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『日本奥地紀行』における色彩
―イザベラ・バードの目に映った横浜～東京の色

JA日下

要旨：本稿は、イギリス出身の女性旅行家イザベラ·バードが1878年日本滞在中におけ
る自身の体験を記した旅行記『日本奥地紀行』で使用されている色彩語に着目すること
で、バードの景観認識の傾向を読み取る。その際、なかでも横浜から東京近郊の場面を
特に考察対象としている。概して来日初期のバードは日本の風景を淡い色、あるいは灰
色や青を基調とした色でとらえているが、そうした描写の中でもしばしば赤系統を中心
とした色彩語を用いており、それがバードが「単調」と形容した日本の景観を描写する
際に、風景の中に色鮮やかなフォーカルポイントを作り出している。さらには、ジャポ
ニズムなどの当時西洋で流行していた芸術運動とその品々、もしくは当時の言説や思想
からの影響が、風景や日本人の容姿に関する描写や記述に用いる色彩語の選択に影響を
与えており、バードはときに色眼鏡をかけて日本を眺めていたこともあきらかになる。

Abstract: This article examines the use of colour-related words in Isabella L. Bird’s 
Unbeaten Tracks in Japan, an account of this British-born woman traveller’s own 
experiences during her stay in Japan in 1878. It analyses the patterns in Bird’s 
perception of the Japanese landscape, with particular focus on scenes in Yokohama 
and Tokyo. Generally, her early depictions of the Japanese landscape are characterised 
by pale hues and shades of grey and blue. However, while doing so, she also frequently 
uses red-coloured terms or other similar bright tones, which serve to create focal points 
within the otherwise “monotonous” landscape. Furthermore, the influence of Western 
artistic movements, notably Japonism, and contemporary racial discourses in the West 
can be seen in her choice of colour terminology. This suggests that her portrayal of the 
landscape and the Japanese people was sometimes shaped by cultural and aesthetic 
preconceptions of the West.
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は
じ
め
に

　

明
治
初
期
、
西
暦
で
は
一
八
七
八
年
五
月
の
こ
と
。
イ
ギ
リ
ス
出
身

の
女
性
旅
行
家
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
が
日
本
の
横
浜
に
到
着
し
た
。
以
降
、

同
年
十
二
月
に
横
浜
か
ら
香
港
に
向
か
う
船
に
乗
船
し
、
日
本
を
去
る
ま

で
の
半
年
余
り
、
バ
ー
ド
は
東
京
の
英
国
公
使
館
を
起
点
に
当
時
の
公
使

ハ
リ
ー
・
パ
ー
ク
ス
と
ハ
リ
ー
の
妻
で
旅
行
家
で
も
あ
っ
た
フ
ァ
ニ
ー
・
パ

ー
ク
ス
の
夫
妻
を
は
じ
め
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
や
バ
ジ
ル
・
Ｈ
・
チ
ェ

ン
バ
レ
ン
ら
の
協
力
の
も
と
、
蝦
夷
の
ア
イ
ヌ
を
訪
れ
る
長
期
の
旅
や
、

関
西
圏
の
伊
勢
神
宮
や
京
都
な
ど
を
巡
る
旅
を
通
じ
て
、
開
国
後
日
本
の

目
撃
者
の
一
人
と
な
っ
た
1
。
来
日
前
か
ら
バ
ー
ド
は
、
す
で
に
西
洋
に

あ
る
程
度
知
ら
れ
て
い
た
開
港
都
市
や
、
京
都
、
日
光
、
鎌
倉
と
い
っ

た
人
気
の
観
光
地
で
は
な
く
、
西
洋
の
人
々
が
ほ
と
ん
ど
「
足
を
踏
み
入

れ
て
い
な
か
っ
た
（unbeaten

）」
と
バ
ー
ド
が
主
張
す
る
日
本
の
「
奥
地
」

を
旅
す
る
こ
と
、
特
に
ア
イ
ヌ
の
人
々
と
実
際
に
会
い
、
生
活
を
観
察
す

る
こ
と
を
日
本
滞
在
中
の
主
要
な
目
的
と
し
て
い
た
。
同
時
に
日
本
へ
の

旅
行
は
、
バ
ー
ド
に
と
っ
て
「
非
英
語
圏
と
の
初
め
て
の
出
会
い
で
あ
り
、

異
文
化
間
の
翻
訳
や
誤
解
と
い
う
複
雑
さ
へ
と
つ
な
が
る
」
体
験
で
も
あ

っ
た
（W

illiam
s and C

lark 2

）2
。
そ
の
旅
は
一
八
八
〇
年
に
イ
ギ
リ
ス

の
ジ
ョ
ン
・
マ
レ
ー
社
か
らU

nbeaten Tracks in Japan

と
題
さ
れ
た
二
巻

本
か
ら
成
る
旅
行
記
と
し
て
出
版
さ
れ
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
で
広
く
読
ま

れ
る
著
作
と
な
っ
た
。
日
本
で
は
、
同
旅
行
記
は
『
日
本
奥
地
紀
行
』
と

い
う
邦
題
で
知
ら
れ
て
お
り
、
金
坂
清
則
に
よ
る
完
訳
を
は
じ
め
、
こ
れ

ま
で
い
く
つ
か
の
翻
訳
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　
『
日
本
奥
地
紀
行
』
を
紐
解
く
と
、
意
外
に
も
バ
ー
ド
は
初
め
て
訪
れ

た
日
本
と
い
う
地
に
興
奮
し
て
は
お
ら
ず
、
冷
静
に
当
時
の
日
本
を
見
つ

め
、
と
き
に
歯
に
布
着
せ
ぬ
率
直
か
つ
シ
ニ
カ
ル
な
、
と
き
に
辛
辣
な
批

評
を
加
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
か
で
も
バ
ー
ド
は
ジ
ョ
ン
・
マ
レ

ー
社
と
の
手
紙
の
や
り
取
り
の
中
で
、
日
本
の
風
景
に
つ
い
て
「
日
本
に

は
魅
力
は
感
じ
て
い
ま
せ
ん
。
た
い
へ
ん
興
味
深
く

0

0

0

0

、
真
剣
な
研
究
対
象

に
し
た
く
は
な
る
で
し
ょ
う
が
、
景
色
が
単
調
（m

onotonous

）
な
の
で

す
」
と
形
容
し
て
さ
え
い
る
（qtd. in Bird, Lettes to H

enrietta 205

：
傍

点
は
原
文
で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
）。
来
日
時
に
海
上
か
ら
見
え
た
日
本
の
自

然
を
「
日
本
の
沿
岸
部
は
大
抵
の
海
岸
と
比
べ
る
と
ず
い
ぶ
ん
と
趣
が
あ

る
も
の
の
、
色
彩
や
形
状
の
面
で
取
り
立
て
て
驚
く
よ
う
な
点
は
見
当
た

ら
な
い
」
と
も
表
現
し
て
い
る
（1: 12

）3
。
こ
れ
は
日
本
で
一
九
九
〇
年

代
か
ら
起
こ
っ
た
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
ブ
ー
ム
の
要
因
と
し
て
、
バ
ー
ド

の
著
作
の
中
に
日
本
の
西
洋
化
以
前
の
「
原
風
景
」
を
求
め
、
そ
こ
に
地

方
再
生
の
起
爆
剤
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
要
素
を
見
出
そ
う
と
し
た
流
れ

が
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
4
、
い
さ
さ
か
期
待
を
裏
切
ら
れ
る
と
い
え

る
。
た
し
か
に
、
来
日
以
前
に
バ
ー
ド
が
旅
し
た
ハ
ワ
イ
（
当
時
は
サ
ン

ド
イ
ッ
チ
諸
島
と
呼
ば
れ
て
い
た
）
に
お
け
る
火
山
の
火
口
を
目
指
し
た

危
険
な
遠
出
や
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ロ
ッ
キ
ー
山
脈
麓
で
の
滞
在
時
に

身
近
に
存
在
し
た
雄
大
な
自
然
や
山
々
の
連
な
り
な
ど
と
比
較
す
る
と
、

大
自
然
の
荒
々
し
さ
を
好
ん
だ
バ
ー
ド
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
日
本
の
風
景

を
「
単
調
」
と
形
容
し
た
理
由
も
頷
け
る
。
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そ
の
一
方
で
、
バ
ー
ド
が
「
単
調
」
と
い
う
言
葉
で
形
容
し
た
も
の
は

色
彩
の
単
調
さ
で
も
あ
っ
た
。
一
九
世
紀
西
洋
に
存
在
し
た
、
ピ
ク
チ
ャ

レ
ス
ク
さ
を
も
っ
て
風
光
明
媚
か
つ
崇
高
で
趣
の
あ
る
風
景
と
す
る
美
の

観
念
は
、
バ
ー
ド
に
と
っ
て
も
魅
力
的
な
風
景
の
一
つ
の
基
準
に
な
っ
て

お
り
、
事
実
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」
と
い
う
言
葉
は
『
日
本
奥
地
紀
行
』
の

中
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
5
。
た
と
え
ば
、
横
浜
に
向
か
っ
て
東
京
湾
を

北
上
す
る
船
の
甲
板
か
ら
見
え
た
日
本
の
村
々
を
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な

灰
色
」
と
形
容
し
（1: 14

）、
東
京
に
向
か
う
列
車
の
中
か
ら
見
え
た
横

浜
近
郊
の
景
色
を
「
時
々
急
に
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
木
々
の
生
え
た
丘

や
、
小
さ
な
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
谷
が
あ
っ
て
美
し
い
」
と
も
記
し
て
い

る
（1: 28

）。
そ
れ
故
、
バ
ー
ド
が
日
本
の
風
景
で
特
に
惹
か
れ
た
の
は
、

日
光
東
照
宮
の
絢
爛
豪
華
な
様
で
あ
り
、
富
士
山
の
雄
大
さ
で
あ
り
、
そ

し
て
浅
草
寺
の
色
鮮
や
か
な
建
物
・
仏
像
や
参
道
の
喧
騒
、
そ
し
て
そ
こ

を
訪
れ
る
民
衆
の
様
子
で
あ
っ
た
。
逆
に
バ
ー
ド
は
、
自
身
が
感
動
し
な

い
景
観
、
た
と
え
ば
東
京
の
街
並
み
を
「
薄
っ
ぺ
ら
く
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス

ク
で
も
な
く
、
や
が
て
は
消
え
ゆ
く
も
の
、
人
々
の
喧
騒
を
除
け
ば
取
り

立
て
て
興
味
を
惹
く
も
の
は
な
い
」
と
酷
評
し
て
い
る
（2: 181

）。

　

概
し
て
バ
ー
ド
に
は
日
本
の
風
景
（
こ
こ
で
は
自
然
の
景
観
と
人
々
の

生
活
の
様
子
の
ど
ち
ら
も
指
す
）
を
、「
西
洋
化
に
浸
食
さ
れ
た
近
代
的

日
本

⇔
西
洋
化
以
前
の
前
近
代
的
日
本
」
や
「
自
然
の
風
景
の
単
調
さ

⇔

街
の
人
々
の
活
気
」
の
よ
う
に
二
項
対
立
的
に
と
ら
え
る
傾
向
が
見
て
と

れ
、
バ
ー
ド
は
い
ず
れ
も
場
合
も
後
者
を
評
価
し
て
い
る
。
そ
れ
は
バ
ー

ド
の
来
日
が
、
ま
さ
に
日
本
に
近
代
化
の
波
が
到
来
し
て
い
た
時
代
で

あ
り
、
訪
日
し
た
「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
旅
行
家
た
ち
に
対
し
て
当
然
の

ご
と
く
、
近
代
性
や
伝
統
、
美
的
な
独
自
性
、
進
歩
史
観
に
つ
い
て
一

連
の
関
連
し
た
問
題
を
提
示
し
た
」
時
代
だ
か
ら
で
あ
る
（W

illiam
s and 

C
lark 6

）。

本
稿
で
は
、『
日
本
奥
地
紀
行
』
に
使
用
さ
れ
て
い
る
色
彩
語
に
着
目
し
、

バ
ー
ド
の
目
に
映
っ
た
日
本
お
よ
び
バ
ー
ド
の
風
景
の
捉
え
方
を
考
察
す

る
。
色
彩
関
連
の
言
葉
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
は
、
バ
ー
ド
が
訪
れ
た
日

本
の
各
場
所
や
場
面
に
お
い
て
と
り
わ
け
何
に
関
心
を
寄
せ
、
何
が
色
彩

的
に
記
憶
に
鮮
明
に
残
っ
た
の
か
を
理
解
す
る
手
が
か
り
に
な
る
。
そ
こ

に
は
、
バ
ー
ド
の
風
景
の
捉
え
方
の
あ
る
種
の
傾
向
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
だ
け
で
な
く
、
先
入
観
に
囚
わ
れ
ず
に
客
観
的
に
風
景
を
眺
め
る

観
察
者
と
い
う
よ
り
も
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
な
ど
の
当
時
西
洋
で
流
行
し
て

い
た
芸
術
運
動
と
そ
の
品
々
、
も
し
く
は
当
時
の
言
説
や
思
想
の
影
響
と

い
う
、
と
き
に
色
眼
鏡
を
か
け
て
日
本
を
眺
め
て
い
た
こ
と
も
あ
き
ら
か

に
な
る
。

イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
と
は

　

色
の
分
析
に
入
る
前
に
、
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介

し
た
い
6
。
メ
ア
リ
ー
・
キ
ン
グ
ズ
リ
ー
や
マ
リ
ア
ン
ヌ
・
ノ
ー
ス
ら
と
並

ん
で
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
女
性
旅
行
家
と
し
て
7
、
当
時
そ
し
て
現
在
な

