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ロ
ン
ド
ン
万
博
へ
続
く
道

―
一
八
六
一
（
文
久
元
）
年
の
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
旅
と
日
本
の
「
開
国
」
―

佐
野
真
由
子

　

一
八
六
二
（
文
久
二
）
年
、
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
た
万
国
博
覧

会
に
、
歴
史
上
初
め
て
日
本
出
品
区
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
出
品
物
の
大
半
を
準
備
し
た
の
は
、
一
八
五
九
（
安

政
六
）
年
か
ら
初
代
駐
日
英
国
公
使
（
着
任
時
の
肩
書
は
総
領
事
）
と

し
て
江
戸
に
駐
在
し
て
い
た
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
・
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
で
あ

り
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
日
本
の
出
品
物
に
関
し
て
、
自
ら
カ
タ
ロ
グ

を
編
纂
し
た
。International E

xhibition, 1862: Catalogue of 
w

orks of industry and art, sent from
 Japan･

（London:･

W
illiam

･Clow
s･and･Sons

）
と
名
づ
け
ら
れ
た
、
Ｂ
（
版
、
一
二
頁

の
冊
子
が
そ
れ
で
あ
る
。
幕
府
が
供
与
し
た
品
物
を
含
め
て
、
オ
ー

ル
コ
ッ
ク
自
身
が
整
え
た
六
一
四
点
か
ら
な
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
加

え
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
部
下
で
横
浜
駐
在
イ
ギ
リ
ス
領
事
で
あ
っ
た

フ
ラ
ン
シ
ス
・
ハ
ワ
ー
ド
・
ヴ
ァ
イ
ス
の
提
供
し
た
工
芸
品
な
ど
六

点
、
長
崎
駐
在
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
付
の
通
訳
官
で
、
医
師
で
も
あ
っ

た
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
マ
イ
バ
ラ
の
収
集
に
な
る
、
日
本

の
薬
品
一
九
八
種
お
よ
び
外
科
器
具
五
三
点
の
リ
ス
ト
が
、
こ
こ
に

収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

万
国
博
覧
会
全
体
の
分
厚
い
公
式
カ
タ
ロ
グ
で
も
む
ろ
ん
、
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
整
理
さ
れ
た
参
加
諸
国
中
の
然
る
べ
き
位
置

―

I

4T
A

LY

とL

4IBERIA

の
間

―
に
日
本
（J

4A
PA

N

）
出
品
区
の

案
内
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
（
1
（

、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
手
に
な
る
別
冊
カ

タ
ロ
グ
で
は
、
個
々
の
品
々
が
よ
り
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
2
（

。
現

代
な
ら
む
ろ
ん
、
写
真
付
き
の
鮮
や
か
な
冊
子
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
が
、
紙
面
を
埋
め
尽
く
す
細
か
な
文
字
か
ら
一
つ
一
つ
の
品
物

を
思
い
浮
か
べ
る
の
も
ま
た
、
喜
び
の
尽
き
な
い
作
業
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
品
々
を
冒
頭
か
ら
数
点
だ
け
紹
介
す
れ
ば
、

「
1　

非
常
に
興
味
深
い
、
色
漆
の
古
い
棚
。
釉
薬
で
少
し
厚
み
を

つ
け
た
人
物
の
模
様
が
あ
る
。
豊
潤
な
浮
き
彫
り
を
施
し
た
青
銅
と

金
属
の
取
っ
手
付
き
」「
2　

古
い
漆
塗
り
の
棚
。
金
で
描
か
れ
た

葉
と
人
物
の
模
様
が
あ
る
」「
3　

象
眼
で
人
物
の
模
様
を
低
く
施
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し
た
古
い
小
棚
。
き
わ
め
て
珍
し
い
見
本
」
…
…
と
続
い
て
い
く
の

だ
が
、
そ
う
し
た
中
に
、「
（　

彫
刻
を
施
し
た
、
漆
を
塗
っ
て
い

な
い
杉
材
の
小
さ
な
棚
。
大
坂
か
ら
運
ば
れ
た
も
の
」「
429　

大
坂

か
ら
運
ば
れ
た
、
現
代
的
な
銅
製
品
の
す
ば
ら
し
い
見
本
。
周
囲
の

羽
目
板
一
つ
一
つ
に
高
く
浮
き
出
し
た
人
物
像
の
あ
る
火
鉢
」「
439

精
密
な
彫
刻
を
施
し
た
青
銅
製
の
す
ば
ら
し
い
吊
り
灯
籠
。
大
坂
で

見
つ
け
た
も
の
」「
527
、
528　

雨
傘
と
日
傘
。
好
み
に
応
じ
て
両
方

に
使
え
る
（
大
坂
よ
り
）」
と
、
地
名
入
り
の
項
目
が
散
見
さ
れ
る（

3
（

。

む
ろ
ん
、
そ
れ
が
大
坂
で
入
手
し
た
製
品
で
あ
る
こ
と
は
記
載
の
と

お
り
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
こ
れ
ら
が
訳
あ
り
顔
に
登
場
し
て
い
る

こ
と
に
は
、
実
は
具
体
的
な
背
景
が
あ
る
。

　

実
際
に
は
大
坂
だ
け
で
な
く
、
こ
の
カ
タ
ロ
グ
に
は
、
同
様
の
品

物
の
説
明
と
と
も
に
、
長
崎
、
肥
前
、
岡
崎
、
掛
川
、
富
士
山
、
熱

海
、
箱
根
、
横
浜
、
江
戸
、
箱
館
、
あ
る
い
は
九
州
、
東
海
道
と

い
っ
た
土
地
の
名
称
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
い
ず
れ
も
を

詳
し
く
紹
介
し
た
い
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
が
、
本
稿
の
範
囲
で
は
、
ま

ず
は
考
察
の
対
象
を
大
坂
に
限
定
し
つ
つ
、
し
か
し
他
の
土
地
に
も

相
通
ず
る
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
足
跡
を
、
そ
こ
に
追
い
か
け
て
い
く
こ

と
に
す
る
。
そ
の
足
跡
を
具
体
的
な
糸
口
と
し
て
、
こ
の
と
き
ロ
ン

ド
ン
万
博
と
日
本
を
つ
な
い
だ
も
の
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
考
え

て
み
た
い
。

一
、
日
本
の
ロ
ン
ド
ン
万
博
参
加
を
め
ぐ
っ
て

（
一
）
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
と
い
う
人
物

　

は
じ
め
に
、
前
出
の
日
本
カ
タ
ロ
グ
の
執
筆
者
で
あ
る
ラ
ザ

フ
ォ
ー
ド
・
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
読

者
の
た
め
に
、
ご
く
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
た
い
（
4
（

。
そ
の
人
物
像
を

多
少
な
り
と
も
頭
に
描
き
な
が
ら
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
彼
の
仕
事

や
旅
、
そ
し
て
そ
れ
が
日
本
の
国
際
関
係
史
に
と
っ
て
意
味
す
る
と

こ
ろ
を
、
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
か
ら
で
あ
る
。
冒
頭
で
述
べ
た
と

お
り
、
幕
末
の
初
代
駐
日
英
国
公
使
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
広
く
知
ら

れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
八
五
九
（
安
政
六
）
年
に
来

日
し
た
と
き
、
満
五
〇
歳
で
あ
っ
た
。

　

も
と
も
と
外
科
医
に
な
る
教
育
を
受
け
、
三
〇
歳
を
過
ぎ
る
ま
で
、

そ
の
道
で
の
将
来
を
嘱
望
さ
れ
る
エ
リ
ー
ト
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
、

医
師
の
仕
事
を
離
れ
て
か
ら
も
、
そ
の
分
野
に
関
心
と
親
し
み
を
持

ち
続
け
た
こ
と
は
、
先
に
紹
介
し
た
ご
と
く
、
日
本
の
初
の
万
博
参

加
に
あ
た
り
、
部
下
の
通
訳
兼
医
師
の
名
に
お
い
て
で
あ
れ
、
出
品

物
全
体
の
中
の
割
合
か
ら
見
て
膨
大
と
言
っ
て
よ
い
量
の
医
療
器
具

や
薬
品
を
取
り
揃
え
た
こ
と
に
も
、
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
医
師
と
し
て
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
当
時
有
数
の
外
科
病
院
で
実

績
を
積
ん
だ
の
み
な
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
が
参
戦
し
て
い
た
ポ
ル
ト
ガ
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ル
、
ス
ペ
イ
ン
の
王
位
継
承
戦
争
に
軍
医
と
し
て
従
軍
し
、
輝
か
し

い
成
果
を
残
し
た
。

　

同
時
に
触
れ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
一
〇
代
の
頃
か

ら
の
彼
の
芸
術
へ
の
関
心
と
、
と
く
に
彫
刻
家
と
し
て
の
腕
で
あ
る
。

ロ
ン
ド
ン
で
、
ま
た
留
学
先
の
パ
リ
で
も
、
医
学
生
の
趣
味
と
し
て

彫
刻
家
の
工
房
に
通
い
続
け
た
が
、
そ
の
実
力
は
、
イ
ギ
リ
ス
芸
術

協
会
（Society･of･A

rts

）
が
芸
術
家
の
奨
励
の
た
め
に
、
年
間
の
優

秀
作
品
に
授
与
し
て
い
た
メ
ダ
ル
を
受
賞
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
こ
の
趣
味
は
本
業
の
医
学
と
結
び
つ
い
て
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は

解
剖
模
型
を
製
作
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
作
品
は
イ
ギ
リ
ス
政
府

や
外
科
医
協
会
に
買
い
上
げ
ら
れ
た
と
い
う
。
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
日

本
の
美
術
工
芸
品
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
そ
れ
が
万
博
で
の
日
本
紹
介

の
仕
事
に
も
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
、
幕
末
期
の
日
本
の
文
化
交
流
に

関
心
を
持
つ
人
の
間
で
は
周
知
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
美
術
工
芸
品
へ

の
愛
に
、
単
な
る
嗜
好
を
超
え
た
こ
う
し
た
実
践
の
記
憶
が
関
係
し

て
い
る
可
能
性
を
考
え
る
の
も
、
興
味
深
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
三
〇
代
に
差
し
掛
か
っ
た
こ
ろ
、
リ
ウ
マ
チ
熱
に
よ
っ
て

手
指
の
自
由
を
失
い
、
外
科
医
と
し
て
の
将
来
を
諦
め
ざ
る
を
え
な

く
な
っ
た
彼
に
新
し
い
道
を
開
い
た
の
が
、
先
に
触
れ
た
従
軍
と
そ

の
の
ち
の
戦
後
処
理
を
通
じ
て
、
医
療
と
は
別
に
、
複
数
国
の
利
害

が
錯
綜
す
る
現
場
で
彼
が
示
し
て
き
た
調
整
能
力
で
あ
る
。
一
八
四

四
（
弘
化
元
）
年
、
ア
ヘ
ン
戦
争
後
に
沿
岸
五
港
が
開
港
さ
れ
た
中

国
に
初
め
て
赴
任
す
る
、
意
欲
あ
る
領
事
が
求
め
ら
れ
た
と
き
、

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
福
州
領
事
と
し
て
外
交
畑
に
転
ず
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
れ
か
ら
一
五
年
間
、
上
海
領
事
、
広
州
領
事
に
転
じ
な
が
ら
、

イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
極
東
経
営
の
最
前
線
で
経
験
を
積
む
こ
と
に
な
る
。

　

と
く
に
上
海
在
任
期
（
一
八
四
六
～
五
五
年
）
は
、
上
海
が
海
関
の

制
度
を
は
じ
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
租
界
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

