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他
方
、
わ
れ
わ
れ
は
、
上
記
の
三
つ
の
日
米
金
融
交
渉
に
象

徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
外
国
か
ら
の
い
わ
ば

「人
の
粉
」
を
い
か

に
払
う
か
に
忙
殺
さ
れ
、
わ
が
国
の
長
期
的
戦
略
の
視
点
か
ら

の
対
応
が
不
十
分
だ

っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
む
い
。
残
念
な
が

ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
が
国
が
そ
の
金
融
力
が
ビ
ー
ク
で
あ

っ

た
時
に
、
そ
の
世
界
的
な
実
力
の
意
味
す
る
所
を
十
分
認
識
す

る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
活
用
し
た

一
貫
し
た
国
家
的
戦
略
を
建

て
得
な
か

っ
た
。

私
自
身
、
こ
れ
ら
の
日
米
間
の
い
わ
ば
局
地
戦
に
お
い
て
、

国
内
か
ら
求
め
ら
れ
る
Ｈ
的
を
実
施
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
は

そ
れ
な
り
の
成
果
を
挙
げ
た
よ
う
に
思
う
が
、
そ
れ
が
果
し
て

わ
が
国
自
身
の
長
期
的
観
点
か
ら
好
ま
し
い
も
の
を
も
た
ら
し

た
の
か
、
疑
間
な
し
と
し
な

い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
戦
い
に
身
を

置
く
者
と
し
て
、
全
体
を
俯
収
し
う
る
長
と
的
存
在
に
よ
る
ア

ド
ヴ
ァ
イ
ス
は
な

い
も
の
か
ヒ
思

っ
た
こ
と
が
あ
る
■
も
¨
実

で
あ
る
．

ま
ヒ
め
と
し
て
、
わ
が
国
は
近
年
　
わ
が
国
の
――‥―
添
は
―‐‐―
か

を
広
く
議
論
し
、
そ
れ
を
追
求
す
る
ん
の
国
家
的
戦
略
を
衆
知

を
集
め
て
確
立
し
こ
れ
を
紺
繊
的
に
迫
求
す
る
と
い
う
努
力
が

十
分
で
は
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
原
因
は
極
め
て
深
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
私
は

そ
の
思
い
を
先
に
紹
介
し
た
二
番
目
の
小
著
の
中
で
次
の
よ
う

に
ま
と
め
て
い
る
。

「付
言
す
れ
ば
、
わ
が
国
の
第
二
次
世
界
大
戦
後

の
社
会
科

学
部
門
の
遅
れ
は
相
当
の
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

し
て
わ
が
国
の
政
治
、
経
済
、
あ
る
い
は
そ
の
根
底
に
あ
る
暫

学
な
ど
の
社
会
科
学
而
で
の
立
ち
遅
れ
は
、
こ
こ
に
取
り
Ｌ
げ

た
外
国
と
の
交
渉
の
み
な
ら
ず
、
広
く
わ
が
国
の
多
く
の
分
野

で
様
々
な
弊
害
を
も
た
ら
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
も
そ
の
遅
れ
は

自
然
科
学
の
場
合
と
異
な
り
、
な
か
な
か
兄
え
難

い
。
容
易
な

ら
ざ
る
課
題
で
あ
る
。
」

（西
日
本
フ
ィ
ナ
ン
シ
ヤ
ル
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
取
締
役
会
長
。
東
大
・

法
・
昭
４‐
）

「
１ １

刻
燿

製

鋼
蟹

麗

一
　

現
在
、
学
Ｌ
会
で
は
イ
ベ
ン
ト
等
、
各
種
サ
ー
ビ
ス

一

一　
の
案
内
を
会
報
等
に
先
駆
け
て
メ
ー
ル
で
も
ご
案
内
し

´
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再
　
考
　
す

る

た
の
こ
と
で
す
も
原
発
事
故
が
起
き
、
日
本
の
食
枯
に
対
す
る

風
評
被
害
が
世
芥
的
に
拡
が
り
、
輸
入
禁

ｌｌｌ
を
行
う
国
も
出
て

き
ま
し
た
。
日
本
政
府
は
農
産
物
の
輸
出
が
激
減
し
た
こ
と
に

相
当
の
危
機
感
を
抱

い
た
と
思
い
ま
す
。

も
う

一
つ
は
、
国
内
の
料
理
人
た
ち
か
ら
、
「料
理
人
の
社

会
的
地
位
を
向
上
さ
せ
た
い
」
と
い
う
要
望
が
あ

っ
た
こ
と
で

和
　
食
　
文

ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産

現
在
、
和
食
が
ブ
ー
ム
に
な

っ
て
い
ま
す
。　
子
不
ス
コ
の
無

形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
が
き

っ
か
け
で
す
。
日
本
政

府
が

「和
食
」
の
登
録
を
目
指
し
た
背
景
に
は
、
東
日
本
大
震

災
‐――
の
原
発
■
故
が
あ
り
ま
し
た
。
当
時
、
日
本
の
農
産
物
の

輸
出
は
順
調
に
伸
び
、　
一
兆
円
に
届
こ
う
と
し
て
い
た
そ
の
矢

化

を

賞晏1

倉
'

功ぜ

夫お

要
　
約

現
在
、
海
外
で
は
大
変
な
和
食
ブ
ー
ム
で
あ
る
が
、
肝
心
の
日
本
人
の
間
で
は
和
食
離
れ
が
進
み
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。
「和

食
と
は
何
か
」
を
再
考
し
、
和
食
の
素
晴
ら
し
さ
を
次
世
代
に
正
し
く
伝
え
て
い
き
た
い
。

′μl:f・1会議:ヽ■922(2017-I)
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す
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
シ
エ
フ
が
国
か
ら
勲
章
を
授
与
さ
れ
、
非

常
に
尊
敬
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
の
料
理
人
は
そ
こ
ま
で
評