お
そ
の
名
が
知
ら
れ
て
い
る
イ
ザ
ベ
ラ
・
ル
ー
シ
ー
・
バ
ー
ド
（
一
八
三
一

〜
一
九
〇
四
）
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
州
バ
ラ
ブ
リ
ッ
ジ
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に
て
、
英
国
国
教
会
の
牧
師
を
し
て
い
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
バ
ー
ド
と
そ
の

妻
ド
ー
ラ
・
ロ
ー
ソ
ン
と
の
間
に
長
女
と
し
て
生
ま
れ
た
。
家
族
構
成
と

し
て
は
父
・
母
の
他
に
妹
の
ヘ
ン
リ
エ
ッ
タ
が
い
た
8
。
イ
ザ
ベ
ラ
は
ヘ

ン
リ
エ
ッ
タ
を
溺
愛
し
て
お
り
、
病
気
が
ち
で
あ
っ
た
妹
と
旅
先
で
の
体

験
を
共
有
す
べ
く
、
ヘ
ン
リ
エ
ッ
タ
宛
に
旅
先
か
ら
頻
繁
に
手
紙
を
書
い

た
。
そ
う
し
た
手
紙
は
、
ヘ
ン
リ
エ
ッ
タ
が
知
人
に
見
せ
、
イ
ザ
ベ
ラ
の

こ
と
を
共
に
語
ら
う
こ
と
を
常
と
し
た
だ
け
で
な
く
、
イ
ザ
ベ
ラ
が
旅
行

体
験
を
本
と
し
て
出
版
す
る
際
の
重
要
な
資
料
に
も
な
っ
た
。
イ
ザ
ベ
ラ

は
父
の
赴
任
先
が
度
々
変
更
さ
れ
た
こ
と
で
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
も
住
ま

い
を
転
々
と
す
る
生
活
を
送
り
、
決
し
て
一
か
所
に
留
ま
る
よ
う
な
生
活

を
常
と
す
る
人
物
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
中
で
も
、
父
の
死
後
一
八
五
九

年
に
母
・
妹
と
共
に
移
り
住
ん
だ
エ
ジ
ン
バ
ラ
で
の
生
活
と
マ
ル
島
ト
バ

モ
リ
ー
で
の
滞
在
は
、
イ
ザ
ベ
ラ
の
イ
ギ
リ
ス
生
活
に
お
い
て
比
較
的
長

く
、
あ
る
い
は
足
繁
く
通
っ
た
場
所
に
な
っ
た
。

　

イ
ザ
ベ
ラ
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
に
厳
格
な
父
親
か
ら
宗
教

的
教
え
を
受
け
、
自
身
も
日
曜
学
校
で
父
を
助
け
た
り
も
し
た
。
乗
馬
を

好
み
、
父
か
ら
は
植
物
に
関
す
る
知
識
も
学
び
、
景
色
を
細
部
ま
で
観
察

す
る
目
や
距
離
や
広
さ
を
目
測
す
る
方
法
も
養
わ
れ
た
と
い
う（Stoddart 

10

）。
一
方
母
か
ら
は
絵
を
描
く
こ
と
な
ど
を
学
ん
だ
。
ま
た
、
イ
ザ
ベ

ラ
は
文
学
や
生
物
学
の
素
養
を
独
学
で
身
に
付
け
た
。
こ
う
し
た
体
験
や

学
び
は
、
の
ち
に
旅
行
家
と
し
て
世
界
各
地
を
旅
す
る
よ
う
に
な
っ
た
際
、

卓
越
し
た
観
察
眼
、
旅
行
記
の
挿
絵
と
な
っ
た
数
々
の
ス
ケ
ッ
チ
、
そ
し

て
馬
で
の
旅
な
ど
に
活
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
加
え
て
、
幼
少
期
か

ら
キ
リ
ス
ト
教
が
身
近
に
あ
っ
た
こ
と
は
一
方
で
積
極
的
な
慈
善
活
動
へ

の
従
事
、
異
文
化
で
暮
ら
す
人
々
を
場
合
に
よ
っ
て
は
蔑
む
こ
と
な
く
観

察
す
る
姿
勢
へ
と
繋
が
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
で
人
脈
を
得
る
こ
と
の
大

切
さ
を
知
っ
た
生
き
方
を
し
て
き
た
こ
と
で
、
旅
先
で
の
紹
介
状
を
手
に

し
て
世
界
各
地
を
旅
行
す
る
待
遇
を
得
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
（
金
坂
、

三
十
九
頁
）。

　

イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
は
大
き
く
分
け
て
二
度
来
日
し
て
い
る
。
一
度
目

は
先
述
の
一
八
七
八
年
に
お
け
る
滞
在
で
あ
り
、
こ
の
滞
在
を
記
し
た
も

の
が
『
日
本
奥
地
紀
行
』
で
あ
る
。
二
度
目
は
一
八
九
四
〜
九
七
年
に
か

け
て
の
朝
鮮
半
島
か
ら
中
国
を
旅
し
た
際
の
こ
と
で
、
度
々
日
本
に
も
立

ち
寄
り
、
長
崎
や
関
西
圏
だ
け
で
な
く
、
東
京
、
日
光
や
伊
香
保
な
ど
の

保
養
地
に
も
滞
在
し
、
一
度
目
の
来
日
で
知
り
合
っ
た
友
人
と
の
再
会
を

楽
し
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
朝
鮮
で
の
情
勢
悪
化
に
よ
り

（
日
清
戦
争
）、
一
時
的
な
避
難
場
所
と
し
て
日
本
に
滞
在
し
た
。
朝
鮮

半
島
で
の
旅
は
旅
行
記
『
朝
鮮
紀
行
（
も
し
く
は
朝
鮮
奥
地
紀
行
）』
に
ま

と
め
ら
れ
、
中
国
で
の
旅
は
写
真
集
『
中
国
奥
地
紀
行
』
と
し
て
出
版
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
『
日
本
奥
地
紀
行
』
に
記
さ
れ
た
日
本
に
関

す
る
情
報
量
と
比
較
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
書
物
に
記
さ
れ
た
同
時
期
の
日

本
滞
在
に
関
す
る
記
述
は
け
っ
し
て
多
く
な
い
。

　

バ
ー
ド
は
、
旅
行
家
と
聞
い
て
一
般
的
に
想
像
さ
れ
る
よ
う
な
健
康
的

で
屈
強
な
人
物
で
は
な
か
っ
た
。
旅
行
中
の
精
神
面
で
の
不
屈
さ
は
た
し

か
に
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
バ
ー
ド
は
普
段
か
ら
背
椎
の
痛

み
を
慢
性
的
に
抱
え
、
精
神
的
に
も
イ
ギ
リ
ス
に
い
る
と
鬱
の
症
状
が
み
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ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
身
長
も
四
フ
ィ
ー
ト
十
一
イ

ン
チ
（
約
一
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
と
け
っ
し
て
恵
ま
れ
た
体
格
で
は

な
か
っ
た
。
バ
ー
ド
に
と
っ
て
の
初
め
て
の
海
外
へ
の
旅
は
二
〇
代
の
時

で
、
北
米
で
の
滞
在
で
あ
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
海
外
旅
行
を
始
め
た
理
由

が
、
当
時
の
病
気
の
治
療
法
と
し
て
環
境
の
変
化
の
た
め
の
海
外
旅
行

が
存
在
し
、
一
八
五
四
年
に
医
者
の
勧
め
で
海
外
旅
行
を
決
意
し
た
こ

と
に
あ
っ
た
。
バ
ー
ド
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
私
は
旅
行
が
好
き
と
い

う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
初
に
旅
に
出
た
の
も
健
康
の
た
め
で
し

た
し
、
今
な
お
旅
に
出
る
の
も
概
し
て
そ
れ
が
理
由
な
の
で
す
」（qtd. in 

M
cAdam

s 486

）。
父
親
か
ら
必
要
な
お
金
を
借
り
て
の
旅
行
で
、
結
果

と
し
て
バ
ー
ド
は
鬱
病
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
分
に
旅
行
が
合
っ
て
い
る
こ

と
を
発
見
す
る
。
以
降
、
ハ
ワ
イ
諸
島
や
ロ
ッ
キ
ー
山
脈
で
の
長
期
滞
在

を
体
験
し
、
そ
の
数
年
後
日
本
で
の
ア
イ
ヌ
訪
問
を
中
心
と
し
た
「
奥
地

紀
行
」、
日
本
か
ら
イ
ギ
リ
ス
へ
の
帰
国
途
中
に
香
港
を
経
て
、
マ
レ
ー

半
島
で
の
旅
行
な
ど
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
う
し
た
旅
で
バ
ー
ド
は
度
々
持

病
の
背
中
の
痛
み
に
苦
し
む
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
気
候
風
土
的
に
気
分

が
す
ぐ
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
と
き
に
過
酷
な
環
境
に
身
を
置
く
こ

と
は
バ
ー
ド
自
身
の
気
質
に
合
っ
て
い
た
ら
し
く
、
自
ら
好
ん
で
こ
う
し

た
体
験
を
求
め
て
い
っ
た
。
そ
れ
ら
の
体
験
は
い
ず
れ
も
旅
行
記
と
し
て

出
版
さ
れ
た
。
当
時
旅
行
関
連
の
出
版
社
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い

た
ジ
ョ
ン
・
マ
レ
ー
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
バ
ー
ド
は
一
躍

有
名
旅
行
家
と
な
っ
た
9
。

　

一
八
八
〇
年
の
最
愛
の
妹
ヘ
ン
リ
エ
ッ
タ
の
死
、
そ
し
て
翌
年
か
ら
の

ヘ
ン
リ
エ
ッ
タ
の
医
師
を
務
め
て
い
た
ビ
シ
ョ
ッ
プ
氏
と
の
結
婚
期
に

は
（
以
降
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
は
「
ビ
シ
ョ
ッ
プ
夫
人
」
の
名
で
執
筆
活
動

を
お
こ
な
っ
た
）、
バ
ー
ド
は
単
独
で
の
旅
行
を
控
え
て
い
た
。
し
か
し
、

五
年
間
の
結
婚
生
活
後
に
夫
ビ
シ
ョ
ッ
プ
氏
が
亡
く
な
る
と
、
バ
ー
ド
は

医
療
関
係
の
訓
練
を
受
け
た
後
、
再
び
旅
行
を
再
開
す
る
。
チ
ベ
ッ
ト
付

近
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
、
中
東
に
至
る
旅
行
が
評
価
さ
れ
、
一
八
九
二
年
に

バ
ー
ド
は
女
性
で
初
め
て
の
王
立
地
理
学
会
の
特
別
会
員
の
一
人
に
選
ば

れ
る
。
こ
の
頃
か
ら
バ
ー
ド
は
イ
ギ
リ
ス
各
地
で
の
講
演
に
忙
し
い
日
々

を
送
っ
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
中
、
一
八
九
四
年
か
ら
前
述
の
朝
鮮
・

中
国
の
旅
を
開
始
す
る
。
す
で
に
バ
ー
ド
は
六
〇
歳
を
超
え
て
い
た
。
最

後
の
旅
と
な
っ
た
の
が
一
九
〇
一
年
の
モ
ロ
ッ
コ
で
の
旅
で
あ
り
、
そ
の

数
年
後
こ
の
世
を
去
っ
た
。

文
学
と
色
彩
研
究

　

文
学
作
品
で
あ
れ
、
旅
行
記
で
あ
れ
、
風
景
や
人
物
を
色
を
用
い
て
描

写
す
る
こ
と
は
広
く
見
ら
れ
る
10
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
者
の
知
る
限

り
、
文
学
や
旅
行
記
に
お
け
る
色
の
記
述
に
着
目
し
た
研
究
は
多
く
は
な

い
。
そ
う
し
た
研
究
の
例
と
し
て
は
、
上
村
和
美
に
よ
る
芥
川
龍
之
介
の

作
品
に
お
け
る
色
彩
表
現
を
論
じ
た
著
書
『
文
学
作
品
に
み
る
色
彩
表
現

分
析
―
芥
川
龍
之
介
作
品
へ
の
適
用
』、
中
津
川
ゆ
き
に
よ
る
芥
川
の

小
説
と
紫
式
部
の
『
源
氏
物
語
』
の
そ
れ
ぞ
れ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
日
本

語
の
赤
系
色
彩
語
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作
品
に
お
け
る
英
語
の
赤
系
色
彩
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語
と
を
比
較
し
た
論
文
、
ス
テ
フ
ァ
ノ
・
エ
ヴ
ァ
ン
ジ
ェ
リ
ス
タ
に
よ
る

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
著
作
に
お
け
る
「
藍
色
」
を
め
ぐ
る
論
文
な
ど

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

『
日
本
奥
地
紀
行
』
に
お
け
る
視
覚
や
聴
覚
、
触
覚
な
ど
の
「
感
覚
」
に

話
を
広
げ
る
と
、
湯
澤
規
子
の
「
バ
ー
ド
や
モ
ー
ス
〔
エ
ド
ワ
ー
ド
・
モ
ー

ス
〕
ら
の
五
感
を
通
じ
て
残
さ
れ
た
記
録
の
史
料
的
意
義
は
、
決
し
て
小

さ
く
な
い
」
と
い
う
的
確
な
指
摘
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
音
」
に
関
す
る
研

究
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
（
湯
澤
、
八
八
頁
）11
。
内
藤
高
に
よ
る
同

研
究
は
、
バ
ー
ド
と
モ
ー
ス
に
と
っ
て
の
日
本
の
「
音
」
の
捉
え
方
の
違

い
を
考
察
し
た
論
文
「
騒
音
の
文
化
―
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
と
エ
ド
ワ

ー
ド
・
モ
ー
ス
の
聴
く
日
本
（
一
）」
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
の
ち
の
同
氏
に

よ
る
著
書
『
明
治
の
音
―
西
洋
人
が
聴
い
た
近
代
日
本
』
に
も
収
録
さ

れ
て
い
る
。

　

