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紀
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挿
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ア
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フ
レ
ツ

ド

パ

ー

ソ

ン

ス
著
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澤
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丁

　
譯

山
上
の
朝
(
水
彩
畫
寫

眞
版
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郎

う
ひ
ま
な
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方

へ
(
消
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文
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ふ
　

　
　

　
　

　
　

ぢ

ア
ル
フ
ッ

レ
ド
、

パ
ー
ソ

ン
ス
氏
を
訪

ふ
　
　
　汀

　
　
　

鶯

　
　
　

生

ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
K
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繪
葉
書
競
技
會
記
事
(挿
圖
入
)

讀
で
下
さ
い

會
　
告

次
號
以
下
に
は
、
本
號
の
續
稿

の
外
、
色

彩
論

一
斑
、
鉛
筆
畫

の
初
歩
、
英
國
水
彩

畫
大
家

の
傳
記

、
寫
生
及
び
着
色

の
注
意
、

畫
論
是
非
、
吾
國
十
年
前

の
水

彩
畫
界
、

日
本
内
地

の
寫
生
紀
行
、
寫

生
珍
話

、
東

京
附
近
寫
生
地
案
内
、
海
外
美
術
館

の
景

況
、
寫
生
器
具
の
作
り
方
其
他
水
彩
畫

に

關
す

る
内
外
專
門
大
家
の
意

見
を
紹
介
す

べ
く
挿
繪

に
は
、
欧
米
諸
大
家

の
作
品

及

吾
國
諸
名
家
の
傑
作
を
續

々
登
載
す

べ
し
。





發
行

の

欝

世

に

美

術

と

い

へ

る

高

き

趣

味

あ

る

娯

樂

を

知

ら

ず

し

て
、
一
般

人

士

の

嗜

好

漸

く

卑

俗

に

傾

か

ん

と

す

る

を

嘆

じ
『
水

彩
畫

の
栞

』
一
篇

を

艸

し

て
、
青

年

士

女

の

注

意

を

求

め

ま

し

た

の

は
、
今

よ

り

四

年

前

の

こ

の

頃

で

あ

り

ま

し

た
。然

る

に
、幸

ひ

機

運

の

熟

せ

る

折

柄

と

て
、其

書

の

杜

撰

な

る

に

拘

は

ら

ず
、
多

少

刺

戟

の

功

を

奏

せ

し

と
覺

し

く
、
近

來

水

彩
畫

の

普

及

は
、
仝

國

到

る
處

小

ア

ー

チ

ス

ト

を

見

ざ

る

な

き

の

盛
况

を

呈

し
、
旦

美

術

に
對

す

る

世

人

の

嗜

好

も
、
數

年

前

に

比

し

て

實

に

隔

世

の

感

あ

る

程

進

歩

し

て
參

り

ま

し

た
。
洵

に

喜

ば

し

い

現

象

で

は

あ

り

ま

せ

ん

か
。想

ふ

に

水

彩
畫

の

今

日

の

勢

を

成

せ

し

は
、
か

の

隆

替

常

な

き
、
一

の

流

行

と

い

ふ

や

う

な

淺

薄

な

る

も

の

で

は

な

く

て
、確

に

社

會

の

進

歩

に

伴

へ

る
、即

ち

時

代

の

要

求

で

あ

る

と

思

ひ

ま

す
。
何

故

な

れ

ば
、
水

彩
畫

は

今

や
、
單

に

娯

樂

と

し

て

の

み

で

な

く
、
實

用

上

習

得

せ

ね

ば

な

ら

ぬ

と

い

ふ

要

素

を

供

へ

て

居

る

か

ら

で

あ

り

ま

せ

う
。
さ

れ

ば

私

は

今

後

の
發

達

に

向

ふ

て

も
、
出

來

得

る

丈

け

力

を
盡

し

て

見

た

い

と

思

ひ

ま

す
。

私

が

こ

の

や

う

な
雜

誌

の
發

行

を

思

ひ

立

ま

し

た

の

は
、
一

昨

年

の

秋

で

あ

り

ま

し

た
。
歸

朝

後
、
さ

る

地

方

へ

旅

行

致

し

ま

し

た

時

、
そ

の

地

に

水
繪

具

で
寫

生

を

し

て

ゐ

る

少

年

を

見

ま

し

た
。
私

は

か
ゝ

る
僻

邑

に

同

好

者

の

一

人

を

得

て
、
少

な

か

ら

ぬ

興

味

を
覺

え
、
其

人

と

語

り
、其

人

の
繪

も

見

ま

し

た
。

然

る

に
、此

少

年

は
畫

才

の

見

る

べ

き

も

の

あ

る

に

拘

は

ら

ず
、
都

門

に

遠

き

た

め
、未

だ

眞

の

水

彩
畫

な

る

も

の

を

知

ら

ず
、勿

論

技

術

上

の

新

説

を

聞

く

の

機

會

も

な

く
、
自

分

の

執

り

つ

ゝ

あ

る

作
畫

の



方

法

が

正

當

な

り

や

否
、進

歩

し

ゆ

く

べ

き

道

を

知

ら

ね

ば

常

に

不

安

を

感

じ

て
、
繪
を

描

き

乍

ら

も

充

分

の

慰

み

が

得

ら

れ

ぬ

と

い

ふ

事

を

見

出

し

ま

し

た
。
想

ふ

に

か
ゝ

る

迷

路

に

立

つ

の

人

は

猶

他

に

多

か

る

べ

く
、
此

際

專

門
畫

家

の

技

術

上

の

講

話
、意

見
、
さ

て

は

泰

西

水

彩
畫

の

名

作

を
、
不

充

分

な

が

ら

も

同

好

者

に

知

ら

せ

る

機

關

が

あ

つ

た

な

ら
、斯
道

の

進

歩
發

展

の

上

に
、幾

分

の

益

あ

ら

ん

と

其

時

深

く

感

じ

ま

し

た
。
　

　

　

　

　

.
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

,

爾

來
、
雜
誌
發
刋

の

事

を
、
二

三

の

人

々

に

圖

つ

て

見

ま

し

た

が
、
恰

も

水

彩
畫

の

栞
發

行

當

時

と

同

じ

く
、
誰

も

率

先

し

て

此

事

業

を

起

す

も

の

な

く
、
不

得

已

私

自

ら

修

業

の
餘

暇

を

割

て
、
其

任

に

當

る

事

に

な

り

ま

し

た
。
若

し

此

企

が
、私

最

切

の

希

望

通

り

、水

彩
畫

に

遊

ぶ

士

女

の

伴

侶

と

な

り
、
倶

に

娯

し

み
、共

に

進

み

ゆ

く

媒

と

な

る
事

が

出

來

ま

す

れ

ば
、
洵

に

幸

で

あ

り

ま

す
。

明

治

三

十

八
年

六

月

大

下
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次

郎

識







み

づ

ゑ

　
第
壹

明

治

三

十

八

年

七

月

一

日
發
兌

近

世

英

國

水

彩
畫

一
斑

(
上
)

水

彩
畫

の

大

派

が

英

國

美

術

史

中

に

主

要

な

る

部

分

を

占

め
、
そ

の

基

礎

を

強

固

に

し

け

る

は
、
今

よ

り

百

五

十

年
餘

の

昔

な

り

き
。
實

に

紀

元

千

七

百

五

十

年

以

前

に

あ

つ

て

は
、英

國

丹

青

家

の

間

に

於

け

る

水

彩
畫

の

位

置

は

極

め

て

低

く
、
將

來

流

行

の

兆

は

更

に

見

え

ざ

り

し

も
、其

間

種

々

に

工

風

を

凝

し
、
水
繪

具

に

よ

り

て

最

有

望

な

る

描

法

を

案

出

し

た

る

諸

名

家

も

少

な

か

ら

ざ

り

き

。
爾
來

出

來

得

る

限

り

こ

れ

が
發

達

に

力

を

盡
し
、
初

め

て

水

彩
畫

な

る

も

の

ゝ

存

在

の

基

を

成

立

せ

し

む

る

事

と

は

な

り

ぬ
。

水

彩
畫

派

の
劈

頭

第

一

の
畫

家

を

ポ

ー

ル
、
サ

ン

ビ

ー

(
P
O
UL
　
S
AN
D
B
Y)
と

し
、
世

呼

ん

で

英

國

水

彩
畫

派

の

父

と
稱

せ

り
。
氏

と

其

弟

ト

ー

マ

ス

(
T
H
O
MA
S)
と

は

令

聞

殊

に

高

く
、
十

八

世

紀

の

美

術

教

育

に

關

し

て

は

著

し

き

勢

力

を

有

せ

る

人

々

に

し

て
、
ま

た

今

日

に

到

る

迄

美

術

に

關

す

る

智

識

趣

味

等

を

一

般

に

普

及

せ

し

め

た

る

は
、
此

二

氏

の

力

に

待

つ
處

多

か

り
。

ト

ー

マ

ス

は

建

築

を

主

と

し
、
ロ

ー

ヤ

ル
、
ア

カ

デ

ミ

ー

の

建

築

學

の

最

初

の

教

授

な

り

き

。
ポ

ー

ル

は

風

景
、人

物
、
肖

像

の
畫

家

と

し

て

當

時

斯

界

に

異

彩

を

放

て

り
。
千

七

百

二

十

五

年

よ

り

千

八

百

九

年

に

至

る

ま

で

八

十

四

年

の

生

涯

中
、
水

彩
畫

の

進

歩
發

達

に

連

れ

て
、諸

名

家

の
續

々

輩

出

し

け

る

も
、
其

多

く

は

皆

氏

が

門

葉

に

て
、然

ら

ざ

る

も

氏

が

技

巧

の

庇

蔭

を

蒙

ら

ざ

り

し

も

の

な

し
。
今
茲

に

同

時

代

の
畫

家

の

名

を
舉

げ

ん

に
、

ジ
ェ
ー
、
ア

ー

ル
、
コ

ー

ゼ

ン

ス

(
J.R
･
C

O
Z
EN
S
)

ジ

ョ
ル

ジ
、
パ

レ
ッ
ト

(
G
EO
R
G
E
　
B
A
R
R
E
T)

ト

ー

マ

ス
、
ギ

ル

チ

ン



(
TH
O
M
A
S　
G
IR
T
I
N)　
ジ
ョ
ン
、
ヴ
ァ
レ

ー

(
JO
H
N
　
VA
R
L
E
Y
)
　
ゲ

ー

ン

ス
、ボ

ロ

ー

(
GA
IN
S
　
BO
R
O
U
G
H
)

等

重

な

る

も

の

に

し

て
、恰

も

有

名

な

る

水

彩
畫

家

タ

ー

ナ

ー

(
T
U
RN
E
R
)

デ
、
ウ

ィ

ン

ト

(
D
E
　
WI
N
T)

デ

ビ

ッ
ト

、
コ
ッ
ク

ス

(
D
A
-

V
I

D
　
C
O
X
)

ウ
ィ
リ

ア

ム
、
ハ

ン

ト

(
W
IL
L
IA
M
　H
A
N
T
)
サ

ミ

エ

ル
、プ

ロ

ー

ト

(
SA
M
E
L
　P
R
O
U
T
)

