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中　

谷　

伸　

生

は
じ
め
に

　

江
戸
時
代
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
絵
画
史
を
概
観
す
る
と
、
い
う
ま
で
も

な
く
、
中
国
文
化
圏
か
ら
西
洋
文
化
圏
へ
の
大
き
な
転
換
が
み
ら
れ
、
少
な

く
と
も
江
戸
時
代
後
期
以
後
の
近
世
近
代
絵
画
史
の
「
近
代
化
」
が
、
全
体

的
に
は
ゆ
る
や
か
に
、
あ
る
い
は
局
所
的
に
は
急
速
に
進
ん
だ
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
流
れ
の
細
部
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、

そ
こ
に
は
、
い
わ
ば
行
き
つ
戻
り
つ
の
断
続
的
な
展
開
の
諸
相
が
見
ら
れ
、

事
態
は
か
な
り
複
雑
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
ま
た
、
西
洋
と
の
交

流
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
が
中
心
に
な
り
、
ア
ジ
ア
と
の
交
流
で
は
、
中
国

な
ど
が
中
心
に
な
る
と
は
い
え
、
日
本
の
画
家
た
ち
に
と
っ
て
は
、
当
然
な

が
ら
、「
日
本
」
と
い
う
土
着
の
文
化
と
の
関
わ
り
が
浮
上
す
る
こ
と
に
な

り
、
画
家
た
ち
は
、
そ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
性
と
対
峙
し
な
が
ら
、
独

自
性
の
確
立
を
目
指
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

以
下
、
日
本
近
世
近
代
絵
画
史
の
中
か
ら
、
半
ば
恣
意
的
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
、
各
々
の
画
家
の
個
別
的
か
つ
具
体
的
な
問
題
を
採
り
上

げ
て
、
美
術
交
渉
の
根
底
に
あ
る
伝
播
、
影
響
、
交
流
と
い
っ
た
事
態
と
は

何
か
、
を
問
う
て
み
た
い
。
こ
こ
で
は
一
応
、
こ
れ
ら
の
関
わ
り
を
よ
り
一

層
複
雑
に
反
映
し
て
い
る
あ
り
方
を
「
交
渉
」
と
い
う
言
葉
で
説
明
し
て
お

く
。
そ
の
際
、
影
響
、
伝
播
、
交
流
、
交
渉
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
を

示
す
画
家
に
つ
い
て
、
具
体
例
を
挙
げ
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

一　

大
坂
の
文
人
画
に
お
け
る
画
家
た
ち
の
交
流

　

大
坂
の
画
家
た
ち
の
交
流
を
採
り
上
げ
て
論
じ
る
と
、
そ
の
場
合
、
木
村

蒹
葭
堂
（
一
七
三
六
―

一
八
〇
二
）
と
そ
の
周
辺
の
画
家
た
ち
の
交
流
を
め

ぐ
っ
て
、「
人
と
人
と
の
交
流
の
絵
画
」
と
い
う
枠
組
が
想
起
さ
れ
る
。
そ

の
場
合
、
も
ち
ろ
ん
私
淑
の
関
係
も
含
ま
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、「
模

倣
（
粉
本
）
に
よ
る
画
家
同
士
の
交
歓
の
絵
画
」
と
い
う
江
戸
時
代
の
基
本

と
な
る
絵
画
制
作
と
そ
の
交
流
の
問
題
に
繋
が
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
木
村
蒹
葭
堂
と
大
坂
画
壇
の
画
家
た
ち
、
あ
る
い
は
画
家
同
士
の



二

及
び
そ
の
周
辺
の
大
坂
の
文
人
た
ち
の
住
処
を
訪
れ
、
多
く
を
学
ん
で
、
ま

た
各
地
に
去
っ
て
い
っ
た
事
実
を
今
一
度
想
い
起
こ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
半

ば
素
人
芸
で
も
あ
る
蒹
葭
堂
の
絵
画
が
、
作
品
自
体
の
実
力
以
上
に
大
き
な

影
響
力
を
も
ち
、
大
坂
画
壇
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
全
国
各
地
の
絵
画
と
関

わ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
浦
上
玉
堂
や
田
能
村
竹
田
も
来
坂
し
て
蒹
葭
堂
を
訪

ね
て
い
る
が
、
彼
ら
の
絵
画
が
ま
た
、
全
国
各
地
に
広
が
っ
た
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
絵
画
に
よ
る
伝
播
の
連
鎖
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

大
坂
画
壇
の
絵
画
を
見
渡
す
と
、
大
坂
画
壇
を
抜
き
に
し
た
従
来
の
江
戸

絵
画
史
研
究
が
、
如
何
に
偏
っ
た
も
の
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
こ
れ
ま
で
の
文
人
画
論
は
、
士
大
夫
の
存
在
に
つ
い
て
論
じ
始
め
、
中

国
の
文
人
画
概
念
を
こ
と
細
か
に
述
べ
な
が
ら
、
池
大
雅
、
与
謝
蕪
村
、
渡

辺
崋
山
、
浦
上
春
琴
、
田
能
村
竹
田
ら
と
そ
の
周
辺
の
画
家
た
ち
の
事
績
に

言
及
す
る
こ
と
に
終
始
し
て
き
た
感
が
あ
る
。
と
も
か
く
、
江
戸
時
代
か
ら

近
代
に
か
け
て
、
最
も
中
国
的
な
絵
画
を
展
開
さ
せ
、
本
格
的
に
文
人
画
を

盛
ん
に
し
た
大
坂
の
絵
画
を
無
視
し
て
、
文
人
画
を
論
じ
た
研
究
に
は
基
本

的
な
欠
陥
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
人
と
人
と
の

交
流
の
絵
画
」
と
い
う
の
が
、
日
本
で
展
開
し
た
文
人
画
の
基
本
的
な
枠
組

だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
跡
付
け
る
た
め
に
は
、
た
と
え
ば
、
池
大
雅
と
木
村

蒹
葭
堂
と
愛
石
ら
の
友
情
を
踏
ま
え
た
多
岐
に
わ
た
る
検
討
が
不
可
欠
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
池
大
雅
の
研
究
に
お
い
て
も
、
大
雅
を
支
え
た
裾
野
と
も

い
う
べ
き
、
愛
石
や
少
林
ら
の
文
人
画
に
つ
い
て
の
研
究
が
、
大
雅
の
絵
画

と
は
何
で
あ
っ
た
か
を
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る

交
流
の
み
な
ら
ず
、
紀
州
の
野
呂
介
石
と
奥
田
元
継
の
関
係
な
ど
で
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、
日
本
各
地
の
画
家
た
ち
と
儒
者
た
ち
と
の
交
流
も
重
要
で

あ
っ
て
、
中
で
も
、
大
坂
を
は
じ
め
と
す
る
各
地
の
画
帖
類
や
寄
せ
書
き
に

つ
い
て
の
研
究
は
、
画
家
や
儒
者
た
ち
の
意
外
な
繋
が
り
を
示
す
点
で
興
味

深
い（

1
）。

そ
こ
で
は
、
岡
田
半
江
は
い
う
に
及
ば
ず
、
八
木
巽
處
や
中
井
藍

江
、
そ
し
て
上
田
公
長
ら
の
交
流
関
係
も
明
ら
か
に
な
り
、
福
原
五
岳
や
岡

熊
嶽
と
儒
者
の
細
合
半
斎
や
佐
野
山
陰
と
の
交
流
、
あ
る
い
は
中
村
芳
中
と

俳
諧
の
関
係
も
浮
上
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
片
山
北
海
を
盟
主

に
し
た
詩
文
の
混
沌
社
に
は
、
細
合
半
斎
、
篠
崎
三
島
、
頼
春
水
ら
の
若
い

文
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
た
。
と
も
か
く
、
蒹
葭
堂
を
取
り
巻
く
文
人
た
ち

の
交
流
の
あ
り
方
は
、
そ
れ
自
体
で
江
戸
の
文
化
の
典
型
的
な
型
を
露
わ
に

示
す
も
の
で
、
絵
画
に
限
定
し
て
も
、
か
な
り
複
雑
な
伝
播
・
交
流
が
な
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
鮮
明
に
な
る
。
蒹
葭
堂
は
、
当
時
の
大
坂
の
文
人
と
し
て

は
、
別
格
の
吸
引
力
を
も
つ
重
鎮
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
蒹
葭
堂
を
軸
に
し
て

画
家
た
ち
の
交
流
を
考
え
る
こ
と
は
近
世
絵
画
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ

る
。

　

と
も
か
く
、
蒹
葭
堂
を
は
じ
め
と
し
て
、
岡
田
半
江
に
至
る
大
坂
の
画
家

た
ち
の
交
流
を
除
外
し
た
文
人
画
論
は
、
か
な
り
偏
っ
た
も
の
だ
と
い
わ
ざ

る
を
え
な
い
。
ま
た
、
学
問
や
芸
術
に
つ
い
て
の
中
国
理
解
が
深
ま
っ
た
江

戸
後
期
の
社
会
に
お
い
て
、
大
坂
の
岡
田
半
江
の
絵
画
か
ら
、
鼎
春
嶽
、
十

時
梅
厓
、
少
林
、
愛
石
ら
の
作
品
は
、
近
世
の
文
人
画
を
考
え
る
に
あ
っ

て
、
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
全
国
各
地
の
画
家
た
ち
が
、
木
村
蒹
葭
堂



近
世
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三

図
書
館
蔵
）﹇
図
4
﹈
で
は
、
広
瀬
旭
荘
（
一
八
〇
四
―

一
八
六
三
）
に
よ
る

墨
書
の
題
字
「
濠
濮
間
想
」
が
揮
毫
さ
れ
貼
付
さ
れ
て
い
る
が
、
半
江
は
、

淀
川
、
す
な
わ
ち
大
川
を
長
江
（
揚
子
江
）
に
重
ね
て
描
い
て
い
る
。
日
本

の
川
で
も
あ
り
、
中
国
の
川
で
も
あ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
画
と
詩
の
交
響
に
よ

