
徳
　
川
　
美
　
術
　
館



薄田大輔　狩野常信様式の成立について─「吉野図屛風」（徳川美術館蔵）の紹介をかねて─

図1　狩野常信筆「吉野図屛風」（徳川美術館蔵）

右隻

左隻



薄田大輔　狩野常信様式の成立について─「吉野図屛風」（徳川美術館蔵）の紹介をかねて─

図1　狩野常信筆「吉野図屛風」（徳川美術館蔵）

右隻

左隻



薄田大輔　狩野常信様式の成立について─「吉野図屛風」（徳川美術館蔵）の紹介をかねて─

右隻

左隻

図2　狩野常信筆「富嶽清見寺図屛風」（宮内庁三の丸尚蔵館蔵）

長久智子　徳川美術館所蔵ドイツ製塩釉灰色藍彩炻器「印花人物文阿蘭陀焼手付水指」─大名道具の「阿蘭陀」としての視座から─

図1　印花人物文阿蘭陀焼手付水指　徳川美術館所蔵
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一

徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

黒
　

田
　

日
　

出
　

男

─
桟
敷
に
坐
る
武
士
の
姿
と
蜂
須
賀
家
政
の
肖
像
画
─

　

は　

じ　

め　

に

一　

舟
木
本
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
読
解
の
「
補
遺
」

二　

徳
川
美
術
館
本
の
「
か
ぶ
き
者
」
の
喧
嘩
と
大
坂
夏
の
陣

三　

注
文
主
・
画
家
・
製
作
年
代

四　

左
隻
の
中
心
の
桟
敷
と
そ
こ
に
坐
っ
て
い
る
武
士
の
姿

五　

桟
敷
の
中
年
の
武
士
と
蜂
須
賀
家
政
の
肖
像
画

　

む　

す　

び

は　

じ　

め　

に

平
成
二
十
五
年（
二
〇
一
三
）に
、
拙
著
『
豊
国
祭
礼
図
を
読
む
』
を
出
し
た
。
主
と
し

て
豊
国
神
社
本
・
妙
法
院
本
・
徳
川
美
術
館
本
と
い
う
三
つ
の
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」

の
相
互
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
各
屏
風
は
ど
の
よ
う
な
作
品
な
の
か
を
示
し
た
の
で
あ

る
が
、
徳
川
美
術
館
本
に
つ
い
て
の
記
述
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
徳
川
美
術

館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」（
以
下
で
は
、「
徳
川
美
術
館
本
」
と
称
す
る
）に
つ
い
て
の
読

解
は
「
未
完
成
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

何
故
か
？　

十
数
年
以
前
か
ら
、
私
は
、
徳
川
美
術
館
本
の
左
隻
第
四
扇
中
央
に
描

か
れ
た
桟
敷
と
そ
こ
に
坐
っ
て
い
る
武
士
の
姿
こ
そ
、
核
心
的
な
表
現
に
相
違
な
い
と

目
星
を
つ
け
て
い
た
の
だ
が
、
同
書
を
書
き
下
ろ
す
時
点
で
は
、
そ
れ
を
解
釈
す
る
こ

と
が
出
来
な
か
っ
た
。
折
角
、
徳
川
美
術
館
本
の
最
重
要
と
思
わ
れ
る
表
現
に
気
付
き

な
が
ら
、
そ
れ
を
読
み
解
け
な
い
の
は
何
と
も
情
け
な
い
こ
と
で
あ
り
、
絶
対
に
解
決

し
た
い
と
思
い
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
た
び
徳
川
美
術
館
か
ら
平
成
三
十
年
九
月
十
六
日
の
特
別
講
演
を
依
頼
さ
れ
た

こ
と
は
、
だ
か
ら
僥
倖
で
あ
っ
た
。「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
核
心
に
再
挑
戦
す
る
絶

好
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
の
だ
と
受
け
止
め
、
読
解
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
し
て
何
と
か

