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第
一
二
巻　

二
〇
〇
九
年

は
じ
め
に

「
近
海
見
分
図
」（
全
四
冊
、
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
蔵
）
は
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）、
幕

府
に
よ
る
豆
相
、
房
総
の
沿
海
巡
視
が
行
わ
れ
た
際
に
各
地
の
実
景
を
描
い
た
画
冊
で
あ
る
。
筆
者

は
前
稿
）
1
（

に
お
い
て
、
当
該
作
品
の
概
略
に
つ
い
て
紹
介
を
試
み
、
そ
の
約
六
十
年
前
に
当
時
の
老
中

松
平
定
信
の
主
導
に
よ
る
沿
海
巡
視
を
契
機
と
し
て
成
立
し
た
、
こ
の
種
の
実
景
表
現
の
系
譜
の
起

点
に
位
置
す
る
、
谷
文
晁
筆
「
公
余
探
勝
図
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
）

と
の
比
較
を
通
じ
て
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
の
際
、「
お
わ
り
に
」
に
お

い
て
、
当
該
作
品
に
は
実
景
の
中
で
活
動
す
る
多
彩
な
人
物
の
表
現
が
随
所
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指

摘
し
、
そ
の
表
現
の
背
景
に
つ
い
て
の
検
討
を
今
後
の
課
題
と
し
て
提
示
し
た
。

本
稿
は
そ
れ
を
受
け
、
当
該
作
品
の
人
物
表
現
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
第
一
章
で
は
、
巡
視
を
行
う
武
士
達
の
様
態
を
示
す
表
現
の
諸
相
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
続
く

第
二
章
に
お
い
て
は
、
一
行
が
訪
れ
た
各
地
に
お
い
て
生
活
を
営
む
人
々
の
う
ち
、
と
り
わ
け
漁
民

の
風
俗
が
複
数
の
図
に
お
い
て
描
か
れ
る
こ
と
に
注
目
し
、
各
々
の
表
現
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
い

ず
れ
の
章
に
お
い
て
も
、
表
現
の
諸
相
に
つ
い
て
分
析
し
た
上
で
、
そ
の
背
景
に
存
在
す
る
、
規
範

と
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
考
察
の
目
的
と
し
た
い
。

な
お
、
前
稿
に
引
き
続
き
、
本
小
論
に
お
け
る
括
弧
の
使
用
は
、『　

』
を
書
籍
名
（
名
所
図
会

を
含
む
）「　

」
を
作
品
名
、
論
文
名
、
巻
の
名
称
、
そ
の
他
一
般
の
固
有
名
詞
、〈　

〉
を
図
お
よ

び
挿
図
の
表
題
、《　

》
は
原
文
か
ら
の
引
用
と
す
る
。

第
一
章　

旅
に
お
け
る
巡
視
一
行
の
描
写

（
一
）
一
行
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
態

先
の
拙
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
と
お
り
、「
近
海
見
分
図
」
に
は
巡
視
の
一
行
の
旅
先
に
お
け
る

行
動
が
細
か
く
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
移
動
中
の
情
景
や
、
実
地
検
分
の
様
子
を
描
く
の
み
な
ら
ず
、

〈
豆
州
加
茂
郡
伊
豆
山
権
現
〉（
図
１
）
に
お
い
て
は
、
寝
転
ん
で
休
む
駕
籠
か
き
達
や
、
石
に
腰
掛

け
、
或
い
は
地
べ
た
に
座
り
込
ん
で
休
憩
す
る
武
士
達
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、〈
梨
本

村
温
泉
図
〉
で
は
集
団
で
入
浴
す
る
姿
、〈
潮
見
村
草
廬
臥
龍
松
図
〉（
図
２
）
で
は
松
の
木
に
ぶ
ら

下
が
る
武
士
の
姿
ま
で
見
ら
れ
、
飾
ら
な
い
旅
の
ひ
と
こ
ま
が
随
所
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
、
本
稿
に
お
い
て
も
前
掲
「
公
余
探
勝
図
」
と
の
比
較
を
試
み
た
い
。「
公

余
探
勝
図
」
は
、
一
図
に
収
め
る
景
観
が
本
作
品
と
比
較
し
て
き
わ
め
て
広
大
で
あ
る
た
め
、
視
点

は
遠
く
に
取
ら
れ
、
人
物
は
豆
粒
状
の
大
き
さ
と
な
る
。
従
っ
て
、
個
々
の
人
物
の
様
態
を
表
す
場

合
は
ご
く
稀
で
あ
り
、
こ
こ
に
例
と
し
て
掲
げ
る
〈
長
津
呂
一
〉（
図
３
）
で
は
、
目
を
凝
ら
す
こ

と
で
や
っ
と
、
崖
下
の
細
道
を
通
る
武
士
の
姿
が
画
中
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
、
巡
見
一
行
の
い
わ
ば
「
人
間
く
さ
さ
」
の
よ
う
な
も
の
が
殆
ん
ど
伝
わ
る
こ
と
の

な
い
「
公
余
探
勝
図
」
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
巡
見
実
施
の
段
階
に
お
い
て
は
、
文
晁
が
一
行

の
様
態
に
関
心
を
向
け
て
い
た
こ
と
を
示
す
図
を
含
ん
だ
資
料
が
存
在
し
て
い
る
。
文
晁
晩
年
の
弟

子
、
野
村
文
紹
に
よ
る
本
作
品
の
模
本
「
武
相
豆
名
山
勝
概
図
」（
一
冊
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）

が
そ
れ
で
あ
る
。
冊
子
の
形
態
を
成
す
こ
の
模
本
は
、
既
に
内
山
淳
一
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
お

り
）
2
（

、
そ
の
あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
て
い
る
。
奥
書
に
よ
れ
ば
天
保
年
間
に
制
作
さ
れ
た
と
い

う
こ
の
模
本
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
内
山
氏
が
そ
の
一
図
〈
天
城
山
絶
頂
図
〉
を
例
示
し
て
指

摘
す
る
と
お
り
、
こ
れ
ら
が
「
公
余
探
勝
図
」
原
本
に
は
な
い
図
、
七
図
を
含
む
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

「
公
余
探
勝
図
」
が
本
来
冊
子
装
で
あ
り
、
の
ち
に
巻
子
装
に
改
め
ら
れ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は

戦
前
の
研
究
）
3
（

に
お
け
る
指
摘
以
来
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
必
ず
し
も

現
在
の
形
が
当
時
の
状
況
を
完
全
に
伝
え
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
七
図

の
重
要
性
が
に
わ
か
に
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
公
余
探
勝
図
」
模
本
に
の
み
存
在
す
る
七
図
に
つ
い
て
、
丁
順
に
掲
げ
る
と
、
タ
イ
ト
ル
は
〈
（
無

題
）
〉〈
天
城
山
絶
頂
図
〉〈
（
無
題
図
、
下
田
港
の
図
）
〉〈
妻
浦
至
子
浦
海
上
〉〈
子
浦
海
上
〉〈
三
崎
港
〉

