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は
じ
め
に

　

ダ
ブ
リ
ン
に
て

　

昭
和
五
十
三
年
の
夏
、
私
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ダ
ブ
リ
ン
に
い
た
。
ホ
テ
ル
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
乗
り
合

わ
せ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
人
ら
し
い
一
人
の
中
年
男
性
と
、
そ
の
接
待
役
ら
し
い
同
年
輩
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

紳
士
で
あ
る
。
こ
ん
な
会
話
を
耳
に
し
た
。

　
﹁
こ
の
国
は
い
か
が
で
す
。
お
気
に
め
し
ま
し
た
か
﹂

　
﹁
え
え
、
大
変
美
し
い
国
で
す
ね
﹂

　
﹁
そ
れ
は
嬉
し
い
。
だ
れ
で
も
自
分
の
国
が
好
か
れ
て
ほ
し
い
と
思
う
も
の
で
す
か
ら
ね
﹂

　

私
は
こ
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
率
直
な
言
葉
に
親
し
み
を
お
ぼ
え
た一

。
自
分
の
国
が
よ
そ
の
国
に
ど
う
思

わ
れ
る
か
が
気
に
な
る
の
は
、
万
国
共
通
の
心
情
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
自
分
た
ち
が
世
界
の
中
心
で
あ

り
文
明
の
担
い
手
で
あ
る
と
自
負
す
る
民
族
よ
り
、
そ
う
し
た
中
心
の
は
ず
れ
の
島
国
に
住
ん
で
、
自
ら
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
を
い
つ
も
気
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
民
族
に
は
、
そ
う
し
た
気
持
ち
が
強
く

働
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
も
多
分
そ
う
な
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
日
本
人
は
ま
さ

に
そ
う
な
の
で
あ
る
。
ハ
イ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
分
野
で
世
界
の
先
端
を
切
り
、
経
済
大
国
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
い
ま
も
な
お
⋮
⋮
。

　
﹁
日
本
美
術
の
見
方
﹂
と
題
し
た
本
論
は
、
そ
う
し
た
日
本
人
の
一
典
型
で
あ
る
私
が
、
美
術
を
材
料
に

試
み
た
自
己
説
明
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
日
本
美
術
の
自
画
像
な
の
だ
が
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
像
が
、
モ
デ

ル
の
あ
り
の
ま
ま
の
真
実
を
写
し
出
す
こ
と
に
な
る
か
は
少
々
心
も
と
な
い
。
い
ち
ば
ん
用
心
す
べ
き
は
、

総論　日本美術の見方
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自
己
愛
、
す
な
わ
ち
お
国
自
慢
が
、
気
の
つ
か
な
い
う
ち
に
モ
デ
ル
を
あ
ら
ぬ
さ
ま
に
理
想
化
し
美
化
し
て

し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　　

外
来
美
術
の
模
倣

　

日
本
は
美
し
い
自
然
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
人
が
天
か
ら
授
か
っ
た
物
で
、
自
分
で
つ
く
り
だ

し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
私
が
こ
れ
か
ら
と
り
あ
げ
る
日
本
の
美
術
の
伝
統
は
、
美
し
い
自
然

が
そ
の
性
格
づ
く
り
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
は
い
え
、
日
本
人
が
自
ら
つ
く
り
だ
し
た
も
の
に

違
い
な
い
。

　

だ
が
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
れ
が
は
た
し
て
ど
こ
ま
で
自
前
の
美
術
と
い
え
る
か
、
と
い
う
点
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
、
縄
文
時
代
は
別
と
し
て
、
日
本
の
美
術
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
世
界
の
中
心
と
も

い
う
べ
き
中
国
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
た
美
術
の
様
式
や
技
法
を
規
範
と
し
て
学
び
、
そ
れ
を
も
と
と
し
て
発
展

し
て
き
た
﹁
辺
境
美
術
﹂
だ
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ビ
ニ
オ
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。﹁
日
本
人

は
、
我
（々
イ
ギ
リ
ス
人
）が
イ
タ
リ
ア
や
ギ
リ
シ
ャ
に
向
け
る
の
と
同
じ
期
待
の
ま
な
ざ
し
を
、
中
国
に
送