カ

プ

レ

ー
、
フ

ヰ

ー

ル

デ

ィ

ン

グ
(
C
O
P
L
Y
　F
I
EL
D
I
N
G
S)
の

そ

れ

の

如

く
、
水

彩
畫

を

し

て

高

尚

な

る

地

位

に

進

む

る

の

好

果

を

得

せ

し

め

け

る

な

り
。
實

に

當

時

に

在

て

は
、
水

彩
畫

に

熱

心

に
、
種

々

の
畫

風

を

創

成

し

た

る

も

の

は

洵

に

稀

な

り

し

と
雖

も
、
そ

れ

等

少
數

の

人

々

に

よ

り

て

良

好

の

識

見

も
發

表

せ

ら

れ
、
流

行

派

或

は

不

易

派

の

進

化

を

も

助

長

せ

し

め
、
水

彩
畫

の

目

的

を

も

充

分

に

世

に

知

ら

し

め
、
且

そ

の

方

式

を

も

完

成

す

る

に

到

れ

る

な

り
き
。

ポ

ー

ル

サ

ン

ビ

ー

の
滔

々

た

る

諸

名

家

中
、
嶄
然

一

頭

地

を

抜

く

所

以

は

、水

彩
畫

の

技

巧

に

關

す

る

新

見

識

を
發

表

し

た

る

精

神

に

存

す

る

な

り
。實

に

氏

は

從

來

美

術

の

上

に

永

く

享

け

來

れ

る

制

肘
惡

慣

例

打

破

の

先

鞭

者

に

し

て
、
か

ゝ

る
惡

慣

例

よ

り

超

然
獨

立

し
、
究
竟

美

術

の

健

全

な

る
發

達

を

遂

ぐ

る

に

到

れ

る

な

り

き
。
氏

は

美

術

の

約

束

に

就

て
、甚

だ

自

由

な

る

思

想

を

持

し

た

る

熱

心

な

る

自

然

の

研

究

者

に

し

て
、實

に

自

然

を

し

て

吾

が

藥

籠

中

の

も

の

た

ら

し

め

し

な

り
。
氏

の

作

品

中

に

は

確

に

二

つ

の

方

面

あ

る

を

見

る
。
一

は

か

の

グ

ラ

ン

ド

ス

タ

イ

ル

の

迷

信

者

に
蹂
躙

せ

ら

れ

た

る

時

代

に

流

行

を

極

め

し

古

典

派
(
ク

ラ

シ

ズ

ム
)
の
、

面

影

の

存

す

る

も

の

に

て
、
他

は

格

式

等

を

一

掃

し

て

郊

外

の

風

物

よ

り

得

來

り

た

る

も

の
、
こ

れ

や

が

て

自

ら

活

氣

の

存

す

る

も

の

あ

る

所

以

な

り
。

サ

ン

ビ

ー

氏

が
、美

術

界

改

革

に

就

て
、
自

然
寫

實

の

動

機

を

與

へ

た

る

そ

の

主

張

は
、
公

明

正

大

な

る

確

信

よ

り
迸

出

し

た

る

も

の

な

れ

ば
、
時

の

美

術

家

中

い

か

で

か

こ

れ

を
歡

迎

せ

ざ

る

も

の

あ

ら

ん
。當

時

氏

の

新

論

の
、
多
數

美

術

家

の

賛

同

を

得

た

る

所

以

は
、他

な

し

そ

の

確

信

を

世

に
發

表

す

る

手

段

の
、頗

る

温

和

的

に
、誇

張

を
避

け

て
、從

來

世

の

人

の

耐

へ

能

は

ざ

ろ

難

事

と

な

し

た

る

も

の

を
、
氏

は

比

較

的

に

容

易

な

る

方

法

を

示

し
、
水

彩
畫

を

以

て

如

何

な

る

も

の

を

も
畫

き

得

べ

し

と

の

動

機

を

與

へ

た

れ

ば

な

り
。



此

時

代

に

は

、水
繪

具

を

以

て
單

に

黒

白
畫

を

作

る

爲

め

に

用

ゐ

來

り

し

も

の

に

し

て
、
自

然

界

の

描
寫

な

ど

夢

想

だ

も

せ

ず
、
た

ゞ

一

の

圖

案

を

作

る

や
、
そ

を

鉛

筆

又

は

チ

ョ

ー

ク

に

て

組

成

し

、慣

習

に

よ

つ

て

定

ま

り

た

る

施

色

法

に

て

淡

く

彩

色

す

る

に

過

ぎ

す
。
こ

の

方

法

は

現

今

建

築

製

圖

者

の

間

に

行
は

る

ゝ

も

の

と

粗

同

一

な

り
。
か

ゝ

る

不

自

由

な

る

手

段

に

よ

つ

て
、
水
繪

具

を

用

ゐ

來

り

し

を

以

て
、其

結

果

は
、水
繪

具

を

以

て

各

自

の

深

遠

な

る

思

想

を

表

は

す

能

は

ざ

る

も

の

と
斷

定

せ

ら

れ

つ

ゝ

あ

り

し

な

り

。
そ

の

頃

時

好

に

適

せ

る

佳

絶

な

る

風

景
畫

を

印

刷

す

る

こ

と

流

行

せ

し

た

め
、
そ

の

下
畫

と

し

て
、線

と

色

彩

を

組

合

せ

た

る

極

め

て

下

劣

な

る
、且

無
價

値

な

る

も

の
續

々

作

り

出

さ

れ

し

を

以

て
、
も

し

美

術

家

に

し

て
、
そ

の

品

位

を

保

た

ん

と

す

る

に

は
、
必

ず

油
繪

を

製

作

せ

ざ

る

べ

か

ら

ず

。世

人

も

ま

た

水

彩
畫

な

る

も

の

は
、
其

實

古

風

の
畫

法

に

し

て
、
他

の

作

品

の

附
屬

物

の

如

き

感

を

以

て
、
殆

ど

度

外

視

し

つ

ゝ

あ

り

し

な

り
。
乍

併

、十

八

世

紀

の

末

に

到

つ

て
、
か

ゝ

る

謬

見

は

忽

ち

に

消

失

し

了

れ

り
。
前

記

ポ

ー

ル
、
サ

ン

ビ

ー

及

び
、
同

時

代

の
畫

家

の

精

苦

に

よ

つ

て
、
不

完

全

な

り

し

水

彩
畫

に

新

生

命

を

生

じ
、そ

れ

に

連

れ

て

良

好

な

る

鑑

賞

の

風

も

起

り
、
世

間

も

美

術

界

も

以

前

の
陋

見

を

捨

て

ゝ
、水

彩
畫

に
對

し

て

大

に

尊

敬

を
拂

ふ

に

到

り

ぬ

。爾

來

水

彩
畫

の

進

歩
發

展

に
瑣

の

頓

挫

な

く
、
畫

法

の

束

縛

も

漸

々

消

滅

し

來

り
、
題
畫

選
擇

の
狹
隘

な

る

制

限

も
廢

り

て
、廣

く

且

自

由

に

な

り

ぬ
。
隨

て

色

彩

使

用

の

慣

例

も

破

れ

て
豐

富

と

な

り
、
配

色

の

上

に

も

大
變

化

を

生

じ

た

り

き
。

タ

ー

ナ

ー
。
デ

ウ

イ

ン

ト
。
コ
ッ
ク

ス

其

他

の

諸

名

家

は
、
水
繪

具

の

使

用

に

關

し

て

明

確

な

る
。
價
値

あ

る
、表

情

的

配

色

の

好

例

を
殘

せ

し

た

め
、後
繼
者

は

喜

ん

で

其

衣

鉢

を

傳

へ
、
以

て

現

代

に

到

る

迄
、熱

心

の

度

を

加

え

つ

ゝ

持
續

し

つ

ゝ

あ

る

な

り
。
溯

つ

て

考

ふ

れ

ば
、
か

く

も

今

日

世

間

に

重

ん

ぜ

ら

る

ゝ

水

彩
畫

の
發

達

は
、
百

五

十

年

前

新

説

を
稱

へ
、
自

然

の

描
寫

に

於

て
、
舊
派

の
畫

家

の
觀

察

力

に

て

は
、
得

て

望

む

べ

か

ら

ざ

る

底

の

大

進

歩

を

促

し

た

る
、
ポ

ー

ル
、サ

ン

ビ

ー

氏

の

功
勞

に
歸

す

る

事

勿

論

に

て
、
吾

人

は

此

光

榮

あ

る

好

果

に
對

し

て
、深

く

氏

に

感

謝

せ

さ

る

べ

か

ら

ず
。



寫
生
用
遠
近
法

眞

野

紀

太

郎

大

に

し

て

高

き

富

士

山

も
、遠

け

れ

は

小

に

し

て

低

き

鳥

居

の

問

か

ら

見

る

事

が

出

來

、
眼

前

一

枚

の

は

が

き

は
、
よ

く

武

藏

野

の

大

景

を

も

掩

ふ

事

が

出

來

る
。
こ

れ

は

物

に

遠

近

の

差

が

あ

つ

て

生

ず

る

現

象

で

あ

る

が
。

試

み

に

諸

君

が

鐵
道

線

路

の

上

に

立

て

ば
、
其

二

條

の

レ

ー

ル

は

終

に

は

一
點

に

な

つ

て

仕

舞

ひ
、
又

沿
道

の

電

柱

は
、
遠

ざ

か

る

に

從

ひ

低

く
、
小

さ

く
、
終

に

は

レ

ー
ル

と

同

じ

く

一
點

に

消

滅

し

て

仕

舞

ふ

の

を

見

る

で

あ

ら

う
。
こ

の

や

う

に

物
體

が

遠

近

の

工

合

に

よ

つ

て

縮

少

し

て

ゆ

く

割

合

を

正

確

に

描

き

出

す

術

を

遠

近

法

を

い

ふ

の

で

あ

る
。

繪
を

か

く

に

遠

近

法

の

心

得

の

必

要

な

る

は

言

ふ

迄

も

な

い

事

で
、此

理

を

無

視

し

て

は
、
極

め

て

簡
單

な

る

小

箱

一

つ

さ

え
寫

し

出

す

事

は

出

來

ぬ
。
况

ん

や

戸

外
寫

生

に

出

で

ゝ
、
家

屋

や
、
道

路

や
、
一

歩

進

ん

で

殿

堂

な

ど

の

複
雜

し

た

も

の

に

到

て

は
、
到

幾

輪

廓

さ

へ

も

取

る

こ

と

は

出

來

ぬ
。
そ

れ

ゆ

へ
苟

く

も
繪

を

描

う

と

思

ふ

人

は
、遠

近

法

一

般

の

知

識

は
、是

非

心

得

て

居

ら
ね

ば

な

ら

ぬ
。

遠

近

法

も

一

科

の

學

問

で
、
此

理

法

を

悉

皆

知

悉

す

る

と

い

ふ

の

は

容

易

な

事

で

は

な

い
。
又
繪

を

慰

み

に

や

る

人

々

に

は
、
そ

れ

程

深

く

究

め

る

必

要

も

な

い
。
よ

つ

て
爰

に

は
、極

め

て

小

む

づ

か

し

き

術

語

を

避

け
、
初

學

の

人

々

に
、極

々

必

要

に
、且
應

用

の

出

來

易

い

卑

近

な

物
體

を

捕

え

て
、尤

も

解

し

易

き

方

法

に

よ

つ

て

號

を

逐

ひ

て

説

明

し

て

見

や

う

と

思

ふ
。

〔
一
〕
石

燈
籠

(
挿

圖
參

照
)

こ

の

圖

は

あ

る

湖

畔

に

あ

る

石

燈

籠

で
、
畫
者

は

A

印

を

眼
點

と

し

て
(
正

し

く

A

印

に

向

つ
て
)
、燈

籠

よ

り

一

丈

六

尺

離

れ

て

見

た

る

と

き

の

遠

近

圖

で

あ

る
。燈

籠

の

高

さ

は

八

尺
、
畫
者

の

眼

の

高

さ
、
即

ち

水

平

線

は

三

尺

五

寸
(
三

脚

床

几

に

座

せ

る

も

の

と

し

て
)
と

假

定

さ

れ

て

あ

る
。
さ

て

こ

の

や

う

な

位

置

で

遠

近

圖

を

作

ら







う

と

い

ふ

に

は
、
先

第

一

に

水

平

線

H

L

が
、
燈

籠

の

ど

の

位

ゐ

の

高

さ

に

あ

た

る

か

を

見

定

め

る
(
此

圖

で

は

下

か

ら

四

段

目

の

上

邊

に

あ

た

る
)
、
そ
し

て

見

取

定

木

を

と

つ

て
、
上

部

は

燈

籠

の
廂

の

傾

斜
、
下

部

は
臺

石

の

傾

斜
と

を

量

り
、
そ

の

線

を

假

定

さ

れ

た

水

平

線

の

上

に

迄

延

長

し

て
、
そ

の

一

致

し

た
點

が

即

ち

消
點

で

あ

る
。
そ

し

て

燈

籠

の

同

じ

方

向

の

線

は

皆

此

消
點

に

集

む

れ

は
、
各

部

の

割

合

が

出

て

來

る
。
そ

の

や

り

方

は

右

も

左

も

同
樣

で

あ

る

が
、
畫
者

の

居

る
處

に

よ

つ

て

は

一

方

の

角

度

が

鋭

く

な

る

と

同
樣

に
、
反
對

の

側

の

角

度
は

鈍

く

な

る

も

の

で

あ

る
。

以

上

は
單

に

割

合

を

示

し

た

に

過

ぬ
。
見

取

定

木

を

注

意

し

て

使

用

す

れ

ば
、殆

ど

間

違

な

く

遠

近

圖

が

得

ら

れ

る
。
寫
生

に

あ

た

つ

て

一

分

一

厘

間

違

つ

て

は

な

ら

ぬ

と

い

ふ

む

つ

か

し

い

事

を

求

む

る

の

で

は

な

い
。
只

畫
を

か

く

人

が
、
遠

近

法

と

い

ふ

の

は

こ

の

や

う

な

も

の

て

あ

る

と

い

ふ

道

理

を

知

つ

て

ゐ

て
、甚

し

き

誤

り

を
、
繪

の

上

に

現

は

さ

ね

ば

よ

い

の
で

あ

る
。
(水

彩
畫

楷

梯

二

十

四

頁
參

照

)

