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│
│
江
戸
名
所
絵
を
中
心
に
│
│

山

本

野
理
子

は

じ

め

に

あ
ら
わ

と

ひ

鐚
飾
の
卍
翁
、
先
に
富
嶽
百
景
と
題
し
て
一
本
を
顕
す
。
こ
は
翁
が
例
の
筆
才
に
て
草
木
鳥
獣
器
財
の
た
ぐ
ひ
、
或
は
人
物
都
鄙

え
ぐ
み

そ
の

こ
の
ず

そ
れ

の
風
俗
、
筆
力
を
尽
し
、
絵
組
の
お
も
し
ろ
き
を
専
ら
と
し
、
不
二
は
其
あ
し
ら
ひ
に
い
た
る
も
多
し
。
此
図
は
夫
と
異
に
し
て
、

そ
の
ま
ま

予
が
ま
の
あ
た
り
に
眺
望
せ
し
を
其
侭
に
う
つ
し
置
き
た
る
艸
稿
を
清
書
せ
し
の
み
。
小
冊
子
中
も
せ
ば
け
れ
ば
、
極
密
に
は
写
し

ま
た

ず
ど
り

さ
わ
り

つ
た

が
た
く
、
略
せ
し
処
も
亦
多
け
れ
ど
、
図
取
は
全
く
写
真
の
風
景
に
て
遠
足
障
な
き
人
た
ち
一
時
の
興
に
備
ふ
る
の
み
。
筆
の
拙
な

き
は
ゆ
る
し
給
へ
盧
。

こ
れ
は
歌
川
広
重
（
一
七
九
七
―
一
八
五
八
）
の
『
富
士
見
百
図
』
の
序
文
で
あ
る
。『
富
士
見
百
図
』
は
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）

の
改
印
が
あ
る
が
、
刊
行
さ
れ
た
の
は
広
重
の
死
よ
り
一
年
あ
と
の
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
で
あ
り
、
百
図
と
あ
る
が
実
際
に
は
初
編

二
十
図
の
み
で
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
序
文
が
広
重
の
手
に
よ
り
実
際
書
か
れ
た
も
の
か
、
編
者
に
よ
り
の
ち
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
か

は
不
明
で
あ
る
が
、
広
重
の
写
実
論
と
し
て
有
名
な
一
節
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
広
重
が
ど
の
よ
う
に
し
て
「
写
真
（
真
に
写
す
）」
を
表

現
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
情
趣
的
と
も
評
さ
れ
る
彼
の
絵
画
の
中
で
、
江
戸
名
所
絵
を
中
心
に
西
洋
透
視
図
法
と
い
う
点
か
ら
考
察
を
進
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め
た
い
。

（
一
）

歌
川
広
重
は
三
十
五
歳
の
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
の
頃
よ
り
風
景
版
画
の
才
覚
を
あ
ら
わ
す
。
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
か
ら
刊
行

の
保
永
堂
版
「
東
海
道
五
十
三
次
」
に
お
い
て
一
躍
有
名
絵
師
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
、
少
し
先
輩
の
鐚
飾
北
斎
（
一
七
六
〇
―
一
八
三

一
）
と
並
び
賞
さ
れ
て
い
る
。
以
後
、
死
の
直
前
ま
で
筆
を
休
め
る
こ
と
な
く
、
そ
の
な
か
で
も
江
戸
名
所
、
諸
国
名
所
、
街
道
を
描
い

た
風
景
版
画
の
分
野
に
お
い
て
、
広
重
は
数
多
く
の
作
品
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
、
今
日
に
お
い
て
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

広
重
の
風
景
版
画
制
作
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
浮
世
絵
に
お
い
て
風
景
表
現
が
成
立
し
て
ゆ
く
過
程
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
浮
世
絵
に
お
い
て
風
景
版
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
成
立
す
る
の
は
江
戸
時
代
後
期
の
北
斎
や
広
重
の
時
代
に
入
っ
て
か
ら

で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
初
期
の
地
誌
な
ど
に
描
か
れ
た
挿
絵
に
も
人
物
や
建
物
の
背
景
に
風
景
ら
し
き
も
の
が
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら

そ
の
風
景
は
、
ひ
と
つ
の
空
間
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
土
地
の
風
俗
や
歳
時
の
舞
台
道
具
と
し
て
登
場
す
る
説
明
的
要

素
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。

一
八
世
紀
中
頃
、
つ
ま
り
江
戸
時
代
中
期
の
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
頃
か
ら
宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
―
六
四
）
に
浮
絵
の
技
法
が
発

明
さ
れ
、
西
洋
画
法
が
浮
世
絵
に
も
導
入
さ
れ
る
。
浮
絵
の
創
始
に
深
く
関
わ
っ
た
と
さ
れ
る
奥
村
政
信
（
一
六
八
六
―
一
七
六
四
）
に

よ
る
初
期
の
浮
絵
作
品
は
、
水
平
視
に
よ
る
一
点
透
視
図
法
と
従
来
の
俯
瞰
図
法
が
ひ
と
つ
の
画
面
に
混
在
す
る
と
い
う
、
西
洋
の
透
視

図
法
を
理
論
的
に
理
解
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
政
信
の
浮
絵
は
そ
も
そ
も
浮
世
絵
と
い
う
商
品
と
し
て
購
買
者
の
目

を
引
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
目
的
を
十
分
果
た
し
う
る
の
で
、
正
確
性
に
欠
く
こ
と
は
何
の
問
題
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
平
面
画
面
に

あ
た
か
も
奥
行
き
が
あ
る
よ
う
に
描
く
こ
と
で
浮
絵
は
別
名
「
く
ぼ
み
絵
」
と
称
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
当
時
の
人
々
の
驚
き
と
興
味
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景
版
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を
物
語
っ
て
い
る
。

そ
の
後
明
和
期
（
一
七
六
四
―
七
一
）
に
入
る
と
浮
絵
は
歌
川
豊
春
（
一
七
三
五
―
一
八
一
四
）
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
西
洋
画
法
を
正

確
に
と
ら
え
た
か
た
ち
で
発
展
し
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
完
全
に
正
確
な
透
視
図
法
と
は
い
い
き
れ
な
い
が
、
岸
文
和
氏
の
『
江
戸
の
遠
近