神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
蔵
「
近
海
見
分
図
」
に
つ
い
て
（
二
）

―

画
中
の
人
物
表
現
を
め
ぐ
っ
て―

鶴＊　
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鶴
岡　

神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
蔵
「
近
海
見
分
図
」
に
つ
い
て
（
二
）

〈
城
嶋
望
三
崎
〉
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
図
を
子
細
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
殆
ん
ど
が
巡
見
一
行

の
動
静
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
〈
天
城
山
絶
頂
図
〉（
図
４
）
は
、

炊
き
出
し
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
、
巡
見
に
参
加
し
た
多
数
の
武
士
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。
画

面
向
か
っ
て
左
の
巨
大
な
鍋
の
周
囲
に
は
人
々
が
集
ま
り
、
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
は
、
直
接
地
面

に
座
り
込
む
人
々
も
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
大
木
の
根
元
に
は
、
敷
物
の
上
に
二
、三
人
ず
つ
腰
掛
け

て
休
む
人
々
の
姿
も
あ
る
。
画
面
向
か
っ
て
右
に
は
、
家
紋
の
入
っ
た
幕
が
張
ら
れ
、
身
分
の
高
い

者
の
休
息
所
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
食
事
時
の
賑
わ
い
を
ま
さ
に
伝
え
る
図
で
あ
り
、「
近
海
見
分

図
」
の
休
息
風
景
に
若
干
通
じ
る
所
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
〈
城
嶋
望
三
崎
〉
に
は
、

や
は
り
紋
付
き
の
船
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、「
近
海
見
分
図
」
に
も
〈
南
総
天
羽
郡
竹
岡
上
岸
図
〉

を
始
め
、
船
に
よ
る
移
動
が
画
面
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
図
は
、
巡
見
に
お
け
る
旅
の
情

景
を
点
描
す
る
も
の
と
し
て
、
他
の
図
と
自
然
に
調
和
し
て
お
り
、
む
し
ろ
存
在
し
な
い
こ
と
が
い

か
に
不
自
然
で
あ
る
か
に
気
付
か
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
図
が
、
ど
の
段
階
に
お
い
て
「
公
余
探
勝
図
」
原
本
か
ら
除
か
れ
た
か
に
つ
い
て
は
判

然
と
し
難
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も
原
本
に
は
見
ら
れ
な
い
七
図
が
存
在
す
る
こ
と
だ
け
は
確
た
る

事
実
で
あ
る
）
4
（

。
と
す
れ
ば
、
文
晁
か
、
作
品
制
作
を
命
じ
た
定
信
か
、
あ
る
い
は
本
作
品
を
冊
子
か

ら
巻
子
へ
改
め
た
人
物
が
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
図
が
適
当
で
な
い
と
判
断
し
た

と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
理
由
を
推
測
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
図
の
多
く
が
巡
見
の
実
態

を
描
写
し
、
関
わ
っ
た
人
物
を
暗
示
す
る
と
い
う
点
が
問
題
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
は
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
場
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
少
な
く
と
も
文
晁
が
「
公
余

探
勝
図
」
を
描
い
た
当
初
に
あ
っ
て
は
、「
近
海
見
分
図
」
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
巡
見
の
動
静

を
窺
い
得
る
図
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
と
は
い
え
、「
公
余
探
勝
図
」

と
「
近
海
見
分
図
」
の
間
に
は
、
人
物
表
現
に
お
い
て
依
然
と
し
て
相
当
の
隔
た
り
が
存
在
し
て
い

る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
近
海
見
分
図
」
に
時
折
登
場
す
る
、
卑
俗
と
形
容
し
得
る
程

の
飾
ら
な
い
一
行
の
様
相
は
、「
公
余
探
勝
図
」
に
は
微
塵
に
も
窺
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

（
二
）「
武
家
の
旅
」
の
描
写
に
見
る
「
東
海
道
五
十
三
次
」
の
影
響

で
は
、
こ
の
よ
う
な
あ
り
の
ま
ま
の
人
物
描
写
の
ル
ー
ツ
は
、
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
で

あ
ろ
う
か
。「
近
海
見
分
図
」
が
民
間
の
地
誌
で
あ
る
名
所
図
会
の
風
景
描
写
の
型
を
学
び
、
自
ら

の
表
現
に
取
り
入
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
の
拙
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
）
5
（

。

人
物
の
描
写
に
つ
い
て
も
、
名
所
図
会
に
お
い
て
は
、
様
々
な
場
所
で
遭
遇
す
る
興
味
の
対
象
に
つ

い
て
、
よ
じ
の
ぼ
る
、
幾
人
か
で
手
を
繋
い
で
周
囲
の
大
き
さ
を
測
る
（
『
大
和
名
所
図
会
』
巻
之

五
〈
益
田
岩
船
〉
）
あ
る
い
は
か
が
ん
で
手
を
触
れ
る
（
『
江
戸
名
所
図
会
』
巻
七
所
収
〈
立
石
村

立
石
〉
）
と
い
っ
た
身
体
活
動
を
通
じ
て
確
か
め
る
、
活
動
的
な
旅
人
達
の
様
子
を
い
わ
ば
お
定
ま

り
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
繰
り
返
し
使
用
し
て
き
た
。「
近
海
見
分
図
」
の
制
作
さ
れ
た
嘉
永
三
年
に

は
、
こ
う
し
た
名
所
図
会
の
影
響
は
浸
透
し
尽
く
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
「
近
海
見
分

図
」
に
お
け
る
一
行
の
活
動
の
様
子
も
、
自
ら
そ
の
文
法
に
従
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。し

か
し
な
が
ら
「
近
海
見
分
図
」
の
成
立
契
機
と
な
っ
た
旅
は
、
旅
の
諸
相
を
い
わ
ば
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
的
に
示
す
名
所
図
会
に
対
し
、
巡
視
と
い
う
公
的
な
任
務
に
基
づ
く
武
家
の
旅
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
本
作
品
は
、
巡
視
当
時
の
老
中
、
阿
部
正
弘
の
子
孫
の
家
に
伝
来
し
て
お
り
）
6
（

、
各
地
の
砲
台

の
状
況
を
描
く
部
分
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
報
告
書
の
一
部
で
あ
っ
た
可
能
性
も
高
い
。
こ
の
よ
う
な

位
置
付
け
に
あ
る
本
作
品
が
、
何
の
こ
だ
わ
り
も
な
く
名
所
図
会
の
手
法
を
導
入
し
た
と
考
え
る
の

は
少
々
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
ち
な
み
に
、
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
に
完
成
し
た
幕
府

地
誌
調
所
に
よ
る
地
誌
、『
新
編
武
蔵
風
土
記
』
の
挿
絵
に
お
け
る
実
景
表
現
も
、
名
所
図
会
の
影

響
を
多
分
に
蒙
っ
て
い
る
が
、
そ
の
人
物
表
現
を
殆
ん
ど
取
り
入
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、

