
鈴

木

愛

乃

【 

資
料
紹
介 

】

当
館
所
蔵

　横
浜
写
真
ア
ル
バ
ム
の
表
紙
に
つ
い
て

　
　― 

輸
出
漆
器
と
し
て
の
観
点
か
ら 

―

『
神
奈
川
県
立
博
物
館
研
究
報
告
─
人
文
科
学
─
』
第
五
十
号

　抜
刷
（
二
〇
二
三
年
十
二
月
）
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【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

　

 

横
浜
写
真
ア
ル
バ
ム　

輸
出
漆
器　

芝
山
細
工

【
要
旨
】

　

館
は
八
点
の
漆
塗
の
表
紙
を
持
つ
写
真
ア
ル
バ
ム
を
所
蔵
す
る
。
こ
れ
は
近
代

の
横
浜
を
中
心
に
外
国
人
向
け
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
、
輸
出
漆
器
の
ひ
と
つ
で

も
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、
こ
う
し
た
写
真
ア
ル
バ
ム
は
中
身
の
写
真
や
写
真
家
が

注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
表
紙
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
例
は
あ
ま
り
な

か
っ
た
た
め
、
漆
器
と
し
て
の
観
点
か
ら
造
形
表
現
を
整
理
し
、
意
匠
や
技
法
か

ら
制
作
背
景
を
検
討
し
た
。

は
じ
め
に

　

近
代
の
横
浜
に
お
い
て
、
外
国
人
か
ら
人
気
を
集
め
た
土
産
品
の
ひ
と
つ
に
写
真

ア
ル
バ
ム
が
あ
る
。
日
本
の
名
所
風
景
や
人
物
、風
俗
を
写
し
た
白
黒
の
写
真
に
、手

彩
色
を
施
し
た
写
真
を
収
め
た
も
の
で
あ
る
。
写
真
ア
ル
バ
ム
に
は
し
ば
し
ば
漆
塗

の
表
紙
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
蒔
絵
や
螺
鈿
、
芝
山
細
工
と
い
っ
た
装
飾
技
法
に
よ

っ
て
外
国
人
の
好
む
意
匠
が
華
や
か
に
施
さ
れ
て
い
る
。
深
い
黒
と
滑
ら
か
な
質
感

を
も
つ
日
本
の
漆
は
、
開
国
前
か
ら
外
国
人
に
と
っ
て
異
国
情
緒
を
感
じ
さ
せ
る
も

の
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
ア
ル
バ
ム
は
土
産
だ
け
で
な
く
、
輸
出
漆

器
の
一
つ
と
し
て
多
く
海
を
渡
っ
た
。

　

当
館
は
こ
れ
ら
の
漆
塗
の
表
紙
を
持
つ
外
国
人
向
け
に
作
ら
れ
た
写
真
ア
ル
バ
ム

を
八
点
所
蔵
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
中
に
綴
じ
ら
れ
た
写
真
や
そ
の
制
作
者
に
関
し

て
は
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
表
紙
に
つ
い
て
は
外
国
人
を
意
識
し
、
日
本
を
イ
メ
ー

ジ
さ
せ
る
図
様
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
ら
れ
る
の
み
で
、
技
法
や
意
匠
に

つ
い
て
詳
細
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
少
な
い
。
ま
た
、
漆
工
史
の
観
点
か
ら
見

れ
ば
、
こ
う
し
た
ア
ル
バ
ム
の
表
紙
は
詳
細
が
わ
か
っ
て
い
な
い
近
代
の
輸
出
漆
器

の
制
作
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
手
掛
か
り
と
な
る
。

　

よ
っ
て
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
写
真
ア
ル
バ
ム
表
紙
を
取
り
上
げ
、
特
に
そ
の
造
形

表
現
に
着
目
し
、
意
匠
、
技
法
の
検
討
を
行
う
。
そ
の
上
で
、
近
代
輸
出
漆
器
の
歴

史
と
展
開
を
示
す
重
要
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
位
置
づ
け
を
試
み
た
い
。

一　

写
真
ア
ル
バ
ム
と
横
浜
の
輸
出
漆
器
に
つ
い
て

　

幕
末
期
か
ら
、
日
本
を
訪
れ
た
外
国
人
は
、
日
本
の
風
景
や
人
々
の
風
俗
の
写
真

を
綴
じ
た
ア
ル
バ
ム
を
土
産
品
と
し
て
盛
ん
に
購
入
す
る
よ
う
に
な
る
。
写
真
集
の

よ
う
な
こ
う
し
た
ア
ル
バ
ム
は
、
開
港
場
で
あ
っ
た
横
浜
の
写
真
館
を
中
心
に
制
作

鈴　

木　

愛　

乃

【 

資
料
紹
介 

】

当
館
所
蔵
　
横
浜
写
真
ア
ル
バ
ム
の
表
紙
に
つ
い
て

　
　
─
輸
出
漆
器
と
し
て
の
観
点
か
ら
─
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さ
れ
た
。
風
景
写
真
に
は
横
浜
や
東
京
、
鎌
倉
、
神
戸
、
日
光
、
長
崎
な
ど
、
各
地

の
名
所
を
撮
影
し
た
も
の
が
あ
り
、
風
俗
写
真
に
は
ス
タ
ジ
オ
で
演
出
さ
れ
た
写
真

も
多
い
。
写
真
に
は
番
号
が
振
ら
れ
て
お
り
、
客
が
希
望
す
る
も
の
を
選
ぶ
こ
と
も

で
き
た（

（
（

。

　

ア
ル
バ
ム
の
表
紙
と
裏
表
紙
に
は
、
一
㎝
ほ
ど
の
厚
み
の
木
の
板
に
漆
を
塗
っ
た

も
の
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
表
紙
は
、
写
真
館
が
木
地
師
や
塗
師
に

発
注
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
意
匠
に
は
花
鳥
や
和
装
の
人
物
、富
士
山
な
ど
、外

国
人
が
好
む
題
材
が
選
ば
れ
、
金
銀
に
よ
る
蒔
絵
や
、
貝
を
象
嵌
す
る
螺
鈿
、
象
牙

や
獣
骨
、
貝
を
立
体
的
に
象
嵌
す
る
芝
山
細
工
、
文
様
を
描
い
た
上
か
ら
透
漆
を
塗

る
透
き
絵
な
ど
、
様
々
な
装
飾
技
法
を
も
ち
い
て
表
現
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
表
紙
も
、横
浜
を
中
心
に
多
く
作
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
横

浜
は
も
と
も
と
漆
工
芸
が
盛
ん
な
土
地
で
は
な
か
っ
た
。
開
港
後
、
そ
の
地
の
利
か

ら
、
静
岡
、
会
津
な
ど
の
伝
統
的
な
産
地
の
商
人
を
始
め
と
し
て
数
々
の
漆
器
商
が

横
浜
に
店
を
開
く
。
こ
れ
に
と
も
な
い
漆
器
制
作
に
携
わ
る
職
人
が
移
住
し
た
こ
と

も
あ
り
、
明
治
十
年
代
頃
に
は
輸
出
漆
器
の
制
作
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
た
。
大
正
二

年
（
一
九
一
三
）
の
農
商
務
省
商
務
局
に
よ
る
『
第
六
回
商
品
改
良
会
報
告
』
に
は
、

「
維
新
後
漆
器
の
海
外
へ
輸
出
さ
る
ゝ
も
の
多
し
と
雖
ど
も
、
和
歌
山
県
の
黒
江
、
静

岡
県
の
静
岡
、
福
島
県
の
会
津
、
神
奈
川
県
の
橫
浜
を
以
て
其
主
産
地
と
な
す
。」
と

あ
る（

（
（

。
伝
統
的
な
漆
器
の
産
地
と
並
ん
で
横
浜
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
当
時
は

輸
出
漆
器
の
主
産
地
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
輸
出
漆
器
と
し
て

は
、
家
具
、
装
飾
品
、
飲
食
器
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
用
途
、
器
形
の
も
の
が
作
ら