価
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
京
都
の
料
理
人
た
ち
が

「
日
本

料
理
ア
カ
デ
ミ
ー
」
と

い
う
組
織
を

つ
く
り
、
京
都
府
知
事

に
、
和
食
を

ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
す
る
よ
う
、
国
に

働
き
か
け
て
欲
し
い
と
要
望
し
て
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
流
れ
を
受
け
、
二
〇

一
一
年
七
月
初
旬
、
農
水
省

に

「
日
本
食
文
化
の
世
界
無
形
遺
産
登
録
に
向
け
た
検
討
会
」

が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
座
長
を
拝
命
し
た
私
は
、
こ
の
後
約
八

カ
月
間
、　
千
不
ス
コ
に
提
出
す
る
提
案
書
作
り
に
苦
心
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
項
目
ご
と
に
二
百
五
十
～
七
百
五
十
ワ
ー
ド

と
い
う
字
数
に
制
約
の
あ
る
中
で
、
日
本
料
理
に
な
じ
み
の
な

い
審
査
員
た
ち
に
Ｈ
本
の
食
文
化
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
す
。
前

ユ
ネ
ス
コ
♯
務
‐
，，
Ｉ
長
の
松
浦
兄

一
郎
氏
や

ユ

ネ
ス
コ
日
本
政
府
代
表
部

の
方
々
に
ご
協
力
項
き
、
翌
年
二

月
、
よ
う
や
く
提
案
■
を
送
付
し
ま
し
た
。
こ
の
過
程
で
、
和

食
の
登
録
を

ユ
ネ
ス
コ
に
中
請
す
る
こ
と
は
、
国
に
と

っ
て
超

法
規
的
な
措
置
だ

っ
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

現
在
、　
モ
不
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
日

沐
め
撫
形
文
化
は
、
歌
舞
伎
、
能
、
文
楽
な
ど
の
古
典
芸
能
や

甑

島
の
ト
シ
ド
ン
な
ど
の
民
俗
芸
能
を
中

′じ、
に
、
二
十
数
件

ぁ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
皆
、
日
本
の
文
化
財
保
護
法
の
重
要
無

形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
後
、
何
年
か
順
番
待
ち
を
し
て
ユ
ネ

ス
コ
ヘ
の
無
形
文
化
遺
産
に
申
請
さ
れ
て
い
ま
す
。

子
不
ス
コ

ヘ
の
申
請
は

一
年
に

一
件
と
決
め
ら
れ
て
い
る
た
め
で
す
。
と

こ
ろ
が

「和
食
」
は
こ
の
慣
例
を
破
り
、
重
要
無
形
文
化
財
に

指
定
さ
れ
る
前
に
、
い
き
な
リ

ユ
ネ
ス
コ
に
申
請
さ
れ
た
の

で
、
文
化
庁
に
は
相
当
の
抵
抗
が
あ

っ
た
と
思
い
ま
す
。

た
だ
私
は
こ
こ
で
、
文
化
財
保
護
法
に
不
備
が
あ
る
と
思
い

ま
し
た
。
文
化
財
と
は
西
洋
の
概
念
な
の
で
、
西
洋
に
該
当
す

る
も
の
が
あ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
み
、
文
化
財
保
護
法
の
対
象
に
な

り
ま
す
。
例
え
ば
、
演
劇
や
人
形
劇
は
西
洋
に
も
あ
る
の
で
、

日
本
独
自
の
能
、
歌
舞
伎
、
文
楽
は
保
護

の
対
象
に
な
り
ま

す
。
し
か
し
、
茶
の
場
、
生
け
花
、
香
道
な
ど
、
西
洋
に
な
い

日
本
独
自
の
文
化
は
保
護
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。
文
化
庁
も

ょ
う
や
く
西
洋
に
な
い
＝
本
独
自
の
文
化
を
、
文
化
財
保
護
法

の
無
形
文
化
財
の
中
の

「
牛
活
文
化
」
と
い
う
枠
組
み
で
認
定

し
て
い
こ
う
と
い
う
方
向
に
動
き
出
し
ま
し
た
。

和
食
の
基
本
的
な
精
神

三
〇

一
三
年
卜
二
月
、
「和
食
」
は

ユ
ネ
ス
コ
の
政
府
間
委

員
会
で
ｌｌｉ
式
に
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
認
め
ら
れ
ま
し

た
。
私
の
元
に
多
く
の
取
材
が
殺
到
し
ま
し
た
。
最
も
多
く
訊

か
れ
た
の
は
、
「和
食
と
は
何
か
」
で
す
。
こ
れ
は
な
か
な
か

難
し
い
問
い
で
す
。
私
ど
も
の
考
え
で
は
、
す
き
焼
き
や
豚
カ

ツ
や
オ
ム
ラ
イ
ス
や
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
は
和
食
で
す
。
し
か
し
、

「お
好
み
焼
き
や
た
こ
焼
き
は
和
食
か
」
と
問
わ
れ
る
と
、

少
々
困
り
ま
す
。

モ
不
ス
コ
に
、
個
別
の
料
理
を
提
案
し
た
わ

け
で
は
な
く
、
日
本
人
の
伝
統
的
な

「食
文
化
」
を
登
録
し
て

い
る
か
ら
で
す
。

ユ
ネ
ス
コ
に
提
出
す
る
提
案
書
を
吉
く
際
、
和
食
の
基
本
精

神
と
し
て

「自
然
の
尊
重
」
を
挙
げ
ま
し
た
。
ど
こ
の
国
も
自

然
を
尊
重
し
て
い
ま
す
が
、
日
本
人
の
自
然
観
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム

（霊
的
な
も
の
が
あ
ま
ね
く
存
在
す
る
と
い
う
信
仰
）
に
支
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
具
体
例
を
挙
げ
る
と
、
花
見
で
す
。
満
開
の
桜