以
前
の
拙
稿
に
お
い
て
既
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
）
7
（

。
名
所
図
会
等
の
く
だ
け
た
人
物
表
現
が
武

家
の
公
的
な
旅
の
規
範
と
な
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
に
は
、
や
は
り
何
ら
か
の
イ
メ
ー
ジ
の
蓄
積
が

前
提
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
提
示
し
た
い
の
が
、
保
永
堂
か
ら
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
、
歌

川
広
重
の
「
東
海
道
五
十
三
次
」（
以
下
「
五
十
三
次
」
と
略
す
）
で
あ
る
。
こ
の
作
品
が
、
天
保

三
年
に
行
わ
れ
た
八
朔
御
馬
献
上
の
旅
に
参
加
し
た
彼
の
体
験
を
絵
画
化
し
た
と
す
る
説
に
つ
い
て

は
疑
問
視
さ
れ
て
久
し
い
も
の
の
、
全
五
十
五
に
及
ぶ
図
の
随
所
に
、
大
名
行
列
の
様
相
を
示
す

図
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
要
素
は
彼
に
よ
る
同
様
の
形
式
に
基
づ
く

「
五
十
三
次
」、
す
な
わ
ち
行
書
版
や
隷
書
版
に
は
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
保
永
堂
版
が

街
道
を
ゆ
く
武
家
集
団
の
旅
の
様
態
の
描
写
に
か
な
り
の
重
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
差
し

挟
む
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
保
永
堂
版
「
五
十
三
次
」
各
図
を
、
武
家
集
団
の
旅
中
の
諸
相
に
注
目
し
て
「
近
海
見
分
図
」

と
子
細
に
比
較
す
る
な
ら
ば
、
幾
つ
か
の
図
に
興
味
あ
る
類
似
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。「
五
十
三

次
」
所
収
〈
白
須
賀
〉（
図
５
）
の
、
山
の
斜
面
に
見
え
隠
れ
す
る
槍
や
笠
に
よ
っ
て
武
家
の
一
行

を
示
す
画
面
構
成
は
、「
近
海
見
分
図
」
の
〈
足
柄
下
郡
岩
村
長
坂
望
初
嶼
図
〉（
図
６
）
と
の
関
連

を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
、
先
に
伊
豆
山
権
現
の
前
で
く
つ
ろ
ぐ
武
士
と
そ
の
従
者
達
（
図
１
）
に
つ
い

て
取
り
上
げ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
休
息
、
あ
る
い
は
待
機
の
情
景
を
絵
画
化
す
る
発
想
は
、
出
立
前
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二
〇
〇
九
年

の
本
陣
の
様
子
を
描
く
、「
五
十
三
次
」〈
関
〉（
図
７
）
と
繋
が
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
細
部
の
表

現
を
見
る
と
、
槍
が
「
近
海
見
分
図
」
に
お
い
て
は
高
札
場
、「
五
十
三
次
」
で
は
本
陣
の
屋
根
に

そ
れ
ぞ
れ
立
て
か
け
ら
れ
て
お
り
、
と
り
あ
え
ず
置
か
れ
た
状
態
を
描
く
こ
と
で
、
一
時
的
な
休
息

を
示
す
点
に
繋
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
。

さ
ら
に
も
う
一
点
、「
五
十
三
次
」
の
存
在
な
し
に
は
武
家
の
旅
を
描
く
「
近
海
見
分
図
」
が
成

立
し
得
な
か
っ
た
と
考
え
る
根
拠
と
し
て
、
武
家
の
行
列
と
平
伏
す
る
庶
民
、
あ
る
い
は
一
行
の
案

内
を
務
め
る
地
元
民
の
姿
が
描
か
れ
る
点
が
あ
る
。
例
え
ば
「
近
海
見
分
図
」
で
は
、〈
杉
田
村
〉（
図

８
）
に
て
、
浜
に
正
座
し
て
巡
見
一
行
の
視
察
を
見
守
る
地
元
の
有
力
者
と
お
ぼ
し
き
人
々
を
示
し
、

〈
吉
田
新
田
〉
で
は
、
一
行
と
は
田
圃
を
隔
て
た
あ
ぜ
道
に
、
一
列
に
な
っ
て
平
伏
す
る
人
々
の
姿

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
巡
見
一
行
の
身
分
秩
序
の
描
写
に
つ
い
て
も
、
制
作
者
は
忘
れ

て
い
な
い
。〈
本
牧
〉
に
お
い
て
、
床
机
に
腰
掛
け
、
あ
る
い
は
立
っ
て
海
の
方
を
眺
め
る
武
士
た

ち
と
、
そ
の
背
後
に
槍
状
の
物
を
持
っ
て
し
ゃ
が
み
込
む
武
士
た
ち
の
間
に
は
明
ら
か
な
身
分
の
相

違
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
身
分
秩
序
へ
の
細
や
か
な
配
慮
に
基
づ
く
巡
見
一
行
の
描
写
は
、

「
公
余
探
勝
図
」
に
お
い
て
は
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
認
め
ら
れ
な
い
。〈
伊
浜
東
望
〉
お
よ
び
〈
米

神
浜
〉
に
お
い
て
、
茶
色
の
羽
織
を
着
用
し
た
武
士
を
描
き
、
身
分
の
相
違
を
示
唆
す
る
以
外
は
、

豆
粒
ほ
ど
の
青
い
着
物
に
笠
を
被
っ
た
旅
姿
の
武
士
が
三
三
五
五
連
れ
だ
っ
て
描
か
れ
る
の
み
で
あ

る
。「
公
余
探
勝
図
」
の
こ
う
し
た
人
物
描
写
の
意
図
の
一
つ
と
し
て
、
前
掲
内
山
氏
は
描
か
れ
た

景
観
の
大
小
を
知
る
と
い
う
、
名
所
図
会
に
お
け
る
そ
れ
と
同
様
の
役
割
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
8
（

。
こ

れ
以
外
に
も
、
こ
の
作
品
の
成
立
契
機
が
巡
見
で
あ
る
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
の
上
で
明
ら
か
に
示
す
こ

と
を
始
め
、
幾
つ
か
の
意
図
が
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
文
晁
が
、
巡
見
一
行

と
庶
民
、
あ
る
い
は
一
行
の
間
の
身
分
秩
序
に
は
関
心
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

一
方
浮
世
絵
に
お
い
て
は
、
武
家
の
集
団
移
動
に
関
わ
る
テ
ー
マ
と
し
て
、
大
名
行
列
を
描
く

作
例
が
存
在
し
て
い
る
。「
御
大
名
行
列
品
川
之
風
景
」（
鳥
居
清
広
、
宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
〜

六
四
）
頃
）
を
一
例
と
し
て
、
多
く
の
場
合
、
行
列
を
平
伏
し
て
見
送
る
庶
民
の
姿
が
描
き
込
ま
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
身
分
秩
序
に
関
わ
る
描
写
の
蓄
積
は
、「
五
十
三
次
」
に
お
い
て