寫
生

に

つ

い

て

大

下

藤

次

郎

軍

に
寫

生

と

い

ふ

て

も

い

ろ
い
ろ

あ

る
、
物

質

の

研

究

の

た

め
〔
一
〕
、直
ち

に
繪

に

す

る

た
め

〔
二
〕
、濃
淡

の

調

子

を

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

イ

研

究

す

る

た
め
〔
三
〕
、瞬

間

の

現

象

を
寫

す

た

め
〔
四
〕
、
繪
の

組

成

に

要

す

る

材

料

を

得

る

た

め
〔
五
〕
、そ
の

他

種

々

な

る

目

的

に

分

れ

て

ゐ

る

故
、
そ

の

描
寫

の

方

法

も

素

よ

り

一
樣

で

は

な

い
。
先

づ

第

一

の
塲

合

に

は
、
其
寫

生
畫

を

そ

の

儘

美

術

的

の
繪

に

す

る

と

い

ふ

や

う

な

考

を

去

つ

て
、
觀

察

し

た

だ

け

正

直

に
、
其

物

の

本

質

を

誰

に

も

解

る

や

う

に
寫

さ

ね

ば

な

ら

ぬ
。
例

へ

ば

樹

木

を

描

く

と

す

れ

ば
、
全
體

の

形

状

色

彩

な

ど

の

正

確

で

あ

る

べ

き

は

勿

論

、幹

や

枝

の

硬

柔
、葉

の

厚

薄

、
そ

の
濕

ひ

の

度

迄

も

現

は

さ

ね

ば

な

ら

ぬ
。
乍

併

博

物

の

標

本

と

は

異

ふ

か

ら
、
同

じ
寫

實

に

し

て

も
、
唯

外

面

の

み

で

は

充

分

で

な

い
。
徒

ら

に

精

緻

の

筆

を

弄

し

た

と

て
、
觀
察

が

粗

で

あ

つ

た

ら
、
單

に

機

械

的

に

な

る

ば

か

り

て
、眞

の
寫

實

と

は

言

へ

な

い
、
否

却

て

大
體

の

趣

を

失

ふ

恐

れ



が

あ

る
。
夫

故

ま

づ

其

物

の

特

質

を

見

取

つ

て
、
そ

れ

に

力

を

入

れ

な

け

れ

ば
、
决
し

て

内

部

に

含

ま

れ

た

る

精

神

を

描

き

現

は

す

事

は

出

來

ぬ
。竹

を
寫

す

に

杉

と

同

一

描

法

に

て

は
、
决
し

て

其

竹

の

勢

を

示

し

難

い

で

あ

ら

う
。要

す

る

に

物

質
寫

生

と

い

ふ

の

は
、
織

物

を
寫

せ

ば

絹

か

木

綿

か

毛

織

で

あ

る

か
、
そ

の

光

澤

や

粗

密

の

相

違

、
即

ち

特

質

を

見

極

め
、そ

れ

を

現

は

す

べ

き

適

當

な

描

法

に

從

ひ
寫

生

す

る

と

い

ふ

事

で

、從

つ

て
對

象

に

よ

つ

て

は

少

な

か

ら

ぬ

時

間

も

か

ゝ

れ

ど
、
が
ゝ

る

研

究

的
寫

生

は

尤

も

必

要

で

あ

る

か

ら
、
初

學

の

人

は

多

く

此

方

面

に

從

事

せ

ら

れ

た

い
。

第

二

の
繪

に

す

る

た

め

の
寫

生

は
、第

一

に

比

し

て
、頭

の

働

き

が
餘

計

に

入

用

で

あ

る
。
ま

づ

位

置

の

選
擇

が

容

易

で

な

い
(
平

凡

な
塲
處

を

立

派

な
繪

に

仕

上

る

の

は

專

門

家

す

ら

難

し

と

す

る
處

で

あ

る
)
、
そ
の
塲
處

は

形

も

整

ひ
、色

も
豐

富

で
、明

暗

の

調

子

も

よ

く

.そ

の

上

自

分

の

伎
倆

で

出

來

る

範
圍

内

の

も

の

で

な

く

て

は

な

ら

ぬ
。
物

質
寫

生

の

素

養

を

持

た

ぬ

も

の

は

、
爰
に

到

て

種

々

な

る

困

難

を

感

ず

る

の

が

常

で
、木

一

つ

石

一

つ

よ

く

描

け

ぬ

も

の

に
、多

く

の

木

や

石

や

其

他

の

複
雜

な

も

の
ゝ

集

ま

つ

て

ゐ

る
、
大

な

る

景

色

が
寫

し

得

ら

る

べ

き

も

の

で

は

な

い
。
岩

が

綿

の

や

う

で

あ

る

と

か
、
手

拭

が

ブ

リ

キ

板

に

見

え

る

な

ど

の

批

難

を

受

け

る

は

當

然

で

あ

る
。猶

此

種

の
寫

生

に

は
、
物

の

位

置

を
變

へ

た

り
、
有

る

も

の

を
ゝ
挫

り
、無

い

も

の

を

添

え
、
又

は

赤

に

見

え

る

も

の

を

黄

に
、明

る

き

を

却

て

暗

く

す

る

な

ど
、
繪
に

す

る

上

に

其

必

要

が

あ

れ

ば
、
必

ず

し

も

目

に

映

じ

た

る
對

象

に

拘

泥

す

る

に

は

及

ば

ぬ

が
、自

由

の

あ

る

だ

け

そ

れ

た

け

責

任

も

あ

つ

て
、
取

捨

に

幾

多

の

苦

心

を

要
す

る

の

で

あ

る
。
又
單

に

自

己

の

研

究

と

し

て

の
寫

生

な

れ

ば
、
よ

し

出

來

榮

は

面

白

か

ら

ざ

る

も

、
一

部

に
滿

足

す

べ

き
經
驗

と

効

果

を

得

れ

ば
、目

的

は

粗

ぼ

達

せ

ら

れ

て

あ

る

が
、
繪
と

す

る

爲

め

の
寫

生

は
、
一

部

よ

り

も

全
體

の

調

和

が

肝

心

で

あ

る

か

ら
、
畫
面

が

散

漫

に

流

れ

ぬ

や

う
、
全
體

と

し

て

の

調

和

を

失

は

ぬ

や

う

充

分

注

意

せ

ね

ば

な

ら

ぬ
。

(
つ

ゞ

く

)

　

注

、イ

は

組

た

て
。　

口

は

寫

す

べ

き

對

手
、物
體

。



富

士

山

ア
ル
フ
レ
ツ
ド
、
パ
ァ
ソ
ン
ス
著

鵜

　
澤
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譯

日
本

の
名
山
は
其
名
歐
米
人
の
間
に
も
知
れ
渡
つ
て
居

て
、
其
形
は
屏
風

や
扇
子
に
數
限
り
な
く
描

い
て
あ

る
。
外
國
人
の
間

に
は
フ
ジ
ヤ
マ
と
い
ふ
て
、

モ
ン

ト
ブ
ラ
ン
ク
、
パ
イ
ク

ス
ピ
ー
ク
な
ど
の

や
う
に
有

名
な
も
の
で
あ
る
。
日
本
人
は

フ
ジ
、
ま

た
は
フ
ジ
サ
ン
と
い
ふ
て
、
詩

的

に

い
ふ
と
き
は
フ
ジ
ノ
ヤ

マ
で
あ
る
。
そ
の
名
は
何

と
呼
ば
れ

や
う
と

も
、
此
山
に
は
不
思
議
な
魔

力
を
持
て

ゐ
る
。
東
京

や
横
濱

か
ら
電
話
線

の
霞
に
透
け
て
見
え
た
り

、
ま
た
は
駿
河
灣

上
の
波
越
し
に
此
山
を
見
る

と
、
必
ず
旅
行
者

の
記
憶
に
留
ま
る
の
で
あ
る
。
富
士
山
は
海
抜

一
万
二

千
尺
、
わ
た
り
に
は
肩
を
比

ぶ
べ
き
山
が
な
く
、
麓
が
廣
く
山
頂
が
狹
く

千
秋

に
聳
ゆ
る
樣
は
、
大
志
を
抱

く
も
の
を
し
て
欽
仰
措
く
能

は
ざ
ら
し

む
る
の
で
あ
る
。

休
日
の
目
的
を
完

全
に
行

ふ
に
は
登
山
に
限

る
事
と
自
分
は
思
ふ
。
若
し

休
日
に
河

へ
往
く
と
、
見
る
も
の
毎
に
寫
生

の
位
置

な
ど
を
考
出
す
、
そ

う
な

る
と
舟

を
止
め
る
、
自
然
遊

び
と

い
ふ
目
的
に
背
く
。
そ
れ
で
物
を

見

る
嬉
し
さ
と
、
働
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と

い
ふ
嫌
惡
な
感
じ
と
、
交

々
到

つ

て
心
を
迷
は
す
。

一
體

考

へ
る
と

い
ふ
事
は
休
日

に
は
禁
物
で
あ
る
が
、

通
例
河
で
は
考

へ
る
時
が
多

い
。
平
坦
な
道
路
を
歩
行
す
る
の
も
こ
れ
と

同

じ
で
、
實
際

に
歩
行
す
れ
ば
す
る
程
考

へ
る
も
の
で
あ
る
が
、
高
山

へ

登
る
時
は
、
惣

て
の
思
考
を
す

る
時
が
な
く
な

つ
て
、
單
に
肉
體
的
の
勞

力
ば
か
り
に
な
る
。
此
境
に
到

る
と
唯
機
械
的

に
、
忙

が
し

い
心
臓

の
鼓

動

と
、
酷
く
重

い
脚

を
曳
擦

つ
て
行
く
の
み

に
な

る
、
そ
れ
で
山
巓

に
達

す
る
と
、
言

ひ
知
れ
ぬ
崇
高

の
念

が
胸
中
に
湧

い
て
、
足
下
に
下
界

を
見

渡
す
と
、
半
ば

雲
に
隱

れ
、
半

ば
現
は
れ
た
る

地
上
の
、
美
は

し

い
神

秘

的

な
、
絶
對
的

に

描
き
得
べ
か
ら

ざ
る

景

致

を

見

、
同
時

に
宇

宙

の
廣
大
無
邊

に
し
て
、
箇

性

の
極
微
で
あ
る

と

い
ふ
感
に
打

た
れ
て
、
無
我

の
境

に
入
る

の

で
あ
る
。
自
分

が
數
年
前

初
め

て
ミ
ル
ト

ン
の

失
樂
園
《

パ
ラ

ダ
イ

ス
ロ
ー
ス
ト
》
を
讀
ん
で
か
ら
後

に
サ

ン
マ
ア
セ
ッ
ト
シ
ャ
イ

ア
の

山
頂
に
登

つ
て
グ
ラ
ス
ト
ー

ン
バ
レ
U

の
平
原
を
望

ん
だ
時
に
、
ア
ダ

ム



の
朝
の
歌

を
讀
む
の
感
が

心
に
起

つ
た
事

が
あ

つ
た
。

『
あ
な
た
は
繪

を
描

い
て
非
常

に
愉
快
で
せ
う
』
と

い
ふ
や
う
な
事
を
人

々
が
畫

家
に
向

ふ
て
よ
く
言
ふ
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
繪
事
を
打
球

や
釣

魚

の
娯
樂

と
同

一
視
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
特

に
風

景
畫
家

の
如
き
は
、

年
中
休
日
で
遊
ん
で

ゐ
る
や
う
に
見
え
る
。
併
し
そ
れ
は
見
當
違

ひ
で
、

見
て
ゐ
る
間

に
す
ん
ず
ん
變

化
し
て
ゆ
く
空

や
、
散
り
易

い
花
な

ど
に
對

す
る
煩
悶
勞
苦
の
程

は
容
易
な
も
の
で
は
な

い
。
そ
し

て
ま
た
是
を
ど
う

　
　