の
下
で
宴
を
開
く
の
は
、
日
本
人
だ
け
で
す
。
し
か
も
梅
や
藤

の
花
の
下
で
は
決
し
て
花
見
の
宴
を
し
ま
せ
ん
。
桜
は
そ
れ
だ

け
日
本
人
に
と

っ
て
特
別
な
花
な
の
で
す
。

民
俗
学
で
は
、
桜
の

「さ
」
は
農
業
が
始
ま
る
時
に
山
か
ら

下
り
て
く
る
農
業
の
神
様

の
名
前

で
す
。
「二
月
」
「早
苗
」

「早
乙
女
」
な
ど
、
四
～
五
月
に
ち
踏
鋒
言
壕
縫
も

「さ
」
音

が
付
き
ま
す
。　
一
方
、
「く
ら
」
は
岩
座
や
神
座
と

一
緒
で
、

「
い
る
所
」
を
意
味
し
ま
す
。

つ
ま
り
、
「さ
の
神
が
い
る
所
」

が
桜
で
す
。
日
本
の
神
様
は
目
に
見
え
な
い
の
で
、
山
か
ら
下

り
て
き
て
も
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
昔
の
人
は
桜
の
開
花
に
、
神

様
が
下
り
て
き
た
と
い
う
知
ら
せ
を
感
じ
た
の
で
す
。
満
開
の

桜
に
は
神
様
が
い
る
の
だ
か
ら
、
神
様
に
今
年
の
豊
作
を
約
束

し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
「さ
の
神
」

を
も
て
な
し
ま
す
。
日
本
人
の
も
て
な
し
は
ご
馳
走
す
る
こ
と

な
の
で
、
食
べ
物
や
酒
を
お
供
え
し
ま
す
。
そ
の
う
ち
、
お

一

人
で
の
食
事
は
寂
し
い
で
し
ょ
う
か
ら
、　
一
緒
に
頂
き
ま
し
ょ

う
、
芸
能
も
披
露
し
ま
し
ょ
う
、
と
な
り
、
花
見
の
宴

へ
と
発

展
し
た
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
神
様
を
お
迎
え
し
て

一
緒
に
食
べ
る
神
人
共

食
が
、
日
本

の
年
中
行
事

に
お
け
る
食

の
根
幹
だ
と
考
え
ま

す
。
こ
れ
が
和
食
の
基
本
に
あ
る
日
本
人
の
自
然
観
で
す
。
そ

こ
か
ら
自
然
の
恵
み
に
対
す
る
感
謝
の
念
が
生
し
、
「頂
き
ま

す
」
「
」
馳
定
様
」
「も

っ
た
い
な
い
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
日
本

的
感
性
が
育

っ
て
い
っ
た
と
考
え
ま
す
。

和
食
文
化
の
特
徴

和
食

の
特
徴
の

一
つ
は
、
季
節
感
を
大
事
に
す
る
こ
と
で

す
。日

本
人
は
昔
か
ら
初
物
に
対
し
て
非
常
に
こ
だ
わ
り
ま
す
。

江
戸
時
代
、
幕
府
は

「茄
子
は
何
月
何
日
ま
で
売

っ
て
は
い
け

な
い
」
と
い
う
よ
う
な
、
初
物
禁

ＩＬ
令
を
食
材
ご
と
に
出
し
て

い
ま
し
た
。
こ
ん
な
法
律
が
あ
る
の
も
、
人
々
が

一
日
も
早
く

初
物
を
食
べ
た
い
と
願

っ
て
い
た
証
拠
で
す
。
「初
物
を
食

べ

る
と
七
十
五
日
、
長
生
き
で
き
る
」
と

い
う
言
葉
が
あ
る
の

も
、
日
本
人
は
初
物
の
中
に

「気
」
が
籠

っ
て
い
る
と
考
え
た

か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
昔
の
日
本
人
は

「気
」
を
と
て
も
大
事

に
し
ま
し
た
。
体
内
に
気
が
満
ち
る
と
元
気
に
な
り
、
気
が
病
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む
と
病
気
に
な
る
。
気
が
萎
れ
た
時
に
初
物
を
食
べ
る
と
、
再

び
気
を
充
実
で
き
る
と
考
え
た
の
で
す
。

鮎
を
例
に
話
し
ま
す
と
、
二
月
、
初
物
の
稚
鮎
が
出
始
め
た

頃
、
こ
れ
を
食
べ
る
と
、
夏
が
来
た
、
と
い
う
気
持
ち
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
が

「
は
し
り
」
で
す
。
七
月
、
鮎
が
ち
よ
う
ど
い

い
大
き
さ
に
な

っ
た
頃
、　
一
番
お
い
し
い

「句
」
が
到
来
し
ま

す
。
焼
き
鮎
に
す
る
と
最
高
に
美
味
で
す
。
日
本
人
の
場
合
、

句
が
過
ぎ
て
も
終
わ
り
で
は
な
く
、
九
月
、
腹
に
子
を
持

っ
た

落
ち
鮎
を

「名
残
」
と
称
し
て
楽
し
み
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

「は
し
り
」
「旬
」
「名
残
」
と
、
四
季

の
移
ろ
い
に
合
わ
せ
て

さ
ら
に
繊
細
に
食
材
を
味
わ
う
食
文
化
が
和
食
の
特
徴
で
す
。

多
彩
な
魚
介
類
を
食
す
の
も
、
和
食
の
特
徴
で
す
。
日
本
は

海
岸
線
が
非
常
に
長
く
、
寒
流
と
暖
流
が
ぶ
つ
か

っ
て
絶
好
の

漁
場
と
な
る
大
陸
棚
に
囲
ま
れ
て
い
る
た
め
、
魚
屋
に
は
常

時
、
二
十
数
種
類
の
魚
が
並
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
ほ
ど
魚
が
豊