は
〈
藤
川
〉（
図
９
）
の
宿
場
に
入
る
大
名
行
列
の
一
行
、
そ
れ
を
出
迎
え
る
宿
場
役
人
ら
し
き
男

二
人
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
ら
し
い
旅
姿
の
男
一
人
が
平
伏
す
る
様
子
と
し
て
表
れ
て
い
る
。
こ

こ
に
は
一
行
と
そ
れ
を
見
送
る
役
人
、
旅
人
の
間
の
身
分
秩
序
が
、
先
行
の
大
名
行
列
図
以
上
に
凝

縮
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
表
現
が
世
に
出
た
こ
と
に
よ
り
、「
近
海
見
分
図
」
の
制
作

者
が
、
身
分
間
の
秩
序
に
配
慮
し
た
人
物
表
現
を
画
中
に
盛
り
込
む
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、「
近
海
見
分
図
」
に
や
や
先
行
す
る
時
期
、
幕
府
巡
見
に
際
し
て
制
作

さ
れ
た
記
録
で
あ
る
『
天
保
巡
見
日
記
』
の
挿
絵
に
も
ま
た
、「
五
十
三
次
」
の
残
響
と
も
取
れ
る

身
分
秩
序
へ
の
関
心
が
見
て
取
れ
る
こ
と
を
示
し
、
傍
証
と
し
た
い
。

本
資
料
は
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
二
月
二
十
六
日
か
ら
五
月
二
日
に
か
け
て
、
上
州
を
中
心

と
す
る
地
域
を
巡
見
使
と
し
て
視
察
し
た
藤
原
清
雄
が
残
し
た
、
全
四
冊
か
ら
な
る
記
録
で
あ
る
。

立
ち
寄
っ
た
地
域
の
情
報
が
、
文
の
み
な
ら
ず
豊
富
な
挿
絵
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
特
徴

と
す
る
。
こ
う
し
た
挿
絵
の
多
く
は
、
山
河
の
た
た
ず
ま
い
を
中
心
に
描
き
、
豆
粒
状
の
人
物
を
点

景
と
し
て
付
す
も
の
で
占
め
ら
れ
て
い
る
が
、
中
に
は
人
物
の
様
態
を
比
較
的
詳
し
く
窺
わ
せ
る
図

も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
図
の
中
に
、
巡
見
一
行
と
迎
え
る
人
々
の
間
の
身
分
秩
序
を
示
す
図

が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。〈
下
総
国
相
馬
郡
利
根
川
取
手
渡
〉（
第
四
冊
所
収
）（
図
10
）
が
そ

れ
で
あ
り
、
渡
し
場
で
一
行
を
平
伏
し
て
迎
え
る
人
々
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
天
保
九
年
、
す
な

わ
ち
「
五
十
三
次
」
刊
行
の
五
年
後
に
行
わ
れ
た
巡
見
の
記
録
に
、
こ
う
し
た
身
分
秩
序
の
表
現
が

見
ら
れ
る
こ
と
は
、「
五
十
三
次
」
に
お
い
て
打
ち
出
さ
れ
た
表
現
が
、
旅
の
半
ば
公
的
な
記
録
に

早
く
も
用
い
ら
れ
始
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
延

長
線
上
に
「
近
海
見
分
図
」
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
武
家
の
旅
に
お
け
る
絵
画
表
象
が
、「
五
十
三

次
」
の
出
現
を
決
定
的
な
契
機
と
し
て
、
旅
中
の
あ
り
の
ま
ま
の
生
態
を
描
く
も
の
へ
と
変
質
す
る

過
程
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
章　

画
中
に
お
け
る
「
海
の
民
」
の
表
現

第
一
章
に
お
い
て
は
、「
近
海
見
分
図
」
に
お
け
る
巡
見
一
行
の
表
現
に
つ
い
て
、
そ
の
特
質
お

よ
び
表
現
上
の
ル
ー
ツ
を
め
ぐ
り
、
い
さ
さ
か
の
考
察
を
試
み
た
。
続
く
本
章
に
お
い
て
は
、
視
点

を
巡
見
一
行
以
外
の
人
物
の
表
現
に
転
じ
て
考
察
を
試
み
た
い
。

第
一
図
〈
東
海
道
品
川
駅
〉
か
ら
早
速
、
武
家
の
一
行
の
み
な
ら
ず
宿
を
行
き
交
う
階
層
も
さ
ま

ざ
ま
な
人
々
、
お
よ
び
通
り
沿
い
に
軒
を
連
ね
る
店
の
内
部
に
い
る
人
々
の
様
態
に
つ
い
て
の
、
い

わ
ば
名
所
図
会
風
描
写
を
試
み
て
い
た
本
作
品
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
い
わ
ば
行
き
ず
り
の
人
々

の
存
在
を
も
図
中
に
描
き
入
れ
る
点
、
こ
う
し
た
人
々
を
画
中
か
ら
排
除
し
て
成
立
し
て
い
る
「
公

余
探
勝
図
」
と
は
著
し
い
対
照
を
成
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
図
に
お
い
て
も
随
所
に
、
途
次
に
お

い
て
目
に
し
た
、
生
業
も
多
彩
な
人
々
の
描
写
を
残
し
て
い
る
。〈
熱
海
温
泉
仏
浦
巻
雲
之
図
〉（
図

11
）
で
は
、
子
供
を
負
い
、
あ
る
い
は
抱
い
て
街
中
を
行
く
女
達
の
姿
、〈
網
代
村
〉
で
は
海
岸
沿

い
を
自
ら
傘
を
さ
し
て
歩
む
女
二
人
連
れ
を
描
く
に
至
っ
て
は
、「
公
余
探
勝
図
」
と
の
相
違
は
著

し
い
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
各
所
に
描
か
れ
る
、
巡
見
一
行
以
外
の
人
物
に
つ
い
て
通
覧
し
、

４－３
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神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
蔵
「
近
海
見
分
図
」
に
つ
い
て
（
二
）

そ
の
傾
向
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
作
中
に
は
繰
り
返
し
、
漁
民
の
姿
が
登
場
す
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ

る
。

（
一
）
漁
夫
を
め
ぐ
る
絵
画
伝
統
と
「
近
海
見
分
図
」

ま
ず
は
、〈
横
須
賀
村
海
岸
眺
望
本
牧
之
図
〉（
図
12
、
以
下
〈
横
須
賀
村
〉
と
略
）
に
つ
い
て
見

て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。
海
上
に
は
一
艘
の
船
が
浮
か
び
、
二
人
の
漁
夫
が
認
め
ら
れ
る
。
一
人
は

艫
を
手
に
船
を
操
り
、
今
一
人
は
網
を
手
に
し
て
今
に
も
獲
物
を
狙
う
か
の
よ
う
で
あ
る
。

海
や
川
に
お
い
て
船
を
浮
か
べ
、
魚
を
捕
る
漁
民
達
の
姿
を
画
中
に
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、
中
国

に
お
い
て
古
く
か
ら
の
伝
統
を
有
し
て
い
た
。「
漁
楽
図
」
と
し
て
総
称
さ
れ
る
こ
の
種
の
画
題
は
、

文
人
の
理
想
で
あ
る
隠
逸
の
思
想
の
表
現
と
し
て
長
い
間
継
承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
）
9
（