　
ど

あ
れ
を
何
う
描

か
う
か
と
絶
間
な
く
心
を
勞
す
る
事
を
知

る
人
は
た

ん
と

な

い
。

さ

て
横
濱
に
ゐ
る
友
人

か
ら
、
富
士
登
山
の
同
行
を
促

が
さ
れ
た
の
で
、

喜

ん
で
早
速
御
受
を
し
た
。
時

は
八
月
の
初
週

、
丁
度
天
候
も
よ
し
、
富

士
參

り
の
道
者
を
も
見
ら
れ
る
と

い
ふ
。
全
體
新
し

い
興
味

の
あ
る
國
を

漫
遊

す
る
の
に
、
總

て
時
間
づ

く
め
で
、
時
計
と
相
談

し
て
、
も
う
何
分

で
何
處
迄
行
く
な
ど
ゝ
い
ふ
人
と
同
行
す
る
位
嫌
惡
な
事
は
な

い
。
併
し

自
分
の
友
人
は
そ
ん
な
人
で
は
な

い
か
ら
、
吃
度
諸
處

を
見
歩
行
く

に
充

分
時
間
を
與

へ
て
呉

れ
る
で
あ
ら
う
。

出
發

の
頃

の
天
氣
は
何
と
も
受
合
は

れ
な
か
つ
た
。
日
本
に
は
有
強
ち

の

蒸
暑

い
日
で
、
山

の
上
に
は
重

い
押
付
ら
れ
る

や
う
な
濃

い
雲

で
、
朝

か

ら
晩
迄
覆
は
れ
て
居

つ
た
、
そ
し
て
雲

は
谷
合
か
ら
徐

々
に
立
昇
つ
て

ゐ

る

や
う
に
見
え
て
、
山
巓

に
於

て
も
快

晴
の
見
込
は
な

さ
そ
う
で
あ
つ
た
。

宮

の
下
か
ら
蘆

の
湖
ま
で
は
、
時

々
刻

々
に
こ
ん
な
雲

に
蔽
は
れ
て
、
霏

々
た
る
雨
さ

へ
加
は

つ
て
來

る
の
で
、
快
晴
な
ら
ば
心
地

よ
い
歩
行
も
、

今
日
は
洵
に
物
憂

か
つ
た
。湖
畔

の
北
方
に
仙
石
原
と

い
ふ
原
が
あ
つ
て
、

家
畜

の
群
が
處
々
に
見
え
た
。
か

ゝ
る
處
は
日
本

に
は
他
に
あ
る
ま

い
、

轉
た
自
分

の
故
郷

に
在
る
感

じ
の
せ
ら
れ
て
、懐

か
し

い
極
み
で
あ

つ
た
。

初
め
は
乙
女
峠

に
通
じ
て
ゐ
る
道
に
合

し
て
、
富
士
山
麓

の

一
村
御
殿
塲

へ
と
出
る
筈

で
あ
つ
た
が
、
人
夫
が
長
尾
峠
を
通
る
の
が
近
道
で
あ
る
と

い
ふ
の
で
、
左
側

か
ら
登

つ
て
峠
の
頂
き

の
標
示
の
あ
る
處

へ
ゆ
く
と
、

霧

の
爲

め
に
方
角

が
解
ら
な

く
な

つ
て
仕
舞

ふ
た
。
折
し
も
爰

に
温
顔

有

徳
の

一
老
翁
が
忽
然
と
し
て
顯

は
れ
た
。
吾
等

に
は
救

ひ
の
神

と
思

ふ
て

其

老
翁
の
案
内
で
、

こ
れ
か
ら
同
じ
や
う
な
道
を
と
つ
て
、
凡
そ
半
時
間

を
過

た
と
思

ふ
頃
、
殆
ど
身

を
沒
す
る
程

の
濡
れ
た
草
道

へ
這
入
た
。
わ

た
り
は
白

い
深

い
霧

で
、
十
ヤ

ー
ド
も
先
は
何
物
も
見
え
な

い
。
こ
ゝ
で

老
翁

は
道
に
迷

ふ
た
事
を
白
状
し
た
。

こ
の
道

は
聞

い
で
は

ゐ
る
が
、
通

る
の
は
初
め
で
あ
る
と

い
ふ
事
で
、
不
得
止

ま
た
元
來
た
道

を
歸

つ
て
、

標
示

の
あ
る
處

へ
再
び
出
で
、
今
度
は
廣

い
道

を
と

つ
た
。
こ
の
老
翁

は

年
は
七
十
四
で

、
な
か
な
か

面
白

い
人
だ
。
リ

ユ
マ
チ
ス
で
惱

ん
で

ゐ
る

の
で

、
二
十

哩
を
遠
し
と
せ
ず

し
て
、
温
泉
に
來
た
の
で
あ
る
。
お
易

い

事

で
あ
る
爲
め
か
、
そ
れ
と
も
温
泉

の
効
能
か
知
ら

ぬ
が
、
自
身

の
行
く

べ
き
道
か
ら
は
五
六
哩
も
離
れ
た
處

ま
で
、
迷

ふ
た
道
を
正
し
て
、
御
殿

塲

へ
の
正
道

へ
導

い
て
く
れ
た
。

霧

が
山
の
下

へ
下
へ
と
匍
匐

ふ
や
う
に
下

つ
て
離

れ
る
と
、
足
下
に
は
海

が
見
え
る
。
白
砂
の
大
曲
浦
、
田
子

の
浦
と

い
ふ
て
、
駿

河
灣

を
抱

い
て

ゐ
る
。
こ
れ
か
ら
緑

の
傾
斜

が
上
つ
て
ゆ
く
の
を
見

る
と
、
そ
れ
が
富
士

で
あ
ら
う
と
思

つ
た
。
併
し
殆
ど
二
千
尺
餘

の
白
雲
の
長
堤
が
、
全
景
を

掩
ふ
て
ゐ
る
の
で
、
富
士

の
頂
き
が
何
れ
で
あ
る
か
見
分
が

つ
か
な
か
つ







浦 の 子 田

た
。
道
は
山
側
を
通
じ

て
ゆ
く

、
或
は
上
り
或
は
下
り
し
て
、
終

に
北
方

に
下
る
と
、
耕
作
地
が
あ

つ
て
、
軈
て
鐵
道
停
車
塲
の
茶
屋

へ
と
着

い
た
。

こ
ゝ
に
は
吾
等
の
荷
物

と
食
料
が
待

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

山

へ
は
四
時
登

る
事
は
出
來

る
が
、
七
月
末

か
ら
九
月
初
旬
迄

の
間

で
な

い
と
、
途
中

に
休
息

所
が
開
け
て
な

い
の
で
、
食
料
等
の
準
備
も
し
て
ゆ

か
ね
ば
な
ら
ず

、
そ
の
上
雪
を

踏

ん
で
登
る
の
は
甚
だ
困
難

で

は
あ
り
、
天
候

不
穩

の
時
な

ど

は
尤

も
危
險

で
あ
る
。
そ
れ
故

東
海
道
線

の

一
驛
た
る
御
殿
場

は
、
富
士
開
山
の
七
週
間
は
人

々
の
頻
繁

に
往
來

す
る
處
で
あ

る
。

宿
屋
は
富

士
參
詣

者
で
充
滿
し

て
ゐ
る
、
明
日
登
山
し

や
う
と

す

る
も
の
、
山

か
ら
下

つ
て
來

て
疲

れ
た
足
を
洗

ふ
て

ゐ
る
も

の
、
ま
た
は
大
き
な
笠

と
金
剛

杖

と
を
束
に
し
て
ゐ
る
も
の
な

ど
が
、
喋

々
と
し
て
何
事

か
話
し
て

ゐ
る
。
夕
飯
後
旅
行
者
の

一
團

は
、

茶
屋

の
前
に
集
ま

つ
て
、
歌
山
踊
り
と
で
吾
等

を
歡
待
し
て
く
れ
た
。
奏

樂

の

一
隊
は
二
挺

の
三
味
線

と
、
棒
で
叩
く
鐘

と
、
竹
の
笛
で
あ

つ
た
。

踊
手
は
皆
小
さ
な
娘
で
、
年

は
十
歳

か
ら
十
五
歳
位
ま
で
、
着
衣
は
普

通

の
袖

の
長

い
キ

モ
ノ
で
、
そ
の
身
體

や
、
細

い
手

や
、
足

の
働
作
が
甚
だ

美
し
く
て
、
變
化

に
富

ん
で
居

つ
た
。
演
奏
は
歌

と
對
話
と
混
同
で
あ
る
。

音
樂
は
調
子
が
な
く

て
、
外
國
人

の
耳
に
は
嫌
惡
な
氣
の
す

る
不
思
議
な

も
の
で
あ

つ
た
。
併
し
日
本
の
眞

正
の
國
民

樂
に
は
、
人
を
し
て
魂
飛
び

魄
躍
ら
し
む
る
も
の
が
あ
る
。

翌
朝
未
明
に
は
宿
は
沸

く
が
如
く
で

あ
つ
た
、
參
詣
者
の
多

く
は
早
立

を

し
て
日
の
暮
迄
に
山
巓

に
登
り
、
そ
こ
に

一
泊
し

て
下
山
す

る
の
で
あ
る

が
、
我
等

は
山

上
に
二
夜
を
明
か
さ
う
と

い
ふ
の
で
、
別
に
急
ぐ
必
要
は

な

い
。
我
等

の
重

い
荷
物
は
、
馬
の
背
で
山
の
北

口
吉
田
迄
運
ば
し
た
。

三
人
の
人
夫

が
案
内
者
な
り
運
搬

者
な
り
で
、
こ
れ
に
外
國
人

の
腹
に
必

要

な
堅

い
食
物

や
餘
分
の
衣
類
を
持
た
せ
て
往

っ
た
。
昨
夜

の
踊
子
共

は

村

の
通
り
を
流
し
て
歩
行

い
て
居
た
が
。
晝

見
る
と
皆
穢

く
て
、
そ
の
動

作
も
决
し
て
美
し
く
は
な
く
、
人
を

惹
着
け
る
力
な
ど
は

無

論
な
か

つ

た

。
御
殿
塲
か
ら
頂
上

へ
の
道
は
古

い
火
山
灰

の
床
上
で
あ
る
。
初
め
は
だ
ら

だ
ら
登
り
で
、
小
路
が
野
中
に
曲

つ
て
、
紅
白

の
花
の
生
籬

の
あ
る
小
家

が
處

々
に
點
在
し
て
ゐ
る
。
數

哩
ゆ
く
と
稍

々
急
阪
と
な

つ
て
、
火
山
灰

は
粗
く
、稀

に
耕
作
地
を
見
る
や
う
に
な
る
。

こ
の
邊

は
灰
色
の
廣

野
で
、

た

ゞ
藪

と
野
生

の
花
と
が
あ
る
ば
か
り
。
霧

は
猫
晴
れ
な

い
。
何
方
を
見

て
も
風
景
は
見
え
ず
、
若
し

こ
の
花

が
な
か

つ
た
ら
こ
の
旅
行
は
實
に
物

憂

い
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
。
時

に
は
草
刈
が
草

の
大
束
を
背
負

ふ
て
宛

ら

草
の
歩

い