作
品
あ
る
い
は
著
作
の
中
か
ら
色
の
描
写
を
選
び
出
す
作
業
は
け
っ
し

て
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
、
色
を
含
ん
だ
言
葉
で
は
あ
る

が
、
も
は
や
本
来
の
色
の
意
味
を
失
っ
て
い
る
言
葉
の
扱
い
が
あ
る
。
例

え
ば
「
潔
白
」
や
「
腹
黒
」
と
い
っ
た
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
比
喩
的
な

意
味
で
の
色
の
使
用
と
な
っ
て
お
り
、
物
理
的
な
色
彩
に
関
す
る
記
述
で

は
な
い
。
同
様
に
、「
目
黒
」
や
「
本
郷
の
赤
門
」
と
い
っ
た
地
名
や
名
所

は
、
前
者
は
色
彩
的
な
黒
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
は
稀
有
で
あ
ろ
う
が
、
後

者
は
今
な
お
実
際
に
赤
と
い
う
色
と
の
関
連
性
が
強
く
、
そ
こ
に
は
実
際

の
色
彩
的
特
徴
を
含
ん
で
い
る
。
ま
た
、『
日
本
奥
地
紀
行
』
に
は
バ
ー

ド
が
芝
の
増
上
寺
境
内
に
あ
る
徳
川
将
軍
家
墓
所
を
訪
れ
た
時
の“cool 

in sum
m

er and green in w
inter ”

と
い
う
記
述
が
登
場
す
る
が
、
こ
こ

で
のgreen

は
「
温
暖
な
、
温
か
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
色
彩
語
と
し

て
扱
う
こ
と
に
対
し
て
お
そ
ら
く
多
く
の
者
が
抵
抗
を
感
じ
る
だ
ろ
う

（1: 41

）。
こ
の
よ
う
に
色
に
関
す
る
言
葉
と
一
言
で
い
っ
て
も
、
見
解
が

必
ず
し
も
一
致
し
な
い
も
の
や
判
別
が
難
し
い
言
葉
が
存
在
す
る
。
そ
こ

で
本
稿
で
は
、
上
村
お
よ
び
上
村
の
研
究
方
法
を
参
考
に
し
て
文
学
に
お

け
る
色
彩
研
究
を
お
こ
な
っ
た
中
津
川
の
判
断
に
基
本
的
に
準
拠
す
る
こ

と
に
す
る
。
中
津
川
は
上
村
に
よ
る
色
彩
表
現
の
抽
出
基
準
を
以
下
の
よ

う
に
ま
と
め
た
上
で
、
そ
こ
に
い
く
つ
か
の
独
自
の
修
正
を
加
え
て
い
る
。

上
村
は
、
以
下
の
基
準
で
色
彩
表
現
を
抽
出
し
て
い
る
。
ま
ず
、

「
血
は
赤
」
と
い
っ
た
連
想
語
彙
は
除
外
し
、
さ
ら
に
、
次
の
２

つ
の
タ
イ
プ
を
除
外
し
た
。
１
つ
は
、
表
現
形
式
を
変
え
る
と
指

示
物
が
異
な
る
場
合
で
、
例
え
ば
「
白
鳥
」
は
「
カ
モ
目
カ
モ
科

の
水
鳥
」
で
あ
る
が
、
こ
の
語
を
「
連
体
修
飾
用
法
」
に
置
き
換

え
る
と
「
白
い
鳥
」
に
な
り
、
全
身
が
白
け
れ
ば
白
鳥
だ
け
で
な

く
文
鳥
に
も
当
て
は
ま
る
。
し
た
が
っ
て
「
白
鳥
」
の
「
白
」
は
状

況
を
記
述
す
る
「
白
（
し
ろ
）」
と
同
等
に
は
扱
わ
な
い
。
除
外
し

た
２
つ
め
は
、
色
彩
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ノ
イ
ズ
で
あ
り
、

そ
の
例
と
し
て
「
告
白
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
結
果
、
色
彩
を

感
じ
る
こ
と
が
で
き
て
、
他
の
機
能
に
置
き
換
え
て
も
同
一
の
も

の
を
指
示
す
る
も
の
の
み
を
分
析
対
象
に
し
て
い
る
。（
中
津
川
、

九
十
一
頁
）
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こ
れ
に
対
し
て
中
津
川
は
、「
固
有
名
詞
」
と
「
色
彩
語
を
用
い
た
語
で
あ

る
が
、
色
彩
を
示
し
て
い
な
い
表
現
」
の
大
半
を
分
析
対
象
か
ら
除
外
し

て
い
る
。
そ
の
際
後
者
の
例
と
し
て
「
赤
の
他
人
」
な
ど
を
挙
げ
て
い
る

が
、「
赤
子
・
赤
児
」
と
「
赤
帽
」
の
二
語
の
み
は
「
語
源
が
色
彩
の
影
響

を
受
け
て
い
る
た
め
」
分
析
対
象
と
し
た
と
述
べ
て
い
る
（
中
津
川
、
百

八
頁
）。

中
津
川
が
用
い
た
基
準
の
一
つ
で
あ
る
連
想
語
彙
の
除
外
に
つ
い
て
、

た
し
か
に
材
質
が
色
を
含
意
し
う
る
か
と
い
う
問
題
は
あ
る
。
た
と
え
ば

「
木
造
の
家
屋
」
と
い
え
ば
多
く
の
場
合
茶
色
が
想
起
さ
れ
る
し
、「
石
畳

の
河
原
」
と
い
え
ば
、
色
に
関
す
る
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
な
く
て
も
灰

色
か
ら
薄
茶
色
の
河
原
が
想
起
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
材
質
を
示
し
た
言

葉
を
色
彩
語
と
し
て
扱
う
こ
と
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
が
生
じ
る
。
一
つ

に
、
ど
の
よ
う
な
色
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
色
の
描
写
と
し
て
は
曖
昧
か
つ
主
観
的
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
旅

行
記
の
著
者
と
読
者
と
の
間
に
色
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
成
立
し
づ
ら
い
。

た
と
え
ば
、『
日
本
奥
地
紀
行
』
で
は
バ
ー
ド
が
日
本
語
の
通
訳
を
採
用

す
る
際
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
Ｃ
・
ヘ
ボ
ン
ら
の
助
力
を
借
り
つ
つ
、
複
数
の
日

本
人
と
の
面
接
を
お
こ
な
う
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
面
接
に
来
た
日

本
人
が
「
明
る
い
色
（light-coloured

）
の
ツ
ィ
ー
ド
生
地
で
、
綺
麗
に
仕

立
て
ら
れ
た
欧
州
風
の
ス
ー
ツ
」
を
着
て
い
た
と
い
う
描
写
が
あ
る
（1: 

47

）。「
明
る
い
色
」
と
い
う
色
彩
に
関
す
る
表
現
が
具
体
的
に
何
色
で
あ

る
か
を
考
え
る
う
え
で
、「
ツ
ィ
ー
ド
」
は
ど
の
よ
う
な
種
類
の
色
が
一

般
的
か
と
い
う
こ
と
が
唯
一
の
参
考
情
報
と
な
る
が
、
候
補
と
し
て
い
く

つ
か
の
色
が
存
在
す
る
た
め
、
一
つ
に
絞
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
別

の
例
と
し
て
は
、
バ
ー
ド
が
女
性
が
身
に
つ
け
て
い
た
髪
留
め
を
「
色
鮮

や
か
な
（gay

）」
と
形
容
し
て
い
る
が
（2: 206

）、
髪
留
め
に
は
無
数
の

色
の
候
補
が
存
在
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、「
色
鮮
や
か
」
と
い
う

表
現
に
つ
い
て
実
際
に
何
色
で
あ
っ
た
か
を
判
別
す
る
方
法
は
な
い
。
こ

う
し
た
言
葉
の
一
部
は
、
参
考
ま
で
に
論
文
末
尾
の
補
遺
の
表
に
は
記

載
す
る
が
、
後
述
の
「
表
一
」
に
示
し
た
数
に
は
含
め
な
い
こ
と
と
し
た
。

と
は
い
え
、
場
面
場
面
で
色
彩
語
が
使
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
バ
ー
ド
が
そ
の
場
面
を
主
に
色
で
は
認
識
し
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
の
証
左
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

誤
解
が
な
い
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
く
が
、
本
稿
は
『
日
本
奥

地
紀
行
』
に
使
用
さ
れ
て
い
る
色
彩
語
を
、
色
彩
学
に
基
づ
い
て
バ
ー
ド

が
目
に
し
た
建
築
物
や
風
景
、
あ
る
い
は
衣
服
の
実
際
の
色
を
特
定
す
る

こ
と
を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
当
時
の
視
覚
的
資
料
（
浮
世

絵
、
写
真
、
絵
葉
書
、
水
彩
画
、
他
の
旅
行
記
に
掲
載
さ
れ
た
色
付
き
の

挿
絵
等
）
や
民
俗
学
的
資
料
（
現
存
の
衣
服
や
日
用
品
等
）
を
て
が
か
り

に
、『
日
本
奥
地
紀
行
』
に
登
場
す
る
色
彩
語
と
実
際
の
色
と
を
比
較
す

る
こ
と
は
、
あ
る
程
度
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
バ

ー
ド
が
横
浜
上
陸
時
に
目
撃
し
た
船
乗
り
た
ち
が
身
に
つ
け
て
い
た
衣
服

の
「
青
」
が
具
体
的
に
青
系
統
の
ど
の
色
で
あ
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
と

い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
し
か
し
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
そ
れ
は
本
稿
の
主

旨
と
は
一
致
し
な
い
12
。
本
稿
は
、
色
彩
語
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
バ
ー

ド
が
当
時
の
日
本
の
風
景
を
主
観
的
に

0

0

0

0

と
ら
え
る
際
の
傾
向
を
明
ら
か
に
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す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ば
、「
バ
ー
ド
の
目
に
」
映
っ
た
日
本

の
景
色
を
考
察
す
る
こ
と
に
そ
の
主
眼
が
あ
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
色
に

関
す
る
バ
ー
ド
の
言
葉
選
び
に
は
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
等
の
影
響
が
見
て
と

れ
、
初
来
日
し
た
バ
ー
ド
の
目
に
は
す
で
に
あ
る
程
度
の
文
化
的
フ
ィ
ル

タ
ー
が
か
か
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

対
象
と
な
る
箇
所

　

本
稿
は
『
日
本
奥
地
紀
行
』
に
お
け
る
色
彩
語
を
抽
出
し
て
一
覧
に
ま

と
め
、
バ
ー
ド
の
景
観
認
識
や
関
心
の
的
と
な
っ
た
対
象
物
に
関
す
る
傾

向
を
読
み
取
る
。
同
旅
行
記
は
、
旅
先
か
ら
妹
ヘ
ン
リ
エ
ッ
タ
に
送
っ
た

手
紙
を
出
版
の
た
め
編
纂
し
た
と
い
う
名
目
で
の
書
簡
体
作
品
の
体
裁
を

と
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
各
章
の
呼
称
が
「
第
〇
信
」
と
な
っ
て
い
る
（
〇

に
は
数
字
が
入
る
）。
本
稿
で
は
、
手
紙
毎
も
し
く
は
、「
東
京
滞
在
中
」
や

「
横
浜
滞
在
中
」
と
い
っ
た
都
市
や
場
所
毎
に
色
彩
語
を
ま
と
め
、
そ
こ

で
使
用
さ
れ
て
い
る
単
語
を
色
彩
系
統
に
ま
と
め
た
表
を
作
成
し
た
（
表

と
は
別
に
、
色
彩
語
と
被
修
飾
語
の
一
覧
を
補
遺
と
し
て
末
尾
に
掲
載
）。

そ
の
際
、
い
く
つ
か
の
条
件
を
も
と
に
絞
っ
た
考
察
対
象
の
選
択
を
し

た
。
第
一
に
、
既
述
の
よ
う
に
バ
ー
ド
の
来
日
は
一
八
七
八
年
と
、
一
八

九
四
〜
九
七
年
の
大
き
く
二
回
に
分
け
ら
れ
る
が
、『
日
本
奥
地
紀
行
』

に
お
け
る
色
の
描
写
に
限
定
す
る
13
。
第
二
に
、
扱
う
版
を
決
定
す
る
必

要
が
あ
っ
た
。
高
畑
美
代
子
や
金
坂
に
よ
る
研
究
の
通
り
、『
日
本
奥
地

紀
行
』（
原
著
）
に
は
、
バ
ー
ド
の
存
命
中
に
出
版
さ
れ
た
も
の
と
し
て
大

き
く
分
け
て
四
種
の
版
が
存
在
す
る
14
。
一
八
八
〇
年
に
ジ
ョ
ン
・
マ
レ

ー
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
初
版
は
二
巻
本
か
ら
成
り
、
横
浜
か
ら
日
光
、
会

津
、
新
潟
を
経
て
日
本
海
側
を
陸
路
で
北
上
し
、
津
軽
海
峡
を
渡
っ
て
函

館
に
到
着
後
、
ア
イ
ヌ
の
村
落
に
滞
在
し
た
旅
と
、
同
年
後
半
に
神
戸
か

ら
大
阪
、
伊
勢
、
京
都
な
ど
を
訪
れ
た
後
再
び
横
浜
に
戻
る
ま
で
の
関
西

の
旅
を
含
ん
で
い
る
。
同
時
期
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
も
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
版

が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
二
種
類
目
に
当
た
る
。
続
い
て
一
八
八
五

年
に
、
初
版
の
内
容
を
大
幅
に
削
っ
て
一
巻
に
ま
と
め
、
よ
り
手
軽
に
読

む
こ
と
を
目
的
と
し
た
簡
略
版
が
、
同
じ
く
ジ
ョ
ン
・
マ
レ
ー
社
か
ら
出

版
さ
れ
た
。
三
種
類
目
に
当
た
る
同
著
に
は
旅
程
も
横
浜
到
着
か
ら
ア
イ

ヌ
訪
問
ま
で
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
金
坂
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
最