。
こ
の
「
漁

楽
図
」
の
影
響
は
日
本
に
も
及
び
、
文
人
画
を
始
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
画
派
に
も
広
が
り
を
見
せ
た
。

洋
風
画
家
司
馬
江
漢
の
、
芝
愛
宕
山
に
扁
額
と
し
て
奉
納
さ
れ
た
油
彩
画
「
相
州
鎌
倉
七
里
浜
」
を

始
め
と
す
る
、
洋
風
の
技
法
に
基
づ
く
海
岸
図
の
諸
作
例
に
も
「
漁
楽
の
思
想
」
の
反
映
を
見
る
指

摘
が
な
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
）
10
（

。
こ
の
よ
う
に
、「
漁
楽
図
」
が
日
本
に
お
い
て
も
き
わ
め
て
強
い
影

響
力
を
誇
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、〈
横
須
賀
村
〉
を
始
め
、「
近
海
見
分
図
」
に
散
見
さ
れ
る
漁
夫
の

姿
も
ま
た
、
こ
う
し
た
伝
統
と
全
く
無
縁
に
描
き
添
え
ら
れ
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、〈
横
須
賀
村
〉
を
さ
ら
に
よ
く
眺
め
る
な
ら
ば
、
船
に
乗
る
二
人
の
漁
夫
以
外

の
モ
チ
ー
フ
の
存
在
に
気
付
く
。
そ
れ
は
、
波
打
ち
際
で
裸
の
ま
ま
遊
ぶ
子
供
達
の
姿
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
一
見
し
て
船
上
の
漁
夫
の
子
供
達
と
推
察
さ
れ
る
が
、「
漁
楽
図
」
の
モ
チ
ー
フ
に
は
認
め

ら
れ
る
こ
と
の
な
い
姿
で
あ
る
。
前
掲
江
漢
の
作
例
中
に
は
、
短
躯
で
一
見
小
児
の
よ
う
に
見
え
る

漁
夫
達
の
姿
を
描
く
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、（
「
海
浜
漁
夫
図
」
大
和
文
華
館
蔵
）、
親
に
連
れ
ら
れ

て
浜
に
来
て
遊
び
な
が
ら
待
つ
幼
児
の
姿
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
方
、
幼
児
を
伴
う
漁
民

の
姿
を
描
く
作
例
を
他
に
見
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
か
つ
て
、
江
戸
に
お
い
て
活

躍
し
た
今
一
人
の
洋
風
画
家
で
あ
る
亜
欧
堂
田
善
の
作
と
さ
れ
る
大
判
銅
版
画
シ
リ
ー
ズ
の
一
図
、

「
ス
サ
キ
ヘ
ン
テ
ン
」
前
景
の
人
物
群
像
が
、
漁
夫
と
そ
の
子
供
達
を
表
す
可
能
性
に
つ
い
て
指
摘

し
た
）
11
（

。
ま
た
、『
江
戸
名
所
図
会
』
巻
二
所
収
〈
寄
木
明
神
社
〉（
図
13
）
に
お
い
て
は
、
神
社
の
前

に
船
を
つ
け
る
漁
民
達
と
共
に
、
岸
に
は
幼
児
が
佇
む
姿
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
諸
例
に
よ
り
、

漁
夫
を
描
く
場
合
に
は
、
漁
夫
の
姿
の
み
を
描
く
場
合
と
、
家
族
を
伴
っ
て
働
く
と
い
う
状
況
全
体

を
描
く
場
合
に
大
別
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

こ
う
し
た
相
違
は
、「
漁
楽
の
思
想
」
を
含
む
、
漁
民
に
ま
つ
わ
る
伝
統
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
背
景
に
、

海
景
に
ふ
さ
わ
し
い
モ
チ
ー
フ
と
し
て
記
号
的
に
配
置
さ
れ
る
場
合
と
、
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
即

し
つ
つ
、
さ
ら
に
現
実
の
状
況
に
も
関
心
を
向
け
て
い
る
場
合
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

「
近
海
見
分
図
」
所
収
〈
横
須
賀
〉
は
ま
さ
に
こ
の
後
者
の
例
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。

「
近
海
見
分
図
」
の
制
作
者
の
漁
民
へ
の
関
心
が
、「
漁
楽
図
」
の
枠
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
漁
業
全

体
の
風
俗
へ
と
向
か
っ
て
い
た
こ
と
は
、
大
規
模
な
漁
の
光
景
を
図
に
収
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺

う
こ
と
が
で
き
る
。〈
濱
名
太
村
砲
台
〉
に
続
き
、〈
其
二
漁
網
図
〉（
図
14
）
と
題
さ
れ
た
図
が
そ
れ

で
あ
る
。
半
裸
の
漁
師
達
が
、
海
に
浮
か
べ
た
舟
の
、
両
の
へ
さ
き
に
取
り
付
け
た
網
を
引
い
て
い

る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
漁
の
光
景
を
題
材
と
す
る
作
例
と
し
て
、
類

似
の
も
の
を
浮
世
絵
作
例
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
昇
亭
北
寿
「
上
総
九
十
九
里
地
引
網
大
漁

猟
正
写
図
」（
図
15
）
が
そ
れ
に
当
た
る
。
画
面
は
網
を
懸
命
に
引
く
漁
師
達
で
占
め
ら
れ
、
ま
さ

に
猟
の
只
中
に
い
る
様
子
を
示
す
本
作
例
で
あ
る
が
、
漁
を
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
た
背
景
に
は
、

大
漁
の
イ
メ
ー
ジ
が
表
す
吉
祥
性
も
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
も
そ

も
北
寿
の
浮
世
絵
は
、
葛
飾
北
斎
の
洋
風
版
画
の
影
響
下
に
成
立
し
た
、
各
地
の
名
所
を
描
く
一
連

の
作
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
表
現
上
の
系
譜
は
歌
川
豊
春
の
「
浮
絵
」
に
ま
で
遡
る
。
そ
の
豊
春

の
手
が
け
た
題
材
に
は
「
新
板
浮
絵
七
福
神
宝
舟
湊
入
之
図
」
の
よ
う
な
お
め
で
た
い
も
の
も
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
浮
絵
に
お
い
て
は
吉
祥
性
が
題
材
選
択
に
お
い
て
重
要
な
要
素
の
一
つ
で

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
豊
春
の
作
例
に
は
「
浮
絵
熊
野
捕
鯨
之
図
」
も
存
在
し
、

漁
の
図
が
吉
祥
性
を
含
む
可
能
性
が
呈
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
今
一
度
「
近
海
見
分
図
」
所
収
図
に
戻
る
な
ら
ば
、
図
中
に
は
漁
師
達

