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は
じ
め
に

　

一
九
五
三
年
頃
藤
井
達
吉
（
一
八
八
一
〜
一
九
六
四
）
が
制
作
し
た
「
土
星
」（
図
1
）
は
、
藤
井
達
吉
晩
年
の
作
品
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
。
縦
に
長
い
画
面
の
ほ
ぼ
中
央
に
土
星
が
佇
み
、
周
り
に
は
星
が
広
が
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
周
り
の
星
は
土
星
と
と
も
に

金
箔
を
用
い
て
表
現
さ
れ
、
背
景
は
宇
宙
の
よ
う
な
、
夜
空
の
よ
う
な
空
間
を
微
妙
に
濃
淡
を
変
化
さ
せ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
土
星
と

い
う
も
の
を
正
面
か
ら
捉
え
た
た
め
、
題
材
や
構
図
が
明
瞭
で
あ
り
、
ま
た
技
法
的
に
も
力
の
入
っ
た
、
優
れ
た
絵
画
作
品
で
あ
る
。

　

一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
多
彩
な
作
品
を
残
し
た
藤
井
だ
が
、
晩
年
に
は
こ
れ
ま
で
の
自
然
の
景
物
・
事
象
を
描
い
た
作

品
に
加
え
、
自
身
の
目
指
し
た
「
総
合
芸
術
」
の
ひ
と
つ
の
到
達
点
と
も
い
え
る
、
絵
画
や
工
芸
、
書
や
和
歌
な
ど
を
一
つ
の
作
品
に
組

み
合
わ
せ
た
継
色
紙
、
あ
る
い
は
漆
や
渇
墨
に
よ
る
山
水
図
な
ど
を
多
く
描
い
た
。
本
作
は
そ
う
し
た
晩
年
の
画
業
の
中
で
も
土
星
と
い

う
珍
し
い
題
材
を
選
択
し
て
い
る
。
技
法
的
に
力
の
入
っ
た
、
優
れ
た
絵
画
作
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
ス
ケ
ッ
チ
や
単
純
な
観
察
の
記
録
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
描
か
れ
た
一
九
五
三
年
頃
に
は
土
星
に
関
す
る
大
き
な
ニ
ュ
ー
ス
は
見
ら
れ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
こ
の
作
品

に
は
藤
井
に
と
っ
て
何
か
大
切
な
意
図
や
思
想
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
藤
井
の
画
業
の
中
で
、
こ
の
作

品
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
の
か
考
察
し
た
い
。

　

ま
ず
は
本
作
に
つ
い
て
、
言
及
さ
れ
て
い
る
事
柄
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
藤
井
達
吉
の
画
業
の
中
で
、
土
星
を
取
り
上
げ
た
作
品
は
、

本
作
を
含
め
現
在
ま
で
に
2
点
確
認
さ
れ
て
い
る1

。
太
陽
、
月
、
あ
る
い
は
山
な
ど
特
定
の
題
材
を
繰
り
返
し
描
い
た
藤
井
の
作
例
の
中

で
は
、
少
な
い
部
類
に
入
る
だ
ろ
う
。

　

藤
井
は
一
九
三
五
年
に
は
じ
め
て
四
国
遍
路
に
行
き
、
一
九
六
四
年
に
亡
く
な
る
ま
で
六
回
ほ
ど
遍
路
の
旅
に
出
か
け
て
い
る
。
こ
の

旅
を
と
お
し
て
藤
井
の
絵
画
は
、「
祈
り
」（
一
九
三
五
〜
一
九
四
五
年
代
・
碧
南
市
藤
井
達
吉
現
代
美
術
館
蔵
）
や
「
斑
鳩
の
里
」（
一

九
五
五
年
代
・
個
人
蔵
）、「
夕
映
」（
制
作
年
不
詳
・
個
人
蔵
）
の
よ
う
に
視
線
が
直
線
的
に
天
空
へ
向
か
う
傾
向
が
強
く
な
る2

。
そ
し

て
こ
の
傾
向
の
中
で
も
「
土
星
」
は
そ
れ
ら
か
ら
一
段
レ
ベ
ル
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と3

、
藤
井
が
反
産
業
、
反
近
代
を
主
張
し
た
社

会
思
想
、
美
術
評
論
家
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
（John Ruskin
）（
一
八
一
九
〜
一
九
〇
〇
）
が
「
地
上
に
あ
る
彩
は
総
て
天
上
に

あ
り
」
と
語
っ
た
こ
と4

を
例
に
挙
げ
、
ま
さ
に
作
者
の
突
き
抜
け
た
発
想
力
を
思
わ
せ
る5

、
な
ど
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

天
体
モ
チ
ー
フ
の
作
品
と
言
説

　

さ
て
、本
作
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
、ま
ず
同
じ
く
天
に
あ
る
景
物
を
取
り
上
げ
た
作
品
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
藤
井
は
日
（
太
陽
）

や
月
、
星
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
を
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
日
月
屏
風
」（
一
九
四
一
年
頃
・
碧
南
市
藤
井
達
吉
現
代
美

術
館
蔵
）
は
左
隻
に
海
上
の
太
陽
を
、
右
隻
に
は
同
じ
く
海
上
の
月
を
描
い
た
二
曲
一
双
の
屏
風
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
日
月
一
組
と
し

