
な
い
の
に
︑﹃
本
朝
食
鑑
﹄
で
は
﹁
八
目
鰻
﹂
は
食
用
に

は
向
か
ず
︑
薬
用
の
み
に
採
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
︑
同
じ
魚
と
す

る
の
は
誤
り
で
あ
り
︑
漢
名
を
論
じ
る
べ
き
で
は
な
い
と
結
ん
で
い
る
の
で
あ

る
︒こ

の
よ
う
な
議
論
は
︑
当
時
の
本
草
学
の
領
域
に
入
る
の
で
︑
木
村
蒹
葭
堂

が
序
文
で
本
草
学
の
書
物
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
の
も
一
理
あ
る
︒﹃
名
産
図

会
﹄
は
︑
と
り
わ
け
魚
介
類
と
な
る
と
上
記
①
と
③
の
部
分
に
お
い
て
︑
頻
繁

に
﹃
大
和
本
草
﹄﹃
本
朝
食
鑑
﹄︑
あ
る
い
は
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
を
引
用
し
︑
そ

の
説
を
議
論
し
た
り
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
三
書
は
い
ず
れ
も
明
の

﹃
本
草
綱
目
﹄
の
系
譜
上
に
位
置
し
て
い
る（

（（（
（

︒

﹃
本
草
綱
目
﹄
は
︑
そ
の
知
識
の
ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て
︑
ま
た
は
そ
の
体
系
の

上
で
も
︑
本
草
の
集
大
成
と
み
な
さ
れ
︑
中
国
だ
け
で
な
く
︑
広
く
東
ア
ジ
ア

諸
国
に
お
い
て
経
典
視
さ
れ
て
き
た
︒
日
本
で
も
︑
十
七
世
紀
を
通
じ
て
広
く

読
ま
れ
た
が
︑
十
七
世
紀
末
・
十
八
世
紀
初
頭
に
な
る
と
︑
こ
の
﹁
経
典
﹂
を

利
用
し
な
が
ら
も
︑
日
本
の
産
物
を
取
り
上
げ
た
本
草
書
︑
事
典
類
（
類
書
（

が
現
れ
︑﹃
大
和
本
草
﹄﹃
本
朝
食
鑑
﹄﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
は
︑
そ
の
中
で
も
特

に
優
れ
た
刊
行
物
だ
っ
た
︒
本
草
と
い
う
と
通
常
︑
薬
材
を
連
想
す
る
が
︑
実

は
﹃
本
草
綱
目
﹄
は
人
間
に
有
用
な
自
然
物
も
対
象
と
し
︑
ま
た
︑
そ
れ
を
加

工
し
て
得
た
物
に
ま
で
も
言
及
し
て
い
る
の
で
︑﹃
名
産
図
会
﹄
で
扱
う
産
物
の

ほ
と
ん
ど
が
︑
本
草
書
と
の
関
連
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
︑
無
理
も
な
い
こ
と

だ
っ
た
︒
た
だ
﹃
本
草
綱
目
﹄
は
︑
産
物
を
対
象
に
し
て
も
︑
生
産
の
過
程
（
採
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て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る（

（（（
（

︒

﹃
名
産
図
会
﹄
に
お
い
て
︑﹃
天
工
開
物
﹄
が
名
指
し
で
引
用
さ
れ
て
い
る
項

目
は
﹁
伊
萬
里
陶
器
﹂
の
み
で
あ
る
︒
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑﹁
伊
萬
里
陶

器
﹂
の
挿
絵
は
︑
現
地
で
写
生
し
た
と
思
わ
せ
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
が
︑
そ

の
生
産
工
程
の
説
明
に
︑﹃
天
工
開
物
﹄
の
﹁
陶
埏
﹂
か
ら
部
分
的
に
引
用
し
て

い
る
︒
そ
れ
は
正
確
に
は
引
用
で
は
な
く
︑
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
文
章
や
表
現
を
借

り
て
説
明
し
て
い
る
と
い
っ
た
ほ
う
が
正
し
い
︒
そ
の
た
め
か
︑
難
解
あ
る
い

は
不
自
然
な
漢
字
や
表
現
が
目
立
つ
︒
た
と
え
ば
︑﹁
造う
つ
わ
を
つ
く
る

瓷
坏
器
﹂
と
い
う
欄
に

お
い
て
︑
型
で
成
形
し
た
磁
器
を
﹁
印か
た
お
し器
﹂
と
呼
び
︑﹁
瓶
ど
び
ん
﹂﹁
甕つ
ぼ

﹂﹁
爐こ
う
ろ合
﹂
や

﹁
屏
風
﹂﹁
燭
し
ょ
く

基だ
い

﹂
の
例
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
が
︑
そ
の
用
語
に
し
て
も
︑
漢
字

に
し
て
も
︑
当
時
現
場
で
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
は
思
え
な
い（

（（（
（

︒
ま
た
︑
引

用
が
不
完
全
で
あ
る
場
合
も
あ
る
︒﹁
無む

名
み
ょ
う

異い

﹂
と
い
う
色
釉
の
材
料
に
上
中

下
の
品
が
あ
る
と
い
い
︑
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
得
る
色
を
説
明
す
る
際
︑
上
と
中
の

み
を
取
り
上
げ
︑
下
は
な
い（

（（（
（

︒
校
正
の
ミ
ス
だ
と
い
え
る
が
︑
著
者
の
書
い
た

文
章
で
な
い
こ
と
か
ら
︑
こ
の
よ
う
な
ミ
ス
が
起
こ
る
と
解
釈
で
き
る
︒
ま
た

﹃
天
工
開
物
﹄
は
磁
器
の
生
産
工
程
を
複
数
の
挿
絵
に
よ
っ
て
描
い
て
い
る
︒

﹃
名
産
図
会
﹄
の
挿
絵
の
方
が
優
れ
て
い
る
が
︑
取
り
上
げ
る
作
業
は
共
通
し
て

い
る
︒
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
﹃
天
工
開
物
﹄
の
影
響
は
見
逃
せ
な
い
︒
名

指
し
で
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
本
書
全
体
で
一
カ
所
の
み
だ
が
︑
実
は
こ
れ
が

下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
は
る
か
に
多
い
の
で
は
な
い
か
︒

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
﹁
近
江
石
灰
﹂
の
項
目
も
﹃
天
工
開
物
﹄
の
引
用
を

図13　『天工開物』（1637）第七巻「陶埏」白磁 付青磁　国立国会図書館蔵
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含
む
が
︑﹃
名
産
図
会
﹄
と
﹃
天
工
開
物
﹄
が
共
に
取
り
上
げ
て
い
る
物
産
は
こ

の
二
つ
に
限
ら
な
い
（
表
（
（︒
な
る
ほ
ど
﹁
石
灰
﹂
の
例
を
の
ぞ
い
て
︑
説
明

の
文
章
上
で
の
一
致
は
皆
無
に
等
し
い
が
︑﹃
天
工
開
物
﹄
を
参
考
に
し
て
い
る

こ
と
は
全
体
の
構
成
か
ら
見
て
取
れ
る
︒﹃
天
工
開
物
﹄﹁
麯
こ
う
じ

糵も
や
し﹂
の
冒
頭
で
聖

人
と
酒
を
結
び
つ
け
て
い
る
の
に
対
し
て
︑﹃
名
産
図
会
﹄
で
は
﹁
酒
造
﹂
の
冒

頭
で
酒
は
古
く
か
ら
神
に
捧
げ
ら
れ
て
き
た
と
言
う
︒
ま
た
︑
生
産
工
程
の
説

明
の
仕
方
に
お
い
て
も
︑
多
く
の
示
唆
を
得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
た
と
え
ば

﹃
名
産
図
会
﹄
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
た
産
地
︑
用
語
︑
道
具
︑
作
業
者
の
動
作
に

対
す
る
関
心
な
ど
は
︑
い
ず
れ
も
﹃
天
工
開
物
﹄
と
共
通
し
て
い
る
︒
こ
の
よ

う
に
見
て
い
く
と
︑﹃
名
産
図
会
﹄
の
発
想
そ
の
も
の
の
起
源
が
﹃
天
工
開
物
﹄

に
あ
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
さ
ら
に
推
論
を
進
め
て
︑
す

で
に
﹃
名
物
図
会
﹄
に
お
い
て
も
︑
同
じ
こ
と
が
言
え
る
︒
た
だ
︑﹃
名
産
図

会
﹄
の
蜂
蜜
や
酒
造
の
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
他
の
著
書
（﹃
和
漢
三
才

図
会
﹄
な
ど
（
や
現
地
で
得
た
情
報
も
参
考
に
し
て
い
る
の
で
︑
こ
の
系
譜
が
目

立
た
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

以
上
︑﹃
名
産
図
会
﹄
が
﹃
本
草
綱
目
﹄
や
﹃
天
工
開
物
﹄
の
系
統
に
位
置
す

る
書
物
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
が
︑
一
方
で
︑
日
本
の
古
典
か
ら
も
多
く
引

用
し
て
い
る
点
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
︒
日
本
の
本
草
書
で
は
多
く
﹃
日
本

書
紀
﹄︑﹃
万
葉
集
﹄︑﹃
延
喜
式
﹄
や
﹃
和
名
抄
﹄
な
ど
の
書
物
を
参
考
に
す
る

が
︑﹃
名
産
図
会
﹄
に
お
い
て
は
︑
そ
れ
に
加
え
て
和
歌
の
引
用
が
目
立
つ
︒
た

と
え
ば
︑
巻
之
三
﹁
真
珠
﹂
の
附
記
な
ど
は
︑﹃
新
猿
楽
記
﹄︑﹃
万
葉
集
﹄︑﹃
古

今
和
歌
六
帖
﹄︑﹃
西
行
山
家
集
﹄
な
ど
を
引
用
し
て
︑
ア
コ
ヤ
と
い
う
貝
の
由

来
を
考
え
て
い
る（

（（（
（

︒
和
歌
を
多
く
盛
り
込
む
こ
と
は
︑
当
時
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

で
あ
っ
た
﹁
名
所
図
会
﹂
を
思
わ
せ
︑
難
解
な
漢
字
が
与
え
る
印
象
を
和
ら
げ

る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

上
記
の
考
察
を
も
と
に
︑﹃
名
産
図
会
﹄
の
学
問
性
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
︑

ま
ず
こ
れ
が
本
草
の
系
譜
に
位
置
す
る
和
漢
の
書
物
を
幅
広
く
利
用
し
な
が
ら

編
纂
さ
れ
︑
そ
の
発
想
に
お
い
て
︑﹃
天
工
開
物
﹄
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
て
い

る
こ
と
が
判
明
し
た
︒﹃
天
工
開
物
﹄
が
生
産
技
術
を
詳
細
に
説
明
す
る
中
国

の
歴
史
で
も
稀
な
書
物
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
︑
博
学
な
人
物
が
本
書
の
編

纂
に
当
た
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
引
用
さ
れ
る
書
物
は
︑﹃
天

工
開
物
﹄
も
含
め
て
︑
全
て
刊
本
だ
っ
た
の
で
︑
凡
人
の
手
に
届
か
な
い
稀
覯

本
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
木
村
蒹
葭
堂
は
序
文
に
お
い
て
︑
本
書
の
文
が

﹁
事
実
之
証
拠
﹂
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
が
︑
確
か
に
文
面
に
は

﹁
案
ず
る
に
﹂
で
始
ま
る
著
者
の
議
論
が
散
見
す
る
︒
こ
れ
は
︑
著
者
が
本
草
の

道
に
お
け
る
権
威
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
︒
一
方
︑
議
論
の
立
て
方
は
必

ず
し
も
明
晰
で
な
く
︑
校
正
ミ
ス
が
目
立
ち
︑
当
時
の
学
問
水
準
に
照
ら
す
と

や
や
劣
る
よ
う
に
も
見
え
る（

（（1
（

︒

﹃
名
産
図
会
﹄
の
制
作
に
複
数
の
人
物
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述

べ
た
が
︑
で
は
︑
こ
の
学
問
的
な
性
格
は
誰
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
企

画
の
立
案
者
で
あ
っ
た
平
瀬
補
世
に
つ
い
て
は
︑
書
肆
で
あ
っ
た
こ
と
以
外
︑

何
も
知
ら
れ
て
い
な
い
︒
本
草
に
対
す
る
関
心
は
︑
そ
の
父
徹
斎
の
作
品
で
あ



170

る
﹃
名
物
図
会
﹄
に
お
い
て
す
で
に
顕
著
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑﹃
名
物
図
会
﹄
が

鉱
業
に
一
章
を
当
て
︑
細
か
に
解
説
し
て
い
る
点
は
︑
す
で
に
徹
斎
の
眼
中
に

﹃
天
工
開
物
﹄
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る（

（（（
（

︒
十
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
︑

本
草
や
物
産
が
広
く
庶
民
の
関
心
の
対
象
と
な
り
︑
趣
味
で
そ
の
方
面
の
知
識

を
深
く
学
ぶ
人
物
が
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
く
︑
補
世
が
父
に
な
ら
っ
て