成
案
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
よ
う
に
思
う
。
こ
の
新
た
な
読
解
に
よ
る
「
仮
説
」
を
提

示
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
本
稿
の
主
題
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
私
は
平
成
二
十
七
年
に
凸
版
印
刷
文
化
事
業
推
進
本
部
の
中
村
直
靖
氏

と
知
り
合
い
、
同
社
が
製
作
さ
れ
た
舟
木
本
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
の
4
Ｋ
高
精
細
の

Ｖ
Ｒ（
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
）画
像
を
熟
視
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
の
後
、
同
社
が
徳

（
1
）
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徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

二

川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
も
Ｖ
Ｒ
に
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
画
像
も
熟
視
す
る

こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
っ
た
。
徳
川
美
術
館
本
の
Ｖ
Ｒ
画
像
は
圧
倒
的
な
迫
力
が
あ

り
、
デ
ィ
テ
ー
ル
が
目
に
焼
き
付
い
た
。
同
本
を
見
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
知
見

が
得
ら
れ
た
の
で
、
そ
れ
を
示
し
た
い
。
こ
れ
が
本
稿
の
第
二
主
題
で
あ
る
。

実
は
、
こ
の
Ｖ
Ｒ
の
元
に
な
っ
た
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ー
タ
は
、
私
が
研
究
代
表
者
と

な
っ
て
得
た
科
学
研
究
費
補
助
金（
平
成
十
七
〜
二
十
一
年
度
基
盤
研
究（
Ｓ
）課
題
番
号

一
七
一
〇
二
○
○
一
「
中
近
世
風
俗
画
の
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
画
像
化
と
絵
画
史
料
学
的
研
究
」）

と
徳
川
美
術
館
の
特
別
の
ご
厚
意
に
よ
っ
て
実
現
し
た
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
撮
影

（
8
×
10
カ
ラ
ー
フ
ィ
ル
ム
三
十
六
枚
）に
よ
る
成
果
で
あ
る
。

科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
の
大
目
標
の
一
つ
は
、
研
究
成
果
を
市
民
に
還
元

す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
徳
川
美
術
館
の
講
堂
に
お
い
て
、
こ
の
Ｖ
Ｒ
に
よ
っ
て
「
豊
国

祭
礼
図
屏
風
」
の
デ
ィ
テ
ー
ル
を
ス
ク
リ
ー
ン
一
杯
に
映
し
出
し
つ
つ
、
新
た
な
仮
説

を
語
っ
た
。
本
当
に
貴
重
な
機
会
を
与
え
ら
れ
た
と
思
う
。
同
館
と
凸
版
印
刷
の
ス

タ
ッ
フ
の
皆
さ
ん
に
、
深
甚
の
感
謝
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

一　

舟
木
本
「
洛
中
洛
外
図
屛
風
」
読
解
の
「
補
遺
」

ま
ず
は
、
舟
木
本
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）を
見
る
こ
と
か
ら
本

稿
の
読
解
作
業
を
始
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

と
い
う
の
は
、
こ
の
屏
風
に
つ
い
て
も
、
拙
著
『
洛
中
洛
外
図
・
舟
木
本
を
読
む
』

を
書
き
下
ろ
し
た
。
上
杉
本
と
共
に
最
高
の
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
で
あ
る
舟
木
本

は
、
岩
佐
又
兵
衛
が
中
心
と
な
っ
て
製
作
さ
れ
た
こ
と
が
確
実
な
作
品
で
あ
り
、
徳
川

美
術
館
本
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
と
は
兄
弟
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
。
両
作
品
を
一
緒

に
読
み
続
け
、
二
冊
の
小
著
に
結
実
さ
せ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
両
書
は
不
可
分
な