る
画
面
に
よ
っ
て
、
現
実
の
淀
川
か
ら
想
像
上
の
長
江
へ
と
広
が
っ
て
い

く
。
そ
の
美
し
く
錯
綜
し
た
大
川
の
情
景
に
、
旭
荘
は
濠
水
と
濮
水
と
い
う

で
あ
ろ
う
。
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
う
し
た
事
実
関
係
が
、
意
外
に
考
慮
さ

れ
て
お
ら
ず
、
美
学
美
術
史
学
に
お
け
る
受
容
美
学
の
重
要
性
が
叫
ば
れ
て

久
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
雅
の
絵
画
に
つ
い
て
の
受
容
層
の
解
明
は
意

外
に
遅
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
そ
の
弟
子
た
ち
の
作
風
か

ら
大
雅
の
作
品
を
見
る
と
い
う
研
究
を
進
捗
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と

え
、
愛
石
の
絵
画
が
、
当
時
の
文
人
画
の
中
で
見
劣
り
が
す
る
と
し
て
も
、

愛
石
の
絵
画
は
、
大
雅
理
解
に
と
っ
て
は
見
逃
せ
な
い
一
級
資
料
で
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
愛
石
に
よ
る
《
雲
低
山
水
図
》（
紙

本
墨
画
淡
彩
・
縦
一
二
七
、三
、
横
二
六
、二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）﹇
図
1
﹈、

﹇
図
2
﹈、﹇
図
3
﹈
で
は
、
樹
木
の
形
態
描
写
は
、
明
ら
か
に
大
雅
風
の
点

描
を
採
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
愛
石
の
特
徴
か
ら
、
大
雅
の
点

描
の
狙
い
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
究
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
う
し
た

画
家
間
の
交
流
を
除
外
し
て
は
、
人
と
人
と
の
交
歓
を
基
盤
と
す
る
近
世
絵

画
史
の
全
容
は
見
え
て
こ
な
い
。

　

ま
た
、
岡
田
半
江
と
広
瀬
旭
荘
と
藤
井
藍
田
ら
の
交
流
か
ら
は
、
中
国
文

化
と
の
交
流
の
軌
跡
が
浮
か
び
上
が
る
。
た
と
え
ば
、
天
保
一
二
（
一
八
四

一
）
年
に
、
半
江
が
制
作
し
た
《
山
水
図
巻
（
大
川
納
涼
図
）》（
関
西
大
学

 図 1 　愛石《雲低
山水図》

図 3　愛石落款 図 2　愛石《雲低山水図》（部分）



四

江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
活
動
し
た
佐
藤
魚
大
、
佐
藤
保
大
、
佐

藤
守
大
ら
の
文
化
史
的
価
値
の
高
い
絵
画
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

佐
藤
魚
大
（
生
没
年
不
詳
）
は
、
名
を
益
之
あ
る
い
は
魚
大
と
い
い
、
字

は
士
朗
あ
る
い
は
広
年
と
い
う
説
も
あ
る
。
号
が
水
石
で
、
四
条
派
の
呉
春

に
師
事
し
て
一
家
を
成
す
。
そ
の
名
は
文
化
年
間
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
、
天

保
八
年
（
一
八
三
七
）
ま
で
の
生
存
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
文
化
頃
は
塩
町
、

文
政
頃
は
過
書
町
、
天
保
頃
は
長
堀
三
休
橋
南
に
住
居
を
構
え
て
い
た
ら
し

い
。
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
刊
行
の
『
浪
花
当
時
人
名
録
』
に
は
、
魚
大

の
著
書
と
し
て
『
水
石
画
譜
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
息
子
に
は
や
は
り
画

家
と
し
て
活
動
し
た
保
大
と
守
大
が
い
た
。
さ
ら
に
、
付
け
加
え
て
お
く

と
、
明
冶
に
な
っ
て
か
ら
の
魚
大
落
款
の
絵
画
が
遺
存
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
明
冶
前
半
期
に
、
二
代
魚
大
が
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

る
。
そ
の
絵
画
に
は
、
文
明
開
化
の
象
徴
で
も
あ
る
ガ
ス
橙
が
描
か
れ
て
い

る
。
魚
大
の
作
風
は
、
呉
春
譲
り
の
四
条
派
風
の
平
明
な
写
生
画
で
、
山
水

人
物
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
を
こ
な
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
得
意
な
領
域
は

人
物
図
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
素
描
を
集
め
た
魚
大
の
『
水

墨
人
物
粉
本
』（
紙
本
墨
画
淡
彩
・
表
紙
・
縦
二
三
、八
、
横
一
六
、〇
、
画
面
・

縦
二
三
、四
、
横
三
〇
、四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）﹇
図
5
﹈、﹇
図
6
﹈、﹇
図
7
﹈、

﹇
図
8
﹈
を
検
討
す
る
と
、
こ
の
粉
本
集
に
は
、
狩
野
探
幽
の
《
獅
子
舞
図
》、

呉
春
の
《
月
次
図
》、
望
月
玉
川
の
《
漁
夫
図
》
な
ど
が
含
ま
れ
て
お
り
、

大
坂
の
写
生
派
画
家
の
魚
大
が
、
江
戸
の
狩
野
派
か
ら
京
の
四
条
派
ま
で
を

学
ん
で
お
り
、
そ
の
関
心
の
幅
広
さ
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。《
漁

中
国
の
河
川
の
イ
メ
ー
ジ
を
付
け
加
え
た

の
で
あ
る
。
後
の
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）

に
旭
荘
は
再
び
別
紙
に
紙
本
墨
書
で
跋
を

書
き
込
み
、
そ
の
跋
を
藤
井
藍
田
が
巻
末

に
貼
付
し
た
。
阿
波
出
身
の
藍
田
は
、
大

坂
の
南
堀
江
に
暮
ら
し
た
文
人
画
家
で
、

田
能
村
竹
田
に
絵
画
を
学
び
、
旭
荘
に
詩

文
を
習
っ
た
経
歴
を
も
つ（

2
）。

こ
の
図
巻
で

は
、
淀
川
の
情
景
を
中
国
の
山
野
に
繋
ぐ

半
江
の
想
像
力
と
、
そ
れ
を
理
解
し
て
揮

毫
し
た
旭
荘
の
学
識
が
示
さ
れ
る
。
こ
の

図
巻
を
制
作
す
る
際
に
、
半
江
が
、
何
ら

か
の
中
国
絵
画
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
か

ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
日
本
と
重
な

る
中
国
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
絵
画
に
お
け
る

美
術
交
流
の
美
し
い
痕
跡
を
留
め
て
い
て

感
動
を
呼
ぶ
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
述
べ
て
き
た
人
と

図 4　岡田半江《山水図巻（大川納涼図）》（部分）

人
と
の
交
歓
・
交
流
と
い
う
の
は
、
日
本
美
術
全
体
に
関
わ
る
キ
ー
ワ
ー
ド

で
あ
る
と
と
も
に
、
文
人
画
の
み
な
ら
ず
、
狩
野
派
や
四
条
派
に
お
い
て
も

あ
て
は
ま
る
特
質
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、
粉
本
を
縦
横
に
駆
使
し

た
狩
野
常
梅
や
四
条
派
の
西
山
完
瑛
ら
が
描
く
爽
や
か
な
絵
画
、
そ
し
て
、



近
世
近
代
の
日
本
絵
画
に
お
け
る
美
術
交
渉

五

浜
田
杏
堂
、
船
頭
の
墨
江
武
禅
、
表
具
師
の
松
本
奉
持
ら
が
集
ま
っ
て
、
文

人
仲
間
の
交
流
を
深
め
た
。
そ
し
て
ま
た
、
豊
後
竹
田
の
出
身
で
、
大
坂
郊

外
の
吹
田
で
亡
く
な
っ
た
田
能
村
竹
田
ら
も
大
坂
に
や
っ
て
来
て
、
京
坂
の

画
家
や
文
人
た
ち
と
親
し
く
交
流
し
た
。
こ
う
し
た
画
家
同
士
の
交
友
は
、

江
戸
時
代
の
文
人
画
の
典
型
的
な
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ

こ
で
は
、
特
定
の
個
人
と
個
人
の
交
流
の
み
な
ら
ず
、
直
接
・
間
接
の
伝
播

を
め
ぐ
る
関
係
が
生
じ
て
お
り
、
か
な
り
複
雑
な
交
流
が
な
さ
れ
た
わ
け
で

あ
る
。
直
接
的
な
交
流
、
あ
る
い
は
間
接
的
な
交
流
と
し
て
事
実
関
係
を
実

証
的
に
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
し
て
も
、
ま
ず
間
違
い
な
く
何
ら
か

の
影
響
関
係
が
あ
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
痕
跡
が
浮
上
し
て
く
る
場
合

図 7　魚大『水墨人物粉本』（呉春「月次図」）

図 8　魚大『水墨人物粉本』（望月玉川「漁夫図」）

図 6　魚大『水墨人物粉本』（探幽「獅子舞図」）

図 5　佐藤魚大『水墨人物粉本』（人形図）

夫
図
》
で
は
、
二
隻
の
小
舟
を
操
る
漁
師
た
ち
の
活
き
活
き
と
し
た
運
動
表

現
が
描
か
れ
、
望
月
玉
川
に
倣
っ
た
と
い
う
そ
の
描
写
は
、
無
駄
の
な
い
手

馴
れ
た
印
象
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
粉
本
帖
か
ら
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
お

け
る
日
本
の
絵
画
界
の
各
派
融
合
の
有
り
様
が
手
に
取
る
よ
う
に
理
解
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
魚
大
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
内
に
お
け
る
美
術
交
流
の
一
例

で
は
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
美
術
交
渉
と
い
う
べ
き
複
雑
な
事
実
関
係
を
明

ら
か
に
す
る
。

　

魚
大
ら
に
見
ら
れ
る
師
弟
関
係
お
よ
び
私
淑
の
複
雑
な
交
流
は
、
美
術
作

品
と
い
う
も
の
の
、
幅
の
広
い
交
流
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
江
戸
後