国
際
都
市
と
し
て
の
繁
栄
の
基
礎
を
築
い
た
と
き
で
あ
り
、
一
面
に

お
い
て
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
紛
れ
も
な
く
、「
魔
都
上
海
」
の
生
み
の

親
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
の
文
脈
に
お
い
て
と
く
に
紹
介
し
て
お
か

な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
一
八
五
一
（
嘉
永
四
）
年
に
世
界
初
の

万
国
博
覧
会
が
ロ
ン
ド
ン
で
開
か
れ
た
と
き
、
中
国
側
が
こ
れ
に
関

心
を
持
た
な
い
中
で
、
上
海
領
事
と
い
う
限
定
的
な
職
掌
な
が
ら
、

自
ら
可
能
な
限
り
の
商
品
見
本
を
収
集
し
、
イ
ギ
リ
ス
貿
易
委
員
会

（Board･of･T
rade

）
を
通
じ
て
出
品
、
そ
の
結
果
、「
中
国
」
が
一
参

加
国
と
し
て
万
博
の
記
録
に
残
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
日
本
に
届
い
た
万
博
参
加
招
請

　

一
八
五
一
（
嘉
永
四
）
年
に
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
上
海
で
活
躍
し
て

い
た
と
き
、
日
本
は
ま
だ
ペ
リ
ー
の
黒
船
を
迎
え
て
お
ら
ず
、
世
界

初
の
ロ
ン
ド
ン
万
博
に
は
招
か
れ
る
べ
く
も
な
か
っ
た
。
東
シ
ナ
海

の
向
こ
う
の
日
本
が
数
年
の
う
ち
に
開
国
し
、
極
東
勤
務
一
五
年
の

ベ
テ
ラ
ン
外
交
官
と
し
て
自
ら
が
そ
の
国
へ
、
イ
ギ
リ
ス
を
代
表
し
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て
赴
任
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
も
考
え
て
い
な

か
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
、
一
八
五
九
（
安
政
六
）
年
六
月
、
長
崎
寄
港

の
の
ち
、
江
戸
に
着
任
し
、
港
区
高
輪
に
現
存
す
る
東
禅
寺
に
英
国

公
使
館
を
設
け
た
。
ア
メ
リ
カ
に
も
先
駆
け
て
江
戸
駐
在
を
開
始
し

た
、
最
初
の
外
交
官
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
着
任
当
初
の
オ
ー

ル
コ
ッ
ク
は
、
中
国
時
代
の
経
験
を
踏
ま
え
て
居
丈
高
に
振
舞
っ
た

面
も
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
一
方
、
交
渉
の
場
に
登
場
し
て
く

る
幕
閣
、
幕
臣
た
ち
の
品
位
あ
る
態
度
に
触
れ
、
徐
々
に
自
分
の
姿

勢
を
改
め
て
い
っ
た
様
子
も
、
滞
在
記
や
各
種
の
報
告
文
書
か
ら
読

み
取
れ
る
。
何
よ
り
も
ま
ず
、
日
英
間
の
新
た
な
外
交
関
係
を
象
徴

す
る
自
ら
の
立
場
を
日
本
で
確
立
す
る
こ
と
が
最
大
の
仕
事
で
あ
り
、

同
時
に
、
横
浜
を
中
心
に
開
始
さ
れ
た
ば
か
り
の
貿
易
を
ス
ム
ー
ズ

に
進
展
さ
せ
る
こ
と
が
、
重
大
な
任
務
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
水
面
下

で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ア
ジ
ア
経
営
と
い
う
大
き
な
文
脈
の
中
で
、
極

東
で
の
ロ
シ
ア
の
動
き
を
観
察
す
る
と
い
う
任
務
を
与
え
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
が
。

　

彼
に
と
っ
て
、
日
本
で
の
、
と
く
に
当
初
二
年
間
の
困
難
を
大
き

く
二
つ
に
分
け
て
述
べ
る
と
す
れ
ば
、
一
つ
は
、
す
で
に
自
分
の
よ

う
な
人
間
を
迎
え
て
い
な
が
ら
、
開
国
・
開
港
の
効
果
を
最
小
限
に

抑
え
よ
う
と
す
る

―
典
型
的
に
は
開
港
・
開
市
延
期
問
題
の
よ
う

に
、
す
で
に
条
約
に
盛
り
込
ま
れ
た
開
国
の
方
向
か
ら
後
戻
り
し
よ

う
と
す
る

―
幕
府
の
外
交
姿
勢
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、
彼
自
身

の
存
在
も
要
因
と
な
っ
て
徐
々
に
過
激
化
す
る
攘
夷
派
に
、
命
を
狙

わ
れ
な
が
ら
暮
ら
す

―
し
か
も
そ
の
役
職
上
の
必
要
か
ら
、
逃
げ

隠
れ
せ
ず
堂
々
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

―
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
い
ず
れ
も
が
限
界
に
達
し
つ
つ
あ
っ
た
一
八
六
一
（
文
久
元
）

年
五
月
、
翌
年
の
ロ
ン
ド
ン
万
博
に
つ
い
て
の
知
ら
せ
を
、
本
国
外

務
省
か
ら
受
け
取
っ
た
の
で
あ
る
（
（
（

。
そ
の
万
博
に
、
日
本
の
参
加
を

正
式
に
要
請
せ
よ
と
い
う
。

　

万
国
博
覧
会
へ
の
招
請
は
、
当
時
も
今
も
、
外
交
ル
ー
ト
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
。
つ
ま
り
現
代
に
お
い
て
も
、
万
博
は
、
あ
ま
た
あ
る

民
間
の
イ
ベ
ン
ト
等
と
は
一
線
を
画
し
た
公
式
行
事
で
あ
る
。
そ
れ

を
前
提
に
考
え
る
限
り
、
日
本
が
万
博
主
催
国
と
の
外
交
関
係
を

持
っ
て
い
な
か
っ
た
一
八
五
一
年
の
ロ
ン
ド
ン
博
、
五
三
（
嘉
永
六
）

年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
博
、
五
五
（
安
政
二
）
年
の
パ
リ
博
に
、
招
請

も
さ
れ
ず
、
参
加
も
し
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
り
、
他
方
で
、
す

で
に
イ
ギ
リ
ス
と
条
約
を
結
ん
で
外
交
関
係
に
入
り
、
オ
ー
ル
コ
ッ

ク
と
い
う
全
権
使
節
が
日
本
国
内
に
居
住
を
開
始
し
て
い
た
一
八
六

二
（
文
久
二
）
年
の
ロ
ン
ド
ン
万
博
に
、
そ
の
外
交
ル
ー
ト
を
通
じ

て
招
請
を
受
け
た
の
も
ま
た
、
当
然
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
計
画
中
の
ロ
ン
ド
ン
万
博
に
任
国
の
参
加
を
得
よ
と
の
指
示
が
、

全
世
界
に
駐
在
す
る
イ
ギ
リ
ス
代
表
に
向
け
て
本
国
外
務
省
か
ら

い
っ
せ
い
に

―
機
械
的
に

―
送
ら
れ
た
の
は
、
万
博
開
催
前
年
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の
一
八
六
一
年
三
月
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
内
の
一
通
が
、
時
間
を

か
け
て
日
本
の
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
に
届
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

イ
ギ
リ
ス
政
府
が
日
本
に
そ
の
書
類
を
送
っ
た
の
は
、
あ
く
ま
で

も
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
駐
日
公
使
と
い
う
届
け
先
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
自
体
は
当
然
と
言
う
し
か
な
い
こ
の
招
請
指
示

が
届
く
こ
と
と
、
届
か
な
い
こ
と
と
の
、
日
本
に
と
っ
て
の
差
は
大

き
い
。
そ
の
と
き
起
こ
っ
た
こ
と
の
性
質
を
、
ど
う
捉
え
る
か
。
そ

れ
を
考
え
る
一
つ
の
視
座
を
示
す
こ
と
が
、
本
稿
の
目
的
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

（
三
）
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
反
応
と
幕
府
の
対
応

　

日
本
の
参
加
を
招
請
せ
よ
と
の
指
示
が
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
に
届
く
と

こ
ろ
ま
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
手
続
き
と
し
て
当
然
で
も
、
日
本
が

そ
れ
に
応
じ
て
参
加
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
当
然
で
は
な
か
っ
た
。

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
に
と
っ
て
二
つ
の
困
難
が
限
界
に
達
し
よ
う
と
し
て

い
た
と
先
に
述
べ
た
が
、
一
つ
に
は
、
当
時
、
条
約
に
定
め
ら
れ
た

今
後
の
追
加
開
港
（
兵
庫
、
新
潟
）・
開
市
（
江
戸
、
大
坂
）
に
つ
い
て
、

幕
府
か
ら
の
延
期
要
求
が
強
硬
に
な
り
、
当
時
は
ま
だ
そ
れ
を
受
け

容
れ
る
意
向
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
と
の
間
で
、
も

は
や
接
点
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
い
ま
一
つ
の
問
題
の

頂
点
を
な
し
た
の
が
、
世
に
言
う
東
禅
寺
事
件
で
あ
る
。
在
留
外
国

人
や
そ
の
関
係
者
の
命
を
狙
う
予
て
か
ら
の
動
き
が
、
つ
い
に
オ
ー

ル
コ
ッ
ク
自
身
に
及
び
、
一
八
六
一
（
文
久
元
）
年
七
月
五
日
の
夜
、

水
戸
浪
士
の
一
団
が
東
禅
寺
の
英
国
公
使
館
を
襲
っ
た
。
結
果
と
し

て
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
自
身
は
無
事
だ
っ
た
が
、
ロ
ー
レ
ン
ス
・
オ
リ

フ
ァ
ン
ト
ら
部
下
の
イ
ギ
リ
ス
人
外
交
官
二
名
が
重
症
を
負
っ
て
帰

国
す
る
に
至
っ
た
重
大
事
件
で
あ
る
こ
と
は
、
一
般
に
も
知
ら
れ
て

い
よ
う
。

　

こ
の
事
件
が
発
生
し
た
の
は
、
万
博
招
請
の
指
示
を
受
け
て
い
た

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
、
日
本
側
に
そ
れ
を
正
式
に
伝
え
る
よ
り
も
前
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
五
月
に
は
指
示
に
接
し
て
い
な
が
ら
時
間
が
空
い

て
い
る
の
は
、
こ
の
あ
と
本
稿
の
主
要
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
る

旅
行
と
、
そ
の
直
前
の
香
港
出
張
の
た
め
に
、
ま
さ
に
東
禅
寺
事
件

が
起
き
る
前
日
ま
で
、
彼
が
江
戸
の
公
使
館
を
留
守
に
し
て
い
た
た

め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

自
然
に
考
え
て
、
彼
は
、
こ
れ
ほ
ど
の
事
件
に
遭
遇
し
た
以
上
、

日
本
は
万
国
博
覧
会
の
よ
う
な
国
際
行
事
に
参
加
す
る
状
況
に
な
い

と
判
断
し
、
そ
の
旨
、
本
国
に
回
答
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
彼
は
そ
れ
と
は
異
な
る
反
応
を
見
せ
た
。
東
禅
寺
事
件
の

一
一
日
後
、
事
件
に
関
す
る
日
本
側
と
の
初
の
公
式
協
議
を
四
日
後

に
控
え
た
七
月
一
六
日
に
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
、
日
本
に
万
博
参
加