た
も
の
だ
け
で
な
く
、「
旭
日
瑞
雲
・
不
盡
迎
陽
」（
一
九
四
二
年
頃
か
・
碧
南
市
藤
井
達
吉
現
代
美
術
館
蔵
）
の
よ
う
に
海
に
昇
る
輝
か

し
い
日
の
出
と
朝
日
を
浴
び
る
富
士
が
象
徴
的
に
描
か
れ
た
六
曲
一
双
の
屏
風
や
初
冬
の
薄
野
に
浮
か
ぶ
月
を
印
象
的
に
描
い
た
「
冬
月
」

（
昭
和
初
期
・
碧
南
市
藤
井
達
吉
現
代
美
術
館
蔵
）
な
ど
、
太
陽
、
月
と
そ
の
情
景
を
描
い
て
い
る
作
品
も
多
い
。
ま
た
「
梅
百
題
」（
一

九
六
二
年
・
愛
知
県
美
術
館
蔵
）
は
梅
の
旅
の
思
い
出
を
歌
と
絵
で
表
し
た
、
一
〇
二
幅
の
軸
か
ら
な
る
藤
井
晩
年
の
代
表
作
の
一
つ
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
も
絵
や
歌
に
月
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
歌
の
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
た
も
の
の
ほ
か
に
、
日
（
太
陽
）
や

月
の
情
景
を
素
早
い
筆
致
に
よ
っ
て
と
ら
え
た
作
例
な
ど
も
見
ら
れ
、
藤
井
が
太
陽
や
月
を
繰
り
返
し
描
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当

館
は
九
〇
〇
点
近
く
の
藤
井
作
品
、
資
料
を
所
蔵
し
て
い
る
（
二
〇
二
〇
年
九
月
現
在
）。
そ
の
う
ち
絵
画
作
品
は
六
〜
七
割
程
度
で
あ

る
が
、
太
陽
や
月
を
題
材
と
し
た
作
例
を
い
く
つ
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

加
え
て
、
藤
井
や
そ
の
周
辺
の
言
説
か
ら
、
彼
の
日
、
月
と
い
う
モ
チ
ー
フ
へ
の
思
い
入
れ
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

日
に
つ
い
て
、「
私
は
よ
く
日
の
出
の
絵
を
描
く
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
ゝ
か
ら
毎
日
日
の
出
を
眺
め
て
い
る
と
、
一
日
と
し
て
同
じ
模
様

の
日
が
な
い
。
一
日
一
日
が
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
日
の
出
で
あ
る6

。」
と
語
っ
て
い
る
。
ま
た
藤
井
の
日
の
観
察
、
制
作
の
様
子
が
以
下
の

よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

（
前
略
）
昭
和
十
年
ご
ろ
か
ら
十
年
以
上
日
の
出
の
研
究
に
没
頭
さ
れ
ま
し
た
。
毎
朝
、
そ
の
日
の
天
気
を
た
し
か
め
る
と
、
晴
天

で
あ
れ
ば
必
ず
東
の
窓
を
開
い
て
朝
陽
を
写
生
さ
れ
た
。
こ
の
写
生
中
は
、
ま
さ
に
一
心
不
乱
、
万
一
家
人
が
声
で
も
か
け
て
こ
れ

を
み
だ
せ
ば
、
た
ち
ま
ち
筆
で
も
皿
で
も
ほ
う
り
つ
け
る
と
い
う
有
様
で
す
。
画
境
至
れ
ば
、
朝
食
も
昼
食
も
な
い
と
い
う
状
態
で
、

描
き
上
げ
て
意
に
満
て
ば
よ
し
、
も
し
意
に
満
た
な
い
と
き
は
、
直
ち
に
こ
れ
を
塗
り
つ
ぶ
し
て
捨
て
る
と
い
う
仕
事
を
、
毎
日
つ

づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
家
人
は
、
毎
朝
ひ
そ
か
に
抜
き
足
さ
し
足
戦
々
兢
兢
と
先
生
の
仕
事
を
乱
さ
な
い
よ
う
に
つ
と
め
て
い
る
と
い

う
あ
り
さ
ま
で
し
た7

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
も
、
藤
井
の
日
（
太
陽
）
に
対
す
る
観
察
、
研
究
へ
の
意
欲
、
熱
意
が
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
藤
井
の
真
鶴
に

お
け
る
日
の
出
研
究
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
昭
和
天
皇
第
一
皇
女
・
照
宮
成
子
内
親
王
御
成
婚
の
折
に
、
屏
風
と
手
筥
の
制
作
の

依
頼
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
洋
画
家
、
藤
島
武
二
（
一
八
六
七
〜
一
九
四
三
）
が
作
品
を
納
め
た
際
、
そ
の
日
の
出
の
研
究
に
七
年
海

藤
井
達
吉
作
「
土
星
」
に
つ
い
て

�

日
置
　
樹
也

（図1）藤井達吉「土星」
（1953 年頃、紙本着色、金箔、個人蔵（碧南市藤井達吉現代美術館寄託））
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捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
作
品
へ
の
力
の
入
れ
具
合
、
出
来
栄
え
は
先
ほ
ど
挙
げ
た
日
・
月
を
題
材
と
し
た
力
作
た
ち
に