（
2
）

の
で
あ
る
。

拙
著
『
洛
中
洛
外
図
・
舟
木
本
を
読
む
』
は
、
舟
木
本
の
デ
ィ
テ
ー
ル
を
徹
底
的
に

読
み
解
い
た
研
究
成
果
で
あ
り
、
誰
が
又
兵
衛
に
舟
木
本
の
製
作
を
依
頼
し
た
の
か
、

つ
ま
り
注
文
主
の
と
こ
ろ
に
ま
で
辿
り
着
い
た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
舟
木
本
の

豊
か
な
表
現
の
一
部
を
読
解
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
今
後
も
よ
り
多
面
的
な
読
解
を

続
け
て
い
く
つ
も
り
だ
が
、
こ
の
本
で
の
舟
木
本
の
読
解
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ

書
き
換
え
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

但
し
、
一
点
だ
け
「
補
遺
」
と
し
て
書
い
て
お
き
た
い
知
見
が
生
じ
た
。
そ
れ
は
何
か
。

『
洛
中
洛
外
図
・
舟
木
本
を
読
む
』
の
執
筆
段
階
で
は
ま
だ
ま
だ
見
落
と
し
が
あ
っ

た
。
そ
の
う
ち
で
一
番
重
要
な
の
は
、
舟
木
本
の
右
隻
第
二
扇
に
描
か
れ
た
喧
嘩
の
場

面
に
つ
い
て
の
「
見
落
と
し
」
で
あ
っ
た
。
徳
川
美
術
館
本
の
読
解
に
も
繋
が
っ
て
い

く
点
な
の
で
、
こ
れ
だ
け
は
本
稿
に
記
し
て
お
き
た
い
。

舟
木
本
右
隻
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
豊
国
廟
か
ら
祇
園
社
に
至
る
洛
東
の
一
部

だ
。
第
一
扇
に
は
、
上
か
ら
豊
国
社
・
豊
国
定
舞
台
・
三
十
三
間
堂
、
第
二
扇
に
は
妙

法
院
・
方
広
寺
大
仏
殿
、
第
三
扇
に
は
清
水
寺
・
六
波
羅
蜜
寺
・
五
条
通
・
七
条
河
原
、

第
四
扇
に
は
祇
園
社
・
建
仁
寺
、
第
五
扇
に
は
知
恩
院
・
五
条
大
橋
、
そ
し
て
第
六
扇

に
は
三
条
大
橋
・
四
条
河
原
・
五
条
寺
町
・
六
条
三
筋
町
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
私

と
し
て
は
虱
潰
し
に
見
た
つ
も
り
な
の
に
、
重
要
な
見
落
と
し
が
あ
っ
た
の
だ
。

そ
れ
は
、
第
二
扇
の
上
部
、
方
広
寺
大
仏
殿
の
上
、
妙
法
院
の
前
で
「
か
ぶ
き
者
」

ら
し
き
男
た
ち
が
喧
嘩
を
始
め
て
い
る
場
面
に
つ
い
て
で
あ
る（
挿
図
1
）。
二
年
前
に

出
し
た
拙
著
『
豊
国
祭
礼
図
を
読
む
』
で
は
、
徳
川
美
術
館
本
の
右
隻
第
五
・
第
六
扇

の
喧
嘩
の
場
面
に
、「
か
ぶ
き
者
」
に
見
立
て
ら
れ
た
豊
臣
秀
頼
の
姿
を
見
出
し
た
と

い
う
の
に
、
こ
の
舟
木
本
の
喧
嘩
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
肝
心
の
デ
ィ
テ
ー
ル
を
「
見