の
他
、
女
、
さ
ら
に
は
裸
で
遊
ぶ
子
供
ら
の
姿
が
こ
こ
に
も
認
め
ら
れ
る
。
一
方
先
に
紹
介
し
た
北

寿
、
お
よ
び
豊
春
の
作
例
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
女
子
供
の
姿
を
画
中
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
同
様
に
漁
の
光
景
を
題
材
と
し
な
が
ら
も
、
日
々
の
生
業
と
し

て
の
漁
業
の
姿
に
関
心
を
向
け
、
記
録
に
残
そ
う
と
す
る
制
作
者
の
態
度
を
示
す
「
近
海
見
分
図
」

の
当
該
図
と
、「
吉
祥
」
の
テ
ー
マ
を
前
面
に
押
し
出
し
、
主
と
し
て
漁
に
携
わ
る
男
達
の
み
で
画

面
を
構
成
し
て
い
る
浮
世
絵
の
諸
作
例
は
明
ら
か
な
相
違
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
近
海
見
分
図
」
に
お
け
る
「
漁
民
の
日
常
」
へ
の
関
心
は
、〈
白
子
村
砲
台
〉（
図
16
）

に
お
い
て
、
塩
を
製
造
す
る
漁
民
達
を
描
く
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
塩
焼
き
窯
の

前
で
作
業
す
る
男
達
、
天
秤
棒
を
担
ぎ
、
海
水
を
運
ぶ
男
達
の
姿
に
交
じ
り
、
子
供
を
背
負
っ
て
作

業
す
る
女
と
お
ぼ
し
き
姿
も
見
え
る
。
ま
た
、
大
人
に
ま
と
わ
り
つ
く
子
供
の
姿
も
描
き
入
れ
る
な

ど
、
作
業
場
の
雰
囲
気
を
再
現
す
る
こ
と
に
本
図
の
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
、
漁
業
と
そ
の
周
辺
の
生
産
活
動
を
制
作
者
が
描
い
た
理
由
に
は
、
余
り
な
じ
み
の

４－４
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な
い
漁
民
の
風
俗
に
対
す
る
好
奇
心
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
公
式
の
記
録
に
準

じ
る
と
思
わ
れ
る
巡
見
の
記
録
の
中
に
こ
う
し
た
描
写
を
取
り
入
れ
る
に
至
る
に
は
、
前
章
に
お
い

て
問
題
と
し
た
巡
見
一
行
の
様
子
の
描
写
と
同
様
、
何
ら
か
の
必
然
性
、
あ
る
い
は
表
現
の
前
提
が

必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
支
配
者
た
る
武
家
の
巡
見
記
録
に
漁
民
の
風
俗
を
取
り
入
れ
る
こ
と

を
可
能
と
す
る
、
ど
の
よ
う
な
要
素
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

（
二
）
描
か
れ
た
海
女

こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
が
、
本
作
品
中
に
は
巡
見
一
行
立
会
い
の
も
と
に
行
わ
れ
た
と
見
ら
れ

る
漁
の
光
景
も
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。〈
平
砂
浦
蜑
婦
漁
石
決
明
図
〉（
図
17
）
が
そ
れ
で

あ
る
。
蜑
婦
は
海
女
、
石
決
明
は
鮑
を
示
し
、
海
女
に
よ
る
鮑
取
り
の
光
景
を
描
く
本
図
に
お
い
て

は
、
沖
合
に
浮
か
ぶ
一
艘
の
舟
と
共
に
、
漁
に
い
そ
し
む
海
女
の
姿
十
人
ほ
ど
が
認
め
ら
れ
る
。
皆

上
半
身
は
裸
で
あ
り
、
下
半
身
も
露
に
潜
水
を
試
み
る
女
の
姿
さ
え
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
船
上

に
は
三
名
の
海
女
の
姿
が
あ
り
、
さ
ら
に
一
人
、
船
端
に
手
を
か
け
て
上
が
ろ
う
と
す
る
姿
も
見
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
肌
も
あ
ら
わ
な
海
女
と
い
う
題
材
は
、
浮
世
絵
の
世
界
に
お
い
て
は
喜
多
川
歌

麿
「
鮑
取
り
」
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
女
性
の
半
裸
を
描
く
口
実
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
ふ
し
が

あ
る
。
幕
命
に
よ
る
巡
見
記
録
、
し
か
も
老
中
に
提
出
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
本
作
品
に
こ
う
し
た

図
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
近
世
社
会
の
尺
度
が
現
代
と
異
な
っ
て
い
た
た
め
、
こ

の
よ
う
に
猥
雑
と
も
言
い
得
る
要
素
を
も
公
式
な
記
録
と
し
て
許
容
す
る
こ
と
が
起
こ
り
得
た
、
と

解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
や
は
り
こ
う
し
た
図
が
巡
見
図
に
含
ま
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
さ

れ
る
図
像
的
根
拠
も
探
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
海
女
以
外
の
人
物
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
と
、
浜
に
は
巡
見
一
行
が
一
列
を
成
し
て
こ
の
漁

の
様
子
を
眺
め
て
い
る
姿
が
描
か
れ
る
。
そ
の
う
ち
一
人
の
武
士
は
、
列
を
離
れ
て
波
打
ち
際
近
く

に
立
ち
、
浜
に
上
が
っ
て
き
た
海
女
二
人
と
相
対
し
て
お
り
、
海
女
の
一
人
は
武
士
に
何
か
手
渡
す

し
ぐ
さ
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
情
景
か
ら
推
測
す
る
に
、
こ
の
図
は
巡
見
一
行
に
御
覧

に
入
れ
る
た
め
に
行
わ
れ
た
漁
を
描
い
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
こ
う
し
た
巡
見
の
場
に
お
け
る
漁
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、「
公
余
探
勝
図
」
制
作
の

契
機
と
な
っ
た
、
先
の
江
戸
湾
巡
見
に
お
い
て
も
実
施
さ
れ
て
い
た
。
豆
州
下
田
に
お
け
る
諸
事
を

記
録
し
た
『
下
田
年
中
行
事
）
12
（

』
巻
之
四
拾
八
に
は
、
一
行
滞
留
中
の
三
月
二
十
四
日
に
、
彼
ら
が
妻

良
浦
に
て
引
網
を
見
学
し
、
御
召
船
へ
鰡
が
飛
び
入
っ
た
た
め
、
大
層
喜
ば
れ
、
引
き
網
の
者
へ
金

が
下
さ
れ
た
旨
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
前
章
に
お
い
て
紹
介
し
た
、
野
村
文
紹
に
よ
る
「
公
余
探
勝
図
」
模
本
に
は
、
上
述
の
出

来
事
の
図
像
化
と
判
断
す
る
の
は
た
め
ら
わ
れ
る
も
の
の
、
漁
船
に
便
乗
し
て
漁
を
見
学
す
る
一
行

の
様
子
が
描
か
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。〈
子
浦
海
上
〉（
図
18
）
が
そ
れ
で
あ
り
、
半
裸
と
着

衣
の
男
達
が
交
じ
り
合
う
十
艘
以
上
の
船
で
魚
を
囲
い
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
よ
う
で
あ
る
。
船
に