富
な
国
は
日
本
と
韓
国
ぐ
ら
い
で
す
。
海
藻
も
豊
富
で
す
。
た

だ
し
、
海
藻
を
食
べ
る
の
も
日
本
と
韓
国
く
ら
い
で
、
そ
の
他

の
国
で
は
、
海
藻
類
を
食
べ
る
と
、　
ヨ
ー
ド
の
取
り
過
ぎ
に
な

る
と
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
人
は
経
験
的
に
安
全
で
あ
る

こ
と
を
知

っ
て
い
る
の
で
、
今
後
、
和
食
を
海
外
に
広
め
る
際

に
伝
え
て
い
き
た
い
点
で
す
。
健
康
に
良
い
こ
と
も
和
食
の
特

徴
で
す
。
Ｐ
Ｆ
Ｃ

（タ
ン
パ
ク
質

・
脂
肪

・
炭
水
化
物
）
バ
ラ
ン

ス
が
理
想
的
で
、
動
物
性
油
脂
が
少
な

い
の
で
す
。

ユ
ネ
ス
コ
ヘ
の
提
案
書
で
は
、
和
食
の
特
徴
と
し
て

「家
族

と
地
域
の
絆
で
あ
る
」
と
も
書
き
ま
し
た
。
現
在
、
二
■
代
男

性
の
三
〇
％
が
夕
食
を

一
人
で
食

べ
て
い
ま
す
。
「同
じ
釜
の

飯
を
食
う
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、　
一
緒
に
食
卓
を
囲

む
こ
と
は
人
と
人
を
強
く
結
び
付
け
ま
す
。
こ
れ
が
な
く
な
る

と
、
家
族
や
地
域
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
変
化
し
ま
す
。

個
食
の
増
加
は
、
現
代
日
本
の
大
き
な
問
題
で
す
。

も
う

一
つ
、
こ
れ
は
ユ
ネ
ス
コ
の
提
案
書
に
書
か
な
か

っ
た

こ
と
で
す
が
、
食
べ
方
に
も
和
食
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
背
か

ら
日
本
人
は
ご
飯
と
お
業
を

一
緒
に
食
べ
て
き
ま
し
た
。
淡
泊

な
味
が
好
き
な
人
は
ご
飯
を
多
め
に
、
濃

い
味
の
好
き
な
人
は

お
菜
を
多
め
に
日
に
運
び
、
自
分
で
味
を
作
り
な
が
ら
食
べ
て

き
ま
し
た
。
こ
れ
は
日
本
人
独
特
の
食
べ
方
で
、
栄
養
学
で
は

「
＝
中
調
味
」
と
言

い
ま
す
。
驚
く
こ
と
に
、
今

の
子
ど
も
達

は
こ
れ
が
で
き
ま
せ
ん
。
私
は
小
学
二
年
生
と

一
緒
に
給
食
を

食
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
日
の
献
立
は
麦
飯
、
キ
ャ
ベ

ツ
と
鶏
肉
の
汁
物
、
サ
バ
の
ソ
ー
ス
煮
で
し
た
。
大
半
の
小
学

生
が
ま
ず
麦
飯
を
平
ら
げ
、
次
に
汁
物
を
飲
み
千
し
、
最
後
に

か
ら
い
サ
パ
の
煮
付
け
を
＋
乳
で
流
し
込
ん
で
い
ま
し
た
。　
一

皿
ず

つ
食
べ
尽
く
す

「ば

っ
か
り
食
べ
」
を
す
る
の
で
す
。
こ

れ
で
は
折
角
の
和
食
の
献
立
が
台
無
し
で
す
。
し
か
も
子
ど
も

た
ち
は
、
「
ご
飯
と

一
緒
に
食
べ
る
な
ん
て
気
持
悪

い
」
と
言
う

の
で
す
。
食
べ
方
を
き
ち
ん
と
伝
え
る
必
要
が
あ
る
と
痛
感
じ

ま
し
た
。
本
当
は
こ
う
し
た
食
べ
方
や
箸
や
食
器
の
使

い
方
こ

そ
、
和
食
の
特
徴
と
し
て
重
要
で
す
。

例
え
ば
、
和
食
で
は
食
器
を
手
に
持

っ
て
食
べ
ま
す
。
飯
茶

椀
が
左
に
あ
る
の
は
、
左
手
で
取
り
や
す
く
す
る
た
め
で
す
。

箸
の
使
い
方
も
、
今
の
若
者
の
中
に
は
ひ
ど
い
持
ち
方
を
す
る

人
が
い
ま
す
が
、
き
ち
ん
と
教
え
を
か

っ
た
我
々
の
世
代
の
資

任
で
す
。
箸
は
ア
ジ
ア
の
多
く

の
地
域
で
使
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
自
分
の
箸
を
持
つ
の
は
お
そ
ら
く
日
本
だ
け
で
す
。
日
本

人
は
湯
呑
、
飯
茶
椀
も
自
分
の
も
の
を
持
ち
ま
す
。
昔
か
ら
日

本
人
は
唇
が
接
す
る
こ
と
に
潔
癖
で
し
た
。
逆
に
い
え
ば
、
唇

を
共
に
す
る
こ
と
は
他
人
で
は
な
く
な
る
た
め
の
儀
式
で
し

た
。
そ
の
典
型
が
盃

の
応
酬
で
し
た
。
四
十
～
二
十
年
前
ま

で
、
宴
会
で
は
部
下
た
ち
は
上
司
の
盃
を

い
た
だ
い
て
、
ま
た

返
す
と
い
う
こ
と
を
よ
く
や
り
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
は
武
家
の