落
と
し
」
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

三

家
紋
を
見
落
と
し
た
の
だ
。
挿
図
1
の
喧
嘩
の
場
面
を
見
て
み
よ
う
。
妙
法
院
と
照

高
院
の
門
前
で
喧
嘩
が
始
ま
っ
て
い
る
。
双
方
六
人
ず
つ
、
武
器
は
鑓
・
薙
刀
と
刀
で

あ
る
。
巻
き
込
ま
れ
ま
い
と
、
周
囲
の
者
た
ち
は
慌
て
て
逃
げ
て
い
る
。『
洛
中
洛
外

図
大
観　

舟
木
家
旧
蔵
本
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る（
一
五
三
頁
）。

東
山
の
妙
法
院
と
照
高
院
の
門
前
で
、
武
士
同
士
の
喧
嘩
が
起
こ
っ
て
い
る
。
武

士
と
い
っ
て
も
、
足
軽
階
級
辺
り
の
下
郎
の
喧
嘩
で
、
血
相
を
変
え
た
者
た
ち

が
、
長
刀
や
槍
を
交
じ
え
て
の
争
い
。
こ
の
喧
嘩
に
驚
き
、
逃
げ
ま
ど
う
小
者
や

金
蒔
絵
の
鞍
を
乗
せ
た
馬
。
必
死
で
馬
を
制
す
る
轡
取
り
た
ち
。
妙
法
院
の
下
僧

た
ち
は
、
六
尺
棒
を
持
ち
、
高
見
の
見
物
が
て
ら
け
し
か
け
る
。
戦
国
気
風
の
ま

だ
残
る
寸
景
。

近
世
初
期
風
俗
画
に
は
し
ば
し
ば
こ
う
し
た
喧
嘩
の
寸
景
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
、

普
通
は
、
こ
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
だ
け
だ（
但
し
、
妙
法
院
の
僧
は
け
し
か
け
た
り
し
て
い

な
い
）。

こ
の
妙
法
院
と
照
高
院
の
門
前
の
喧
嘩
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
？　

そ
れ
を
物

（
3
）

挿図1　妙法院門前の喧嘩　舟木本「洛中洛外図屛風」右隻第二扇　東京国立博物館蔵

挿図2　喧嘩する男の背中の「卍紋」　舟木
本「洛中洛外図屛風」右隻第二扇

語
る
の
が
、
右
側
の
男
の
背
中
に

描
か
れ
て
い
る
家
紋
で
あ
っ
た
の

だ
。
こ
の
男
を
拡
大
し
て
示
そ
う

（
挿
図
2
）。
す
る
と
、
男
の
茶
色

の
短
い
羽
織
の
背
中
に
は
、「
丸

に
卍
紋
」
が
大
き
く
描
か
れ
て
い

る
で
は
な
い
か
。

「
丸
に
卍
紋
」
は
阿
波
の
蜂
須

賀
氏
の
家
紋
で
あ
る
。
妙
法
院
・

照
高
院
の
門
前
に
描
か
れ
て
い
る

（
4
）



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

四

利
が
与
え
た
戦
術
面
、
心
理
面
に
お
け
る
効
果
は
絶
大
で
あ
っ
た
。
豊
臣
恩
顧
の

大
名
家
の
代
表
格
と
も
見
な
さ
れ
て
い
る
蜂
須
賀
が
、
徳
川
方
の
た
め
に
大
戦
果

を
挙
げ
た
と
い
う
こ
と
は
家
康
と
秀
忠
を
い
た
く
喜
ば
せ
、
・
・
・
・
至
鎮
に
対

し
て
は
戦
後
、
淡
路
国
七
万
石
が
恩
賞
と
し
て
加
封
さ
れ
る
と
い
う
殊
遇
を
得
た

ほ
ど
で
あ
る
。
・
・
・
・

す
な
わ
ち
、
大
坂
冬
の
陣
に
お
け
る
蜂
須
賀
勢
の
攻
防
・
活
躍
は
と
く
に
顕
著
で
あ

り
、
世
間
で
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

他
方
、「
大
坂
夏
の
陣
」
で
の
蜂
須
賀
軍
は
ど
う
だ
っ
た
か
。『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家