を
促
す
た
め
の
書
簡
を
、
彼
が
日
本
政
府
の
外
務
大
臣
と
位
置
づ
け

て
い
た
、
幕
府
の
老
中
に
宛
て
て
発
出
し
て
い
る
。

　

彼
は
万
国
博
と
い
う
も
の
を
、「
す
べ
て
の
国
の
国
民
が
、
芸
術
、
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工
業
、
農
業
な
ど
、
産
業
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
達
成
し
た
進
歩
を
示
す
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
も
の
を

何
で
も
送
り
込
む
よ
う
招
か
れ
た
」
場
で
あ
る
と
説
明
し
た
う
え
で
、

東
禅
寺
事
件
の
問
題
を
絡
め
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
（
（
（

。

あ
の
夜
、
誤
っ
た
方
向
に
導
か
れ
て
公
使
館
員
の
殺
害
を
謀
っ

た
男
た
ち
は
…
…
そ
の
よ
う
な
幼
稚
な
行
動
に
よ
っ
て
自
ら
の

評
価
を
高
め
、
そ
し
て
帝
国
の
力
を
諸
外
国
に
光
り
輝
か
す
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
、
倒
錯
し
た
考
え
の
持
ち
主
だ
っ
た
の
で

あ
り
ま
し
ょ
う
！

―
と
す
れ
ば
、
私
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
て

も
許
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
日
本
の
あ
ま
り
教
育
程
度
の
高

く
な
い
階
級
に
対
し
、
何
が
個
々
人
に
真
の
名
誉
を
与
え
、
ま

た
諸
外
国
に
お
い
て
一
国
に
栄
光
を
付
与
す
る
の
か
、
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
正
し
い
見
識
を
示
せ
る
か
否
か
は
、
世
界
の
大

博
覧
会
が
開
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
の
機
会
に
、
大
君
の
政

府
が
、
そ
れ
を
一
般
に
知
ら
し
め
る
こ
と
が
自
国
の
利
益
に
つ

な
が
る
と
判
断
で
き
る
か
ど
う
か
、
そ
こ
に
か
か
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
博
覧
会
に
は
、
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る

国
々
や
人
々
が
参
加
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
産
業
や
芸
術

の
い
か
な
る
分
野
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
競
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ

る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
優
秀
さ
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
こ
そ
が
、

個
人
に
と
っ
て
比
類
の
な
い
名
誉
も
し
く
は
栄
光
な
の
だ
と
い

う
こ
と
を
、
知
ら
し
め
る
の
で
す
。

　

こ
の
文
面
に
、
自
分
を
殺
害
す
る
こ
と
で
国
の
名
誉
を
守
れ
る
と

考
え
て
い
る
一
部
の
日
本
人
と
、
そ
う
し
た
行
動
を
抑
え
る
こ
と
の

で
き
な
い
幕
府
へ
の
皮
肉
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
驚
く
べ
き
は
、
そ
う
し
て
日
本
人
が
守
ろ
う

と
し
て
い
る
名
誉
を
、「
世
界
の
大
博
覧
会
」
の
よ
う
な
場
面
で
、

産
業
や
芸
術
の
優
秀
さ
を
賞
賛
さ
れ
る
こ
と
で
獲
得
す
る
名
誉
へ
と
、

昇
華
さ
せ
る
道
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
そ
れ
ゆ

え
日
本
に
万
博
へ
の
参
加
を
勧
め
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
い
ま

や
そ
う
し
た
国
際
競
争
の
場
が
設
け
ら
れ
る
時
代
が
き
て
い
る
こ
と

を
、
幕
府
が
広
く
一
般
の
日
本
人
に
知
ら
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
知
ら

せ
る
こ
と
が
日
本
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
に
な
る
と
判
断
で
き
る
か
ど
う

か
に
国
の
将
来
が
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、
説
き
進
ん

で
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
幕
府
は
、
一
ヵ
月
強
を
経
た
八
月
二
四
日
（
文
久

元
年
七
月
一
九
日
）
付
の
老
中
名
の
書
簡
で
、
万
国
博
覧
会
（「
百
工

新
技
之
観
場
」）
の
趣
旨
を
よ
く
理
解
し
た
こ
と
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の

勧
め
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
場
で
日
本
の
名
誉
を
輝
か
せ
る
こ
と

が
自
分
た
ち
に
と
っ
て
の
喜
び
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
出
品
に
ふ

さ
わ
し
い
も
の
が
あ
れ
ば
教
示
し
て
ほ
し
い
こ
と
を
、
返
信
す
る
の

で
あ
る
。
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
九
月
一
九
日
付
の
公
信
で
本
国
外
務
省

宛
に
こ
れ
を
報
告
（
（
（

、
日
本
は
、
一
八
六
二
（
文
久
二
）
年
ロ
ン
ド
ン

万
国
博
覧
会
の
公
式
参
加
国
と
な
っ
た
（
8
（

。
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二
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
買
い
物
の
旅

（
一
）
一
八
六
一
（
文
久
元
）
年
夏
の
大
旅
行

　

少
な
く
と
も
後
世
か
ら
見
て
、
日
本
は
こ
の
と
き
、
世
界
に
向

か
っ
て
自
ら
を
開
く
と
い
う
方
向
へ
、
重
大
な
舵
を
切
っ
た
こ
と
に

な
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
、
自
分
の
置
か
れ
た
状

況
を
劇
的
な
ま
で
に
前
向
き
に
転
じ
、
そ
の
方
向
へ
日
本
を
促
す
と

い
う
発
想
を
持
ち
得
た
理
由
を
考
え
る
に
は
、
本
来
、
こ
こ
に
至
る

日
本
在
勤
二
年
間
の
彼
の
経
験
や
思
考
を
追
い
直
し
、
先
に
述
べ
た

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
自
身
の
直
面
す
る
困
難
の
一
方
で
、
自
ら
の
来
着
を

含
め
、
国
際
情
勢
の
激
動
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
本
側
の

困
難
の
性
質
を
、
彼
が
ど
う
理
解
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
詳
述

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
紙
数
の
限
ら
れ
た
本
稿
で
は
逆
に
、
そ
う
し
た
オ
ー
ル

コ
ッ
ク
の
日
本
を
め
ぐ
る
思
考
の
跡
に
つ
い
て
は
、
彼
が
幕
府
に
宛

て
た
万
博
招
請
の
書
簡
そ
の
も
の
か
ら
読
み
取
っ
て
い
た
だ
く
こ
と

に
し
て
、
東
禅
寺
事
件
に
遭
遇
す
る
直
前
の
、
い
わ
ば
最
終
段
階
で
、

よ
り
直
接
的
、
具
体
的
に
、
そ
の
時
点
で
の
彼
の
日
本
理
解
を
完
成

さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
旅
の
顛
末
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
う
。
先

の
書
簡
で
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
、
万
国
博
で
産
業
や
芸
術
の
「
優
秀
さ

を
認
め
ら
れ
る
」
こ
と
が
日
本
に
と
っ
て
の
突
破
口
に
な
る
と
い
う

考
え
を
示
し
た
と
き
、
そ
れ
が
そ
の
場
限
り
の
美
辞
や
方
便
で
な

か
っ
た
こ
と
は
、
彼
が
そ
の
著
名
な
日
本
滞
在
記
『
大
君
の
都
』

（T
he capital of the T

ycoon: A
 narrative of a three years

’ 

residence in Japan,･2･vols.,･London:･Longm
an,･Green,･Longm

an,･

Roberts,･&
･Green,･18（3

）
の
中
で
も
た
び
た
び
、
日
本
の
産
業
や

芸
術
の
優
秀
さ
を
称
え
て
い
る
こ
と
か
ら
自
ず
と
理
解
で
き
よ
う
が
、

と
く
に
彼
の
そ
う
し
た
評
価
を
決
定
づ
け
た
の
が
、
こ
の
旅
行
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
旅
行
と
は
、
一
八
六
一
年
六
月
一
日
に
長
崎
を
出
発
、
七
月

四
日
に
東
禅
寺
に
帰
着
し
た
、
日
本
縦
断
の
旅
で
あ
る
。
香
港
出
張

の
帰
路
、
あ
え
て
船
で
江
戸
に
戻
る
こ
と
を
せ
ず
、
い
わ
ゆ
る
内
地

旅
行
を
決
行
し
た
の
だ
っ
た
。
江
戸
時
代
、
対
馬
を
経
て
下
関
に
入

り
、
江
戸
に
向
か
う
朝
鮮
通
信
使
や
、
長
崎
の
出
島
を
起
点
と
す
る

オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
の
参
府
旅
行
は
、
合
わ
せ
れ
ば
少
な
く
と
も
数
年

に
一
度
の
頻
度
で
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、
日
本
の
国
内
を
外
国
人
が

通
行
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
し
か
し
、

将
軍
へ
の
拝
謁
を
目
的
と
し
た
こ
れ
ら
の
儀
礼
的
な
旅
行
と
異
な
り
、

駐
在
外
交
官
の
よ
り
日
常
的
な
業
務
に
属
す
る
「
視
察
」
の
た
め
の

旅
と
い
う
の
は
、
文
字
ど
お
り
初
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
実
現

自
体
が
、
日
本
の
国
際
関
係
史
に
大
き
な
節
目
を
刻
む
も
の
で
あ
っ

た
（
（
（

。

　

こ
こ
で
、
こ
れ
へ
の
幕
府
側
の
対
応
を
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
（
（（
（

、
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む
ろ
ん
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
、
西
洋
国
際
法
上
、
そ
う
し
た

自
由
行
動
が
許
さ
れ
る
は
ず
の
外
交
官
と
し
て
の
自
ら
の
立
場
を
、

日
本
に
お
い
て
確
立
す
る
と
い
う
深
謀
遠
慮
が
あ
っ
て
の
計
画
で
あ

り
、
当
初
は
抵
抗
し
た
幕
府
も
最
終
的
に
は
よ
く
協
力
し
た
。
オ
ー

ル
コ
ッ
ク
が
こ
の
旅
を
通
じ
て
日
本
各
地
の
実
情
に
触
れ
た
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
と
り
わ
け
、
も
と
も
と
好
き
な
工
芸
品
類
の

物
色
を
楽
し
ん
で
理
解
を
深
め
た
こ
と
は
、
日
本
の
万
博
参
加
と
の

関
係
で
、
重
大
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

　

旅
の
同
行
者
は
、
長
崎
を
本
拠
と
し
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
総
領
事
の

ヤ
ン
・
カ
ー
レ
ル
・
デ
・
ウ
ィ
ッ
ト
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
部
下
で
長

崎
駐
在
の
イ
ギ
リ
ス
領
事
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
タ
ウ
ン
ト
ン
・

モ
リ
ソ
ン
、
江
戸
か
ら
香
港
出
張
を
含
め
て
随
行
し
て
い
た
イ
ギ
リ

ス
公
使
館
員
の
ア
ベ
ル
・
ア
ン
ト
ニ
ー
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ガ
ワ
ー
、

そ
し
て
、
折
し
も
日
本
に
到
着
し
た
ば
か
り
のIllustrated 

London N
ew

s

紙
特
派
員
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ワ
ー
グ
マ
ン
で
あ
る
（
（（
（

。

と
は
い
え
、
こ
れ
に
幕
府
側
の
護
衛
と
し
て
、
長
崎
奉
行
支
配
の
役

人
が
延
々
と
行
列
を
な
し
て
従
う
の
だ
が
。

　