宴
会
に
お
け
る
巡
盃
の
儀
式
に
は
じ
ま
る
こ
と
で
、
こ
れ
が
今

も
残
る
の
が
、
結
婚
式
の
三
二
九
度
で
す
。
新
郎
新
婦
が
盃
を

巡
ら
せ
、
初
め
て
唇
を
共
に
す
る
こ
と
が
夫
婦
に
な
る
た
め
の

儀
式
で
す
。
こ
の
潔
癖
さ
が
失
わ
れ
て
い
く
と
、
日
本
人
ら
し

さ
が
失
わ
れ
て
い
く
気
が
し
ま
す
。
和
食
文
化
を
伝
え
る
こ
と

は
日
本
人
ら
し
さ
を
伝
え
る
こ
と
で
あ
り
、
日
本
の
農
業
や
漁

業
を
守
る
こ
と
を
通
し
て
日
本
の
自
然
景
観
を
守
る
こ
と
に
繋

が
り
ま
す
。

和
食
の
定
義

現
在
、
和
食
の
定
義
を
厳
密
に
議
論
し
て
い
ま
す
が
、
和
食

と
は

「米
飯
、
汁
、
来
、
漬
物
を
基
本
の
献
立
と
す
る
」
と
言

う
こ
と
は
出
来
る
で
し
ょ
う
。

現
在
の
汁
物
は
具
が
少
し
の
味
嗜
汁
が
主
流
で
す
が
、
昔
は

東
北
の
せ
ん
べ
い
汁
や
沖
縄
の
ヤ
ギ
汁
の
よ
う
な
具
沢
山
の
汁

が
主
流
で
し
た
。
汁
物
こ
そ
メ
イ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
で
し
た
。
安

土
桃
山
時
代
に
来
Ｈ
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
宣
教
師
、

ロ
ド
リ
ゲ

ス
も
、
「
日
本
人
は
汁
が
な

い
と
、
ご
飯
を
食
べ
ら
れ
な

い
」

と
記
録
し
て
い
ま
す
。
具
に
は
最
高
の
食
材
が
使
わ
れ
ま
し

た
。
江
戸
時
代
な
ら
鶴
で
す
。
今
は
天
然
記
念
物
な
の
で
食
べ

ら
れ
ま
せ
ん
。
二
番
目
は
自
鳥
で
す
が
、
こ
れ
も
天
然
記
念
物

な
の
で
食
べ
ら
れ
ま
せ
ん
。
三
番
目
は
雁
で
す
。
魚
な
ら
鯛
な

ど
で
す
。

出
汁
を
取
る
こ
と
も
大
き
な
特
徴
で
す
。
鰹
節
も
昆
布
も
大

変
な
手
間
と
時
間
を
か
け
て
作
ら
れ
ま
す
が
、
出
汁
を
収
る
の

は

一
瞬
で
す
。
出
汁
に
は
油
脂
や
ゼ
ラ
チ
ン
に
相
当
す
る
も
の

が
な
く
、
肝
心
い
う
ま
み
の
み
を
取
り
出
し
、
残
り
は
全
部
捨

て
ま
す
。
出
汁
の
文
化
は
室
町
時
代
か
ら
あ
り
、
料
理
の
本
に

記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
江
戸
時
代
か
ら
で
す
。　
一
九
〇

七
年
、
池
旧
菊
古
博
士
が
昆
布
の
う
ま
み
成
分
を
分
析
し
、
グ

ル
タ
ミ
ン
酸
ソ
ー
ダ
を
発
見
し
ま
し
た
。
今
日
、，
世
界
中
で
う

ま
み
調
味
料
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。
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次
に
お
業
で
す
が
、
和
食
の
定
義
で
は
か
な
り
緩
や
か
に
考

え
て
い
ま
す
。　
ハ
ン
バ
ー
グ
で
も
構

い
ま
せ
ん
。
箸
で
食
べ
る

も
の
で
あ
れ
ば
、
現
代
の
食
生
活
に
合

っ
た
も
の
を
入
れ
た
ら

良
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
漬
物
で
す
。
た
だ
し
、
多
く
の
人
が

漬
物
と
思

っ
て
い
る
も
の
は
、
発
酵
し
て
い
な
い
単
な
る
調
味

液
漬
け
で
す
。
沢
庵
や
す
ぐ
き
の
よ
う
な
発
酵
さ
せ
た
本
物
の

漬
物
は
惨
惜
た
る
状
況
で
す
。
皆
さ
ん
に
提
案
で
す
が
、
小
さ

な
タ
ッ
パ
ー
で
良
い
で
す
か
ら
、
家
で
糠
床
を
作
る
と
毎
日
美

味
し
い
潰
物
が
食
べ
ら
れ
ま
す
。
わ
が
家
も
冷
蔵
庫
で
作

っ
て

い
ま
す
。
糠
に
は
様
々
な
滋
養
が
含
ま
れ
る
の
で
、
胡
瓜
や
茄

子
が
大
変
美
味
し
く
な
り
ま
す
。

郷
土
料
理
の

み
り
ん
、
酢
）

以
上
の
和
食
の
定
義
か
ら
、
う
ど
ん
、
そ
ば
、

鍋
な
ど
は
、
出
汁
と
発
酵
食
品

（普
油
、
味
吟
、

を
使

っ
て
い
る
の
で
、
全
て
和
食
に
入
り
ま
す
。

日
本
人
の
も
て
な
し
料
理
～
本
膳
料
理

図
１
は
、
九
百
年
前
に
描
か
れ
た

「病
草
紙
」
の

一
場
面
で

す
。
日
本
人
は
、
大
正
末
期
に
ち
ゃ
ぶ
台
が
登
場
す
る
ま
で
千

特

射

編

嘉

褥

曜

黙
群

跨

」
一
証

編

¨

お
膳
で
す
。
う
ず
高
く
盛
ら
れ
た
ご
飯
は

「高
盛
り
飯
」
と
言

い
ま
す
。
こ
の
時
点
で
既
に

一
汁
三
菜
と
い
う
和
食
の
定
型
が

の
数
は
ど
ん
ど
ん
増
え
、
多
い
ほ
ど
格
式
が
高
い
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
が