初
の
邦
訳
は
同
書
の
翻
訳
で
あ
っ
た
た
め
、
長
ら
く
バ
ー
ド
の
日
本
旅
行

が
こ
の
旅
程
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
誤
解
を
生
む
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た

（
金
坂
、
十
六
〜
二
十
二
頁
）。
ま
た
、
バ
ー
ド
は
晩
年
に
当
た
る
一
九

〇
〇
年
に
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ニ
ュ
ー
ン
ズ
版
と
し
て
、
一
八
八
〇
年
初
版
の

内
容
に
一
部
変
更
を
加
え
た
の
み
の
一
巻
本
と
し
て
も
出
版
し
て
お
り
、

こ
れ
が
四
種
類
目
に
な
る
。
こ
こ
で
は
バ
ー
ド
の
日
本
滞
在
や
当
時
の
印

象
に
関
し
て
四
種
類
の
版
の
中
で
最
も
情
報
が
豊
富
な
、
初
版
本
の
内
容

が
考
察
対
象
と
な
る
。

加
え
て
、
本
稿
は
試
論
的
位
置
づ
け
に
あ
る
た
め
、
今
回
は
『
日
本
奥

地
紀
行
』
の
全
章
を
考
察
対
象
と
は
し
な
か
っ
た
。
バ
ー
ド
は
西
洋
に
既

に
あ
る
程
度
知
ら
れ
て
い
た
日
本
の
都
市
や
地
域
と
、「
西
洋
の
人
々
が

ほ
と
ん
ど
足
を
踏
み
入
れ
て
い
な
い
」
場
所
と
を
区
別
し
て
い
る
が
、
本
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稿
が
対
象
と
し
た
の
は
、
後
者
へ
の
旅
を
開
始
す
る
以
前
に
バ
ー
ド
が
訪

れ
た
り
、
滞
在
し
た
り
し
た
都
市
や
地
域
、
つ
ま
り
横
浜
か
ら
東
京
近
郊

の
場
面
に
な
る
。
バ
ー
ド
は
『
日
本
奥
地
紀
行
』
に
お
い
て
同
地
域
に
計

三
回
滞
在
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、（
一
）
最
初
の
来
日
時
〔
第
一
巻
：

第
一
信
〜
第
八
信
〕、（
二
）
函
館
か
ら
戻
り
、
関
西
に
向
け
て
出
発
す
る

ま
で
の
期
間
〔
第
二
巻
：
第
四
十
九
信
〜
第
五
十
信
〕、
そ
し
て
（
三
）
関

西
か
ら
戻
っ
て
か
ら
日
本
を
離
れ
る
ま
で
の
期
間
〔
第
二
巻
：
第
五
十
九

信
〕
の
三
回
で
あ
り
、
本
稿
は
こ
れ
ら
の
箇
所
す
べ
て
を
考
察
対
象
と
す

る
。
今
回
対
象
と
し
な
か
っ
た
地
域
に
関
し
て
は
、
別
の
機
会
に
対
象
と

し
た
い
。

『
日
本
奥
地
紀
行
』
に
お
け
る
色
の
記
述
と
考
察

　
『
日
本
奥
地
紀
行
』
で
使
用
さ
れ
て
い
る
色
彩
語
を
一
覧
に
ま
と
め
る

に
あ
た
っ
て
、
二
つ
の
手
順
を
取
っ
た
。
ま
ず
、
登
場
す
る
巻
や
章
と

そ
の
時
に
バ
ー
ド
が
い
た
場
所
と
（
例
：
横
浜
、
東
京
行
き
の
列
車
の
中
、

浅
草
）、
そ
の
場
面
で
使
用
さ
れ
て
い
る
色
彩
語
、
そ
し
て
そ
の
色
彩
語

が
修
飾
し
て
い
る
人
物
や
物
を
一
覧
に
ま
と
め
た
。
こ
の
一
覧
が
補
遺
の

表
に
な
る
。
続
い
て
、
一
つ
目
の
手
順
で
作
成
し
た
一
覧
を
色
彩
の
系
統

別
（
例
：
赤
系
統
、
青
系
統
）
に
分
類
し
、
使
用
回
数
を
表
に
し
た
。
こ

れ
が
下
記
の
《
表
一
》
に
な
る
。
系
統
の
分
類
と
し
て
、
中
津
川
に
よ
る

「
白
・
黒
・
赤
・
緑
・
黄
・
青
・
茶
・
紫
・
桃
色
・
橙
・
灰
色
」
の
十
一

の
基
本
色
彩
語
を
採
用
し
た
が
（
中
津
、
九
十
頁
）、
追
加
と
し
て
「
淡
い

色
（pale

な
ど
）」
の
項
目
も
設
け
、
上
記
の
基
本
色
彩
語
と
は
別
に
数
え

上
げ
た
。
表
一
で
得
ら
れ
た
情
報
を
基
に
、
バ
ー
ド
が
各
場
所
や
場
面
で

の
景
色
を
ど
の
色
を
中
心
に
認
識
し
、
そ
の
認
識
に
ど
の
よ
う
な
傾
向
が

読
み
取
れ
る
か
を
考
察
し
た
。
考
察
に
あ
た
っ
て
、
適
宜
一
つ
目
の
手
順

で
得
ら
れ
た
情
報
に
言
及
し
、
考
察
内
容
に
具
体
的
な
記
述
を
含
め
る
よ

う
努
め
た
。

　

色
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
バ
ー
ド
の
風
景
の
捉
え
方
が
見
え
て
く
る
。

そ
れ
は
、
一
方
で
背
景
を
全
体
的
に
と
ら
え
、
他
方
で
場
面
ご
と
に
焦
点

と
な
る
モ
ノ
や
人
物
を
意
識
す
る
と
い
う
、
こ
の
二
つ
の
意
識
の
使
い
分

け
で
あ
る
。
バ
ー
ド
は
全
体
の
雰
囲
気
を
「
山
の
木
々
」
や
「
空
」
の
色
で

と
ら
え
、
そ
の
中
に
「
富
士
山
」
や
、
大
名
屋
敷
の
中
で
ひ
と
き
わ
目
立

つ
「
旧
井
伊
掃
部
頭
江
戸
屋
敷
の
赤
い
門
」、
浅
草
寺
の
御
堂
に
置
か
れ

た
四
天
王
と
邪
鬼
像
の
詳
細
な
色
の
描
写
な
ど
、
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト

を
作
り
出
す
。
全
体
を
一
つ
も
し
く
は
二
、
三
の
色
で
と
ら
え
た
の
ち
、

細
部
へ
の
描
写
と
し
て
鮮
明
な
色
使
い
を
足
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

景
色
全
体
の
描
写
に
は
「
薄
い
青
」
や
「
白
」、「
灰
色
」
と
い
っ
た
控
え

め
な
色
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
方
で
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
と

し
て
と
り
わ
け
「
赤
」
に
意
識
が
集
中
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
と
い
え
る
。

赤
系
統
の
色
彩
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
と
し
て
、《
表
一
》
の
浅
草
訪

問
時
の
浅
草
寺
の
朱
色
の
建
物
や
、
東
京
滞
在
時
の
旧
井
伊
掃
部
頭
の
大

名
屋
敷
の
門
が
赤
か
っ
た
こ
と
へ
の
頻
繁
な
言
及
が
挙
げ
ら
れ
る
。
浅
草

寺
は
バ
ー
ド
に
と
っ
て
の
お
気
に
入
り
の
場
所
の
一
つ
で
あ
り
、
好
意
を

も
っ
て
眺
め
る
、
強
く
意
識
さ
れ
た
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
旧
井
伊
掃
部
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頭
の
大
名
屋
敷
の
門
は
、
そ
の
言
及
の
頻
度
か
ら
考
え
て
東
京
滞
在
中
バ

ー
ド
の
意
識
に
強
く
印
象
を
残
し
た
建
物
ら
し
く
、
そ
の
理
由
は
お
そ
ら

く
バ
ー
ド
が
滞
在
し
て
い
た
英
国
公
使
館
の
周
辺
に
同
屋
敷
が
あ
っ
た
た

め
バ
ー
ド
が
目
に
す
る
機
会
が
多
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
バ
ー
ド
に
と
っ

て
東
京
の
旧
大
名
屋
敷
は
灰
色
な
ど
の
単
調
か
つ
地
味
な
色
の
建
物
が
特

徴
的
で
あ
っ
た
中
、
同
屋
敷
の
赤
い
門
は
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
ラ
ン
ド
マ

ー
ク
的
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

バ
ー
ド
の
色
に
関
す
る
描
写
は
、
そ
の
時
の
天
候
や
バ
ー
ド
自
身
の
気

分
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
。
来
日
し
た
当
日
、
東
京
湾
を
北
上
し
て
横

浜
に
到
着
す
る
ま
で
は
霧
が
か
か
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
知
人
の
い
な

い
日
本
で
の
滞
在
へ
の
不
安
が
「
淡
い
、
ぼ
や
け
た
（pale

）」
と
い
う
言

葉
の
繰
り
返
し
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
、《
表
一
》
で
示
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
来
日
初
期
は
「
灰
色
」
系
統
や
「
淡
い
色
」
関
連
の
色
彩
語
が
多
く

用
い
ら
れ
て
い
る
。
来
日
当
初
旅
の
準
備
と
し
て
バ
ー
ド
は
四
十
通
も
の

紹
介
状
を
携
え
て
来
日
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
（Stoddart 100

）、

バ
ー
ド
に
と
っ
て
日
本
は
初
め
て
の
現
地
の
言
葉
が
分
か
ら
な
い
旅
行
で

あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
不
安
は
想
像
に
難
く
な
い
。
事
実
、
横
浜
の
様

子
を
記
述
し
た
一
節
で
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
さ
に
欠
け
て
」
お
り
、「
わ
け

が
分
か
ら
ず
、
死
人
の
よ
う
な
顔
を
し
た
」
町
と
横
浜
の
印
象
を
語
っ
て

お
り
、
バ
ー
ド
に
と
っ
て
知
人
が
い
な
い
不
安
や
孤
独
感
は
、
そ
の
心
象

風
景
が
そ
の
ま
ま
目
に
映
る
景
色
に
投
影
さ
れ
、「
灰
色
の
空
、
灰
色
の

海
、
灰
色
の
家
、
そ
し
て
灰
色
の
屋
根
。
そ
れ
ら
が
一
様
に
単
調
に
見
え

る
」
と
語
っ
て
い
る
（1: 20

）。
逆
に
、
ハ
リ
ー
・
パ
ー
ク
ス
夫
妻
が
横
浜

表 一

巻 場　　所 白 黒 赤 緑 黄 青 茶 紫 桃
色 橙 灰

色
淡
い
色

第
一
巻

東京湾海上 6 0 2 2 0 5 1 0 0 0 10 9

横浜 1 0 0 0 3 6 1 0 0 0 5 1

東京行きの列車の中 1 0 1 1 1 4 0 0 0 0 4 1

東京 4 6 5 4 4 6 2 1 0 0 2 2

横浜 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

東京（新富座／日本の芝居の説明） 7 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0

浅草、公使館、皇居 6 3 15 3 3 3 1 0 5 0 1 2

第
二
巻

東京に関する覚書 9 3 11 6 7 2 1 4 0 0 5 1

芝、サトウ宅 6 5 8 2 7 3 2 0 1 0 3 0

横浜港 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0

東京、横浜 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0

合　　計 42 22 49 18 29 30 8 7 6 0 31 16

注）　灰色の枠は、各場所で多く使われている色彩語の上位二種類を示している。
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滞
在
中
の
バ
ー
ド
を
訪
問
し
た
と
き
の
記
述
は
、
夫
妻
の
人
柄
を
絶
賛
し
、

「
日
の
光
の
よ
う
な
陽
気
さ
と
優
し
さ
を
残
し
て
い
っ
た
」
と
さ
え
述
べ

て
い
る
（1: 22
）。
夫
妻
来
訪
後
す
ぐ
に
バ
ー
ド
が
日
本
で
居
心
地
の
良

さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
横
浜
と
い
う
町
に
つ

い
て
の
印
象
も
「
最
初
同
様
に
素
晴
ら
し
い
と
は
思
え
な
い
」
と
い
う
心

情
を
吐
露
し
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
夫
妻
の
お
か
げ
で
「
す
で
に
一
人

で
や
っ
て
来
た
こ
と
に
よ
る
孤
独
感
と
、
ま
っ
た
く
の
異
邦
人
だ
と
い
う

感
覚
は
消
え
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
（1: 23

）。
翌
日
横
浜
か
ら
新
橋

へ
の
鉄
道
に
乗
車
し
た
バ
ー
ド
は
、
そ
の
日
の
晴
天
も
好
意
的
に
作
用
し
、

「
灰
色
」
系
統
の
色
や
「
淡
い
色
」
関
連
の
色
彩
語
の
使
用
が
減
少
し
て
い

る
。
景
色
を
「
単
調
（dull / m

onotonous

）」
と
形
容
す
る
こ
と
は
そ
の

後
も
断
続
的
に
見
ら
れ
る
も
の
の
、《
表
一
》
が
示
す
よ
う
に
全
体
と
し

て
の
色
彩
的
傾
向
と
し
て
「
淡
い
色
」
や
「
灰
色
」
と
い
っ
た
言
葉
の
使
用

が
減
り
、
代
わ
っ
て
「
赤
」「
緑
」「
黄
」
と
い
っ
た
系
統
の
色
彩
語
の
使
用

頻
度
が
増
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
浅
草
寺
の
建
築
物
の
朱
色
な
ど
実
際
の

赤
を
記
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
公
使
館
や
横
浜
の
ヘ
ボ
ン
宅
等
で
日
本
で