法
』盪
に
よ
れ
ば
、
浮
絵
第
一
世
代
の
政
信
に
比
べ
第
二
世
代
の
豊
春
の
浮
絵
は
、
消
失
点
な
ら
ぬ
「
消
失
圏
」
が
画
面
の
奥
に
見
出
せ

る
こ
と
、
そ
の
「
消
失
圏
」
を
中
心
に
透
視
図
法
で
い
う
「
地
平
線
」
が
正
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
豊
春
本
人
の
「
視
点

の
高
さ
」
が
そ
の
「
地
平
線
」
と
同
じ
高
さ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
政
信
の
時
代
に
比
べ
、
遠
近
法
を
単
に
視
覚
的
刺
激
と
し

て
鑑
賞
者
に
興
味
を
引
か
せ
る
だ
け
で
な
く
、
絵
師
の
空
間
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
が
ひ
と
つ
の
合
理
性
を
見
出
そ
う
と
さ
せ
る
姿
勢
を
感

じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
頃
に
は
、
小
田
野
直
武
（
一
七
四
九
―
八
〇
）
ら
秋
田
蘭
画
に
は
じ
ま
る
洋
風
画
派
と
よ
ば
れ
る
絵
師
達

が
、
蘭
学
研
究
の
一
環
の
な
か
で
、
西
洋
透
視
図
法
の
理
論
的
理
解
と
絵
画
表
現
へ
の
実
行
に
力
を
注
い
で
い
る
。
と
く
に
秋
田
藩
主
佐

竹
曙
山
（
一
七
四
八
―
八
五
）
が
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
に
あ
ら
わ
し
た
『
曙
山
写
生
帖
』
中
の
「
画
法
網
領
」「
画
図
理
解
」
は
彼

の
西
洋
画
研
究
の
理
論
的
理
解
を
示
す
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
秋
田
蘭
画
は
浮
世
絵
と
い
う
大
衆
の
興
味
を
満
足
さ
せ
る
目
的

で
つ
く
ら
れ
た
絵
画
に
比
べ
、
特
定
の
人
間
の
な
か
に
お
い
て
あ
る
種
の
知
的
欲
求
を
満
た
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
浮
世
絵

師
か
ら
転
じ
て
洋
風
画
家
と
な
っ
た
司
馬
江
漢
（
一
七
四
七
―
一
八
一
八
）
に
よ
る
西
洋
風
の
風
景
を
描
い
た
銅
版
画
に
し
て
も
、
そ
の

目
的
は
西
洋
技
術
の
習
得
と
伝
播
に
あ
っ
た
。
江
漢
も
曙
山
同
様
、
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
の
『
西
洋
画
談
』、
文
化
八
年
（
一
八

一
一
）
の
『
春
波
楼
筆
記
』
に
自
ら
の
西
洋
画
法
理
解
を
綴
っ
て
い
る
。

さ
て
、
浮
世
絵
と
い
う
商
品
性
の
強
い
絵
画
表
現
の
な
か
で
、
浮
絵
は
一
部
の
人
間
の
知
的
満
足
を
満
た
す
と
い
う
訳
に
は
い
か
ず
、

幅
広
い
層
の
人
々
の
関
心
を
得
る
こ
と
が
第
一
条
件
で
あ
っ
た
。
政
信
の
時
代
の
ト
リ
ッ
ク
的
要
素
が
強
い
最
初
期
の
浮
絵
を
み
れ
ば
一

目
瞭
然
で
も
あ
ろ
う
。
だ
が
豊
春
以
降
の
浮
絵
は
屋
内
に
せ
よ
屋
外
に
せ
よ
絵
師
（
あ
る
い
は
鑑
賞
者
）
と
空
間
の
関
係
が
画
面
上
に
は
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の
風
景
版
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っ
き
り
と
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
そ
の
目
的
が
西
洋
画
法
の
理
論
的
理
解
で
な
い
以
上
、
正
確
性
を
追
求
す
る
ま

で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
西
洋
的
な
技
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
眼
に
映
る
も
の
を
で
き
る
だ
け
正
確
に
再
現

し
よ
う
と
す
る
試
み
を
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
試
み
は
、
後
の
広
重
の
世
代
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

（
二
）

豊
春
の
浮
絵
が
後
の
歌
川
広
重
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
歌
川
派
の
西
洋
画
へ
の
熱
意
と
教
育
法
を
こ
こ

で
紹
介
し
よ
う
。

飯
島
虚
心
著
『
浮
世
絵
師
歌
川
列
伝
』
上
巻
「
歌
川
豊
春
伝
」
に
よ
る
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

〔
歌
川
豊
春
は
〕
又
浮
画
〔
浮
絵
の
こ
と
〕
に
長
じ
、
こ
れ
を
錦
画
に
な
し
て
発
行
し
、
大
に
行
わ
る
。
類
考
に
浮
絵
を
錦
画
に

し
、
多
く
画
き
出
だ
せ
り
、
宝
暦
頃
の
浮
画
〔
奥
村
政
信
の
こ
ろ
の
浮
絵
〕
に
ま
さ
れ
り
と
。
又
稗
史
臆
説
年
代
記
（
三
馬
作
）

に
、
歌
川
豊
春
う
き
絵
に
名
あ
り
と
。
此
の
浮
画
の
錦
画
は
、
多
く
は
遠
景
の
山
水
お
よ
び
庭
園
等
に
し
て
、
中
に
人
物
を
画
く
、

あ
た
か
も

そ
の
人
物
は
遠
景
あ
る
に
よ
り
て
、
恰
生
け
る
が
ご
と
く
見
ゆ
る
な
り
（
横
画
多
し
）、
こ
れ
即
西
洋
の
油
画
の
法
に
よ
り
て
画
け

る
も
の
也
。

〔
中
略
〕

又
按
ず
る
に
豊
春
、
既
に
西
洋
の
画
法
を
伝
う
、
よ
り
て
後
の
歌
川
流
を
学
ぶ
者
、
ま
た
皆
西
洋
の
画
法
を
慕
わ
ざ
る
は
な
し
。

其
の
授
業
の
方
法
の
如
き
に
至
り
て
も
、
大
い
に
西
洋
法
に
類
す
る
所
あ
り
〔
云
々
〕蘯

こ
れ
は
、
豊
春
以
降
、
歌
川
派
と
い
う
絵
師
集
団
に
お
け
る
西
洋
画
法
教
育
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
育
が
、
豊
春
の
弟