譜
』
第
六
の
記
述
に
よ
っ
て
示
そ
う（
二
四
三
頁
）。

の
ち
大
坂
の
兵
ふ
た
ゝ
び
お
こ
る
に
よ
り
、
四
月
二
十
四
日
出
船
す
る
の
と
こ

ろ
、
波
濤
穏
な
ら
ざ
り
し
か
ば
、
領
国
川
口
に
船
を
と
ゞ
め
て
順
風
を
ま
ち
、
こ

の
む
ね
本
多
正
純
を
も
つ
て
上
聞
に
達
し
け
れ
ば
、
す
な
は
ち
奉
書
を
賜
ふ
。

二
十
七
日
淡
路
国
沼
嶋
に
を
し
わ
た
り
、
二
十
九
日
和
泉
国
田
川
に
着
船
す
と
い

へ
ど
も
、
こ
の
ご
ろ
分
国
船
数
少
き
に
よ
り
、
雑
兵
等
を
ひ
〳
〵
渡
海
す
る
を
ま

ち
、
こ
の
よ
し
又
本
多
正
信
に
よ
り
て
言
上
し
け
れ
ば
、
尤
に
お
ぼ
し
め
さ
る
ゝ

の
む
ね
奉
書
も
て
お
ほ
せ
下
さ
る
。

荒
れ
た
海
が
蜂
須
賀
軍
の
参
陣
を
阻
ん
だ
の
だ
っ
た
。
よ
う
や
く
和
泉
国
田
川
に
着

船
す
る
と
、
浅
野
長
晟
の
封
地
紀
伊
国
で
一
揆
が
蜂
起
し
、
隣
国
で
あ
る
和
泉
国
の
田

川
や
在
々
で
も
一
揆
の
企
て
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
ら
の
対
処
に
追
わ
れ
て
し
ま
っ

た
。
そ
し
て
、
長
晟
か
ら
一
揆
平
定
の
知
ら
せ
を
受
け
て
、
五
月
七
日
に
大
坂
へ
兵
を

進
め
た
と
こ
ろ
、
炎
上
す
る
大
坂
城
が
見
え
た
。
夜
通
し
進
軍
し
て
、
八
日
の
朝
に
住

吉
に
着
陣
し
、
茶
臼
山
と
岡
山
の
陣
営
に
い
っ
て
家
康
と
秀
忠
に
拝
謁
し
た
の
で
あ
っ

た
。
要
す
る
に
蜂
須
賀
軍
は
、
荒
れ
た
海
と
紀
伊
の
一
揆
の
た
め
に
、
夏
の
陣
の
決
戦

に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

の
は
下
郎
な
い
し
「
か
ぶ
き
者
」
の
喧
嘩
で
あ
る
が
、
こ
の
家
紋
は
、
そ
れ
が
大
き
な

戦
い
の
「
見
立
て
」
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

慶
長
十
九
年（
一
六
一
四
）十
月
か
ら
の
「
大
坂
冬
の
陣
」
に
お
い
て
、
と
く
に
目

立
っ
た
軍
勢
は
阿
波
の
蜂
須
賀
勢（
蜂
須
賀
隊
）で
あ
っ
た
。
大
坂
の
陣
に
つ
い
て
は
、

岡
本
良
一
『
図
説　

大
阪
の
陣
』、
二
木
謙
一
『
大
坂
の
陣
─
証
言
・
史
上
最
大
の
攻

防
戦
』、
笠
谷
和
比
古
『
関
ヶ
原
合
戦
と
大
坂
の
陣
』
や
渡
邊
大
門
『
大
坂
落
城　

戦

国
終
焉
の
舞
台
』
な
ど
を
参
照
す
る
と
し
よ
う
。

笠
谷
氏
の
『
関
ヶ
原
合
戦
と
大
坂
の
陣
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る

（
二
二
一
頁
）。

・
・
・
・
大
坂
冬
の
陣
の
本
格
的
な
戦
い
は
、
こ
れ
ら
木
津
川
河
口
一
帯
の
砦
の

攻
防
を
め
ぐ
っ
て
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
主
役
を
な
し
た
の
は
阿
波
一
八
万
石
の
大