期
の
大
坂
で
は
、
伊
勢
長
島
藩
主
の
増
山
雪
斎
、
商
人
の
蒹
葭
堂
、
医
者
の



六

へ
の
出
品
に
お
い
て
、
そ
の
名
前
が
見
出
さ
れ
る
。
続
い
て
文
政
六
年
（
一

八
二
三
）
の
呉
春
十
四
回
忌
の
追
薦
書
画
展
観
に
《
月
下
秋
景
図
》
を
出
品

し
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
四
条
派
の
流
れ
を
汲
む
幕
末
の
画
家
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
で
、
こ
の
《
韃
靼
人
狩
猟
図
屏
風
》
に
お
い
て
も
、
か
つ
て
の
狩

野
派
や
雲
谷
派
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
、
幻
想
性
や
異
国
趣
味
は
後
退
し

て
、
平
明
な
写
生
的
要
素
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
や
は
り
幕
末
の
京
で
活
躍
し
た
横
山
清
暉
の
《
蘭
亭
曲
水
・
舟
遊

図
屏
風
》﹇
図
10
﹈
を
採
り
上
げ
る
と
、
右
隻
に
「
蘭
亭
曲
水
図
」
が
、
左

隻
に
「
舟
遊
図
」
が
描
か
れ
て
い
る
。「
安
政
丙
辰
」
の
墨
書
か
ら
、
制
作

年
は
幕
末
期
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
六
五
歳
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
判
明

す
る
。
右
隻
左
側
に
は
蘭
亭
が
大
き
く
描
か
れ
、
そ
の
建
物
の
中
に
座
す
人

物
が
王
羲
之
で
あ
ろ
う
。
蘭
亭
の
手
前
に
は
、
食
通
で
食
用
の
鵞
鳥
を
飼
っ

た
と
伝
え
ら
れ
る
王
羲
之
の
逸
話
を
示
す
鵞
鳥
が
遊
ん
で
お
り
、
右
手
に
は

が
あ
る
。
従
来
の
美
術
史
研
究
は
、
こ
う
し
た
、
い
わ
ば
複
雑
な
「
反
映
」

と
で
も
い
う
べ
き
事
態
に
つ
い
て
は
、
学
問
的
な
正
確
さ
が
な
い
と
し
て
判

断
停
止
を
続
け
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
広

範
囲
に
わ
た
る
視
野
か
ら
、
対
象
を
半
ば
大
掴
み
に
理
解
す
る
姿
勢
が
求
め

ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
直
接
、
間
接
の
影
響
関
係

で
は
な
く
、
曖
昧
で
は
あ
る
が
、
そ
う
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
間
接
的
で
複

雑
な
反
映
の
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
あ
り
方
を
、
日
本
内
部
に
お
け
る

「
美
術
交
渉
」
と
定
義
し
て
お
き
た
い
。

二
、
京
の
写
生
派
に
お
け
る
中
国
図
様
の
問
題

　

幕
末
の
京
に
お
い
て
、
写
生
派
の
画
家
と
し
て
健
筆
を
揮
っ
た
田
中
日
華

（
生
年
不
詳
―

一
八
四
五
）、
横
山
清
暉
（
一
七
九
二
―

一
八
六
四
）、
柴
田
是

真
（
一
八
〇
七
―

一
八
九
一
）
の
三
人
に
よ
る
三
点
の
作
品
を
採
り
上
げ
て
、

そ
の
中
国
図
様
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　

田
中
日
華
は
、
六
曲
一
双
の
《
韃
靼
人
狩
猟
図
屏
風
》﹇
図
9
﹈
を
制
作

し
た
。
韃
靼
人
と
は
、
す
な
わ
ち
蒙
古
人
を
指
し
、
そ
の
狩
猟
場
面
を
扱
っ

た
作
品
で
あ
る
。
右
隻
に
六
人
の
韃
靼
人
が
、
左
隻
に
は
四
人
の
韃
靼
人
が

い
て
、
師
匠
の
四
条
派
画
家
、
岡
本
豊
彦
の
作
風
を
引
き
継
ぐ
平
明
な
画
面

構
成
を
示
し
て
い
る
。
日
華
の
生
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
師
弟
関
係
な
ど
か

ら
推
測
し
て
、
一
七
七
四
年
以
降
、
一
七
九
五
年
以
前
に
生
ま
れ
た
可
能
性

が
高
く
、
お
そ
ら
く
六
〇
歳
代
ま
で
活
躍
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
岡
本
豊

彦
の
高
弟
で
、
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
に
河
村
文
鳳
社
中
主
催
の
展
観

図 9　田中日華《韃靼人狩猟図屏風》
（部分）



近
世
近
代
の
日
本
絵
画
に
お
け
る
美
術
交
渉

七

じ
め
は
呉
春
に
就
い
て
絵
画
の
修
行
に
励
ん
だ
が
、
次
に
松
村
景
文
に
師
事

し
、
弟
子
た
ち
五
名
連
記
の
霊
前
誓
文
書
で
は
、
筆
頭
に
署
名
が
記
さ
れ
、

景
文
の
一
番
弟
子
で
あ
っ
た
。《
蘭
亭
曲
水
・
舟
遊
図
》
に
見
ら
れ
る
平
明
か

つ
爽
や
か
な
写
生
的
風
景
は
、
師
匠
譲
り
の
四
条
派
の
作
風
の
典
型
で
、
描

か
れ
た
樹
木
の
群
葉
は
、
呉
春
や
景
文
ら
を
髣
髴
と
さ
せ
る
。
左
隻
の
「
舟

遊
図
」
の
中
国
趣
味
あ
ふ
れ
る
構
図
や
、
彼
方
ま
で
広
が
る
奥
行
き
の
あ
る

写
生
的
空
間
な
ど
は
、
幕
末
四
条
派
の
本
領
と
い
う
べ
き
描
写
で
あ
ろ
う
。

　

続
い
て
、
柴
田
是
真
を
採
り
上
げ
る
と
、
山
水
、
花
鳥
、
人
物
を
描
い
た

川
の
流
れ
の
そ
ば
で
、
多
く
の
人
物
が
詩
を
詠
み
酒
を
酌
み
交
わ
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
左
隻
の
「
舟
遊
図
」
で
は
、
広
々
と
し
た
写
生
的
な
景
観

が
描
か
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
右
隻
の
「
蘭
亭
曲
水
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
中
国
東

晋
の
永
和
九
年
（
三
五
三
）
に
、
王
羲
之
が
会
稽
山
陰
に
あ
っ
た
名
勝
蘭
亭

に
、
文
雅
の
士
四
一
人
と
集
ま
っ
て
、
上
巳
（
陰
暦
三
月
三
日
）
の
修み

そ
ぎ禊
、

す
な
わ
ち
悪
を
祓
う
祭
り
の
酒
宴
を
催
し
て
、
皆
で
詩
を
つ
く
っ
た
と
い
う

故
事
を
さ
す
。
蛇
行
す
る
川
の
上
流
か
ら
杯
を
浮
か
べ
て
流
し
、
自
分
の
前

を
通
り
過
ぎ
ぬ
う
ち
に
詩
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
出
来
な
か
っ
た
者
は
罰

杯
を
科
せ
ら
れ
た
と
い
う
。「
蘭
亭
曲
水
図
」
の
図
様
は
、
近
世
絵
画
に
頻

繁
に
採
り
上
げ
ら
れ
、
江
戸
時
代
の
中
国
趣
味
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

清
暉
の
住
所
は
京
都
六
角
室
町
東
、
新
町
四
条
北
と
記
さ
れ
て
い
る
。
は

図10　横山清暉《蘭亭曲水・舟遊図屏風》
（部分）

図11　柴田是真《郭子儀図》（部分）

妙
心
寺
大
雄
院
方
丈
五
室

に
は
、
是
真
の
紙
本
墨
画

淡
彩
に
よ
る
障
壁
画
が
は

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら

の
中
、
室
中
に
は
襖
一
六

面
に
よ
っ
て
《
郭
子
儀
図
》

﹇
図
11
﹈
が
描
か
れ
た
。
こ

の
障
壁
画
は
、
是
真
二
四

歳
か
ら
二
七
歳
の
初
期
作

品
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て

い
る（

3
）。

下
間
一
之
間
の
是

真
初
期
の
落
款
は
珍
し
い
。

《
郭
子
儀
図
》
は
、
実
在
す

る
唐
代
の
武
将
郭
子
儀
（
六



八

て
制
作
さ
れ
る
場
合
と
は
少
々
異
な
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
日
本
の
内
部
で
継

承
さ
れ
て
き
た
中
国
画
題
の
図
様
が
描
か
れ
て
お
り
、
か
つ
て
は
中
国
で
も

描
か
れ
た
図
様
の
変
化
し
た
も
の
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
日
本
的
な
写
生
派

風
の
形
態
描
写
を
も
含
め
て
考
察
す
る
と
、
も
は
や
、
こ
れ
ら
は
伝
統
的
な

日
本
の
図
様
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
図
様
の
内
容
は
、
中
国
の

風
俗
で
あ
り
、
中
国
の
故
事
で
あ
り
、
中
国
の
人
物
伝
で
あ
る
。
と
り
わ
け

室
町
時
代
以
降
、
中
国
の
西
湖
の
風
景
や
瀟
湘
八
景
な
ど
の
山
水
図
、
そ
し

て
蘇
東
坡
な
ど
の
人
物
図
が
日
本
の
絵
画
に
流
入
し
て
、
江
戸
時
代
の
中
国

趣
味
、
す
な
わ
ち
、
日
本
人
に
よ
る
中
国
理
解
お
よ
び
中
国
憧
憬
と
な
っ

て
、
日
本
の
絵
画
の
多
く
が
中
国
の
画
題
を
扱
う
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ

ば
、
幕
末
期
の
図
様
の
多
く
は
、
中
国
の
図
様
と
い
う
よ
り
も
、
少
な
く
と

も
形
式
面
に
お
い
て
は
、
日
本
の
図
様
へ
と
変
容
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
も
と
も
と
中
国
に
源
泉
を
お
く
図
様
内
容
が
、
日
本
の
内
部
で
伝
播
、