そ
の
分
野
に
詳
し
か
っ
た
と
想
定
で
き
る
︒
一
般
に
当
時
の
大
坂
の
書
肆
が
多

く
執
筆
活
動
に
携
わ
る
知
識
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
調
査
に
よ
っ
て
わ
か
っ
て
お

り（
（（（
（

︑
木
村
蒹
葭
堂
の
家
を
訪
問
し
て
い
た
書
肆
の
数
か
ら
も
察
す
る
こ
と
が
で

き
る（

（（（
（

︒
こ
れ
は
元
来
︑
平
瀬
徹
斎
と
同
じ
書
肆
の
身
分
で
あ
っ
た
蔀
関
月
に
つ

い
て
も
言
え
る
こ
と
で
︑
懐
徳
堂
の
文
人
や
木
村
蒹
葭
堂
と
交
流
が
あ
っ
た
彼

が
︑
本
草
へ
の
関
心
も
共
有
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
︑
画
人
と
し
て

そ
の
よ
う
な
知
識
を
必
要
と
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る（

（（（
（

︒
ま
た
︑
本
書
の
編

纂
に
最
後
に
加
わ
っ
た
秦
石
田
が
こ
の
方
面
に
詳
し
か
っ
た
と
す
る
仮
説
も
十

分
成
り
た
ち
︑
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
方
が
有
力
で
あ
る
︒
ま
ず
︑﹃
名
産
図
会
﹄
の

跋
文
の
署
名
に
﹁
海
驢
﹂
の
古
名
の
﹁
ミ
チ
﹂
を
利
用
し
て
い
る
点
が
注
意
を

引
く
︒
ま
た
︑﹃
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
﹄
の
跋
文
に
多
く
の
植
物
名
が
散
り
ば
め

ら
れ
て
い
る
の
も
本
草
に
対
す
る
好
奇
心
が
人
一
倍
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る（

（（（
（

︒
秦
石
田
が
︑
本
草
の
専
門
的
知
識
を
多
く
持
ち
合
わ
せ
た
人
物
だ
と
し
て
も
︑

そ
れ
は
当
時
流
布
し
て
い
た
刊
本
か
ら
得
た
も
の
で
︑
最
先
端
の
知
識
で
な

か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
一
方
︑
木
村
蒹
葭
堂
が
こ
の
企
画
に
関
与
し
た
と
想

定
す
る
こ
と
に
も
︑
そ
れ
な
り
の
根
拠
が
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
①
木
村
蒹
葭
堂

が
本
草
・
物
産
方
面
に
お
い
て
︑
広
範
な
知
識
の
持
ち
主
で
あ
り
︑
序
文
で
も

述
べ
て
い
る
通
り
︑
そ
の
知
識
を
文
章
に
し
て
い
た
︒
②
長
崎
と
蝦
夷
の
産
物

に
関
し
て
最
新
の
情
報
を
収
集
し
て
い
た
︒
③
﹃
天
工
開
物
﹄
を
家
蔵
し
て
お

り
︑
そ
の
内
容
に
通
じ
て
い
た
︒
④
関
月
没
後
︑﹃
名
産
図
会
﹄
の
編
纂
を
引
き

受
け
た
中
井
藍
江
と
秦
石
田
の
知
人
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
四
点
で
あ
る（

（（（
（

︒

11
．
結
び
に
か
え
て

―
―
『
日
本
山
海
名
産
図
会
』
に
お
け
る
物
産
学
の
系
譜

で
は
︑
最
後
に
︑﹃
名
産
図
会
﹄
が
十
八
世
紀
末
の
文
化
の
ど
の
よ
う
な
動
向

を
伝
え
て
い
る
か
︑
ま
と
め
て
み
た
い
︒
ま
ず
︑
本
書
は
大
坂
の
書
肆
の
野
心

と
行
動
力
の
成
果
だ
と
い
え
る
︒﹃
名
産
図
会
﹄
は
︑
平
瀬
徹
斎
（
千
草
屋
新
右

衛
門
（
と
い
う
書
肆
が
宝
暦
期
に
企
て
た
産
物
案
内
書
﹃
日
本
山
海
名
物
図

会
﹄
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
︒﹃
名
物
図
会
﹄
は
︑
そ
の
発
想
︑
体
裁
︑
視
察

の
範
囲
︑
内
容
の
豊
か
さ
の
上
で
画
期
的
な
作
品
で
あ
っ
た
︒
平
瀬
徹
斎
は
︑

書
肆
と
し
て
︑
こ
れ
が
発
展
性
の
あ
る
書
物
だ
と
判
断
し
︑
早
期
か
ら
﹁
続
編
﹂

を
計
画
し
た
が
︑
達
成
に
至
ら
な
か
っ
た
︒
こ
の
企
画
は
そ
の
息
子
の
鬼
望

（
別
名
補
世
（
に
受
け
継
が
れ
︑
千
種
屋
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
蔀
関
月
と
い

う
優
れ
た
絵
師
の
力
を
借
り
て
︑
寛
政
年
間
に
ほ
ぼ
結
実
し
︑
寛
政
七
年
に
大

坂
の
本
屋
仲
間
に
開
板
願
い
が
届
け
ら
れ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
時
に
は
︑
す
で
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に
補
世
は
他
界
し
て
お
り
︑
関
月
が
出
版
の
責
任
を
一
人
で
担
う
身
と
な
っ
て

い
た
︒
結
局
﹃
名
産
図
会
﹄
が
上
梓
さ
れ
な
い
う
ち
に
関
月
も
亡
く
な
り
︑
板

も
千
種
屋
の
手
を
離
れ
た
︒
関
月
亡
き
後
︑
出
版
計
画
は
危
機
に
直
面
す
る
が
︑

弟
子
の
藍
江
と
秦
石
田
に
よ
る
増
訂
を
経
て
日
の
目
を
見
る
こ
と
に
な
る
︒

現
存
す
る
﹃
名
産
図
会
﹄
に
は
︑
画
工
の
名
前
の
み
が
明
記
さ
れ
て
い
る
︒

絵
と
文
を
区
別
し
て
考
え
る
と
︑
ま
ず
本
書
の
七
十
枚
以
上
の
見
開
き
の
絵
は

ほ
ぼ
す
べ
て
蔀
関
月
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
数
枚
を
除
け
ば
︑
す
べ
て

生
産
現
場
に
着
目
し
︑
そ
の
光
景
を
細
部
に
わ
た
っ
て
伝
え
て
い
る
︒
こ
れ
こ

そ
が
蔀
関
月
が
も
っ
と
も
伝
え
よ
う
と
し
た
主
題
で
あ
る
と
い
え
る
︒
そ
の
絵

の
一
部
が
現
地
で
の
写
生
で
な
か
っ
た
に
せ
よ
︑
当
時
の
大
坂
画
壇
の
第
一
人

者
だ
け
あ
っ
て
︑
彼
の
筆
に
よ
る
挿
絵
は
︑
十
八
世
紀
末
の
海
村
や
山
村
の
繁

栄
を
み
ご
と
に
表
す
と
同
時
に
︑
大
量
生
産
が
導
く
労
働
の
変
容
を
も
示
し
て

い
る
︒

﹃
名
産
図
会
﹄
の
文
は
︑
全
体
に
お
い
て
統
一
性
に
欠
け
︑
複
雑
な
経
緯
に

よ
っ
て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
︒
ど
の
部
分
が
︑
い

つ
︑
誰
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
か
は
判
断
し
が
た
い（

（（（
（

︒
項
目
に
は
共
通
の
設
定
が

見
ら
れ
る
が
︑
現
地
取
材
︑
漢
籍
︑
和
本
︑
伝
聞
と
情
報
源
が
複
数
あ
り
︑
項

目
に
よ
っ
て
︑
そ
の
利
用
の
度
合
い
が
違
う
︒
そ
れ
で
も
︑
挿
絵
と
説
明
文
が

う
ま
く
対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
編
者
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
推

測
で
き
る
︒
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
経
緯
に
も
関
わ
ら
ず
︑
こ
の
本
が
世
に
出
さ

れ
た
の
は
︑
書
肆
の
強
い
意
志
と
と
も
に
︑
大
坂
の
文
芸
界
の
結
束
に
支
え
ら

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

刊
行
さ
れ
た
﹃
名
産
図
会
﹄
は
七
十
枚
の
優
れ
た
風
俗
画
を
含
む
︑
計
百
五

十
五
丁
︑
五
巻
本
の
大
部
で
あ
る
︒
そ
の
書
体
︑
見
開
き
の
絵
や
現
地
視
察
の

重
視
な
ど
は
︑
当
時
出
版
界
を
席
巻
し
て
い
た
﹁
名
所
図
会
﹂
と
類
似
す
る
が
︑

相
違
す
る
点
も
あ
る
︒
そ
の
一
つ
は
︑
一
定
の
地
域
の
文
化
の
歴
史
や
記
憶
を

辿
る
の
で
は
な
く
︑
日
本
各
地
の
海
浜
や
山
間
に
お
け
る
生
産
に
焦
点
を
当
て

て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
の
違
い
は
︑
解
説
が
和
歌
や
俳
諧
よ
り
も
︑

明
代
の
﹃
本
草
綱
目
﹄
や
﹃
天
工
開
物
﹄
か
ら
発
展
し
た
本
草
・
物
産
の
学
問

に
も
と
づ
い
て
い
る
点
で
あ
る
︒
こ
の
傾
向
は
す
で
に
﹃
名
物
図
会
﹄
に
も
見

受
け
ら
れ
た
が
︑﹃
名
産
図
会
﹄
に
お
い
て
︑
そ
の
学
問
性
は
さ
ら
に
顕
著
に

な
っ
て
い
る
︒
木
村
蒹
葭
堂
の
序
文
も
そ
の
権
威
づ
け
に
一
役
買
っ
て
い
る
︒

こ
の
現
象
の
背
景
に
︑
大
坂
の
書
肆
と
文
芸
界
の
﹁
自
己
主
張
﹂
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
︒﹁
名
所
﹂
に
対
し
て
﹁
名
物
﹂
や
﹁
名
産
﹂
を
掲
げ
る
こ
と
は
︑
ま

さ
に
生
産
と
流
通
を
中
心
に
据
え
た
新
し
い
文
化
を
宣
伝
す
る
こ
と
を
意
味
し

た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
新
し
い
文
化
の
担
い
手
は
大
坂
人
だ
と
主
張
す
る
機
会
で

も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

そ
の
文
化
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
知
識
と
意
識
か
ら
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒

ま
ず
﹃
名
物
図
会
﹄
と
﹃
名
産
図
会
﹄
が
必
ず
言
及
す
る
商
品
の
産
地
と
品
質

に
関
す
る
知
識
が
含
ま
れ
る
︒
十
八
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
︑
上
方
と
い
う
限

ら
れ
た
地
域
の
産
業
か
ら
日
本
全
域
の
山
林
や
海
浜
に
お
け
る
産
業
へ
と
視
野

が
広
が
る
︒
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
︑
ま
ず
︑
こ
の
知
識
が
﹁
一
国
﹂
と
い
う
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従
来
の
地
域
感
か
ら
脱
し
て
︑
全
国
規
模
で
も
の
を
捉
え
て
い
る
点
で
あ
る
︒

そ
れ
に
加
え
て
︑
蝦
夷
や
長
崎
の
異
国
産
物
を
も
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

当
時
の
日
本
の
商
業
の
繁
栄
に
外
国
の
産
物
が
貢
献
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
点
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
文
化
の
重
要
な
性
格
は
︑
庶
民
が
作
り
上
げ
て

い
る
文
化
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
庶
民
と
は
︑
大
坂
の
町
人
を
指
す
だ
け
で
な

く
︑
海
村
に
住
む
漁
師
で
あ
っ
た
り
︑
石
山
で
石
を
掘
る
下げ

財ざ
い

で
あ
っ
た
り
︑

熊
を
命
が
け
で
捕
る
猟
師
を
含
む
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
庶
民
の
働
き
が
あ
っ
て

は
じ
め
て
今
日
の
繁
栄
が
あ
る
の
だ
と
関
月
の
絵
は
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
﹃
名
産
図
会
﹄
と
い
う
書
物
を
位
置
付
け
る
と
︑
そ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
は
明
ら
か
に
町
衆
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
書
物
が
広
く

流
布
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
そ
の
効
果
は
大
都
市
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
山
林
や
海
浜

で
生
産
に
携
わ
る
人
間
に
も
大
き
な
刺
激
と
自
負
心
を
与
え
た
と
想
像
で
き
る
︒

最
後
に
︑
こ
の
書
物
が
関
月
の
死
と
い
う
で
き
ご
と
に
直
面
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
刊
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
︑
お
そ
ら
く
こ
の
﹁
新
し
い
文
化
﹂
に
対
す

る
思
い
入
れ
が
多
く
の
人
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
解
釈
で
き
る
︒