名
、
蜂
須
賀
至
鎮
の
部
隊
で
あ
っ
た
。
大
坂
冬
の
陣
に
お
け
る
蜂
須
賀
隊
の
奮
戦

ぶ
り
に
は
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
こ
の
大
坂
の
陣
に
お

い
て
蜂
須
賀
家
が
置
か
れ
て
い
た
緊
張
感
に
満
ち
た
立
場
の
反
映
で
あ
っ
た
と
言

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

十
一
月
十
九
日
、
大
坂
方
の
木
津
川
の
砦
を
、
蜂
須
賀
至
鎮
・
浅
野
長
晟
・
池
田
忠

雄
の
三
者
で
攻
め
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
蜂
須
賀
至
鎮
は
抜
け
駆
け
し
て
、
砦
を
陥
落

さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
次
に
蜂
須
賀
勢
が
著
し
い
戦
果
を
挙
げ
た
の
は
、
同
月
二
十
九

日
の
未
明
に
、
薄
田
隼
人
の
守
っ
て
い
た
博
労
ケ
淵
の
砦
を
攻
撃
し
、
砦
を
奪
取
し

た
。
ま
た
逆
に
、
十
二
月
十
六
日
の
深
更
に
、
蜂
須
賀
勢
の
陣
地
は
、
大
坂
方
の
塙
団

右
衛
門
ら
に
よ
っ
て
夜
襲
を
か
け
ら
れ
て
も
い
る
。

笠
谷
氏
は
同
書
で
、
こ
の
蜂
須
賀
勢
の
活
躍
と
そ
の
結
果
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る（
二
二
七
頁
）。

　

こ
の
蜂
須
賀
隊
に
よ
る
木
津
川
口
砦
の
攻
略
と
、
そ
れ
に
続
く
博
労
ケ
崎
の
勝

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

五

し
た
が
っ
て
、「
か
ぶ
き
者
」
の
背
中
に
描
か
れ
た
「
丸
に
卍
紋
」
は
、
大
坂
冬
の

陣
に
お
け
る
蜂
須
賀
勢
を
意
味
す
る
。
こ
の
場
面
は
、
大
坂
冬
の
陣
に
お
け
る
戦
い
を

「
か
ぶ
き
者
」
た
ち
の
喧
嘩
に
見
立
て
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
見
立
て
の
表
現
に
よ
っ
て
、
舟
木
本
の
製
作
は
慶
長
十
九
年
の
大
坂
冬
の
陣
に

ま
で
続
い
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
製
作
は
恐
ら
く
慶
長
十
九
年
の
夏
以
降
に

始
ま
り
、
完
成
し
た
の
は
慶
長
十
九
年
末
〜
同
二
十
年
初
頭
頃
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
読
む
と
、
舟
木
本
の
右
隻
第
二
扇
の
喧
嘩
は
、
徳
川
美
術
館
本
の
右

隻
第
五
・
六
扇
上
部
に
描
か
れ
た
「
か
ぶ
き
者
」
の
喧
嘩
の
場
面
と
繋
が
る
。
蜂
須
賀

氏
の
「
卍
紋
」
が
両
作
品
を
繋
い
で
い
る
こ
と
に
奇
妙
な
因
縁
を
感
じ
る
の
は
、
私
だ

け
で
は
あ
る
ま
い
。

二　

徳
川
美
術
館
本
の
「
か
ぶ
き
者
」
の
喧
嘩
と
大
坂
夏
の
陣

本
題
の
徳
川
美
術
館
本
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て
の
検
討
・
読
解
に
入
る
と

し
よ
う
。

先
著
『
豊
国
祭
礼
図
を
読
む
』
で
は
、
徳
川
美
術
館
本
の
全
面
的
な
読
解
を
行
う
ス

ペ
ー
ス
的
余
裕
が
な
か
っ
た
の
で
、
次
の
二
点
の
検
討
に
絞
っ
て
記
述
を
行
っ
て
い
る
。

Ａ　

徳
川
美
術
館
本
の
伝
来
と
注
文
主
の
特
定
、
そ
し
て
製
作
年
代
の
推
定
を
行

い
、
次
の
よ
う
な
仮
説
を
提
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注

文
主
は
蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）で
あ
る
。
隠
居
し
た
家
政
は
、
阿
波
に
豊
国
大
明
神
を
勧