影
響
、
交
流
し
て
い
く
中
で
日
本
化
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
要
す
る

に
、
日
本
的
な
「
型
」
と
い
う
も
の
の
誕
生
で
あ
る
。

　

誕
生
し
た
日
本
の
中
国
図
様
は
、
次
の
段
階
と
し
て
、
日
本
内
部
で
の
影

響
、
交
流
な
ど
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
接
触
の
状
況
を
示
し
て
い
て
、
こ
れ
こ

そ
「
交
渉
」
と
い
う
言
葉
で
定
義
し
て
お
く
し
か
な
い
、
い
わ
ば
複
雑
に
屈

曲
す
る
乱
反
射
に
も
似
た
伝
播
、
影
響
、
交
流
の
結
果
で
あ
る
。
こ
う
し
た

中
国
図
様
の
日
本
化
と
い
う
事
態
は
、
中
世
に
遡
れ
ば
、
十
一
世
紀
中
頃
に

制
作
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
《
十
六
羅
漢
像
》（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
に
見

ら
れ
る
羅
漢
の
穏
や
か
な
風
貌
や
、
美
し
い
形
態
描
写
に
も
見
て
と
る
こ
と

九
七
―

七
八
一
）
と
そ
の
家
族
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
郭
子
儀
は
、
粛
宗

の
時
代
に
安
史
の
乱
（
七
五
五
ー
七
六
三
）
を
鎮
圧
し
、
長
安
・
洛
陽
を
奪

回
す
る
と
い
う
功
績
に
よ
っ
て
、
汾
陽
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
。
ま
た
、
安
史
の

乱
後
も
、
僕
固
懐
恩
が
北
族
兵
を
指
揮
し
て
挙
兵
す
る
と
、
郭
子
儀
は
反
乱

を
平
定
し
て
唐
朝
の
危
機
を
救
っ
た
。
そ
の
武
勲
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
太
尉

中
書
令
と
い
う
高
位
に
登
る
こ
と
に
な
る
。
八
五
歳
の
長
寿
を
全
う
し
た
郭

子
儀
は
、
身
の
丈
六
尺
を
越
え
る
偉
丈
夫
で
人
格
者
と
伝
え
ら
れ
、
八
人
の

息
子
と
七
人
の
娘
、
そ
し
て
七
人
の
婿
と
数
十
人
の
孫
を
も
ち
、
子
孫
の
そ

れ
ぞ
れ
が
栄
進
し
た
と
い
う（

4
）。

　

お
そ
ら
く
是
真
は
、
先
行
す
る
円
山
応
挙
ら
の
《
郭
子
儀
図
》
を
参
考
に

し
て
筆
を
採
っ
た
に
違
い
な
い
。
江
戸
後
期
の
画
家
に
と
っ
て
の
中
国
文
化

の
理
解
は
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
し
っ
か
り
と
し
た
文
献
に
基
づ
い
た
も
の

で
は
な
く
、
流
布
さ
れ
た
絵
画
の
図
様
を
参
考
に
し
て
構
想
を
練
っ
た
場
合

が
多
い
。
そ
の
た
め
に
、
し
ば
し
ば
誤
っ
た
図
様
が
絵
画
化
さ
れ
る
こ
と
も

多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。《
郭
子
儀
図
》
で
採
り
上
げ
ら
れ
た
図
様
は
、
円

山
派
や
四
条
派
を
筆
頭
に
、
多
く
の
画
家
た
ち
に
よ
っ
て
、
一
家
繁
栄
、
出

世
長
寿
を
象
徴
す
る
画
題
と
し
て
、
近
世
絵
画
に
お
い
て
し
ば
し
ば
描
か
れ

て
い
る
。
と
り
わ
け
、
江
戸
時
代
後
期
の
平
安
な
市
民
社
会
で
は
、
人
格
円

満
な
老
翁
と
し
て
、
子
供
や
孫
た
ち
に
囲
ま
れ
た
郭
子
儀
が
描
か
れ
た
。

　

さ
て
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
日
華
、
清
暉
、
是
真
ら
の
三
点
の
作
品
に

は
、「
韃
靼
人
狩
猟
図
」、「
蘭
亭
曲
水
・
舟
遊
図
」、「
郭
子
儀
図
」
の
中
国

画
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
日
本
の
絵
画
が
、
中
国
絵
画
の
影
響
を
直
接
受
け
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九

も
、
京
狩
野
家
九
代
の
狩
野
永
岳
（
一
七
九
〇
―

一
八
六
七
）
周
辺
の
画
家

の
手
に
な
る
も
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
春
光
院
客
殿
障
壁
画
の
作
者
特
定
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
言
及
し

な
い（

5
）。

一
応
、
伝
狩
野
永
岳
筆
と
し
て
論
を
進
め
る
。
こ
の
障
壁
画
の
中
、

下
間
前
室
に
は
、
古
来
、
中
国
の
士
大
夫
の
教
養
と
し
て
尊
ば
れ
、
日
本
で

も
室
町
時
代
か
ら
頻
繁
に
描
か
れ
た
《
琴
棋
書
画
図
」》﹇
図
12
﹈、﹇
図
13
﹈

が
見
ら
れ
る（

6
）。

が
で
き
る
が
、
そ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
も
厳
し
い
中
国
画
像
と
は
対
照
的

に
、
お
っ
と
り
と
し
た
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か

し
、
中
世
と
は
時
代
の
隔
た
る
江
戸
時
代
、
と
り
わ
け
幕
末
期
に
お
け
る
中

国
由
来
の
図
様
は
、
中
国
の
も
の
と
も
日
本
の
も
の
と
も
区
別
す
る
こ
と
の

で
き
な
い
図
様
と
い
う
よ
り
も
、
も
は
や
、「
型
と
な
っ
た
」
日
本
の
「
伝

統
的
画
像
」
と
で
も
い
う
し
か
な
い
図
様
で
あ
る
。
こ
う
し
た
美
術
交
流
の

あ
り
方
は
、
日
本
内
部
の
「
美
術
交
渉
」
で
は
あ
る
が
、
中
国
図
様
の
日
本

的
展
開
と
い
う
意
味
を
含
め
る
と
、
や
は
り
、
日
本
と
中

国
に
関
わ
る
「
美
術
交
渉
」
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三
、
京
の
狩
野
派
と
袁
江
、
袁
耀

　

江
戸
時
代
ま
で
の
日
本
の
絵
画
が
、
中
国
絵
画
の
影
響

を
受
け
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る
に
し
て
も
、

両
者
の
関
係
を
明
確
に
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

が
多
い
。
江
戸
時
代
後
期
の
絵
画
史
を
振
り
返
っ
て
み
る

だ
け
で
も
、
膨
大
な
絵
画
や
資
料
類
が
消
失
し
て
い
る
わ

け
で
、
も
と
も
と
関
連
が
あ
っ
た
絵
画
同
士
の
関
係
を
実

証
的
に
証
明
す
る
こ
と
は
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し

た
問
題
提
起
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
の
一
例
と
し
て
、
京

の
狩
野
派
の
作
品
を
論
じ
て
み
た
い
。

　

妙
心
寺
春
光
院
客
殿
に
は
、
伝
狩
野
永
岳
の
金
碧
障
壁

画
が
遺
存
し
て
い
る
。
そ
の
作
者
は
不
明
で
あ
る
に
し
て

図12　伝狩野永岳《琴棋書画図》（部分）（「琴」）

図13　伝狩野永岳《琴棋書画図》（部分）（「書」）



一
〇

牧
谿
風
の
猿
猴
を
描
い
た
掛
幅
を
前
に
し
て
、
椅
子
に
座
す
人
物
が
、
左
手

に
巻
か
れ
た
掛
幅
を
持
っ
て
、
右
手
に
い
る
三
本
の
掛
幅
を
抱
く
童
子
の
方

を
振
り
向
い
て
い
る
。
童
子
の
後
に
は
柳
の
枝
が
垂
れ
下
が
る
。
そ
の
遥
か

後
方
に
は
、
険
し
い
連
山
が
姿
を
現
わ
し
て
い
る
。
中
央
に
座
し
た
男
の
前

に
は
、
矢
筈
で
掛
幅
を
支
え
持
つ
童
子
と
、
そ
の
傍
で
牧
谿
風
の
絵
画
を
指

差
し
な
が
ら
説
明
す
る
人
物
が
い
る
。
加
え
て
左
側
に
は
、
そ
の
様
子
を
眺

め
る
二
人
の
身
分
の
高
い
人
物
が
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
人
は
長
く

て
白
い
鬚
を
生
や
し
た
、
か
な
り
高
齢
の
人
物
で
あ
る
。
後
方
に
は
机
が
置

か
れ
、
そ
の
上
に
筆
や
硯
や
紙
な
ど
の
画
材
が
置
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
後

方
に
は
、
な
だ
ら
か
な
丘
陵
と
、
密
集
す
る
群
葉
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
右

側
の
場
面
に
は
、
背
中
に
笠
を
吊
る
し
た
童
子
を
引
き
連
れ
た
人
物
が
、
杖

を
持
っ
て
中
央
へ
と
歩
み
寄
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
背
後
に
は
大
き
な
樹

木
が
二
本
立
ち
、
そ
の
後
方
に
は
岩
山
が
姿
を
現
わ
す
。

　

こ
れ
ら
の
襖
絵
に
お
い
て
見
逃
せ
な
い
の
は
、
中
国
清
代
の
画
家
、
た
と

え
ば
一
八
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た
画
院
画
家
の
袁
江
や
そ
の
息
子
の
袁
耀
ら

の
作
風
の
影
響
で
あ
る
。
袁
江
は
、
江
蘇
省
揚
州
の
画
家
で
、
雍
正
年
間

（
一
七
二
三
―

三
五
）
に
宮
廷
の
画
院
画
家
を
務
め
、
北
宋
の
山
水
画
を
範
と

仰
ぎ
、
独
特
の
立
体
感
漲
る
装
飾
的
な
作
風
に
よ
っ
て
、
幾
何
学
的
な
形
態

を
強
調
す
る
楼
閣
を
描
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
そ
の
息
子
の
袁
耀
は
、
や