の
知
人
が
増
え
る
に
つ
れ
て
よ
り
快
活
な
気
分
に
な
っ
た
こ
と
や
、
そ
う

し
た
気
分
の
変
化
の
お
か
げ
で
鮮
や
か
な
色
に
積
極
的
に
意
識
が
向
く
よ

う
な
心
理
状
態
に
な
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

バ
ー
ド
に
は
日
本
の
景
色
に
関
す
る
色
の
描
写
よ
り
も
、
日
本
人
や
中

国
人
の
服
の
色
、
髪
や
肌
の
色
に
焦
点
を
当
て
た
記
述
に
字
数
を
割
く
傾

向
も
み
て
と
れ
る
。
た
と
え
ば
、
横
浜
居
留
地
の
街
並
み
に
関
す
る
色
の

記
述
が
な
い
一
方
で
、
同
地
区
滞
在
中
に
バ
ー
ド
は
主
に
「
黒
」
と
い
う

色
彩
語
を
用
い
て
中
華
系
の
人
々
が
身
に
つ
け
て
い
た
服
装
を
描
写
し
て

い
る
。
一
方
で
、
晩
餐
会
な
ど
の
場
で
は
、
バ
ー
ド
の
色
を
用
い
た
描
写

は
し
ば
し
ば
出
席
し
て
い
る
女
性
の
服
装
に
集
中
し
て
い
る
15
。
そ
の
際
、

会
場
の
室
内
の
壁
の
色
や
照
明
の
色
、
あ
る
い
は
出
さ
れ
た
食
事
の
食
材

の
色
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
ず
、
女
性
の
服
装
の
色
の
描
写
が
続
く
。

前
述
の
通
り
、
バ
ー
ド
の
風
景
の
捉
え
方
に
は
全
体
を
あ
る
色
で
と
ら
え

た
の
ち
、
細
部
へ
の
描
写
と
し
て
鮮
明
な
色
使
い
を
足
し
て
い
く
傾
向
が

あ
る
が
、
ひ
と
た
び
人
物
の
服
装
や
外
見
に
関
す
る
色
を
用
い
た
詳
細
な

描
写
が
始
ま
る
と
、
そ
の
場
面
で
は
服
装
の
描
写
に
終
始
す
る
傾
向
さ
え

あ
る
16
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
女
性
や
人
力
車
の
曳
き
手
、
あ
る
い
は
バ
ー
ド
が

「
サ
ン
パ
ン
」
と
呼
ん
だ
小
舟
の
漕
ぎ
手
と
い
っ
た
日
本
人
の
服
装
に
つ

い
て
色
彩
語
を
用
い
た
詳
細
な
描
写
が
目
立
つ
一
方
で
、
バ
ー
ド
が
日
本

で
知
り
合
っ
た
西
洋
出
身
の
人
物
の
服
装
や
外
見
に
関
す
る
言
及
は
少
な

く
、
色
彩
語
の
使
用
も
稀
で
あ
る
。
た
と
え
ば
バ
ー
ド
が
そ
の
邸
宅
に
一

週
間
滞
在
し
た
横
浜
の
ヘ
ボ
ン
夫
妻
の
外
見
に
関
す
る
描
写
は
『
日
本
奥

地
紀
行
』
に
無
く
、
同
様
に
東
京
見
学
で
バ
ー
ド
に
同
伴
し
た
チ
ェ
ン
バ

レ
ン
ら
の
服
装
等
の
記
述
も
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
バ
ー
ド
は

と
く
に
日
本
人
が
西
洋
風
の
服
を
着
て
い
る
時
の
体
型
と
の
不
釣
り
合
い

さ
を
度
々
強
調
し
て
い
る
。
西
洋
出
身
の
人
物
の
服
装
や
外
見
は
イ
ギ
リ

ス
の
読
者
が
興
味
を
抱
か
な
い
箇
所
と
判
断
し
て
旅
行
記
に
記
さ
な
か
っ

た
の
か
、
あ
る
い
は
バ
ー
ド
が
興
味
関
心
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
の
か
、

あ
る
い
は
バ
ー
ド
の
旅
行
記
を
英
語
で
読
め
る
人
々
に
つ
い
て
は
プ
ラ
イ
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バ
シ
ー
の
観
点
か
ら
記
述
を
控
え
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
推
測
の
域
を
出

る
こ
と
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、『
日
本
奥
地
紀
行
』
で
は
日
本
人

や
中
国
人
の
外
見
に
関
し
て
し
ば
し
ば
色
彩
語
を
用
い
て
詳
細
に
描
写
し

て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
そ
の
傾
向
は
、
バ
ー
ド
に
と
っ
て
の
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
関
心

の
対
象
か
ど
う
か
も
関
係
し
て
い
る
。
日
本
の
女
性
や
サ
ン
パ
ン
の
漕
ぎ

手
や
人
力
車
の
車
夫
の
服
装
は
、
い
ず
れ
も
「
異
文
化
」
的
要
素
で
あ
り
、

そ
れ
は
バ
ー
ド
に
と
っ
て
も
旅
行
記
の
読
者
に
と
っ
て
も
、
自
分
と
は
異

な
る
世
界
に
属
す
る
と
認
識
さ
れ
る
。
そ
し
て
異
文
化
・
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク

さ
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
、
バ
ー
ド
の
色
彩
に
関
す
る
一
つ
の
重
要
な

傾
向
が
見
え
て
く
る
。
こ
の
文
脈
で
と
り
わ
け
関
連
す
る
色
は
「
黄
」
と

「
青
」
に
な
る
。『
日
本
奥
地
紀
行
』
を
通
じ
て
、
バ
ー
ド
は
日
本
人
の
肌

の
色
を
一
貫
し
て
「
黄
色
」
と
形
容
し
て
お
り
、《
表
一
》
で
示
さ
れ
て
い

る
「
黄
」
系
統
の
色
の
大
半
は
日
本
人
の
肌
の
色
に
関
す
る
描
写
に
登
場

す
る
。
ア
ジ
ア
人
の
肌
に
関
す
る
言
説
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ケ

ル
・
キ
ー
ヴ
ァ
ッ
ク
の
著
書Becom

ing Yellow
: A Short H

istory of Racial 
Th

inking

が
あ
る
。
キ
ー
ヴ
ァ
ッ
ク
は
西
洋
に
お
い
て
ア
ジ
ア
人
の
肌
の

色
が
一
九
世
紀
以
前
の
旅
行
記
で
は
し
ば
し
ば
「
白
」
と
表
現
さ
れ
て
き

た
こ
と
を
ま
ず
指
摘
し
た
う
え
で
、
西
洋
に
お
い
て
分
類
学
の
誕
生
に
よ

っ
て
次
第
に
、
ア
ジ
ア
人
を
「
白
」
で
も
「
黒
」
で
も
な
い
「
黄
色
い
」
肌

を
し
た
人
種
と
み
な
す
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
、
そ

し
て
そ
れ
が
当
時
の
「
科
学
的
裏
付
け
」
を
通
じ
て
言
説
化
し
て
い
っ
た

過
程
を
、
と
く
に
「
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
」
と
い
う
名
称
に
着
目
し
つ
つ
丁
寧

に
追
っ
て
い
る
（K

eevak

）。
バ
ー
ド
が
日
本
人
を
見
た
と
き
に
「
黄
色
い

肌
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
こ
と
に
は
「
ア
ジ
ア
人
＝
黄
色
人
種
」
と
い

う
一
九
世
紀
す
で
に
西
洋
で
浸
透
し
て
い
た
言
説
が
、
バ
ー
ド
の
視
野
に

フ
ィ
ル
タ
ー
を
か
け
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
事
実
、
バ
ー
ド
は
浅
草
訪

問
時
の
記
述
の
中
で
日
本
の
女
性
の
容
姿
に
つ
い
て
「
垂
れ
下
が
っ
た
モ

ン
ゴ
ロ
イ
ド
系
の
目
を
し
て
い
る
」
と
い
う
表
現
を
用
い
、
ア
イ
ヌ
と
の

比
較
で
日
本
人
の
容
姿
を
説
明
す
る
中
で
も
「
黄
色
い
肌
」
で
あ
る
こ
と

と
「
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
系
の
体
型
」
で
あ
る
こ
と
を
並
列
し
て
お
り
、
特
に

後
者
の
例
で
は
キ
ー
ヴ
ァ
ッ
ク
が
論
じ
て
い
る
ア
ジ
ア
人
に
関
す
る
西
洋

の
言
説
が
バ
ー
ド
の
記
述
に
見
事
な
ま
で
に
当
て
は
ま
る
（1: 76, 2: 74

）。

一
方
、
バ
ー
ド
の
視
野
に
か
か
っ
た
も
う
一
つ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
と
し
て

ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
か
ら
の
影
響
も
指
摘
で
き
る
。
バ
ー
ド
は
新
橋
駅
に
到

着
し
た
際
に
見
た
列
車
か
ら
降
り
て
い
く
日
本
人
乗
客
の
群
れ
に
つ
い

て
、「
以
前
見
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に

日
本
人
は
盆
や
扇
子
、
茶
器
に
描
か
れ
た
姿
に
似
て
い
る
の
だ
」
と
述
べ

て
い
る
（1: 29

）。
こ
れ
は
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
の
作
品
や
、
日
本
か
ら
輸
入

さ
れ
た
工
芸
品
や
博
覧
会
等
へ
の
出
展
品
に
描
か
れ
た
日
本
人
像
を
指
し

て
お
り
、
バ
ー
ド
は
既
に
頭
の
中
に
あ
っ
た
日
本
人
に
関
す
る
固
定
観
念

と
実
際
に
出
会
っ
た
日
本
人
と
を
比
較
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
傾

向
は
バ
ー
ド
の
『
朝
鮮
紀
行
』
に
も
見
ら
れ
る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
・
ク
ラ
ー
ク

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
同
著
で
バ
ー
ド
は
日
本
の
対
馬
の
景
色
を
「
伝
統

的
な
日
本
の
絵
巻
や
漆
器
に
由
来
す
る
、
美
に
関
す
る
視
覚
的
モ
チ
ー
フ

を
使
っ
て
」
描
写
す
る
こ
と
で
、「
朝
鮮
と
の
美
的
感
覚
の
差
異
を
強
調
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し
て
い
る
」（C

lark, 

〝Isabella Bird, Rudyard K
ipling

〞 79

）。
ク
ラ
ー

ク
に
よ
れ
ば
、
対
馬
の
描
写
に
紅
葉
、
青
や
緑
の
松
林
、
黄
金
に
輝
く
竹

な
ど
の
「
色
彩
的
点
描
」
的
な
記
述
が
、
釜
山
の
茶
色
く
、
草
木
が
枯
れ

た
丘
と
対
照
的
に
描
か
れ
て
お
り
、
後
者
の
記
述
は
日
本
の
帝
国
主
義
の

影
に
お
び
え
る
朝
鮮
の
様
子
を
表
現
し
て
い
る
（C

lark, “Isabella Bird, 
Rudyard K

ipling ” 79

）17
。
ま
た
、
ク
ラ
ー
ク
は
ロ
レ
ン
ス
・
ウ
ィ
リ
ア

ム
ズ
と
共
著
の
論
文
の
中
で
も
、
バ
ー
ド
に
よ
る
日
光
の
風
景
の
描
写
に

関
す
る
解
釈
と
し
て
、「
上
か
ら
下
へ
の
視
線
の
動
き
、
精
密
で
詳
細
な

イ
メ
ー
ジ
同
士
が
互
い
に
関
連
す
る
こ
と
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る
語
り
の

技
法
に
は
、
風
景
を
描
い
た
中
国
や
日
本
の
絵
巻
物
の
視
覚
的
特
徴
が
見

て
取
れ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
（W

illiam
s and 

C
lark 10

）。

と
す
れ
ば
、『
日
本
奥
地
紀
行
』
を
「
イ
メ
ー
ジ
や
先
入
観
で
書
か
れ
た

も
の
で
は
な
く
」
と
評
し
た
意
見
は
再
考
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

（
湯
澤
、
八
七
頁
）。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
バ
ー
ド
の
視
野
に
は
し
ば
し
ば

固
定
観
念
の
再
現
と
し
て
日
本
人
が
映
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
れ
を
裏

付
け
る
も
の
と
し
て
、
二
つ
の
事
柄
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、

バ
ー
ド
は
『
日
本
奥
地
紀
行
』
の
中
で
日
本
人
の
背
丈
の
低
さ
に
た
び
た

び
言
及
し
て
い
る
が
、
日
本
人
を
「
人
形
」
の
よ
う
で
あ
る
と
表
現
し
て

い
る
。
バ
ー
ド
自
身
が
け
っ
し
て
背
の
高
い
人
物
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は

既
に
述
べ
た
が
、
バ
ー
ド
自
身
の
背
丈
と
比
べ
て
同
じ
く
ら
い
の
日
本
人

を
「
背
が
低
い
」「
人
形
の
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
は
、
そ
の
比
較

基
準
と
し
て
西
洋
人
全
般
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
だ
け

で
な
く
、
ア
ジ
ア
を
矮
小
化
す
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
眼
差
し
が
見
て

取
れ
る
。

も
っ
と
も
ジ
ェ
ニ
ー
・
ホ
ル
ト
は
、
バ
ー
ド
に
よ
る
日
本
の
人
物
や
街

並
み
の
矮
小
化
と
実
際
以
上
に
自
身
を
大
き
く
見
せ
て
い
る
記
述
を
「
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な
植
民
地
主
義
の
力
の
誇
示
」
と
解
釈
で
き
る
可
能

性
に
は
ふ
れ
つ
つ
も
、
バ
ー
ド
に
と
っ
て
日
本
が
小
さ
く
見
え
た
さ
ら
な

る
可
能
性
を
複
数
挙
げ
て
い
る
（H

olt 48

）。
一
つ
に
、
バ
ー
ド
自
身
が

神
経
衰
弱
を
患
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
も
う
一
つ
に
日
本
の
美
術
品
な