付
記
:
杏
雨
書
屋
蔵
﹃
平
賀
源
内
物
産
考
﹄
な
る
写
本
に
つ
い
て

大
阪
の
杏
雨
書
屋
に
︑﹃
平
賀
源
内
物
産
考
﹄
と
題
さ
れ
た
一
冊
（
六
十
五

丁
（
の
写
本
（
請
求
番
号（（（（

（
が
あ
る
︒
黒
川
真
頼
︑
真
道
の
蔵
書
印
を
持
つ（

（（（
（

︒

こ
の
写
本
に
つ
い
て
言
及
し
た
論
文
は
管
見
の
か
ぎ
り
皆
無
で
あ
る
︒

本
写
本
に
は
︑
蔀
関
月
の
見
開
き
の
絵
は
な
い
が
︑
そ
の
内
容
は
﹃
名
産
図

会
﹄
の
抜
粋
か
ら
成
っ
て
い
る
︒
表
（
に
お
い
て
本
書
の
構
成
を
示
し
︑
本
書

の
項
目
が
そ
れ
ぞ
れ
﹃
名
産
図
会
﹄
の
ど
の
項
目
に
該
当
す
る
か
を
記
し
た
︒

本
書
は
大
き
く
以
下
の
よ
う
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

①
﹁
序
文
﹂

②
魚
と
蛙
の
絵

③
漁
捕
品
（
す
な
ど
り
ひ
ん
（
の
項
目
（
一
部
（

④
﹃
名
産
図
会
﹄
の
総
目
次
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
一
覧
表

⑤
漁
捕
品
（
す
な
ど
り
ひ
ん
（
の
項
目
︒
あ
ら
ま
し
の
み
の
項
目
が
多
い
︒

⑥
田
猟
品
（
か
り
の
し
な
（
の
項
目

項
目
の
順
列
は
﹃
名
産
図
会
﹄
の
巻
内
の
順
列
と
一
致
す
る
が
︑
表
か
ら
も

わ
か
る
よ
う
に
︑﹃
名
産
図
会
﹄
の
巻
の
順
に
は
従
っ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
同
じ

魚
が
二
度
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
︑
そ
の
場
合
︑
一
度
は
概
要
の
み

だ
っ
た
り
︑
わ
ず
か
数
行
だ
っ
た
り
す
る
︒

同
書
が
﹃
名
産
図
会
﹄
の
写
本
だ
と
す
る
と
︑
筆
者
は
関
心
が
あ
る
部
分
を

選
択
し
︑
写
し
た
こ
と
に
な
る
が
︑
だ
と
す
る
と
︑
写
し
方
は
か
な
り
乱
れ
て

い
る
︒
一
方
︑
本
書
に
は
︑
朱
筆
の
書
き
入
れ
が
あ
る
︒﹁
序
文
﹂
の
句
読
点
︑

漢
字
の
ふ
り
が
な
︑
少
数
の
注
が
朱
色
で
付
さ
れ
て
︑
書
き
入
れ
は
す
べ
て

﹃
名
産
図
会
﹄
に
含
ま
れ
て
い
る
（
図
（（
︑
（（
（︒
し
た
が
っ
て
︑
本
書
は
﹃
名

産
図
会
﹄
の
完
成
後
の
写
本
で
は
な
く
︑
完
成
以
前
に
存
在
し
た
草
稿
で
︑
書

き
入
れ
は
編
纂
者
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
推
定
も
成
り
立
つ
︒

以
下
︑
同
写
本
の
特
徴
と
解
説
を
列
記
す
る
︒



『日本山海名産図会』（一七九九）の成立事情と系譜を辿って

173

図14・15　『平賀源内物産考』（写本）の序文　武田科学振興財団 杏雨書屋所蔵
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（
.
全
体
を
通
じ
て
︑
書
体
に
変
化
が
認
め
ら
れ
る
︒﹁
序
文
﹂
は
仮
名
で
清

書
さ
れ
て
い
る
︒
①
③
⑥
は
細
字
で
︑
④
と
⑤
は
太
字
で
書
か
れ
て
い
る
︒

（
.﹃
名
産
図
会
﹄
の
題
名
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
︒

（
.﹁
こ
よ
︑
補
世
あ
り
し
ほ
ど
に
お
も
ひ
は
じ
め
に
た
る
木
の
下
露
を
︑
︙

関
月
が
い
さ
ほ
し
な
り
け
り
﹂
か
ら
始
ま
る
﹃
名
産
図
会
﹄
の
跋
文
が
︑
本

書
で
は
﹁
序
文
﹂
で
あ
る
か
の
よ
う
に
添
え
ら
れ
て
い
る
︒﹁
な
に
は
え
の
︑

み
ち
︑
し
る
す
﹂
の
記
載
は
な
く
︑
そ
の
代
わ
り
に
︑
別
筆
で
﹁
明
和
元

年
八
月
︑
平
賀
源
内
鳩
渓
述
﹂
と
あ
る
（
図
（（
︑
図
（（
（
が
︑
そ
れ
以
外
︑

ま
っ
た
く
同
じ
内
容
の
文
で
あ
る
︒
朱
色
で
句
読
点
が
施
さ
れ
︑﹃
名
産

図
会
﹄
の
跋
文
と
書
体
や
字
数
の
上
で
全
く
一
致
し
て
い
る
の
で
︑
こ
の

﹁
序
文
﹂
だ
け
は
︑
本
書
の
跋
文
の
稿
本
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
︒﹃
名
産

図
会
﹄
の
編
纂
に
関
わ
っ
た
人
物
（
平
瀬
補
世
︑
蔀
関
月
︑
中
井
藍
江
（
に

言
及
し
︑
そ
の
著
者
が
最
後
に
五
巻
本
に
仕
上
げ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る

の
で
︑﹃
名
産
図
会
﹄
完
成
後
に
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
︒

平
賀
源
内
（
一
七
二
八
︱
一
七
八
〇
（
は
周
知
の
通
り
︑
本
草
・
物
産
に

お
け
る
最
先
端
の
知
識
に
通
じ
︑
国
の
宝
と
な
る
物
産
を
求
め
て
︑
日
本

全
国
を
歩
き
ま
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
︒
大
坂
の
学
者
と
の
縁
も
深
く
︑
木

村
蒹
葭
堂
と
交
流
が
あ
っ
た
︒
そ
の
点
で
は
︑﹃
名
産
図
会
﹄
内
の
文
章
の

筆
者
で
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
人
物
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
明
和
元
年

（
一
七
六
四
（
は
︑
中
井
藍
江
が
生
ま
れ
る
以
前
で
︑
蔀
関
月
も
ま
だ
年
少

で
あ
り
︑
源
内
が
こ
の
﹁
序
文
﹂
の
筆
者
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
︒

ま
た
︑
世
代
的
に
も
︑
源
内
と
中
井
藍
江
の
接
触
の
可
能
性
は
低
い
︒
平

賀
源
内
は
︑﹃
名
産
図
会
﹄
が
編
纂
さ
れ
た
こ
ろ
に
は
︑
す
で
に
他
界
し
て

い
た
︒
す
な
わ
ち
︑
平
賀
源
内
の
名
前
と
こ
の
日
付
は
︑
誤
っ
て
付
さ
れ

た
か
︑
何
ら
か
の
理
由
で
故
意
に
付
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒
表

紙
の
﹃
平
賀
源
内
物
産
考
﹄
と
い
う
題
は
︑
こ
の
付
記
が
も
と
に
な
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
﹃
名
産
図
会
﹄
の
一
部
の
項
目
が
平
賀
源
内

の
筆
に
よ
る
可
能
性
も
低
い
︒

（
.﹃
名
産
図
会
﹄
に
も
散
見
す
る
蔀
関
月
に
よ
る
見
開
き
の
挿
絵
と
は
別

類
の
小
さ
な
図
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
そ
の
一
例
と
し
て
︑﹁
序
文
﹂
の
後
に
︑

②
魚
と
蛙
の
十
点
の
図
が
魚
名
の
記
載
な
く
一
カ
所
に
ま
と
め
て
描
か
れ

て
い
る
︒
こ
れ
は
﹃
名
産
図
会
﹄
巻
之
四
﹁
諸
国
河
鹿
と
い
ふ
魚
﹂
の
図

と
一
致
す
る
︒﹃
名
産
図
会
﹄
で
は
︑
各
魚
の
解
説
の
そ
ば
に
配
置
さ
れ
て

い
る
︒
同
写
本
で
は
︑
魚
名
の
記
載
が
な
く
︑
解
説
文
か
ら
切
り
離
さ
れ

て
お
り
︑
挿
絵
の
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
︒

（
.
本
書
の
項
目
は
︑﹃
名
産
図
会
﹄
の
﹁
海
﹂
と
﹁
山
﹂
の
項
目
が
大
部
分

を
な
し
て
い
る
︒
項
目
の
内
容
を
比
較
す
る
と
︑
ほ
ぼ
一
致
す
る
場
合
も

あ
れ
ば
︑
一
部
が
欠
け
て
い
た
り
︑
簡
略
化
さ
れ
て
い
た
り
︑
項
目
の
要

約
の
み
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
︒
ま
た
︑
文
章
が
途
中
で
途
切

れ
て
い
た
り
︑
一
行
欠
け
て
い
る
箇
所
も
あ
る
の
で
（﹁
畜
家
蜂
﹂
な
ど
（︑

﹃
名
産
図
会
﹄
の
草
稿
と
み
な
す
に
は
無
理
が
あ
り
︑
む
し
ろ
草
稿
の
不
完

全
な
写
本
と
み
な
す
べ
き
だ
ろ
う
︒
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（
.﹃
名
産
図
会
﹄
の
巻
之
一
の
﹁
摂
州
伊
丹
酒
造
﹂︑
巻
之
二
の
採
石
関
係

の
項
目
（﹁
豊
島
石
﹂﹁
御
影
石
﹂﹁
龍
山
石
﹂﹁
砥
礪
﹂（
及
び
巻
之
五
の
﹁
伊

萬
里
陶
器
﹂﹁
近
江
石
灰
﹂﹁
越
後
織
布
﹂
は
一
覧
表
に
挙
げ
ら
れ
て
は
い

る
も
の
の
︑
そ
の
内
容
は
欠
け
て
い
る
︒

（
.
巻
之
五
の
﹁
長
崎
異
国
産
物
﹂
に
関
し
て
は
︑
内
容
も
な
く
︑
一
覧
表

に
も
な
い
︒

（
.
両
書
の
項
目
を
比
較
す
る
と
︑﹃
名
産
図
会
﹄
に
お
い
て
︑
本
草
書
の
引

用
な
ど
を
加
え
て
専
門
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
部
分
が
︑
同
写
本
に
含

ま
れ
て
な
い
場
合
が
多
い（

（（（
（

︒

（
.
④
一
覧
表
の
直
後
に
あ
る
⑤
漁
捕
品
で
は
︑
一
部
の
魚
に
対
し
て
太
字

で
﹃
名
産
図
会
﹄
の
項
目
の
概
要
が
付
し
て
あ
る（

（（1
（

︒
こ
の
概
要
は
時
に
わ

ず
か
数
行
で
あ
る
︒
⑤
の
末
に
︑
別
の
書
体
で
︑﹁
五
冊
合
巻
大
局
﹂
と
い

う
小
文
字
の
記
載
が
あ
る
︒

（1
.﹃
名
産
図
会
﹄
で
明
末
宋
応
星
の
﹃
天
工
開
物
﹄
を
部
分
的
に
引
用
し
て

い
る
項
目
は
︑
本
写
本
で
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
︒

上
記
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
同
写
本
の
制
作
時
期
と
役
割
を
確
定
す
る
こ

と
は
困
難
だ
が
︑﹃
名
産
図
会
﹄
編
纂
中
に
暫
定
的
に
利
用
さ
れ
た
可
能
性
も
否

定
で
き
な
い
︒﹁
鮪
﹂
の
項
目
内
に
︑﹁
尚
図
に
照
ら
し
て
見
る
べ
し
﹂
と
あ
る

と
こ
ろ
か
ら
︑
図
が
す
で
に
で
き
上
が
っ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
︒

ま
た
﹁
序
文
﹂
で
は
︑﹃
名
産
図
会
﹄
を
五
巻
に
ま
と
め
た
こ
と
を
述
べ
て
い

る
の
で
︑
項
目
と
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
︒

こ
の
写
本
の
存
在
か
ら
︑﹃
名
産
図
会
﹄
の
成
立
過
程
に
関
し
て
以
下
の
よ
う

な
仮
説
が
提
示
で
き
る
︒

﹃
名
産
図
会
﹄
は
︑
い
く
つ
か
の
段
階
を
経
て
作
成
さ
れ
た
︒
①
本
書
に
含
ま

れ
る
項
目
︑
す
な
わ
ち
﹃
名
産
図
会
﹄
の
巻
之
二
~
巻
之
四
﹁
漁
捕
品
（
す
な

ど
り
ひ
ん
（﹂
と
﹁
田
猟
品
（
か
り
の
し
な（
（（（
（

（﹂
の
項
目
が
ま
ず
初
め
に
で
き
あ

が
っ
た
︒
②
後
に
﹁
石
品
﹂﹁
酒
造
﹂﹁
陶
器
﹂﹁
石
灰
﹂﹁
織
布
﹂
な
ど
が
加
え

ら
れ
た
︒
③
最
後
に
﹁
異
国
産
物
﹂
を
加
え
て
完
成
し
た
︒
初
期
に
作
成
さ
れ

た
項
目
も
︑
後
に
な
っ
て
手
が
加
え
ら
れ
た
︒﹃
天
工
開
物
﹄
を
引
用
す
る
項
目

は
︑
段
階
②
に
お
い
て
書
か
れ
た
︒

同
写
本
は
﹁
序
文
﹂
を
除
い
て
︑
蔀
関
月
（
あ
る
い
は
平
瀬
補
世
（
の
遺
稿
が

も
と
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒﹃
名
産
図
会
﹄
の
編
者
で
あ
る
秦
石
田
（
本