肩
を
並
べ
る
も
の
だ
。
加
え
て
藤
井
の
言
説
か
ら
も
明
確
な
意
図
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
土
星
と
い
う
も
の
の
意
味
は
日
（
太

陽
）・
月
と
は
異
な
る
。
天
体
と
い
う
く
く
り
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
一
般
的
に
日
（
太
陽
）
は
日
本
の
象
徴
と
し
て
、
月
は
日
本
の
美
、

美
意
識
を
表
現
す
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
対
し
て
こ
こ
で
藤
井
の
土
星
が
持
つ
意
味
と
は
何
か
。
一
つ
は
今
ま

で
描
か
れ
な
か
っ
た
モ
チ
ー
フ
を
描
く
革
新
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
土
星
は
、
数
あ
る
惑
星
の
中
で
も
輪
と
い
う
唯
一
の
特
徴
を
持

つ
。
太
陽
や
月
よ
り
も
遥
か
遠
く
を
見
据
え
る
俯
瞰
的
な
視
点
と
地
上
の
自
身
と
比
較
し
、
広
く
深
い
、
包
容
力
の
あ
る
大
き
な
自
然
を

示
す
モ
チ
ー
フ
と
し
て
合
致
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
藤
井
は
自
身
の
自
然
観
を
宇
宙
に
浮
か
ぶ
土
星
の
姿
に
重
ね
て
描
き
出
し
、
表
現
し
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
土
星
」
の
観
察

　

さ
て
こ
こ
ま
で
藤
井
達
吉
の
作
品
、
言
説
か
ら
「
土
星
」
と
い
う
作
品
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
こ
の
作
品
が
藤
井
の
自
然
観

を
示
し
て
い
る
、
と
し
て
見
た
時
、
一
つ
の
疑
問
が
出
て
く
る
。
そ
れ
は
作
者
が
自
身
の
画
業
の
中
で
も
珍
し
い
こ
の
「
土
星
」
を
ど
の

よ
う
に
し
て
描
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
作
品
を
よ
く
見
る
と
、
土
星
表
面
の
模
様
ま
で
描
写
が
さ
れ
て
い
る
。
特
に
一
九
三
三
年

に
観
測
さ
れ
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
土
星
表
面
の
白
紋12

と
思
わ
れ
る
部
分
（
図
2
）
も
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
一
九
三
三
年
の
、
あ
る

い
は
そ
れ
以
降
の
写
真
や
実
物
を
見
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
常
日
頃
か
ら
観
察
・
写
生
を
重
ん
じ
、

日
の
出
を
研
究
す
る
た
め
に
真
鶴
ま
で
行
き
、
写
生
を
続
け
た
と
い
う
藤
井
が
、
単
純
に
写
真
や
想
像
の
み
で
描
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

藤
井
が
土
星
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
実
際
に
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
そ
の
可
能
性
を
考
え
て
み
た
い
。
土
星
を
目
に
し
よ
う
と
考

え
る
な
ら
、
望
遠
鏡
を
使
用
す
る
の
が
一
般
的
だ
ろ
う
。
藤
井
の
生
き
た
時
代
に
、
一
般
の
人
は
望
遠
鏡
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

だ
ろ
う
か
。

　

日
本
に
望
遠
鏡
が
伝
来
し
た
と
い
う
最
初
の
記
録
は
一
六
一
三
年
に
遡
る
。
駿
府
隠
居
中
の
徳
川
家
康
を
め
ぐ
る
政
治
情
勢
を
記
し
た

日
記
で
あ
る
『
駿
府
記
』
の
慶
長
一
八
年
八
月
三
日
の
欄
に
「
イ
ゲ
レ
ス
今
日
候
殿
中
、…
長
さ
一
間
程
之
靉
靆
六
里
見
之
云

1々3

」
と
あ
る
。

こ
の
記
録
は
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
貿
易
船
隊
司
令
官
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
セ
ー
リ
ス
（John Saris

）（
一
五
七
九
／
一
五
八
〇
〜
一

六
四
三
）
が
執
筆
し
た
『
日
本
渡
航
記
』
の
記
録
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
献
上
品
の
中
に
銀
の
台
座
に
金
で
装
飾
し
た
望
遠
鏡
が

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る14

。
そ
の
後
、
海
外
か
ら
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
り15

、
の
ち
に
日
本
で
も
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
よ
う
だ
。
中
で
も
岩
橋
善
兵
衛
（
一
七
五
六
〜
一
八
一
一
）
は
望
遠
鏡
製
作
と
販
売
を
行
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
明
治
に
至
る

ま
で
四
代
に
渡
り
望
遠
鏡
を
製
作
し
、
各
地
に
岩
橋
製
の
望
遠
鏡
が
伝
わ
っ
て
い
る
と
い
う16

。
当
時
、
専
門
の
学
者
た
ち
だ
け
で
な
く
、

民
間
に
お
い
て
も
望
遠
鏡
制
作
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
例
だ
ろ
う
。