子
で
あ
る
豊
広
へ
、
そ
の
弟
子
の
広
重
へ
と
伝
わ
っ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
豊
春
の
孫
弟
子
で
あ
る
広
重
の
活
躍
し
た
江
戸
時
代
後
期

歌
川
広
重
の
風
景
版
画
に
お
け
る
革
新
性
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は
、
西
洋
画
法
に
よ
る
空
間
把
握
と
い
う
も
の
が
、
理
論
的
理
解
と
い
う
域
に
は
届
か
な
い
に
し
て
も
、
江
戸
の
庶
民
の
間
で
も
十
分
に

親
し
く
享
受
さ
れ
て
い
た
。

広
重
の
風
景
版
画
に
は
、「
浮
絵
的
」、
つ
ま
り
こ
の
場
合
、
意
図
的
に
西
洋
の
一
点
透
視
図
法
を
強
調
し
て
直
線
的
な
構
図
で
遠
近
感

を
表
現
し
て
い
る
も
の
も
、
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
江
戸
名
所
絵
の
シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
江
戸
名
所
絵
に
お
い

て
、
浮
絵
的
画
題
と
な
る
多
く
の
場
所
が
、
駿
河
町
・
大
伝
馬
町
・
上
野
広
小
路
な
ど
の
商
業
地
、
霞
ヶ
関
の
よ
う
な
武
家
屋
敷
が
立
ち

並
ぶ
地
域
、
そ
し
て
遊
廓
が
区
画
整
理
し
て
ひ
と
つ
の
枠
内
に
押
し
込
め
ら
れ
た
吉
原
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
町
並
み
そ
の
も
の
に
直
線
的

な
要
素
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
「
浮
絵
の
よ
う
な
」
場
所
で
あ
る
。
例
え
ば
大
伝
馬
町
は
木
綿
問
屋
街
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
が
、
通

り
に
沿
っ
て
長
屋
の
よ
う
な
建
物
の
中
に
数
件
の
店
が
入
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
直
線
的
な
つ
く
り
か
ら
透
視
図
を
描
き
や
す
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

建
築
学
に
お
い
て
「
求
心
形
式
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
盻
。
そ
れ
は
象
徴
的
な
も
の
（
広
場
の
塔
な
ど
）
を
奥
行
き
の
中
心
と
し

て
、
透
視
図
的
な
視
覚
像
と
し
て
効
果
が
あ
る
よ
う
に
町
並
み
、
あ
る
い
は
建
物
を
計
画
し
て
造
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
江
戸
の
町

並
み
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
よ
う
な
効
果
を
狙
っ
て
造
ら
れ
た
の
で
は
な
い
が
、
広
重
が
浮
絵
的
画
題
を
風
景
に
求
め
る
と
き
、
こ
の

「
求
心
形
式
」
が
、
す
で
に
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
感
が
す
る
。

浮
絵
的
風
景
を
描
く
に
あ
た
っ
て
以
上
の
よ
う
な
土
地
が
選
ば
れ
た
の
は
「
求
心
形
式
」
の
炙
り
出
し
で
あ
る
と
い
う
理
由
の
ほ
か

に
、「
江
戸
的
で
あ
る
も
の
」
を
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
が
象
徴
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

商
業
地
の
繁
栄
、
武
家
社
会
、
不
夜
城
吉
原
と
い
っ
た
も
の
は
、
他
の
諸
国
と
比
較
し
て
江
戸
を
象
徴
す
る
画
題
で
あ
る
。
広
重
に
と
っ

て
幾
何
学
的
に
映
っ
た
大
都
市
江
戸
の
い
く
つ
か
の
景
観
を
一
点
透
視
図
法
で
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
江
戸
名
所
絵
と
そ
の
他
の
風

景
版
画
と
の
差
別
化
を
図
り
、
飽
き
さ
せ
な
い
よ
う
変
化
を
求
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
思
い
は
売
れ
行
き
を
気
に
す
る
版
元
的
な

考
え
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
街
道
も
の
で
は
、
そ
の
道
中
の
風
俗
や
旅
情
を
描
き
出
し
、
諸
国
も
の
で
は
そ
の
奇
観
の
壮
大
さ
や
、
田
園
風
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図 1 広重
浮絵下谷広小路呉服見世
ノ図

図 5 広重
東都名所 芝赤羽根之雪

図 8 江漢
両国橋

図 4 広重
阿波鳴門之風景

図 2 広重
江戸名所之内 隅田堤雨中
之桜

図 6 広重
東都名所 芝赤羽根水天宮

図 9 田善
ヨシハラトテノケイ（吉原土堤之景）

図 3 広重
江都名所 王子稲荷之祠

図 7 広重
江戸名所 赤羽根水天宮

歌
川
広
重
の
風
景
版
画
に
お
け
る
革
新
性

五
六



図 10 広重
東都大伝馬街繁栄之図

図 12 広重
江戸名所

よし原仲の町

図 15 広重
東都名所

両国橋納涼大花火

図 18 広重
江都勝景 日比谷外之図

図 19 広重
江都勝景 虎之門外之図

図 13 広重
江戸名所

よし原仲の町桜の紋日

図 16 広重
江戸十二景 両国納涼

図 11 広重
岩城升屋店先

図 20 広重
江都勝景 よろゐの渡し

図 17 広重
江都勝景 芝新銭坐之図

図 14 広重
江都名所 吉原夜の桜
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景
の
の
ど
か
な
情
景
を
描
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
時
代
の
浮
世
絵
師
に
共
通
し
て
、
も
は
や
浮
絵
と
題
す
る
作
品
を
描
く
こ
と
は
少
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
風
景
版
画
が

画
題
に
ほ
と
ん
ど
浮
絵
と
冠
し
な
い
の
に
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
浮
絵
と
つ
か
な
く
て
も
当
時
は
、
お
よ
そ
ほ

と
ん
ど
の
風
景
版
画
は
多
か
れ
少
な
か
れ
西
洋
画
法
が
そ
の
遠
近
表
現
に
お
い
て
享
受
さ
れ
て
い
る
の
で
わ
ざ
わ
ざ
画
題
に
冠
す
る
必
要

が
な
い
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
浮
絵
と
冠
す
る
こ
と
で
洋
風
画
的
な
響
き
を
み
る
も
の
に
与
え
て
し
ま
い
、
風
景
版
画
の
中
で
重
要
な
ジ

ャ
ン
ル
で
あ
る
名
所
絵
と
し
て
の
親
し
み
が
減
少
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
浮
絵
と
い
う
と
本
来
、
西
洋
的
な