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
の
や
、
小
馬
に
積
ん
て
歸

る
の
も
あ

つ

た
。
小
馬

は
前
の
方

に
形

の
醜

い
首
を
突
出

し
て
、
下
の
方
に
は
細
長

い



脚
が
四
本
、
股
は
猫

の
や
う
で

、
後
脚
の
膕
は
牛

の
や
う
に
、
重

荷
を
背

負

ふ
て
、
の
た
り
の
た
りと
歩

い
て
ゐ
る
。
日
本
畫

の
馬
は
、
こ
の
モ
デ

ル

を
見

て
初
め
て
解
し
た
。
實
に
田
舍
馬

の
や
う
な
無
格
恰
な

も
の
は
他
に

は
あ

る
ま

い
。
石
地

を
多
く
歩
く
の
で
、
足
に
は
大
き
な
藁

の
沓
を
履

か

し
て
、
蠅
除
け
に
木
綿

の
紺

の
四
角
な
布
を
か
け

て
、
ま
た
腹

に
は
紅

い

紐

や
房

の
附

い
た
飾
り

を
つ
け
て
ゐ
る
、
そ
し
て
參
詣

者
を
馬
返
し
の
茶

屋
迄
乗
せ
て
來
る
。

耕
作
物
が
な
く
な
る
と
全
く
燒

石
の
ご
ろ
ご
ろ

道

に
な
る
。
こ
ゝ
に
豐
富

な
植
物
は
、
白

い
す

い
す
い
と
し
た
花

の
咲
く
薄
で
、
こ
れ
は
山
の
麓
迄

あ
る
。
ま
た
釣
鐘
草
の
種
類
が
あ

つ
て
、
紅

い
花
で
黒
點

が
見
え
る
。
此

方
面

の
植
物
は
千
七
百
六
年

の
噴
火

の
た
め
に
枯
死
し
た
の
で
、
山
の
北

方
よ
り

は
豐
富
で
な

い
。
山

へ
登
れ
ば
登

る
程
險
岨
に
な

つ
て
矮

い
細

い

杉

が

一
面
で
、
太
郎
坊

と

い
ふ
小
宮

の
傍
の
茶
屋

の
處
で
止
ま
つ
て
ゐ
る
。

こ
ゝ
で
參

詣
者
は
杖

を
買

ふ
て
上
る
。
杖
は
樺
製

の
八
角

に
削

つ
た

も
の

で
長
さ
殆
ど
五
尺
許
り

、
そ
れ
に
燒

印
が
押
し
て
あ
る
。
頂

上

へ
往
て
數

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

錢
を
投
じ
る
と
、
神
官

が
、
頂
上

へ
來
た
標
に
赤

い
印
を
捺
し
て
く
れ
る
。

午
後
、
可

な
り
早

く
第

二
の
避
難
所

へ
と
着

い
た
。
大
き
な
濕

つ
た
霧

の

一
團
が
た
え
ず
山
側
に
逼

つ
て
來

る
。
こ
の
先

に
暫
時
何
も
な

い
と

い
ふ

の
で
、
こ

ゝ
に

一
泊
す

る
事
と
し
た

。
富

士
の
道
は
順
序

よ
く
十
個
に
分

け
て
あ

つ
て
、
休
息

の
小
屋
が
そ
の
境
と
し
て
あ
る
。
御
殿
塲
道
か
ら

二

合
目

の
小
屋
は
廣
く
出
來
て

ゐ
て
、
溶
石
の
塊
で
築

い
て
あ
る
、
下
か
ら

見

る
と
穴
の
あ
る
壁

の

や
う
に
見
え
る
が
、
上
か
ら
は
何
も
見
え
ぬ
。
煙

筒
な
し
に
火
を
焚
く

上
に
は
雪
が
澤
山
積
重
ね
て
あ
る
、
そ
し
て
家
根

へ

管

を
か
け
て
水
を
取
る
仕
掛
け
に
な

っ
て
ゐ
る
。

此
地
の
午
後

は
甚
だ
荒
凉

た
る
も
の
で
、
上
を
見

て
も
下
を
見
て
も
、
紫

が
ゝ
つ
た
鼠
色

の
火
山
灰
ば
か
り

て
、
處

々
に
薄

や
薊
が
青
く
見

え
る
。

こ
ん
な
景
色
が
霧

の
中

を
ど
こ
迄

も
續

い
て
ゐ
て
、
こ
の
長

い
斜
傾
線

の

單
調
を
破

る
も

の
と
し
て
は
、
た

ゞ
寳
永
山
の
小
高

い
處
が
見
え
る
ば

か

り
で
あ
る
。
(
つ
ゞ
く
)

湖口川







う

ひ
ま
な
び
の
方

へ

ふ
ぢ

い
よ
い
よ

水
彩
畫
御
初
め
遊
ば
す
事

に
御
决

心
な
さ
れ
候
由
、
何
事
に
も

御
熱

心
な
れ
ば
、
他
日

の
御
進
歩
今
よ
り
思

ひ
や
ら
れ
申
候
。
學

校
に
て

學

び
し
は
日
本
畫

に
て
、
鉛
筆
畫

の
素
養

不
充

分
な
れ
ば
と
御
氣
遣
ひ
の

御
樣
子
御
尤

も
に
は
候

へ
共

、
先
日
拜

見
致

せ
し
御
手
際

に
て
は

、
物
の

形
を
寫

す
に
御
不
足
あ
る
べ
し
と
も
覺

え
ず
候
。
色
彩
畫

を
學

ぶ
に
墨
繪

の
講
習
は
、
元

よ
り
必
要
缺
く

べ
か
ら
ざ
る
も
の
に
候

へ
共
、
將
來
專
門

に
と
申
御
考
で
な
く
、
只
慰
み
に
旅

行
先

に
て
繪
葉
書
位

ゐ
描

け
れ
ば
滿

足

と
の
覺
召
な
れ
ば
、
今
後
御
間
合
に
鉛
筆

に
て
濃
淡

の
調
子

な
ど
、
御

研
究

に
相
成
候
は
ゞ
充
分
な
る
べ
く
存

候
。
私

の
知
り
合

の
う
ち
、
あ
る

人
は
、
最
初
輪
廓

さ

へ
も
碌

に
と
れ
ぬ
に
拘
は
ら
ず

、
大
膽

に
も
水
彩
畫

を
始

め
、
僅
か

一
二
年
に
し
て
兎

に
角

他
人
に
見

せ
て
も
さ
ま
で
耻

か
し

か
ら
ぬ
も
の
を
、
描
き
得
る

や
う
に
相
成
申
候
。
素

よ
り
高
き
鑑
賞

に
耐

へ
得

べ
く
は
候
は
ね
ど
、
自
ら
娯
し
む
に
は
餘

り
あ
る
べ
く
存
候

。
こ
れ

に
反

し
て
他

の

一
人
は
、
手
重
く
構

へ
、
是
非
正
則
に
と
毎
日
鉛
筆

い
ぢ

り
を
致
し
居
候
ひ
し
か
ど
、
素

よ
り
色

あ
る
繪

に
比
し
て
興
味
薄

き
た

め

か
、
中
途

よ
り
嫌
氣
生

じ
て
終
に
は
畫

筆
を
棄

つ
る
事
と
相
成
申

候
。

さ
て
準
備
と
し
て
新

に
御
買
求

め
の
品

々
は

、
贅
澤
に
限

り
な
く
候

へ
共

最
初
の
う
ち
は
不
殘
取
揃

へ
る
に
は
及

ぶ
ま

じ
と
存
候
。
先
第

一
は
繪
具

箱
に
て
、
五
圓
六
圓

の
賛
澤
な
品
は
用
な
く
候

へ
ど
、
二
三
十
錢

の
和
製

に
て
は
間

に
合
申
さ
ず
、
十
三
四
色
入
中
蓋

つ
き
た
る
も
の
に
て
壹
圓
前

後

の
品
適
當

か
と
存

候
。
十
八
色
二
十
色
入
と
申
も
の
も
必
ず
し
も
自

分

の
入
用
の
繪
具
ば
か
り
に
無
之
、

い
づ
れ
後
に
好

め
る
色

を
買
足
さ
ね
ば

な
ら
ぬ
事
に
候
。
筆
は

八
號

一
本
三
號

一
本
あ
れ
ば
間
に
合
可
申
、
黒

毛

羽
根
軸
の
上
等
品
な
れ
ば
か
な
り
使
用

に
耐

へ
可
申
候
、
是
は
和
製
に
て

よ
ろ
し
く
候
。
輪
廓
を
と
る
た

め
の
鉛
筆

は
H
B
位
の
硬
さ
の
も

の
使
用

に
便

利
に
候
。消

ゴ

ム
は
後

に
は
殆
ど
入
用
な
く
な
り
候

へ
共
、初

め
は
軟

か
な

る
も
の

一
つ
御
用
意
な

さ
る
べ
く
候
。

紙
は
最
初

よ
り

ワ
ッ
ト

マ
ン

や
0

、
W
、
に
及
ば
す
、
上
質

の
畫
用
紙

に
て
充

分
に
候
。
畫
板

の
御
持

合
せ
な
く
ば
、

洋
畫

紙
八
ツ
切
大
の

ス
ケ
ッ
チ

ン
グ
ブ
ロ
ッ
ク

一
つ
あ
れ

ば
暫
時
使
用
致
さ
れ
可
申
候

。
尤

も
そ
れ
よ
り
小
な
る
ス
ケ
ッ
チ

ブ
ッ
ク

に
て
も
よ
ろ
し
く
候
。
以
上
の
品

々
の
外
、
見
取
枠

一
つ
、

コ
ッ
プ
な
り

鉢
な
り
筆
洗
と
な

る
べ
き
も
の

一
つ
有
之
候
は

ゞ
、
い
つ
に
て
も
水
彩
畫

を
始
め
ら
れ
可
申
候

。
戸
外
寫
生

に
は
猶
入
用
の
品

も
御
座
候

へ
共
、
急

い
で
御
求

め
に
は
及
ば
す
、
繪
具
箱

や
紙

を
風
呂
敷
敷
包
み
と
せ
ば
畫

嚢

は
不
用
、
筆
洗
は
イ

ン
キ
か
香
水

の
空
壜

に
て
澤
山
、
膝

の
上
で
描
け

ば

畫
架

や
寫
生
箱

の
用

な
く
、
到
る
處
木
の
根

、
草
原
、
捨
石
を
見
出
す
事

難
か
る
ま
じ
く
、
古
新
聞

一
枚
あ
れ
ば
、
三
脚
も
當
分
は
無
く
と
も
濟
み

申

べ
く
候
。
何
れ
御
仕
度
整
ひ
候
上
は
御
通
知
下

さ
れ
た
く
、
そ
の
上
に

て
又

々
心
づ
き
し
事
ど
も
詳
し
く
可
申

上
候

草
々

甲

「
君
は
畫
家

で
あ
り
な

か
ら

ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
を
持
て
ゐ
な

い
ね
？

乙

「
へ
ン
鉛
筆
で
急
が
し
く
紙

へ
描

い
て
置
く
の
は
。
君
達

の
や
う
な

　
新
米

の
す
る
こ
と

さ
!
　