岸
で
写
生
を
続
け
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う8

。
こ
う
し
た
日
の
出
の
観
察
と
写
生
を
続
け
た
成
果
が
「
日
月
屏
風
」
や
「
旭
日
瑞
雲
・
不
盡

迎
陽
」、
そ
し
て
一
九
四
三
年
に
献
納
し
た
六
曲
一
双
屏
風9

に
表
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

ま
た
先
ほ
ど
挙
げ
た
「
梅
百
題
」
の
後
書
き
に
は
、「
故
知
ら
に　

月
と
恋
い
に
つ
つ　

幼
き
よ
り　

老
い
ぬ
ま
で　

よ
く
も
語
り
来

つ
る
も
の
か
な　

旅
に
あ
れ　

患
う
に
あ
れ　

月
と
梅
の
み
恋
い
に
つ
つ　

生
き
来
し
吾
よ　

お
お
さ
だ
め
か
や　

月
と
梅　

月
よ
梅

梅
」
と
梅
に
加
え
て
月
へ
の
愛
着
が
同
時
に
述
べ
ら
れ
て
い
る10

。

　

こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
、
藤
井
が
太
陽
と
い
う
も
の
の
観
察
や
写
生
に
重
き
を
置
い
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
太
陽
や
月
と
い
っ
た

画
題
を
好
ん
で
描
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
こ
れ
に
対
し
て
土
星
は
ど
う
か
。
先
ほ
ど
も
述
べ
た
が
、
土
星
を
取
り
上
げ
た
作
品
は
2
点
で
あ
り
、
何
度
も
繰
り
返
し
描
い

た
日
・
月
と
は
大
き
く
異
な
る
。
ま
た
土
星
へ
の
言
説
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
よ
う
だ
。
そ
の
一
方
で
藤
井
は
宇
宙
、
星
を
し
ば
し
ば

話
題
に
挙
げ
て
い
る
。

世
間
が
ど
う
あ
ら
う
と
、
想
方
に
大
し
た
こ
と
は
な
い
。
星
の
世
界
へ
の
言
葉
で
は
な
い
が
、
今
わ
れ
わ
れ
の
か
う
し
た
悲
し
み
は
、

こ
の
わ
れ
わ
れ
に
は
大
き
い
か
は
知
ら
な
い
が
、
星
の
世
界
か
ら
見
た
ら
又
宇
宙
か
ら
見
た
ら
、
あ
ま
り
に
普
通
な
こ
と
だ
。
あ
ま

り
に
あ
り
勝
ち
な
こ
と
で
あ
る
。私
の
生
死
が
何
の
分
厘
の
ひ
び
き
に
も
価
ひ
す
る
も
の
か
。お
お
い
や
だ
。価
値
を
考
へ
た
く
な
い
。

た
だ
自
分
の
描
き
た
い
だ
け
を
描
け
ば
よ
い
の
だ
。
思
ふ
ま
ま
に
描
き
た
い
。
が
そ
れ
を
許
さ
れ
て
居
ら
な
い
現
状
で
あ
る
だ
け
、

な
ほ
そ
れ
に
行
き
度
い
の
だ
。
悪
口
も
雑
言
も
ほ
め
る
も
、
そ
れ
は
そ
の
人
の
勝
手
だ
。
私
は
私
の
行
く
ま
ま
に
行
き
度
い
の
だ
。

良
心
の
許
す
限
り
の
ほ
ど
に
。
あ
あ
切
な
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
仕
方
な
い11

。

　

藤
井
は
自
身
や
そ
の
周
り
の
環
境
を
俯
瞰
的
に
見
て
、
自
身
に
対
し
宇
宙
、
星
を
大
き
な
も
の
と
捉
え
て
い
た
。
ま
た
こ
こ
だ
け
で
は

な
く
、
そ
の
ほ
か
に
も
自
作
の
詩
に
人
、
地
球
、
星
を
取
り
上
げ
、
地
上
に
い
る
自
身
に
比
較
し
て
自
然
の
大
き
さ
、
偉
大
さ
を
語
っ
て

い
る
。
藤
井
は
草
花
な
ど
身
近
な
自
然
の
姿
を
描
く
一
方
で
、
山
や
太
陽
、
月
な
ど
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
自
然
の
姿
を
描
い
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
多
く
の
先
人
に
よ
っ
て
古
来
よ
り
描
か
れ
て
き
た
題
材
で
あ
る
が
、
遠
く
山
並
み
を
見
渡
す
よ
う
な
視
点
や
広
い
空

間
に
構
え
る
大
き
な
太
陽
の
姿
、
天
へ
と
視
線
が
向
か
う
、
縦
に
伸
び
る
構
図
な
ど
、
藤
井
の
眼
、
感
性
を
通
し
て
構
成
さ
れ
、
描
か
れ

て
い
る
。
藤
井
は
身
近
な
自
然
と
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
自
然
の
姿
を
表
現
し
て
い
た
。
遥
か
遠
く
宇
宙
に
佇
む
土
星
は
ま
さ
に
大
き
な
自

然
の
姿
を
表
現
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
自
然
を
伝
統
的
な
花
鳥
風
月
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
広
く
深
い
、
包
容
力
の