視
覚
に
よ
っ
て
人
々
に
興
味
と
驚
き
を
与
え
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
広
重
の
頃
に
は
絵
師
も
鑑
賞
者
も
野
外
風
景
の
三
次
元
的
空
間
把

握
に
慣
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
広
重
の
作
品
に
は
、
と
う
に
流
行
を
終
え
て
い
た
浮
絵
と
画
題
に
冠
す
る
も
の
は
少
な
い
。
江
戸
名
所
を
描
い
た
も
の
に
わ
ず

か
数
点
、
浮
絵
と
冠
し
た
も
の
が
残
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
点
、
天
保
末
年
（
一
八
四
〇
頃
）
刊
行
の
《
浮
絵
下
谷
広
小
路
呉

服
見
世
ノ
図
》（
図
１
）
は
、
西
洋
透
視
図
法
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
従
来
の
一
点
透
視
図
法
に
よ
る
浮
絵

と
異
な
り
、
遠
景
に
進
む
に
従
っ
て
二
つ
の
方
向
に
収
斂
し
て
い
く
と
い
う
か
た
ち
に
お
い
て
二
点
透
視
図
法
と
解
釈
さ
れ
る
。
二
点
透

視
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
は
、
広
重
の
風
景
版
画
に
は
し
ば
し
ば
み
う
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
彼
の
西
洋
透
視
図
法
へ
の
強
い
関

心
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

広
重
独
自
の
西
洋
画
法
研
究
は
従
来
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
彼
が
積
極
的
に
西
洋
画
法
を
研
究
し
て

い
た
と
い
う
は
っ
き
り
と
し
た
痕
跡
が
今
日
に
お
い
て
見
出
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
や
、
彼
の
風
景
版
画
の
魅
力
が
別
の
と
こ
ろ
、
つ
ま

り
江
戸
の
情
緒
性
や
、
諸
国
の
自
然
と
人
間
社
会
の
融
合
と
い
っ
た
よ
う
な
評
価
が
転
じ
て
伝
統
的
日
本
絵
画
を
周
到
し
て
い
る
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
広
重
は
西
洋
画
法
需
要
に
消
極
的
で
あ
っ
た
と
い
う
誤
解
を
招
く
原
因
が
あ
ろ

う
か
。
政
信
は
蘇
州
版
画
に
倣
っ
た
と
さ
れ
る
《
無
題
（
唐
人
館
之
図
）》
を
描
い
て
い
る
し
、
豊
春
は
西
洋
の
銅
版
画
を
忠
実
に
模
写
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し
た
《
紅
毛
フ
ラ
ン
カ
イ
ノ
湊
万
里
鐘
響
図
》
を
遺
し
て
い
る
。

ま
た
広
重
と
同
時
代
の
北
斎
が
行
っ
た
よ
う
な
銅
版
画
風
の
西
洋
版
画
を
広
重
は
刊
行
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、『
北
斎
漫
画
』
に

あ
る
透
視
図
法
に
よ
る
空
間
把
握
を
説
明
す
る
よ
う
な
図
解
眈
も
残
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
広
重
は
、
西
洋
画
法
に
は
あ
ま
り
積
極
的

に
取
り
組
ま
ず
、
あ
る
程
度
受
容
し
て
い
る
も
の
の
む
し
ろ
情
緒
性
の
表
出
と
い
う
も
の
に
力
を
注
い
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。
だ
が
、
こ
の
二
点
透
視
図
の
使
用
と
い
う
点
だ
け
み
て
も
《
浮
絵
下
谷
広
小
路
之
図
》
は
、
広
重
の
透
視
図
法
研
究
の
賜
物
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
歌
川
派
と
い
う
絵
師
集
団
の
西
洋
画
法
教
育
の
過
程
の
な
か
で
は
当
然
の
結
果
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
広
重
に

と
っ
て
西
洋
画
法
は
単
に
異
国
情
緒
を
醸
し
出
す
た
め
や
、
理
知
的
な
風
景
表
現
を
試
み
る
た
め
の
手
段
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
己
の
目

に
映
る
景
色
を
見
た
ま
ま
の
印
象
に
描
き
出
す
た
め
の
ひ
と
つ
の
手
段
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

広
重
の
こ
の
よ
う
な
二
点
透
視
に
よ
る
空
間
表
現
は
、
建
築
物
や
道
と
い
っ
た
よ
う
な
都
市
に
お
け
る
直
線
的
要
素
に
頼
ら
ず
と
も
、

の
ち
に
更
に
自
然
な
か
た
ち
で
画
面
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
早
い
例
で
は
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
頃
刊
行
の
泉
市
版

「
江
戸
名
所
之
内
」《
隅
田
堤
雨
中
之
桜
》（
図
２
）
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
手
前
に
描
か
れ
た
松
の
木
や
鳥
居
を
中
心
に
画
面
の
両
端
に
向

か
っ
て
道
が
収
斂
し
て
い
る
。
天
保
十
年
―
十
三
年
（
一
八
三
九
―
四
二
）
頃
刊
行
の
佐
野
喜
版
「
江
都
名
所
」《
王
子
稲
荷
之
祠
》（
図

３
）
も
そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
。
飛
鳥
山
の
三
角
形
と
地
面
の
草
地
部
分
の
逆
三
角
形
が
画
面
全
体
を
上
下
に
分
か
ち
、
一
見
北
斎
の
図
形

的
表
現
を
連
想
さ
せ
る
が
、
よ
く
見
る
と
立
派
に
二
点
透
視
を
自
然
に
画
面
に
取
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
気
づ
く
か
気
づ
か
な
い
程

度
に
画
面
中
央
を
横
切
る
道
が
弧
を
描
き
、
画
面
内
に
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
道
の
両
端
に
は
消
失
点
が
認
め
ら
れ
る
。
近
景
に
大

き
な
木
を
配
し
た
の
は
、
景
観
位
置
と
そ
の
高
さ
を
無
意
識
に
感
じ
取
れ
る
よ
う
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

後
の
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
刊
行
の
《
阿
波
鳴
門
之
風
景
》（
図
４
）
で
は
、
鳴
門
海
峡
の
向
こ
う
に
望
む
遠
景
部
分
に
描
か
れ
た