「本
膳
料
理
」
と
呼
ば
れ
る
日
本
人
の
も
て

な
し
料
理
で
し
た
。

図
４

（巻
頭
カ
ラ
ー
掲
載
）
は
、　
一
九
二
〇
年
代

の
金
沢
で

の
結
婚
式
の
料
理
の
復
元
で
す
。
結
婚
式
な
の
で
、
最
初
に
大

盃
が
巡
り
ま
す

〈図
５
）。
歌
曲

『荒
城
の
月
』
の
歌
詞

「春

高
楼
の
花
の
宴
　
巡
る
盃
影
差
し
て
」
の

「巡
る
盃
」
が
こ
れ

で
す
。
こ
の
後
、
三
の
膳
、
四
の
膳
、
■
の
膳
が
出
ま
す
。

こ
う
し
た
本
膳
料
理
は
食
べ
切
れ
な
い
こ
と
が
特
徴
で
、
食

べ
残
し
て
折
詰
に
し

て
持
ち
帰
る
の
が
約

束
で
す
。
私
自
身
、

子
ど
も
の
頃
、
父
が

「今
日
は
宴
会
だ
」

と
言
う
と
楽
し
み
で

し
た
。
折
詰
に
詰
め

た
キ
ン
ト
ン
な
ど
を

持

っ
て
帰

っ
て
く
れ

た
か
ら
で
す
。
逆
に

言
う
と
、
本
膳
料
理

は
残
さ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
全
体
の

う
ち
、
鯛
は
そ
の
場

で
き
て
い
ま
す
。
今
、
ご
飯
に
箸
を
立

が
、
当
時
は
こ
れ
が
作
法
で
し
た
。

為
彼高（』輌仲ガ
識
Ｌ
鋼
漏
‰
場
は

．

銘
々
膳
の
場
合
、
料
理
を
た
く
さ
ん
出
す
に
は
、
お
膳
の
数

を
増
や
さ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
図
３

〈巻
頭
カ
ラ
ー
掲
載
）

は
、
二
の
膳
付
の
食
事
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
お
膳

一

つ
だ
と
家
庭
料
理
で
す
が
、
二
つ
以
上
並
ぶ
と
も
て
な
し
料
理

で
、
二
汁
五
菜
が
も
て
な
し
料
理
の
基
本
で
し
た
。
以
後
、
膳

で
は
絶
対
に
手
を
付
け
ず
、
持

っ
て
帰

っ
て
家
族
に
お
桝
分
け

す
る
も
の
で
し
た
。
日
常
生
活
の
中
で
ご
馳
走
を
食
べ
る
機
会

が
な
か

っ
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
持
ち
帰

っ
た
料
理
は
美
味

し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
今
か
ら
四
百
五
十
年
前
、
料
理
の

革
命
が
起
こ
り
ま
し
た
。
「茶
の
場
の
懐
石
」
と
い
う
新
し
い

料
理
の
登
場
で
す
。

和
食
の
発
展
～
茶
の
湯
の
懐
石

茶
の
湯
の
懐
石
に
は
三

つ
の
特
徴
あ
り
ま
す
。　
一
つ
目
は
、

そ
の
場
で
全
部
食
べ
切
る
こ
と
で
す
。
二
つ
目
は
、
出
来
立
て

が
そ
の
都
度
運
ば
れ
て
く
る
こ
と
で
す
。
西
洋
で
こ
れ
が
確
立

す
る
の
は

一
人
七
〇
年
代
で
す
か
ら
、
食
文
化
は
日
本
の
方
が

は
る
か
に
発
達
し
て
い
た
と
言
え
ま
す
。
三
つ
日
は
、
趣
向
と

い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
食
事
に
こ
め
ら
れ
た
こ
と
で
す
。

茶
の
湯
の
懐
石
で
は
、
ま
ず
、
飯
と
汁
と
お
来

（向
付
）
が

出
て
、
次
に
煮
物
椀
が
出
ま
す
。
煮
物
椀
の
熱
さ
が
ご
馳
走
で

す
。
次
に
焼
き
物
が
出
ま
す
。
茶
の
湯
の
懐
石
は
和
食
の
最
高

峰
で
す
が
、
家
庭
料
理
と
同
じ
く

一
汁
三
菜
で
す
。
こ
の
後
は

お
菜
で
は
な
く
、
酒
と

一
緒
に
味
わ
う
た
め
の
肴
が
饗
さ
れ
ま

す
。
同
じ
料
理
で
も
、
ご
飯
と

一
緒
に
食
べ
れ
ば
お
業
で
、
酒

と

一
緒
に
食
べ
れ
ば
肴
で
す
。
吸
い
物
も
出
ま
す
が
、
こ
れ
も

酒
を
飲
む
た
め
の
料
理
で
す
。
最
近
の
料
理
尾
で
は
、
「
吸
い

物
で
ご
飯
を
ど
う
で
す
か
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
間
違

怒
ら
れ
ま
す

図 5 本膳料理 (酒礼)

庶民の食卓 (病草紙)



図 6 吉兆の料理
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い
で
す
。
最
後
に
八
寸
と
い
う
取
り
肴
が
出
て
、
肴
は
終
わ
り

で
す
。
そ
の
後
、
湯
と
香
の
物
が
出
て
、
ご
飯
を
お
湯
漬
け
に

し
て
食
べ
終
え
る
と
、
東
■
が
出
ま
す
。

和
食
の
料
理
技
術
は
、
本
膳
料
理
と
茶
の
湯
の
懐
石
を
元
に

発
展
を
遂
げ
、
幕
末
ま
で
に
完
成
し
ま
し
た
。
近
代
に
な
る

と
、
場
木
貞

一
や
北
大
路
魯
山
人
と
い
っ
た
天
才
料
理
人
に
よ

っ
て
更
に

一
新
し
ま
し
た
。
湯
本
は
懐
石
料
理
の
店

「吉
兆
」

い
ま
す
。
和
食

の
料
理
人
を
志
望
す
る
若
者
も
激
減
し
ま
し

た
。
「和
食
は
修
行
が
厳
し
そ
う
」
「
日
本
料
理
屋
は
繁
盛
し
な

さ
そ
う
」
と
い
う
の
が
理
由
で
す
。

図
７
の
和
食
の
四
面
体
を
ご
覧
ド
さ

い
。
終
戦

―山‥
後
、
＝
本

人
の
食
事
は
決
し
て
理
想
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
栄
養
不
足
で