大
き
な
も
の
と
し
て
い
た
藤
井
の
考
え
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
画
面
に
描
か
れ
た
土
星
は
、
藤
井
の
考
え
る
広
く
深
い
、
包
容
力
の
大
き
な
自
然
の
姿
を
示
し
て
い
る
、
と

（図2）藤井達吉「土星」（部分）
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藤
井
達
吉
作
「
土
星
」
に
つ
い
て

藤
井
達
吉
作
「
土
星
」
に
つ
い
て

研
究
紀
要

研
究
紀
要

一
九
三
二
年
の
一
二
九
号
、
一
三
三
号
と
後
藤
光
学
研
究
所
か
ら
望
遠
鏡
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
、
国
産
の
望
遠
鏡
が
流
通
す
る
よ
う
に
な
り
、
一
般
で
も
望
遠
鏡
を
購
入
で
き
る
よ
う
な
状

況
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
藤
井
が
「
土
星
」
を
制
作
し
た
一
九
五
三
年
頃
よ
り
も
以
前
に
、
す
で
に
望
遠
鏡
が
流
通
し
て

い
た
。
こ
こ
か
ら
藤
井
が
土
星
を
実
際
に
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
況
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

藤
井
は
観
察
を
重
ん
じ
同
じ
画
題
を
繰
り
返
し
描
い
た
。
し
か
し
鋭
い
自
然
観
照
に
よ
っ
て
身
近
な
自
然
を
描
き
、
四
国
遍
路
に
自
然

と
自
己
と
の
対
照
と
対
話
を
求
め
て
い
た
藤
井
に
と
っ
て
望
遠
鏡
を
通
し
て
み
る
土
星
の
姿
は
あ
ま
り
に
も
遠
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
同
じ

天
体
モ
チ
ー
フ
で
も
あ
る
日
（
太
陽
）
や
月
に
比
べ
、
非
常
に
作
例
が
少
な
い
。
日
（
太
陽
）
や
月
は
日
本
の
美
術
的
に
な
じ
み
が
深
い

モ
チ
ー
フ
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
日
常
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
、
土
星
は
肉
眼
で
そ
の
姿
を
捉
え
る
に
は
遠
く
、
望
遠
鏡
を

通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
広
く
深
い
包
容
力
の
あ
る
自
然
の
姿
を
示
す
た
め
に
、
宇
宙
と
い
う
遥
か
遠
い
空
間
へ
の
視
点
、
土
星
は
そ

の
象
徴
と
し
て
適
し
て
い
た
が
、
一
方
で
藤
井
が
重
要
視
し
た
観
察
が
常
に
行
え
る
ほ
ど
身
近
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

自
身
の
好
ん
だ
題
材
で
あ
る
こ
と
、
献
納
す
る
た
め
に
研
究
を
重
ね
た
事
も
大
き
な
要
因
で
あ
ろ
う
が
、
土
星
と
い
う
作
例
が
少
な
い
の

は
、
毎
日
そ
の
目
で
見
て
、
観
察
、
写
生
が
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
藤
井
達
吉
作
「
土
星
」
に
つ
い
て
、
作
者
の
言
説
や
作
品
か
ら
、
本
作
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
考
察

し
た
。
ま
た
制
作
に
あ
た
り
観
察
を
重
ん
じ
て
い
た
藤
井
が
、実
物
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し
た
。

藤
井
は
宇
宙
に
佇
む
土
星
の
姿
を
正
面
か
ら
捉
え
て
観
察
し
描
い
た
の
だ
ろ
う
。
一
見
題
材
の
珍
し
さ
や
藤
井
の
発
想
力
と
革
新
性
、
あ

る
い
は
他
の
作
品
に
比
べ
た
異
質
さ
に
の
み
目
が
行
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、「
土
星
」
と
い
う
作
品
は
広
く
深
い
、

包
容
力
の
大
き
な
自
然
と
い
う
藤
井
達
吉
の
自
然
観
や
観
察
を
重
ん
じ
た
美
術
観
が
端
的
に
示
さ
れ
た
作
品
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

（
註
）1　

碧
南
市
藤
井
達
吉
現
代
美
術
館
『
画
家
と
し
て
の
藤
井
達
吉
─
創
作
の
原
点
を
求
め
て
─
』
二
〇
〇
九
年　

八
一
頁

2　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
碧
南
市
藤
井
達
吉
現
代
美
術
館
『
画
家
と
し
て
の
藤
井
達
吉
─
創
作
の
原
点
を
求
め
て
─
』
二
〇
〇
九
年
、
株
式
会
社
キ
ュ
レ
イ

タ
ー
ズ
『
藤
井
達
吉
の
全
貌
─
野
に
咲
く
工
芸
・
宙
を
見
る
絵
画
』
二
〇
一
三
年
、
な
ど
で
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

3　

株
式
会
社
キ
ュ
レ
イ
タ
ー
ズ
『
藤
井
達
吉
の
全
貌
─
野
に
咲
く
工
芸
・
宙
を
見
る
絵
画
』
二
〇
一
三
年
、
一
五
八
頁

4　

藤
井
達
吉
『
美
術
工
藝
の
手
ほ
ど
き
』
一
九
三
〇
年
、
博
文
館
、
二
一
頁
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
藤
井
は
ラ
ス
キ
ン
を
例
に
出
し
、
語
っ
て
い
る
。
反
近
代
を