ど
で
独
特
な
遠
近
法
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
バ
ー
ド
が
日
本
に
来
る
前
か

ら
そ
れ
に
馴
染
み
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
別
の
可
能
性
と
し
て
当
時
西

洋
で
は
馴
染
み
の
な
い
不
可
思
議
な
存
在
と
の
遭
遇
を
視
覚
的
な
歪
み
と

結
び
つ
け
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
バ
ー
ド
が
植
物
学
へ
の
関
心

か
ら
顕
微
鏡
で
観
察
す
る
こ
と
を
好
ん
だ
こ
と
な
ど
が
あ
る
（H

olt 59

）。

ホ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、『
日
本
奥
地
紀
行
』
に
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
神
経

科
医
が
「
神
経
機
能
不
全
」
と
呼
ん
だ
症
状
に
バ
ー
ド
が
苦
し
ん
で
い
た

こ
と
が
見
て
と
れ
（H

olt 49

）、
さ
ら
に
は
浮
世
絵
な
ど
の
日
本
の
絵
画

に
は
人
物
の
大
き
さ
を
誇
張
し
た
り
逆
に
矮
小
化
し
た
り
す
る
、
視
点
を

歪
め
る
画
法
が
伝
統
的
に
あ
っ
た
と
し
て
、
歌
川
広
重
に
よ
る
浮
世
絵

「
平
清
盛
怪
異
を
見
る
図
」
な
ど
を
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
、
日
本
に
お
け

る
人
物
の
矮
小
化
を
怪
異
や
不
思
議
さ
と
結
び
つ
け
、
さ
ら
に
は
精
神
病

と
も
結
び
つ
け
る
考
え
が
西
洋
に
存
在
し
て
い
た
（H

olt 54

）。
と
く
に

後
者
は
バ
ー
ド
の
日
本
を
見
る
眼
差
し
に
日
本
の
芸
術
の
影
響
を
読
み
取

っ
て
い
る
点
で
、
本
論
と
関
連
性
を
持
つ
と
い
え
る
。
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バ
ー
ド
が
日
本
の
景
色
を
観
察
す
る
際
に
固
定
観
念
の
影
響
が
あ
っ
た

こ
と
を
裏
付
け
る
第
二
の
事
柄
と
し
て
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
モ
ー
ス
も
『
日

本
そ
の
日
そ
の
日
』
の
中
で
、
同
じ
く
東
京
や
横
浜
で
の
日
本
人
の
肌
の

色
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
が
数
カ
所
あ
る
が
、
バ
ー
ド
と
は
対
照
的
に
モ

ー
ス
は
日
本
人
の
肌
を
「
黄
色
」
と
は
書
い
て
い
な
い
。
モ
ー
ス
は
「
黒
く
、

量
の
多
い
頭
髪
」
や
「
白
い
歯
」
と
い
っ
た
日
本
人
の
外
見
に
関
す
る
記

述
に
加
え
て
（M

orse 1: 43

）、
日
本
人
全
般
に
つ
い
て
は
「
よ
り
色
黒
な

肌
」
と
述
べ
、
人
力
車
の
車
夫
に
つ
い
て
は
「
お
天
道
様
に
絶
え
ず
照
ら

さ
れ
て
褐
色
に
日
焼
け
し
た
肌
」
や
「
着
色
さ
れ
た
提
灯
の
光
に
照
ら
さ

れ
て
〔
…
…
〕
輝
く
褐
色
の
体
は
ほ
と
ん
ど
赤
に
見
え
て
い
た
」
と
い
っ

た
言
葉
で
形
容
し
て
い
る (M

orse 1: 43, 58, 109)

。
モ
ー
ス
が
バ
ー
ド

同
様
に
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
日
本
の
風
景
を
眺

め
る
場
面
は
た
し
か
に
散
見
さ
れ
る
も
の
の
（M
orse 1: 47, 109

）、
そ

こ
に
は
科
学
者
と
し
て
の
事
実
を
記
そ
う
と
す
る
モ
ー
ス
の
姿
勢
が
読
み

取
れ
る
と
い
う
こ
と
も
お
そ
ら
く
で
き
る
だ
ろ
う
18
。

ス
テ
フ
ァ
ノ
・
エ
ヴ
ァ
ン
ジ
ェ
リ
ス
タ
は
、
論
文“Sym

phonies in 
H

aze and Blue: Lafcadio H
earn and the C

olours of Japan ”
の
中
で
、

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
著
書
と
り
わ
け
『
日
本
の
面
影
』
を
分
析
し
、

ハ
ー
ン
が
日
本
の
文
化
や
景
色
を
「
ぼ
や
け
た
色
（haze

）」
や
「
青
（
あ
る

い
は
藍
色
）」
で
と
ら
え
よ
う
と
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
エ
ヴ
ァ
ン
ジ
ェ

リ
ス
タ
は
、
日
本
文
化
に
特
徴
的
な
色
の
一
つ
と
し
て
、
ハ
ー
ン
が
淡
い

色
と
い
っ
た
は
っ
き
り
し
な
い
色
、
あ
る
い
は
日
本
を
霧
や
霞
で
表
象
し

て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ハ
ー
ン
が
「
日
本
の
芸
術
や
風
景
の

美
し
さ
が
西
洋
の
読
者
に
と
っ
て
究
極
的
に
は
翻
訳
不
可
能
で
あ
る
」
と

考
え
た
た
め
感
覚
に
訴
え
た
記
述
を
目
指
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
論
じ

る
（Evangelista 74

）。
そ
う
し
た
傾
向
を
ハ
ー
ン
の
日
本
の
怪
異
へ
の

興
味
・
関
心
と
結
び
付
け
る
一
方
で
、
そ
こ
に
葛
飾
北
斎
ら
に
代
表
さ
れ

る
浮
世
絵
に
お
け
る
藍
色
の
多
用
が
ハ
ー
ン
の
日
本
に
関
す
る
色
彩
的
理

解
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。
さ
ら
に
は
浮
世
絵
に

使
用
さ
れ
た
顔
料
が
、
十
八
世
紀
末
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
輸
入
品

で
あ
っ
た
こ
と
（
い
わ
ゆ
る
「
プ
ロ
イ
セ
ン
の
青
」）
に
も
着
目
し
、
ハ
ー

ン
に
と
っ
て
の
日
本
の
色
と
は
そ
も
そ
も
文
化
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
で
あ
っ

た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

エ
ヴ
ァ
ン
ジ
ェ
リ
ス
タ
の
鋭
い
指
摘
に
よ
れ
ば
、
一
八
九
〇
年
代
西
洋

読
者
を
対
象
と
し
た
日
本
の
風
景
に
関
す
る
ハ
ー
ン
の
色
彩
的
認
識
は

「
一
八
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
て
い
た
、
日
本
に
つ
い
て
の
視
覚
的
教
養
」
を
利
用
し
た
も
の
で

あ
る
（Evangelista 83

）。
ハ
ー
ン
が
注
目
し
た
「
日
本
の
青
」
が
、
バ
ー

ド
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
横
浜
の
通
り
を
徘
徊
し
た
と
き
に
目
に
し
た
人
々
の

衣
服
の
色
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
来
日
間
も
な
い
頃
の
バ
ー
ド

の
『
日
本
奥
地
紀
行
』
に
登
場
す
る
色
彩
語
を
あ
ら
た
め
て
見
て
み
る
と
、

空
や
海
の
色
、
遠
く
に
見
え
る
山
並
み
の
色
、
さ
ら
に
は
サ
ン
パ
ン
の
漕

ぎ
手
た
ち
が
身
に
つ
け
た
藍
染
の
服
な
ど
、
来
日
間
も
な
い
バ
ー
ド
も
ま

た
日
本
の
色
の
基
調
を
ぼ
や
け
た
色
や
青
、
あ
る
い
は
そ
の
組
み
合
わ
せ

と
し
て
と
ら
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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お
わ
り
に

　

明
治
初
期
の
日
本
に
滞
在
し
た
人
々
の
日
記
や
旅
行
記
を
紐
解
く
と
、

そ
こ
に
は
聴
覚
・
味
覚
・
嗅
覚
な
ど
の
五
感
を
総
動
員
し
て
日
本
と
い
う

異
国
の
文
化
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
痕
跡
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
視

覚
も
そ
う
し
た
五
感
の
一
つ
で
あ
り
、
本
稿
は
色
に
着
目
す
る
こ
と
で
イ

ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
が
日
本
、
と
く
に
東
京
か
ら
横
浜
周
辺
の
事
物
や
人
々

を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
た
か
を
考
察
し
た
。
バ
ー
ド
は
か
な
ら
ず
し
も
先

入
観
の
な
い
真
っ
白
の
キ
ャ
ン
バ
ス
に
見
た
モ
ノ
の
色
を
一
つ
一
つ
置
い

て
い
っ
た
わ
け
で
は
な
く
19
、
そ
の
傾
向
は
と
り
わ
け
来
日
間
も
な
い
頃

の
バ
ー
ド
の
目
が
日
本
の
風
景
を
認
識
す
る
際
顕
著
で
あ
る
。
ジ
ャ
ポ
ニ

ズ
ム
や
日
本
に
関
す
る
言
説
が
バ
ー
ド
の
視
野
に
あ
る
程
度
の
フ
ィ
ル
タ

ー
を
か
け
て
お
り
、
さ
ら
に
は
色
の
描
写
を
お
こ
な
う
対
象
物
と
お
こ
な

わ
な
い
対
象
物
（
あ
る
い
は
記
述
そ
の
も
の
を
省
略
し
て
い
る
物
）
と
を

選
択
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
概
し
て
来
日
初
期
の
バ
ー
ド
は
日
本
の

自
然
の
風
景
を
淡
い
色
、
灰
色
、
青
を
基
調
と
し
た
色
で
と
ら
え
て
い
る

が
、
こ
れ
が
バ
ー
ド
に
日
本
の
景
色
は
「
単
調
」
と
言
わ
し
め
た
理
由
の

一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
単
調
さ
の
中
で
も
、
バ
ー
ド
は
し
ば
し

ば
明
る
い
色
に
着
目
し
た
風
景
描
写
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
バ
ー

ド
は
赤
を
中
心
と
し
た
色
彩
語
を
用
い
る
こ
と
が
多
く
、
東
京
湾
に
浮

か
べ
ら
れ
た
船
の
船
体
に
「
ト
リ
ー
テ
ィ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
（Treaty Point

）」

と
赤
く
書
か
れ
た
文
字
、
旧
井
伊
掃
部
頭
江
戸
屋
敷
の
赤
い
門
、
浅
草
寺

の
朱
色
の
建
築
物
の
数
々
、
パ
ー
テ
ィ
ー
で
日
本
人
女
性
が
身
に
つ
け
て

い
た
桃
色
や
藤
色
の
服
な
ど
、
バ
ー
ド
に
と
っ
て
単
調
な
日
本
の
景
観
に

フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
を
作
り
出
し
て
い
っ
た
の
は
主
に
赤
系
統
の
色
で

あ
っ
た
。
日
本
で
の
バ
ー
ド
の
関
心
事
は
、
と
き
に
色
彩
語
の
代
わ
り
に
、

詳
細
な
統
計
デ
ー
タ
や
衛
生
面
へ
の
言
及
な
ど
の
記
述
に
表
れ
て
も
い
る

が
、
赤
と
い
う
色
が
バ
ー
ド
に
と
っ
て
日
本
の
記
憶
に
残
る
色
の
一
つ
で

あ
っ
た
こ
と
は
お
そ
ら
く
間
違
い
な
い
。

バ
ー
ド
に
と
っ
て
日
本
の
風
景
と
し
て
強
く
印
象
に
残
り
、
敬
意
の
対

象
と
さ
え
な
っ
た
の
は
富
士
山
で
あ
っ
た
。
バ
ー
ド
は
『
日
本
奥
地
紀
行
』

の
中
で
富
士
山
に
何
度
も
言
及
し
て
い
る
が
、
挿
絵
に
関
し
て
も
冒
頭
と

末
尾
に
富
士
山
を
描
い
た
ス
ケ
ッ
チ
を
一
枚
ず
つ
掲
載
し
て
い
る
。
一
つ

目
は
そ
の
円
錐
形
に
突
出
し
た
山
頂
が
あ
ま
り
に
も
特
徴
的
な
富
士
山
を

海
上
か
ら
目
撃
し
た
際
に
描
い
た
と
い
う
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
り
、
後
者
は
時

間
を
経
て
見
慣
れ
た
富
士
山
を
東
海
道
の
村
の
一
つ
か
ら
眺
め
た
様
子
を

描
い
た
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
前
者
に
関
し
て
は
そ
の
異
様
な
形
か
ら
い

く
つ
か
の
考
察
が
な
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
挿
絵
に
は
モ
デ
ル
が
あ

っ
た
と
い
う
意
見
（
白
幡
、
三
十
三
〜
三
十
四
頁
）、
ロ
ッ
キ
ー
山
脈
の

ロ
ン
グ
ズ
ピ
ー
ク
を
重
ね
合
わ
せ
た
心
象
風
景
と
し
て
解
釈
す
べ
き
と
い

う
意
見
（
金
坂
、
二
百
六
十
三
〜
六
十
五
頁
）、
あ
る
い
は
、
日
本
を
初

め
て
目
に
し
た
者
が
語
る
際
の
紋
切
り
型
の
富
士
山
へ
の
言
及
で
あ
り
、

バ
ー
ド
の
描
写
は
エ
レ
ン
・
ウ
ォ
ル
ワ
ー
ス
が
バ
ー
ド
来
日
の
前
年
に
出

版
し
た
旅
行
記
の
記
述
に
酷
似
し
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
（W

illiam
s 

and C
lark 6

）20
。
加
え
て
、
ハ
リ
ー
・
パ
ー
ク
ス
の
前
任
者
の
元
英
国
公

使
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
・
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
著
書
『
大
君
の
都
―
幕
末
日
本
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滞
在
記
』
に
掲
載
し
た
箱
根
か
ら
見
た
富
士
山
を
描
い
た
水
彩
画
は
、
バ