僕
は
ち
や
ー
ん
と
頭

へ
寫
し
て
置
く
よ



ア
ル
フ
レ
ッ
ト
、
パ
ル
ソ
ン
ス
氏
を
訪
ふ

汀
鶯

ア

ル

フ

レ
ッ
ド
、
パ
ル
ソ

ン
ス
氏
は
、
ロ
ー
ヤ
ル
ア
カ
デ

ミ

ー

の
會
員

に
し
て
、
花

を
描
く
事

巧
に
、
夙

に
水
彩

畫
に
名
あ
り
。
十
數

年
前
吾
國
に
來
遊

せ
し

と
き
、

百
餘

枚
の
水
彩
畫

を
作
り
、
東
京
美
術
學
校
に
陳
列

し

て
、
有

志
の
士
に
其
技

を
示

せ
し
事

あ
り
き
。
吾
友
三
宅
氏
の
、
水
彩

畫
專
門
に
志
を
定
め
し
も
、
此
時
よ
り
な
り
し
と
聞
く
。
畫

伯
が
彦
根

に

於

け
る
寫
生
畫

二
面
、
現
に
横
濱
英
人
某
氏
の
應
接
室
に
あ
り
。
余

は
屡

々
そ
の
繪

に
接
し

て
、
自
己

の
研
究

に
少
な
か
ら
ぬ
資
益
を
得
た
り
き

。

余

の
曾
て
ロ
ン
ド

ン
に
在
り

し
時
、

一
日
、
吾
國
水
彩
畫
界

に
因
縁
淺

か

ら
ざ
る
、

こ
の
老
畫

伯

の
畫
室

を
訪
ひ
き
。

さ
ゝ
や
か
な
る
鐵
門
に
よ
り

て
、
案
内
の
絲

を
引
け
ば
、
彼

方
に

べ
ル
の

音
鳴
り
響
き
、
や
が
て
少
女
の
出
て
來
で
余
を
導

く
な
り
き
。
長
き
廓
下

を
傳
ひ
ゆ
け
ば
、
片
側
に
は
水
彩
、
鉛
筆
な

ど
の
小
さ
き
繪

あ
ま
た

か
ゝ

り
、
他
の
側

に
ば
、
さ
ま
ざ
ま

の
美
は
し
き
花
さ
け
る
盆
栽
數

多
く
并

び

た
り
。
畫
室
は
奥
ま
り
た

る
方
に
あ
り
。
折
柄
老
畫

伯
は
、
こ
の
春

の
ア

カ
デ

ミ
ー
に
出
品
す

べ
き
、
梨
畑

の
油
繪

に
筆
を
揮

ひ
つ
ゝ
あ
り
し
が
、

笑

か
た
ま
け
て
出
迎

へ
ら
れ
、
恰
も

故
舊

の
如
く
親

し
く
語
ら
れ
、
ま
た

近
什

の
數

々
を
所
挾
き
泡
取
出

し
て
示
さ
れ
ぬ
。
畫
伯
の
油
繪

に
は
世
人

も
多
く
賞
讃
せ
ず
、
余

も
又
敬
服
の
念
を
生
じ
難
か
り
し
か
ど
、
そ
の
水

繪
具

に
て
花
を
寫

せ
し
も
の
に
は

、
驚

く
べ
き
巧
緻

の
作
あ
り
て
、
觀
察

の
精
透
、

技
巧
の
熟
達
、
他
人

の
企
て
及
び
難
き
點

少
な
か
ら
ず
。
但
し

色
彩

美
麗
に
過

ぎ
て
、
所
謂
俗
受
の
傾

あ
る
は
稍

々
惜
む
べ
し
。
畫

伯
が

日
本
に
於
け
る
寫
生
は
、
猶

こ
ゝ
に
も

一
枚
あ
り
。
そ
は
吉
野
山
中
子

守

神
杜

の
八
重
櫻

を
寫

せ
し
も
の
。
今
こ
れ
を
取
て
、
近
作
薔
薇
園
の
圖
に

比
す

る
に
、
進
歩
の
跡
極

め
て
著

し
き
を
見
る
。
吾
國

の
畫
人

、
壯
年
の

域
を
過
ぐ
る

や
、
元
氣
銷

沈
、
進
歩
は
愚

か
次
第

に
後
戻
り
を
な
す
も
の

少
な

か
ら

ぬ
に
、
畫
伯
の
老

て
益

々
修
養
を
加

へ
ゆ
く
に
は
、
感
服
の
外

な
き
な
り
。
畫
伯
は
白
髪
白
髯

、
頭
に
小
な
る
縁
な
し
帽
を
頂
き
、
太

き

シ
ガ

ー
を
口
に
し

つ
ゝ
、
少

し
く
腰
を
屈
し

て
よ
く
語
れ
り
。
日
本
語
は

既
に
忘

れ
た
り

と
言
は
れ
し
が
、
し

か
も
日
本
人
と
の
會
話
の
呼
吸
を
知

れ
ば
に
や
、余

が
破
れ
た
る
イ

ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
も
よ
く
通
じ
、
畫
伯

の
沈
着

な
る
物
語
り
も
粗

ぼ
解
す
る
事

を
得
た
り
し
。
再
び
日
本
に
來
遊
し
給

は

ぬ
か
と
問
ひ
し
に
、
道

の
あ
ま
り
に
遠
け
れ
ば
と
笑

て
答

へ
つ
。
か
く
身

は

ロ
ン
ド
ン
に
住
め
ど
、
時
を
り
日
本
美
術
家

の
訪
ひ
來
ら
る

ゝ
に
よ
り

、

吾

が
故
郷
の
人
に
逢

ひ
し
と
同
じ
心
地
の
せ
ら
れ
て
、

い
と
嬉

し
な
ど
語

ら

れ
ぬ
。

余
は
、
余

に
と
り
て
も
尤

も
樂

し
き
二
時
間
を
、
こ

ゝ
に
過

せ
し
喜
び
を

謝

し
薄
暮

こ
の
忘

れ
が
た
き
畫
室
を
辭
し

ぬ
。

同
志
の
學
生

二
人
、
初
め
て
寫
生
に
出
掛
け
て
、
今

や
着
色

せ
ん
と
す

と

き
、
不
圖
後
ろ
の
方
を
見

て

　
甲

「
ヤ
!
君
あ
す

こ

へ
三
脚

を
持

つ
た
奴
が
來
た
ぞ

　
乙

「
そ
れ
は
大
變
!
!
!
　

道
具
を
仕
舞

つ
て
早
く
逃

ろ
逃
ろ



ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク

K
.
S
.

K

△
某
先
生
門
下
の
秀
才
連
が
、
あ
る
年

五
六
人
連

れ
で
寫

主
旅
行
に
出
掛

け
、
諸
所
を
寫

し
廻

つ
て
、
終

に
箱
根

へ
と
出
て
來
た
が
、
銘

々
風
雨
に

曝

さ
れ
て
、
み
す
ぼ
ら
し

い
體
裁
で
あ
り
な
が
ら
、
よ
せ
ば
よ
い
の
に
福

住

へ
と
泊
り
込

ん
だ
。
さ
て
翌
朝
出
發

と
い
ふ

の
で

、
大
勢
の
女
中
達
に

送

ら
れ
て
、玄
關

へ
出
て
見
た
ら
、

歯

の
欠
け
た
泥
ま
み
れ
の
や
、
鼻

緒

の
抜
そ
う
な
の
や
、
前

の
め
り
、

後

べ
り
、
ひ
き
汐

に
河
岸

へ
取
殘

さ
れ
た

や
う
な
下
駄

や
、
護
膜
が

切
れ
た
り
、
爪
先
が
破

れ
た
り
、底

の
剥
が
れ
た
、
掃
溜
め
に
こ
ろ
が

つ
て
ゐ
そ
う
な
靴
が
、
磨
き
た
て

た
沓
脱
石
の
上
に
ず

ら
り
と
並

ん

で

ゐ
た
の
に
は

、
さ
す

が
に
鐵

面

皮
な
連
中
も
、
女
共
の
手
前
脇
の

下
に
冷
汗
を
催
し
た
そ
う
な
。

△
こ
の
連
中

が
東
京

へ
着
い
た
時
、

新
橋
で
別
れ
て
各

々
宅

へ
と
俥

を
急
が
せ
た
、
さ
て
そ
の
う
ち
の

一
人
は

腹

が
減

つ
て
堪

ら
な
く
な

っ
た

が
、
懐

中
に
あ
る
も
の
は
宿
屋

の
書
付
ば

か
り

、
い
よ
い
よ
窮

し
て
東
夫

に
立
替
さ
せ
、
途
中
の
そ
ば

や
で

一
時
凌

ぎ
を

や
ら
か
し
た
と

い
ふ
。

△
矢
張
り
こ
の
人
達

の
話
だ
か
、
宿
屋

の
女
中
が
、
お
湯
が
あ
き
ま
し
か

た
ら
御
召
し
な
さ

い
と

い
ふ
て
來
た

の
で

、
自
分
の
連
れ

は
も
う
出
た
の

か
と
、
早
速
風
呂
塲

へ
か
け

つ
け
、

い
で

や
と
桶

の
蓋

を
と
つ
た
ら
、

ワ

ー
ッ
と
中
か
ら
飛
出
す

も
の
が
あ
る
の
で
、
氣
絶

し
な

い
許
り
に
驚

い
た

が
、
こ
れ
は
連
れ
の
男
を
嚇
す
た
め
に
、
風
呂
の
蓋

を
し
て
う
ん
う
ん

言

ひ
な
が
ら
待

つ
て
ゐ
た
の
だ
と

い
ふ
が
、
さ
て
さ
て

苦
し

い
洒
落
を
し

た

も

の

さ
。

△
田
舍

で
寫

生

し
て

ゐ

て

一
番

困

る

の

は
、
肥

料

桶

を
擔

い
た

百
姓

が

し

か
も
風

上

に
立

て

見

て

ゐ
ら

れ

る
時

だ

。

あ

ゝ
早

く

往

て
く

れ

ゝ
ば

よ

い
と
思

つ
て

ゐ

る

の

に
、

こ

の
間

來

た
繪

か

き

は

あ

の
森

を

寫
し

た

の
、

あ

の
橋

の

向

ふ

に
は

こ

ゝ
よ

り

も
も

つ
と

よ

い
景
色

が

あ

る

の
と

、

呑
氣

に

話

し

か
け

て

中

々
去

り

そ
う

に

も
し

な

い
。

見

れ

ば

桶

に

一
ぱ

い
に

な

っ
て

ゐ

る

の

に
、

さ

ぞ
自

分

で

も
重

か

ら

う

と
、
却
て
こ
ち
ら
か
ら
同
情
す
る
次
第
さ
。

△
後
に
立
て
繪

を
見
る
人
の
う
ち
に
は
、
黙

つ
て
ゐ
る
の
も
あ
り
、
又
大

に
饒

舌
る
の
も
あ
る
。
頬
冠
り
を
と
つ
て
「
御
苦
勞

さ
ま
」
と
叮
嚀
に

挨

拶

す

る
の
は
田
舍
で
、
「
こ

い
つ
は

一
寸

見
ら
れ
る
」
な

ん
て
小
聲
で
言

つ
て

ゆ
く
の
は
東

京
の
生
意
氣
連

。



繪
ハ
ガ
キ
競
技
會
記
事

五
月

二
十

一
日
第
十
二
回
開
會
、

出
品
者
客
員
會
員
合

せ
て
三
十

二
人
出
品
數
百
十
九
枚
選
票
の

結
果
左

の
如
し

課
題
　
音
(
意
匠
)

緑

(
技

術
)

一
等

二
等

三
等

四
等

五
等

六
等

七
等

八
等

九
等

十
等

火

の

番

仲

の

町

梳
の

音

笛

の

音

水

の

音

水

の

音

雷

鳴

雷電

話

杵

の

音

小

林
福

太

郎

大

田

南

岳

堀

内

汎

山

田

全

一

澁

谷

潔

巖

谷
夾

日

篠

原

氏

重

鵜

澤

四

丁

千

葉

某

瀧

島

利

三

郎

森景

色

景

色

リ

ボ
ン

景

色

若

楓

景

色

景

色

景

色

景

色

澁

谷

潔

鵜

澤

四

丁

大

田

南

岳

千

葉

某

巖

谷
夾

日

三

條

某

瀧

島

利

三

郎

金
兒

貞

堀

内

汎

山

田

全

一

　

　

以
下
略

意
匠

の
二
等
は
重

々
し
き
木
履

の
音

に
て
、
四
等
は
月
夜
淋
し
き
按
摩

の
笛

、

五
等
、
六
等
、
共

に
蛙
飛
込
む
水

の
音
、
七
等
の
雷
鳴
は
蚊
帳
に
線
香
、

九
等

の
電
話
は
新
ら
し
き
趣
向
な
り
し
、

客
員
巖
谷
小
波
氏

の
「定
齊

」は
投
票
濟
み
て
後
着

せ
し
が
、
意
匠
と
し
て
奇
抜

の
も
の
な
り
き
。

六
月
課
題
　

五
月
雨
(
意
匠
)

七
月

　
刹

那
(意
匠
)

竹
(
技
術
)

橋
(技
術

)

二
十
日

〆
切
七
月
二
十

三
日
開

會

▲
繪
葉
書
課
題
に
奇
警
な
る
御
思

つ
き
あ
ら
ば
出
題

せ
ら
れ
た
し



讀
で
下
き
い

▲
本
誌
發

行
の
由
來
は
、
卷
首

に
陳

べ
た
ほ
か
、

猶

一
つ
の
理
由

が
あ
り
ま
す

。

▲
そ
れ
は
私
の
著
書
『
水
彩
畫

の
栞
』
も
、後

の
『水

彩
畫
階
梯
』
も
、
唯
そ
の
道
に
入

る
べ
き
手
引
と
し

て
書

い
た
迄
で
、
そ
れ
以
上
の
事
は
學

ぶ
方

々
の

研
究

に
任
し
て
置
き
ま
し
た
。

▲
然

る
に
偶

々
、
此
書
に
よ

つ
て
學
ば
る
ゝ
人

々

の
や
り

方
を
見
ま
す

と
、
或
る
人

々
は
、
私

が
書

中
に
呉

々
斷
つ
て
あ

る
に
拘
は

ら
ず
、
寫

生
す
べ

き
物
の
色

を
そ

つ
ち
除
け
に
し
て
、
私
の
着
色
法

を
紙
の
上
に
並
べ
て
居
ら
れ
、
ま
た
或

る
人
は
、

み
す
み
す

不
利
益
な
方
式
を
と
ら
れ
、
何
れ
も
進

歩
し
て
ゆ
く

べ
き
路

を
踏
外
し
て
ゐ
ら
る

ゝ
方

々

が
多

い
樣
で

あ
り
ま
す
。

▲
こ
の
や
う
な
有
樣

を
見
ま
す
と
、
私
は
諸

君
を

門
に
入
る
べ
く
手
引
し
た
許
り
で
は
氣

が
濟
み
ま

せ
ん

、
不
親

切
の
や
う

に
も
思
は
れ
て
な
り
ま

せ

ん
、
今
少

し
立
入

つ
て
熱

心
な
人

々
の
御
相
談
相

手

に
な
り
、
共

に
共
に
此
道

を
樂

し
み
た
く
思

つ

た
故
で
あ
り
ま
す

　
　