る二

﹂。
明
治
維
新
か
ら
そ
の
ま
な
ざ
し
の
方
向
は
西
洋
に
転
換
し
た
わ
け
だ
が
、
近
代
の
日
本
美
術
が
西
欧

か
ら
学
ぶ
や
り
か
た
は
、
長
い
間
つ
ち
か
わ
れ
て
来
た
大
陸
美
術
摂
取
の
方
式
の
、
そ
の
ま
ま
の
転
用
と
い

っ
て
も
過
言
で
な
い
。

　

そ
の
よ
う
に
、
日
本
美
術
が
大
陸
か
ら
の
恩
恵
を
蒙
る
こ
と
は
か
り
し
れ
な
い
の
に
対
し
、
大
陸
側
が
日

本
美
術
か
ら
学
ん
だ
も
の
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
に
ひ
と
し
い
。

　

私
の
友
人
戸
田
禎て

い
す
け佑

氏
は
、
中
国
絵
画
史
を
専
門
と
し
な
が
ら
、
日
本
絵
画
に
も
く
わ
し
い
人
だ
が
、
か
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れ
は
最
近
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。﹁
日
本
美
術
史
の
専
門
家
が
、
日
本
的
と
い
う
言
葉
を
使
う
ま
え

に
一
〇
数
え
れ
ば
、
日
本
美
術
史
研
究
は
一
〇
年
早
く
進
展
す
る
の
で
は
な
い
か三

﹂。
辛
口
の
発
言
だ
が
、

た
し
か
に
、
こ
れ
は
傾
聴
す
べ
き
で
あ
る
。

　

美
術
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
日
本
独
自
と
思
い
こ
ん
で
い
た
生
活
風
習
の
さ
ま
ざ
ま
が
、
実

は
海
の
む
こ
う
に
あ
っ
た
の
だ
、
と
い
う
﹁
意
外
の
発
見
﹂
は
、
大
陸
に
旅
行
し
た
人
の
ほ
と
ん
ど
が
体
験

す
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

　

文
化
の
す
べ
て
の
分
野
に
わ
た
っ
て
、
日
本
人
は
外
来
の
も
の
の
模
倣
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
自
ら
サ

ル
マ
ネ
と
卑
下
し
自
己
批
判
し
よ
う
と
も
、
こ
れ
は
容
易
に
改
ま
ら
な
い
癖
で
あ
る
。
日
本
人
の
民
族
的
自

尊
心
は
そ
こ
で
鬱
屈
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
事
実
検
証
の
手
続
き
を
省
い
た
﹁
日
本
独
自
﹂﹁
純
日
本
的
﹂
な

ど
の
言
葉
の
濫
発
は
お
そ
ら
く
そ
の
反
動
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
外
か
ら
見
れ
ば
滑
稽
な
ひ
と
り
よ
が
り
に

映
り
か
ね
な
い
。

　

そ
の
点
の
反
省
は
ぜ
ひ
と
も
必
要
と
し
て
、
こ
こ
で
観
点
を
変
え
、
文
化
に
お
け
る
﹁
模
倣
﹂
が
さ
ほ
ど

軽
蔑
に
値
す
る
こ
と
か
を
、
考
え
直
し
て
み
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
多
田
道
太
郎
氏
が
、

﹃
し
ぐ
さ
の
日
本
文
化
﹄
の
﹁
も
の
ま
ね
﹂
の
章
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。
模
倣
は

地
球
上
の
す
べ
て
の
文
化
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、﹁
と
り
わ
け
、
模
倣
と
い
う
こ
と
を
文
化
の

支
配
概
念
の
一
つ
と
し
て
尊
重
し
て
い
る
国
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
中
国
で
あ
る
﹂
│
│
多
田
氏
は
こ
の
こ
と

を
、
中
国
文
学
者
吉
川
幸
次
郎
の
言
葉
を
引
い
て
指
摘
す
る四

。
た
し
か
に
美
術
を
例
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
中

国
の
美
術
が
独
創
力
を
発
揮
し
た
の
は
宋
代
あ
た
り
ま
で
で
あ
っ
て
、
以
後
は
、
先
人
の
遺
産
の
学
習
と
継