六
月
一
日
に
長
崎
を
発
し
た
一
行
は
、
当
時
の
幹
線
道
路
で
あ
っ

た
長
崎
街
道
を
通
り
、
嬉
野
、
武
雄
と
い
っ
た
温
泉
地
を
経
て
、
九

日
間
か
け
て
北
九
州
を
横
断
し
て
い
く
。
小
倉
か
ら
船
で
下
関
へ
。

い
っ
た
ん
上
陸
の
の
ち
、
こ
こ
か
ら
兵
庫
ま
で
は
、
往
年
の
朝
鮮
通

信
使
同
様
、
瀬
戸
内
海
を
船
で
渡
る
。
兵
庫
か
ら
陸
路
を
八
時
間
移

動
し
て
大
坂
に
入
っ
た
の
が
、
六
月
一
六
日
。
大
坂
に
三
泊
し
、
そ

の
後
、
東
に
向
け
て
生
駒
山
を
越
え
、
奈
良
へ
。
本
来
な
ら
北
上
し

て
京
都
に
立
ち
寄
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
国
情
騒
然
と
し
つ
つ
あ

る
折
、
そ
れ
ば
か
り
は
避
け
て
ほ
し
い
と
の
幕
府
の
要
請
に
応
じ
て
、

奈
良
か
ら
笠
置
、
伊
賀
上
野
を
抜
け
る
と
い
う
、
ま
さ
に
外
国
人
未

踏
の
領
域
を
通
過
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
鈴
鹿
山
脈
の
膝
元
、
関
宿

で
東
海
道
に
合
流
、
こ
こ
か
ら
は
亀
山
、
桑
名
、
そ
し
て
、
岡
崎
、

掛
川
、
箱
根
…
…
と
一
路
、
東
を
め
ざ
し
て
進
む
。
七
月
四
日
、
東

禅
寺
着
。（

二
）
大
坂
滞
在

　

本
稿
冒
頭
で
紹
介
し
た
一
八
六
二
（
文
久
二
）
年
ロ
ン
ド
ン
万
博

の
日
本
カ
タ
ロ
グ
に
登
場
す
る
地
名
が
、
ど
う
や
ら
こ
の
旅
と
深
い

関
係
が
あ
り
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
説
明
す
る
ま
で
も
な

い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
は
、
そ
の
中
で
も
格
段
に
多
く
現
れ
る
大

坂
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
精
度
を
高
め
て
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
様
子
を

追
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

大
坂
へ
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
一
八
六
一
年
六
月
一
六
日
（
文
久

元
年
五
月
九
日
）、
兵
庫
か
ら
陸
路
を
八
時
間
か
け
て
到
着
し
た
。

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
騎
馬
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
遠
く
に
大
坂
城

の
姿
を
見
て
か
ら
、
い
よ
い
よ
大
坂
の
街
に
入
る
ま
で
に
、
な
お
一

時
間
を
要
し
た
と
い
い
、
そ
の
後
ほ
ど
な
く
し
て
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
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「
セ
ー
ヌ
川
の
サ
ン
・
ル
イ
島
の
よ
う
な
感
じ
」
と
記
す
場
所
、
つ

ま
り
中
之
島
を
見
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
前
後
の
情
景
を
、
彼
の

筆
は
次
の
よ
う
に
書
き
留
め
て
い
る
（
（（
（

。

…
…
通
り
は
、
ひ
じ
ょ
う
に
多
数
で
は
あ
る
が
き
わ
め
て
秩
序

の
あ
る
群
集
で
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
並

ん
で
い
る
群
衆
の
あ
い
だ
で
は
押
し
合
い
へ
し
合
い
し
て
お
り
、

と
き
ど
き
前
列
の
者
が
運
悪
く
列
か
ら
押
し
出
さ
れ
て
は
警
吏

に
手
ひ
ど
く
こ
づ
か
れ
て
い
た
。
だ
れ
か
れ
の
容
赦
な
く
む
き

出
し
の
頭
の
上
に
ひ
ど
い
打
撃
が
加
え
ら
れ
た
。
と
は
い
え
、

警
吏
た
ち
は
扇
子
で
た
た
い
て
い
た
だ
け
だ
か
ら
、
た
い
し
た

危
害
も
な
か
っ
た
。
…
…

　

警
官
に
扇
子
で
頭
を
叩
か
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
除
け
ば
、
今
日

わ
れ
わ
れ
が
祇
園
祭
や
ら
三
社
祭
や
ら
の
折
に
、
行
列
を
一
目
見
よ

う
と
、
沿
道
を
埋
め
尽
く
し
て
て
ん
で
に
背
伸
び
す
る
有
様
と
実
に

よ
く
似
て
い
る
が
、
要
は
、
大
都
市
に
入
っ
て
き
た
オ
ー
ル
コ
ッ
ク

一
行
は
と
た
ん
に
、
視
察
者
で
あ
る
と
同
時
に
大
群
衆
に
見
物
さ
れ

る
側
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
や
は
り
視
察
者
と

し
て
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
自
分
を
注
視
す
る
見
物
人
た
ち
の
様
子
に

つ
ぶ
さ
に
目
を
向
け
続
け
、
そ
の
お
見
合
い
の
結
果
に
つ
い
て
「
外

国
公
使
を
見
よ
う
と
い
う
好
奇
心
は
つ
よ
い
も
の
だ
っ
た
が
、
ど
こ

に
も
敵
意
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
（
（（
（

」
と
述
べ
る
。
こ
の
と
き
新
た
な

開
市
問
題
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
大
坂
に
つ
い
て
、
民
衆
の
外
国
人

へ
の
敵
意
と
い
う
の
が
、
開
市
の
延
期
を
望
む
幕
府
が
主
張
す
る
大

き
な
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
あ
た
ら
な
い
こ
と
を
自
ら

体
を
張
っ
て
確
か
め
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
群
衆

の
様
子
は
、「
警
吏
の
扇
子
」
の
話
と
と
も
に
、
旅
を
終
え
た
の
ち

の
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
か
ら
本
国
外
務
大
臣
宛
の
報
告
に
も
詳
細
に
記
さ

れ
て
い
る
（
（（
（

。

　
『
大
阪
編
年
史
』
に
よ
れ
ば
、
一
行
は
市
内
の
願
教
寺
に
宿
泊
し

た
（
（（
（

。
こ
の
寺
院
は
残
念
な
が
ら
現
存
し
な
い
が
、
別
名
を
廣
教
寺
と

い
い
（
（（
（

、
一
八
四
五
（
弘
化
二
）
年
の
「
弘
化
改
正･

大
坂
細
見
圖
（
（（
（

」
で

は
、
阿
波
座
堀
の
南
岸
西
寄
り
、
薩
摩
堀
と
木
津
川
の
流
れ
に
ぐ

る
っ
と
囲
ま
れ
た
敷
地
に
、
は
っ
き
り
と
「
廣
教
」
の
文
字
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
、
阿
波
座
堀
は
埋
め
立
て
ら
れ
て
中
央

大
通
と
な
り
、
そ
の
上
を
阪
神
高
速
が
、
下
を
地
下
鉄
中
央
線
が
通

る
。
薩
摩
堀
も
や
は
り
埋
め
立
て
ら
れ
、
地
下
鉄
阿
波
座
駅
南
側
に

あ
る
薩
摩
堀
公
園
が
そ
の
跡
地
で
あ
る
。
そ
の
間
に
位
置
す
る
大
阪

市
阿
波
座
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
の
建
つ
あ
た
り
に
、
こ
の
寺
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、『
大
阪
編
年
史
』
が
こ
こ
に
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
一
行
が
泊

ま
っ
た
と
す
る
主
な
根
拠
は
、
同
書
中
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
「
末
代

控
」
な
る
史
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
を
紹
介
し
た
論
文
も
存

在
す
る
が
（
（（
（

、
こ
の
史
料
で
は
一
行
の
メ
ン
バ
ー
構
成
に
疑
義
が
あ
り
、

扱
い
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。
し
か
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し
、
右
記
の
地
点
を
起
点
と
し
た
場
合
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
記
録
に

残
さ
れ
た
街
な
か
で
の
動
き
に
整
合
性
が
見
出
さ
れ
、
そ
れ
が
こ
の

「
末
代
控
」
中
の
記
述
と
も
補
完
し
あ
う
こ
と
か
ら
、
一
行
の
大
坂

で
の
行
動
を
書
き
留
め
た
貴
重
な
史
料
と
し
て
、
一
定
の
留
保
と
と

も
に
活
用
し
て
よ
い
も
の
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
旅
程
に
な
い
長
逗
留
で
こ
こ
に
三
泊
し
た

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
、
到
着
翌
日
の
六
月
一
七
日
を
主
と
し
て
買
い
物

と
観
劇
に
あ
て
、
一
八
日
は
、
大
坂
じ
ゅ
う
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
堀

を
通
っ
て
、
船
で
街
の
さ
ま
ざ
ま
な
エ
リ
ア
を
回
る
こ
と
を
楽
し
ん

だ
。
し
か
し
、
四
天
王
寺
を
見
せ
る
と
い
う
日
本
側
の
提
案
を
受
け

て
船
を
降
り
て
し
ま
い
、
街
の
南
端
と
言
っ
て
も
よ
い
そ
の
場
所
ま

で
、
長
途
、
炎
天
下
を
案
内
さ
れ
た
の
は
よ
ほ
ど
不
満
だ
っ
た
ら
し

く
、
滞
在
記
中
の
そ
の
折
の
記
述
は
笑
い
を
誘
う
（
（（
（

。
宿
所
を
出
発
し

た
の
ち
、
ま
ず
北
上
し
て
北
新
地
方
面
か
ら
天
神
様
（
天
満
宮
）
に

回
り
、
そ
の
後
、
天
王
寺
へ
向
か
っ
た
こ
と
は
、
先
の
「
末
代
控
」

に
も
見
え
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
右
記
の
阿
波
座
堀
、
薩
摩
堀
の
例
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
、
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
が
埋
め
立
て
ら
れ
、
率
直
な
印
象

と
し
て
醜
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
景
観
に
変
貌
し
て
し
ま
う
前
の

「
水
都
」
大
坂
は
、
ど
れ
ほ
ど
美
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
オ
ー
ル

コ
ッ
ク
は
そ
の
情
景
を
、
次
の
よ
う
に
書
き
記
し
て
い
る
。

こ
の
都
市
は
、
大
き
な
川
に
の
ぞ
ん
で
絶
好
の
位
置
を
占
め
て

い
る
。
川
は
、
谷
間
を
う
ね
っ
て
多
く
の
支
流
に
分
か
れ
、
さ

ら
に
そ
れ
が
運
河
で
つ
な
が
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
い
っ

た
水
流
と
街
が
密
接
に
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
て
、
山
並
み
か
ら

海
に
向
か
っ
て
の
何
マ
イ
ル
も
の
土
地
を
占
め
る
大
平
野
の
上

に
拡
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
た
し
か
に
当
地
は
、
日
本

の
ベ
ネ
チ
ア
で
あ
る
。
た
く
さ
ん
の
橋
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
こ

の
さ
ま
ざ
ま
の
水
流
に
か
か
っ
て
い
る
。
…
…
そ
の
情
景
は
、

そ
の
美
し
さ
に
お
い
て
イ
タ
リ
ア
の
川
の
情
景
に
も
劣
ら
ぬ
ほ

ど
だ
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
と
同
じ
輝
く
太
陽
が
す
べ
て
の
も
の
の