書
の
﹁
序
文
﹂︑
す
な
わ
ち
﹃
名
産
図
会
﹄
の
跋
文
の
筆
者
で
も
あ
る
（
は
︑
本
草
学

的
知
識
を
さ
ら
に
盛
り
込
み
︑
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
項
目
に
手
を
加
え
︑

あ
ら
ま
し
の
み
が
伝
わ
っ
た
項
目
の
内
容
を
充
実
さ
せ
︑
さ
ら
に
新
し
い
項
目

を
加
え
て
︑
五
巻
本
に
仕
上
げ
た
︒
中
で
も
︑﹁
異
国
産
物
﹂
は
最
後
に
付
け
加

え
ら
れ
た
項
目
で
︑
蔀
関
月
は
そ
の
作
成
に
は
関
与
し
て
い
な
い
可
能
性
が
出

て
く
る
︒
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
も
︑
多
く
の
疑
問
が
残
る
︒
と
り
わ
け
︑
こ

の
遺
稿
の
写
し
の
所
持
者
や
﹁
平
賀
源
内
﹂
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
︑
こ
れ

か
ら
さ
ら
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
︒
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＊
拙
稿
の
編
集
に
当
た
っ
て
は
︑
文
章
・
議
論
の
不
備
の
た
め
に
︑
本
誌
の
査
読
者
に
多
大

の
迷
惑
を
か
け
た
︒
多
く
の
修
正
案
を
い
た
だ
い
た
お
か
げ
で
︑
論
点
を
明
確
に
す
る
こ

と
が
で
き
た
︒
こ
こ
で
篤
く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
︒
ま
だ
残
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
不
備

な
点
や
誤
り
の
責
任
が
筆
者
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒

注（
（
（
刊
記
が
寛
政
十
一
年
の
版
本
は
二
種
類
（
①
と
②
（
が
あ
る
が
︑
実
際
そ
の
年
に
刊

行
さ
れ
た
の
は
①
の
み
で
あ
る
︒
①
は
奥
付
に
﹁
畫
圖

法
橋
関
月
／
山
海
名
産
図
会

続
篇

近
刊
／
寛
政
十
一
己
未
年
正
月

浪
花
書
肆

高
木
遷
喬
堂
梓
／
心
斎
橋
筋
北
久

太
郎
町

鹽
屋
長
兵
衛
﹂
と
あ
る
︒
②
で
は
﹁
寛
政
十
一
己
未
年
正
月
発
行
／
浪
花
書
林

吉
田
松
林
堂
／
梶
木
町
渡
辺
筋

播
磨
屋
幸
兵
衛

心
斎
橋
南
久
太
郎
町

鹽
屋
長
兵
衛
／
同

鹽
屋
卯
兵
衛
﹂
と
あ
る
が
︑
鹽
屋
長
兵
衛
が
南
久
太
郎
町
に
移
る
の
は
︑
文
化
末
年
か

文
政
初
年
な
の
で
︑
こ
の
版
本
も
文
化
期
以
降
の
も
の
と
な
る
︒
多
治
比
郁
夫
﹁﹃
山
海

名
物
図
会
﹄
と
﹃
山
海
名
産
図
会
﹄
︱
著
者
と
出
版
事
情
︱
﹂（
第
二
十
九
回
杏
雨
書
屋

特
別
展
示
会
﹇
一
九
九
七
年
十
一
月
﹈
目
録
所
収
（︒

（
（
（
パ
リ
の
図
書
館
の
場
合
︑
コ
レ
ー
ジ
ュ
ド
フ
ラ
ン
ス
（C

ollège de France

（
に
二
部
︑

ビ
ュ
ラ
ッ
ク
（BU

LAC

（
に
四
部
確
認
さ
れ
︑
国
文
学
研
究
資
料
館
の
日
本
古
典
籍
総

合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
れ
ば
ベ
ル
リ
ン
国
立
図
書
館
に
も
四
部
保
存
さ
れ
て
い
る
︒

（
（
（
た
と
え
ば
︑（
早
稲
田
大
学
蔵
（
歌
川
広
重
三
世
筆
﹃
大
日
本
物
産
図
会
﹄
二
帖
（
一

八
七
七
（
の
多
く
の
絵
図
（﹁
加
州
熊
並
膽
ヲ
取
ル
図
﹂﹁
丹
後
国
ノ
鰤
追
網
之
図
﹂﹁
同

磯
揚
之
図
﹂﹁
同
広
島
牡
蠣
畜
養
之
図
﹂﹁
伊
豫
国
鷹
捕
之
図
﹂
等
（
が
︑
そ
れ
を
下
敷

き
に
し
て
い
る
︒

（
（
（
﹃
日
本
山
海
名
産
図
会
﹄
及
び
﹃
日
本
山
海
名
物
図
会
﹄
は
浅
見
恵
・
安
田
健
訳
編
﹃
日

本
産
業
史
資
料
（
﹄︿
近
世
歴
史
資
料
集
成

第
（
期
第
（
巻
﹀
科
学
書
院
︑
一
九
九
二

年
に
も
復
刻
さ
れ
て
い
る
が
︑
解
説
・
解
題
が
な
い
の
で
︑
本
稿
で
は
翻
刻
文
の
み
を

参
考
に
す
る
︒

（
（
（
浅
岡
博
﹁
本
邦
商
品
思
想
の
諸
問
題
と
商
品
学
創
設
へ
の
影
響
︱
大
和
本
草
・
物
類

品
隲
・
日
本
山
海
名
物
図
会
・
日
本
山
海
名
産
図
会
な
ど
を
中
心
と
し
て
︱
﹂﹃
一
橋
大

学
研
究
年
報
・
自
然
科
学
研
究
﹄
十
六
号
︑
一
九
七
四
年
︑
二
十
三
︱
五
十
六
頁
︒

（
（
（
複
製
版
﹃
日
本
山
海
名
産
図
会
﹄
名
著
刊
行
会
︑
一
九
七
九
年
︑
解
説
一
︱
十
一
頁
︒

樋
口
に
よ
る
と
︑﹃
日
本
山
海
名
物
図
会
﹄
の
後
編
は
明
和
五
年
に
す
で
に
予
告
さ
れ
て

お
り
︑
そ
の
企
画
は
早
い
時
期
か
ら
存
在
し
た
︒

（
（
（
以
下
①
前
掲
複
製
版
﹃
日
本
山
海
名
物
図
会
﹄︑
樋
口
秀
雄
に
よ
る
解
説
︑
②
前
掲

﹃
日
本
名
所
風
俗
図
会
巻
（（

諸
国
の
巻
（
﹄
の
長
谷
章
久
解
説
︑
③
多
治
比
郁
夫
注

（
（
（
前
掲
論
文
に
よ
る
︒

（
（
（
﹃
名
物
図
会
﹄
の
版
本
の
中
に
は
刊
記
に
寛
政
九
年
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
︑

こ
れ
は
実
は
板
元
が
変
わ
っ
た
年
を
表
し
︑
書
肆
の
所
在
地
に
よ
る
と
︑
再
版
は
文
化
・

文
政
の
こ
ろ
で
あ
る
︒﹃
名
産
図
会
﹄
の
再
版
は
同
じ
書
肆
に
よ
る
︒
多
治
比
注
（
（
（

前
掲
論
文
︒

（
（
（
千
葉
︑
長
谷
及
び
浅
見
恵
・
安
田
健
は
こ
の
名
前
を
間
違
っ
て
翻
刻
し
て
い
る
の
で
︑

注
意
を
要
す
る
︒

（
（1
（
前
掲
複
製
版
﹃
日
本
山
海
名
物
図
会
﹄︑
樋
口
秀
雄
解
説
︒

（
（（
（
同
﹃
日
本
山
海
名
物
図
会
﹄︑
巻
之
五
︑
跋
文
︒

（
（（
（
同
﹃
日
本
山
海
名
物
図
会
﹄︑
樋
口
秀
雄
解
説
︒

（
（（
（
赤
松
閣
が
書
肆
の
屋
号
で
あ
る
こ
と
は
︑﹃
名
物
図
会
﹄
巻
末
の
﹁
難
波
書
林
赤
松
閣

蔵
板
目
録
﹂
か
ら
も
確
認
で
き
る
︒

（
（（
（
前
掲
複
製
版
﹃
日
本
山
海
名
物
図
会
﹄︑
樋
口
秀
雄
解
説
︒

（
（（
（
山
本
ゆ
か
り
﹁
月
岡
雪
鼎
・
磯
田
湖
龍
斎
等
へ
の
僧
位
叙
任
に
つ
い
て
︱
﹃
御
室
御

記
﹄
に
関
す
る
報
告
︱
﹂﹃
浮
世
絵
芸
術
﹄
一
三
二
巻
︑
一
九
九
九
年
︑
十
七
︱
二
十
五

頁
︒

（
（（
（
天
明
三
年
か
ら
寛
政
四
年
ま
で
の
期
間
で
あ
る
︒
寛
政
四
年
に
懐
徳
堂
は
火
事
の
た

め
全
焼
す
る
︒
高
松
良
幸
﹁
蔀
関
月
の
画
業
︱
懐
徳
堂
と
の
交
流
を
中
心
に
︱
﹂﹃
フ
イ

ロ
カ
リ
ア
﹄
十
一
号
︑
一
九
九
四
年
︒
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（
（（
（
高
松
良
幸
前
掲
論
文
︑
九
十
五
︱
一
〇
二
頁
及
び
秋
田
達
也
﹁
蔀
関
月
と
「
盧
山
図
」

と
懐
徳
堂
﹂
奥
平
俊
六
編
﹃
懐
徳
堂
ゆ
か
り
の
絵
画
﹄
大
阪
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
二

年
︑
一
二
六
︱
一
五
九
頁
︒

（
（（
（
鈴
木
棠
三
編
﹃
日
本
名
所
風
俗
図
会
（（

近
畿
の
巻
（
﹄
角
川
書
店
︑
一
九
八
五
年
︑

解
説
︒

（
（（
（
寛
政
期
の
大
坂
出
版
界
の
動
向
に
つ
い
て
は
︑
新
修
大
阪
市
史
編
集
委
員
会
編
﹃
新

修
大
阪
市
史
﹄
大
阪
市
︑
一
九
九
〇
年
︑
第
三
巻
︑
第
五
節
﹁
出
版
と
情
報
﹂︒

（
（1
（
こ
の
書
物
の
著
者
に
つ
い
て
は
︑
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
︒
永
野
仁
は
﹃
日
本
名
所

風
俗
図
会
（（

近
畿
の
巻
（
﹄（
角
川
書
店
︑
一
九
八
一
年
（
の
解
説
で
︑﹃
伊
勢
参
宮

名
所
図
会
﹄
を
秦は
た

石せ
き

田で
ん

の
作
と
す
る
見
解
を
述
べ
て
い
る
︒
鈴
木
棠
三
は
﹃
日
本
名
所

風
俗
図
会
（（

近
畿
の
巻
（
﹄
の
解
説
で
︑
蔀
関
月
の
作
だ
と
す
る
︒﹃
名
産
図
会
﹄
に

対
し
て
も
両
者
の
見
解
は
分
か
れ
て
い
る
︒
議
論
の
焦
点
に
な
っ
て
い
る
跋
文
に
関
し

て
は
︑
後
述
︒

（
（（
（
本
屋
仲
間
の
許
可
は
六
月
に
出
て
い
る
が
︑
刊
記
に
は
五
月
と
あ
る
︒

（
（（
（
大
阪
図
書
出
版
業
組
合
編
﹃
享
保
以
後
大
阪
出
版
書
籍
目
録
﹄
大
阪
図
書
出
版
業
組

合
︑
一
九
三
六
年
︑
一
五
〇
︑
一
五
六
頁
︒

（
（（
（
詳
し
く
は
高
松
良
幸
前
掲
論
文
︒

（
（（
（
資
料
に
よ
っ
て
千
種
屋
が
千
草
屋
と
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
︑
同
一
視
で
き
る
︒