淡
路
島
の
手
前
に
せ
り
出
し
た
岬
を
中
心
に
、
左
右
に
向
か
っ
て
二
点
透
視
の
構
図
で
あ
る
。
こ
の
図
は
淵
上
旭
江
（
一
七
五
三
―
一
八

一
六
）
の
『
山
水
奇
観
』（
前
編
寛
政
十
二
年＝

一
八
〇
〇
、
後
編
享
和
二
年＝
一
八
〇
二
刊
行
）
を
種
本
に
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
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る
眇
。
し
か
し
な
が
ら
広
重
は
、
山
や
島
の
連
な
り
を
ま
っ
す
ぐ
な
水
平
線
上
に
輪
郭
を
描
い
た
旭
江
の
空
間
構
成
と
は
異
な
り
、
そ
の

連
な
り
を
遠
く
に
行
く
に
従
っ
て
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
次
第
に
収
斂
さ
せ
る
と
い
っ
た
独
自
の
空
間
把
握
に
よ
っ
て
、
三
次
元
空
間
を
パ

ノ
ラ
マ
画
面
に
見
事
に
描
き
出
す
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。

（
三
）

浮
絵
的
画
題
に
よ
り
、
歌
川
派
の
流
れ
の
中
で
広
重
は
、
豊
春
が
残
し
た
技
術
的
な
課
題
を
消
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
章

で
述
べ
た
通
り
歌
川
派
の
洋
風
画
教
育
の
流
れ
に
お
い
て
、
豊
春
の
二
代
後
の
世
代
で
あ
る
広
重
が
、
技
術
的
進
歩
を
遂
げ
る
と
い
う
こ

と
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
広
重
は
同
時
期
に
単
な
る
一
点
透
視
及
び
二
点
透
視
に
よ
る
絵
画
を
描
き
な
が
ら
も
、
さ
ら

に
透
視
図
法
に
よ
る
新
た
な
空
間
表
現
の
可
能
性
を
も
模
索
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
広
重
の
新
し
さ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

広
重
の
作
品
に
は
左
右
ど
ち
ら
か
一
方
の
画
面
枠
に
向
か
っ
て
、
透
視
図
法
を
構
成
す
る
建
物
や
道
が
収
斂
す
る
と
い
う
現
象
が
み
ら

れ
る
。
と
く
に
天
保
年
間
（
一
八
三
〇
―
四
四
）
中
期
以
降
の
江
戸
名
所
絵
に
多
い
。
こ
こ
で
同
じ
場
所
を
題
材
に
し
た
作
品
を
例
に
挙

げ
て
説
明
し
た
い
。
天
保
六
年
―
九
年
（
一
八
三
五
―
三
八
）
頃
刊
行
の
佐
野
喜
版
「
東
都
名
所
」《
芝
赤
羽
根
之
雪
》（
図
５
）
は
、
一

点
透
視
図
法
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
消
失
点
は
曖
昧
で
は
あ
る
が
、
お
よ
そ
画
面
の
中
心
か
ら
や
や
左
に
位
置
し
て
い
る
。
消
失
点

の
曖
昧
さ
は
江
戸
時
代
の
浮
世
絵
に
お
け
る
遠
近
法
に
お
い
て
、
よ
く
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。

天
保
十
年
―
十
三
年
（
一
八
三
九
―
四
二
）
頃
刊
行
の
布
吉
版
刊
行
の
「
東
都
名
所
」《
芝
赤
羽
根
水
天
宮
》（
図
６
）
は
、
前
出
の
佐

野
喜
版
の
景
色
を
ち
ょ
う
ど
反
対
か
ら
眺
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
天
保
十
四
年
―
弘
化
四
年
（
一
八
四
三
―
四
七
）
頃
刊
行
の
有
田
屋

版
「
江
戸
名
所
」《
赤
羽
根
水
天
宮
》（
図
７
）
は
佐
野
喜
版
の
も
の
と
同
方
向
に
眺
め
た
景
色
で
あ
る
。
三
点
と
も
川
を
中
心
に
両
側
に
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ひ
ろ
が
る
町
並
み
を
透
視
図
法
に
よ
っ
て
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
の
二
点
に
は
独
特
の
空
間
構
成
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
通
常
画

面
の
中
心
付
近
に
設
定
さ
れ
る
は
ず
の
消
失
点
が
、
画
面
枠
の
右
側
も
し
く
は
左
側
に
大
き
く
ず
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
画
面
上
に
ふ
た
つ
の
長
辺
を
も
っ
た
鋭
角
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
画
面
内
に
見
出
せ
る
三
角
形
は
視
覚
的
効
果
を
十
分
に

も
た
ら
し
て
い
る
。
ま
た
横
方
向
へ
奥
行
き
を
出
す
こ
と
で
、
建
物
や
道
の
距
離
感
と
画
面
上
に
描
か
れ
る
描
線
の
長
さ
の
違
和
感
が
消

化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

は
た
し
て
広
重
は
こ
の
よ
う
な
構
図
を
ど
の
よ
う
に
し
て
創
案
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
広
重
以
前
の
浮
世
絵
に
は
同
様
の
構
図
は
例
を

み
な
い
。
た
だ
し
司
馬
江
漢
や
亜
欧
堂
田
善
（
一
七
四
八
―
一
八
二
二
）
の
銅
版
画
に
広
重
ほ
ど
極
端
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
し

き
構
図
が
見
て
取
れ
る
も
の
も
あ
る
。
と
く
に
田
善
は
広
重
晩
年
の
近
像
型
構
図
眄
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
の
で
、
そ
れ
ら
銅
版
画
よ
り
構
想
を
得
た
可
能
性
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

江
漢
に
は
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
作
《
両
国
橋
》（
図
８
）
が
あ
る
。
近
景
部
分
に
描
か
れ
た
川
沿
い
に
並
ぶ
水
茶
屋
の
軒
並
み
が

画
面
枠
の
右
方
向
に
向
か
っ
て
収
斂
し
て
い
る
。
た
だ
し
画
面
全
体
の
消
失
点
は
丸
み
を
帯
び
た
水
平
線
に
架
け
ら
れ
た
橋
付
近
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
画
面
全
体
を
三
角
の
直
線
で
仕
切
っ
た
印
象
を
受
け
る
広
重
の
構
図
と
は
違
う
意
味
合
い
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
田
善
の
寛
政
年
間
（
一
七
八
九
―
一
八
〇
一
）
後
期
頃
か
ら
西
洋
画
を
習
作
的
に
模
刻
し
た
銅
版
画
の
中
に
は
、
こ
の
構
図
が