は
り
江
蘇
省
揚
州
の
画
家
と
し
て
袁
江
の
作
風
を
受
け
継
い
で
、
父
親
譲
り

の
山
水
画
や
楼
閣
な
ど
の
建
築
描
写
を
得
意
と
し
た
が
、
文
人
画
の
特
質
を

も
採
り
入
れ
、
花
鳥
画
で
も
有
名
で
あ
る
。
乾
隆
年
間
（
一
七
三
六
―

九
五
）

　

ま
ず
、
西
側
の
襖
四
面
は
「
琴
」
の
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
室
内
で
陶

器
の
椅
子
に
腰
を
か
け
て
琴
を
奏
で
る
人
物
と
、
そ
の
前
と
横
に
座
る
二
人

の
男
、
加
え
て
、
奏
者
の
後
ろ
で
床
に
う
ず
く
ま
る
童
子
の
姿
が
見
ら
れ

る
。
ま
た
、
室
外
に
も
会
話
す
る
二
人
の
人
物
が
立
ち
、
そ
の
後
ろ
に
は
、

墨
戯
風
の
絵
画
が
描
か
れ
た
衝
立
が
立
て
ら
れ
、
手
前
の
机
に
は
食
器
類
と

書
物
が
置
か
れ
た
。
さ
ら
に
手
前
に
は
、
布
で
包
ん
だ
小
さ
な
手
荷
持
を
持

つ
童
子
が
控
え
て
い
る
。
建
物
の
周
辺
に
は
、
枝
振
り
の
良
い
松
樹
と
岩
石

な
ど
が
配
置
さ
れ
た
。

　

続
く
南
側
の
襖
四
面
は
「
棋
」
の
場
面
で
、
水
面
に
浮
か
ぶ
小
舟
が
見
ら

れ
る
。
籐
で
編
ん
だ
日
除
け
の
屋
根
を
戴
く
小
舟
に
は
、
飲
茶
の
食
器
類
や

団
扇
が
積
み
込
ま
れ
た
。
小
舟
の
上
方
に
は
柳
の
枝
が
垂
れ
下
が
り
、
遠
方

に
は
山
岳
が
聳
え
て
い
る
。
画
面
の
至
る
所
に
金
銀
の
砂
子
が
蒔
か
れ
、
典

雅
で
優
美
な
性
格
が
強
調
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
北
側
の
襖
四
面
は
「
書
」
の
場
面
で
、
室
内
で
机
に
向
か
う
三
人

の
人
物
が
描
か
れ
た
。
床
の
碁
盤
状
の
幾
何
学
模
様
が
目
を
引
く
が
、
近
く

に
は
童
子
が
佇
立
し
て
、
周
辺
に
は
太
湖
石
や
生
い
茂
る
樹
木
の
葉
が
印
象

的
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
カ
ー
テ
ン
を
引
か
れ
た
室
内
の
上
部
は
、
霞
で
暈

さ
れ
、
金
雲
が
描
か
れ
て
い
る
。「
書
」
と
い
う
の
は
、
元
来
は
知
識
人
の

生
活
の
基
本
で
あ
る
読
書
が
原
義
だ
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
画
面
に
は
書
籍

が
置
か
れ
た
場
面
が
選
択
さ
れ
る
の
だ
が
、
後
漢
の
頃
か
ら
書
籍
が
書
芸
の

意
味
に
転
じ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る（

7
）。

　

東
側
の
襖
六
面
に
は
「
画
」
の
場
面
が
描
か
れ
る
。
中
央
の
襖
二
面
に
は
、
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一
一

そ
れ
に
酷
似
す
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
袁
江
の
《
海
屋
沾

》（
中
国
美

術
館
蔵
）﹇
図
14
﹈
や
袁
耀
の
《
拟
九
成
宮
意
》（
中
国
美
術
館
蔵
）﹇
図

）
8
（15

﹈

な
ど
の
作
品
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
や
は
り
斜
線
を
強
調
す
る
幾
何
学
的
な

建
物
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
印
象
深
い
。
春
光
院
の
伝
永
岳
筆
《
琴
棋
書
画
図
》

が
、
袁
江
や
袁
耀
の
作
品
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
両
者

の
関
係
を
裏
づ
け
る
資
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
ま
っ
た
く
同
じ
モ

テ
ィ
ー
フ
が
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
あ
く
ま
で
酷
似
し
て
い
る
と

い
う
言
い
方
し
か
で
き
な
い
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
、
と
り
わ
け
幕
末
期
の

狩
野
派
の
絵
画
に
お
い
て
、
こ
の
種
の
形
態
モ
テ
ィ
ー
フ
が
何
に
由
来
す
る

の
か
、
と
考
え
た
と
き
、
ご
く
自
然
に
袁
江
、
袁
耀
の
作
品
が
想
起
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
絵
画
に
見
ら
れ
る
類
似
関
係
は
、
従
来
の
影
響
関
係
を
論
じ
る

に
活
躍
し
た
。
金
地
濃
彩
画
を
よ
く
し
た
袁
江
、
ま
た
そ
れ
に
文
人
画
風
を

加
味
し
た
袁
耀
ら
清
代
の
画
家
た
ち
と
幕
末
の
画
家
た
ち
と
の
関
係
は
、
江

戸
絵
画
史
に
お
い
て
重
要
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
春
光
院
客
殿
の
《
琴
棋
書
画
図
》
の
中
の
「
書
」
や
「
琴
」

の
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
《
源
氏
物
語
絵
巻
》
風
に
い
え
ば
、
吹
き
抜
き

屋
台
と
で
も
い
う
べ
き
建
物
、
室
内
に
置
か
れ
た
長
机
や
衝
立
、
さ
ら
に
床

の
部
分
に
敷
き
詰
め
ら
れ
た
模
様
の
あ
る
敷
瓦
（
タ
イ
ル
）
な
ど
、
形
態
モ

テ
ィ
ー
フ
は
、
平
行
線
に
さ
れ
た
斜
線
を
強
調
す
る
幾
何
学
的
な
形
態
と

な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
形
態
は
、
京
狩
野
の
山
楽
、
山
雪
、
と
り
わ
け
山

雪
の
そ
れ
に
も
近
い
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
こ

の
幾
何
学
的
形
態
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
先
に
言
及
し
た
清
代
の
袁
江
や
袁
耀
の

図14　袁江《海屋沾筹》（部分）

図15　袁耀《拟九成宮意》（部分）

美
術
史
研
究
か
ら
は
排
除
さ

れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
実
証

す
る
決
定
的
な
資
料
が
な
い

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
袁
派

に
言
及
し
た
論
文
と
し
て
は
、

内
藤
湖
南
の
『
清
朝
史
通
論
』

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
の
書
で
湖
南
は
、
袁
派
と

幕
末
期
日
本
の
絵
画
の
影
響

関
係
に
言
及
し
て
、「
支
那
人



一
二

係
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
そ
の
学
問
の
方
法
は
、
大
き
な
意
味
を
も
つ
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

四
、
萬
鐡
五
郎
に
お
け
る
西
洋
と
東
ア
ジ
ア

　

大
正
時
代
の
洋
画
界
に
お
い
て
、
最
も
先
鋭
に
近
代
的
な
性
格
を
担
っ
た

画
家
と
い
え
ば
、
ま
ず
萬
鉄
五
郎
（
一
八
八
五
―

一
九
二
七
）
の
名
前
を
挙

げ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
九
一
七
年
（
大
正
六
）
に
制
作
さ
れ
た
、

「
大
正
六
年
」の
年
記
を
も
つ《
筆
立
て
の
あ
る
静
物
》（
岩
手
県
立
博
物
館
蔵
）

﹇
図
16
﹈
で
は
、
斜
め
上
方
か
ら
眺
め
ら
れ
た
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
は
、
奥
の

方
に
正
方
形
の
敷
物
に
載
る
急
須
と
細
長
い
壷
、
そ
の
右
側
に
三
本
の
筆
を

入
れ
た
筆
立
が
描
か
れ
る
。
テ
ー
ブ
ル
の
手
前
に
は
、
黒
っ
ぽ
い
布
の
上
に

湯
呑
と
マ
ッ
チ
箱
と
灰
皿
、
そ
れ
に
七
つ
の
小
さ
な
猪
口
を
載
せ
た
お
盆
が

は
氣
品
の
無
い
つ
ま
ら
な
い
も
の
と
し
て
居
り
ま
す
が
、
當
時
は
畫
院
で
寫

實
の
も
の
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
と
同
様
に
、
民
間
に
も
此
等
の
派
が
行
わ
れ

る
と
い
ふ
時
代
思
潮
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
是
は
近
年
ま
で
は

日
本
に
は
知
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
、
徳
川
の
末
年
の
畫
風
と
相
類
似
し
て
居

つ
て
も
、
少
し
も
日
本
畫
に
影
響
し
た
痕
跡
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
同
じ

寫
生
の
山
水
で
も
、
我
が
文
晁
な
ど
は
袁
一
派
よ
り
は
上
品
な
畫
を
畫
い
た

（
9
）。」

と
述
べ
て
い
る
。
湖
南
の
「
是
は
近
年
ま
で
は
日
本
に
知
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
、
徳
川
の
末
年
の
畫
風
と
相
類
似
し
て
居
つ
て
も
、
少
し
も
日
本
畫

に
影
響
し
た
痕
跡
は
な
い
」
と
い
う
主
張
は
、
や
は
り
似
て
は
い
る
が
、
そ

れ
を
裏
づ
け
る
物
証
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
物
証
が

な
い
こ
と
か
ら
、「
日
本
畫
に
影
響
し
た
痕
跡
は
な
い
」
と
い
う
主
張
も
成

り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
も
し
両
者
に
直
接
の
関
係
が
な
い
と

し
て
も
、
こ
の
類
似
は
た
だ
事
で
は
な
い
。
た
と
え
間
接
的
で
は
あ
っ
て

も
、
明
ら
か
に
両
者
に
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
は
ず
だ
、
と
考
え
る
方
が