上
に
照
り
、
建
築
美
の
代
わ
り
に
風
変
わ
り
な
突
き
出
し
た
屋

根
や
不
規
則
に
群
ら
が
っ
た
露
台
や
ベ
ラ
ン
ダ
が
一
種
の
優
美

さ
と
独
創
性
を
誇
っ
て
い
た
（
（（
（

。

　

道
頓
堀
で
の
観
劇
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
滞
在
記
中
に

延
々
と
そ
の
内
容
を
書
き
留
め
る
な
ど
（
（（
（

、
強
い
関
心
を
持
っ
た
こ
と

を
示
し
て
お
り
、
ま
た
こ
の
件
は
、
江
戸
で
い
か
に
希
望
し
て
も
幕

府
の
反
対
に
よ
っ
て
叶
わ
な
か
っ
た
芝
居
見
物
が
、
こ
の
大
坂
で
実

現
し
た
経
緯
を
含
め
、
興
味
深
い
歴
史
的
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
富
ん
で
い

る
の
だ
が
、
本
稿
の
目
的
を
貫
徹
す
る
た
め
に
、
同
日
朝
か
ら
の
買

い
物
の
様
子
に
、
さ
ら
に
照
準
を
絞
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（
三
）
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
買
い
物

　

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
江
戸
帰
着
後
の
一
八
六
一
（
文
久
元
）
年
七
月
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一
〇
日
付
で
本
国
外
務
大
臣
宛
に
認
め
た
報
告
文
書
に
は
、
開
市
予

定
地
で
あ
る
大
坂
に
つ
い
て
、
そ
の
商
業
都
市
と
し
て
の
繁
栄
ぶ
り

や
、
先
述
の
民
衆
の
様
子
な
ど
が
、
旅
行
全
体
の
中
で
も
最
大
の
関

心
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
だ
け
の
紙
数
を
割
い
て
記
述
さ

れ
て
い
る
（
（（
（

。
し
か
し
こ
こ
に
は
、
大
坂
で
ず
い
ぶ
ん
と
精
を
出
し
た

は
ず
の
買
い
物
の
こ
と
は
出
て
こ
な
い
。
買
い
物
も
ま
た
、
正
当
な

国
情
視
察
の
手
段
で
あ
る
と
は
思
う
が
、
や
は
り
個
人
的
な
楽
し
み

と
い
う
色
合
い
が
強
い
た
め
に
、
公
式
報
告
文
の
内
容
か
ら
は
省
い

た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
す
で
に
何
度
か
引
用
し
て
い
る
、

一
八
六
三
（
文
久
三
）
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
刊
行
さ
れ
た
滞
在
記
『
大

君
の
都
』
に
は
、
生
き
生
き
と
し
た
買
い
物
の
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
。

　

買
い
物
に
関
係
の
あ
る
場
面
を
拾
っ
て
い
け
ば
、
大
坂
に
着
い
て

一
夜
明
け
た
翌
日
、
つ
ま
り
六
月
一
七
日
、「
買
っ
た
り
調
べ
た
り

す
る
値
打
ち
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
品
物
を
置
い
て
あ
る
店
に
は
い
り

や
す
い
」
が
ゆ
え
に
、
乗
り
物
や
馬
で
は
な
く
、
あ
え
て
徒
歩
で
見

物
に
出
た
こ
と
、「
数
軒
の
大
き
な
絹
製
品
を
売
る
店
に
連
れ
て
ゆ

か
れ
た
」
が
、
そ
れ
は
「
江
戸
の
最
大
の
も
の
よ
り
も
ま
だ
大
き
」

か
っ
た
こ
と
、「
五
〇
名
か
ら
一
〇
〇
名
ほ
ど
の
店
員
が
い
た
よ
う

で
、
…
…
望
む
も
の
は
な
ん
で
も
敏
速
に
と
り
出
し
て
く
れ
た
」
こ

と
、
そ
れ
ら
の
店
で
の
ち
ほ
ど
品
物
を
宿
に
持
っ
て
く
る
よ
う
注
文

し
、
そ
の
中
か
ら
「
つ
づ
れ
織
り
・
し
し
ゅ
う
・
絹
製
品
を
選
ん
だ

が
、
何
分
に
も
そ
う
い
う
女
性
用
の
品
物
に
は
う
と
い
方
な
の
で
た

い
へ
ん
当
惑
し
、
趣
味
と
判
断
力
を
ひ
と
り
で
兼
ね
備
え
て
選
ぶ
こ

と
の
で
き
る
よ
う
な
人
が
い
な
か
っ
た
の
を
残
念
に
思
っ
た
」
こ
と
、

「
漆
器
屋
に
は
い
っ
た
の
だ
が
、
そ
こ
に
陳
列
し
て
あ
る
も
の
は
大

し
て
よ
く
も
な
い
品
物
な
の
に
、
値
段
は
ま
っ
た
く
法
外
な
も
の

だ
っ
た
」
こ
と
、「
陶
磁
器
を
探
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
う
す
こ

し
う
ま
い
具
合
に
い
っ
た
」
こ
と
…
…
等
々
の
記
述
が
次
々
と
見
出

さ
れ
る
（
（（
（

。

　

絹
製
品
を
売
る
巨
大
店
舗
で
の
買
い
物
が
、
先
の
「
末
代
控
」
に

あ
る
、
唐
人
（
外
国
人
）
ら
が
文
久
元
年
五
月
一
〇
日
、「
三
井
岩
城

ニ
て
い
ろ
い
ろ
と
買
物
」
し
た
と
い
う
記
載
に
対
応
す
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
だ
ろ
う
。
三
井
は
言
う
ま
で
も
な
く
現
在
の
三
越
、
越
後

屋
三
井
呉
服
店
で
あ
り
、
岩
城
と
は
枡
屋
岩
城
呉
服
店
、
い
ず
れ
も

当
時
、
代
表
的
な
呉
服
商
と
し
て
権
勢
を
張
り
、
大
坂
の
中
心
、
高

麗
橋
の
袂
に
大
店
を
構
え
て
い
た
（
（（
（

。
な
お
、
こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、

同
日
の
買
い
物
に
は
一
行
の
全
員
が
同
道
し
た
の
で
は
な
く
、
買
い

物
組
の
ほ
か
に
、
朝
か
ら
料
理
屋
で
騒
ぎ
な
が
ら
大
坂
城
を
遠
望
し

て
い
た
組
と
、
天
保
山
の
視
察
に
回
っ
た
組
が
あ
っ
た
ら
し
い
（
（（
（

。
あ

る
い
は
こ
の
両
者
は
同
一
の
メ
ン
バ
ー
が
移
動
し
た
も
の
か
も
し
れ

な
い
。
滞
在
記
中
の
そ
の
後
の
記
述
か
ら
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
オ
ラ

ン
ダ
総
領
事
デ
・
ウ
ィ
ッ
ト
と
同
道
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

か
ら
、
他
の
若
い
人
た
ち
が
別
行
動
を
と
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。



102明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 48 号〕平成 23 年 11 月

　

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
、
女
性
用
の
品
物
に
う
と
い
ゆ
え
う
ま
く
選
べ

な
か
っ
た
と
い
う
絹
製
品
に
つ
い
て
、
し
か
し
「
そ
れ
ら
の
品
物
は

織
り
物
の
見
本
と
し
て
は
ま
ん
ざ
ら
悪
い
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で
、

全
部
万
国
博
覧
会
に
送
っ
た
（
（（
（

」
と
、
滞
在
記
に
記
し
て
い
る
。、
む

ろ
ん
、
買
い
求
め
る
時
点
で
、
そ
の
こ
と
は
彼
の
念
頭
に
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
が
、
そ
う
し
た
こ
と
に
い
っ
さ
い
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
先
述

の
七
月
一
〇
日
付
外
務
大
臣
宛
報
告
文
が
書
か
れ
た
の
は
、
ま
だ
日

本
の
万
博
参
加
が
決
し
て
お
ら
ず
、
そ
も
そ
も
万
博
に
つ
い
て
日
本

側
へ
の
伝
達
が
完
了
す
る
前
の
段
階
で
あ
る
。
そ
の
後
、
日
本
の
万

博
初
参
加
が
自
ら
の
肝
煎
り
に
よ
っ
て
滞
り
な
く
、
し
か
も
大
成
功

裏
に
終
わ
っ
た
あ
と
で
刊
行
さ
れ
た
滞
在
記
に
は
、
こ
の
よ
う
な
記

述
が
散
見
さ
れ
る
の
も
当
然
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
ら
に
注
意
深
く
文
面
を
追
っ
て
い
く
と
、
と
く
に
万
博
と
の
関

係
が
特
筆
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
大
坂
の
青
銅
製
品

の
店
で
「
ひ
じ
ょ
う
に
古
風
で
優
雅
な
釣
り
燭
台
」
と
「
精
巧
な
彫

刻
を
ほ
ど
こ
し
た
木
炭
用
の
火
鉢
」
を
見
つ
け
、
安
い
値
段
で
手
に

入
れ
た
と
き
の
こ
と
が
、
楽
し
げ
に
、
具
体
的
に
振
り
返
っ
て
書
か

れ
て
い
る
（
（（
（

。
こ
れ
ら
が
、
本
稿
冒
頭
で
紹
介
し
た
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク

の
執
筆
に
な
る
日
本
カ
タ
ロ
グ
中
、「
439　

精
密
な
彫
刻
を
施
し
た

青
銅
製
の
す
ば
ら
し
い
吊
り
灯
籠
。
大
坂
で
見
つ
け
た
も
の
」「
429

大
坂
か
ら
運
ば
れ
た
、
現
代
的
な
銅
製
品
の
す
ば
ら
し
い
見
本
。
周

囲
の
羽
目
板
一
つ
一
つ
に
高
く
浮
き
出
し
た
人
物
像
の
あ
る
火
鉢
」

と
そ
れ
ぞ
れ
一
致
す
る
と
解
釈
し
て
も
、
乱
暴
な
推
測
に
は
あ
た
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

三
、
一
続
き
の
道

（
一
）
万
博
出
品
の
準
備

　

こ
う
し
て
買
い
物
は
続
き
、
さ
ら
に
陶
磁
器
の
店
に
つ
い
て
は

「
わ
れ
わ
れ
が
出
た
と
き
に
は
、
棚
の
上
は
か
な
り
す
い
て
い
た
に

ち
が
い
な
い
（
（（
（

」
な
ど
と
自
ら
記
す
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
オ
ー
ル
コ
ッ

ク
一
行
の
荷
物
は
、
大
坂
を
出
発
す
る
と
き
に
は
大
変
に
膨
れ
上

が
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
大
坂
滞
在
を
典
型
と
し
て
、
約
一
ヵ

月
の
旅
行
中
、
各
地
の
店
先
で
買
い
物
を
楽
し
み
な
が
ら
、
ま
た
そ

れ
を
通
じ
て
、
商
業
の
実
態
や
諸
所
の
人
情
、
風
俗
を
観
察
し
な
が

ら
、
江
戸
に
向
か
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

先
述
の
よ
う
に
、
そ
う
し
た
買
い
物
の
話
が
当
初
の
公
式
報
告
に

ま
っ
た
く
出
て
こ
な
い
の
は
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
も
と
も
と
、
こ
れ

を
専
ら
自
ら
の
楽
し
み
と
し
て
行
っ
て
い
た
こ
と
を
語
っ
て
い
よ
う

が
、
同
時
に
、
買
い
集
め
ら
れ
た
品
々
は
、
日
本
の
万
博
参
加
の
可

能
性
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
別
の
性
格
を
帯
び
始
め
た
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
旅
行
以
前
か
ら
、
好
ん
で
日
本
の