れ
て
い
た
。

　

写
真
ア
ル
バ
ム
の
表
紙
も
輸
出
漆
器
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
た
。
大
蔵
省
主
税
局

の
『
明
治
四
十
一
年
外
国
貿
易
概
覧
』
に
は
、「
純
粋
ノ
漆
器
ニ
ア
ラ
サ
ル
モ
然
モ
通

例
漆
器
ト
混
シ
テ
常
ニ
輸
出
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ハ
芝
山
細
工
ノ
額
面
、
蝶
貝
其
他
ノ
象

嵌
ヲ
施
セ
シ
写
真
ぶ
つ
く
表
紙
等
ナ
リ
ト
ス
」
と
あ
る（

（
（

。
色
々
な
素
材
を
象
嵌
す
る

「
写
真
ぶ
つ
く
表
紙
」
と
い
う
の
は
、
今
回
取
り
上
げ
る
よ
う
な
漆
塗
の
ア
ル
バ
ム
の

表
紙
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
明
治
期
の
終
わ
り
ご
ろ
に
は
輸
出
漆
器

の
一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
多
く
輸
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

二　

館
蔵
横
浜
写
真
ア
ル
バ
ム
の
表
紙
に
つ
い
て

　

当
館
の
所
蔵
す
る
漆
塗
の
表
紙
を
持
つ
ア
ル
バ
ム
は
、［
表
（
］
に
示
し
た
八
点
で

あ
る
。
い
ず
れ
も
写
真
館
に
よ
る
写
真
を
綴
じ
た
も
の
で
、
一
点
に
は
蒔
絵
、
六
点

に
は
蒔
絵
と
芝
山
細
工
、
一
点
に
は
透
き
絵
と
写
真
焼
付
に
よ
る
装
飾
が
施
さ
れ
て

い
る
。
い
ず
れ
も
中
に
綴
じ
ら
れ
た
写
真
か
ら
、
明
治
半
ば
頃
に
制
作
さ
れ
た
も
の

と
推
測
で
き
る
。
中
の
写
真

や
写
真
家
と
の
関
連
に
関
し

て
は
今
後
よ
り
詳
細
に
検
討

を
行
う
こ
と
と
し
、
本
稿
で

は
主
に
表
紙
の
造
形
的
な
特

徴
に
着
目
し
て
考
察
す
る
。

（
1
）
蒔
絵
に
よ
る
表
紙

　

蒔
絵
は
漆
に
よ
っ
て
文
様

を
描
き
、
そ
れ
が
乾
か
な
い

う
ち
に
金
銀
な
ど
の
蒔
絵
粉

を
蒔
き
つ
け
て
装
飾
す
る
技

法
で
あ
る
。

　

ア
ル
バ
ム
（
［
図
版
（
］

は
、
そ
の
中
表
紙
か
ら
、
イ

表１　館蔵横浜写真アルバム（漆塗表紙）一覧
表紙寸法
（㎝）

装飾技法 資料番号
（表紙、裏表紙）

１ 29.2×35.3 蒔絵 １冊（写真50枚） CU0007818、
CU0007870

２ 31.8×39.5 蒔絵、芝山細工 １冊（写真39枚）
背表紙外れ

CU0008264、
CU0008306

３ 27.3×35.2 蒔絵、芝山細工 １冊（写真50枚） CU0007766、
CU0007817

４ 27.3×35.2 蒔絵、芝山細工 １冊（写真50枚）、CU0007713、
CU0007765

５ 31.7×39.3 蒔絵、芝山細工 １冊（写真50枚） CU0008307、
CU0008358

６ 32.5×39.5 蒔絵、芝山細工 １冊（写真50枚） CU0008098、
CU0008149

７ 27.2×36.5 蒔絵、芝山細工、
透き絵

１冊（写真50枚） CU0008359、
CU0008410

８ 27.3×35.2 写真焼付、透き絵 １冊（写真50枚） CU0008150、
CU0008201
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タ
リ
ア
人
の
写
真
家
ア
ド
ル
フ
ォ
・
フ
ァ
ル
サ
ー
リ
が
横
浜
に
開
い
た
、
フ
ァ
ル
サ

ー
リ
商
会
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
表
紙
は
二
九
・
二

×
三
五
・
三
㎝
で
、
四
辺
に
傾
斜
を
つ
け
た
木
板
の
全
面
に
黒
漆
を
塗
る
。
遠
い
山

並
み
と
、
そ
の
向
こ
う
に
そ
び
え
る
富
士
山
を
背
景
に
、
波
を
立
て
な
が
ら
海
原
を

進
む
帆
船
が
大
き
く
描
か
れ
る
。
船
の
帆
の
周
り
を
三
羽
の
鶴
が
舞
い
、
空
に
は
鳥

が
列
を
な
し
て
飛
ぶ
。
船
上
に
は
笠
を
か
ぶ
っ
た
二
人
の
人
物
が
立
ち
、
手
を
か
ざ

し
て
大
き
な
富
士
を
見
や
る
。

　

船
の
帆
は
一
面
に
銀
蒔
絵
が
施
さ
れ
、
金
を
基
調
と
す
る
船
体
と
好
対
照
を
な
す
。

船
体
は
色
合
い
の
異
な
る
金
蒔
絵
で
色
調
の
違
い
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
部
分
的
に

わ
ず
か
に
地
か
ら
盛
り
上
げ
て
い
る
こ
と
で
立
体
感
が
感
じ
ら
れ
る
。
船
体
の
木
組

み
の
間
や
金
具
は
、
蒔
絵
粉
を
蒔
い
た
上
か
ら
漆
で
描
く
。
船
上
の
人
物
は
朱
漆
と

金
蒔
絵
で
、
笠
と
衣
服
の
色
彩
を
対
照
的
に
あ
ら
わ
す
。
船
や
人
物
の
輪
郭
は
、
粘

度
の
高
い
漆
で
文
様
を
描
き
蒔
絵
粉
を
蒔
く
、
付
描
の
技
法
に
よ
っ
て
明
瞭
に
引
か

れ
る
。
ご
く
薄
く
盛
り
上
げ
た
高
蒔
絵
に
よ
る
鶴
は
、
上
か
ら
黒
漆
や
朱
漆
で
細
部

が
描
き
加
え
ら
れ
、
遠
く
の
波
は
細
い
線
を
連
ね
た
平
蒔
絵
で
描
か
れ
る
。
富
士
山

と
山
並
み
は
銀
を
蒔
き
ぼ
か
し
、
研
ぎ
出
し
て
平
滑
に
整
え
た
上
か
ら
、
金
で
蒔
き

ぼ
か
し
て
い
る
。
手
前
の
波
は
銀
を
蒔
き
ぼ
か
し
、
太
い
蕨
手
状
の
波
頭
を
描
い
た

あ
と
研
ぎ
出
し
、
銀
粉
の
落
ち
着
い
た
輝
き
を
見
せ
て
い
る
。

　

裏
表
紙
［
図
版
（
］
に
は
大
き
く
右
に
向
か
っ
て
し
な
る
二
本
の
竹
と
、
そ
の
周

り
を
飛
ぶ
二
羽
の
鶴
、
竹
の
下
に
立
つ
一
羽
の
鶴
を
あ
ら
わ
す
。
鶴
は
表
紙
と
同
じ

く
薄
肉
の
高
蒔
絵
と
し
、
漆
と
朱
漆
に
よ
っ
て
頭
頂
部
や
眼
、
の
ど
に
か
か
る
羽
な

ど
の
細
部
が
金
を
蒔
い
た
上
か
ら
描
か
れ
る
。
竹
の
幹
は
平
蒔
絵
で
、
蒔
絵
粉
を
定

着
さ
せ
る
下
付
け
漆
の
赤
色
が
所
々
露
呈
し
て
い
る
。

（
2
）
芝
山
細
工
に
よ
る
表
紙

　