自
然
で
あ
ろ
う
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
両
者
の
間
に
介
在
す
る
も
う
一
つ
別

の
絵
画
が
存
在
し
、
そ
の
絵
画
を
媒
介
と
し
て
伝
永
岳
の
作
品
が
生
ま
れ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
要
す
る
に
、
こ
う
し
た
微
妙
な
関
係
に
言
及
す
る
の
が

「
美
術
交
渉
」
と
い
う
立
場
で
あ
る
と
言
っ
て
お
き
た
い
。
さ
ま
ざ
ま
に
は

ね
返
り
、
屈
折
し
、
複
数
の
も
の
に
突
き
当
た
り
な
が
ら
反
映
さ
れ
る
事
態

を
積
極
的
に
採
り
上
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
、
あ
る
広
範
囲
の
地
域
、
た
と
え

ば
東
ア
ジ
ア
と
い
う
よ
う
な
地
域
に
お
け
る
美
術
の
複
雑
な
関
係
性
は
見
出

さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
今
述
べ
た
よ
う
な
「
美
術
交
渉
」
と
い
う
関

図16　萬鐡五郎《筆立てのある静物》
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三

と
も
よ
く
似
て
い
る
が
、
空
間
全
体
の
表
現
は
、
現
実
の
空
間
を
把
握
す
る

と
い
う
意
識
に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
《
筆
立
て
の
あ
る
静
物
》

は
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
を
想
起
さ
せ
る
と
い
っ
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
《
筆
立
て
の
あ
る
静
物
》
は
、
次
に
採
り
上
げ
る
《
薬
罐
と
茶
道
具

の
あ
る
静
物
》（
岩
手
県
立
博
物
館
蔵
）﹇
図
18
﹈
と
比
較
す
る
と
、
運
動
表

現
と
い
う
点
に
お
い
て
、
か
な
り
異
な
っ
て
お
り
、
と
も
か
く
動
き
の
な
い

静
か
な
静
物
画
で
あ
る
。《
薬
罐
と
茶
道
具
の
あ
る
静
物
》
に
つ
い
て
萬
が

書
い
た
「
私
の
履
歴
書
」
で
は
、「
七
年
に
は
院
展
の
方
へ
『
静
物
』
を
出

描
か
れ
て
い
る
。
画
面
の
中
央
左
に
置
か
れ
た
グ
レ
ー
の
湯
呑
と
テ
ー
ブ

ル
・
ク
ロ
ス
だ
け
が
灰
色
に
近
い
深
緑
色
で
、
他
の
ほ
と
ん
ど
は
、
濃
淡
さ

ま
ざ
ま
な
茶
褐
色
で
描
か
れ
て
い
る
。
緑
色
と
茶
褐
色
の
組
合
せ
は
、
ピ
カ

ソ
の
《
テ
ー
ブ
ル
の
上
の
パ
ン
と
果
物
入
れ
》（
一
九
〇
八
年
）﹇
図
17
﹈
な

ど
の
静
物
画
の
色
彩
を
想
起
さ
せ
る
。
モ
テ
ィ
ー
フ
の
配
置
を
検
討
し
て
み

る
と
、
フ
ァ
ン
・
レ
ー
ス
の
静
物
画
を
想
起
さ
せ
る
萬
の
《
パ
イ
プ
の
あ
る

静
物
》（
一
九
一
四
―

一
五
年
）
や
《
手
袋
の
あ
る
静
物
》（
一
九
一
五
年
）

と
は
異
な
っ
て
、《
筆
立
て
の
あ
る
静
物
》
で
は
、
湯
呑
な
ど
個
々
の
モ

図17　ピカソ《テーブルの上のパンと
果物入れ》

図18　萬鐡五郎《薬罐と茶道具のある静物》

し（
10
）」

と
い
う
記
述
が
見
ら
れ

る
が
、
こ
の
静
物
画
は
《
薬

罐
と
茶
道
具
の
あ
る
静
物
》

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
当
時
活
動
し
て
い

た
洋
画
家
で
美
術
批
評
も
執

筆
し
た
山
脇
信
徳
が
、『
中
央

美
術
』
誌
上
に
お
い
て
、
次

の
よ
う
な
批
評
文
を
載
せ
て

い
る
か
ら
で
あ
る（

11
）。

こ
の
静

物
画
は
、
一
九
一
八
年
（
大

正
七
）
に
院
展
に
出
品
さ
れ

た
も
の
で
、「
大
正
七
年
」
の

年
記
を
も
っ
て
い
る
。

テ
ィ
ー
フ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
感
を
押
し
出
す
よ
う
に
、
他
の

事
物
と
は
一
定
の
距
離
を
も
つ
よ
う
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら

の
周
囲
の
空
間
は
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
お

り
、
そ
れ
は
ピ
カ
ソ
、
ブ
ラ
ッ
ク
ら
の
一
九
〇
八
年
頃
の
静
物
画



一
四

に
、
真
上
か
ら
描
か
れ
た
朱
色
の
と
っ
く
り
の
よ
う
な
容
器
に
よ
っ
て
、

い
っ
そ
う
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
お
盆
や
そ
の
上
の
急
須
や
湯

呑
が
、
手
前
に
滑
り
落
ち
そ
う
な
格
好
に
な
っ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
こ
の
画
面
に
つ
い
て
正
確
に
述
べ
る
と
、
画
家
が
、
あ
る
一
つ
の

場
所
か
ら
見
た
情
景
を
描
い
た
も
の
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
後
期
印
象
派
の

セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
多
視
点
（
い
く
つ
か
の
異
な
る
場

所
か
ら
見
た
情
景
を
一
画
面
に
ま
と
め
て
描
く
こ
と
）
を
用
い
て
描
か
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
多
視
点
に
よ
っ
て
空
間
全
体
を
屈

曲
、
歪
曲
さ
せ
な
が
ら
も
、
依
然
と
し
て
西
洋
の
伝
統
的
な
遠
近
法
的
空
間

を
保
持
す
る
描
写
法
で
あ
る
。
こ
う
し
た
空
間
描
写
は
、
ピ
カ
ソ
の
一
九
〇

九
年
頃
の
静
物
画
に
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
や
は
り
、
セ
ザ
ン
ヌ
の

静
物
画
に
近
い
性
格
を
示
す
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
一
九
一
五
年
（
大
正

四
）
か
ら
一
七
年
（
大
正
六
）
に
か
け
て
は
、
萬
が
フ
ラ
ン
ス
・
キ
ュ
ビ
ス

ム
に
没
頭
し
て
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
風
の
さ
ま
ざ
ま
な
実
験
を
行
っ
た
時
期
に
あ

た
る
。
こ
の
時
期
、
萬
は
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
前
衛
芸

術
に
強
い
関
心
を
抱
き
、
そ
の
影
響
を
直
截
に
受
け
て
い
た
。

　

こ
の
《
薬
罐
と
茶
道
具
の
あ
る
静
物
》
に
見
ら
れ
る
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
運
動

感
は
、
テ
ー
ブ
ル
に
置
か
れ
た
瓶
な
ど
が
、「
摘
ま
ん
だ
様
に
横
に
の
め
っ

て
い
て
、（
中
略
）
飴
の
よ
う
に
滑
か
に
歪
ん
で
畸
形
な
瓢
箪
形
に
ね
じ
れ

て
」
い
る
た
め
に
生
じ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
印
象
は
、
薬
罐
と
茶
筒
と
瓢

箪
形
の
壷
の
上
部
周
辺
に
お
い
て
、
輪
郭
線
に
沿
っ
て
並
行
に
走
る
影
の
よ

う
な
、
濃
い
灰
色
の
線
描
に
よ
っ
て
一
層
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
運

　

茶
碗
が
皆
、
摘
ま
ん
だ
様
に
横
に
の
め
っ
て
い
て
、
徳
利
？
の
口
が

飴
の
よ
う
に
滑
か
に
歪
ん
で
畸
形
な
瓢
箪
形
に
ね
じ
れ
て
い
た
り
、
又

正
面
図
の
薬
缶
に
平
面
の
蓋
が
の
っ
か
っ
て
今
に
も
辷
り
落
ち
相
な
の

も
頗
る
真
面
目
な
お
か
し
み
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
こ
に
新
し
い
静
物

画
の
一
種
が
生
ま
れ
た
事
を
よ
ろ
こ
ぶ（

12
）。

　

山
脇
の
批
評
文
で
印
象
深
い
言
葉
は
、「
真
面
目
な
お
か
し
み
」
と
「
新

し
い
静
物
画
の
一
種
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
が
、
山
脇
は
、
こ
の
静
物
画
の

独
自
性
を
指
摘
し
絶
賛
し
た
。
こ
う
し
た
批
評
文
を
手
が
か
り
に
し
て
、

《
薬
罐
と
茶
道
具
の
あ
る
静
物
》
を
観
察
し
て
み
る
と
、
こ
の
作
品
は
、
一

九
一
七
年
（
大
正
六
）
ま
で
に
萬
が
制
作
し
た
動
き
の
な
い
堅
固
な
静
物
画

と
は
異
な
っ
て
、「
真
面
目
な
お
か
し
み
」
を
表
わ
す
動
き
の
あ
る
表
現
を

示
し
て
い
る
。
テ
ー
ブ
ル
に
置
か
れ
た
湯
呑
や
茶
筒
な
ど
は
、
山
脇
の
言
葉

に
従
っ
て
説
明
す
れ
ば
、「
今
に
も
辷
り
落
ち
相
な
」
運
動
感
を
見
せ
て
お

り
、
ま
る
で
、
生
き
物
の
よ
う
に
、
テ
ー
ブ
ル
か
ら
転
が
っ
て
ゆ
き
そ
う
な

雰
囲
気
を
醸
し
出
し
、
ま
こ
と
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
あ
る
。
し
か
し
、
渋
く
抑