見
受
け
ら
れ
る
眩
。
し
か
し
な
が
ら
彼
が
実
際
に
日
本
風
景
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
構
図
を
そ
の
ま
ま
採
用
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
田
善
の
文
化
年
間
（
一
八
〇
四
―
一
七
）
中
期
頃
の
作
《
ヨ
シ
ハ
ラ
ト
テ
ノ
ケ
イ
（
吉
原
土
堤
之
景
）》（
図
９
）
に
お

け
る
画
面
に
も
確
か
に
、
右
方
向
に
向
か
っ
て
収
斂
し
て
い
く
と
い
う
広
重
と
同
様
の
現
象
が
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
消
失
点
が
画
面
内
に

し
っ
か
り
と
収
ま
っ
て
い
る
た
め
、
広
重
の
も
の
ほ
ど
視
覚
的
な
印
象
を
訴
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
以
上
か
ら
そ
れ
ら
の
構
図
は
や

は
り
広
重
自
ら
に
よ
る
西
洋
透
視
図
法
の
受
容
と
、
浮
世
絵
風
景
画
に
そ
れ
を
い
か
に
自
分
ら
し
く
取
り
入
れ
る
か
と
い
う
研
究
の
成
果

と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
の
成
り
行
き
と
い
え
よ
う
。
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（
四
）

広
重
に
は
一
点
透
視
図
の
消
失
点
を
境
に
半
分
に
区
切
っ
た
一
方
が
、
ひ
と
つ
の
作
品
と
成
り
得
る
場
合
が
あ
る
。
こ
こ
に
二
つ
の
大

判
三
枚
続
が
あ
る
。
天
保
十
四
年
―
弘
化
四
年
（
一
八
四
三
―
四
七
）
頃
刊
行
の
《
東
都
大
伝
馬
街
繁
栄
之
図
》（
図
１０
）
弘
化
四
年
―

嘉
永
五
年
（
一
八
四
七
―
五
二
）
頃
刊
行
の
《
岩
城
升
屋
店
先
》（
図
１１
）
を
見
比
べ
て
ほ
し
い
。
大
判
竪
書
が
横
三
枚
に
続
い
て
い
る

の
で
、
横
画
面
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、
前
者
は
画
面
中
央
の
や
や
右
下
付
近
に
消
失
点
が
認
め
ら
れ
る
一
点
透
視
図
法
で
あ
る
。

中
央
に
消
失
点
を
置
か
な
い
の
は
、
消
失
点
の
上
方
に
見
え
る
江
戸
城
の
左
に
位
置
す
る
富
士
山
を
画
面
中
央
に
置
き
た
か
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
屋
根
の
斜
線
と
富
士
山
の
三
角
を
呼
応
さ
せ
て
い
る
の
は
、
北
斎
の
得
意
と
す
る
手
法
を
採
用
し
て
い
る
と
も
考
え

ら
れ
な
く
も
な
い
。
後
者
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
な
右
に
向
か
っ
て
収
斂
し
て
ゆ
く
透
視
図
法
で
あ
る
。
消
失
点
は
画
面
の
枠
外
に
想

定
さ
れ
る
。
も
し
右
に
あ
と
三
枚
分
の
画
面
が
続
い
て
い
た
な
ら
、
前
者
と
同
様
の
中
央
に
消
失
点
を
持
つ
一
点
透
視
の
図
と
な
っ
て
い

た
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
前
者
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー
な
構
図
の
左
半
分
が
後
者
の
構
図
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

次
に
「
吉
原
」
を
題
材
に
透
視
図
法
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
三
つ
の
作
品
を
挙
げ
る
。
弘
化
四
年
―
嘉
永
五
年
（
一
八
四
七
―
五
二
）
頃

刊
行
の
遠
彦
版
「
江
戸
名
所
」《
よ
し
原
仲
の
町
》（
図
１２
）
は
、
消
失
点
を
ほ
ぼ
中
央
に
持
つ
透
視
図
で
あ
る
。
通
り
の
両
脇
に
並
び
立

つ
遊
廓
の
屋
根
の
描
線
か
ら
、
水
平
線
は
中
央
よ
り
下
方
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
が
、
消
失
点
も
水
平
線
も
正
面
に
大
き
く
描
か
れ

た
桜
の
木
が
隠
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
続
く
天
保
十
年
―
十
三
年
（
一
八
三
九
―
四
二
）
頃
刊
行
の
丸
甚
版
「
江
戸
名
所
」《
よ
し
原
仲

の
町
桜
の
紋
日
》（
図
１３
）
も
透
視
図
法
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
図
で
あ
る
。
水
平
線
は
中
央
よ
り
も
若
干
下
方
で
あ
る
が
、
遠
彦
版
よ
り

は
上
方
で
あ
る
の
で
視
点
が
低
い
こ
と
が
わ
か
る
。
遠
彦
版
の
視
点
が
遊
廓
の
二
階
辺
り
に
あ
る
の
に
対
し
、
こ
ち
ら
の
図
は
通
り
に
立

つ
人
物
と
ほ
ぼ
同
じ
高
さ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
消
失
点
は
中
央
よ
り
大
き
く
ず
れ
て
い
る
の
で
、
景
観
位
置
が
桜
の
木
を
正
面
に
対
す
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る
の
で
は
な
く
、「
江
戸
町
壹
丁
目
」
と
記
し
た
門
の
近
く
に
寄
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

最
後
に
天
保
六
年
―
九
年
（
一
八
三
五
―
三
八
）
頃
刊
行
の
喜
鶴
堂
版
「
江
都
名
所
」《
吉
原
夜
の
桜
》（
図
１４
）
を
挙
げ
る
。
視
点
の

高
さ
は
遊
廓
の
二
階
の
辺
り
で
景
観
位
置
は
、
丸
甚
版
の
も
の
と
桜
並
木
を
挟
ん
で
ち
ょ
う
ど
反
対
側
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
は
前
出
の
大
判
三
枚
続
《
岩
城
升
屋
店
先
》
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
を
持
つ
透
視
図
法
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
図
の
場
合
、
画
面
枠
の
左

辺
に
向
か
っ
て
収
斂
し
て
い
く
が
、
想
定
し
う
る
消
失
点
は
画
面
外
に
あ
り
描
か
れ
な
い
。
遊
廓
の
軒
並
み
の
上
辺
と
底
辺
の
斜
線
は
画