芝
山
細
工
と
は
、
象
牙
や
獣
骨
、
貝
、
珊
瑚
、
べ
っ
甲
な
ど
の
様
々
な
材
料
を
加

工
し
、
漆
器
や
木
工
品
な
ど
の
器
面
に
立
体
的
に
象
嵌
す
る
技
法
の
こ
と
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
漆
に
様
々
な
素
材
を
象
嵌
す
る
技
法
は
、
江
戸
時
代
中
期
に
既
に
小
川

破
笠
が
盛
ん
に
行
い
、
破
笠
細
工
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
芝
山
細
工
も
こ
う
し
た

系
譜
を
継
ぐ
も
の
と
考
え
ら
れ
、
千
葉
県
芝
山
町
の
印
籠
師
で
あ
っ
た
大
野
木
専
蔵

（
の
ち
に
芝
山
仙
蔵
易
政
と
名
乗
る
）
が
、
東
京
に
出
て
完
成
さ
せ
た
技
法
で
あ
る
と

さ
れ
る（

4
（

。
芝
山
細
工
は
東
京
を
中
心
に
発
展
し
、
そ
の
作
品
は
万
国
博
覧
会
へ
も
出

品
さ
れ
、
華
や
か
な
装
飾
性
が
高
い
評
価
を
得
た
。
輸
出
工
芸
と
し
て
人
気
が
出
る

と
、
東
京
か
ら
芝
山
師
が
移
住
し
た
り
、
東
京
で
加
工
さ
れ
た
素
材
を
取
り
寄
せ
た

り
す
る
こ
と
で
、
横
浜
で
も
芝
山
細
工
を
施
し
た
漆
器
の
制
作
が
始
ま
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　

ア
ル
バ
ム
（
［
図
版
（
］、ア
ル
バ
ム
（
［
図
版
5
］、ア
ル
バ
ム
4
［
図
版
7
］
は
、

い
ず
れ
も
富
士
を
望
む
水
辺
を
走
る
人
力
車
を
あ
ら
わ
し
た
表
紙
で
あ
る
。

　

ア
ル
バ
ム
（
は
背
表
紙
が
剥
が
れ
て
お
り
、
写
真
の
台
紙
を
表
紙
で
挟
ん
だ
状
態

に
な
っ
て
い
る
。
表
紙
の
裏
側
に
は
英
語
で
、
写
真
を
撮
っ
て
販
売
し
た
の
が
「
Ｋ
．

Ｋ
Ｉ
Ｎ
Ｂ
Ｅ
Ｉ
」
と
の
鉛
筆
書
き
が
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
一
〇
年
代
前
半
に
横
浜
で

開
業
し
た
写
真
家
・
日
下
部
金
兵
衛
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
横
浜
市
立
中
央
図
書
館

が
所
蔵
す
る
、「
Ｋ
．
Ｋ
Ｉ
Ｎ
Ｂ
Ｅ
Ｉ
」
の
ラ
ベ
ル
が
あ
る
ア
ル
バ
ム（

5
（

と
内
部
の
形
式

が
似
通
い
、
共
通
す
る
写
真
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
下
部
金
兵
衛
の
写
真

館
が
制
作
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

表
紙
は
三
一
・
八
×
三
九
・
五
㎝
で
、
四
方
の
辺
に
緩
や
か
な
傾
斜
を
つ
け
た
板

を
黒
漆
で
塗
る
。
半
被
を
着
た
車
夫
が
引
く
人
力
車
に
は
傘
を
差
し
た
女
性
が
乗
り
、

背
後
に
は
梅
樹
が
枝
を
広
げ
て
い
る
。
左
の
浜
辺
に
は
、
二
棟
の
堂
宇
が
建
ち
、
塔

が
そ
び
え
る
寺
院
が
あ
り
、
階
段
を
下
り
た
と
こ
ろ
に
は
家
々
が
連
な
る
。
遠
景
の
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富
士
山
の
上
に
は
鳥
が
列
を
な
し
て
飛
ぶ
。

　

人
物
の
顔
と
手
足
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
に
切
り
出
し
、
面
貌
や
髪
、
指
や
足
袋

が
繊
細
に
彫
ら
れ
た
象
牙
が
象
嵌
さ
れ
る
。
衣
服
や
人
力
車
の
幌
、
寺
院
の
堂
宇
や

家
並
み
の
屋
根
は
や
わ
ら
か
な
立
体
感
を
も
つ
高
蒔
絵
と
し
、
輪
郭
は
金
で
描
か
れ

る
。
梅
の
枝
は
細
か
な
凹
凸
の
あ
る
質
感
が
表
現
さ
れ
る
。
寺
院
の
周
り
の
木
々
は

銀
と
朱
漆
の
階
調
、
地
面
や
寺
院
の
立
つ
斜
面
と
山
並
み
は
蒔
き
ぼ
か
し
に
よ
っ
て

あ
ら
わ
さ
れ
る
。
富
士
山
は
、
山
頂
付
近
は
銀
の
蒔
き
ぼ
か
し
、
半
ば
か
ら
麓
ま
で

は
細
い
波
状
の
蒔
き
ぼ
か
し
が
放
射
状
に
施
さ
れ
、平
滑
に
研
ぎ
出
さ
れ
て
い
る
。
富

士
山
と
山
並
み
の
輪
郭
は
付
描
、
空
を
飛
ぶ
鳥
や
雲
を
表
す
細
い
線
、
波
や
木
々
は

金
平
蒔
絵
で
描
か
れ
る
。

　

裏
表
紙
［
図
版
4
］
も
表
紙
と
同
じ
黒
漆
塗
で
、
丸
ま
っ
た
荷
葉
と
蓮
華
、
そ
の

周
り
を
飛
ぶ
二
匹
の
蝶
を
あ
ら
わ
す
。
大
き
な
荷
葉
の
表
面
は
表
紙
の
梅
の
枝
と
同

じ
く
ざ
ら
ざ
ら
と
し
た
質
感
が
表
現
さ
れ
、
葉
脈
は
黒
地
を
塗
り
残
し
、
金
の
平
蒔

絵
で
描
か
れ
る
。
め
く
れ
て
見
え
る
葉
の
裏
側
と
そ
の
間
か
ら
の
ぞ
く
蓮
根
は
立
体

的
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
枯
れ
か
け
た
よ
う
な
褐
色
の
小
さ
な
葉
は
斑
点
が

平
蒔
絵
、
葉
脈
が
付
描
で
描
か
れ
、
葉
の
め
く
れ
た
部
分
と
茎
を
や
や
控
え
め
に
盛

り
あ
げ
、
大
き
な
葉
と
異
な
る
技
法
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
。
漆
層
が
剥
落
し
た
部

分
か
ら
は
、
膠
下
地
と
思
わ
れ
る
橙
色
の
地
が
み
え
る
。

　

ア
ル
バ
ム
（
の
表
紙
は
二
七
・
三
×
三
五
・
二
㎝
で
、
ア
ル
バ
ム
（
よ
り
も
や
や

小
さ
い
。
四
辺
に
傾
斜
を
つ
け
た
板
を
黒
漆
で
塗
り
、
手
前
に
傘
を
差
す
女
性
を
乗

せ
た
人
力
車
と
車
夫
、
遠
景
に
富
士
山
を
あ
ら
わ
す
。
地
面
に
は
菊
な
ど
の
草
花
が

ま
ば
ら
に
生
え
る
。
左
の
陸
地
に
は
大
き
な
入
母
屋
造
の
堂
宇
と
、
五
重
塔
と
思
わ

れ
る
塔
が
建
つ
。
細
か
な
波
が
連
な
る
水
面
の
遠
く
に
、
小
さ
く
四
艘
の
帆
掛
船
が

浮
か
び
、
山
並
み
の
向
こ
う
に
は
富
士
山
が
見
え
る
。
空
に
は
雲
が
立
ち
込
め
、
鳥

が
群
れ
を
な
し
て
飛
ん
で
い
る
。

　