（
（（
（
秋
田
達
也
前
掲
論
文
︑
一
二
八
頁
︒

（
（（
（
千
葉
徳
爾
前
掲
書
︑
解
題
︒

（
（（
（
大
阪
歴
史
博
物
館
編
﹃
木
村
蒹
葭
堂
・
特
別
展
没
後
（11
年
記
念
な
に
わ
知
の
巨
人
﹄

思
文
閣
出
版
︑
二
〇
〇
三
年
︑
二
〇
四
頁
︒

（
（（
（
蒹
葭
堂
自
身
は
オ
ラ
ン
ダ
語
が
読
め
な
か
っ
た
の
で
︑
蘭
学
者
や
通
詞
の
手
を
借
り

て
編
集
し
て
い
る
︒
こ
の
著
作
は
蘭
学
者
の
大お
お

槻つ
き

玄げ
ん

沢た
く

（
一
七
五
七
︱
一
八
二
七
（
の

﹃
六ろ
く

物も
つ

新し
ん

志し

﹄
と
合
本
で
刊
行
さ
れ
た
︒
木
村
蒹
葭
堂
の
本
草
学
の
業
績
に
つ
い
て
は
︑

嘉
数
次
人
﹁
蒹
葭
堂
の
本
草
学
・
物
産
学
管
見
﹂
大
阪
歴
史
博
物
館
編
前
掲
書
︑
一
四

四
頁
︒
イ
ッ
カ
ク
に
関
し
て
は
︑
同
書
︑
九
十
五
頁
の
コ
ラ
ム
を
参
照
︒

（
（（
（
と
り
わ
け
﹁
蒹
葭
堂
版
﹂
と
言
わ
れ
る
彼
の
二
十
冊
ば
か
り
の
蔵
版
書
に
お
い
て
顕

著
で
あ
る
︒
多
治
比
郁
夫
﹁
蒹
葭
堂
版
﹂﹃
杏
雨
﹄
一
号
︑
一
九
八
八
年
︑
一
〇
三
︱
一

二
七
頁
︒

（
（1
（
水
田
紀
久
・
野
口
隆
・
有
坂
道
子
編
﹃
木
村
蒹
葭
堂
全
集

別
巻

完
本

蒹
葭
堂

日
記
﹄
藝
華
書
院
︑
二
〇
〇
九
年
︑
七
〇
九
頁
︒

（
（（
（
蒹
葭
堂
没
後
︑
河
内
屋
吉
兵
衛
と
い
う
書
肆
が
そ
の
遺
志
を
継
い
で
刊
行
し
た
︒
新

修
大
阪
市
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
新
修
大
阪
市
史
﹄
大
阪
市
︑
一
九
九
〇
年
︑
第
四
巻
︑
七

四
六
頁
︒

（
（（
（
樋
口
秀
雄
︑
鈴
木
棠
三
及
び
千
葉
徳
爾
は
木
村
蒹
葭
堂
が
跋
文
の
著
者
で
あ
る
と
し
︑

本
書
の
作
成
に
密
接
に
か
か
わ
っ
た
と
考
え
て
い
る
︒

（
（（
（
跋
文
に
は
解
読
困
難
な
と
こ
ろ
が
あ
り
︑
浅
見
恵
・
安
田
健
訳
編
前
掲
書
︑
千
葉
徳

爾
前
掲
書
及
び
﹃
日
本
名
所
風
俗
図
会

諸
国
の
巻
（
﹄
の
翻
刻
文
の
間
に
差
異
が
あ

る
︒
こ
こ
で
は
︑
以
下
注
（（
︑
（（
で
引
用
す
る
と
こ
ろ
を
除
き
︑﹃
日
本
名
所
風
俗
図
会

諸
国
の
巻
（
﹄
の
翻
刻
文
に
よ
る
︒

（
（（
（
こ
の
傍
線
の
部
分
は
︑﹁
ほ
ど
ほ
ど
ま
さ
れ
ん
﹂
と
も
翻
刻
さ
れ
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
︑

意
味
が
通
ら
な
い
︒

（
（（
（
こ
の
傍
線
の
部
分
は
︑﹁
こ
と
が
き
を
︑
た
ち
い
ら
へ
つ
﹂
と
読
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒

（
（（
（
前
掲
複
製
﹃
日
本
山
海
名
産
図
会
﹄
巻
之
五
︑
跋
文
︒

（
（（
（
原
本
の
﹁
と
は
聞
こ
え
ぬ
﹂
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
︒

（
（（
（
樋
口
秀
雄
は
﹁
関
月
と
平
瀬
が
共
同
で
撰
に
あ
た
り
︑
平
瀬
没
後
︑
絵
を
担
当
し
た

画
家
と
し
て
関
月
が
﹃
続
編
日
本
山
海
名
物
図
会
﹄
の
出
版
を
計
画
し
た
と
率
直
に
受

け
取
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
複
製
版
﹃
日
本
山
海
名
産
図
会
﹄

名
著
刊
行
会
︑
一
九
七
九
年
︑
解
説
八
︱
九
頁
︒

（
（（
（
画
人
藍
江
に
関
し
て
は
︑
高
松
良
幸
前
掲
論
文
︑
九
四
頁
と
大
阪
市
立
美
術
館
編
﹃
近

世
大
坂
画
壇
﹄
同
朋
舎
出
版
︑
一
九
八
三
年
︑
二
二
一
・
二
八
六
頁
︒

（
（1
（
初
版
の
刊
記
に
高
木
の
名
が
あ
る
︒
多
治
比
は
︑
高
木
に
つ
い
て
︑﹃
板
木
株
目
録
﹄

に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
の
で
素
人
蔵
版
者
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
︒
多
治
比
郁
夫
注
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（
（
（
前
掲
論
文
︒

（
（（
（
多
治
比
郁
夫
注
（
（
（
前
掲
論
文
︒
多
治
比
は
主
に
大
坂
本
屋
仲
間
の
記
録
に
も
と

づ
い
て
い
る
︒

（
（（
（
鈴
木
棠
三
前
掲
編
著
﹃
日
本
名
所
風
俗
図
会
（（

近
畿
の
巻
（
﹄︑
一
九
八
頁
︒

（
（（
（
﹁
お
の
れ
ま
た
︑
そ
の
ひ
た
ん
に
御
し
て
︑
道
の
つ
い
で
見
き
き
し
る
さ
ん
と
す
る
も
︑

た
だ
女
児
等
の
め
や
す
か
ら
ん
を
の
み
お
も
へ
ば
︑
も
し
ほ
ぐ
さ
（
藻
塩
草
（
か
き
と

る
す
ぢ
も
︑
ず
し
だ
ま
（
数
珠
玉
（
の
つ
ぶ
つ
ぶ
に
な
め
て
︑
朽
ち
た
る
木
の
こ
と
の

葉
だ
に
み
ど
こ
ろ
な
き
は
︑
い
か
に
せ
ま
し
︒﹂
同
︑
一
九
八
頁
︒

（
（（
（
永
野
仁
編
﹃
日
本
名
所
風
俗
図
会
（（

近
畿
の
巻
（
﹄︑
角
川
書
店
︑
一
九
八
一
年
︑

解
説
︑
五
二
七
︱
五
三
四
頁
︒
鈴
木
棠
三
は
こ
の
二
つ
の
跋
文
が
木
村
蒹
葭
堂
に
よ
る

と
い
う
︒
海
驢
の
古
名
が
﹁
ミ
チ
﹂
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
鈴
木
棠
三
の
指
摘
で
あ
る
︒

前
掲
鈴
木
棠
三
編
﹃
日
本
名
所
風
俗
図
会
（（

近
畿
の
巻
（
﹄
解
説
︑
七
六
七
︱
七
七

〇
頁
︒

（
（（
（
市
子
貞
次
編
﹃
国
書
人
名
辞
典
﹄
第
四
巻
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
九
八
年
︑﹁
村
上
石
田
﹂︒

﹃
算
薮
か
な
付
﹄
は
︑
寛
政
十
三
年
正
月
に
出
版
許
可
を
得
て
い
る
が
︑
現
物
は
確
認
さ

れ
て
い
な
い
︒﹃
算
薮
﹄
は
寛
政
元
年
刊
の
平
山
千
里
に
よ
る
和
算
書
で
あ
る
︒﹃
日
本

古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹄
及
び
﹃
享
保
以
後
大
阪
出
版
書
籍
目
録
﹄
大
阪
図

書
出
版
業
組
合
編
︑
一
九
三
六
年
︑
一
六
九
頁
︒

（
（（
（
前
掲
﹃
享
保
以
後
大
阪
出
版
書
籍
目
録
﹄︑
一
六
九
頁
︒

（
（（
（
西
川
如
見
の
著
作
は
こ
の
点
で
時
代
に
先
駆
け
て
い
た
︒

（
（（
（
石
川
流
宣
に
よ
る
木
版
の
日
本
地
図
で
︑
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
（
に
初
版
が
出
て

い
る
︒

（
（（
（
こ
れ
ら
両
書
は
当
時
ま
だ
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
広
く
名
前
は
知
ら
れ
て
い
た
︒

（
（1
（
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
巻
第
六
十
四
に
﹁
大
日
本
国
﹂
と
い
う
欄
を
設
け
て
日
本
の
地
誌

を
扱
っ
て
い
る
が
︑
や
は
り
中
華
と
の
対
比
で
展
開
し
て
い
る
︒

（
（（
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
の
宝
永
四
年
版
の
伝
本
は
︑
題
箋
を
逸
し
て
い
る
︒
前
掲
複
製

版
﹃
日
本
山
海
名
物
図
会
﹄
樋
口
解
説
︒

（
（（
（
﹃
国
語
大
辞
典
﹄
第
二
版
︑
小
学
館
︑
二
〇
〇
三
年
︑﹁
名
物
﹂
及
び
﹁
名
産
﹂︒
こ
こ

で
は
︑﹁
名
物
﹂
の
も
う
一
つ
の
意
味
︑
す
な
わ
ち
︑
物
の
命
名
に
は
言
及
し
な
い
︒

（
（（
（
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
に
関
し
て
は
後
に
述
べ
る
︒

（
（（
（
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
巻
第
七
十
四
︑﹁
摂
津
国
﹂︒

（
（（
（
た
と
え
ば
︑
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
（
の
﹃
難
波
雀
﹄
は
︑
大
坂
の
商
工
業
者
の
住

所
を
網
羅
し
て
い
る
︒
大
坂
の
買
物
案
内
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
リ
ン
ク
を
参
照
︒

 
 

https://w
w

w.library.pref.osaka.jp/nakato/shotenji/（（ _shoko.htm
l

（
（（
（
安
田
健
﹃
江
戸
諸
国
産
物
帳
・
丹
羽
正
伯
の
人
と
仕
事
﹄
晶
文
社
︑
一
九
八
七
年
︒

（
（（
（
上
田
穰
﹁
宝
暦
・
明
和
物
産
会
考
﹂
有
坂
隆
道
他
編
﹃
論
集
日
本
の
洋
学
（
﹄
清
文

堂
︑
一
九
九
七
年
︑
一
八
五
︱
二
二
六
頁
︒

（
（（
（
﹃
国
史
大
辞
典
﹄︑﹁
和
漢
三
才
図
会
﹂（
執
筆
︑
中
村
幸
彦
（︒

（
（（
（
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
を
総
合
的
に
捉
え
る
研
究
書
・
論
文
は
少
な
い
︒
そ
の
全
貌
を
概

観
す
る
に
は
︑
寺
島
良
安
撰
︑
島
田
勇
雄
・
竹
島
淳
夫
・
樋
口
元
巳
訳
注
﹃
和
漢
三
才

図
会
（（
﹄
東
洋
文
庫
（（（
︑
平
凡
社
︑
一
九
九
一
年
︑
総
目
次
︒

（
（1
（
﹃
訓
蒙
図
彙
﹄
は
版
を
重
ね
︑
後
に
な
っ
て
﹃
頭
書
訓
蒙
図
彙
﹄︑﹃
頭
書
増
補
訓
蒙
図

彙
﹄
と
い
う
題
名
で
広
く
全
国
に
売
り
出
さ
れ
︑
そ
の
出
版
は
明
治
時
代
ま
で
続
い
た
︒

石
上
阿
希
﹃
江
戸
の
こ
と
ば
絵
事
典
・『
訓
蒙
図
彙
』
の
世
界
﹄
角
川
選
書
（（（
︑
Ｋ
Ａ
Ｄ

Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
︑
二
〇
二
一
年
︑
三
一
三
︱
三
三
〇
頁
︒

（
（（
（
巻
之
一
と
巻
之
二
の
み
が
確
実
に
彼
の
作
だ
と
い
え
る
︒
朝
倉
治
彦
校
注
﹃
人
倫
訓

蒙
図
彙
﹄
東
洋
文
庫
（（（
︑
平
凡
社
︑
一
九
九
〇
年
︑
解
説
︒

（
（（
（ R

obert G
oree, Printing Landm

arks: Popular G
eography and M

eisho Zue in Late 

Tokugaw
a Japan, C

am
bridge and London, H

arvard U
niversity Press, （1（1 .