ー
ド
の
一
つ
目
の
富
士
山
の
山
頂
の
形
に
近
い
も
の
が
あ
る
と
指
摘
す
る

こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

真
相
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で

言
え
る
こ
と
と
し
て
、
バ
ー
ド
に
と
っ
て
富
士
山
は
日
本
の
景
色
の
フ
ォ

ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
。
海
上
か
ら
初
め
て
目
に
し
た

バ
ー
ド
に
と
っ
て
の
富
士
山
の
印
象
は
「
と
て
も
淡
い
青
色
の
空
を
背
景
」

に
し
た
「
真
っ
白
な
雪
を
頂
き
に
被
っ
た
」
姿
で
あ
り
、「
麓
は
薄
い
灰
色

の
霧
」
で
覆
わ
れ
て
い
た
（1: 13
）。
こ
の
描
写
は
「
淡
い
色
／
灰
色
」
で

日
本
の
景
色
を
と
ら
え
た
う
え
で
、
そ
れ
を
背
景
に
富
士
山
を
フ
ォ
ー
カ

ル
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
認
識
す
る
バ
ー
ド
の
景
色
の
捉
え
方
が
よ
く
表
れ
た

記
述
で
あ
る
。
し
か
し
、『
日
本
奥
地
紀
行
』
の
第
二
巻
に
な
る
と
バ
ー

ド
は
富
士
山
が
天
候
、
季
節
や
時
間
帯
ご
と
に
様
々
な
色
に
見
え
る
こ
と

に
ふ
れ
、「
雪
色
」、「
薔
薇
色
」、「
紫
色
」
に
な
る
と
述
べ
る
（2: 198

）。

そ
し
て
同
頁
下
で
は
、
快
晴
の
日
の
夕
暮
れ
時
に
浅
草
か
ら
見
た
富
士

山
が
、「
澄
ん
だ
ペ
ー
ル
グ
リ
ー
ン
」
の
空
に
「
赤
み
が
か
っ
た
紫
色
」
の

巨
大
な
姿
を
見
せ
た
体
験
を
記
し
、
富
士
山
を
「
東
京
の
素
晴
ら
し
い

見
所
の
一
つ
」
や
「
け
っ
し
て
見
飽
き
る
こ
と
が
な
い
」
と
絶
賛
し
て
い

る
。
バ
ー
ド
は
富
士
山
を
「
魅
力
的
な
個
性
そ
の
も
の
」
と
呼
び
、「
単
な

る
物
質
的
な
進
歩
か
ら
く
る
単
調
さ
や
品
性
に
欠
け
た
雑
音
か
ら
解
放
し

て
く
れ
る
」
も
の
と
さ
え
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
後
関
西
に
向
け
て
出
発

し
た
際
の
横
浜
港
か
ら
も
バ
ー
ド
は
海
の
「
青
」
や
デ
ッ
キ
の
「
白
」
に
言

及
し
つ
つ
、「
黄
金
色
の
空
を
背
景
に
孤
高
に
そ
び
え
る
」
冠
雪
し
た
「
紫

色
」
の
富
士
山
を
眺
め
て
お
り
（2: 212

）、
日
本
を
後
に
す
る
香
港
行
き

の
船
か
ら
見
た
富
士
山
も
日
の
出
の
中
、「
紫
色
」
の
森
林
の
上
に
そ
び

え
、「
赤
」
に
染
ま
っ
て
い
た
（2: 310

）。
バ
ー
ド
の
目
に
映
っ
た
日
本

の
景
色
の
中
で
富
士
山
が
、
周
囲
の
景
色
を
背
景
に
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン

ト
と
し
て
の
存
在
感
を
増
す
と
と
も
に
、
記
憶
に
残
る
色
も
赤
に
な
っ
て

い
っ
た
（
同
時
に
、
周
囲
の
景
色
に
も
明
る
い
色
の
形
容
詞
が
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
）。
そ
し
て
、
葛
飾
北
斎
の
『
富
嶽
三
十
六
景
』
の
一

つ
「
凱
風
快
晴
」、
別
名
「
赤
富
士
」
が
そ
こ
に
想
起
さ
れ
る
の
は
お
そ
ら

く
私
だ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

註1	

ア
イ
ヌ
訪
問
は
日
本
に
お
け
る
バ
ー
ド
の
旅
の
重
要
な
目
的
の
一
つ

で
あ
っ
た
。
ジ
ョ
ン
・
Ｌ
・
ヘ
ネ
シ
ー
は
論
文
の
中
で
、
十
九
世
紀
西

洋
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
へ
の
関
心
高
ま
り
と
そ
の
背
景
を
説
明
し
た
上

で
、
明
治
時
代
に
ア
イ
ヌ
を
訪
れ
た
バ
ー
ド
も
含
め
た
三
人
の
西
洋
出

身
の
人
物
が
記
し
た
旅
行
記
に
つ
い
て
比
較
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る

（H
ennessey

）。
ま
た
、
バ
ー
ド
が
ア
イ
ヌ
に
関
心
を
抱
い
た
可
能
性

と
し
て
、
大
野
純
子
は
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

 

そ
の
頃
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
特
に
ド
イ
ツ
で
は 

Ｐ
・
Ｆ
・ｖ
・
シ
ー
ボ

ル
ト
を
中
心
と
す
る
「
ア
イ
ヌ
＝
白
人
説
」
を
信
奉
す
る
研
究
者

グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
。「
ア
イ
ヌ
は
白
人
の
先
祖
だ
」
と
信
じ
る
人

類
学
者
ら
は
、
こ
の
説
を
実
証
す
る
た
め
ア
イ
ヌ
の
頭
蓋
骨
を
調
べ
、
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一
八
六
五
年
に
は
英
国
領
事
館
員
に
よ
る
遺
骨
盗
難
事
件
ま
で
起

こ
し
て
い
る
。
バ
ー
ド
は
こ
れ
ら
の
件
を
知
っ
て
い
た
（
三
百
五

十
三
頁
）。

 

　

当
時
の
西
洋
の
知
識
人
が
ア
イ
ヌ
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
理
由
に
加

え
て
、
牧
師
の
娘
と
し
て
新
潟
と
函
館
に
あ
る
宣
教
拠
点
の
慰
問
を
希

望
し
た
こ
と
を
挙
げ
る
研
究
者
も
い
る
（
井
戸
、
百
四
十
四
頁
）。

2 

本
稿
に
お
い
て
原
文
が
英
語
の
場
合
、
引
用
文
は
す
べ
て
著
者
に
よ

る
翻
訳
で
あ
る
。

3	

以
下
、
特
に
指
定
が
な
い
場
合
、（
巻
数
：
頁
数
）
で
示
さ
れ
た
情
報

は
す
べ
てBird, U

nbeaten Tracks in Japan

か
ら
の
引
用
と
す
る
。

4	

日
本
に
お
け
る
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
へ
の
関
心
の
高
ま
り
に
関
し
て
は
、

ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
エ
リ
オ
ッ
ト
に
よ
る
研
究
が
あ
る
（Elliott

）。

5	

ジ
ュ
リ
ア
・
ク
ー
エ
ン
と
ポ
ー
ル
・
ス
メ
サ
ー
ス
ト
に
よ
れ
ば
、「
西

洋
の
旅
行
記
の
語
り
に
お
い
て
《
見
る
こ
と
》
に
重
き
が
置
か
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
十
八
世
紀
の
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
さ
や
科
学
に
基
づ

く
経
験
主
義
に
始
ま
り
、『
帝
国
の
ま
な
ざ
し
』
の
著
者
メ
ア
リ
ー
・
ル

イ
ー
ズ
・
プ
ラ
ッ
ト
の
重
要
な
指
摘
に
あ
る
と
お
り
、
そ
れ
は
十
九
世

紀
の
帝
国
の
ま
な
ざ
し（im

perial eyes

）を
通
じ
て
今
な
お
続
い
て
い
る
」

（K
uehn and Sm

ethurst 7

）。

6	

バ
ー
ド
の
人
物
像
に
つ
い
て
は
主
に
以
下
の
文
献
を
参
照
し
て
い
る
：

Barr; C
heckland; M

iddleton; Stoddart.

7	

一
九
九
〇
年
代
か
ら
女
性
旅
行
家
に
関
す
る
研
究
が
盛
ん
に
な
り
、

多
く
の
著
書
が
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
と
し

て
ク
レ
メ
ン
・
セ
ニ
カ
は
一
九
七
〇
年
代
か
ら
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
の

流
れ
の
中
で
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
へ
の
女
性
の
貢
献
を

認
め
る
動
き
と
、
新
し
い
ニ
ー
シ
ュ
な
市
場
の
開
拓
を
模
索
す
る
出
版

業
界
の
思
惑
が
あ
っ
た
こ
と
の
二
点
に
言
及
し
て
い
る
（Senica 227

）。

8	

よ
り
正
確
に
は
、
イ
ザ
ベ
ラ
と
ヘ
ン
リ
エ
ッ
タ
の
間
に
、
夭
折
し
た

弟
エ
ド
ワ
ー
ド
が
い
た
（Stoddart 8

）。

9	

日
本
滞
在
に
関
し
て
も
、
同
じ
く
ジ
ョ
ン
・
マ
レ
ー
社
か
ら
著
作
を

発
表
し
て
い
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
か
ら
様
々
な
助
言
を
受
け

た
う
え
で
の
来
日
で
あ
っ
た
。

10 

近
年
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
フ
ォ
ー
ス
デ
ィ
ッ
ク
に
よ
る
視
覚
障
害
者
が

記
し
た
旅
行
記
の
分
析
な
ど
、
障
害
者
の
感
覚
を
考
察
し
た
研
究
も
出

て
き
て
い
る
（Forsdick

）。
本
稿
は
こ
う
し
た
研
究
の
重
要
性
を
理
解

し
て
お
り
、
研
究
動
向
に
異
議
を
唱
え
る
も
の
で
は
な
い
。

11 

明
治
初
期
に
日
本
に
滞
在
し
た
人
物
に
よ
る
、『
日
本
奥
地
紀
行
』
以

外
の
著
作
に
お
け
る
音
の
研
究
と
し
て
は
、
勝
海
舟
の
三
男
梅
太
郎
と

結
婚
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
ク
ラ
ラ･

ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
が
記
し
た
『
ク

ラ
ラ
の
明
治
日
記
』
に
お
け
る
雅
楽
に
関
す
る
描
写
を
考
察
し
た
、
曽

我
芳
枝
に
よ
る
研
究
な
ど
が
あ
る
。

12 

そ
の
一
方
で
、
明
治
初
期
の
日
本
に
お
い
て
バ
ー
ド
が
目
撃
し
た
実

際
の
風
景
に
は
ど
の
よ
う
な
色
が
あ
っ
た
か
は
重
要
な
点
で
あ
る
。
バ

ー
ド
に
よ
る
色
の
描
写
は
実
際
に
見
た
風
景
に
あ
っ
た
色
と
対
応
関
係

に
あ
り
、
た
と
え
ば
訪
れ
た
都
市
に
緑
が
多
く
、
赤
い
色
の
物
が
ほ
と

ん
ど
な
け
れ
ば
、
そ
の
場
所
を
緑
を
基
調
と
し
て
描
写
す
る
こ
と
は
あ

る
意
味
自
然
の
行
為
と
な
る
。
一
八
七
八
年
当
時
の
日
本
の
風
景
に
あ

っ
た
色
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
写
真
が
現
在
も
残
っ
て
い
る
有
力
な

資
料
の
一
つ
に
な
る
が
、
一
部
を
除
い
て
当
時
の
写
真
の
多
く
は
白
黒

で
あ
っ
た
。
白
黒
写
真
を
参
考
に
実
際
の
色
を
解
明
す
る
技
術
と
し
て

Ａ
Ｉ
の
活
用
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
本
稿
の
研
究
範
囲
外
に
な
る
が
、

今
後
の
バ
ー
ド
研
究
の
一
環
と
し
て
取
り
組
み
た
い
。

13 
た
だ
し
、
一
八
九
四
年
か
ら
の
東
ア
ジ
ア
で
の
旅
に
関
し
て
井
戸
桂

子
が
提
示
す
る
興
味
深
い
見
解
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
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英
国
に
と
っ
て
ア
ジ
ア
は
挑
戦
す
べ
き
地
で
あ
る
が
、
イ
ザ
ベ
ラ

に
と
っ
て
、
日
本
は
ア
ジ
ア
の
中
で
は
見
知
っ
た
地
す
な
わ
ち
英

国
側
の
場
所
で
、
中
国
の
奥
地
や
朝
鮮
が
未
踏
の
地
で
あ
る
。
日

本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
、
す
な
わ
ち
西
洋
人
か
ら
見
た
文
明

と
未
開
の
境
目
に
当
た
る
。
こ
の
文
明
と
未
開
の
接
点
に
あ
た
る

「
日
本
」
に
立
ち
寄
り
、
東
京
で
は
慈
善
活
動
の
一
環
と
し
て
孤

児
院
の
設
立
に
携
わ
り
、
旧
知
の
サ
ト
ウ
公
使
と
情
報
交
換
を
す
る
。

そ
し
て
日
本
の
中
の
自
然
の
地
、
伊
香
保
と
日
光
湯
元
温
泉
で
休

養
し
、
日
光
と
中
禅
寺
湖
畔
で
は
外
国
人
避
暑
地
で
の
交
流
の
ひ

と
時
を
楽
し
む
。
挑
戦
の
日
々
に
対
し
て
文
明
と
癒
し
の
日
々
と

い
う
非
常
に
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
、
ア
ジ
ア
の
中
の
「
日
本
」
あ