美
術
工
芸
品
を
買
い
求
め
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
こ
の
と
き
の
旅
は
、
集
中
的
な
収
集
旅
行
と
で
も
言
う
べ
き
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側
面
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
日
本
の
産
物
が
国
際
的

な
競
争
に
耐
え
る
と
の
認
識
を
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
中
で
固
め
さ
せ

る
機
会
と
も
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

東
禅
寺
に
戻
り
、
水
戸
浪
士
の
襲
撃
を
受
け
、
未
処
理
の
ま
ま
に

な
っ
て
い
た
万
博
参
加
招
請
の
問
題
も
含
め
て
、
次
の
出
方
を
熟
考

す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
と
き
、
彼
の
脳
裏
に
旅
の
思
い
出
が
い
ま
だ

鮮
や
か
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
手
も
と
に
、
日
本
の
各
地
か

ら
集
め
て
き
た
ば
か
り
の
品
物
が
現
実
に
、
豊
富
に
存
在
し
た
こ
と

―
こ
れ
が
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
決
断
に
一
定
以
上
の
影
響
を
与
え

た
と
理
解
す
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
不
当
な
深
読
み
で
は
あ
る
ま
い
。

　

仮
に
日
本
が
万
博
参
加
を
決
意
し
て
も
、
初
め
て
の
こ
と
と
て
、

迅
速
な
準
備
が
期
待
で
き
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
簡
単
に
想
像
で
き

る
。
一
八
五
一
（
嘉
永
四
）
年
の
第
一
回
ロ
ン
ド
ン
万
博
に
際
し
て
、

上
海
か
ら
の
出
品
に
骨
を
折
っ
た
経
験
の
あ
る
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
だ
か

ら
こ
そ
、
日
本
側
の
不
慣
れ
を
補
い
、
自
分
が
中
心
と
な
っ
て
出
品

物
を
整
え
る
用
意
が
実
際
に
あ
る
か
な
い
か
が
、
当
然
な
が
ら
、
こ

こ
で
の
判
断
を
大
き
く
左
右
し
た
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
こ
れ
ら
の

品
物
が
日
本
に
「
比
類
の
な
い
名
誉
も
し
く
は
栄
光
」
を
与
え
う
る

も
の
だ
と
の
確
信
を
、
事
前
に
、
き
わ
め
て
具
体
的
な
物
証

4

4

と
と
も

に
持
っ
て
い
た
こ
と
が
、
彼
の
東
禅
寺
事
件
の
受
け
止
め
方
を
方
向

づ
け
た

―
む
し
ろ
事
件
と
の
遭
遇
が
、
日
本
を
万
博
の
舞
台
へ
と

つ
れ
出
す
こ
と
を
彼
に
決
意
さ
せ
た

―
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

実
際
に
、
幕
府
が
万
博
参
加
を
承
諾
す
る
と
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は

す
ぐ
さ
ま
次
の
よ
う
な
返
書
を
老
中
に
宛
て
て
送
っ
て
い
る
。

私
は
…
…
（
出
品
物
の
梱
包
、
発
送
、
開
梱
な
ど
に
関
す
る
）
困
難

を
見
越
し
た
う
え
で
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
才
能
と
労
働
が
生
み

出
し
た
最
高
の
品
々
が
集
ま
る
こ
の
博
覧
会
に
お
い
て
、
日
本

の
た
め
に
ふ
さ
わ
し
い
地
位
を
確
保
し
た
い
と
い
う
願
い
か
ら
、

日
本
人
の
国
民
と
し
て
の
優
秀
さ
が
最
も
よ
く
現
れ
て
い
る

…
…
美
術
や
工
芸
分
野
の
多
く
の
作
品
を
、
念
入
り
に
選
び
、

か
な
り
の
費
用
を
か
け
て
買
い
求
め
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ

て
、
ご
く
近
い
う
ち
に
本
国
に
向
け
て
発
送
さ
れ
る
予
定
で
す

…
…
（
（（
（

。

　

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
幕
府
に
万
博
の
な
ん
た
る
か
を
説
明
す
る
書
簡

を
送
っ
て
か
ら
、
幕
府
の
承
諾
を
得
る
ま
で
に
約
一
ヵ
月
の
時
間
が

流
れ
て
お
り
、
こ
の
手
紙
の
筆
致
か
ら
は
、
そ
の
間
に
彼
が
着
々
と

発
送
の
準
備
を
進
め
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
彼
が
公
職
を
引

退
し
た
の
ち
に
著
し
た
『
日
本
の
美
術
と
美
術
産
業
』
で
は
、
同
じ

時
期
の
こ
と
が
こ
う
振
り
返
ら
れ
て
い
る
。

…
…
私
は
、
首
都
の
江
戸
に
駐
在
す
る
者
と
し
て
も
、
ま
た
、

国
内
各
地
の
旅
行
者
と
し
て
も
、
す
で
に
長
い
こ
と
日
本
に
暮

ら
し
て
い
た
の
で
、
日
本
人
が
芸
術
面
に
お
い
て
い
か
に
優
れ

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
や
、
日
本
の
産
業
製
品
の
長
所
を
十
分
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に
知
っ
て
お
り
、
高
く
評
価
し
て
い
た
。
実
際
、
そ
の
時
点
ま

で
に
は
、
自
分
自
身
の
研
鑽
と
楽
し
み
の
た
め
に
、
彼
ら
の
芸

術
の
独
自
性
や
発
展
過
程
を
示
す
よ
う
な
品
々
を
、
か
な
り
の

数
、
収
集
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
仕
事
と
い
え
ば
、

芸
術
と
産
業
の
各
分
野
に
つ
い
て
、
日
本
人
の
技
量
と
才
能
を

最
も
典
型
的
に
、
よ
く
表
し
て
い
る
見
本
を
念
入
り
に
選
び
つ

つ
、
よ
り
多
く
の
出
品
物
が
必
要
に
な
っ
て
も
よ
い
よ
う
、
さ

ら
に
品
物
を
買
い
足
す
ぐ
ら
い
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
目
的

の
た
め
に
、
私
は
横
浜
に
あ
る
各
種
の
倉
庫
や
商
店
を
頻
繁
に

訪
れ
た
。
…
…
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
、
外
交
関
係
者
以

外
の
外
国
人
は
入
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
江
戸
市
中
の
、
い

く
つ
か
の
商
業
区
域
に
も
足
を
運
ん
だ
。
…
…（（（
（

　

こ
の
ほ
か
に
、
自
分
で
は
整
え
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
和
紙
の

サ
ン
プ
ル
と
、
日
本
の
硬
貨
一
揃
い
を
幕
府
に
提
供
し
て
も
ら
い
、

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
に
よ
る
日
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
完
成
す
る
。
幕
府
に

そ
れ
ら
を
依
頼
し
た
の
は
、
品
物
の
性
格
上
、
現
に
幕
府
に
手
配
し

て
も
ら
う
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
、
出
品
準
備
を
す
べ

て
自
分
の
側
だ
け
で
進
め
る
の
で
は
な
く
、
手
順
に
慣
れ
な
い
当
事

国
政
府
を
、
何
ら
か
の
ふ
さ
わ
し
い
形
で
作
業
に
参
画
さ
せ
る
と
い

う
意
図
も
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
（
（（
（

。

　

こ
れ
ら
の
品
々
が
い
つ
、
ど
の
船
で
日
本
を
旅
立
っ
て
い
っ
た
の

か
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
現
時
点
で
確
認
で
き
て
い
な
い
。
し

か
し
、
あ
の
青
銅
の
吊
り
灯
籠
や
、
彫
刻
の
す
ば
ら
し
い
火
鉢
か
ら
、

幕
府
が
用
意
し
た
和
紙
や
硬
貨
の
セ
ッ
ト
に
至
る
ま
で
、
オ
ー
ル

コ
ッ
ク
が
自
ら
カ
タ
ロ
グ
を
仕
上
げ
ら
れ
る
ほ
ど
に
観
察
し
、
い
く

つ
か
の
も
の
に
つ
い
て
は
入
手
地
を
再
確
認
し
、
入
念
に
整
理
し
た

う
え
で
、
お
そ
ら
く
は
彼
の
指
示
の
も
と
、
そ
れ
ら
が
部
下
た
ち
に

よ
っ
て
梱
包
さ
れ
、
こ
の
年
の
う
ち
に
海
上
に
出
て
い
っ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
二
）
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
旅
と
日
本
の
「
開
国
」

　

筆
者
は
こ
こ
に
、
日
本
の
開
国
の
過
程
に
お
け
る
、
一
つ
の
重
要

な
画
期
を
見
る
。
当
然
な
が
ら
、
日
本
の
産
物
が
海
外
に
出
て
い
く

こ
と
自
体
は
、
初
め
て
で
は
な
い
。
古
代
か
ら
の
大
陸
と
の
行
き
来

に
始
ま
り
、「
鎖
国
」
と
称
さ
れ
て
き
た
時
期
に
お
い
て
も
、
オ
ラ

ン
ダ
や
中
国
の
商
人
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
朝
鮮
通
信
使
へ
の
贈
り
物

と
い
う
形
を
と
っ
て
、
多
く
の
品
物
が
国
外
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
の
と
き
、
幕
府
の
厳
重
な
管
理
下

に
置
か
れ
て
き
た
流
通
経
路
を
通
じ
ず
に
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
旅
先

で
、
い
わ
ば
無
造
作
に
購
入
し
た
一
群
の
品
々
が
、
万
国
博
覧
会
と

い
う
舞
台
で
日
本
文
化
を
代
表
す
べ
く
運
び
出
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と

に
は
、
日
本
と
国
際
社
会
と
の
か
か
わ
り
方
に
お
け
る
重
大
と
言
っ

て
よ
い
変
質
が
見
出
さ
れ
る
。

　

何
気
な
く
購
入
し
た
品
物
が
国
外
に
出
て
い
く
の
も
、
す
で
に
当
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た
り
前
に
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
と
の
反
論
が
あ
り
え
よ
う
。

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
自
ら
旅
を
実
行
し
て
試
し
た
よ
う
に
、
当
時
、
日

本
の
国
内
を
自
由
に
行
動
で
き
る
権
利
を
持
っ
て
い
た
の
は
外
交
官

身
分
の
人
々
の
み
だ
が
、
開
港
地
の
定
め
ら
れ
た
居
留
地
に
は
多
く

の
外
国
人
が
住
み
始
め
、
商
売
用
の
品
の
ほ
か
に
、
私
的
な
お
み
や

げ
を
い
く
ら
で
も
持
ち
出
し
て
い
た
し
、
日
本
側
で
も
そ
う
し
た
外

国
人
の
好
み
に
合
う
商
品
を
つ
く
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
反
論
も
む
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
こ

れ
と
が
や
は
り
異
な
る
の
は
、
右
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
オ
ー
ル

コ
ッ
ク
に
よ
っ
て
送
り
出
さ
れ
た
品
々
が
、
即
、
万
国
博
覧
会
と
い

う
舞
台
で
日
本
文
化
を
代
表
す
る

―
国
際
的
な
比
較
競
争
の
た
め

の
「
日
本
の
芸
術
や
産
業
の
見
本
」
と
い
う
性
格
を
帯
び
る

―
宿

命
を
負
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
る
日
偶
然
に
枡
屋
岩
城
呉
服