承
、
す
な
わ
ち
模
倣
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
国
美
術
が
も
っ
と
も
壮
麗
さ
を
発
揮
し
た
唐
代

総論　日本美術の見方
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の
美
術
は
、
た
し
か
に
す
ば
ら
し
い
創
造
性
と
普
遍
性
を
兼
ね
そ
な
え
た
も
の
と
は
い
え
、
そ
の
魅
力
の
由

来
は
、
イ
ン
ド
、
ペ
ル
シ
ャ
の
美
術
を
吸
収
し
ま
と
め
あ
げ
た
そ
の
国
際
的
性
格
に
あ
る
。
唐
美
術
は
決
し

て
﹁
純
粋
に
中
国
的
﹂
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
。

　

そ
も
そ
も
﹁
独
創
﹂
尊
重
の
理
念
な
ど
中
国
に
な
か
っ
た
、﹁
独
創
﹂
と
は
、
創
造
主
で
あ
る
神
の
姿
を

次
第
に
見
失
い
つ
つ
あ
っ
た
ル
ネ
サ
ン
ス
以
後
の
西
洋
が
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
人
間
の
天
才
に
求
め
た

と
こ
ろ
に
由
来
す
る
特
異
な
概
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
│
│
多
田
氏
は
こ
の
よ
う
な
意
味
の
こ
と
も
い
っ
て

い
る
。
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
や
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
ら
の
﹁
天
才
﹂
に
よ
る
偉
大
な
人
間
表
現
の
芸
術
が
、
人
類
文

化
史
上
の
圧
倒
的
な
で
き
ご
と
に
違
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
天
才
の
独
創
の
み
を
﹁
美
術
﹂
の
普

遍
的
な
価
値
を
測
る
物
差
し
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
日
本
美
術
な
ど
、
そ
の
魅
力
の
大
半
が
見
失
わ
れ
て
し

ま
う
。

　

本
論
の
構
成
に
つ
い
て

　

以
下
私
は
、
日
本
美
術
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を
、
六
つ
の
節
に
分
け
て
検
討
し
た
い
。
第
一
節
は
そ
の
序

で
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
美
術
論
の
あ
ら
ま
し
が
た
ど
ら
れ
る
。
こ
の
節
は
、
日
本
美
術
史
に
あ
ま
り
な
じ
み

の
な
い
読
者
に
と
っ
て
、
い
き
な
り
に
は
読
み
づ
ら
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
場
合
は
、
と
ば
す
か
、
後
回

し
に
し
て
下
さ
っ
て
差
支
え
な
い
。
第
二
節
で
は
日
本
の
自
然
と
美
術
と
の
関
係
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
第

三
節
で
は
日
本
美
術
の
最
大
の
特
色
と
思
わ
れ
る
﹁
か
ざ
り
﹂
す
な
わ
ち
装
飾
性
の
問
題
が
、
第
五
節
で
は

そ
れ
に
劣
ら
ず
重
要
な
﹁
あ
そ
び
﹂
す
な
わ
ち
表
現
に
お
け
る
遊
戯
性
の
問
題
が
、
そ
れ
ぞ
れ
通
史
的
に
扱

わ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
節
が
本
論
の
中
心
で
あ
る
。
そ
の
間
に
挟
ま
れ
た
第
四
節
で
は
、﹁
飾
る
﹂
美
術
に
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対
す
る
﹁
飾
ら
な
い
﹂
美
術
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
、
最
後
の
第
六
節
で
は
﹁
あ
そ
び
﹂
に
対
す
る
﹁
真
面

目
﹂
の
問
題
が
、
関
連
す
る
ト
ピ
ッ
ク
と
合
わ
せ
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。

 　
　
　

一
　
日
本
美
術
と
は

　

こ
れ
ま
で
の
日
本
美
術
論

　

現
在
、
我
々
日
本
人
は
、﹁
美
術
﹂
と
い
う
言
葉
に
な
じ
ん
で
、
そ
れ
が
昔
か
ら
あ
っ
た
と
思
い
こ
ん
で

い
る
。
だ
が
、
実
際
に
は
こ
の
言
葉
は
、
ほ
か
の
多
く
の
﹁
文
明
用
語
﹂
と
と
も
に
、
明
治
に
な
っ
て
西
洋

