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今
と
昔
の
感
覚
の
違
い

　
現
代
だ
と
、
人
の
絵
や
文
章
を
ま
ね
る

と
「
著
作
権
の
侵
害
」
に
あ
た
り
罰
せ
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ

は
歴
史
の
中
で
見
る
と
、
つ
い
最
近
の
出

来
事
で
す
。

　

そ
も
そ
も
和
歌
で
い
う
「
本
歌
取
り
」

は
先
人
が
詠
ん
だ
有
名
な
和
歌
を
一
句
、

も
し
く
は
二
句
入
れ
る
技
法
で
あ
り
、
本

歌
の
情
景
を
浮
か
ば
せ
て
、
詠
む
こ
と
で

自
分
の
和
歌
に
深
み
を
持
た
せ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
江
戸
後
期
に
活
躍
し
た
伊
良

湖
の
漁
夫
歌
人
糟
谷
磯
丸
も
本
歌
取
り
を

し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
渡
辺
崋
山
の
重
要
美
術
品
『
黄

こ
う
り
ょ
う
い
っ
す
い

梁
一
炊

図ず

』
も
江
戸
時
代
に
刷
ら
れ
た
『
唐も
ろ

土こ
し

名め
い

勝し
ょ
う図ず

絵え

』
か
ら
図
取
り
を
し
て
い
ま
す
。

こ
の
「
黄
粱
一
炊
図
」
は
崋
山
が
最
期
に

描
い
た
作
品
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
聞

き
慣
れ
な
い
作
品
名
だ
と
は
思
う
の
で
す

が
、「
黄
粱
一
炊
」
と
い
う
の
は
中
国
の
有

名
な
故
事
で
す
。
蘆ろ
せ
い生
と
い
う
青
年
は
仙

人
と
出
会
い
、
貧
し
い
自
分
の
境
遇
を
嘆

き
、
出
世
の
望
み
の
な
い
こ
と
を
訴
え
ま

し
た
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
盧
生
は
眠

く
な
り
、
仙
人
に
枕
を
貸
し
て
も
ら
っ
て

眠
る
と
、
自
分
が
立
身
し
、
高
い
身
分
に

な
っ
て
年
老
い
て
亡
く
な
る
ま
で
の
夢
を

見
ま
し
た
。
し
か
し
、
夢
を
見
て
い
た
の

は
黄
粱
（
大お
お
あ
わ粟
の
こ
と
）
が
ま
だ
蒸
し
終

わ
ら
な
い
わ
ず
か
な
時
間
の
こ
と
で
し
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
人
の
繁
栄
・
人
生
が
は

か
な
い
例
え
と
し
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
『
黄
粱
一
炊
図
』
を
見
て
み
る
と
、『
唐

土
名
勝
図
絵
』
の
構
図
を
ま
ね
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。
縦
長
の
画
面
で
山
が

あ
る
な
ど
、
違
う
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、

全
体
と
し
て
見
た
と
き
に
違
和
感
な
く
描

か
れ
、
一
つ
の
作
品
と
し
て
見
事
に
画
面

に
収
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
本
歌
取
り
は
歌
を
知
ら
な
い

人
が
見
れ
ば
、
作
ら
れ
た
歌
を
味
わ
う

だ
け
に
な
り
、
そ
れ
以
上
の
深
み
は
な

く
、
そ
の
和
歌
の
全
て
を
味
わ
う
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。『
黄
粱
一
炊
図
』
に
関
し

て
も
絵
を
見
た
だ
け
で
は
中
国
の
故
事

を
知
っ
て
い
る
人
し
か
こ
の
絵
の
意
味

が
分
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
故
事
を
知
っ

て
い
る
人
な
ら
「
○
○
か
ら
取
っ
た
ん
だ

な
」
と
分
か
り
、
そ
の
時
に
描
い
た
人
が

い
た
な
ら
ば
、
そ
の
人
も
「
こ
の
人
は
教

養
が
あ
る
」
と
思
い
、
知
識
が
あ
る
人

同
士
で
語

り
合
う
と

い
う
こ
と

な
ど
を
し

て
楽
し
む

こ
と
も
し

て
い
ま
し

た
。

　
昔
は
今
と
は
違
い
、テ
レ
ビ
も
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
も
な
く
、
本
も
貴
重
品
で
す
。
絵

画
を
鑑
賞
す
る
と
い
う
こ
と
は
娯
楽
の
一

つ
で
あ
り
、
な
か
な
か
絵
画
を
見
る
こ
と

も
で
き
な
い
時
代
で
し
た
の
で
、
語
り
合

え
る
人
も
、
ま
し
て
や
『
黄
粱
一
炊
図
』

の
よ
う
に
中
国
の
故
事
が
分
か
る
人
も
ま

れ
で
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
昔
は
先
人
の
作
品
を
踏

襲
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
知
識
が
あ
る
こ

と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
知
識
が

あ
っ
て
初
め
て
作
品
を
全
て
味
わ
え
る
も

の
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
作
品
も
た
く
さ
ん
あ
る
の

で
、
知
っ
て
い
る
と
、
よ
り
楽
し
く
美
術

鑑
賞
が
で
き
ま
す
。　
　
　
　
　
（
浅
野
）

▲渡辺崋山筆 黄粱一炊図（個人蔵）

▲唐土名勝図絵（田原市博物館蔵）
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