人
物
の
顔
と
手
足
に
は
ア
ル
バ
ム
（
と
同
じ
く
象
牙
が
象
嵌
さ
れ
る
。
人
物
の
衣

服
や
畳
ま
れ
た
人
力
車
の
帆
は
高
蒔
絵
に
よ
り
、
布
地
の
ふ
く
ら
み
に
あ
わ
せ
て
地

を
盛
り
上
げ
、
そ
の
上
か
ら
輪
郭
や
文
様
が
描
か
れ
る
。
左
側
の
浜
辺
の
寺
院
は
塔

と
建
物
の
屋
根
を
わ
ず
か
に
蒔
き
ぼ
か
し
、
上
か
ら
細
部
が
描
か
れ
る
。
門
の
亀
甲

文
は
、
蒔
絵
粉
が
固
ま
る
前
に
引
掻
く
よ
う
に
文
様
を
描
く
針
描
に
よ
り
、
石
垣
の

重
厚
感
を
あ
ら
わ
す
。
寺
院
の
堂
宇
と
そ
の
周
り
の
木
々
、
女
性
の
半
襟
と
帯
、
簪

に
は
朱
漆
が
用
い
ら
れ
、
遠
景
の
富
士
山
は
銀
、
地
面
の
縁
や
雲
は
金
の
蒔
き
ぼ
か

し
で
表
現
さ
れ
る
が
、
雲
の
部
分
は
さ
ら
に
研
ぎ
出
さ
れ
、
平
滑
に
表
現
さ
れ
る
。

　

裏
表
紙
［
図
版
6
］
は
黒
漆
塗
に
切
枝
文
を
散
ら
し
た
中
に
、
蝶
や
蜂
、
蟷
螂
、
天

道
虫
が
配
さ
れ
る
。
切
枝
文
は
平
蒔
絵
、
昆
虫
た
ち
は
高
蒔
絵
で
あ
ら
わ
さ
れ
、
部

分
的
に
朱
漆
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

ア
ル
バ
ム
4
は
、
表
紙
裏
に
「
ｋ
．
Ｋ
ｉ
ｎ
ｂ
ｅ
ｉ
」
と
書
か
れ
た
ス
タ
ン
プ
が

押
さ
れ
、
旧
所
蔵
者
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
字
で
「
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ　

1
8
9
6
」
と
の

記
載
が
あ
り
、
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
頃
に
日
下
部
金
兵
衛
写
真
館
で
制
作
さ

れ
た
も
の
と
わ
か
る
。
表
紙
は
、
二
七
・
三
×
三
五
・
二
㎝
、
四
辺
に
向
か
っ
て
傾

斜
す
る
板
に
黒
漆
が
塗
ら
れ
る
。
富
士
山
が
見
え
、
こ
ん
も
り
と
し
た
江
ノ
島
へ
つ

な
が
る
海
辺
を
、
傘
を
差
す
女
性
を
乗
せ
た
人
力
車
が
走
る
場
面
が
描
か
れ
る
。
海

は
穏
や
か
で
、
小
さ
く
三
艘
の
帆
掛
船
が
み
え
る
。

　

人
物
の
顔
の
部
分
は
欠
失
し
て
い
る
が
、
手
足
と
同
じ
く
象
牙
が
象
嵌
さ
れ
て
い

た
で
あ
ろ
う
。
衣
服
は
色
調
の
異
な
る
金
を
用
い
、
高
蒔
絵
で
表
現
さ
れ
る
。
左
奥

の
江
ノ
島
と
鳥
居
の
も
と
に
建
ち
並
ぶ
家
屋
の
屋
根
も
高
蒔
絵
で
、
特
に
椀
を
伏
せ

た
よ
う
な
形
の
江
ノ
島
は
、
厚
み
を
変
化
さ
せ
て
入
り
組
ん
だ
峰
の
起
伏
を
あ
ら
わ

す
。
江
ノ
島
に
み
え
る
木
々
は
、
色
漆
を
用
い
て
緑
か
ら
赤
へ
の
階
調
を
鮮
や
か
に

表
現
す
る
。
手
前
の
海
辺
か
ら
江
ノ
島
へ
つ
な
が
る
地
面
や
富
士
は
、
金
銀
の
蒔
き

ぼ
か
し
で
輪
郭
が
と
ら
れ
、
地
面
に
生
え
る
草
や
穏
や
か
な
波
は
平
蒔
絵
に
よ
る
細
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い
線
で
描
か
れ
る
。

　

裏
表
紙
［
図
版
8
］
に
は
、
黒
漆
地
に
朱
塗
の
高
卓
と
花
を
つ
け
た
椿
の
枝
、
舞

い
降
り
る
雀
を
描
く
。
い
ず
れ
も
薄
肉
の
高
蒔
絵
で
、
高
卓
は
朱
漆
の
一
色
、
椿
は

金
蒔
絵
粉
と
赤
、
緑
の
色
漆
で
あ
ら
わ
す
。
雀
は
下
付
け
漆
の
褐
色
を
み
せ
て
金
蒔

絵
粉
を
蒔
く
。

　

ア
ル
バ
ム
5
［
図
版
9
］
は
、
三
一
・
七
×
三
九
・
三
㎝
と
や
や
大
き
い
表
紙
で
、

四
辺
に
緩
や
か
な
傾
斜
を
付
け
た
板
に
黒
漆
が
塗
ら
れ
て
い
る
。
江
ノ
島
を
望
む
浜

辺
で
潮
干
狩
り
を
す
る
四
人
の
人
物
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
浜
で
は
、
子
ど
も
と

女
性
が
貝
を
拾
っ
て
お
り
、
波
打
ち
際
に
は
舟
が
一
艘
泊
っ
て
い
る
。
海
面
の
上
を
、

鳥
居
と
塔
の
あ
る
江
ノ
島
に
向
か
っ
て
長
い
道
が
伸
び
る
。
沖
に
は
何
艘
も
の
帆
掛

舟
が
浮
か
び
、
右
側
に
は
州
浜
が
続
き
、
奥
の
低
い
山
々
を
超
え
て
富
士
山
が
み
え

る
。

　

人
物
の
顔
と
手
足
は
象
牙
が
象
嵌
さ
れ
、
着
物
は
様
々
な
色
合
い
の
金
、
朱
漆
を

使
い
分
け
た
高
蒔
絵
に
よ
っ
て
色
彩
豊
か
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
舟
や
州
浜
、
江
の
島

も
高
低
差
の
あ
る
高
蒔
絵
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
が
、
と
く
に
州
浜
と
江
ノ
島
は
輪
郭
を

蒔
き
ぼ
か
し
、
稜
線
を
際
立
た
せ
る
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。
江
ノ
島
へ
続
く
道
は
銀
、

波
は
金
と
青
金
、
富
士
山
は
金
と
銀
の
微
妙
な
階
調
を
も
ち
い
た
蒔
き
ぼ
か
し
で
表

現
さ
れ
て
い
る
。
江
ノ
島
の
前
の
一
艘
の
舟
を
金
平
蒔
絵
と
高
蒔
絵
で
や
や
は
っ
き

り
と
描
く
が
、
沖
に
出
て
い
る
遠
く
の
八
艘
は
銀
を
用
い
て
帆
の
形
を
簡
潔
な
面
で

描
く
に
と
ど
め
、
遠
近
感
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

裏
表
紙
［
図
版
（0
］
に
は
、
吊
り
輪
に
と
ま
る
鳥
と
そ
れ
を
見
上
げ
る
飛
蝗
、
実

の
つ
い
た
沢
瀉
と
流
木
を
載
せ
た
水
盆
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
頸
を
ね
じ
り
飛
蝗
を
見

下
ろ
す
鳥
と
身
体
を
反
ら
せ
る
飛
蝗
は
、
丸
み
を
帯
び
た
肉
付
け
が
さ
れ
る
金
の
高

蒔
絵
、
枝
を
組
ん
だ
吊
り
輪
と
赤
い
水
盆
、
ご
つ
ご
つ
と
し
た
流
木
は
様
々
な
技
法

を
用
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
質
感
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
水
盆
に
湛
え
ら
れ
た
水
は
、
銀