か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、fine art
（
英
）、beaux-arts

（
仏
）、schöne K

ünste

（
独
）の
訳
語
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
し
か
し
、﹁
美
術
﹂
に
近
い
概
念
は
、
古
く
か
ら
中
国
に
あ
っ
た
。
唐
、
宋
の
画
論
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
絵
画
観
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
画
論
の
な
か
で
、
日
本
の
絵
画
が
批
評
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。

十
二
世
紀
、
北
宋
末
の
画
論
書
﹃
宣せ
ん

和な

画が

譜ふ

﹄
に
載
る
も
の
で
、
当
時
宋
の
徽き

宗そ
う

皇
帝
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に

あ
っ
た
や
ま
と（
大
和
・
倭
）絵
の
屛
風
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
感
想
を
述
べ
た
も
の
で
、
短
い
文
だ
が
、

日
本
美
術
の
装
飾
主
義
と
で
も
い
う
べ
き
本
質
を
実
に
よ
く
見
抜
い
て
い
る
。

　
　

│
│
日
本
国
に
は
絵
画
が
あ
る
。
だ
が
、
画
家
の
名
前
を
知
ら
な
い
。
か
れ
ら
の
作
品
は
、
そ
の
国
の

　
　

風
物
や
山
水
の
小
景
を
写
し
て
い
る
。
彩
色
は
濃
彩
で
、
金き

ん
ぺ
き碧（

金
銀
や
群
青
、
緑
青
、
朱
な
ど
の
絵
具
）

　
　

を
多
用
し
て
い
る
。
色
を
つ
け
た
画
面
が
粲さ
ん
ぜ
ん然
と
し
て
見
た
眼
に
美
し
い
こ
と
だ
け
を
欲
し
て
お
り
、

　
　

物
の
真
が
ま
だ
充
分
描
け
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
と
は
い
え
風
俗
を
異
に
す
る
未
開
民
族
で
あ
り
な

　
　

が
ら
絵
を
好
む
の
は
殊
勝
な
こ
と
だ
。

総論　日本美術の見方
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当
時
は
金
銀
屛
風
や
扇
、
蒔ま
き

絵え

の
類
が
、
日
本
の
特
産
品
と
し
て
輸
出
さ
れ
、
中
国
人
に
珍
重
さ
れ
て
い

た
。
徽
宗
皇
帝
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
っ
た
の
も
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
こ
の
よ
う
に
批
評
さ
れ

て
い
る
の
は
、
中
華
思
想
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
装
飾
美
術
を
工
人
の
仕
事
と
し
て
低
く
見
る
考
え
が
、
中

国
文
人
の
間
に
根
強
く
あ
っ
て
、
そ
れ
が
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

シ
ェ
ス
ノ
ー
の
日
本
美
術
評

　

こ
れ
に
対
し
、
十
九
世
紀
、
西
洋
人
が
は
じ
め
て
接
し
た
日
本
の
装
飾
美
術
に
対
す
る
反
応
は
、
よ
り
好

意
的
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術
の
ゆ
き
づ
ま
り
打
開
の
た
め
の
啓
示
と
し
て
歓
迎
さ
れ

た
と
い
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
大
島
清
次
氏
が
く
わ
し
く
紹
介
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
人
エ
ル
ネ
ス

ト
・
シ
ェ
ス
ノ
ー
の
日
本
美
術
評
を
そ
の
代
表
と
し
て
と
り
あ
げ
て
お
こ
う五

。

　

一
八
六
七
年
、
パ
リ
で
開
か
れ
た
万
国
博
覧
会
に
は
、
当
時
の
日
本
の
絵
画
や
工
芸
品
が
は
じ
め
て
展
示

さ
れ
、
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
当
時
新
進
の
美
術
評
論
家
シ
ェ
ス
ノ
ー
は
、
以
前
か
ら
日
本
美
術
に
関
心

を
も
っ
て
い
た
ら
し
く
、
こ
の
博
覧
会
全
体
に
つ
い
て
評
論
し
た
か
れ
の
著
書
の
な
か
で
、
日
本
の
美
術
紹