請
し
、
慶
長
十
九
年
八
月
に
、
自
分
の
隠
居
所
に
程
近
い
地
に
社
殿
を
建
立
し
た
の
だ

が
、
そ
の
際
、
同
社
に
奉
納
す
る
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
製
作
を
、
画
家
岩
佐
又
兵

衛
に
依
頼
し
た
。
製
作
年
代
は
慶
長
十
九
年
〜
同
二
十
年
頃
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
徳
川

美
術
館
本
の
伝
来
に
つ
い
て
は
、
高
野
山
光
明
院
と
蜂
須
賀
氏
の
密
接
な
関
係
を
指
摘

し
、
恐
ら
く
蜂
須
賀
家
政
の
死
去
に
際
し
て
、
彼
の
遺
物
と
し
て
光
明
院
に
奉
納
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
そ
れ
ら
の
推
論
と
論
拠
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
同
書

の
参
照
を
お
願
い
す
る（
二
三
〇
〜
二
四
八
頁
）。

Ｂ　

徳
川
美
術
館
本
の
最
も
興
味
深
い
場
面
と
し
て
、
右
隻
第
五
・
第
六
扇
に
描
か

れ
て
い
る
有
名
な
「
か
ぶ
き
者
」
た
ち
の
喧
嘩
の
場
面
を
取
り
上
げ
、
左
側
の
上
半
身

裸
の
大
柄
な
若
者
は
、
大
坂
夏
の
陣
の
豊
臣
秀
頼
の
「
見
立
て
」
な
の
だ
と
指
摘
し
た

（
二
四
九
〜
二
六
七
頁
）。
こ
の
挿
図
3
の
喧
嘩
の
場
面
に
つ
い
て
の
読
解
を
少
々
詳
し
く

記
述
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

左
側
の
大
柄
な
、
上
半
身
裸
の
若
者
が
差
し
て
い
る
大
太
刀
の
朱
鞘
に
は
「
い
き
す

挿図3　「かぶき者」の喧嘩
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」右隻第六扇・中



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

六

ぎ
た
り
や
廿
三　

八
ま
ん　

ひ
け
は
と
る
ま
い
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
朱
鞘
の
文

句
は
以
前
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
誰
も
「
廿
三
」
に
は
注
目
し
な
か
っ
た

の
だ
。

し
か
し
、「
か
ぶ
き
者
」
た
ち
の
場
合
、
生
き
過
ぎ
た
年
齢
は
「
廿
五
」
で
あ
る
。

「
か
ぶ
き
者
」
の
棟
梁
、
大
鳥
一
兵
衛
の
場
合
は
「
廿
五
」
だ
し
、
他
の
例
で
も
同
様

で
あ
る
。「
か
ぶ
き
者
」
た
ち
に
と
っ
て
、
二
十
五
歳
が
定
番
な
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
、