え
ら
れ
た
茶
系
統
の
色
彩
に
は
、
抑
制
さ
れ
た
生
真
面
目
な
気
分
が
漂
っ
て

い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
テ
ー
ブ
ル
が
高
い
位
置
か
ら
俯
瞰
す
る
や
り
方

で
描
か
れ
て
い
る
た
め
、
画
面
の
下
方
、
つ
ま
り
テ
ー
ブ
ル
の
手
前
に
近
づ

く
ほ
ど
、
壺
や
薬
罐
を
真
上
か
ら
見
下
ろ
し
た
格
好
に
な
っ
て
、
テ
ー
ブ
ル

の
面
は
、
あ
た
か
も
凸
面
鏡
さ
な
が
ら
に
、
手
前
に
迫
り
出
す
よ
う
に
湾
曲

し
た
印
象
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
印
象
は
、
画
面
の
左
下
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一
五

動
表
現
に
つ
い
て
は
、
時
間
の
表
現
を
狙
っ
た
イ
タ
リ
ア
未
来
派
と
の
関
わ

り
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
指
摘
も
あ
る
が
、
事
実
関
係
は
分
か
ら

な
い（

13
）。

　

こ
こ
ま
で
考
察
し
て
き
た
《
筆
立
て
の
あ
る
静
物
》
か
ら
《
薬
罐
と
茶
道

具
の
あ
る
静
物
》
へ
の
転
回
は
、
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

図
式
的
に
考
え
れ
ば
、
萬
は
、《
パ
イ
プ
の
あ
る
静
物
》（
一
九
一
四
―

五
年
）

や
《
手
袋
の
あ
る
静
物
》（
一
九
一
五
年
）
か
ら
出
発
し
て
、
徐
々
に
キ
ュ
ビ

ス
ム
の
様
式
を
採
り
入
れ
る
と
と
も
に
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
影
響
を
受
け
た
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
空
間
把
握
に
到
達
し
た
。
そ
し
て
、
い
ま
だ
不
徹
底
で
あ
る

と
は
い
え
、
あ
る
て
い
ど
は
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
様
式
を
咀
嚼
し
て
い
る
《
筆
立

の
あ
る
静
物
》
を
制
作
し
た
翌
年
、
つ
ま
り
一
九
一
八
年
に
、
萬
は
キ
ュ
ビ

ス
ム
の
様
式
を
用
い
な
が
ら
も
、
反
面
、
そ
れ
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
に
、

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
運
動
感
を
際
立
た
せ
る
《
薬
罐
と
茶
道
具
の
あ
る
静
物
》
を

制
作
す
る
。
要
す
る
に
、
作
品
を
観
察
す
る
限
り
、
一
九
一
七
年
か
ら
一
八

年
に
か
け
て
、
萬
の
造
形
思
考
が
急
転
回
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

萬
は
、
一
九
一
五
年
（
大
正
四
）
か
ら
一
七
年
（
大
正
六
）
に
か
け
て
、

フ
ラ
ン
ス
・
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
作
風
に
没
頭
し
た
。
し
か
し
、
一
九
一
八
年
（
大

正
七
）
に
《
薬
罐
と
茶
道
具
の
あ
る
静
物
》
を
制
作
し
、
セ
ザ
ン
ヌ
や
ピ
カ

ソ
の
作
風
か
ら
離
れ
、
独
自
の
作
風
へ
と
向
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
画

面
に
は
、
萬
の
故
郷
で
あ
る
岩
手
地
方
の
鉄
瓶
や
陶
磁
器
が
、
あ
る
種
の
土

臭
さ
を
伴
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
未
だ
セ
ザ
ン
ヌ
の
作
風
の
残

滓
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
絵
画
は
、
後
期
印
象
派
の
構
成
と
東
北
の

土
着
性
と
の
混
淆
と
で
も
い
う
べ
き
絵
画
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
美

術
と
日
本
美
術
と
の
入
り
混
じ
っ
た
画
面
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス

の
風
土
に
岩
手
の
風
土
が
重
な
っ
て
、
世
界
の
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
油
彩

画
が
誕
生
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

し
か
も
見
逃
せ
な
い
の
は
、
後
年
の
一
九
二
六
年
（
昭
和
元
年
）
に
萬
は
、

江
戸
の
文
人
画
家
と
し
て
谷
文
晁
を
採
り
上
げ
、
ア
ル
ス
美
術
叢
書
の
一
冊

『
文
晁
』
を
出
版
し
た
。
そ
の
序
文
に
「
東
洋
畫
を
按
ず
る
に
、
そ
の
内
容

は
或
る
種
類
の
表
現
主
義
、
其
手
段
と
し
て
は
構
成
主
義
で
あ
る
」
と
主
張

し
た
が
、
江
戸
の
文
人
画
に
傾
斜
し
て
い
っ
た
後
年
の
萬
の
脳
裡
に
は
、
文

晁
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
池
大
雅
や
浦
上
玉
堂
、
さ
ら
に
岡
野
石
圃
ら
の
日

本
の
文
人
画
家
の
み
な
ら
ず
、「
東
洋
畫
」、
つ
ま
り
中
国
を
も
含
め
た
東
ア

ジ
ア
の
文
人
画
が
浮
か
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、《
薬

罐
と
茶
道
具
の
あ
る
静
物
》
に
見
ら
れ
る
渋
く
抑
制
さ
れ
た
焦
げ
茶
色
の
色

彩
が
、
あ
た
か
も
日
本
や
中
国
の
水
墨
画
に
も
似
て
、
油
彩
画
と
い
う
よ
り

も
、
い
わ
ば
「
墨
絵
」
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
あ
る

程
度
は
納
得
で
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
あ
く
ま
で

「
あ
る
程
度
は
納
得
で
き
そ
う
」
と
い
う
以
上
の
も
の
で
は
な
い
が
、
絵
画

を
前
に
し
て
受
け
る
こ
の
印
象
を
大
事
に
し
て
、
新
し
い
解
釈
を
考
え
る
と

こ
ろ
に
「
美
術
交
渉
」
研
究
の
意
義
が
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

《
薬
罐
と
茶
道
具
の
あ
る
静
物
》
に
は
、
江
戸
の
文
人
画
、
中
国
の
文
人
画
、

そ
れ
に
フ
ラ
ン
ス
後
期
印
象
派
と
キ
ュ
ビ
ス
ム
、
加
え
て
萬
の
故
郷
岩
手
の

土
着
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
入
り
混
じ
っ
て
層
を
成
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。



一
六

お
わ
り
に

　

あ
る
美
術
作
品
が
、
別
の
作
品
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
い
う
研
究
は
、
両

者
の
形
態
モ
テ
ィ
ー
フ
や
図
様
が
酷
似
し
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は
文
献
に

よ
る
裏
づ
け
が
存
在
す
る
場
合
、
一
定
の
説
得
力
を
も
つ
。
し
か
し
、
明
確

な
裏
づ
け
が
取
れ
な
い
場
合
に
は
、
従
来
の
美
術
史
研
究
は
、
そ
の
よ
う
な

関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
避
け
て
き
た
。
そ
の
こ
と
は
、
学
問
的
に
き

わ
め
て
誠
実
で
は
あ
る
が
、
他
方
、
ゆ
る
や
か
な
影
響
関
係
を
主
張
で
き
な

い
こ
と
か
ら
、
広
が
り
を
も
つ
美
術
作
品
の
研
究
が
、
そ
れ
以
上
に
進
展
し

な
い
と
い
う
弱
点
を
も
つ
。
つ
ま
り
、
間
違
い
な
く
影
響
関
係
が
あ
る
と
い

う
事
象
の
み
か
ら
、
一
定
の
地
域
の
文
化
的
な
影
響
、
伝
播
、
交
流
が
論
じ

ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
意
味
で
か
な
り
極
端
な
伝
播
、
交
流
の
み

が
浮
き
彫
り
に
な
り
、
そ
の
影
響
関
係
に
特
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
実
際
に

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
ふ
く
ら
み
の
あ
る
現
実
が
、
い
わ
ば
典
型
的
な
事
象
の
み

に
限
定
さ
れ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
現
実
に
存
在
す
る

事
実
関
係
が
、
典
型
化
、
単
純
化
、
そ
し
て
抽
象
化
さ
れ
、
い
わ
ば
肉
を
削

り
落
と
し
た
骨
だ
け
の
美
術
交
流
像
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
換
言
す

れ
ば
、
た
ま
た
ま
遺
存
す
る
ご
く
一
部
の
資
料
か
ら
、
複
雑
な
全
体
が
説
明

さ
れ
る
こ
と
が
往
々
に
し
て
起
り
、
そ
の
主
張
で
は
、
真
に
全
体
を
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
美
術
交
流
の
全
体
像
が
、
か
な
り
偏
っ
た
理
解
に
陥
り

や
す
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
弊
害
を
打
破
す
る
た
め
に
、
上
記
に
述
べ
て
き
た
「
交
渉
」
的
な
研

究
が
有
効
に
な
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
美
術
史
研
究
で
は
、
本
質
的
に
い
っ

て
、
文
字
に
よ
る
裏
づ
け
な
る
も
の
は
邪
道
と
も
考
え
ら
れ
、
や
は
り
美
術

作
品
自
体
か
ら
解
釈
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
美
術
作
品
の
解
釈
を
実
証

的
に
裏
づ
け
る
古
文
書
な
ど
の
「
文
字
資
料
」
は
、
通
常
、
作
品
理
解
の
た

め
に
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
実
際
に
は
、
そ
れ
は
美
術
史
家
の

安
心
感
、
あ
る
い
は
反
論
を
封
じ
る
た
め
の
弁
明
で
し
か
な
い
場
合
も
多

く
、
そ
う
し
た
文
字
資
料
が
、
作
品
解
釈
を
決
定
づ
け
る
わ
け
で
も
な
い
、

と
い
う
考
え
も
成
り
立
つ
わ
け
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
表
象
を
中
心
に
扱

う
美
術
史
学
に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
は
本
質
的
な
問
題
と
な
る
。
文
字
に