介
に
と
く
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
か
れ
は
そ
の
な
か
で
、
日
本
の
美
術
が
中
国
の
美
術
と
混
同
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
異
議
を
申
し
立
て
、
両
者
に
は
本
質
的
な
差
異
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、﹃
北
斎
漫
画
﹄

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
﹁
す
ば
ら
し
い
生
気
と
明
快
さ
を
備
え
た
﹂
日
本
の
デ
ッ
サ
ン
、
そ
の
﹁
茶
目
っ
け
と

皮
肉
を
含
ん
だ
カ
リ
カ
チ
ュ
ー
ル
﹂
を
絶
賛
し
、
人
間
や
動
植
物
の
形
を
描
く
の
に
、
そ
れ
ら
が
持
っ
て
い

る
特
徴
的
な
性
格
、
生
気
や
表
情
を
的
確
に
と
ら
え
際
立
た
せ
て
ゆ
く
や
り
か
た
を
﹁
強
調（
ア
ク
サ
ン
チ
ュ

ア
シ
オ
ン
）﹂
と
呼
ん
で
、
日
本
美
術
の
一
つ
の
特
質
に
数
え
る
。
シ
ェ
ス
ノ
ー
は
さ
ら
に
装
飾
美
術
に
あ
ら
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わ
れ
た
﹁
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
奇
想（
ア
ン
プ
レ
ヴ
ュ
）﹂
に
注
目
し
、
シ
ン
メ
ト
リ
ー
の
呪
縛
か
ら
解
き
放
た

れ
た
そ
の
意
匠
の
、
変
化
に
富
ん
だ
自
由
さ
に
大
き
な
意
味
を
見
出
し
て
い
る
。﹁
自
然
を
知ち

悉し
つ

し
、
深
く

研
究
し
て
変
形
さ
せ
、
そ
れ
を
芸
術
的
表
現
の
必
要
性
に
従
わ
せ
る
創
意
と
創
造
力
﹂
を
シ
ェ
ス
ノ
ー
は
高

く
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

　

大
島
氏
が
、﹁
一
八
六
八
年
と
い
う
こ
の
早
い
年
代
に
お
い
て
、
こ
れ
だ
け
の
洞
察
力
に
み
ち
た
、
し
か

も
そ
の
洞
察
の
内
容
を
こ
れ
だ
け
組
織
的
に
理
論
化
し
た
、
い
わ
ば
文
明
論
的
日
本
美
術
論
に
接
し
得
る
前

例
を
私
は
つ
い
ぞ
し
ら
な
い
﹂
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
実
に
示
唆
に
富
ん
だ
日
本
美
術
の
特
質
論
で

あ
る
。
し
か
し
、
シ
ェ
ス
ノ
ー
自
身
も
気
付
い
て
い
た
よ
う
に
、
か
れ
の
日
本
美
術
観
は
、
江
戸
時
代
後
期

の
民
衆
美
術
と
い
う
限
ら
れ
た
対
象
を
通
じ
て
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
か
れ
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

の
も
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
。

　
﹁
私
が
こ
こ
で
装
飾
美
術
に
つ
い
て
し
か
言
及
し
な
い
の
は
、
し
か
し
当
然
な
の
で
あ
る
。
ど
う
言
っ
て

み
た
と
こ
ろ
で
、
日
本
人
芸
術
家
た
ち
の
作
品
が
、
西
洋
美
術
の
栄
光
を
形
成
し
て
き
た
大
家
た
ち
の
作
品

と
比
肩
し
得
る
は
ず
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
美
術
が
感
覚
の
楽
し
み
だ
け
を
そ
の
目
的
と
し
て
考
え
て

い
る
低
い
次
元
で
は
、
か
れ
ら
は
た
し
か
に
我
々
な
ど
よ
り
は
る
か
に
強
い
の
で
あ
る
﹂

　

こ
の
こ
と
ば
が
、
さ
き
に
あ
げ
た
﹃
宣
和
画
譜
﹄
の
そ
れ
と
ど
こ
と
な
く
似
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

　

天
心
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
日
本
美
術
論

　