を
蒔
い
た
上
か
ら
金
で
水
流
が
描
か
れ
て
い
る
。
表
面
の
漆
が
剥
落
し
た
部
分
か
ら

は
、
膠
下
地
と
み
ら
れ
る
橙
色
の
地
が
露
呈
す
る
。

　

ア
ル
バ
ム
6
の
表
紙
［
図
版
（（
］
は
、
三
二
・
五
×
三
九
・
五
㎝
で
、
四
辺
に
傾

斜
を
つ
け
た
板
の
全
体
が
黒
漆
で
塗
ら
れ
る
。
一
面
に
紋
を
散
ら
し
、
右
上
と
左
下

に
金
地
で
方
形
の
窓
を
と
り
、
右
上
に
は
飛
翔
す
る
鶴
に
乗
り
笙
を
奏
で
る
王
子
喬
、

左
下
に
は
茶
を
点
て
よ
う
と
す
る
女
性
［
図
（
］
を
芝
山
細
工
で
あ
ら
わ
す
。
全
体

に
散
ら
さ
れ
た
丸
に
三
つ
葵
、
五
三
桐
、
丸
に
九
枚
笹
に
雀
、
抱
牡
丹
な
ど
の
紋
は
、

象
徴
的
な
意
味
を
離
れ
て
装
飾
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

右
上
の
王
子
喬
と
鶴
は
、
王
子
喬
の
顔
と
鶴
の
嘴
が
欠
失
し
て
い
る
が
、
残
さ
れ

た
部
分
か
ら
非
常
に
手
の
込
ん
だ
細
工
が
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
王

子
喬
の
上
着
と
笙
を
持
つ
手
は
象
牙
で
、
翻
る
衣
紋
や
着
物
の
文
様
が
緻
密
に
彫
り

込
ま
れ
、
上
着
の
文
様
や
笙
の
竹
管
は
橙
色
に
染
め
ら
れ
て
い
る
。
上
着
か
ら
の
ぞ図 1　アルバム 6部分
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く
袖
や
唐
草
文
が
掘
ら
れ
た
袴
は
、
貝
の

も
つ
丸
み
を
使
っ
て
布
の
柔
ら
か
い
膨

ら
み
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
鶴
の
身
体
と
尾

羽
根
に
は
色
の
異
な
る
貝
、
脚
に
は
染
め

た
獣
骨
ま
た
は
象
牙
が
も
ち
い
ら
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
の
部
位
に
合
わ
せ
た
色
彩
、
質
感

の
素
材
が
選
ば
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

い
ず
れ
も
羽
の
一
枚
一
枚
や
脚
の
縞
ま

で
細
や
か
に
刻
む
。
左
下
の
茶
席
に
い
る

女
性
は
、
緑
の
色
漆
に
よ
っ
て
描
か
れ
た

棚
の
前
に
座
る
。
日
本
髪
を
結
い
、
簪
と
櫛
を
差
し
た
女
性
の
顔
、
氷
裂
梅
文
と
鹿

の
子
絞
り
の
着
物
、
柄
杓
を
持
つ
手
は
象
牙
に
線
刻
さ
れ
、
髪
は
黒
、
簪
や
唇
は
赤
、

着
物
の
文
様
は
赤
と
橙
に
彩
色
さ
れ
る
。
花
唐
草
文
の
帯
と
半
衿
、
袖
か
ら
み
え
る

襦
袢
、
帯
揚
げ
に
は
貝
を
用
い
る
。
釜
や
棚
の
上
の
菊
花
や
風
炉
釜
、
茶
筅
に
貝
と

象
牙
が
象
嵌
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
菊
花
の
一
輪
に
は
珊
瑚
を
用
い
る
。
い
ず
れ
に
も

細
部
ま
で
線
刻
が
さ
れ
て
お
り
、
多
岐
に
渡
る
素
材
を
題
材
に
あ
わ
せ
て
選
び
、
質

の
高
い
加
工
を
施
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

裏
表
紙
［
図
版
（（
］
に
は
、
二
本
の
脚
で
立
つ
蟋
蟀
が
五
匹
と
、
同
じ
く
二
本
の

脚
が
長
く
伸
び
た
蚊
が
二
匹
、
背
中
に
蝶
を
載
せ
た
蟷
螂
が
蒔
絵
で
描
か
れ
る
。
虫

た
ち
は
高
蒔
絵
で
あ
ら
わ
さ
れ
、
地
面
に
わ
ず
か
に
生
え
る
草
は
平
蒔
絵
で
描
か
れ

て
い
る
。
中
央
の
蟋
蟀
の
持
つ
枝
に
は
、
朱
漆
で
描
か
れ
た
葉
が
つ
い
て
い
る
。
画

面
の
大
き
さ
に
対
し
、
図
様
は
中
央
部
に
比
較
的
小
さ
く
描
か
れ
る
。

　

ア
ル
バ
ム
7
は
、
表
紙
［
図
版
（（
］
が
二
七
・
二
×
三
六
・
五
㎝
で
、
布
張
り
の

外
箱
［
図
（
］
が
伴
う
。
こ
の
よ
う
な
外
箱
が
付
属
す
る
例
は
神
戸
市
立
博
物
館
の

所
蔵
す
る
ア
ル
バ
ム
等
に
も
み
ら
れ
、
一
揃
い
で
販
売
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ア
ル
バ
ム
の
四
辺
が
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
は
共
通
す
る
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た

よ
う
な
一
面
黒
漆
塗
の
表
紙
と
は
異
な
り
、
中
央
に
窓
を
と
っ
て
い
る
。
周
縁
部
は
、

赤
の
中
塗
り
の
上
に
色
漆
や
錫
粉
な
ど
の
蒔
絵
粉
、
墨
で
文
様
を
あ
ら
わ
し
、
上
か

ら
透
漆
を
塗
る
透
き
絵
と
い
う
技
法
に
よ
る
。
一
段
く
ぼ
ん
だ
中
央
部
は
黒
漆
塗
で
、

蒔
絵
と
芝
山
細
工
を
施
し
て
い
る
。
透
き
絵
は
蒔
絵
、
螺
鈿
、
芝
山
に
比
べ
て
手
間

と
使
う
材
料
が
少
な
く
、
華
や
か
な
表
現
が
で
き
る
た
め
か
、
横
浜
で
制
作
さ
れ
た

輸
出
漆
器
に
よ
く
み
ら
れ
る
。

　

本
品
で
は
周
縁
部
全
体
に
桜
花
を
配
し
、
左
上
に
は
舞
い
降
り
る
鳥
、
下
部
に
は

小
川
と
桜
の
幹
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
桜
の
花
と
小
川
は
蒔
き
ぼ
か
し
、
幹
や
枝
、
葉

は
筆
の
勢
い
を
活
か
し
て
墨
で
お
お
ら
か
に
描
か
れ
、
そ
の
上
か
ら
蕊
と
葉
脈
、
水

流
が
蒔
絵
で
描
か
れ
る
。
文
様
を
覆
う
よ
う
に
透
漆
が
塗
ら
れ
、
下
に
描
か
れ
た
文

様
が
透
け
て
見
え
る
。
中
央
の
黒
漆
を
地
と
す
る
部
分
に
は
、
大
き
な
杉
の
木
の
あ

る
庭
で
過
ご
す
四
人
の
女
性
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
左
手
の
縁
側
の
あ
る
家
屋
の
戸
は