し
た
。
し
か
し

一
九
六
〇
年
代
以
降
、
食
糧
事
情
が
改
善
し
、

食
車
に
並
ぶ
メ

ニ
ュ
ー
が
性
官
に
な
り
ま
し
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

「き
ょ
う
の
料
理
」
が
大
人
気
と
な
り
、
主
婦
た
ち
は
今
ま
で

作

っ
た
こ
と
の
な

い
料
理
に
挑
戦
し
ま
し
た
。

一
九
七
〇
年
代
に
な
る
と
ち
ゃ
ぶ
台
に
か
わ

っ
て
、
お
菜
は

大
皿
料
理
に
盛
ら
れ
、
グ
イ

エ
ン
グ
テ
ー
ブ
ル
に
並
べ
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
十
が
好
き
な
だ
け
食
べ
て
も
お
菜
が
残

る
ぐ
ら
い
豊
か
に
な

っ
た
の
で
す
。
ま
た
、
大
正
末
期
ま
で
は

銘
々
膳
で
し
た
か
ら
、
近
代
以
降
、
家
庭
の
食
事
ス
タ
イ
ル
が

三
回
変
化
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
食
生
活
も
同
じ
く
ら
い
激

し
く
変
化
し
ま
し
た
。
こ
ん
な
国
は
日
本
以
外
に
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
の
時
代
は
栄
養
面
で
も
豊
か
に
な
り
、　
一
九
八
〇
年
ご

ろ
の
日
本
人
の
食
生
活
は
理
想
的
で
あ

っ
た
こ
と
が
医
学
的
に

証
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
そ
の
後
、
和
食
は
危
機
を
迎
え
ま
す
。
国
産
品
を
食

べ
る
こ
と
が
和
食
の
原
則
で
す
が
、
食
料
自
給
率
は
カ

ロ
リ
ー

ベ
ー
ス
で
四
〇
％
を
割
り
ま
し
た
。
出
汁
を
取
る
家
庭
も
激
減

し
て
い
ま
す
。
伝
統
的
技
法
が
廃
れ
て
い
る
の
で
す
。
栄
養
面

た
創
立
し
た
天
才
で
、
漆
器
に
塩
で
流
水
を
描
き
、
ア
ユ
が
ょ

行
す
る
様
を
料
理
で
見
せ
ま
し
た

（図
６
）。
こ
れ
が
料
理
の

趣
向
で
す
。
近
年
＾
ヌ
ー
ベ
ル
キ

ュ
イ
ジ
ー
ヌ
と
い
わ
れ
る
祈

し
い
フ
ラ
ン
ス
料
理
が
流
行
し
て
い
ま
す
。
大
き
な
白

い
皿
を

キ

ャ
ン
パ
ス
に
見
立
て
、
ポ

ロ
ッ
ク
の
絵
の
如
く
、
料
理
に
緑

や
黄
や
赤
の
ソ
ー
ス
を
か
け
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
湯
木
の
影

響
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

和
食
の
危
機

現
在
、
訪
日
外
国
人
は

年
間
二
千
万
人
を
超
え
ま

す
。
彼
ら
に

「訪
日
前
に

期
待
す
る
こ
と
」
を
尋
ね

る
と
、
Ｌ

六
％

の
人

が

「和
食
」
と
答

え
ま
す
。

実
際
、
海
外
で
は
大
変
な

日
本
食
ブ
ー
ム
で
、
今
後

も
ま
す
ま
す
高
ま
る
と
予

想
さ
れ
ま
す
。
海
外
の
＝

本
食

レ
ス
ト
ラ
ン
も
増
加

の

一
途

で
す
。
と

こ
ろ

が
、
日
本
国
内
で
は
和
食

は
食

べ
ら
れ
な
く
な

っ
て

で
も
、

（
ン
バ
ー
ガ
ー
や
コ
ン
ビ
ニ
弁
当
の
普
及
か
ら
分
か
る

通
り
、
若
者
の
食
生
活
は
良
く
あ
り
ま
せ
ん
。
和
食
の
も
て
な

し
も
危
機
に
瀕
し
て
い
ま
す
。
若
者
は
西
洋
料
理
の
マ
ナ
ー
は

熟
知
し
て
い
ま
す
が
、
和
食
の
マ
ナ
ー
を
知
り
ま
せ
ん
。
客
が

無
知
な
の
で
、
料
理
屋
も
床
の
間
の
掛
け
軸
や
生
け
化
に
凝
ら

な
く
な
り
ま
し
た
。
た
だ
料
理
の
説
明
の
み
、
う
る
さ
く
凝
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

二
〇

一
二
年
、
二
十
代
の
若
者

一
万
人
に
調
査
し
た
結
果
、

二
十
代
の
男
性
の
う
ち

一
八

・
四
％
が

一
カ
月
に

一
度
も
お
米

の
ご
飯
を
食
べ
て
い
ま
せ
ん
。
正
月
に
自
宅
で
お
節
料
理
を
作

る
家
庭
も
全
体
の
三
〇
％
に
な
り
、
減
少
の

一
途
で
す
。
初
詣

に
行

っ
た
後
、
フ
ア
ミ
レ
ス
で
食
Ｆ
を
す
る
家
庭
も
増
え
ま
し

た
。
今
や
日
本
の
家
庭
の
最
大
の
イ
ベ
ン
ト
は
ク
リ
ス
マ
ス
で

す
。
そ
の
う
ち

ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン
が
加
わ
る
で
し
ょ
う
。

そ
う
い
う
時
代
の
流
れ
の
中
、
私
ど
も
は
和
食
を
次
世
代
に

正
し
く
継
承
す
る
た
め
、
二
〇

一
五
年
、
和
食
文
化
国
民
会
議

を
設
立
し
ま
し
た
。
活
動

の

一
つ
と
し
て
、
語
呂
企
わ
せ
で

「
い
い
日
本
食
卜
と
な
る
十

一
月
二
十
四
月
、
全
国
の
小
中
学

校
と
保
育
所
の
給
食
で
天
然
出
汁
の
汁
を
ふ
巧
は
い
ま
し
た
。

味
が
分
か
る
人
と
分
か
ら
な

い
人
の
た
は
、
味
膏
の
数
や
敏
感

さ
で
は
な
く
、
記
憶
の
差
で
す
。
子
ど
も
の
頃
に
様
々
な
味
を
記

憶
し
て
お
く
こ
と
が
と
て
も
大
事
で
す
。
食
の
経
験
の
少
な
い

ｒ
ど
も
に
、
「何
が
食

べ
た
い
？
」
と
選
ば
せ
て
い
た
ら
、
ま
す

図 7 和食文化の四面体
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ま
す
食
の
選
択
の
幅
が
狭
く
な
り
ま
す
。
今
後
も
和
食
の
給
食