日
本
美
術
の
歴
史
を
古
く
ま
で
溯
っ
て
、
通
史
的
に
述
べ
る
本
は
つ
ぎ
の
段
階
で
あ
ら
わ
れ
た
。
フ
ラ
ン

ス
人
ル
イ
・
ゴ
ン
ス
の
﹃
日
本
美
術
﹄（L’art japonais, 1883

）、
海
軍
省
お
雇
い
の
イ
ギ
リ
ス
人
医
師
ウ
ィ
リ

総論　日本美術の見方
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ア
ム
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
﹃
日
本
美
術
﹄（T

he Pictorial A
rts of Japan,1886

）な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
前
者
は

林
忠
正
、
後
者
は
末
松
謙
澄
と
、
日
本
人
が
こ
れ
ら
の
著
述
の
助
手
役
を
つ
と
め
た
。
し
か
し
、
ゴ
ン
ス
の

著
書
は
、
当
時
フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
や
は
り
江
戸
時
代
美
術
に
偏
っ
て
お
り
、

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
方
は
、
よ
り
く
わ
し
い
本
格
的
な
記
述
と
は
い
え
、
西
洋
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
価
値
基
準
に

よ
っ
て
光
琳
を
﹁
も
っ
と
も
悪
質
な
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
﹂
と
け
な
し
、
一
方
で
応
挙
や
北
斎
を
ほ
め
あ
げ
る
な

ど
、
科
学
者
で
あ
る
か
れ
の
限
界
を
示
し
て
い
る
。

　

た
だ
こ
う
し
た
外
国
人
に
よ
る
日
本
美
術
史
編
纂
の
動
き
に
刺
激
さ
れ
て
、
日
本
人
の
間
に
も
自
国
の
美

術
史
を
ま
と
め
ね
ば
と
い
う
気
運
が
生
じ
た
。
高
山
樗ち

ょ
ぎ
ゅ
う
牛
が
明
治
二
十
八
年（
一
八
九
五
）、﹁
敢
て
日
本
美
術

史
の
編
纂
を
促
す
﹂
と
い
う
一
文
を
﹃
太
陽
﹄
に
発
表
し
た
の
も
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
岡
倉
天
心（
挿

図
1
）が
そ
の
四
年
前
、
東
京
美
術
学
校
で
日
本
美
術
史
を
講
義
し
た
の
が
、
お
そ
ら
く
、
日
本
人
に
よ
る

日
本
美
術
史
研
究
の
草
分
け
だ
ろ
う
。
当
時
弱
冠
二
十
九
歳
の
天
心
は
、
こ
の
講
義
の
は
じ
め
で
、﹁
日
本

美
術
を
研
究
す
る
の
要
、
豈あ

に
た
だ啻
に
過
去
を
記
す
に
止
ま
ら
ん
や
。
又
須す
べ
か
らく
未
来
を
作
す
る
の
素
地
を
な
さ

ざ
る
べ
か
ら
ず
﹂
と
、
こ
れ
か
ら
の
創
造
に
直
結
す
る
も
の
と
し
て
の
、
自
国
の
美
術
の
伝
統
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
に
、
日
本
美
術
史
研
究
の
意
義
を
見
出
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
だ
が
、
当
時
古
社
寺
の
調

査
に
追
わ
れ
る
一
方
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
観
念
論
美
学
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
た
天
心
に
と
っ
て
、
日
本
美
術

の
性
格
を
シ
ェ
ス
ノ
ー
の
よ
う
に
造
形
自
体
の
面
か
ら
見
極
め
る
余
裕
は
ま
だ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
最
後
の

総
括
の
と
こ
ろ
で
、
日
本
美
術
の
性
格
に
つ
い
て
、﹁
変
化
に
富
む（
時
勢
に
伴
な
ひ
て
変
化
す
る
の
才
能
あ
り
）﹂、

﹁
適
応
力
に
富
む（
外
国
よ
り
文
物
を
移
し
て
却か
え

つ
て
其
の
母
国
に
超
絶
せ
る
を
見
る
）﹂、﹁
仏
教
の
哲
理
に
よ
り
て

唯
心
論
に
傾
き
、
写
生
を
離
れ
て
実
物
以
外
に
美
の
存
在
を
認
む
﹂、﹁
優
美
な
る
こ
と
﹂
と
箇
条
書
き
的
な

挿
図
1　

岡
倉
天
心