大
き
く
開
け
放
た
れ
、
燕
文
が
描
か
れ
た
暖
簾
が
見
え
る
。
女
性
の
顔
は
ほ
ぼ
欠
失

し
て
い
る
た
め
に
表
情
は
分
か
ら
な
い
が
、
三
人
は
庭
に
出
し
た
椅
子
に
腰
掛
け
て

談
笑
す
る
よ
う
に
向
か
い
合
い
、
一
人
は
杉
の
木
に
寄
り
添
う
よ
う
に
立
つ
。
垣
根

の
向
こ
う
に
は
枝
を
広
げ
る
松
と
山
並
み
が
み
え
、
空
に
は
鳥
が
群
れ
飛
ん
で
い
る
。

欠
失
し
て
い
る
女
性
た
ち
の
顔
と
手
は
、
現
存
す
る
部
分
と
同
様
に
も
と
は
象
牙
が

象
嵌
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
央
の
女
性
は
、
手
に
す
る
キ
セ
ル
ま
で
を
牙

彫
で
作
る
。
着
物
は
高
蒔
絵
を
用
い
て
盛
り
上
げ
、
下
付
け
漆
の
朱
や
茶
の
色
を
み

せ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
階
調
の
異
な
る
金
色
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
家
屋

や
垣
根
、
松
や
山
は
金
の
濃
淡
や
蒔
き
ぼ
か
し
を
用
い
た
平
蒔
絵
で
描
く
。
い
っ
ぽ

う
杉
の
木
は
、
幹
の
木
肌
を
あ
ら
わ
す
よ
う
に
凹
凸
を
つ
け
て
地
を
盛
り
上
げ
、
褐

色
に
塗
っ
て
仕
上
げ
て
い
る
。

　

裏
表
紙
［
図
版
（4
］
も
透
き
絵
に
よ
り
、
小
川
の
流
れ
る
野
原
に
咲
く
桜
樹
を
描

図 2　アルバム 7外箱
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く
。
中
程
に
は
鳥
が
と
ま
り
、
枝
の
向
こ
う
に
は
山
並
み
の
よ
う
に
描
か
れ
た
丘
と

木
々
、
二
棟
の
家
屋
の
屋
根
が
み
え
る
。
桜
花
と
小
川
、
鳥
の
腹
部
に
は
蒔
絵
粉
が

蒔
か
れ
、
土
坡
や
建
物
は
墨
で
描
か
れ
透
漆
が
塗
ら
れ
て
い
る
。
小
川
や
桜
の
幹
は

表
紙
の
透
き
絵
と
類
似
し
、
表
と
裏
で
左
上
か
ら
飛
ん
で
き
た
鳥
が
枝
に
と
ま
る
と

い
う
時
間
の
経
過
を
感
じ
さ
せ
る
。

（
3
）
写
真
焼
付
、
透
き
絵
に
よ
る
表
紙

　

ア
ル
バ
ム
8
の
表
紙
［
図
版
（5
］
は
二
七
・
三
×
三
五
・
二
㎝
で
、
7
と
同
じ
く

透
き
絵
を
用
い
、
中
央
に
窓
を
を
設
け
る
。
四
辺
は
な
だ
ら
か
に
傾
斜
が
つ
け
ら
れ

て
い
る
。

　

周
縁
部
の
透
き
絵
は
、
上
部
に
桜
、
下
部
に
菊
と
勢
い
よ
く
流
れ
る
流
水
を
あ
ら

わ
す
。
葉
は
墨
で
描
か
れ
、
菊
や
桜
の
花
は
錫
粉
を
蒔
き
ぼ
か
し
、
蕊
と
葉
脈
は
蒔

絵
で
描
か
れ
て
い
る
。
桜
の
幹
は
左
下
か
ら
中
央
の
窓
を
挟
ん
で
上
部
へ
つ
な
が
り
、

額
縁
と
し
て
の
文
様
表
現
と
い
う
よ
り
絵
画
的
な
構
図
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。

　

中
央
に
は
漆
塗
の
上
に
金
箔
を
貼
り
、
写
真
を
焼
き
付
け
て
転
写
す
る
技
術
が
用

い
ら
れ
て
い
る（

6
（

。
焼
き
付
け
ら
れ
た
写
真
は
水
辺
か
ら
富
士
山
を
撮
影
し
た
も
の
で
、

左
手
前
に
は
帆
を
た
た
ん
だ
舟
が
停
泊
し
、
中
程
に
か
か
る
橋
を
人
力
車
が
わ
た
る

景
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　

裏
表
紙
［
図
版
（6
］
は
透
き
絵
で
、
大
き
く
桜
の
一
枝
を
描
く
。
桜
の
花
と
蕾
は

蒔
き
ぼ
か
し
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
枝
や
葉
は
墨
で
描
か
れ
る
が
、
粘
度
の
高
い
漆
で

は
難
し
い
、
早
い
筆
致
に
よ
る
の
び
や
か
な
表
現
が
み
ら
れ
る
。
葉
の
翻
る
様
子
に

合
わ
せ
、
蒔
絵
で
上
か
ら
葉
脈
が
描
か
れ
て
い
る
。

三　

意
匠
と
技
法
に
つ
い
て

　

以
上
、
当
館
の
所
蔵
す
る
写
真
ア
ル
バ
ム
の
漆
塗
表
紙
を
概
観
し
た
。
表
紙
の
木

地
は
全
て
四
方
に
緩
や
か
な
傾
斜
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
共
通
し
、
あ
る
程
度

定
形
で
作
ら
れ
て
い
る
。
技
法
で
は
蒔
絵
、
芝
山
細
工
、
透
き
絵
、
写
真
焼
付
な
ど

い
く
つ
か
の
技
法
を
組
み
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
も
の
が
多
く
、
裏
表
紙
は
蒔
絵
ま
た

は
透
き
絵
に
よ
る
も
の
で
、立
体
的
な
芝
山
細
工
が
施
さ
れ
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
地

は
表
裏
と
も
に
多
く
は
黒
漆
塗
ま
た
は
透
き
絵
を
基
調
と
し
た
も
の
で
、
梨
地
な
ど

の
地
蒔
き
が
施
さ
れ
て
い
る
表
紙
は
な
か
っ
た
。

　

人
物
の
顔
な
ど
、
部
品
が
欠
落
し
て
い
る
部
分
に
露
呈
し
た
下
地
の
色
を
見
る
と
、

膠
下
地
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
下
地
に
漆
を
混
ぜ
ず
、
廉
価
で
簡
易
に
仕
上
げ
る

技
法
で
あ
る
。
ア
ル
バ
ム
（
の
裏
表
紙
、
荷
葉
の
漆
が
剥
落
し
て
い
る
部
分
に
も
膠

下
地
が
見
え
る
。
こ
れ
も
地
塗
り
の
上
に
漆
や
炭
粉
な
ど
を
使
っ
て
盛
り
上
げ
る
の

で
は
な
く
、
下
地
そ
の
も
の
を
盛
り
上
げ
た
上
に
地
と
な
る
黒
漆
を
塗
り
、
そ
の
上

に
蒔
絵
を
施
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
ア
ル
バ
ム
7
と
8
に
用
い
ら
れ

る
透
き
絵
は
、
漆
や
蒔
絵
の
表
現
を
活
か
し
な
が
ら
も
手
間
と
材
料
費
が
抑
え
ら
れ
、

か
つ
広
い
面
積
を
華
や
か
に
装
飾
で
き
る
技
法
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
工

期
と
価
格
を
調
整
す
る
意
図
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
う
し
た
輸
出
漆
器
の
制
作
は
、
分
業
制
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

る
。
支
持
体
を
つ
く
る
木
地
師
や
指
物
師
、
漆
を
塗
る
塗
師
や
蒔
絵
を
行
う
蒔
絵
師
、

螺
鈿
を
施
す
青
貝
師
、
芝
山
細
工
の
部
品
を
作
る
芝
山
師
、
芝
山
細
工
を
漆
器
に
象

嵌
す
る
彫
込
師
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
程
に
専
門
の
職
人
が
お
り
、
販
売
を
行
う
商

家
が
制
作
を
と
り
ま
と
め
て
い
た
。
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
の
『
輸
出
漆
器
ニ
関

ス
ル
調
査
』
に
は
、
横
浜
の
輸
出
漆
器
に
お
け
る
価
格
の
例
と
し
て
写
真
ア
ル
バ
ム

の
表
紙
と
裏
表
紙
一
組
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
蒔
絵
に
よ
る
装
飾
を
ほ
ど
こ
し
た