謳
っ
た
ラ
ス
キ
ン
の
思
想
は
藤
井
に
と
っ
て
影
響
す
る
も
の
が
多
分
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

5　

前
掲
註
3
、
一
五
八
頁

6　

松
尾
信
資
編
『
孤
高
の
芸
術
家　

藤
井
達
吉
翁
』
一
九
六
五
年
、
二
五
〇
頁

　

明
治
に
な
る
と
西
洋
の
学
問
、
技
術
を
積
極
的
に
学
ぶ
動
き
が
よ
り
活
発
に
な
る
。
天
文
学
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
江
戸
時
代
か
ら
の

教
育
制
度
を
大
き
く
変
革
し
、
外
国
人
教
師
を
雇
い
、
新
た
に
天
文
台
を
設
置
す
る
な
ど
、
教
育
、
研
究
に
向
け
動
い
て
い
た
。

　

し
か
し
教
育
、
研
究
に
向
け
た
動
き
は
活
発
で
あ
っ
た
が
、
望
遠
鏡
の
生
産
、
輸
入
と
も
に
、
世
間
一
般
に
流
通
し
た
数
は
そ
れ
ほ
ど

多
く
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
一
八
七
一
年
か
ら
一
九
六
〇
年
ま
で
の
様
々
な
商
品
の
生
産
、
輸
入
、
輸
出
量
を
ま
と
め
た
『
商
品
生
産
輸

出
入
物
量
累
年
統
計
表
』
に
は
望
遠
鏡
の
数
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
明
治
期
の
生
産
量
、
輸
出
量
は
残
念
な
が
ら
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、

大
ま
か
な
輸
入
量
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
八
七
一
年
か
ら
八
四
年
ま
で
は
一
〇
〇
〇
個
未
満
で
あ
っ
た
輸
入
数
が
八
五
年
か
ら
は
一

〇
〇
〇
を
超
え
、
明
治
後
半
に
な
る
と
一
〇
〇
〇
〇
個
以
上
輸
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る17

。
た
だ
こ
こ
で
は
天
体
望
遠
鏡
だ
け
で
な

く
、
双
眼
鏡
や
オ
ペ
ラ
グ
ラ
ス
等
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
天
体
望
遠
鏡
の
正
確
な
数
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
天
体
望
遠
鏡
に
限
る

の
で
あ
れ
ば
、
流
通
し
た
数
は
よ
り
少
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
が
輸
入
で
あ
り
、
一
般
へ
の
普
及
率
は
高
く
な
か
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

大
正
、
昭
和
と
時
代
が
進
む
と
そ
の
状
況
は
大
き
く
変
わ
る
。
国
産
の
望
遠
鏡
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
生
産
量
が
多
く
な
り
、

輸
入
量
が
少
な
く
な
っ
た
。
先
ほ
ど
挙
げ
た
『
商
品
生
産
輸
出
入
物
量
累
年
統
計
表
』
を
見
る
と
、
一
九
一
二
年
時
点
で
輸
入
量
が
二
〇

〇
〇
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
生
産
量
が
一
〇
〇
〇
〇
（
推
定
）
と
な
っ
て
い
る18

。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
大
正
期
を
通
し
て
、
多
少
の
減
少
期

は
あ
る
も
の
の
徐
々
に
生
産
数
を
増
や
し
て
い
る
。

　

昭
和
に
な
る
と
生
産
量
は
さ
ら
に
大
き
く
増
加
す
る
。
一
九
三
一
年
に
は
約
四
一
〇
〇
〇
〇
個
、
一
九
三
五
年
に
は
約
八
四
〇
〇
〇
〇

個
に
上
り
、
望
遠
鏡
の
生
産
は
一
つ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
い
る19

。
こ
の
時
期
は
国
内
の
企
業
が
望
遠
鏡
の
生
産
を
行
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、

日
本
光
学
工
業
（
現N

ikon
）
で
は
、
一
九
二
一
年
頃
に
は
、
口
径
五
セ
ン
チ
か
ら
一
〇
セ
ン
チ
級
の
望
遠
鏡
が
一
般
に
市
販
さ
れ
た
。

ま
た
一
九
四
六
年
か
ら
一
九
五
〇
年
に
か
け
て
、
ア
マ
チ
ュ
ア
、
教
育
用
に
天
体
望
遠
鏡
が
相
当
数
制
作
さ
れ
た
と
い
う20

。
ま
た
、
一
九

二
六
年
に
設
立
さ
れ
た
五
藤
光
学
研
究
所
で
は
、
普
及
価
格
の
望
遠
鏡
の
広
告
を
科
学
雑
誌
『
科
学
画
報
』
に
掲
載
し
、
一
九
二
七
年
よ

り
販
売
を
開
始
し
て
い
る21

。
一
九
二
〇
年
代
に
生
産
販
売
を
開
始
し
た
こ
れ
ら
の
企
業
が
順
調
に
業
績
を
伸
ば
し
た
結
果
だ
ろ
う
。

　

そ
の
後
、
第
二
次
世
界
大
戦
等
に
よ
り
生
産
量
は
落
ち
込
む
が
、
戦
後
に
再
び
そ
の
数
は
増
加
し
て
い
く
。
藤
井
が
「
土
星
」
を
描
い