店
の
在
庫
に
あ
っ
た
反
物
が
、
翌
年
に
は
ロ
ン
ド
ン
で
日
本
の
将
来

を
背
負
っ
て
い
る

―
そ
う
し
た
状
況
、
可
能
性
が
、
日
本
に
と
っ

て
初
め
て
こ
こ
に
出
現
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
の
意
味
で
、
各
国
と
和
親
条
約
な
い
し
通
商
修
好
条
約
を
結
ん

だ
り
、
港
を
開
い
た
り
す
る
と
い
う
、
表
向
き
の
重
大
事
件
を
越
え

た
、「
国
を
開
く
」
こ
と
の
意
義
が
、
こ
こ
に
は
た
し
か
に
横
た

わ
っ
て
い
る
。
ご
く
当
た
り
前
の
、
め
ぐ
り
合
わ
せ
に
よ
っ
て
は
普

通
の
日
本
人
が
買
い
求
め
て
日
常
に
使
用
す
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず

の
品
物
が
、
江
戸
の
英
国
公
使
館
に
運
ば
れ
、「
日
本
代
表
」
の
ラ

ベ
ル
を
貼
ら
れ
、
ロ
ン
ド
ン
に
運
ば
れ
、
万
博
の
日
本
コ
ー
ナ
ー
を

飾
り
う
る
と
い
う
こ
と
。
逆
に
見
れ
ば
、
む
ろ
ん
品
質
に
よ
る
選
択

が
な
さ
れ
る
と
は
い
え
、
理
論
的
に
は
国
内
の
す
べ
て
の
品
物
が
、

物
理
的
に
遠
国
へ
輸
送
さ
れ
、
か
つ
、
国
際
市
場
で
「
日
本
物
産
」

の
名
の
下
で
扱
わ
れ
る
可
能
性
を
付
与
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
。

―

少
な
く
と
も
こ
の
と
き
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
旅
し
た
道
に
沿
っ
て
、

そ
う
し
た
可
能
性
が
、
ま
る
で
「
開
国
」
マ
ー
ク
の
シ
ー
ル
を
貼
っ

て
歩
く
よ
う
に
刻
印
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

筆
者
は
、
朝
鮮
や
オ
ラ
ン
ダ
と
の
交
流
が
存
在
し
た
事
実
か
ら
、

江
戸
時
代
を
「
鎖
国
」
の
時
代
と
規
定
す
る
こ
と
に
疑
い
を
持
ち
、

い
わ
ゆ
る
黒
船
後
の
西
洋
諸
国
と
の
外
交
を
、
そ
れ
以
前
の
時
代
か

ら
の
連
続
性
の
上
に
見
よ
う
と
す
る
者
の
一
人
で
あ
る
。
が
、
よ
り

実
質
的
に
国
の
隅
々
ま
で
を
開
い
て
い
く
と
い
う
意
味
で
の
、「
鎖

国
」
か
ら
の
「
開
国
」
を
考
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
一
八
六
一
（
文

久
元
）
年
の
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
旅
は
、
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

大
き
な
ス
テ
ッ
プ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
ま

た
、
国
内
で
産
出
さ
れ
た
個
々
の
品
物
が
、
対
外
的
に
は
た
だ
ち
に

「
日
本
の
」
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
環
境
に
置
か
れ
た
こ
と
は
、
ま

さ
に
そ
の
「
日
本
」
と
い
う
全
体
が
、
国
民
国
家
を
単
位
と
す
る
大

き
な
社
会
の
一
角
に
引
き
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え

よ
う
。

　

こ
の
旅
が
直
接
ロ
ン
ド
ン
万
博
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
、
時
が
も
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た
ら
し
た
偶
然
に
は
違
い
な
い
。
同
時
に
、
現
場
の
中
心
に
居
合
わ

せ
た
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
と
い
う
人
物
の
思
考
の
あ
り
方
、
発
想
の
転
換

に
よ
る
「
人
為
」
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
い
ま
、
本
稿
第
一
節
で
引

用
し
た
彼
の
幕
閣
宛
、
万
博
参
加
招
請
の
書
簡
を
読
み
直
せ
ば
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
万
博
出
品
の
結
果
、
日
本
の
美
術
工
芸
品
は
イ
ギ
リ

ス
な
い
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
大
い
に
注
目
を
集
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ

り
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
、
そ
の
意
味
で
の
功
労
者
で
あ
る
こ
と
は
、

た
と
え
ば
美
術
史
な
ど
の
分
野
に
お
い
て
も
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
効
果
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
日
本
の
本
格
的
な

「
開
国
」
の
立
役
者
と
し
て
再
評
価
し
た
い
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
。

（
三
）
文
化
交
流
の
道
を
歩
く
―
結
び
に
か
え
て

　

一
八
六
一
（
文
久
元
）
年
夏
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
歩
い
た
足
取
り

に
沿
っ
て
、「
開
国
」
の
シ
ー
ル
が
貼
ら
れ
て
い
っ
た
と
言
う
と
き
、

む
ろ
ん
そ
れ
は
、
一
筋
の
線
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
面
を
な
す
も

の
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
に
何
度
も
引
用
し
た
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
主

著
『
大
君
の
都
』
の
英
文
原
本
第
一
巻
に
は
、
日
本
地
図
が
折
り
込

ま
れ
、
そ
こ
に
、
ま
さ
に
こ
の
と
き
の
旅
の
行
路
が
赤
い
線
で
示
さ

れ
て
い
る
の
だ
が
、
ほ
か
で
も
な
い
こ
の
赤
線
こ
そ
、「
開
国
」
の

刻
印
で
あ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
（
（（
（

。

　

た
と
え
ば
大
坂
か
ら
「
ひ
じ
ょ
う
に
古
風
で
優
雅
な
釣
り
燭
台
」

や
「
精
巧
な
彫
刻
を
ほ
ど
こ
し
た
木
炭
用
の
火
鉢
」
が
運
ば
れ
た
こ

の
赤
い
道
は
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
と
幕
府
の
間
で
な
さ
れ
た
日
本
の
万

博
参
加
の
決
定
に
よ
り
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
日
本
縦
断
旅
行
の
足
跡

で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
本
の
国
境
を
越
え
て
ロ
ン
ド
ン
ま
で
つ

な
が
る
、
地
球
儀
上
の
長
い
道
筋
の
一
部
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
大

坂
か
ら
ロ
ン
ド
ン
ま
で
は
、
一
続
き
の
道
と
な
っ
た
。
日
本
の
沿
岸

に
、
い
わ
ゆ
る
黒
船
を
は
じ
め
多
く
の
船
舶
が
開
国
を
求
め
て
や
っ

て
き
た
こ
と
、
中
国
沿
岸
ま
で
し
か
カ
バ
ー
し
て
い
な
か
っ
た
欧
州

列
強
の
商
船
の
航
路
が
横
浜
ま
で
届
い
た
こ
と
、

―
日
本
が
国
際

社
会
の
一
部
と
な
っ
た
こ
と
を
語
る
材
料
は
多
様
だ
が
、
筆
者
は
、

こ
の
釣
り
燭
台
を
運
ん
だ
道
の
成
立
を
、
重
く
見
た
い
と
思
う
の
で

あ
る
。

　

さ
て
、
外
国
人
に
よ
る
初
の
「
視
察
」
旅
行
を
行
っ
た
オ
ー
ル

コ
ッ
ク
は
ま
だ
、
そ
の
目
的
で
の
旅
を
決
行
し
え
た
の
み
で
、
そ
れ

以
前
の
「
儀
礼
」
旅
行
者
で
あ
る
朝
鮮
通
信
使
や
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長

同
様
、
公
道
を
外
れ
て
ど
こ
に
で
も
入
り
込
む
と
い
う
自
由
ま
で
は
、

理
論
上
は
と
も
か
く
、
実
態
と
し
て
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
本

項
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
こ
の
旅
が
決
定
づ
け
た
の
は
、
面
で
は

な
く
線
の
開
国
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
あ
と
、
線
が
面
と
な
っ
て

い
く
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
一
方
に
お
い
て
、
幕
末
の
最
終
局
面
に
か
け

て
さ
ら
に
日
本
各
地
を
動
き
回
っ
た
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
後
輩
、
ア
ー

ネ
ス
ト
・
メ
イ
ソ
ン
・
サ
ト
ウ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
か
ら
、
明
治
維
新

後
一
〇
年
を
経
て
、
一
般
外
国
人
の
内
地
雑
居
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
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に
な
っ
て
い
く
ま
で
の
、
国
内
へ
の
外
国
人
受
け
入
れ
の
度
合
い
と

い
う
角
度
か
ら
見
た
、
制
度
の
進
展
が
か
か
わ
っ
て
こ
よ
う
。

　

他
方
、
こ
の
あ
と
、
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
パ
リ
万
博
、
一
八

七
三
（
明
治
六
）
ウ
ィ
ー
ン
万
博
と
、
日
本
が
歴
代
の
万
国
博
覧
会

に
参
加
し
て
い
く
過
程
に
、
線
の
「
開
国
」
が
面
に
な
っ
て
い
く
、

も
う
一
つ
の
展
開
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
間
、
日
本
の
出
品
準
備
に
際
し
て
、
一
八
六
二
（
文
久
二
）

年
ロ
ン
ド
ン
博
に
お
け
る
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
よ
う
な
、
万
博
主
催
国

側
の
人
物
の
関
与
度
合
い
は
徐
々
に
減
少
し
、
日
本
政
府
側
の
主
体

性
が
増
し
て
い
く
（
（（
（

。
そ
う
し
て
日
本
政
府
当
局
が
当
然
の
統
治
能
力

を
発
揮
し
、
国
内
の
機
構
を
動
員
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
国
人
が

日
本
国
内
を
動
き
回
れ
る
範
囲
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
万
博
で
日
本

を
代
表
す
る
た
め
の
産
物
を
全
国
か
ら
収
集
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
て
い
っ
た
。
い
わ
ば
「
開
国
」
の
刻
印
が
押
さ
れ
る
範
囲
が
、

外
国
人
が
通
る
こ
と
の
で
き
た
公
道
沿
い

―
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
地

図
上
の
赤
線

―
か
ら
日
本
全
国
へ
と
広
が
っ
て
い
く
様
は
、
ま
さ

に
日
本
そ
れ
自
体
の
実
質
的
な
「
開
国
」
の
プ
ロ
セ
ス
を
表
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
起
点
を
つ
く
っ
た
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
、
自

ら
が
日
本
を
離
れ
た
の
ち
に
開
催
さ
れ
た
一
八
六
七
年
パ
リ
博
に
つ

い
て
、
の
ち
の
著
書
に
、「
再
び
日
本
の
品
物
の
す
ば
ら
し
い
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
が
展
示
さ
れ
、（
一
八
六
二
年
の
ロ
ン
ド
ン
で
道
が
開
か
れ
た
）

同
じ
方
向
に
さ
ら
な
る
前
進
が
見
ら
れ
た
（
（（
（

」
と
記
し
た
。

　

た
だ
し
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
歩
い
た
道

―
長
崎
街
道
か
ら
瀬
戸

内
の
海
の
道
、
奈
良
の
道
、
そ
し
て
東
海
道
と
い
っ
た
道
の
り

―

は
、
先
に
記
し
た
よ
う
な
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
見
れ

ば
、
彼
が
初
め
て
開
拓
し
た
も
の
で
は
な
く
、
本
稿
で
も
何
度
か
触

れ
た
朝
鮮
通
信
使
や
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
の
行
列
な
ど
を
見
て
き
た
、

古
く
か
ら
の
文
化
交
流
の
道
で
あ
っ
た
。
外
国
ば
か
り
で
な
く
、
む

ろ
ん
国
内
各
地
の
間
の
交
流
も
含
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
の
出
会