も
の
は
一
円
五
十
銭
、
青
貝
（
螺
鈿
）
は
二
円
、
芝
山
細
工
は
二
円
五
十
銭
と
あ
る（

7
（

。

芝
山
細
工
は
工
程
が
多
く
関
わ
る
職
人
が
増
え
る
こ
と
も
あ
り
、
必
然
的
に
高
価
に

な
っ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
芝
山
細
工
の
中
で
も
、
ア
ル
バ
ム
（
の
よ
う
に
象
牙
の
み
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を
象
嵌
す
る
も
の
と
、
ア
ル
バ
ム
6
の
よ
う
に
様
々
な
素
材
を
象
嵌
す
る
も
の
と
で

は
価
格
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
細
部
を
比
較
し
て
も
、

部
品
そ
の
も
の
に
施
さ
れ
た
彫
り
の
技
術
が
明
ら
か
に
優
れ
て
お
り
、
よ
り
高
価
だ

っ
た
と
い
え
る
。

　

表
紙
に
用
い
ら
れ
た
主
な
意
匠
を
概
観
す
る
と
、
伝
統
的
な
画
題
や
、
物
語
を
下

敷
き
と
す
る
場
面
を
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
富
士
山
、
和
装
の
人
物
、
帆
掛
船
、
寺

社
建
築
な
ど
、
視
覚
的
に
日
本
ら
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
題
材
を
一
つ
の
画
面
に
や
や

過
剰
に
取
り
入
れ
て
情
景
を
組
み
立
て
て
い
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
外
国
人
の
需

要
に
応
え
る
こ
と
を
重
視
し
た
、
輸
出
工
芸
全
般
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た

三
つ
の
ア
ル
バ
ム
に
大
き
く
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
た
人
力
車
は
、
江
戸
時
代
以
前
に
は

な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、こ
の
時
代
の
輸
出
工
芸
特
有
の
題
材
で
あ
る
と
い
え
る
。
明

治
の
は
じ
め
に
日
本
で
発
明
さ
れ
国
内
に
急
激
に
広
ま
っ
た
人
力
車
は
、
日
本
な
ら

で
は
の
乗
り
物
と
し
て
、
外
国
人
観
光
客
の
注
目
を
集
め
た
。
意
匠
と
し
て
も
、
車

夫
や
客
の
女
性
の
服
装
、
髪
型
を
そ
れ
ぞ
れ
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
、
背
景
に
も
さ

ま
ざ
ま
な
要
素
を
盛
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
画
題
で
あ
っ
た
た
め
に
重
宝
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

い
っ
ぽ
う
裏
表
紙
の
蒔
絵
の
意
匠
を
見
る
と
、
枯
れ
た
蓮
、
昆
虫
、
草
花
、
小
禽
、

器
物
な
ど
、
わ
か
り
や
す
く
日
本
の
風
俗
を
あ
ら
わ
す
題
材
と
は
や
や
異
な
る
も
の

の
、
外
国
人
が
好
ん
だ
意
匠
が
選
ば
れ
て
い
る
。
表
紙
の
意
匠
と
の
関
連
か
ら
み
る

と
、
蒔
絵
に
よ
る
ア
ル
バ
ム
（
の
表
紙
と
裏
表
紙
に
は
ど
ち
ら
に
も
鶴
が
あ
ら
わ
さ

れ
、
技
法
や
表
現
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
蒔
絵
師
に
よ
っ
て
一
揃
い
で

制
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
ア
ル
バ
ム
（
の
人
力
車
と
荷
葉
、
ア

ル
バ
ム
（
の
人
力
車
と
昆
虫
な
ど
の
よ
う
に
、
題
材
に
関
連
性
の
な
い
も
の
も
多
い
。

ま
た
裏
表
紙
は
、
表
紙
に
比
べ
て
構
図
が
練
ら
れ
て
い
な
い
。
ア
ル
バ
ム
（
の
裏
表

紙
に
は
折
枝
が
散
ら
さ
れ
、
そ
の
間
に
昆
虫
が
描
か
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
配
置
を

み
る
と
構
図
を
整
え
よ
う
と
す
る
意
図
は
感
じ
ら
れ
ず
、
ま
と
ま
り
に
欠
け
る
。
ア

ル
バ
ム
4
の
裏
表
紙
に
は
、
高
卓
、
椿
、
雀
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
技
法
で
丁
寧
に
あ

ら
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
高
卓
と
椿
の
大
き
さ
が
等
し
く
描
か
れ
て
い
る
な
ど
比
率
が

統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
配
置
も
頓
着
し
て
い
な
い
よ
う
で
、
様
々
な
図
譜
か
ら
参
照

し
た
題
材
を
そ
の
ま
ま
引
き
写
し
、
並
べ
た
よ
う
に
み
え
る
。
ア
ル
バ
ム
6
は
、
表

紙
に
緻
密
な
蒔
絵
と
芝
山
細
工
が
施
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
裏
表
紙
に
み
ら
れ
る

蒔
絵
は
構
図
・
技
法
と
も
に
お
お
ら
か
で
あ
る
。
完
成
度
に
違
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

表
紙
と
裏
表
紙
を
明
確
に
区
別
し
て
制
作
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
表
紙
と
裏
表

紙
は
初
め
か
ら
一
揃
い
で
制
作
さ
れ
た
も
の
よ
り
、
ア
ル
バ
ム
に
仕
立
て
る
段
階
で

そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
組
み
合
わ
せ
た
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
人
力
車
が
あ
ら
わ
さ
れ
た
ア
ル
バ
ム
三
点
の
表
紙
に
つ
い
て
、
比
較
を
試
み

る
。
左
方
向
へ
向
か
っ
て
進
む
人
力
車
と
地
面
を
手
前
に
、
海
を
挟
ん
で
右
奥
に
富

士
山
、
左
に
寺
院
や
江
ノ
島
な
ど
の
名
所
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
構
図
は
三
点
と
も
よ

く
似
通
っ
て
お
り
、
人
物
の
顔
と
手
足
に
象
牙
を
象
嵌
し
、
衣
服
を
高
浮
彫
、
地
面

と
富
士
を
蒔
き
ぼ
か
し
て
あ
ら
わ
す
こ
と
な
ど
技
法
に
お
け
る
共
通
点
も
多
い
。
し

か
し
、
各
部
分
に
一
つ
一
つ
注
目
し
て
比
較
し
て
み
る
と
、
衣
服
や
人
力
車
な
ど
共

通
す
る
題
材
の
表
現
は
そ
れ
ほ
ど
近
い
わ
け
で
は
な
い
。
波
や
鳥
な
ど
の
副
次
的
か

つ
単
純
な
線
で
描
か
れ
る
部
分
に
は
、
あ
る
程
度
制
作
者
の
癖
が
出
る
も
の
と
思
わ

図 3‐1　アルバム 2部分

図 3‐2　アルバム 3部分

図 3‐2　アルバム 4部分
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れ
る
が
、比
較
す
る
と
水
し
ぶ
き
の
表

現
や
線
の
引
き
方
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
［
図
（
］。
類
似
す
る
図
案
を

元
に
し
つ
つ
、様
々
な
蒔
絵
師
の
手
に

よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。

　

