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ば
そ
れ
ぞ
れ
絵
と
し
て
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
せ
っ
か
く
購
入
す
る
の

で
あ
れ
ば
九
枚
全
て
揃
っ
た
全
図
が
欲
し
い
と
、
購
入
者
な
ら
ば
思
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
ど
こ
か
ひ
と
セ
ッ
ト
で
も
三
枚
続
を
入
手
し
て
い
た
な
ら
ば
、
残
り
の
六
枚
も
手
に
入

れ
全
図
揃
え
た
い
、
と
購
入
意
欲
を
そ
そ
る
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
筆
者

は
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　
検
閲
月
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
後
か
ら
出
さ
れ
た
三
枚
続
二
点
と
あ
わ
せ
、
後
付
け
さ
れ

る
よ
う
な
形
で
九
枚
続
の
作
品
と
な
っ
た
こ
と
が
改
印
か
ら
わ
か
っ
て
き
た
。
な
お
、
背
景

に
描
か
れ
た
千
曲
川
の
描
写
に
つ
い
て
は
、
右
三
枚
と
左
三
枚
を
繋
ぐ
に
あ
た
り
、
少
々
不

自
然
な
川
の
流
れ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
が
、
鉄
砲
か
ら
吹
き
上
が
る
砲
煙
の
描
写

な
ど
も
用
い
て
う
ま
く
画
面
を
繋
い
で
い
る
。
当
初
は
九
枚
続
と
な
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
う
し
た
画
面
の
歪
さ
か
ら
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
本
作
の
作
者
で
あ
る
歌
川
貞
秀
は
、
ほ
か
に
も
大
画
面
の
作
例
を
残
し
て
い
る
。
次

項
に
お
い
て
貞
秀
が
描
い
た
他
の
大
画
面
作
品
、
と
り
わ
け
横
浜
絵
に
見
ら
れ
る
画
面
表
現

に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

二
、
貞
秀
の
横
浜
絵

　
歌
川
貞
秀
は
、
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
浮
世
絵
師
の
ひ
と
り

で
あ
る
。
富
士
山
に
登
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
経
験
か
ら
俯
瞰
図
を
得
意
と
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る）
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。
と
り
わ
け
、
開
港
以
降
発
展
す
る
横
浜
の
風
景
を
描
い
た
横
浜

絵
を
得
意
と
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
多
く
の
作
例
を
残
し
て
い
る
。

　
横
浜
絵
の
多
く
は
大
判
錦
絵
三
枚
続
で
あ
り
、
幕
末
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
発
展
し
変
わ

り
ゆ
く
横
浜
の
様
子
を
、
上
空
か
ら
俯
瞰
的
に
捉
え
た
構
図
を
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
た

だ
し
、
な
か
に
は
三
枚
以
上
大
判
サ
イ
ズ
の
錦
絵
を
繋
ぎ
、
さ
ら
に
大
き
な
画
面
で
表
し
た

も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
貞
秀
の
「
東
海
道
名
所
之
内
　
横
浜
風
景
」（
図
５
）
と
い
う
、
横

浜
道
が
始
ま
る
芝し
ぼ
う生

村
か
ら
海
岸
沿
い
に
本
牧
ま
で
の
様
子
が
表
さ
れ
た
、
大
判
錦
絵
八
枚

続
の
作
品
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
大
判
錦
絵
を
竪
で
は
な
く
横
に
繋
げ
た
珍

し
い
作
品
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
長
さ
が
飛
び
抜
け
て
い
る
。
な
ん
と
大
判
錦
絵
を
横
に

八
枚
繋
げ
、
全
長
は
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
の
で
あ
る）
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な
お
本
作
は
八
枚
続
で
あ
る
が
、
一
点
ず
つ
「
東
海
道
名
所
之
内
　
横
浜
風
景
」
の
題
目

が
入
れ
ら
れ
、
一
枚
で
も
成
立
す
る
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
作
画
が
な
さ
れ
た

部
分
に
つ
い
て
も
大
判
サ
イ
ズ
を
フ
ル
に
使
用
し
て
描
く
の
で
は
な
く
、
枠
を
つ
け
、
一
点

ず
つ
独
立
し
た
形
と
し
て
い
る
。
な
お
、
改
印
や
判
元
印
も
絵
を
縁
取
る
枠
の
外
側
に
捺
さ

れ
て
い
る
た
め
、
絵
の
中
に
改
印
は
い
っ
さ
い
見
ら
れ
な
い
（
図
６
）。

　
本
作
に
描
か
れ
て
い
る
横
浜
の
情
景
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。
先
述
し
た
横