（
（（
（
﹁
名
所
図
会
は
事
物
の
来
歴
な
ど
を
客
観
的
に
記
述
し
︑
し
か
も
挿
絵
は
︑
絵
と
し
て

鑑
賞
に
た
え
る
ほ
か
に
地
理
的
説
明
図
と
な
っ
て
い
て
︑
名
所
案
内
と
し
て
の
役
割
と

至
便
さ
が
︑
名
所
記
に
く
ら
べ
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
﹂﹃
国
史
大
辞
典
﹄︑﹁
名
所
図

会
﹂（
執
筆
︑
鈴
木
良
明
（︒
詳
し
く
は
︑
藤
川
玲
満
﹃
秋
里
籬
島
と
近
世
中
後
期
の
上

方
出
版
界
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
四
年
︑
第
四
章
﹁
吉
野
家
為
八
の
出
版
活
動
﹂︒
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（
（（
（
藤
川
玲
満
前
掲
書
︑
二
二
二
頁
︒

（
（（
（
新
修
大
阪
市
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
新
修
大
阪
市
史
﹄
大
阪
市
︑
一
九
九
〇
年
︑
第
四

巻
︑
七
四
五
頁
︒

（
（（
（
同
前
︒

（
（（
（
新
修
大
阪
市
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
新
修
大
阪
市
史
﹄
大
阪
市
︑
一
九
八
九
年
︑
第
三

巻
︑
一
〇
一
七
頁
︒

（
（（
（
岡
田
玉
山
は
月
岡
雪
鼎
に
学
ん
だ
絵
師
で
︑
当
時
絵
本
挿
絵
家
の
第
一
人
者
で
あ
っ

た
︒
作
品
に
﹃
絵
本
太
閤
記
﹄﹃
唐
土
名
勝
図
会
﹄
な
ど
が
あ
る
︒
前
掲
﹃
近
世
大
坂
画

壇
﹄︑
二
七
四
頁
︒

（
（（
（
丹
羽
桃
渓
は
蔀
関
月
に
学
び
︑
風
俗
人
物
を
描
く
の
を
得
意
と
し
︑
木
村
蒹
葭
堂
と

も
交
流
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
挿
絵
師
と
し
て
は
︑
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
（
刊
﹃
河

内
名
所
図
会
﹄
や
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
（
刊
﹃
紙
漉
重
宝
記
﹄
な
ど
の
作
品
が
あ
る
︒

（
（1
（
前
掲
﹃
新
修
大
阪
市
史
﹄
第
四
巻
︑
七
四
六
頁
︒

（
（（
（
﹁
か
な
山
の
は
た
ら
き
人
を
下
財
と
い
ふ
﹂︑﹃
日
本
山
海
名
物
図
会
﹄
巻
之
一
︑﹁
金

山
掘
口
の
図
﹂︒

（
（（
（
﹃
日
本
山
海
名
物
図
会
﹄
巻
之
一
︑﹁
南
蛮
鞴
﹂︒

（
（（
（
た
と
え
ば
︑
巻
之
一
﹁
鉛
﹂
で
は
︑﹁
今
絵
の
具
に
用
ゆ
る
丹
は
︑
別
に
鉛
を
焼
き
て

こ
し
ら
ゆ
る
な
り
︒
ま
た
白
粉
も
鉛
を
や
き
て
制
す
る
な
り
︒
各
制
法
あ
り
︑
別
書
に

し
る
す
﹂
と
あ
る
が
︑
こ
の
場
合
︑
別
書
が
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

（
（（
（
﹃
日
本
山
海
名
物
図
会
﹄
巻
之
三
︑﹁
樟
脳
製
法
﹂︒

（
（（
（
千
葉
徳
爾
前
掲
書
︑
解
題
︑
三
〇
一
頁
︒

（
（（
（
﹃
本
朝
食
鑑
﹄
巻
之
九
︑
鱗
部
之
三
︑﹁
鯨
﹂
参
照
︒
著
者
は
︑
採
れ
る
く
じ
ら
の
全

長
か
ら
︑
そ
の
技
術
の
水
準
を
判
断
し
て
い
る
︒

（
（（
（
﹃
日
本
山
海
名
物
図
会
﹄
巻
之
一
︑
目
録
︒

（
（（
（
﹃
日
本
山
海
名
物
図
会
﹄
巻
之
五
︑﹁
鯨
く
じ
ら
の

遠と
お

見み

﹂︒

（
（（
（
例
え
ば
︑
享
保
十
六
年
の
写
本
﹃
鯨
魚
の
図
﹄
や
享
保
八
年
の
画
を
う
つ
し
た
﹃
鯨

絵
巻
﹄
の
類
で
あ
る
︒
鯨
の
絵
は
︑
お
そ
ら
く
現
地
の
人
間
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
と
み

え
て
︑
こ
ち
ら
の
方
が
光
信
の
絵
よ
り
正
確
で
あ
る
︒

（
（1
（
捕
鯨
を
扱
う
絵
入
り
書
物
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
し
て
︑
山
瀬
春
政
の
﹃
鯨
志
﹄
が

あ
る
が
︑
こ
れ
は
︑
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
（
刊
で
︑﹃
名
物
図
会
﹄
よ
り
後
に
な
る
︒
福

本
和
夫
著
﹃
日
本
捕
鯨
史
話
﹄
改
装
版
︑
法
政
大
学
出
版
局
︑
一
九
九
三
年
︑
七
十
頁
︒

磯
野
直
秀
﹁
江
戸
時
代
鯨
類
図
説
考
﹂﹃
慶
應
義
塾
大
学
日
吉
紀
要
・
自
然
科
学
﹄
一
六

号
︑
一
九
九
四
年
︑
二
十
五
︱
三
十
六
頁
︒

（
（（
（
﹁
予モ

ト

素ヨ
リ

勢
肥
鯨
采
之
事
ヲ
聴
ク
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒﹃
本
朝
食
鑑
﹄
巻
之
九
︑
鱗
部
之

三
︑﹁
鯨
﹂︒
十
七
世
紀
に
お
け
る
食
物
本
草
に
関
し
て
は
︑M

atthias H
ayek, “ O

n the 

R
eception and U

ses of Li Shizhenʼ s C
lassi�ed M

ateria M
edica 

（Bencao gangm
u

（ in 

（（ th-century Japan,”
Studies in Japanese Literature and C

ulture, N
ational Institute of 

Japanese Literature, （1（（ , no. （ , pp. （（ –（（（ .

（
（（
（
﹃
日
本
山
海
名
物
図
会
﹄
巻
之
五
︑﹁
八
月
枯
鮎
﹂︒

（
（（
（
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
に
は
︑﹁
諸
国
の
谷
川
海
に
続
く
処
皆
之
れ
有
り
﹂
と
言
っ
て
︑
多

く
の
例
を
挙
げ
て
い
る
︒

（
（（
（
﹁
日
向
国
よ
り
い
ず
る
う
な
ぎ
甚
だ
大
き
也
︒
ふ
と
さ
は
一
尺
ま
わ
り
長
さ
六
尺
余

な
る
あ
り
︒
余
国
に
は
な
き
大
う
な
ぎ
也
﹂︑﹃
名
物
図
会
﹄︑
巻
之
五
︑﹁
瀬
田
鰻
﹂︒

（
（（
（
﹃
大
和
本
草
﹄
巻
之
十
三
︑﹁
鰷あ

ゆ魚
﹂︒
益
軒
会
編
﹃
益
軒
全
集
﹄
六
巻
︑
国
書
刊
行
会
︑

一
九
七
三
年
︑
三
一
九
頁
︒

（
（（
（
人
見
必
大
撰
︑
島
田
勇
雄
訳
注
﹃
本
朝
食
鑑
﹄
巻
之
三
︑
東
洋
文
庫
（（1
︑
平
凡
社
︑
一

九
七
八
年
︑
三
十
二
頁
︒

（
（（
（
﹃
農
業
全
書
﹄（
一
六
九
七
刊
（
の
口
絵
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
︒

（
（（
（
産
業
別
の
分
類
は
千
葉
徳
爾
前
掲
書
︑
解
題
に
よ
る
︒

（
（（
（
例
え
ば
︑﹁
蜂
蜜
﹂︑﹁
捕く
ま
を
と
る熊
﹂﹁
堅か

つ
お魚
﹂
に
お
い
て
は
︑
関
連
の
加
工
品
の
製
造
を
も

紹
介
し
て
い
る
の
で
︑
絵
の
数
も
増
え
︑
文
も
長
く
な
っ
て
い
る
︒

（
（1
（
近
畿
の
産
物
で
な
い
場
合
︑
原
産
地
に
お
い
て
得
た
情
報
が
と
ぼ
し
い
こ
と
が
多
い
︒

た
と
え
ば
︑
千
葉
徳
爾
前
掲
書
︑
解
題
︑
三
〇
〇
頁
︒
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（
（（
（
﹃
和
名
抄
﹄︑﹃
本
草
綱
目
﹄︑﹃
大
和
本
草
﹄
な
ど
が
も
っ
と
も
代
表
的
な
参
考
文
献
で

あ
る
︒﹃
和
名
抄
﹄
は
﹃
和わ

名
み
ょ
う

類る
い

聚
じ
ゅ
う

抄し
ょ
う﹄
の
略
称
で
︑
平
安
中
期
の
源

み
な
も
と
の

順
し
た
ご
うに
よ
る

辞
書
︒
元
和
三
年
（
一
六
一
七
（
の
古
活
字
版
に
始
ま
る
一
連
の
版
本
が
存
在
す
る
︒

﹃
本
草
綱
目
﹄
に
つ
い
て
は
の
ち
に
述
べ
る
︒

（
（（
（
﹁
古
歌
に
︑
味
酒
の
三
輪
︑
又
三
室
と
い
ふ
枕
言
な
り
と
冠
字
考
に
は
い
へ
り
﹂﹃
日

本
山
海
名
産
図
会
﹄
巻
之
一
︑﹁
造
醸
﹂︒

（
（（
（
﹃
日
本
名
産
図
会
﹄
巻
之
一
︑﹁
造
酒
﹂︒

（
（（
（
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
漢
字
は
酛
で
は
な
く
︑
さ
ら
に
複
雑
な
も
の
で
あ
る
︒

（
（（
（
同
前
︒

（
（（
（
﹃
日
本
山
海
名
産
図
会
﹄
巻
之
一
︑﹁
醸さ
け
の
も
と

酒
酛
﹂︒

（
（（
（
﹃
本
朝
食
鑑
﹄
は
当
時
の
酒
造
法
を
適
切
に
記
述
し
て
い
な
い
︒﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄

の
場
合
︑
酒
造
専
門
書
に
近
い
記
述
に
な
っ
て
い
る
︒
鎌
谷
親
善
﹁
江
戸
時
代
初
期
に

お
け
る
酒
造
技
術
﹂﹃
化
学
史
研
究
﹄
二
十
一
号
︑
一
九
九
四
年
︑
三
二
一
頁
︒

（
（（
（
﹃
日
本
山
海
名
産
図
会
﹄
巻
之
一
︑﹁
造
醸
﹂︒

（
（（
（
﹃
日
本
山
海
名
産
図
会
﹄
巻
之
一
︑﹁
造
醸
﹂︒

（
（11
（
﹁
今
は
伊
丹
・
池
田
そ
の
他
同
国
西
宮
・
兵
庫
・
灘
・
今
津
な
ど
に
造
り
出
だ
せ
る
物

ま
た
佳
品
な
り
﹂
同
︒

（
（1（
（
﹃
日
本
山
海
名
産
図
会
﹄
巻
之
一
︑﹁
造
醸
﹂︒

（
（1（
（
﹃
日
本
山
海
名
産
図
会
﹄
巻
之
一
︑﹁
酘そ
へ

﹂︒

（
（1（
（
鎌
谷
親
善
﹁「
酒
造
手
引
草
︑
伊
丹
酒
造
諸
式
之
控
」
に
つ
い
て
︱
﹃
日
本
山
海
名
産

図
会
﹄
と
の
関
連
に
お
い
て
︱
﹂﹃
酒
史
研
究
﹄
十
四
号
︑
一
九
九
七
年
︑
二
十
七
︱
三

十
六
頁
︒

（
（1（
（
同
前
︑
三
十
二
頁
︒

（
（1（
（
同
じ
よ
う
な
誤
記
は
他
の
項
目
に
も
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
巻
之
五
﹁
石
灰
﹂
に
お
い