面
を
空
・
建
物
・
道
の
三
つ
に
分
割
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
横
断
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
仲
の
町
と
江
戸
町
の
交
差
す
る
地
点

か
ら
、
仲
の
町
を
南
西
の
方
向
に
望
ん
だ
と
き
の
景
観
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
景
観
位
置
、
視
点
の
高
さ
を
持
っ
て

い
る
。
注
目
す
べ
き
は
喜
鶴
堂
版
が
、
画
面
枠
左
方
向
に
大
き
く
収
斂
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
視
線
の
ベ
ク
ト
ル
が
左
方
向
に
表
現

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
斜
め
の
方
向
に
視
線
が
向
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
透
視
図
の
こ
と
を
今
日
で
は

「
傾
角
透
視
図
」眤
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の
視
線
の
ベ
ク
ト
ル
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
察
を
続
け
た
い
。
広
重
の
描
く
「
両
国
橋
」
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
最
初
の
タ

イ
プ
は
、
天
保
十
年
―
十
三
年
（
一
八
三
九
―
四
二
）
頃
刊
行
の
上
金
版
「
東
都
名
所
」《
両
国
橋
納
涼
大
花
火
》（
図
１５
）、
同
時
期
刊

行
の
森
治
版
「
新
撰
江
戸
名
所
」《
両
国
納
涼
花
火
之
図
》
そ
し
て
弘
化
四
年
―
嘉
永
五
年
（
一
八
四
七
―
五
二
）
頃
刊
行
の
藤
慶
版

「
江
戸
名
所
」《
両
国
花
火
》
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
河
村
岷
雪
（
生
没
年
不
明
）
よ
り
着
想
を
得
た
眞
、
北
斎
の
文
化
三
年
―
五
年
（
一
八

〇
六
―
〇
八
）
頃
刊
行
の
ひ
ら
が
な
落
款
の
洋
風
風
景
版
画
《
た
か
は
し
の
ふ
じ
》
や
、
天
保
二
年
―
四
年
（
一
八
三
一
―
三
三
）
頃
刊

行
の
「
冨
嶽
三
十
六
景
」《
深
川
万
年
橋
下
》
の
よ
う
な
橋
を
正
面
に
対
し
橋
げ
た
の
間
か
ら
遠
く
の
景
色
を
望
む
構
図
と
類
似
し
て
い

る
。
言
い
換
え
れ
ば
視
点
の
高
さ
が
橋
と
同
じ
位
置
（
正
確
に
は
橋
げ
た
の
上
の
辺
り
な
の
で
や
や
「
仰
観
図
」眥
的
に
な
っ
て
い
る
）

に
あ
り
、
橋
の
側
面
に
対
し
て
垂
直
に
視
線
の
ベ
ク
ト
ル
が
延
び
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
の
タ
イ
プ
と
し
て
は
、
天
保
年
間
（
一
八
三
〇
―
四
四
）
初
期
刊
行
の
泉
市
版
「
江
戸
十
二
景
」《
両
国
納
涼
》（
図
１６
）、
天
保
三
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年
―
五
年
（
一
八
三
二
―
三
四
）
頃
刊
行
の
喜
鶴
堂
版
「
江
都
名
所
」《
両
国
橋
納
涼
》、
天
保
十
四
年
―
弘
化
四
年
（
一
八
四
三
―
四

七
）
頃
刊
行
の
増
銀
版
「
東
都
名
所
」《
両
国
花
火
》
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
「
仰
観
図
」
で
あ
り
視
点
が
か
な
り
低
い
こ
と

が
わ
か
る
。
橋
や
、
川
面
に
浮
か
ぶ
船
が
画
面
枠
の
左
側
に
向
か
っ
て
収
斂
し
て
い
く
の
で
、
問
題
の
視
線
の
ベ
ク
ト
ル
は
橋
に
対
し
て

左
の
方
向
に
向
い
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
た
だ
し
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
二
つ
の
消
失
点
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
一
つ
は
視
線
の
ベ
ク

ト
ル
の
先
の
橋
の
向
こ
う
側
に
広
が
る
中
景
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
画
面
の
右
奥
に
広
が
る
遠
景
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
消
失
点

を
持
つ
図
は
二
点
透
視
図
と
は
異
な
り
、
空
間
が
二
重
の
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

広
重
は
天
保
二
年
の
い
わ
ゆ
る
「
一
幽
斎
が
き
」
と
よ
ば
れ
る
川
正
版
「
東
都
名
所
」
に
お
い
て
風
景
版
画
絵
師
と
し
て
の
地
位
を
確

立
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
彼
の
空
間
表
現
の
ひ
と
つ
で
あ
る
近
像
型
構
図
の
初
期
的
な
段
階
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
本
章
で
述
べ
た
彼
の
透
視
図
法
に
よ
る
空
間
表
現
の
革
新
、
つ
ま
り
斬
新
な
「
傾
角
透
視
図
法
」
の
使
用
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か

し
同
時
期
に
は
泉
市
版
「
江
戸
十
二
景
」
の
よ
う
な
「
傾
角
透
視
図
法
」
を
早
く
か
ら
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
作
品
も
存
在
す
る
。
そ
の

よ
う
な
天
保
初
期
の
様
々
な
試
行
錯
誤
が
彼
の
透
視
図
法
に
よ
る
空
間
表
現
の
革
新
の
ひ
と
つ
の
頂
点
と
い
え
る
作
品
、
天
保
九
年
（
一

八
三
八
）
頃
刊
行
の
川
正
版
「
江
都
勝
景
」
全
七
枚
（
図
１７
〜
１８
）
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
作
品
で
特
徴
的
に
み
ら
れ
る
広
重
の
空
間
表
現
法
は
、
彼
自
身
の
「
景
観
位
置
」、「
視
点
の
高
さ
」
の
み
な
ら
ず
「
視
線
の
向

き
」
を
明
確
に
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
鑑
賞
者
が
容
易
に
画
の
中
に
入
り
込
め
る
環
境
を
提
示
し
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
広
重
自
身
を

取
り
巻
く
世
界
に
見
る
者
を
誘
導
す
る
役
割
の
ひ
と
つ
が
こ
の
透
視
図
法
の
特
色
で
あ
る
。
全
図
を
通
し
て
、
こ
の
広
重
独
自
の
透
視
図