い
が
重
層
的
に
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
道
は
、
そ
れ
自
体
が
国
際
化
の

仕
掛
け
で
あ
り
、
開
国
の
種
を
孕
ん
で
時
を
待
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
を
一
八
六
一
年
夏
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
通
り
か
か
っ
た

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
、
日
本
の
「
開
国
」
に
と
っ
て
、
種
を
蒔
く
人
な

ら
ぬ
、
種
に
水
を
撒
い
た
人
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
よ

う
で
あ
る
。

注（1
）　

公
式
カ
タ
ロ
グ
の
日
本
欄
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
海
軍
関
係
者
や
貿
易

商
人
が
現
地
で
提
供
し
た
と
考
え
ら
れ
る
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
カ

タ
ロ
グ
に
は
な
い
九
組
の
日
本
製
品
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
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xhibition 1862: O

ffi
cial catalogue of the 

Industrial D
epartm

ent, 2nd･ed.,･London:･T
ruscott,･Son,･

&
･Sim

ons,･for･H
er･M

ajesty

’s･C
om

m
issioners,･18（2,･

pp.338-（.
）
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（
2
）　･

万
博
に
参
加
す
る
国
や
植
民
地
の
単
位
で
こ
の
よ
う
な
別
冊
カ
タ

ロ
グ
を
用
意
し
た
ケ
ー
ス
は
ほ
か
に
も
あ
り
、
日
本
カ
タ
ロ
グ
も

そ
う
し
た
中
の
一
つ
と
し
て
、
万
博
主
催
者
の
カ
タ
ロ
グ
課
に
登

録
さ
れ
、
会
場
で
正
式
に
頒
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。（See･

Form
･24（,･C

ollection of printed docum
ents and form

s 
used in carrying the business of the International 
E

xhibition, 1862,･London:･G
eorge･E

dw
ard･E

yre･and･
W

illiam
･Spottisw

oode,･for･H
er･M

ajesty

’s･Stationary･
O

ffi
ce,･18（3.

）

（
3
）　･

カ
タ
ロ
グ
原
文
に
お
け
る
大
坂
の
表
記
はO

saca

と
な
っ
て
い
る
。

日
本
語
で
の
表
記
は
、
本
稿
で
は
当
時
の
通
例
に
従
い
、
原
則
と

し
て
、
引
用
部
分
、
地
の
文
と
も
に
、
大
坂
と
す
る
。
な
お
、
カ

タ
ロ
グ
の
日
本
語
訳
は
筆
者
の
責
に
よ
る
。

（
4
）　･

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
に
関
し
て
、
本
稿
の
記
述
は
既
刊
の
拙
著
『
オ
ー

ル
コ
ッ
ク
の
江
戸

―
初
代
英
国
公
使
が
見
た
幕
末
日
本
』（
中

央
公
論
新
書
、
二
〇
〇
三
年
）
と
一
部
重
複
す
る
こ
と
を
お
断
り

し
て
お
く
。

（
（
）　･

こ
の
知
ら
せ
を
受
け
取
っ
た
時
期
に
つ
い
て
、
前
掲
注
４
の
拙
著

執
筆
時
に
は
一
八
六
一
年
七
月
と
判
断
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、

当
時
未
見
で
あ
っ
た
史
料
の
調
査
機
会
を
得
、
よ
り
早
い
時
期
で

あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
（A

lcock･to･Russell,･2（･M
ay･18（1,･

FO
4（/12･[PRO

],･pp.101-3.

）。
受
領
前
後
の
具
体
的
な
状
況
に

つ
い
て
は
さ
ら
な
る
精
査
が
必
要
で
あ
る
が
、
本
稿
よ
り
こ
の
点

に
関
す
る
筆
者
の
見
解
を
改
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
（
）　･From

･A
lcock･to･T

he･M
inisters･of･Foreign･A

ffairs,･1（･
July･18（1,･FO

4（/14･(PRO
),･pp.（2-4.

（
和
訳
は
前
掲
注
４
、

一
七
七
―
一
七
八
頁
に
準
じ
た
。）

（
（
）　

前
掲
注
４
、
一
九
三
―
一
九
四
頁
参
照
。

（
8
）　

従
来
、
日
本
が
参
加
し
た
初
め
て
の
万
国
博
覧
会
は
、
こ
の
次
に

開
催
さ
れ
た
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
パ
リ
博
で
あ
る
と
の
考
え

方
が
、
半
ば
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
六
二
年
ロ
ン
ド
ン
博
に
お
い

て
は
、
日
本
側
の
与
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
個
人

的
に
出
品
を
行
っ
た
と
い
う
見
方
に
よ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、

以
上
の
経
緯
か
ら
、
六
二
年
万
博
へ
の
日
本
の
参
加
が
紛
れ
も
な

く
、「
外
交
ル
ー
ト
」
を
通
じ
た
招
請
と
回
答
に
よ
っ
て
決
定
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

（
（
）　

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
こ
れ
以
前
、
一
八
五
九
（
安
政
六
）
年
に
箱
館

へ
、
六
〇
（
万
延
元
）
年
に
富
士
山
、
熱
海
へ
旅
し
て
い
る
が
、

前
者
は
海
路
、
開
港
地
へ
の
限
定
的
な
旅
で
あ
り
、
ま
た
後
者
は
、

い
わ
ゆ
る
「
外
国
人
に
よ
る
初
め
て
の
富
士
登
山
」
と
し
て
有
名

な
旅
行
で
は
あ
る
も
の
の
、
移
動
距
離
の
差
は
言
わ
ず
も
が
な
、

通
過
諸
藩
と
幕
府
の
関
係
と
い
っ
た
国
内
政
治
の
機
微
を
オ
ー
ル

コ
ッ
ク
が
体
感
す
る
機
会
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
含
め
、
こ
こ
で

取
り
上
げ
る
六
一
年
の
旅
の
歴
史
的
重
要
性
は
比
較
に
な
ら
な
い
。

（
10
）　

江
戸
を
目
的
地
と
し
た
外
交
使
節
の
内
国
旅
行
を
め
ぐ
り
、
日
本

側
の
対
応
の
変
遷
を
、
朝
鮮
通
信
使
を
起
点
に
連
続
的
に
考
察
し

た
も
の
と
し
て
、
拙
論
「
幕
末
の
対
欧
米
外
交
を
準
備
し
た
朝
鮮

通
信
使

―
各
国
外
交
官
に
よ
る
江
戸
行
の
問
題
を
中
心
に
」（
劉

建
輝
編
『
前
近
代
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
三
国
の
文
化
交
流
と
表
象

―
朝
鮮
通
信
使
と
燕
行
使
を
中
心
に
』
国
際
日
本
文
化
研
究
セ

ン
タ
ー
、
二
〇
一
一
年
、
一
九
〇
―
二
一
〇
頁
）
を
参
照
あ
り
た

い
。

（
11
）　

こ
の
ほ
か
、
本
稿
で
主
に
取
り
上
げ
る
大
坂
へ
は
と
く
に
、
こ
の

時
期
イ
ギ
リ
ス
海
軍
か
ら
日
本
用
の
輸
送
船
と
し
て
配
分
さ
れ
た
、
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リ
ン
グ
ダ
ヴ
号
搭
乗
の
ク
レ
イ
ギ
ー
大
佐
が
同
行
し
た
こ
と
が
判

明
し
て
い
る
。（A

lcock･to･Russell,･10･July･18（1,･FO
410/3･

[PRO
],･p.10.

）

（
12
）　

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
著
、
山
口
光
朔
訳
『
大
君
の
都
（
中
）』
岩
波
書
店
、

一
九
六
二
年
、
三
八
〇
―
三
八
二
頁
。

（
13
）　

前
掲
注
12
、
三
八
二
頁
。

（
14
）　

前
掲
注
11
、
一
一
頁
。

（
1（
）　

大
阪
市
立
中
央
図
書
館
市
史
編
纂
室
編
『
大
阪
編
年
史･

第
二
十

三
巻
』
大
阪
市
立
中
央
図
書
館
、
一
九
七
七
年
、
三
五
三
―
三
五

五
頁
。

（
1（
）　

西
山
昭
仁
「
安
政
南
海
地
震
（
一
八
五
四
）
に
お
け
る
大
坂
で
の

震
災
対
応
」『
歴
史
地
震
』
第
一
九
号
（
二
〇
〇
三
年
）、
一
二
五

頁
参
照
。

（
1（
）　

人
文
社
発
行
の
覆
刻
古
地
図
を
参
照
し
た
。

（
18
）　

堀
田
暁
生
「
近
代
の
国
際
交
流
⑴

―
開
化
大
阪
と
来
阪
外
国
人
」

大
阪
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
編
『
大
阪
の
国
際
交
流
史
』
東
方
出
版
、

一
九
九
一
年
、
二
六
〇
―
二
六
一
頁
参
照
。

（
1（
）　

前
掲
注
12
、
三
九
八
―
四
〇
〇
頁
。

（
20
）　

前
掲
注
12
、
三
八
三
―
三
九
八
頁
。

（
21
）　

前
掲
注
12
、
三
八
六
―
三
九
七
頁
。

（
22
）　

前
掲
注
11
、
一
〇
―
一
一
頁
。

（
23
）　

前
掲
注
12
、
三
八
四
―
三
八
五
頁
。

（
24
）　

大
阪
歴
史
博
物
館
編
『
大
阪
歴
史
博
物
館
常
設
展
示
案
内
』

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
文
楽
、
二
〇
〇
二
年
、
六
〇
頁
参
照
。

（
2（
）　

前
掲
注
1（
、
三
五
五
頁
。

（
2（
）　

前
掲
注
12
、
三
八
四
頁
。

（
2（
）　

前
掲
注
12
、
三
八
四
頁
。

（
28
）　

前
掲
注
12
、
三
八
六
頁
。

（
2（
）　･From

･A
lcock･to･T

he･M
inisters･of･Foreign･A

ffairs,･2（･
A

ugust･18（1,･FO
4（/14･(PRO

),･p.（（.

（
訳
・
筆
者
）

（
30
）　･A

lcock,･R
utherford,･A

rt and art industries in Japan,･
London:･V

irtue･and･Co.,･18（8,･p.･2

（
訳
・
筆
者
）

（
31
）　

前
掲
注
4
、
一
九
七
―
一
九
八
頁
参
照
。

（
32
）　

参
考
ま
で
に
、
第
二
巻
の
折
り
込
み
は
、
大
坂
の
地
図
で
あ
る
。

（
33
）　

一
八
六
七
年
パ
リ
博
で
は
、
駐
日
フ
ラ
ン
ス
公
使
ロ
ッ
シ
ュ
が
重

要
な
助
言
者
の
役
割
を
果
た
し
た
が
、
徳
川
幕
府
自
体
の
主
体
性

は
六
二
年
ロ
ン
ド
ン
博
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
増
大
し
た
。

七
三
年
ウ
ィ
ー
ン
博
へ
の
参
加
は
、
駐
日
オ
ー
ス
ト
リ
ア
公
使
館

員
シ
ー
ボ
ル
ト
、
お
よ
び
、
彼
が
推
薦
し
た
と
さ
れ
る
御
雇
外
国

人
ワ
グ
ネ
ル
の
大
き
な
働
き
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
助
け
を

活
用
し
な
が
ら
の
、
明
治
政
府
自
身
に
よ
る
挙
国
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

（
34
）　

前
掲
注
30
、
四
頁
（
訳
・
筆
者
）。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）