て
は
﹃
天
工
開
物
﹄
の
引
用
が
部
分
的
に
欠
け
て
お
り
︑
理
解
の
混
乱
を
招
い
て
い
る
︒

（
（1（
（
マ
グ
ロ
（
真
黒
（
と
い
う
名
前
は
当
時
﹁
東
国
﹂
の
み
で
使
わ
れ
て
い
た
︒

（
（1（
（
目
録
に
は
平
戸
鮪
と
あ
り
︑
文
中
に
は
﹁
平
戸
岩
清
水
の
も
の
を
上
品
と
す
る
﹂
と

述
べ
て
い
る
︒

（
（1（
（
﹁
網
は
目
八
寸
許
に
し
て
︑
大
抵
二
十
町
許
︑
細
き
縄
に
て
制
す
︒
底
あ
り
て
︑
其
形

箕み

の
ご
と
し
︒
尻
に
袋
あ
り
﹂

（
（1（
（
﹁
こ
の
魚
頭
大
に
し
て
嘴
く
ち
ば
し

尖
り
鼻
長
く
口
頷

お
と
が
ひの
下
に
あ
り
︒
頬ほ

腮
あ
ぎ
と

鉄て
っ

兜こ
う

の
ご
と
く
︑

頬
の
下
に
青あ
お

斑ま
だ
らあ
り
︒
死
後
眼
に
血
を
出
す
︒
背
に
棘

は
り
の
ご
と
き
た
て
が
み

鬣
あ
り
︒
鱗
な
し
︒
蒼
黒

に
し
て
肚は
ら

白
く
雲き

ら
ら母
の
如
し
︒
尾
に
岐ま

た

有
︑
硬

か
た
く
し
て
︑
上か

み
お
ほ
い大
に
下し

も
し
よ
う小
な
り
︒
大
な
る
も

の
十
二
丈
︑
小
な
る
者
七
八
尺
︑
肉
肥
て
厚
く
︑
此
魚
頭
に
力
あ
り
﹂﹃
日
本
山
海
名
産

図
会
﹄
巻
之
三
︑﹁
鮪
﹂︒

（
（（1
（
こ
こ
で
は
︑﹁
付
記
﹂
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
そ
れ
に
相
当
す
る
内
容
で
あ
る
︒

（
（（（
（
﹃
本
草
綱
目
﹄
を
指
す
︒

（
（（（
（
こ
の
字
書
が
ど
の
書
物
を
指
す
か
明
ら
か
で
な
い
が
︑﹃
名
産
図
会
﹄
で
参
考
に
し
て

い
る
字
書
に
﹃
釈
名
﹄︑﹃
通
雅
﹄
な
ど
が
あ
る
︒

（
（（（
（
﹃
閩
書
﹄（
一
五
〇
巻
（
は
明
代
の
福
建
省
の
地
誌
で
︑
閩
は
福
建
省
を
指
す
︒
何
喬

遼
の
作
で
︑
一
五
二
〇
年
に
成
立
し
︑
一
六
三
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
︒

（
（（（
（
﹃
日
本
山
海
名
産
図
会
﹄
巻
之
三
︑﹁
鮪
﹂︒

（
（（（
（
元
和
三
年
版
﹃
和
名
類
聚
抄
﹄
巻
之
十
九
︑﹁
鮪
﹂

（
（（（
（
﹃
日
本
山
海
名
産
図
会
﹄
巻
之
三
︑﹁
鮪
﹂︒

（
（（（
（
説
明
に
よ
る
と
︑
長
さ
二
十
町
の
網
を
要
し
（
約
二
キ
ロ
に
相
当
し
（︑
そ
れ
に
か
か

る
魚
は
何
万
で
あ
る
と
い
う
︒
多
少
誇
張
が
あ
る
と
し
て
も
︑
当
時
の
経
済
に
と
っ
て
︑

相
当
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

（
（（（
（
﹃
日
本
山
海
名
産
図
会
﹄
巻
之
五
︑﹁
昆
布
﹂︒

（
（（（
（
﹃
日
本
山
海
名
物
図
会
﹄
巻
之
四
︑﹁
松
前
昆
布
﹂︒

（
（（1
（
蝦
夷
の
民
族
を
最
も
早
く
紹
介
し
︑
広
く
写
本
と
し
て
流
布
し
た
新
井
白
石
の
﹃
蝦

夷
志
﹄（
一
七
二
〇
（
は
図
入
り
だ
っ
た
が
︑
蝦
夷
地
を
背
景
に
人
物
や
器
物
を
描
く
こ

と
は
し
て
い
な
い
︒
発
禁
処
分
と
な
っ
た
林
子
平
（
一
七
三
八
︱
一
七
九
三
（
の
﹃
三

国
通
覧
図
説
﹄（
一
七
八
六
刊
（
も
︑
ア
イ
ヌ
の
絵
を
数
枚
含
ん
で
は
い
る
が
︑
風
景
画

で
は
な
い
︒



『日本山海名産図会』（一七九九）の成立事情と系譜を辿って

181

（
（（（
（
た
と
え
ば
︑
小こ

玉だ
ま

貞て
い

良り
ょ
うの

﹁
蝦
夷
国
風
図
会
﹂（
函
館
市
中
央
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
資
料

館
蔵
（
や
﹁
蝦
夷
国
漁
場
風
俗
図
巻
﹂（
函
館
図
書
館
所
蔵
地
域
資
料
ア
ー
カ
イ
ブ
（
等

が
す
で
に
︑
運
上
屋
や
漁
場
を
題
材
に
し
て
い
る
︒
白
石
恵
理
の
ご
教
示
に
よ
る
︒

（
（（（
（
有
坂
道
子
﹁
好
奇
心
と
求
知
心
︱
蒹
葭
堂
と
そ
の
周
辺
︱
﹂﹃
木
村
蒹
葭
堂
没
後
二
百

年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
蒹
葭
堂
の
日
本
文
化
︱
旅
と
サ
ロ
ン
と
開
か
れ
た
知
性
︱
﹄

臨
川
書
店
︑
二
〇
〇
二
年
︑
四
頁
︑
及
び
同
﹁
木
村
蒹
葭
堂
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
み
る

知
の
交
流
﹂C

EL: C
ulture, Energy and Life

︑
一
一
七
号
︑
二
〇
一
七
年
︑
三
十
四
︱
四

十
一
頁
︒

（
（（（
（
﹃
草
茅
危
言
﹄
巻
之
二
︑﹁
蝦
夷
の
事
﹂︒

（
（（（
（
﹁
唐
船
入
津
﹂
と
﹁
阿
蘭
陀
船
﹂
で
あ
る
︒

（
（（（
（
﹃
日
本
山
海
名
産
図
会
﹄
巻
之
五
︑﹁
陶
器
﹂︒

（
（（（
（
﹃
天
工
開
物
﹄
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
︒

（
（（（
（
柏
崎
諒
編
﹃
富
田
万
里
子
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

長
崎
版
画
展
﹄
学
藝
書
院
︑
二
〇
一
七

年
︑
十
一
︱
十
三
頁
︑
十
八
︱
二
十
六
頁
︒
野
々
上
慶
一
編
﹃
長
崎
古
版
画
﹄
三
彩
社
︑

一
九
七
〇
年
︑
図
（（
︒

（
（（（
（
柏
崎
諒
前
掲
書
︑
成
澤
勝
嗣
解
説
︑
七
十
七
頁
︒

（
（（（
（
鈴
木
棠
三
編
﹃
日
本
名
所
風
俗
図
会
（（

近
畿
の
巻
（
﹄
角
川
書
店
︑
一
九
八
五
年
︑

一
九
八
頁
︒

（
（（1
（
同
前
︒

（
（（（
（
﹃
日
本
山
海
名
産
図
会
﹄
巻
之
四
︑﹁
八
目
鰻
﹂︒

（
（（（
（ Annick H

oriuchi “ N
aturalizing Li Shizhenʼ s Bencao gangm

u in Early-m
odern Japan: 

�
e C

ases of H
onchō shokkan, Yam

ato honzō, and W
akan sansai zue,”

Studies in Japanese 

Literature and C
ulture（

（M
arch （1（（

（, pp. （（（ –（（1 .

（
（（（
（
引
用
は
﹃
天
工
開
物
﹄
の
第
七
巻
﹁
陶
埏
﹂
と
第
十
一
巻
﹁
燔
石
﹂
か
ら
で
あ
る
︒
た

と
え
ば
︑﹃
名
産
図
会
﹄﹁
石
灰
﹂
中
の
﹁
灰
は
い
の

用よ
う

方ほ
う

﹂
は
︑﹃
天
工
開
物
﹄﹁
燔
石
﹂
中
の

﹁
石
灰
﹂
を
部
分
的
に
書
き
下
し
た
も
の
で
あ
る
︒﹃
名
産
図
会
﹄
が
⑵
﹁
越
後
織
布
﹂

の
項
目
で
﹃
天
工
開
物
﹄
を
引
用
し
て
い
な
い
の
は
︑
後
者
が
絹
の
生
産
に
集
中
し
て

い
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
︒

（
（（（
（
薮
内
清
﹁
天
工
開
物
に
つ
い
て
﹂
薮
内
清
編
﹃
天
工
開
物
の
研
究
﹄︑
恒
星
社
厚
生
閣
︑

一
九
五
三
年
︑
一
︱
二
十
四
頁
︒

（
（（（
（
書
肆
は
河
内
屋
八
兵
衛
で
︑
序
文
に
木
村
蒹
葭
堂
所
蔵
本
に
校
訂
が
加
え
ら
れ
た
こ

と
を
い
う
︒
宋
應
星
撰
︑
薮
内
清
訳
注
﹃
天
工
開
物
﹄
東
洋
文
庫
（（1
︑
平
凡
社
︑
一
九

六
九
年
︑
三
七
五
頁
︒

（
（（（
（
土
井
康
弘
﹃
本
草
学
者

平
賀
源
内
﹄
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
（1（
︑
講
談
社
︑
二
〇
〇

八
年
︑
一
〇
八
頁
︒

（
（（（
（
﹃
日
本
山
海
名
産
図
会
﹄︑
巻
之
五
︑﹁
伊
万
里
陶
器
﹂︒

（
（（（
（
同
前
︒

（
（（（
（
長
い
附
記
な
の
で
︑
以
下
に
冒
頭
だ
け
引
用
す
る
︒﹁
或
云
あ
こ
や
と
い
え
る
は
所
の

名
に
し
て
尾
張
の
国
知
多
郡
に
あ
り
︒
又
奥
州
に
も
同
名
あ
り
︒
又
﹃
新
猿
楽
記
﹄
に

は
阿
久
夜
玉
と
見
ゆ
︒﹃
万
葉
集
﹄
の
鮑
玉
を
﹃
六
帖
﹄
に
あ
こ
や
玉
と
點
ぜ
り
︒

云
々
﹂﹃
日
本
山
海
名
産
図
会
﹄︑
巻
之
三
︑﹁
真
珠
﹂︒

（
（（1
（
当
時
の
水
準
を
代
表
す
る
書
物
と
し
て
︑
平
賀
源
内
の
﹃
物
類
品
隲
﹄（
一
七
六
三

刊
（
や
小
野
蘭
山
の
﹃
本
草
綱
目
啓
蒙
﹄（
一
八
〇
三
︱
一
八
〇
五
年
刊
（
が
挙
げ
ら
れ

る
︒

（
（（（
（
鉱
業
は
﹃
天
工
開
物
﹄
の
第
十
四
巻
﹁
五
金
﹂
で
扱
わ
れ
て
お
り
︑
そ
の
構
成
や
挿

絵
の
上
で
﹃
名
物
図
会
﹄
と
共
通
点
が
見
受
け
ら
れ
る
︒

（
（（（
（
前
掲
﹃
新
修
大
阪
市
史
﹄
第
四
巻
︑
第
四
章
︑
第
五
節
︒

（
（（（
（
木
村
蒹
葭
堂
の
日
記
を
見
る
限
り
︑
藤
家
弥
兵
衛
︑
鹽
屋
次
郎
右
衛
門
や
河
内
屋
太

郎
右
衛
門
の
名
前
が
頻
繁
に
現
れ
る
︒
水
田
紀
久
他
前
掲
書
︑
索
引
︒

（
（（（
（
高
松
良
幸
前
掲
論
文
︒

（
（（（
（
玉
葛
︑
む
さ
し
あ
ぶ
み
︑
も
し
ほ
ぐ
さ
︑
つ
し
だ
ま
︑
な
ど
で
あ
る
︒

（
（（（
（
秦
石
田
は
村
上
九
兵
衛
の
名
前
で
蒹
葭
堂
の
日
記
に
（
天
明
九
年
に
一
回
︑
寛
政
五

年
に
二
回
︑
寛
政
十
一
年
に
一
回
（︑
合
計
四
回
現
れ
て
い
る
︒
中
井
藍
江
の
場
合
は
︑

合
計
八
回
で
︑
寛
政
十
年
に
は
二
度
︑
木
村
宅
を
訪
れ
て
い
る
︒
水
田
紀
久
他
前
掲
書
︑
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索
引
︒