た
一
九
五
三
年
頃
に
は
六
〇
〇
〇
〇
〇
個
前
後
の
望
遠
鏡
が
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た22

。

　

ま
た
こ
う
し
た
望
遠
鏡
国
産
化
の
動
き
は
東
亜
天
文
学
会
が
発
行
し
た
会
報
『
天
界
』
に
掲
載
さ
れ
る
望
遠
鏡
の
広
告
か
ら
も
窺
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
東
亜
天
文
学
会
は
天
文
に
関
す
る
知
識
の
普
及
と
い
う
趣
旨
の
も
と
、
一
九
二
〇
年
に
「
天
文
同
好
会
」
と
し
て
創

立
さ
れ
、
学
者
だ
け
で
な
く
多
く
の
天
文
愛
好
家
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
発
刊
当
初
か
ら
し
ば
ら
く
は
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
の
海
外

製
望
遠
鏡
の
輸
入
販
売
の
広
告
、
あ
る
い
は
国
内
の
企
業
に
よ
る
輸
入
販
売
広
告
の
み
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
そ
の
様
子
は

変
化
し
て
い
る
。
一
九
二
六
年
十
二
月
号
に
は
西
村
製
作
所
に
よ
る
望
遠
鏡
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ほ
か
、
一
九
三
一
年
、
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	服
部
長
七
と
近
代
産
業
遺
産
」
展
の
開
催
と
前
浜
新
田
干
拓
堤
防
護
岸
の
発
見

	

藤
井
達
吉
作
「
土
星
」
に
つ
い
て

研
究
紀
要

研
究
紀
要

7　

前
掲
註
6
、
二
三
三
頁

8　

前
掲
註
6
、
二
三
三
頁

9　

藤
井
が
こ
の
と
き
献
納
し
た
「
桜
に
富
士
の
屏
風
」
の
所
在
は
現
在
不
明
で
あ
り
、
戦
災
な
ど
に
よ
っ
て
消
失
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
の
作
品
の
下
絵
で
あ
る
「
出
現
」（
一
九
四
二
年
・
愛
知
県
美
術
館
蔵
）
が
現
存
し
て
お
り
、「
桜
に
富
士
の
屏
風
」
の
姿
を
想
像
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

10　
「
梅
百
題
」
の
解
読
に
つ
い
て
は
土
生
和
彦
「
藤
井
達
吉
《
梅
百
題
》
解
題
」『
碧
南
市
藤
井
達
吉
現
代
美
術
館
年
報　

平
成
22
・
23
年
度
／
研
究
紀
要

N
o.2

』
二
〇
一
三
年
、
を
参
考
に
し
た
。

11　

前
掲
註
6
、
一
七
五
頁

12　

一
九
三
三
年
の
八
月
三
日
に
ド
イ
ツ
、イ
ギ
リ
ス
な
ど
各
地
で
観
測
さ
れ
た
。
日
本
で
は
九
月
二
日
に
宮
本
正
太
郎
が
確
認
し
て
い
る
。
一
九
三
三
年
の『
天

界
』
一
五
〇
号
に
は
「
白
紋
は
一
つ
で
は
無
く
、
少
な
く
と
も
二
つ
三
つ
の
大
小
白
紋
が
眞
珠
の
玉
を
並
べ
た
如
く
美
し
く
並
列
し
、
輝
や
き
は
頗
る
強
い
」

と
そ
の
様
子
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
二
つ
三
つ
の
大
小
白
紋
が
並
ぶ
、
と
い
う
記
載
か
ら
も
、
藤
井
が
こ
の
時
の
土
星
の
様
子
を
意
識
し
た
可
能
性
が
考
え

ら
れ
る
。

13　
『
史
籍
雑
纂
』
2
巻
、
一
九
一
一
年
〜
一
二
年
、
国
書
刊
行
会
、
二
四
四
頁

14　

ジ
ョ
ン
・
セ
ー
リ
ス
『
日
本
渡
航
記
』
一
九
四
四
年
、
十
一
組
出
版
部
、
一
四
六
頁
に
「
銀
臺
鍍
金
の
筒
入
り
望
遠
鏡
一
個
」
と
あ
る

15　

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ミ
ヒ
ェ
ル
「
江
戸
初
期
の
光
学
製
品
輸
入
に
つ
い
て
」『
洋
学
』
第
12
号
、
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
三
年
に
は
、
一
六
四
〇
年
か
ら
一
六

七
六
年
に
か
け
て
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
経
由
で
限
ら
れ
た
注
文
主
を
相
手
に
少
な
く
と
も
一
六
九
本
輸
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
永
積
洋
子
編
『
唐

船
輸
出
入
品
数
量
一
覧
：
1
6
3
7
年
‐
1
8
3
3
年
：
復
元
唐
船
貨
物
改
帳
・
帰
帆
仁
荷
物
買
渡
帳
』
創
文
社
、
一
九
八
七
年
、
に
は
断
片
的
で
は
あ

る
が
日
中
貿
易
資
料
か
ら
一
七
五
六
年
に
一
〇
〇
本
の
望
遠
鏡
が
輸
入
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