る
い
は
「
日
光
」
で
保
っ
て
い
る
（
百
五
十
五
〜
五
十
六
頁
）。

14 

金
坂
は
原
著
の
版
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
版
を
除
い
た
三
種
類
に
分
類
し

て
い
る
（
金
坂
、
十
六
〜
二
〇
頁
）。

15 

同
様
の
傾
向
は
バ
ー
ド
の
他
の
旅
行
記
に
も
見
て
と
れ
る
。
例
え
ば

『
朝
鮮
紀
行
』
で
は
、
当
時
の
李
氏
朝
鮮
王
妃
閔
妃
に
バ
ー
ド
が
謁
見

し
た
際
、
王
妃
の
服
装
や
装
飾
品
に
関
す
る
詳
細
な
描
写
が
色
彩
語
を

伴
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
（Bird, Korea and H

er N
eighbor 252–53

）。

16 

フ
ァ
ラ
・
ガ
デ
リ
と
ヒ
マ
ン
・
ヘ
イ
ダ
リ
は
、
バ
ー
ド
が
旅
行
記
の
中

で
人
物
の
外
見
の
描
写
に
か
な
り
の
字
数
を
割
い
て
い
る
と
指
摘
し
、

そ
れ
が
旅
行
記
に
お
け
る
女
性
性
を
示
す
印
で
あ
る
と
述
べ
る
一
方
で
、

自
身
の
勇
敢
さ
を
示
す
逸
話
を
盛
り
込
ん
だ
り
、
現
地
に
関
す
る
豊
富

な
知
識
を
記
述
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
従
来
男
性
の
領
域
と
さ
れ
て
き

た
旅
や
探
検
に
関
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
社
会
通
念
に
揺
ら
ぎ
を
与
え
て

も
い
る
と
論
じ
て
い
る
（G

haderi and H
eidari 455–56

）。

17 

バ
ー
ド
の
伝
記
作
家
の
一
人
で
あ
る
ア
ン
ナ
・
Ｍ
・
ス
ト
ダ
ー
ト
も
、

バ
ー
ド
に
と
っ
て
の
朝
鮮
と
日
本
の
景
色
の
対
比
に
つ
い
て
類
似
の
見

解
を
述
べ
て
い
る
。
ス
ト
ダ
ー
ト
が
生
前
の
バ
ー
ド
か
ら
直
接
聞
い
た

話
や
バ
ー
ド
と
ジ
ョ
ン
・
マ
レ
ー
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
手
紙
の
内
容

に
よ
れ
ば
、
日
本
の
「
鮮
や
か
な
色
彩
、
多
様
な
植
生
、
ピ
ク
チ
ャ
レ

ス
ク
な
建
物
に
比
べ
る
と
、
朝
鮮
の
茶
色
く
剥
き
出
し
の
丘
は
陰
鬱
で

人
を
寄
せ
付
け
な
い
」
雰
囲
気
が
あ
り
、
一
八
七
八
年
の
日
本
旅
行
の

際
に
バ
ー
ド
が
日
本
の
風
景
に
対
し
て
用
い
た
「
単
調
」
と
い
う
単
語
を
、

今
度
は
朝
鮮
の
景
観
に
つ
い
て
用
い
て
い
る
（Stoddart 276

）。
そ
の

一
方
で
、
ス
ダ
ー
ト
は
こ
の
対
比
が
あ
く
ま
で
バ
ー
ド
に
と
っ
て
の
朝

鮮
に
対
す
る
第
一
印
象
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
も
述
べ
て
い
る
（Stodart 

276–77

）。

18 

た
だ
し
モ
ー
ス
も
日
本
人
を
矮
小
化
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
日
本

そ
の
日
そ
の
日
』
に
は
、
商
店
に
つ
い
て
「
沢
山
の
子
ど
も
が
お
ま
ま

ご
と
を
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
」
と
表
現
し
た
記
述
が
あ
る

（M
orse 1: 15

）。

19 

バ
ー
ド
に
と
っ
て
の
日
本
の
景
色
と
は
少
し
文
脈
が
異
な
る
が
、
バ

ー
ド
を
含
む
東
南
ア
ジ
ア
を
旅
し
た
旅
行
家
三
名
を
扱
っ
た
マ
リ
ア
・

ノ
エ
ル
・
ン
グ
の
研
究
書Th

ree Exotic View
s of Southeast Asia

で
は
、

バ
ー
ド
の
マ
レ
ー
半
島
旅
行
記
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
同
書
で
ン
グ
は
、

バ
ー
ド
に
よ
る
ア
ジ
ア
の
文
化
を
見
つ
め
る
眼
差
し
が
、
旅
行
以
前
か

ら
の
バ
ー
ド
の
体
験
や
価
値
観
、
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
貧
困
層

に
対
す
る
慈
善
活
動
の
影
響
を
受
け
、
予
め
形
作
ら
れ
て
い
た
と
指
摘
し
、

旅
行
記
は
必
然
的
に
記
す
者
の
文
化
や
社
会
背
景
の
産
物
で
あ
る
と
論

じ
て
い
る
（N

g

）。

20 

た
だ
し
、
ク
ラ
ー
ク
は
別
の
論
文
で
来
日
時
の
バ
ー
ド
の
富
士
山

の
描
写
を
「
慣
例
と
な
っ
て
い
た
来
日
の
場
面
を
巧
妙
に
パ
ロ
デ
ィ

化
し
た
も
の
」
と
説
明
し
て
い
る
（C

lark, “‘A Study rather than a 
R

apture ’” 18

）。
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補遺
手紙（第◯信） 場所 色彩語 被修飾語
第一巻
I 東京湾付近 grey その日の天候

a little faint blue 空
gray 村々
bright with the greeness 
of English lawns 田圃

pale 海岸と海
unpainted wood 小舟の船体
pure white 小舟の帆
white 漁船の帆
grayness and dumness 辺りの雰囲気
pure snow 富士山
very pale blue 空
pale grey 霧
pale 霧
grey 雲
bluish 空
white 漁船の帆
pale, wan, and ghastly 辺り一面
forest-crested 丘
(picturesque) grey 村々
pale blue 山並み

red 船体に書かれたTreaty Point
文字

pale blue 東京湾の海水
white 漁船の帆
grey 家々
(monotonous) grey 屋根

red/white 日本の軍艦が掲げている日の
丸の旗

pale grey 陸地

横浜 wooden bolts and 
copper cleets サンパン（小舟の一種）

blue 綿の服
blue 綿の頬かむり
very yellow 水夫の肌
blue 税関役人の西洋風の服
velvet/lacquered/
decorated/polished brass/
gaudily painted with 
contorted dragons, etc

人力車

blue 車夫の脚絆
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blue 車夫の上着
white 上着に描かれた家紋や文字
yellow 車夫の顔
grey 空
grey 海
grey 家々
grey 屋根

II fair ハリー・パークスの髪
blue ハリー・パークスの眼
blur 日本の雰囲気

III 東京に向かう
列車の車内 red 一等車の座席

車内からの眺
め fresh green 景色全体

faint blue 遠くに見える山並み
blue 靄
clear blue 東京湾の波
white 無数の漁船の帆
grey 木造の家屋
grey 藁ぶき屋根
grey 寺

blue 右手に見える海と左手に見え
る街道

grey 家々
yellow 日本人

皇居周辺 deep green 内堀の水
red 旧井伊家の江戸屋敷の門
black 公使館勤務の中国人の帽子
blue 同中国人の服

IV grey 霧
black 排水溝
bright 女性の外見
blackened 歯
yellow 人力車を覆う油紙
stoned-faced レンガ
red (brick) 庭を囲った塀
(painted) white 官公庁や西洋風の建物
light green 吹上御所の竹
dark (background) コニファー
dull blues, greys, and 
browns 庶民の服装（着物）

white 足袋
white 羽織の家紋
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touches of scarlet 子供の衣服の一部
black 眼
blackened 歯
violet 中国人官僚の錦の服
primrose 錦のスカート

V chestnut ファニー・パークスのポニー
red 増上寺の徳川将軍家墓所の門

gold and colour 金が用いられた、着色された
唐草模様

coloured 回廊
white 畳
pale, pea-green 熟したイチゴ
blue カキツバタと蓮
iridescent 蠅
blue and scarlet トンボ
black and gold 蝶の羽
blue-green 蓮の葉
azure （引用文に登場する）小川

VI 横浜 black 中国人の靴
black 髪紐
black 帽子
very yellow 中国人の顔
light-coloured 面接に来た日本人の背広
white 同日本人のシャツ
gilt 懐中時計の鎖

VII
東京（新富座
／日本の芝居
の説明）

black 黒子の衣装

coloured 提灯

pure white 劇場の内装に使用されている
木材

white 天井に使用されている木材
black 黒子の衣装
white 劇場ののぼり旗
red のぼり旗に描かれた役者の家紋
red and white 提灯
pure white 幕
red 幕に描かれた劇場の紋章
white/red 観客に配布された扇
yellow 役者の顔

white 役者が衣装として身につけて
いた手袋

VIII 浅草 highly-coloured 仁王像
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lacquered in dull red 屋根の梁
rich dull red 境内への門
red 境内への門
red 仁王像（あ像）
green 仁王像（うん像）
dull red 本堂
grey 屋根の瓦
black お歯黒の女性
red (wood colour) おびんずるの色が禿げた場所
richly coloured 寺の建物の一つ
much red (lacquer) 五重塔
gilded お稲荷さんの像
white （神道の）御幣の木の棒の部分

rich red (lacquer) 境内にある石の床の建物の一
つの中心にある回転する部屋

black (lacquer) 部屋が上に載っているフレーム
golden 四天王の一人
bright red 同上
bright pink 四天王が踏んでいる邪鬼
emerald green 別の四天王

sea-green 上記の四天王に踏まれている
邪鬼

indigo blue さらに別の四天王

sky-blue その四天王に踏まれている邪
鬼

bright pink 四人目の四天王
flesh-coloured その四天王の足元の邪鬼
straw-coloured お茶
red, blue, and white 矢についている羽
red 射的屋に置かれた座布団
Albino 神馬
pink 神馬の目と鼻
red-hot 絵画に描かれた火の車
blackening お歯黒
red 郵便の車

公使館、皇居 scarlet 晩餐会で見た皇后の服
dove-coloured 西郷隆盛の妻の服
pale pink 首や袖から少し見えた下着
dove-coloured 帯
pale pink 帯のデザインの花柄
reddish-yellow 口紅
pearl 肌につける白い粉
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第二巻
XLIX 東京 bright and sunny 台風一過の日

brilliant green お堀の土手
Notes on 
Tokiyo white コンクリートの建物

grey 屋根
green 勾配になっている土地
white 船の帆
blue 東京湾
green(ery) 草原
grey 上記の草原で所々見えた箇所
grey 遠くに見える家の屋根
blue 東京湾
green お堀の水
green(ness) お堀周辺の芝生
dull red 旧井伊家の江戸屋敷の門
white plaster 大名屋敷の上の階の壁
black or dark-coloured 同屋敷の下の階の壁
dull red 旧井伊家の江戸屋敷の門
gold(-leaf) 大名屋敷の障子
grey 家々

white
菓子屋にあった、穂状花序が
付いた45センチほどの白い
団子の看板＊

crimson 口紅
red お店ののれんか旗
red 干物屋の売り物

black, red, and gold 日本ではなく、海外の町
（Canton）の街灯やサイン

black どぶ
white 近代建築の建物
greys, velvety-browns, 
and dull reds 明治以前の日本建築

white 木造の近代建築のコーティン
グのペンキ

white 同上
the loveliest colours カキツバタ
delightfully harmonised 
colours 菊人形

gold-coloured 菊
red, yellow, and white 菊人形の衣装
(snow), rosy, purple, 
gold 富士山と周囲の空

pure, pale green 快晴の空
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ruddy purple 富士山
pure vermillion 緑に入った縞のライン
rose-colour 雲海
molten gold お堀の水
purple 日没時の富士山
coloured 提灯

L 東京 dull brown 雲
(stagnant) brown 霧
blackened 書物についたカビ

芝 blue 中国人官僚の絹の服
gold 上記の服の刺繍
amber ネックレス
white 帽子
crimson 帽子のふち
dark 女性が着ていた絹の着物
black and gold 漆塗りの椅子
black and gold 書物が置いてある机
black 召使の服
white ネクタイ

サトウ宅 greenish grey 家の壁のしっくい
rich, quiet-coloured ソファ
gold 笙の笛の装飾
silver 笙の笛を留めてある輪っか

gold 笙の笛に付いている漆塗りの
丸い、息をふきこむ部分

whitened 楽団の一人のおしろい
vermillion 下唇の口紅
bronze green 着物
scarlet splashed with 
gold 薄手の織物

rich silver 帯
white 足袋
scarlet 頭のお団子を結ぶときの紐

pink べっ甲のヘアピンの端につい
ているサンゴ

dark blue 着物
dark blue brocaded 
with silver おび

dark (silk) 着物と羽織
rich striped (silk) 着物
scarlet おび
scarlet 髪結いの紐
gay ヘアピン



『日本奥地紀行』における色彩

29

white 顔のおしろい
reddened 下唇の口紅
white (silk) 着物
scarlet 袴
gold 笙の笛の装飾

LIX 横浜港 blue 海
white 広島丸のデッキ
golden 空
violet 富士山の山頂

火葬場へ向か
う道、東京郊外 red つばき

grey （イギリスの）冬空

お寺に到着 red お寺に沢山置いてある売り物
の骨壺とさえばし

dark colour お寺の壁のしっくい
ヴォルガ号で
日本を去る reddening 富士山

violet 根岸湾沿いの森林

＊原文は「菓子屋にあった、とげの付いた45センチほどの球状の物体」といった意味の記述だが、
イザベラ・バード『完訳　日本奥地紀行４』（金坂清則訳、平凡社、2013年）の28頁および訳注
98（247頁）を参考にした。