よ
っ
て
取
り
囲
ま
れ
た
海
中
に
は
群
れ
を
な
す
魚
の
存
在
も
描
か
れ
て
お
り
、
漁
の
始
ま
る
直
前
を

捉
え
た
情
景
と
推
察
さ
れ
る
。
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
の
原
本
に
は
な
い
図
で
あ
る
が
、
巡
見
の
本

筋
と
か
か
わ
り
の
な
い
こ
う
し
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
ま
た
巡
見
の
行
程
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ

と
を
示
す
、
貴
重
な
作
例
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
海
産
物
に
限
ら
ず
、
特
産
物
を
支
配
者
に
献
上
す

る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
、
支
配
・
被
支
配
の
関
係
を
確
認
・
強
化
す
る
役
割
を
果
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
特
に
海
産
物
の
場
合
、「
漁
」
と
い
う
、
献
上
物
獲
得
の
た
め
の
行
為
を
視
覚
化
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
、
背
後
に
「
支
配―

被
支
配
」
の
図
式
を
擁
す
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
取
り

入
れ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
と
り
わ
け
「
鮑
取
り
」
の
場
合
、
海
女
の
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
を
辿
る
と
、
そ
の
根
底
に
は

大
職
冠
こ
と
藤
原
鎌
足
が
海
女
の
献
身
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
、
龍
宮
玉
取
伝
説
が
関
わ
っ
て
い
る
こ

と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
支
配
者
へ
の
命
が
け
の
献
身
を
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
と
す
る
こ
の
説

話
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
媒
体
に
よ
り
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
た
。
近
世
に
至
っ
て
は
、
浮
世
絵
の
世
界
に
お

い
て
、
杉
村
治
兵
衛
の
作
品
に
見
ら
れ
る
他
、
先
に
紹
介
し
た
歌
川
豊
春
の
浮
絵
の
題
材
と
し
て
も

選
択
さ
れ
て
い
る
）
13
（

。
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
蓄
積
が
、「
近
海
見
分
図
」
に
お
け
る
鮑
取
り
の
図
の

存
在
を
背
後
か
ら
支
え
る
要
因
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

以
上
の
考
察
を
通
じ
て
、「
近
海
見
分
図
」
に
お
け
る
人
物
表
現
が
、
先
行
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
影

響
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
巡
視
一
行
の
旅
の
さ
な

か
に
お
け
る
、
あ
り
の
ま
ま
の
様
態
に
つ
い
て
は
、
名
所
図
会
の
影
響
と
共
に
、
歌
川
広
重
の
保
栄

堂
版
「
東
海
道
五
十
三
次
」
に
表
現
さ
れ
た
、
武
家
の
旅
の
イ
メ
ー
ジ
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
こ

と
、
ま
た
、
複
数
の
場
面
に
お
い
て
見
ら
れ
る
漁
民
の
姿
に
つ
い
て
は
、「
漁
楽
図
」、「
大
漁
図
」
と

い
っ
た
形
で
当
時
の
人
々
に
浸
透
し
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
の
影
響
に
基
づ
き
つ
つ
も
、
型
ど
お
り
の
も

の
と
は
な
ら
ず
、
生
業
と
し
て
の
漁
業
に
目
を
向
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
鮑
取
り
を

見
学
す
る
一
行
の
姿
を
図
に
収
め
る
点
に
は
、「
龍
宮
玉
取
り
」
と
い
う
権
力
者
へ
の
献
身
を
テ
ー

マ
と
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
系
譜
に
連
な
る
海
女
達
の
漁
の
姿
を
描
く
こ
と
で
、
献
上
と
い
う
行
為
を
通

じ
て
確
認
さ
れ
る
支
配
関
係
を
イ
メ
ー
ジ
に
残
す
意
図
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
た
の
で

４－５
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に
つ
い
て
（
二
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
人
物
表
現
の
図
像
に
関
す
る
検
討
に
つ
い
て
は
一
定
の
結
論
を
見
る
に
至
っ
た
が
、

そ
れ
で
も
な
お
、
こ
う
し
た
人
物
表
現
が
巡
視
の
記
録
に
積
極
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
理
由
に
つ
い

て
は
、
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
、
当
該
巡
視
の
実
施
に
際
し
て
の
目
論
見
と

も
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
稿
を
改
め
て
論
ず
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
時
点
に
お
け
る
手
が
か

り
は
、
こ
の
巡
視
の
直
前
、
嘉
永
二
年
十
二
月
二
十
五
日
に
布
達
さ
れ
た
「
海
防
強
化
令
」
所
収
の

一
節
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
に
は
《
凡
日
本
国
中
ニ

あ
る
所
、
貴
賤
上
下
と
な
く
、
万
一
異
賊
共

御
国
威
を
も
蔑
し
た
る
不
敬
不
法
之
働
抔
あ
ら
は
誰
か
是
を
憤
ら
さ
ら
ん
、
然
ら
は
日
本
開
国
之
力

を
以
相
拒
ミ
候
趣
意
被
相
弁
候
ハ
ゝ
》
と
、
挙
国
防
衛
の
趣
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
）
14
（

。

こ
の
「
海
防
強
化
令
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
非
現
実
的
で
建
前
に
終
始
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ

る
も
の
の
）
15
（

、
先
に
掲
げ
た
一
節
と
「
近
海
見
分
図
」
の
人
物
表
現
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
た

と
え
建
前
で
あ
っ
て
も
海
防
と
い
う
問
題
に
「
貴
賤
上
下
と
な
く
」
参
加
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う

意
識
の
表
れ
が
、
人
物
表
現
の
頻
出
と
い
う
形
で
現
れ
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
更
に
厳
密
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註

（
１
）　

拙
稿
「
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
蔵
「
近
海
見
分
図
」
に
つ
い
て―

幕
末
の
海
防
と
実
景
表
現―

」（
『
人
間

文
化
創
成
科
学
論
叢
』
第
十
一
号　

平
成
二
〇
年
）

（
２
）　

内
山
淳
一
「
「
公
余
探
勝
図
」
を
め
ぐ
っ
て
」（
『
定
信
と
文
晁―

松
平
定
信
と
周
辺
の
画
人
た
ち―
』
展
図
録

（
福
島
県
立
博
物
館　

平
成
四
年
）
所
収
）

（
３
）　

菅
沼
貞
三
「
谷
文
晁
筆
公
余
探
勝
図
に
就
い
て
」（
『
美
術
研
究
』
四
七　

昭
和
十
年
）

（
４
）　

こ
の
他
に
も
、
東
京
文
化
財
研
究
所
所
蔵
の
写
真
資
料
に
、
子
爵
松
平
定
晴
蔵
「
海
岸
図
」（
昭
和
一
〇
年
撮

影
）
が
あ
る
。「
相
州
浦
賀
海
望
」
と
図
中
に
書
き
込
み
あ
る
本
図
は
、「
公
余
探
勝
図
」
と
類
似
の
ス
タ
イ
ル
に