よ
る
裏
づ
け
が
あ
れ
ば
、
研
究
が
客
観
性
を
も
つ
と
考
え
る
の
は
、
美
術
史

家
の
思
い
込
み
で
し
か
な
い
場
合
も
多
い
。
厳
し
く
い
え
ば
、
そ
れ
は
当
該

の
美
術
史
研
究
者
の
自
己
満
足
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
文
字
と
い
う
も
の

は
、
し
ば
し
ば
嘘
を
つ
く
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
。
研
究
に
際
し
て
、

文
字
資
料
に
対
す
る
資
料
批
判
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
る
に
し
て
も
、
や
は

り
不
明
朗
さ
は
つ
き
ま
と
う
。

　

近
代
に
成
立
し
た
美
術
史
学
が
、
文
字
に
よ
る
客
観
性
と
い
う
立
場
に
疑

問
を
抱
い
て
、
何
よ
り
も
形
態
や
色
彩
と
い
う
表
象
を
手
が
か
り
に
作
品
解

釈
を
行
う
学
問
と
し
て
成
立
し
た
経
緯
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け

真
贋
の
判
定
に
お
い
て
は
、
究
極
的
に
は
、
作
品
自
体
を
凝
視
す
る
し
か
な

い
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
近
年
は
、
Ｘ
線
の
使
用
を
は
じ
め
、
科
学
的

な
真
贋
判
定
も
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
か
つ
て
な
さ
れ
た
尾
形
光
琳
の

《
紅
白
梅
図
屏
風
》（
Ｍ
Ｏ
Ａ
美
術
館
蔵
）
の
科
学
的
調
査
の
結
果
を
み
て
も
、
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依
然
と
し
て
判
定
の
困
難
さ
を
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
で
あ
る
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
を
相
前
後
す
る
時
期
に
流
行
し
た
画
家
た
ち
に
つ
い
て

の
伝
記
研
究
が
、
多
く
の
美
術
史
家
に
よ
っ
て
胡
散
臭
く
思
わ
れ
た
の
も
当

然
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
伝
記
研
究
と
い
う
も
の
が
、
如
何
に
詳
細
に

事
実
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
当
該
の
美
術
作
品
と

一
体
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
懐
疑
で
あ
る
。
極
端
な
言
い

方
を
す
れ
ば
、
文
字
に
頼
る
美
術
史
研
究
は
、
真
の
美
術
史
研
究
で
は
な
い
、

と
明
確
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
美
術
史
学
に
お
い
て
、
最
終
的
に
頼
り
に
で

き
る
も
の
は
、
形
態
と
色
彩
に
よ
っ
て
出
来
上
が
っ
た
美
術
作
品
だ
け
で
あ

る
。
こ
う
し
た
主
張
は
、
再
び
古
め
か
し
い
様
式
論
へ
の
遡
行
で
は
な
い

か
、
あ
る
い
は
極
端
な
議
論
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

美
術
作
品
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
や
は
り
正
論
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

美
術
作
品
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
直
接
的
な
影
響
関
係
を
論
じ
る
こ
と
が

で
き
な
い
、
あ
る
い
は
古
文
献
な
ど
の
文
字
資
料
に
よ
る
裏
づ
け
が
と
れ
な

い
事
象
に
つ
い
て
、
そ
れ
で
も
な
お
、
複
数
の
美
術
作
品
間
に
は
影
響
、
伝

播
、
交
流
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
「
美
術
交
渉
」

と
い
う
研
究
が
成
り
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
従
来
の
影

響
関
係
の
研
究
の
限
界
が
見
え
て
き
た
今
日
、
さ
ら
な
る
美
術
史
研
究
の
展

開
が
求
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
半
ば
あ
い
ま
い
で
、
い
わ
ゆ
る
「
客
観
的
な
」

裏
づ
け
が
な
く
と
も
、
作
品
間
の
類
似
を
見
据
え
て
、
大
局
を
押
さ
え
な
が

ら
、
大
胆
に
交
渉
の
問
題
を
扱
う
美
術
史
研
究
が
望
ま
れ
る
に
ち
が
い
な

い
。
そ
う
し
た
研
究
の
拡
大
は
、
一
国
主
義
の
日
本
美
術
史
研
究
の
狭
隘
な

性
格
を
打
破
す
る
こ
と
に
も
繋
が
る
で
あ
ろ
う
。
萬
鐡
五
郎
の
東
洋
回
帰

や
、
伝
狩
野
永
岳
に
よ
る
春
光
院
障
壁
画
《
琴
棋
書
画
図
》
と
袁
江
、
袁
耀

と
の
関
係
は
、
そ
う
し
た
可
能
性
を
示
す
一
事
例
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

註（
1
）　

拙
稿
「
大
坂
の
絵
画
・
蒹
葭
堂
と
そ
の
周
辺
」、『
日
本
思
想
史
学
』
第
三
四
号
、

日
本
思
想
史
学
会
、
平
成
一
四
年
（
二
〇
〇
二
）
九
月
、
七
―

一
五
頁
。
拙
著
『
大

坂
画
壇
は
な
ぜ
忘
れ
ら
れ
た
の
か
―
岡
倉
天
心
か
ら
東
ア
ジ
ア
美
術
史
の
構
想

へ
―
』、
醍
醐
書
房
、
平
成
二
二
年
（
二
〇
一
〇
）、
二
四
九
頁
―

二
六
〇
頁
。

（
2
）　

同
書
、『
大
坂
画
壇
は
な
ぜ
忘
れ
ら
れ
た
の
か
』、
二
八
四
頁
。

（
3
）　

郷
家
忠
臣
『
幕
末
・
開
化
期
の
漆
工
・
絵
画
、
柴
田
是
真
名
品
集
』、
学
習
研

究
社
、
昭
和
五
六
年
（
一
九
八
一
）、
二
一
一
頁
。

（
4
）　

池
内
宏
他
監
修
『
東
洋
歴
史
大
辞
典
』
上
巻
、
平
凡
社
、
昭
和
一
三
年
（
一
九

三
八
）、
四
六
九
頁
。
谷
川
道
雄
「
郭
子
儀
」、『
平
凡
社
大
百
科
事
典
』
第
三
巻
、

平
凡
社
、
昭
和
五
九
年
（
一
九
八
四
）
所
収
、
一
一
九
頁
。

（
5
）　

前
掲
書
、『
大
坂
画
壇
は
な
ぜ
忘
れ
ら
れ
た
の
か
』、
一
一
八
―

一
二
〇
頁
。

（
6
）　

拙
稿
「
狩
野
永
岳
の
客
殿
障
壁
画
」、『
関
西
大
学
博
物
館
紀
要
』
第
三
号
、
関

西
大
学
博
物
館
、
平
成
九
年
（
一
九
九
七
）、
九
九
―

一
一
〇
頁
。

（
7
）　

青
木
正
児
『
琴
棊
書
画
』（
東
洋
文
庫
）、
平
凡
社
、
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）、

二
三
―

二
四
頁
。

（
8
）　

張
万
夫
、

建
平
編
『
袁
江
袁
耀
画
集
』、
天
津
人
民
美
術
出
版
社
、
一
九
九

六
年
、
図
版
三
二
、
図
版
一
〇
五
。

（
9
）　

内
藤
湖
南
「
清
朝
史
通
論
」、『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
八
巻
、
筑
摩
書
房
、
昭
和

四
四
年
（
一
九
六
九
）、
四
三
九
頁
。

（
10
）　

萬
鐡
五
郎
「
私
の
履
歴
書
」、『
中
央
美
術
』、
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）
一

一
月
号
。
萬
鐡
五
郎
『
鉄
人
画
論
』（
増
補
改
訂
）、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
昭
和

六
〇
年
（
一
九
八
五
）、
一
五
頁
。

（
11
）　

陰
里
鉄
郎
「
萬
鐡
五
郎
（
三
）
―
生
涯
と
芸
術
―
」、『
美
術
研
究
』
二
六
二
号
、



一
八

昭
和
四
四
年
（
一
九
六
九
）、
二
一
六
頁
。

（
12
）　

山
脇
信
徳「
二
科
会
の
出
品
作
品
」、『
中
央
美
術
』、
大
正
一
六
年（
一
九
一
七
）

一
〇
月
号
。

（
13
）　

前
掲
書
、『
大
坂
画
壇
は
な
ぜ
忘
れ
ら
れ
た
の
か
』、
四
〇
〇
頁
。

（
本
研
究
は
私
立
大
学
戦
略
的
研
究
基
盤
形
成
支
援
事
業
「
東
ア
ジ
ア
文
化

資
料
の
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
構
築
と
活
用
の
研
究
拠
点
形
成
」（
代
表
・
松
浦
章
）

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。）
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Modern and contemporary Japanese painters 
infl uenced by the infl ow of foreign culture

NAKATANI Nobuo

 In the history of Japanese painting from the Edo Period to Modern Age, the 

style of painting underwent considerable change and development due to the 

exposure of other cultures, with an evolutionary transition from one culture (China) 

to another (Western countries). Tracing the Japanese history of painting during the 

later Edo period and onward, an overall change to “Modernization” progressed 

slowly on the whole, but individual paintings, however, infl uenced by the infl ow of 

the Western aesthetics showed rapid changes. In fact, the changes in the expression 

and motifs running through individual works are not quite as simple as we think. 

Intermittent, back-and-forth movements were found in the works created under the 

infl uence of other Western and Asian countries such as France and China. Japanese 

painters, who were conscious of their indigenous culture, sought for a unique 

painting technique based on their own regional traditions.

 In this article, the author introduces Japanese painters who were active in the 

modern and contemporary age and who addressed their specific and individual 

problems in their works. In addition, the underlying events effecting developments 

in the history of art such as “propagation”, “influence”, and “cross-cultural 

exposure” are discussed in terms of “contact and assimilation with other cultures in 

art”. The Japanese painters discussed in this article are AISEKI, SATO Gyodai, 

KANO Eigaku, and YOROAZU Tetsugoro, and their acculturated works are 

presented for discussion.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e0020005000440046002030924f5c6210ff0830d530a930f330c8306f57cb30818fbc307f307e3059ff09>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