　

▲
本
誌
は
二
三
友
人
の
助
力
を
得
て
漸
く
發

行

の

運
び
に
な
り
ま
し
た
が
、
御
覽

の
通
り
粗
末
な
も

の
で
す
。
併
し
何
れ

も
本
業
の
餘
暇
の
仕
事
で
、

多
く
の
時
間
を
こ
れ

に
か
け
る
譯

に
は
ゆ
か
ず
、

經
驗

も
な
し
、
不
行
届
と
は
知
り
な
が
ら
も
、
初

號
は

こ
れ
で
精

一
ば

い
の
出
來
で
、

こ
の
上
は
力

が
及
び
ま

せ
ん
で
し
た
。
是
か
ら
追

々
讀
者
の
注

意
を
受
け

て
、
能

ふ
だ
け
内
容
も
外
觀

も
よ
く
致

し

て
ゆ
く

つ
も
り
で
す
。

▲
次
號
か
ら
は
水

彩
畫

に
關
し
た
新
刊
圖
書
の
批

評
を
か
き

ま
す
。
初
學
の
方

に
御
勸

め
し
て
よ

い

も

の
で
、
割
合
に
世
間

に
知
れ
て
ゐ
な

い
も
の
も

あ
り
、
ま
た
害

の
み
あ

つ
て
寸
毫

の
益

も
な

い
畫

手
本

の
類

が
、
誇
大

の
廣
告
を
し
て
人
を
欺

い
て

ゐ
る
の
も
あ
り
ま
す
。
か

ゝ
る
事
は
水

彩
畫
發
達

の
上
に
少

な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
か
ら
、

勉

め
て
公
平
に
批
評
し
て
、善

い
も

の
を
推
薦
し
、

不
良
の
も
の
を
出
版
界
か
ら
黜
斥
け
た
く
思

ひ
ま

す

。
▲
口
繪

の
水
彩
風

景
畫

は
、
英
國

の
ロ
バ
ア
ト
、

リ
ッ
ト

ル
氏
の
筆
で
あ
り
ま
す
。
穩

や
か
な

る
畫

風

の
う

ち
に
、
筆
力

の
剛
健
な
る
を
見
る

べ
く
、

華

や
か
な

る
色
調
は
な
く
も
、
見
飽

の
せ
ぬ
永
久

の
生
命
が
含
ま
れ
て
ゐ
ま
す
。

▲
口
繪

の
製
版
は
、
そ
の
術

に
於
て
屈
指

の
金
子

政
次
郎
氏
の
手

に
成
り

、
秀

英
舍
第

一
工
塲
で

印

刷
し
ま
し
た
。
色

の
調
和
の
複
雜
な
西
洋
畫

の
製

版
は
、
凡
手
の
よ
く
す
る
處
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

殊
に
此
繪

の
如
き
は
少
な
か
ら
ぬ
苦
心
を
致
さ
れ

た
そ
う
で
す
。
爾
來
本
誌
は
、
口
繪

に
於
て
も
他

に
眞
似

の
出
來
ぬ
程

の
よ

い
物
を
、
追

々
紹
介
致

し
た

い
考
で
あ
り
ま
す
。

▲
鯨
船

の
圖
は
、
木
年
春
期

、
米
國

費
府

の
ア
ー

ト
ク
ラ
ブ

に
開
か
れ
た
水
彩
畫
展
覽

會
に
出

た
も

の
で
、
取
材
の
奇
抜
な

る
、
筆
路

の
大
膽

な
る
、

唯

々
敬
服
の
ほ
か
は
あ
り
ま

せ
ん
。

こ
の

や
う
な

活
た
繪

は
、
我
國

の
展
覽

會
で
は

、
容
易
に
見
る

事
が
出
來

ぬ
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。

▲
本
誌
の
表
紙
は
、
四
谷
大
番
町
な

る
尚
山
堂
水

野
氏
の
好
意

に
よ
つ
て
、
雜
誌

と
し
て
は
他
に
類

の
な
い
高
尚
な
も

の
を
得

ま
し
た
。
次

項
の
繪
葉

書
挾

も
、
同

じ
工
塲
で
作

つ
た
も
の
で
す
。

▲
本
誌
發
送

の
途
中
、
口
繪

の
傷

ま
ぬ
や
う
に
と

・

帶
封
に
厚

紙
を
添
え
て
置
き
ま
し
た
。
こ
の
厚

紙

の
中
央
に
あ
る
八
つ
の
白
點

へ
穴

を
あ
け
、

リ
ボ

ン
な
り
絹
糸
な
り
通
し
て
、
裏
で
結
ば
れ
る
と
き

は
、
美
し

い
繪
葉
書
挾
と
な
り
ま
す
。
こ
の
厚
紙

の
添
え
て
あ
り
ま
す

の
は
、
本
會

か
ら
の
直
接
購



讀
者
に
限
り

ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　

　

▲
『
水
彩
畫

の
栞
』
は
、
説

明
の
不
充

分
な
點

が
多

く
、
猶
書
加

へ
た

い
處
が
あ
り
ま
し
た
故

、
昨
年

の
春
第
十
五
版
限
り
絶
版
し
て
、
更
に
内
外
出
版

協
會

か
ら
『
水
彩
畫
階
梯
』
を
發

行
し
ま
し
た
。
然

る
に
、
近
頃
元
の
出
版
者
の
新
聲
社

で
な

く
て
、

何
處

よ
り
か
『水

彩
畫

の
栞
』
第

十
八
版
と

い
ふ

の

を
出
し
て
ゐ
ま
す

。
そ
し
て
著

者
に

一
言
の
斷
り

も
な
く
、
書
物
の
體
裁
を
變

へ
、
口
繪

に
は
著
者

筆

と
し
て
あ
り
な
が
ら
、
全

く
私
の
知
ら
ぬ
も
の

さ

へ
挿

ん
で
あ
り
ま
す
。
私
は
元
よ
り
水
彩
畫

の

普
及
を
冀

ふ
ほ
か
他
意

は
あ
り
ま
せ
ぬ
故
、
本
文

さ

へ
間

違

つ
て
ゐ
な
け
れ
ば

、
發
賣

を
差
止

や
う

と
も
思

ひ
ま
せ
ぬ
が
、
所
謂
十

八
版
の
書
を
通
讀

し
て
見
な
け
れ
ば

解
り
ま

せ
ん
。
何

れ
に
致

せ
、

私
は

『
水
彩
畫

の
栞
』
第

十
五
版
以
後

の
も
の
に

は
、

一
切
責
任
を
持
た

ぬ
と
申
事
を
、
爰
に

お
斷

り
し
て
置
ま
す

。

本
誌

の
編
輯

上
其
他

に
對
し
て
御
意
見
あ
る
方

々
は
、
遠
慮
な
く
御
注
意

を
給

は
り
た
く

、
編

者
は
出
來
得
る
限
り
御
希
望

に
副

ひ
、
本
誌
の

進
歩

を
圖
る
べ
く
候
。

近
事
雜
聞

■
繪

葉
書
品
評
會

日
本
葉
書
會

の
催

に
か

ゝ
る

　
繪

葉
書
品
評
會
は
、
前
月
第

一
土
曜
日
午
後
よ

　
り

、
麹

町
な
る
巖

谷
夾
日
氏
の
宅

に
開
か
れ
、

　
主

人
及

小
波
、
南
岳
、
米
齊
、汀
鶯

諸
氏
參
會

、

　
近
刊
繪
葉
書
數

種
に
合
評
を
試
み
、
後
各
自
合

　
作
の
席

上
繪
葉
書
を
交
換
し
、
夜

に
入

て
散
會

　
し
た
り
と

い
ふ
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

■
俳
諧
繪

葉

書
夏

の
部

日
本
葉
書
會
發
行

の
俳

　
諧
繪

葉
書

は
齋
藤
松
洲
氏
の
筆

に
て
既
刊
春
の

　
部
極

め
て
好
評
な
り
し
が
不
日
出
版
さ
る
べ
き

　
夏

の
部
は
更

に
清
楚

に
し
て
氣
品
高
き
も
の
な

　
り

と

い
ふ

■
春
鳥
會
繪

葉
書
　
本
會
繪
葉
書
競
技
會
に
出
で

　

し

一
年
間
の
傑
作

を
抜
き
し
も

の
に
し
て
、
第

　

一
輯
に
は
左

の
人

々
の
作

あ
り

　

お
幅
さ
ん
　
鵜
澤
四
丁
　
藤

む
す

め
　
巖
谷
夾
日

　

花
見
ふ
ね
　
瀧
島
寛
水

　
ひ
か
り
　

川
俣
自
輔

　

白
百
合
　

山
田
全

一　

京
人
形
　

小
林
珠

郎

　

次
輯
は
水
彩
風
景
畫

の
み

に
し
て
、
八
月
初
旬

　

出
版
さ
る
べ
く
、
發
行
所
は
日
本
橋
區

通

二
丁

　

目

松
聲
堂
な
り

■
廣
告
繪

葉
書

　
松
聲
堂
の
廣
告
繪
葉

書
は
、
本

　

會

の
新
案
で
特
別
廣
告
に
限
れ
り
、
此
繪

葉
書

　

を
添

へ
て
註
文

す

る
時
は
總
て

二
割
引
に
て
發

　

送

す
と
い
ふ
、
詳

し
く
は
廣
告
を
見
ら
れ
た
し

會

告

■
學
校

又
は
同
志
の
間

に
、
寫

生
會

、
エ
ハ
ガ
キ

　
會
等

の
設
け
あ
る
も
の
は
(
其
景
况

を
な
る

べ

　
く
詳

し
く
通
報

せ
ら
れ

た
し

■
前
項
團
體

及
び
個
人
の
作
品
の
現
物
、
若
く
は

　
寫
眞

を
寄
贈

せ
ら

る
れ
ば

、
優
秀
な
る
も
の
に

　
限
り
、
寫
眞
版
に
付
て
、
本

誌
に
登
載
す

べ
し

■
左
の
事
項
に
つ
き
廣
く
投
書

を
求
む

　
□
水
彩
畫

に
志

せ
し
最
初

の
動
機

　
□
始
め
て
戸
外
寫

生
を
試

み
し
時
の
感

　
□
寫

生

中
に
起
り
し
興
味
あ
る
出
來
事

　
□
畫

を
學

び
た

る
爲
め
に
得
た
る
顯
著
な

る
利

　
　

益

■
以
上
〆
切
の
期

を
定

め
ず
、
半
紙
十
行
二
十
字

　
詰

に
て
、簡
單

に
、字
體

明
瞭

に
認
め
ら
れ
た
し

■

投
稿
の
返
戻
を
望

ま
る
ゝ
方
は
、
相
當

の
郵
券

　
を

添

へ
ら
れ
た
し

■
水
彩
畫

に
關
す
る
質
問
に
し

て
、

一
般
讀

者

に

　

有
益
と
認
む
る
も
の
は
、
答

へ
を
紙

上
に
掲
載

　

す

べ
し
、
但
初
め
よ
り
返
信
科
を
添

へ
ら
し
も

　

の
は
直
ち
に
答
書

を
送

る
べ
し

■
眞
野
紀
太
郎
氏
は
、
遠

近
法
に
關

す
る
質
問
に

　

答

へ
ら
る
べ
し
。

　

但
複
雜

な
る
も
の
、
圖
説
を
要
す
る
も
の
は
此

　

限

り
に
あ

ら
ず
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庫 文

鎮六 拾五 圓壷金 前冊煎拾O鐘 四拾八金前冊六〇鋭五拾金班一債定

鐘六十券郵本見●宛鍵一税郵●鍵八圓煎金前(共 冊四刊噌期定),年クー

月

刊

文
學
雑
誌

文
庫
は
明
治
二
十
二
年
の
創
刊
に
し
て
隆
替
常
な
ぎ
文

學
雑
誌
中
最
古
く
最
堅
固
に
襲
行
部
数
最
多
く
讃
書
肚

會
に
最
勢
力
を
有
す
蘇
篇
識
騒
霧
撫
難
轟
雛
腰
弊噴
本
誌

の
特
色
は
盧
名
な
く
し
て
實
力
あ
る
天
下
の
秀
オ
を

一

・堂
に
招
き
集
む
る
に
在
り
凡
そ
新
文
士
を
待

つ
こ
と
最

自
由
に
最
公
平
な
る

本゚
誌
に
若
く
は
な
く
趣
味
の
清
新

材
料
の
豊
富
亦
矯
に
自
ら
許
す
所
甑
膿
魏
難
躾
鶉
灘
凝

奮
瓢
揺
灘
醐
饗
纏
甥
隷
暁
畿
躰藩
鑛
霧
薇
灘
撫
天
下
の俊
毫

翼
く
は
競
う
て
趨
り
來
り
本
誌
の
微
志
を
成
さ
し
め
よ

則 略 稿 嵜

記
事
政
治
に
渉

る
も
の
若
し
く
は
風
俗
を
屡
齪
す
る
の
虞
あ
る

も
の
は
探
ら
ず

未
完

の
原
稿
は
大
抵
探
る
こ
と
な
か
る
ぺ
し
字
饅
訊
雑

の
も

の
も
亦
然
り

原
稿

の
字
鍛
は

一
行

二
十
字
詰
用
紙
は
半
紙
大
に
限

ら
る
べ
し

寄
稿

に
は
毎
篇
鱒
ず
住
所
姓
名
等
を
附
記

せ
ら
れ
た
し
但
紙
上
に
は
匿
名
又
は
愛
名
に
て
出
す

も
差
支
な
し
　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

・

文
章
詩
歌
俳
句
等
種
類
を
異

に
す

る
も
の
は
各
別
の
紙
を
用
ゐ
ら
る
べ
し
文
章
は
篇
を
異

に
す

.