（
（（（
（
大
阪
の
杏
雨
書
屋
に
伝
わ
る
写
本
﹃
平
賀
源
内
物
産
考
﹄
が
︑﹃
名
産
図
会
﹄
と
密
接

な
関
係
に
あ
り
︑
こ
れ
を
も
と
に
︑
そ
の
編
纂
過
程
に
つ
い
て
仮
説
を
立
て
る
こ
と
が

で
き
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
の
付
記
を
参
照
︒

（
（（（
（
黒
川
真
頼
（
一
八
二
九
︱
一
九
〇
六
（
は
江
戸
末
期
か
ら
明
治
初
期
の
国
学
者
で
維

新
後
は
官
途
に
つ
き
︑
多
く
の
教
育
・
編
纂
事
業
に
か
か
わ
っ
た
︒
美
術
史
・
風
俗
史

に
も
通
じ
︑
複
数
の
著
作
が
あ
る
︒
今
で
は
分
散
し
た
そ
の
蔵
書
も
︑
有
名
で
あ
る
︒

（
（（（
（
例
え
ば
︑
巻
之
二
﹁
芝
菌
品
﹂
の
冒
頭
部
分
︑
巻
之
三
﹁
鮪
﹂
に
お
け
る
鮪
の
名
前

に
関
す
る
議
論
︑
同
﹁
牡
蠣
﹂
に
お
け
る
末
尾
部
分
な
ど
で
あ
る
︒

（
（（1
（
﹁
八
目
鰻
﹂﹁
章
魚
﹂﹁
河
鹿
と
い
う
魚
﹂﹁
鰒
﹂﹁
海
鰕
﹂﹁
鰤
網
﹂﹁
鮪
﹂﹁
生
海
鼠
︑
贅

海
鼠
︑
海
鼠
腸
﹂﹁
海
膽
﹂﹁
白
魚
﹂﹁
鱒
﹂
の
場
合
で
あ
る
︒

（
（（（
（
﹃
名
産
図
会
﹄
巻
之
二
に
お
い
て
︑﹁
石
品
（
い
し
の
し
な
（﹂﹁
芝
菌
品
（
た
け
の
し

な
（﹂﹁
田
猟
品
（
か
り
の
し
な
（﹂
な
ど
の
分
類
が
見
ら
れ
る
︒﹁
田
猟
品
（
か
り
の
し

な
（﹂
に
は
︑﹁
鷹
﹂﹁
鳧
﹂﹁
熊
﹂
関
連
の
項
目
が
含
ま
れ
る
︒
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表
1　『

日
本

山
海

名
物

図
会

』
総

目
録

巻
之
一

巻
之
二

巻
之
三

巻
之
四

巻
之
五

金
山

か
ね
や
ま堀
口
の
図

紺
青
緑
青
製
法

日
光
膳
椀

住
吉
宝
市

河
蝦

か
わ
え
び

銅
山
諸
色
渡
方
の
図

緑
礬

ろ
う
は製
法

仙
台
馬
市

大
和
三
輪
素
麺

八
月
枯
鮎

さ
び
あ
ゆ

銅
山
鍛
治

黐
と
り
も
ちの
製
法

越
前
福
井
石
橋

伊
予
牛
蒡

淀
鯉

金
山
諸
道
具

大
和
御
所
柿
　
京
木
練
柿
　
大
和
渋
柿

越
前
奉
書
紙

松
前
昆
布

瀬
田

せ
た鰻

う
な
ぎ

金
山
鋪
口

か
ね
や
ま
し
き
く
ち

美
濃
釣
柿

樟
脳
製
法

松
煙
取
図

江
鮒

え
ふ
な引
網

金
山
鋪
の
中
の
絵

炭
焼
図

讃
岐
平
家
蟹

加
賀
笠

蜆
貝

鉑
石
は
く
い
しく
だ
く
絵

杣
人

そ
ま
び
と

池
田
炭

天
王
寺
牛
市

摂
州
尼
崎
鳥
貝

銀
山
淘
汰
か
ね
ゆ
りの
絵

材
木
流
し
の
図

住
吉
浦
潮
干

し
ほ
ひ

京
深
草
陶
器

か
わ
ら
け

章
魚

山
神
祭

摂
州
木
津
干
瓢
か
ん
ぴ
ょ
う

堺
包
丁

安
芸
宮
島
浜
市

海
人

釜
家
の
絵
図

宇
治
茶
摘

江
戸
浅
草
紫
菜

の
り

宮
島
船
祭

梭
魚
か
ま
す児

銅
山
床
家
と
こ
や

茶
製
法

ち
ゃ
の
こ
し
ら
へ

京
西
陣
織
屋

有
馬
籠
細
工

鰮
い
わ
し網

鉛
茶
名
物
大
概

漆
製
法

奈
良
晒

赤
鱏

あ
か
え
い　
海
鼠

な
ま
こ

真
鞴

ま
ぶ
き大
工
所
作

焙
籠

は
い
ろ

摂
州
平
野
飴

伊
吹
艾
草

鯨
遠
見

金
山
淘
汰
き
ん
ざ
ん
か
ね
ゆ
りの
絵

紀
伊
国
蜜
柑

天
王
寺
干
蕪

か
ぶ
ら

河
内
小
山
団
扇

鯨
吹
気
図

南
蛮
鞴
な
ん
ば
ん
ぶ
き

江
戸
四
日
市
の
蜜
柑
市

豊
後
河
太
郎

奥
州
仙
台
紙
子

鯨
置
網

鉄
山
の
絵

近
江
蔓
菁

か
ぶ
ら、
尾
張
大
根

大
坂
瓦
屋
町

天
満
市
側

い
ち
の
か
は松
茸
市

鯨
突
船

鉄
の
踏
鞴
た
た
ら

塩
浜

道
明
寺
干
飯
ほ
し
い
ひ

鯨
引
寄
図

灰
吹
は
い
ぶ
き

薩
摩
大
島
黒
砂
糖

銅
山
ふ
き
金
渡
し
方

大
坂
北
浜
米
市

晒
蝋

表
2　『

日
本

山
海

名
物

図
会

』
産

業
別

分
類

産
業
の
種
類

項
目
例

鉱
山
業
（
（（）

鉱
山
の
種
類
、
鉱
具
、
採
鉱
、
冶
金
、
職
分
、
行
事

農
産
業
（
（（）

牛
蒡
、
蜜
柑
、
樟
脳
、
漆
、
製
塩
、
製
糖
、
晒
蝋
、
製
茶

水
産
業
（
（（）

河
魚
（
河
蝦
、
鮎
、
鯉
等
）、
海
魚
（
鰮
、
赤
鱏
、
海
鼠
）、
鯨

加
工
業
（
（（）

西
陣
織
屋
、
瓦
師
、
紙
、
籠
細
工
等

石
、
炭
産
業
、
林
業
（
（）

石
、
炭
産
業
、
林
業

市
場
、
祭
（
（）

牛
市
、
馬
市
、
大
坂
米
市
等

（
　
）
は
項
目
数
を
示
す
。
千
葉
徳
爾
編
『
日
本
山
海
名
産
・
名
物
図
会
』（
社
会
思
想
社
、
（（（1

年
）
解
題

p. （11
に
よ
る
。
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表
3　『

日
本

山
海

名
産

図
会

』
総

目
録

巻
之
一

巻
之
二

巻
之
三

巻
之
四

巻
之
五

摂
州
伊
丹
酒
造

（
石
品
）

豊
島
石

御
影
石

龍
山
石

砥
礪

（
芝
菌
品
）

芝
さ
い
は
い
た
け

日
向
香
蕈

熊
野
石
芝

同
蜂
蜜
　
蜜
蝋
　
会
津
蝋

山
椒
魚

吉
野
葛

山
蛤
高
峰
蘡
薁
蟲

え
び
づ
る
の
む
し

（
田
猟
品
）

鷹
羅

た
か
あ
み

鳧
羅

か
も
あ
み

予
州
峰
越
鳧
　
摂
州
霞
羅
　
無
雙
返

捕
熊
　
堕
弩

お
し　
洞
中
熊
　
以
斧
撃
　

取
膽
　
試
真
偽
　
製
偽
膽

（
漁
捕
品
）

伊
勢
鰒
　
長
鮑
　
真
珠

伊
勢
海
鰕

丹
後
鰤
　
追
網
　
立
網
　
附
他
国
鰤

平
戸
鮪
　
冬
網

讃
州
鰆
　
流
網

若
狭
鯛
　
同
鰈
　
并
塩
蔵
風
乾
　
附

他
国
鯛

讃
州
榎
股
振
網
　
同
五
智
網

能
登
鯖
　
同
他
国
釣
舟

広
島
牡
蠣
　
同
畜
養
法
　
種
類

土
佐
堅
魚
　
熊
野

讃
州
海
鼠

な
ま
こ　
贅
海
鼠

い
り
こ
海
鼠
腸

こ

の
わ
た

越
前
海
膽

う
に

西
宮
白
魚
　
桑
名
　
附
麺
條
魚

ど
ろ
め

氷
魚

ひ
を

桑
名
焼
蛤
　
時
雨
蛤

賀
茂
川
鮴

ご
り　
加
賀
浅
野
川

予
州
大
洲
石
伏

神
道
川
鱒

諏
訪
湖
八
目
鰻
　
赤
魚

明
石
章
魚
　
長
濱

滑
川
大
梢
魚

な
め
り
が
わ
お
お
だ
こ

高
砂
望
潮
魚

た
か
さ
ご
い
ひ
だ
こ

河
鹿
　
八
瀬
　
鼓
瀧
　
井
堤
　
附
魚

の
品
類

備
前
水
母

く
ら
げ

近
江
石
灰
　
并
美
濃

伊
萬
里
陶
器

い
ま
り
や
き

越
後
織
布

え
ち
ご
ぬ
の

松
前
膃
肭

お
っ
と
つ　
昆
布
　
胡
狭
笳

こ
さ
ふ
へ

唐
船
入
津
　
菩
薩
揚
ぼ
さ
あ
げ

阿
蘭
陀
船

項
目
名
は
各
巻
の
目
録
に
よ
る
。
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表5　『天工開物』と『日本山海名産図会』の間の共通の産物

天工開物 日本山海名産図会

第二巻「乃服いふくのしな」 巻之五「越後織布えちごぬの」

第六巻　「甘嗜さとうはちみつ」内「蜂蜜」 巻之二「蜂蜜」

第七巻　「陶埏やきものこしらえ」 巻之五「伊万里陶器」

第十一巻「燔石いしをやくわざ」 巻之五「石灰」

第十七巻「麯糵こうじもやし」内「酒母さけこうじ」 巻之一「摂州伊丹酒造」

第十八巻「珠玉たまたからいし」内「珠」 巻之三「真珠」

明和 （年（（（（（）刊の和刻本を比較の対象にする。フリガナもこの和刻本による。

表4　『日本山海名産図会』各巻の産業類

巻之一 酒造業（（）

巻之二 採石業（（）、茸類採取業（（）、狩猟業（（）、養蜂業（（）、山蛤・虫類採取業（（）

巻之三～四 漁業（（（）

巻之五 織物・窯業（（）、長崎・蝦夷における交易（（）

（　）内は項目数
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表6　『平賀源内物産考』の構成及び『日本山海名産図会』との比較
『平賀源内物産考』 『日本山海名産図会』

① 序文（題なし）
「明和元年八月平賀源内鳩渓述」 『名産図会』の跋文

② 魚と蛙の図（一丁） 巻之四　附「諸国に河鹿といふ魚」の図
③ 漁捕品 巻之三　漁捕品

鰒　制長鮑　真珠 巻之三　鰒　制長鮑　真珠
海鰕 巻之三　海鰕
鰤 巻之三　鰤
鮪 巻之三　鮪
鰆 巻之三　鰆
若狭鰈　小鯛　他国鯛網 巻之三　若狭鰈　同小鯛　他国鯛網
鯖 巻之三　鯖
牡蠣 巻之三　牡蠣
堅魚　漁捕（部分） 巻之四　堅魚
なまこ（二行） 巻之四　生海鼠
うに（二行） 巻之四　海膽
しろうを（数行） 巻之四　白魚
鮴ごり（あらまし） 巻之四　鮴
鱒ます（あらまし） 巻之四　鱒
八目鰻やつめうなぎ（部分） 巻之四　八目鰻
章魚（部分） 巻之四　章魚
河鹿（和歌四首のみ） 巻之四　河鹿

④ 一覧表 巻之一、巻之二、巻之三、巻之四、巻之五の目次
⑤ 八目鰻（附記の一部） 巻之四　八目鰻

章魚（簡略） 巻之四　章魚
河鹿という魚 巻之四　諸国に河鹿といふ魚
鰒（あらまし） 巻之三　鰒
海鰕（あらまし） 巻之三　海鰕
鰤網（一行のみ） 巻之三　鰤網
鮪（二行のみ） 巻之三　鮪
生海鼠　贅海鼠海鼠腸（産地＋数行） 巻之四　生海鼠　贅海鼠海鼠腸
海膽（部分） 巻之四　海膽
白魚（部分） 巻之四　白魚
鱒（部分） 巻之四　鱒
水母（あらまし） 巻之五　水母

⑥ 膃肭獣（あらまし） 巻之五　膃肭獣
芝 巻之二　芝
香蕈 巻之二　香蕈
石芝 巻之二　石芝
蜂蜜 巻之二　蜂蜜
蜜蝋　会津蝋 巻之二　蜜蝋、会津蝋
鯢 巻之二　鯢
葛（部分） 巻之二　葛
山蛤（部分） 巻之二　山蛤
蘡薁蟲（部分） 巻之二　蘡薁蟲
鷹（部分） 巻之二　鷹
鳧 巻之二　鳧
峰越鳧 巻之二　峰越鳧
捕熊　取膽（部分） 巻之二　捕熊　取膽