16　

こ
の
点
は
中
村
士
『
東
洋
天
文
学
史
』
二
〇
一
四
年
、
丸
善
出
版
、
な
ど
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

17　

島
野
隆
夫
『
商
品
生
産
輸
出
入
物
量
累
年
統
計
表
』
一
九
八
五
年
、
有
恒
書
院
、
五
八
五
頁

18　

前
掲
註
17
、
五
八
五
頁

19　

前
掲
註
17
、
五
八
五
頁

20　

50
年
史
編
集
専
門
委
員
会
編
『
50
年
の
歩
み
』
一
九
六
七
年
、
日
本
光
学
工
業
、
一
六
五
頁

21　
『
科
学
画
報
』
十
一
月
号
、
一
九
二
六
年
、
誠
文
堂
新
光
社
、『
科
学
画
報
』
一
月
号
、
一
九
二
七
年
、
誠
文
堂
新
光
社

22　

前
掲
註
17
、
五
八
五
頁

（
付
記
）
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
所
蔵
者
の
方
か
ら
格
別
の
ご
配
慮
を
賜
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

現
在
の
愛
知
県
碧
南
市
出
身
で
「
人
造
石
（
長
七
た
た
き
）」
を
考
案
し
た
服
部
長
七
（
一
八
四
〇
〜
一
九
一
九
）
が
没
し
て
か
ら
二

〇
一
九
（
令
和
元
）
年
で
百
年
を
迎
え
た
。
こ
の
こ
と
を
記
念
し
、
碧
南
市
・
碧
南
市
教
育
委
員
会
で
は
、
同
年
一
〇
月
一
八
日
か
ら
一

一
月
一
七
日
ま
で
碧
南
市
藤
井
達
吉
現
代
美
術
館
に
お
い
て
、
歴
史
系
企
画
展
「
没
後
一
〇
〇
年 

服
部
長
七
と
近
代
産
業
遺
産
」（
以
下
、

「
本
展
」と
い
う
。）を
開
催
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
展
示
準
備
の
過
程
に
お
い
て
、服
部
長
七
の
出
生
地
で
あ
る
碧
南
市
域
で
初
め
て
、

長
七
が
手
が
け
た
人
造
石
工
法
の
護
岸
が
確
認
さ
れ
た
（
前
浜
新
田
干
拓
堤
防
護
岸
）。

　

上
記
の
経
緯
を
踏
ま
え
つ
つ
、
本
稿
で
は
、
本
展
開
催
の
経
緯
と
ね
ら
い
・
内
容
、
碧
南
市
に
お
け
る
服
部
長
七
の
事
績
が
現
在
の
碧

南
市
に
与
え
て
い
る
事
柄
、
企
画
展
で
取
り
上
げ
た
服
部
組
の
番
頭
・
岡
本
小
治
郎
氏
に
関
わ
る
史
料
内
容
や
前
浜
新
田
護
岸
の
発
見
経

緯
、
そ
れ
を
受
け
て
の
今
後
の
取
組
み
目
標
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

一
　
本
展
開
催
の
経
緯
と
ね
ら
い
・
内
容

　
（
一
）
碧
南
市
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
取
組
み

　

服
部
長
七
は
、
一
八
四
〇
（
天
保
一
一
）
年
に
三
河
国
碧
海
郡
棚
尾
村
西
山
（
現
碧
南
市
）
に
生
ま
れ
、
明
治
年
間
に
人
造
石
工
法
を

考
案
し
、こ
れ
を
全
国
に
普
及
さ
せ
た
土
木
事
業
家
で
あ
る
。
晩
年
は
岩
津
天
満
宮
（
岡
崎
市
）
の
復
興
に
尽
力
し
、一
九
一
九
（
大
正
八
）

年
に
死
去
し
た
。
本
葬
儀
は
、
出
生
地
の
近
く
の
精
界
寺
（
碧
南
市
）
で
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
服
部
長
七
の
顕

彰
は
岩
津
天
満
宮
を
中
心
に
、
出
生
地
の
碧
南
で
も
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
碧
南
市
・
碧
南
市
教
育
委
員
会
が
取
り
組
ん
だ
服
部

長
七
の
顕
彰
の
な
か
か
ら
、
本
展
の
開
催
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
二
点
の
伝
記
・
物
語
を
紹
介
す
る
。

　

① 

中
根
仙
吉
「
服
部
長
七
伝
」
一
九
五
五
年

　
『
碧
南
市
史
料
』
第
八
輯
（
碧
南
市
役
所
内 

碧
南
市
史
編
纂
会
）
で
発
行
さ
れ
た
服
部
長
七
の
伝
記
で
あ
る
。
著
者
は
当
時
碧
南
市
立

大
浜
中
学
校
教
諭
、
の
ち
教
育
長
。
内
容
は
伝
記
・
逸
話
集
・
年
譜
・
資
料
集
か
ら
な
る
。
刊
行
当
時
の
関
係
者
へ
の
聞
き
取
り
内
容
の

収
録
等
、
特
に
伝
記
や
逸
話
集
が
服
部
長
七
の
人
物
像
を
理
解
す
る
の
に
重
宝
さ
れ
て
い
る
。
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