る
毎
に
用
紙
を
新
に

せ
ら
る
べ
し

原
稿
紙
中

に
用
事
の
文
句
を
認
む
る
は
妙

な
ら
ず
　

　

　
　

　
「

.原
稿
返
却
の
請
求
に
慮
ぜ
ず
郵

税
先
梯
又
は
不
足

の
も
の
は

一
切
請
取
ず

番 町 西 駒 本r束
地 十 片 込 郷 京會 協 一版 出 外 内



著 郎　次 藤　下 大

梯 階 叢 彩 水
(銭四税郵*銭 拾五金債定*版 　再)

▲
口
　
維

茄騨

▲
製

本

鑑
㍊
難

『
美
術
新
報
』
淋
離
離
堀
脇
訪
矯
鷲
警
馨
略
.れ
灘
霧
鵠
蠣
廉
のの
骸

て
、
專
ら
少
年
初
學
の
霜

め
に
寄
生

の
準
備

、
寓
生

の
方
法

、
彩
料
の
説
明
、
著
色

に
つ
き
賠
者
の
煙
験

、
學
理

上
色
彩

の
定
義
、
模
様
謁
に
於
け
る
色

彩
の
応
川
、
質

間
に
つ
き
て
の
数
綱
に
分
ち
、
更
に
痴
目
を
立
て
ゝ
縷

々

罐
嘉
鞭
製
羅
雛
擁
城
れ
丁
寧
親
切
を
極
め
た
る
も
の
臆
れ
實
に
初

心
者
の
み
な
ら
ず
盛
驚
是
非

一
顧
を
要
す
る
好
書
嚇
蔀
魔
゜

「
日
本
人
』
曙
緒
椰
鐵
樋
肋
朧
無
肪
服
献
脇
図
瀦
何
ポ
儲
蹄
のの琳
彬
欄
肋
簾
逆
墓

濤

"

秋
腓
爾
醗
額
観
麗
順

り
記
述
の
用
意
周
到
を
極
め
て
、鮪
脆
のの
騨
轡
即
囎

て解

説
丁
寧
、普
通

一
般
の
こ
と
は
網
羅
し
て
遣
さ
ず
、雛
錨

繕
紮
翻

き
、
其
忠
實

の
意
を
多
と
す
べ
し
。

▲
質
問
自
由
饗
蘇
鶯
雑
輔
外

番 町 西 駒 本 東
地 十 片 込 郷 京會 協 版 出 外 内



筆 の生 先郎次藤下大

ぎカ㍉ま糟彩水

六

.
枚

壼

組

・

'

へ正

慣

金

二

十

五

銭

　
　

郵

税

金

二

鍵

一

石

版

拾

五

度

印

刷

　

　

頗

る

優

美

高

術

大
下
発
生
の
水
彩
書
忙
造
詣
深
き
は

今
更
ら
い
ふ
を
侯
た
ず

左
記
諸
新

,聞
紙
の
批
評
を
,一
讃
し
て
其
の
眞
債
を
知
ら
れ
ん
こ
と
を
　
　
'
ぐ

東
京
都
新
聞
評

詠
彩
給
葉
書
　
大
下
藤
次
郎
氏
の
筆
に
て
東
京
近
郊
の
六
赦

一
組
、
清
楚
に
し
て
氣
晶
高
き
は
世
間
に
あ
り
ふ
れ
の
も
の
に
頭

角
を
抽
ん
で
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
'　
　
　
　
　

一

二

六

-新

聞

評

　

　

　

　

、

水
彩
給
は
が
き
半
込
盛
文
堂
よ
り
襲
行

の
同
葉
書
は
大
下
藤
次
郎
子
髄

に
て
六
枚

一
紐
金
煎
十
五
鋭
何
れ
も
清
洒
な

る
出
來
に
`

て
時
節
柄
の
物
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

.　
　
　

°　
　
　
　
　
　
　
　

'
一

獲

行
所

、東

京

市

牛

込
囁

神
樂
町
三
丁
目
六

盛

文
堂
書
店



き が は 糟

叉夜 色 金
離
翫
形

一

割

増

用代券郵 銭二金税郵銭 拾五金◎組萱 ・枚六

故
尾
崎
紅
葉

柳

川

春

葉

編

先
生

原

書

大
下
藤
次
郎
密
書
十
千
萬
堂
藏
版

金
色

夜

叉
は

明
治

の

輔
大

傑

作

に
し

て

、
故

紅
葉

先
生

が

天

下
濁

歩

の
オ

を
檀

に

し
給

ひ
し

物
な

る
は

世

人

の
夙

に
知

る

庭

な

り
、

蝶
舗

今

圃

十

千
萬

堂

の
詐

可
を

得

て
。
柳

川
春

葉

先

生

此
名

著

の

中

よ
り

特

に
優

れ

た

る

六
節

の
文
章

を

援

準

し

、
當

代

洋
高

界

の
巨

匠
大

下

藤

次

耶

先
生

に
請

ひ

て
、
其

妙

手

に

成

れ

る
給

繊

を
附

し

、

山ハ
葉

一
組

の
封

絨
給

端

書

と
な

す

、

其

盟
裁

は
僅

に
善

適

端

書

の

二
倍

に

過
ぎ

ざ

れ

ど

も
、

中

に

各
敷

百

字

の
名

文

と

、
・
清

新
な

る
給

講

及

・故

紅

葉

先

止
專

用

の

原
編

用

紙

を
縮

窩

せ
り

、
試

に

一
部

を

手

に

せ
ん

か

、
文

と
薔

と

の
縣

は

巧

に
幾

顧

の
珠

を

聯

れ

、

一
讃

直

ち

に

此
大

傑

作

の
大

意

を
知

る

に
難

か

ら
ず

、
加

之

意

匠

の
實

用

に
適

せ

る
も

の

、

近
來

給

端

書

の
獲

行

幾

百

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
、　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　
　　　
　　　　
　　　
ψ

千
種

に
及

ぶ
と
難

も

、
未

だ

曾

て
斯

の
如

き

美
麗

高

術

な

る
物

あ

る
を

知

ら

ざ

る

な
り

。

夫

れ

金
色

夜

叉

は

明
治

小

説

中

の
金

剛

石

な

り

而
し

て

此
給

端
書

も
亦

斯

界

の
責

石

、
長

く

ア

〃

バ

ム
に
光

を
放

ち

て

原

著

の
名
馨

を
損
ず

る
な

か

る

べ

き

な
り

螢

行
所

東

京

市

牛
込
匪

神
樂
町
三
丁
目
六

盛

文

堂̀

書

店



欧

米

流

行

輯

新

の

夏

物

種

々

到

着

仕

り

候

間

多

少

に

不

拘

御

用

向

仰

付

け

下

さ

れ

度

.御

一

報

次

第

早

速

参

上

御

高

覧

に

入

れ

申

べ

く

候

西
洋
小
間
物
各
種

紅
屋
洋

品
塵

電
話
浪
花
千
百
六
番

東

京

市

日

本

橋

匿

雨

國

米

澤

町

三

丁

目

一

番

地
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繪
葉
書
競
技
會
規
定

●
繪
葉
書
は
自
筆
に
限

る

○
繪

の
種
類
を
問
は
ず
○
粗
雜

な

る
も
の
は
と
ら

　

ず
。

●
課
題
甲
は
意
匠
を
主
と
し
て
、
乙
は
技
術
を
主
と
す
。

●
甲
乙
共
客
員
に
て
審
査
の
結
果
、
一等
を
得
し
人
に
は
二
等
の
繪
葉
書
を
、

二
等
へ
は
三
等
を
と

ト

順
次
高
點
の
も
の
を
交
換
返
送
す
○
一
等
の
繪
葉
書

　

は
本
會
に
保
存
す
。

●
課
題
外
の
繪
葉
書
は
出
品
十
枚
迄
○
A
、
B

、
C
の
三級
に
分
ち
、
出

　

品
數
に
應
じ
て
他
人
の
作
品
を
交
換
返
送
す
。

●
出
品
〆
切
は
毎
月

二
十
日

○
〆
切
後
到
着

の
分
は
總

て
課
題

外
と
見
做
す

●
出
品

の
繪
葉
書
に
は
裏
面
(
畫
面
に
非
ず
)
に
姓
名
若
く
は

雅

號
を
記
入
さ

　

れ
た
し

●
競
技
會
は
毎
月
第

四
日
曜
日
午
後

一
時
よ
り小

石
川
目
白
坂
中
程

大
下
藤
次

　

郎
方
に
於

て
開
會

○
出
品
者
は
參
觀

自
由
。

●
出
品
繪

葉
書
は
開
會
後
五
日
以
内
に
交

換
返
送

す
べ
し
○

結
果
は
雜

誌

　

「
み

づ
ゑ
」
に
て
報
告
す
。

●
壹

回
の
出
品
毎

に
會
費
金
五
錢

を
要
す

。

本

誌

規

定

發
行
日

毎
月

一
回

三
日
發
兌

定
價

一
册
十
八
錢
郵
税
一
錢
五
册
郵
税
共
前
金
九
十
錢
十
册
郵
税
共

前
金
壹
圓
七
十
五
錢
見
本

一部
郵
券
に
て
二
十
一
錢

注

意

前
金
の
外
一
切
送
本
せ
ず
○
前
金
切
れ
た
る
時
は
帶
封
を
朱
書

す
べ
し
○
代
金
は
郵
便
爲
替
を
望
む
○
拂
渡
局
は
小
石
川
小
日

向
水
道
町
郵
便
局
○
郵
券
代
用
は
な
る
べ
く
一
錢
若
く
は
五
厘

切
手
に
て
必
ら
ず

一
割
増
送
金
不
足
の
際
は
殘
金
着
迄
發
送
せ

ず
○
未
納
又
は
不
足
税
の
郵
便
物
は
受
取
ら
ず
○
代
金
の
受
取

證
を
要
す
る
も
の
は
郵
便
切
手

一
錢五
厘
を
送
れ
○
照
會
は
往

復
は
が
き
○
住
所
姓
名
は
明
記
さ
れ
た
し

廣
告
料

一頁
金
八
圓
半
頁
金
五
圓

明
治
三
十
八
年
六
月

二
十
五
日
印
刷

明
治
三
十
八
年
七
月

一

日
發
行

(
第

一
)

複
製

不
許

編
輯
兼
發
行
人

東
京
市
小
石
川
區
關
口
駒
井
町
三
番
地

大

下

藤

次

郎

印

刷

者
東
京
市
牛
込
區
市
ケ
谷
加
賀
町
一
丁
目

十
二
番
地

青

木

弘

印

刷

所
東
京
市
牛
込
區
市
ケ
谷
加
賀
町
一
丁
目

十
二
番
地

株
式

會
社

秀

英
舍

第

一
工
場

發
行

所
東
京
市
小
石
川
區
關
口
駒
井
町
三
番
地

春

鳥

會
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