法
に
よ
る
空
間
表
現
が
五
図
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
広
重
が
本
作
品
に
お
い
て
積
極
的
に
こ
の
透
視
図
法
を
使
用
し
た
と
い
う
こ
と

を
意
味
す
る
。
本
作
品
の
刊
行
さ
れ
た
天
保
六
年
は
、
同
二
年
に
広
重
が
本
格
的
に
風
景
版
画
の
活
動
を
始
め
、
同
四
年
よ
り
刊
行
の
保

永
堂
版
「
東
海
道
五
十
三
次
」
に
お
い
て
名
声
を
確
立
し
た
時
期
の
直
後
に
該
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
こ
の
あ
と
の
円
熟
期
に
む
か

っ
て
、
新
た
な
表
現
法
を
模
索
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
一
度
確
立
し
た
名
声
に
胡
坐
を
か
く
こ
と
が
で
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き
ず
常
に
新
し
さ
の
創
造
と
戦
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
、
浮
世
絵
師
と
い
う
職
業
の
立
場
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
広
重
の
よ
う

な
高
名
な
絵
師
も
ま
た
例
外
で
は
な
い
。

お

わ

り

に

本
論
文
で
は
広
重
独
自
の
透
視
図
法
に
よ
る
空
間
表
現
を
中
心
に
考
察
を
進
め
て
き
た
。
浮
絵
初
期
段
階
の
西
洋
透
視
図
法
の
導
入
は

「
真
を
写
す
」
と
い
う
よ
り
は
、
視
覚
に
刺
激
を
与
え
る
た
め
の
単
な
る
仕
掛
け
の
様
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
洋
風
画
と
い
わ

れ
る
一
連
の
活
動
は
、
あ
ま
り
に
西
洋
画
法
の
摂
取
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
、
空
間
を
合
理
的
に
表
現
す
る
こ
と
は
可
能
と
な
っ
た
が
、
そ

こ
に
描
き
出
さ
れ
た
風
景
は
ど
こ
と
な
く
日
本
で
は
な
い
よ
う
な
違
和
感
が
漂
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
な
か
、
当
時
の
浮
世
絵
風
景
版
画
絵
師
な
ら
誰
で
も
行
っ
た
よ
う
に
常
に
新
し
い
表
現
を
探
求
す
る
と
い
う
姿
勢

で
、
広
重
も
ま
た
歌
川
派
の
伝
統
に
お
い
て
教
育
と
い
う
か
た
ち
で
実
践
さ
れ
た
西
洋
画
法
の
写
実
性
を
取
り
入
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を

巧
み
に
利
用
し
て
独
自
の
空
間
表
現
を
生
み
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
予
が
ま
の
あ
た
り
に
眺
望
せ
し
」「
全
く
写

真
の
風
景
」
の
表
現
に
も
尽
力
し
た
広
重
の
新
し
さ
と
い
え
る
。
彼
の
風
景
版
画
は
空
間
を
合
理
的
に
と
ら
え
る
新
し
さ
と
、
従
来
論
じ

ら
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
広
重
ら
し
さ
と
評
さ
れ
る
情
趣
性
と
い
う
両
極
の
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
が
均
衡
し
合
っ
て

ひ
と
つ
の
情
景
を
鑑
賞
者
の
脳
裏
に
再
生
さ
せ
る
道
を
開
い
た
。
こ
れ
は
広
重
の
生
涯
に
わ
た
る
作
画
に
お
け
る
大
き
な
目
的
で
も
あ
っ

た
。註盧

浅
野
秀
剛
「
広
重
の
風
景
画
の
虚
構
」（『
浮
世
絵
を
読
む
』
５

朝
日
新
聞
社

一
九
九
八
）

歌
川
広
重
の
風
景
版
画
に
お
け
る
革
新
性

六
五



盪

岸
文
和
『
江
戸
の
遠
近
法
│
│
浮
絵
の
視
覚
│
│
』（
勁
草
書
房

一
九
九
四
）

蘯

玉
林
晴
朗
校
訂
『
浮
世
絵
師
歌
川
列
伝
』（
中
央
公
論
社

一
九
九
三
）
※
〔
〕
内
は
筆
者
に
よ
る

盻

黒
田
正
巳
『
空
間
を
描
く
遠
近
法
』（
彰
国
社

一
九
九
二
）

眈

北
斎
は
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
刊
行
の
『
北
斎
漫
画

三
編
』（
初
編
は
文
化
十
一
年
刊
行
）
中
に
こ
の
図
を
載
せ
て
い
る
。（
永
田
正
慈
監

修
解
説
『
北
斎
漫
画
』
一

岩
崎
美
術
社

一
九
八
六
）

眇

大
久
保
純
一
「
広
重
風
景
版
画
に
お
け
る
種
本
利
用
の
諸
相
に
つ
い
て
」（『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
Ｘ
Ｃ
蠧
哲
学
３２
』）

眄

広
重
の
「
近
像
型
構
図
」
に
関
し
て
は
成
瀬
不
二
雄
「
日
本
絵
画
の
風
景
表
現
と
西
洋
近
代
絵
画
」（『
日
本
絵
画
の
風
景
表
現
│
│
原
始
か
ら
幕

末
ま
で
│
│
』
中
央
公
論
美
術
出
版

一
九
九
八
）
に
お
い
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

眩

十
七
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
活
躍
し
た
版
画
家
ジ
ャ
ッ
ク
・
リ
ゴ
ー
の
銅
版
画
《
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
宮
》
を
原
画

と
し
た
《
西
洋
公
園
図
》
が
こ
の
構
図
に
よ
り
描
か
れ
て
い
る
。（
磯
崎
康
彦
『
亜
欧
堂
田
善
の
研
究
』
雄
松
堂
書
店

一
九
八
〇
）

眤

註
眇
に
同
じ
。

眞

こ
の
北
斎
画
は
岷
雪
の
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
百
富
士
』
の
《
橋
下
》
よ
り
着
想
を
得
て
書
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
に

関
し
て
は
福
本
和
夫
「
北
斎
雑
考
」（『
国
華
』
六
七
一
号
）
や
磯
博
「
河
村
岷
雪
の
「
百
富
士
」
と
北
斎
の
富
嶽
図
」（『
美
学
論
究
』
一
）
な
ど

に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

眥

註
眇
に
同
じ
。

│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
│
│

歌
川
広
重
の
風
景
版
画
に
お
け
る
革
新
性

六
六