を
増
や
す
活
動
等
を
し
て
い
き
た
い
と
思

っ
て
い
講
討
¨
皆
さ

ん
も
ど
う
か
お
子
さ
ん
や
お
孫
さ
ん
に
、
サ
ン
マ
の
腸
な
ど
の

様
々
な
も
の
を
食
べ
さ
せ
て
下
さ
い
。

めＤ
松
尾
芭
蕉
は
、
「
四
時

（四
季
）
を
友
と
す
」
と
表
現
し
て
い
る
。

２
韓
国
で
は
食
器
を
手
に
持

っ
て
食

べ
る
の
は
無
作
法
と
さ
れ
る
。

０
食
の
分
野
に
お
け
る
日
本

の
世
界
的
貢
献
に
、
う
ま
み
の
発
見
と
イ

ン

ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
の
発
明
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ノ
ー
ベ
ル
賞
級
の
発

明
と
思
わ
れ
る
。

↓
二
〇
〇
六
年
、
海
外
の
日
本
料
理
店
の
総
数
は
、
約
二
万
四
千
店
だ

っ

た
が
、
二
〇

一
五
年
、
約
八
万
九
千
店
に
増
加
し
た
。

９
現
在
、
全
国
の
給
食

（
一
週
間
五
食
）
の
う
ち
、
三

・
三
食
が
米
飯
で

あ
る
。
し
か
し
、
ピ
ラ
フ
も
米
飯
に
含
む
の
で
、
厳
密
に
和
食
の
献
立

の
給
食
を
増
や
し
た

い
。

（
Ｍ
Ｉ
Ｈ
Ｏ

Ｍ
ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
館
長

・
和
食
文
化
国
民
会
議
会
長

・
東
京
教

育

（現
筑
波
）
大

。
文
博

。
文

。
昭
４０
）

（本
稿
は
平
成
２８
年
７
月
２０
日
午
餐
会
に
お
け
る
講
演
の
要
旨
で
あ
り
ま
す
）

『
ユ
ダ
ヤ
人
と
近
代
美
術
』
ベ
ラ
ス
ケ
ス
か
ら
ニ
ュ
ー
マ
ン
ま
で

昨
年

（二
〇

一
工Ｃ
　
一
月
、
拙
著

『
ユ
ダ
ヤ
人
と
近
代
美
術
』

（光
文
社
新
苦
）
を
上
梓
し
、
近
代
美
術
史
上
で
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た

ユ
ダ
ヤ
系
の
人
々
の
う
ち
、
主
に
芸
術
家
に
つ
い

て
論
し
た
。

ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
意
識
も
低
く
認
識
も
浅
い
日

本
で
は
、　
ユ
グ
ヤ
系
の
画
家
、
批
評
家
、
美
術
史
家
、
画
商
、

パ
ト

ロ
ン
の
多
く
は
そ
も
そ
も

ユ
ダ
ヤ
系
と
し
て
認
識
さ
れ
て

す
ら
い
な
い
。

し
か
し
、
ス
ペ
イ

ン
美
術
を
代
表
す
る
画
家
ベ
ラ
ス
ケ
ス
が

コ
ン
ベ
ル
ソ
、
す
な
わ
ち
改
宗

ユ
ダ
ヤ
人
の
家
系
だ

っ
た
と
い

う
こ
と
は
ほ
ぼ
定
説
に
な

っ
て
い
る
し
、　
エ
コ
ー
ル

・
ド

・
パ

府う

寺 :

『
ユ
ダ
ヤ
人
と
近
代
美
術
』
第
二
話
に
む
け
て

―
―
画
商
を
超
え
た
画
商
　
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト

・
ビ
ン
グ
ー
ー

り
や
ア
メ
リ
カ
抽
象
表
現
主
義
の
多
く
の
画
家
、
画
商
、
批
評

家
が
ユ
ダ
ヤ
系
で
あ
る
こ
と
は
、
専
門
家
の
み
な
ら
ず

一
般
的

に
も
す
で
に
あ
る
程
度
認
識
さ
れ
て
き
て
い
る
。
ウ
ィ
ー
ン
分

離
派
も
、
哲
学
者
ル
ー
ド
ヴ
ィ
ヒ

・
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

の
父
カ
ー
ル

・
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
ユ

ダ
ヤ
系
パ
ト

ロ
ン
た
ち
な
し
に
は
成
立
す
ら
し
な
か

っ
た
。
ガ

リ
ツ
ィ
ア
地
方

（現
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
南
ポ
ー
ラ
ン
ド
）
出
身
の
大

折
の
天
才
画
家

マ
ウ
リ
ツ
ィ

・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
は
、
ど
の
国
の

美
術
史
に
も
組
み
こ
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
、　
い
ま
だ
に
充

分
な
認
知
、
評
価
す
ら
与
え
ら
れ
て
い
な
い

（図
１
）。

し
か
し
、
こ
れ
ら
芸
術
家
や
パ
ト

ロ
ン
以
上
に
評
価
さ
れ
て

固固□□ 鰈59T

個
人
の
随
想
や
研
究
書
か
ら

企
業
・
団
体
の
記
念
誌
ま
で
、

ご
要
望
に
お
応
え
い
た
し
ま
す
。

バ
ン
フ
レ
ツ
ト
請
求

・
見
積
り
無
料
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
〈出
版
相
談
会
〉
毎
日
ご
相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
▲
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