象
牙
を
加
工
す
る
芝
山
師
と
制
作

方
法
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
い
。車
上

の
女
性
の
右
手
は
、傘
の
持
ち
手
の
部

分
ま
で
一
材
の
象
牙
で
作
っ
て
い
る

点
が
三
点
と
も
共
通
す
る
。こ
れ
は
部

品
の
強
度
を
保
つ
た
め
で
あ
ろ
う
。持

ち
手
を
握
る
手
の
形
は
、ア
ル
バ
ム
（

［
図
4
‐
（
］
と
（
［
図
4
‐
（
］
が

類
似
し
て
い
る
。
ア
ル
バ
ム
（
と
4

［
図
4
‐
（
］
の
持
ち
手
に
は
線
条
が

刻
ま
れ
、ア
ル
バ
ム
4
に
は
着
色
も
な

さ
れ
て
い
る
。
左
手
は
、ア
ル
バ
ム
（

と
（
で
は
指
を
軽
く
曲
げ
た
形
で
第

一
関
節
に
細
く
筋
が
刻
ま
れ
る
。そ
れ

ぞ
れ
膝
と
人
力
車
の
泥
除
け
の
上
に

置
か
れ
る
が
、人
差
し
指
を
特
に
曲
げ

る
形
は
同
一
で
あ
る
。ア
ル
バ
ム
4
で

は
指
先
ま
で
平
ら
に
伸
ば
し
、泥
除
け

に
添
わ
せ
る
。
車
夫
は
、ア
ル
バ
ム
（

［
図
5
‐
（
］
と
（
［
図
5
‐
（
］
に
お

い
て
は
、
支
木
を
上
か
ら
、
梶
棒
を
下
か

ら
握
り
込
む
手
と
親
指
を
反
ら
せ
た
右

足
の
形
が
類
似
す
る
が
、ア
ル
バ
ム
（
は

ア
ル
バ
ム
（
と
異
な
り
左
足
が
梶
棒
を

ま
た
い
で
象
嵌
さ
れ
る
。そ
れ
に
対
し
て

ア
ル
バ
ム
4
［
図
5
‐
（
］
は
、
手
は
支

木
と
梶
棒
を
上
か
ら
抑
え
る
よ
う
に
握

り
、
右
足
は
全
面
を
地
面
に
つ
け
、
薄
れ

て
は
い
る
が
肌
に
彩
色
の
あ
と
が
あ
る

な
ど
、大
き
く
様
相
が
違
う
。
ま
た
顔
の

象
嵌
が
残
る
二
点
を
比
べ
る
と
、ア
ル
バ

ム
（
は
女
性
、車
夫
と
も
に
や
や
面
長
で

下
膨
れ
で
あ
り
、
線
を
深
く
彫
り
刻
み
、

刻
線
を
強
調
す
る
よ
う
に
墨
を
さ
す
の

に
比
べ
、ア
ル
バ
ム
（
は
全
体
と
し
て
丸

み
を
帯
び
た
顔
立
ち
で
、髪
や
瞳
な
ど
一

部
の
み
に
墨
を
さ
す
点
に
違
い
が
あ
る
。

　

ア
ル
バ
ム
（
と
（
に
用
い
ら
れ
た
象

牙
の
部
品
に
は
似
通
う
点
が
見
ら
れ
た

が
、面
貌
な
ど
の
特
徴
的
な
表
現
が
異
な

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。量
産
に
応
え
る
よ

う
、
細
部
ま
で
定
め
た
図
案
・
型
に
基
づ

き
複
数
の
芝
山
師
が
制
作
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、ア
ル
バ
ム
（
の
女

図 4‐3　アルバム 4部分

図 5‐3　アルバム 4部分

図 4‐2　アルバム 3部分

図 5‐2　アルバム 3部分

図 4‐1　アルバム 2部分

図 5‐1　アルバム 2部分
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性
の
傘
を
持
つ
手
の
下
に
は
、
傘
の
中
棒
の
部
分
か
ら
つ
な
が
る
と
み
ら
れ
る
蒔
絵

の
縦
線
が
見
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
蒔
絵
師
が
こ
の
あ
た
り
に
象
嵌
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
る
と
考
え
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
彫
込
師
が
蒔
絵
に
よ
る
袖
に
手
の

角
度
を
合
わ
せ
、
表
面
を
彫
っ
て
象
嵌
し
た
際
、
想
定
よ
り
上
方
に
な
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
ア
ル
バ
ム
（
と
（
の
車
夫
の
左
足
と
梶
棒
の
位
置
の
違
い
も
、
蒔
絵

に
あ
わ
せ
て
調
整
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
他
の
二
つ
と
異
な
る
ア
ル
バ
ム
4
の
表

現
は
、
芝
山
師
の
工
房
ご
と
の
違
い
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
な
る
類
例
の
発

見
を
待
ち
た
い
。

お
わ
り
に

　

写
真
ア
ル
バ
ム
の
表
紙
の
制
作
に
つ
い
て
、
詳
し
い
こ
と
は
殆
ど
わ
か
っ
て
い
な

い
。
本
稿
で
は
館
蔵
の
八
点
の
写
真
ア
ル
バ
ム
の
表
紙
に
つ
い
て
紹
介
し
、
意
匠
や

技
法
を
中
心
に
そ
の
制
作
背
景
を
検
討
し
た
。
土
産
品
と
し
て
制
作
さ
れ
た
ア
ル
バ

ム
の
表
紙
に
は
、
日
本
人
が
外
国
人
の
需
要
を
汲
み
取
っ
て
描
い
た
「
日
本
」
の
イ

メ
ー
ジ
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
外
国
人
の
好
み
に
応
え
る
伝
統
的
な
漆
芸

技
法
を
基
盤
と
し
つ
つ
も
、
商
品
と
し
て
材
料
費
や
手
間
を
押
さ
え
る
技
法
が
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
表
紙
と
裏
表
紙
の
意
匠
の
関
連
が

薄
い
こ
と
、
似
た
意
匠
の
表
紙
が
み
ら
れ
、
そ
れ
が
別
の
職
人
の
手
に
な
る
も
の
で

あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
専
門
が
異
な
る
複
数
の
職
人
に
よ
る
分
業
を
下
敷
き
に
、
高

ま
る
ア
ル
バ
ム
の
需
要
に
応
え
て
表
紙
を
量
産
す
る
体
制
が
整
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
写
真
ア
ル
バ
ム
は
、
制
作
さ
れ
た
明
治
中
期
の
輸
出
漆
器
の
制
作
の
様

相
を
具
体
的
に
示
す
一
例
で
あ
る
。
輸
出
漆
器
の
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
理
由
と
し

て
、
多
種
多
様
な
器
形
・
装
飾
技
法
の
も
の
が
あ
り
、
類
型
化
す
る
の
が
困
難
で
あ

る
こ
と
、
制
作
年
代
が
不
明
な
場
合
が
多
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
点
、
ア
ル

バ
ム
の
表
紙
は
作
例
が
比
較
的
多
く
残
り
、
あ
る
程
度
形
式
が
定
ま
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
内
部
の
写
真
等
と
の
関
連
か
ら
、
制
作
年
代
を
あ
る
程
度
絞
り
込
め
る
も
の
も

多
い
た
め
、
比
較
検
討
を
行
う
の
に
適
し
た
題
材
で
あ
る
と
い
え
る
。
今
回
の
調
査

で
得
た
知
見
を
も
と
に
、
今
後
は
他
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
写
真
ア
ル
バ
ム
の
表
紙

と
の
比
較
や
中
身
の
写
真
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
調
査
を
行
い
、
写
真
館
と
職
人
の

関
係
、
制
作
年
代
や
輸
出
漆
器
に
お
け
る
位
置
づ
け
も
含
め
て
体
系
的
な
研
究
を
行

い
た
い
。
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［図版 1］　アルバム 1　表紙

［図版 3］　アルバム 2　表紙

［図版 2］　アルバム 1　裏表紙

［図版 4］　アルバム 2　裏表紙
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［図版 5］　アルバム 3　表紙

［図版 7］　アルバム 4　表紙

［図版 6］　アルバム 3　裏表紙

［図版 8］　アルバム 4　裏表紙
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［図版 9］　アルバム 5　表紙

［図版 11］　アルバム 6　表紙

［図版 10］　アルバム 5　裏表紙

［図版 12］　アルバム 6　裏表紙
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［図版 13］　アルバム 7　表紙

［図版 15］　アルバム 8　表紙

［図版 14］　アルバム 7　裏表紙

［図版 16］　アルバム 8　裏表紙