よ
っ
て
、
浦
賀
の
番
所
の
姿
を
精
密
に
描
く
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
図
の
存
在
も
ま
た
、
現
在
の
巻
子
本
「
公

余
探
勝
図
」
に
残
さ
れ
た
以
外
に
も
、
巡
見
に
お
い
て
多
彩
な
図
が
制
作
さ
れ
た
可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
５
）　

註
１
拙
稿
Ⅰ―

三
〜
四
頁
。

（
６
）　

阿
部
正
直
「
「
近
海
見
分
之
図
」
に
つ
い
て―

幕
末
の
江
戸
近
海
の
海
防―

」（
『
三
浦
古
文
化
』
五
号　

昭
和

四
四
年
）
参
照
。

（
７
）　

拙
稿
「
『
新
編
武
蔵
風
土
記
』
挿
図
に
つ
い
て
の
考
察―

江
戸
後
期
官
撰
地
誌
に
お
け
る
実
景
表
現
の
一
例―

」

（
『
人
間
文
化
論
叢
』
第
八
巻　

平
成
十
七
年
）
Ⅰ―

三
〜
五
頁
。

（
８
）　

註
２
論
文
八
八
頁
。

（
９
）　

中
国
に
お
け
る
「
漁
楽
図
」
の
諸
相
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
法
子
『
花
鳥
・
山
水
画
を
読
み
解
く　

中
国
絵
画

の
意
味
』（
角
川
書
店　

平
成
十
五
年
）
八
三
〜
九
〇
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
10
）　

樋
口
穣
「
司
馬
江
漢
の
風
景
画　

見
立
絵
と
し
て
の
江
の
島
・
七
里
ヶ
浜
図
連
作
」（
京
都
外
国
語
大
学
研
究

論
叢
六
一　

平
成
十
五
年
）

（
11
）　

拙
稿
「
江
戸
後
期
江
戸
名
所
の
絵
画
表
現
に
お
け
る
碑
の
役
割
」（
『
武
蔵
野
美
術
大
学
研
究
紀
要
』
三
九　

平
成
二
一
年
）

（
12
）　

『
下
田
年
中
行
事
』
は
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
下
田
町
会
所
書
役
、
年
寄
役
を
歴
任
し
た
平
井
平
次
郎
に

よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
下
田
の
古
記
録
で
あ
り
、
全
八
七
巻
か
ら
成
る
。
そ
の
内
容
は
下
田
の
年
中
行
事
や
町
政

事
務
の
要
綱
、
町
の
略
史
、
検
地
帳
の
写
し
、
寺
社
縁
起
等
の
記
録
で
あ
る
。
下
田
市
の
所
蔵
に
係
る
史
料
で

あ
る
が
、
森
義
男
氏
解
説
に
よ
る
復
刻
版
『
下
田
年
中
行
事
』（
長
倉
書
店
、
昭
和
四
九
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、

本
稿
に
お
い
て
は
こ
れ
に
拠
っ
た
。（
参
考
・『
静
岡
大
百
科
事
典
』（
静
岡
新
聞
社　

昭
和
五
三
年
）
）

（
13
）　

『
原
色
浮
世
絵
大
百
科
事
典　

第
四
巻
』（
大
修
館
書
店　

昭
和
五
六
年
）「
玉
取
」
の
項
（
九
七
頁
）。

（
14
）　

田
中
弘
之
「
阿
部
正
弘
の
海
防
政
策
と
国
防
」（
『
日
本
歴
史
』
六
八
五
、
平
成
十
七
年
）、
六
三
頁
。

（
15
）　

右
論
文
、
六
四
頁
。

〔
図
版
出
典
〕

図
３　

上
野
憲
示
責
任
編
集
『
江
戸
名
作
画
帖
全
集
Ⅲ　

文
人
画
（
３
）
文
晁
・
崋
山
・
椿
山
』（
駸
々
堂
出
版
、
平

成
五
年
）

図
５
、７
、９
、
15　
『
眼
鏡
絵
と
東
海
道
五
拾
三
次
』
展
図
録
（
神
戸
市
立
博
物
館
、
昭
和
五
十
九
年
）

図
13　

市
古
夏
生
・
鈴
木
健
一
校
訂
『
新
訂
江
戸
名
所
図
会
２
』（
筑
摩
書
房
、
平
成
八
年
）
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図１　「近海見分図」より〈豆州加茂郡伊豆山権現〉
神奈川県立歴史博物館蔵

図２　「近海見分図」より〈潮見村草廬臥龍松図〉

図３　谷文晁「公余探勝図」より〈長津呂一〉
東京国立博物館蔵

図４　谷文晁原本、野村文紹模写
「武相豆名山勝概図」より
〈天城山絶頂図〉
国立国会図書館蔵

図５　歌川広重「東海道五十三次」のうち〈白須賀〉 図６　「近海見分図」のうち
〈足柄下郡岩村長坂望初嶼図〉
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図７　「東海道五十三次」のうち〈関〉 図８　「近海見分図」より〈杉田村〉

図９　「東海道五十三次」のうち〈藤川〉 図10　『天保巡見日記』より
〈下総国相馬郡利根川取手渡〉
国立公文書館蔵

図11　「近海見分図」より
〈熱海温泉仏浦巻雲之図〉

図12　「近海見分図」より
〈横須賀村海岸眺望本牧之図〉
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図13　『江戸名所図会』巻二所収
〈寄木明神社（部分）〉

図14　「近海見分図」より　〈其二漁網図〉

図15　昇亭北寿「上総九十九里地引網
大漁猟正写図」

図16　「近海見分図」より　〈白子村砲台〉

図17　「近海見分図」より
〈平砂浦蜑婦漁石決明図〉

図18　「武相豆名山勝概図」より　〈子浦海上〉
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On Kinkai Miwake-no-zu(2): 

a study on the depiction of people

TSURUOKA Akemi

abstract

This article aims at clarifying the feature of the depiction of people in Kinkai-miwake-no-
zu, a picture album whose scenery was taken during the coastal inspection in 1850, following its 
introduction in the last number of this journal.

Firstly, the author points out that not a few pictures of the album depicts the activities of the officers 

during the inspection including such behavior as relaxing in front of Shinto shrine. This type of 

depiction is distinctive compared with Koyo-tansho-zu, the same kind of picture album produced sixty 
years behind. The author suggests that the influence of various appearances of officers in Fifty-three 
Stations of Tokaido enables such depiction.
Secondly, the author shows that there appear repeatedly the activities of local fishermen seen in the 

course of the inspection. It has a long history in depicting fishermen as a representation of the desire 

for retirement. In addition to it, the picture depicting a large haul strongly linked with the emblem 

of good luck. The depiction of Kinkai-miwake-no-zu not only comes into beings under the influence 
of these conventions above, it but also is distinctive in depicting the motifs such as the families of 

fishermen and the women divers presenting the officers the abalones they caught.

Keywords：Pictures in the late Edo period, the depictions of the actual scenery, Kinkai Miwake-no-
zu, Koyo-tansho-zu, Fifty-three Stations of Tokaido
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