浜
道
と
い
う
の
は
、
横
浜
開
港
に
合
わ
せ
て
安
政
六
年
に
開
削
さ
れ
た
横
浜
町
と
芝
生
村
の

東
海
道
と
を
結
ぶ
、
新
た
に
設
け
ら
れ
た
道
の
こ
と
で
あ
る
。
本
作
に
お
い
て
は
画
面
左
端

に
芝
生
村
が
配
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
左
か
ら
三
枚
目
に
描
か
れ
た
吉

田
橋
を
渡
り
開
港
場
に
入
る
ま
で
の
道
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
な
お
、
本
作
の
一
番
右
に
描
か

れ
て
い
る
十
二
天
ノ
社
と
は
、
本
牧
神
社
（
旧
称
：
本
牧
十
二
天
社
）
の
こ
と
で
あ
り
、『
江

戸
名
所
図
会
』
な
ど
に
も
描
か
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
本
作
に
お
け
る
改
印
で
あ
る
。
港
町
と
遊
郭
の
あ
る
港み
よ
ざ
き
ち
ょ
う

崎
町
が
表
さ
れ
た
右
か
ら

四
・
五
・
六
枚
目
は
「
申
二
改
」
の
文
字
を
有
す
る
年
月
改
三
字
の
単
印
が
見
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
二
月
に
検
閲
を
受
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
他
の
錦
絵
に
つ
い
て
は「
申
三
改
」の
印
で
あ
り
、翌
三
月
の
検
閲
に
な
っ
て
い
る
。
よ
っ

て
、「
甲
越
川
中
嶋
大
合
戦
図
」
と
同
じ
く
、
続
き
物
で
は
あ
り
な
が
ら
検
閲
月
が
異
な
る
作

例
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
お
そ
ら
く
、
ま
ず
当
時
横
浜
の
中
心
地
と
な
っ
て
い
た
港
と
港
崎
町
に
つ
い
て
大
判
三
枚

で
描
き
出
し
、
そ
の
後
そ
こ
か
ら
右
に
二
枚
、
左
に
三
枚
と
横
浜
の
風
景
を
描
き
足
し
て
、

長
い
構
図
の
錦
絵
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、タ
イ
ト
ル
に「
東
海
道
名
所
之
内
」
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図
５
　
歌
川
貞
秀
筆「
東
海
道
名
所
之
内
　
横
浜
風
景
」（
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
蔵
）
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と
入
っ
て
い
る
が
、
東
海
道
自
体
は
海
の
向
こ
う
側
で
あ
り
、「
川
崎
」
な
ど
宿
場
の
名
前
も
、

左
か
ら
四
枚
目
の
錦
絵
左
手
奥
の
ほ
う
に
確
認
で
き
る
。
東
海
道
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
錦
絵

は
数
多
く
生
み
出
さ
れ
て
い
る
が
、
本
作
に
つ
い
て
は
、
東
海
道
は
あ
く
ま
で
背
景
で
あ
り
、

大
き
く
発
展
し
て
い
く
横
浜
の
姿
を
主
役
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
枚
ず
つ
で
も
独
立
す
る
よ
う
な
形
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
八
枚
繋
げ
た
姿
は
大
変
壮
観

で
見
応
え
が
あ
る
。
よ
っ
て
、「
甲
越
川
中
嶋
大
合
戦
図
」
と
同
様
、
全
図
集
め
な
く
と
も
成

立
は
す
る
が
せ
っ
か
く
な
ら
ば
全
て
集
め
て
完
成
さ
せ
た
い
、
と
い
う
コ
レ
ク
タ
ー
心
を
く

す
ぐ
る
仕
様
に
な
っ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　
次
に
貞
秀
の
作
で
は
な
い
が
、
二
代
歌
川
広
重
（
一
八
二
六
～
六
九
）
に
よ
る
横
浜
絵
を

紹
介
し
た
い
。
二
代
広
重
は
初
代
歌
川
広
重
（
一
七
九
七
～
一
八
五
八
）
の
門
人
で
、
初
代
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図６　「東海道名所之内　横浜風景」（部分図）
（神奈川県立歴史博物館蔵）

図７　二代歌川広重筆「横浜海岸図会」「神奈川横浜港真景」（神奈川県立歴史博物館蔵）