こ
の
若
者
は
「
廿
三
」
で
あ
る
。

な
ぜ
二
十
三
歳
な
の
か
？　

そ
れ
を
解
く
鍵（
コ
ー
ド
）が
、
豊
臣
秀
頼
の
死
歿
年
齢

で
あ
る
。
秀
頼
は
大
坂
夏
の
陣
に
お
い
て
、
二
十
三
歳
で
「
自
死
」
し
た
。
こ
の
「
か

ぶ
き
」
者
は
豊
臣
秀
頼
で
あ
っ
た
の
だ
。
徳
川
美
術
館
本
は
、
秀
頼
を
「
か
ぶ
き
者
」

の
若
者
と
し
て
描
き
、
大
坂
夏
の
陣
を
「
か
ぶ
き
」
者
た
ち
の
喧
嘩
に
見
立
て
た
の
で

あ
る
。

喧
嘩
相
手（
右
側
）の
武
士
た
ち
に
も
着
目
す
る
と
、
そ
の
先
頭
に
い
る
中
年
の
武
士

は
、
右
手
で
指
差
し
て
左
側
の
大
柄
な
若
者（
豊
臣
秀
頼
）に
難
癖
を
つ
け
て
お
り
、
太

刀
を
何
時
で
も
抜
け
る
よ
う
に
身
構
え
て
い
る
。
将
軍
徳
川
秀
忠
だ
。
流
石
に
三
つ
葉

葵
は
描
か
れ
な
い
。
秀
忠
は
、「
か
ぶ
き
者
」
の
豊
臣
秀
頼
と
対
峙
し
、
今
に
も
太
刀

を
抜
こ
う
と
し
て
い
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
喧
嘩
を
止
め
よ
う
と
し
て
い
る
武
士
が
い
る
こ
と
だ
。
黒
い
羽
織

に
は
、
緑
色
で
描
か
れ
た
「
卍
紋
」
と
「
梅
鉢
紋
」
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
秀
忠
の
背
後
の
太
刀
に
手
を
か
け
て
い
る
武
士
の
黒
い
短
衣
に
は
「
鷹
羽
紋
」
が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
家
紋
は
コ
ー
ド
で
あ
り
、「
卍
紋
」
は
蜂
須
賀
氏
、「
梅
鉢
紋
」
は
前

田
氏
、「
鷹
羽
紋
」
は
浅
野
氏
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
秀
吉
恩
顧
の
大
名
た
ち
だ
。
徳
川

美
術
館
本
の
注
文
主
は
、
こ
れ
ら
の
家
紋
の
人
物
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

黒
い
羽
織
に
「
卍
紋
」
と
「
梅
鉢
紋
」
の
二
つ
の
家
紋
が
描
か
れ
て
い
る
武
士
に
注

目
し
よ
う
。
彼
は
喧
嘩（
戦
い
）を
止
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
但
し
、
秀
忠
に
対
し
て
で

は
な
く
、
そ
の
背
後
に
続
く
武
士
た
ち
を
制
止
し
て
い
る
。
こ
の
武
士
は
、
蜂
須
賀
氏

と
前
田
氏
の
い
ず
れ
で
も
あ
り
得
る
け
れ
ど
、
恐
ら
く
梅
鉢
紋
は
「
目
く
ら
ま
し
」
で

あ
っ
て
、
卍
紋
の
蜂
須
賀
氏
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
徳
川
美
術
館
本
の
注
文

主
を
絞
り
込
む
際
に
、
手
が
か
り
の
一
つ
と
な
る
に
違
い
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
小
袖
に
鷹
羽
紋
が
描
か
れ
て
い
る
武
士（
浅
野
氏
）は
い
き
り
立
っ

て
太
刀
を
抜
こ
う
と
し
て
、
背
後
の
梅
鉢
紋
の
武
士（
前
田
氏
）が
引
き
と
め
て
い
る
。

浅
野
氏
の
姿
勢
が
蜂
須
賀
・
前
田
両
氏
と
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
表

現
で
あ
る
。

ま
た
、「
か
ぶ
き
者
」
の
「
鎌
〇
怒（
か
ま
わ
ぬ
）」
紋
が
あ
る
こ
と
に
も
気
付
く（
挿
図
4
）。

挿図4　「かぶき者」の「鎌○怒（かまわぬ）」紋
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」右隻第六扇・中



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

七

三　

注
文
主
・
画
家
・
製
作
年
代

次
に
、
Ａ
に
つ
い
て
の
検
討
に
進
も
う
。

小
稿
で
は
、
研
究
史
を
詳
細
に
辿
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
、
徳
川
美
術
館
本
「
豊

国
祭
礼
図
屏
風
」
を
め
ぐ
る
見
解
の
相
違
点
を
示
す
こ
と
に
と
ど
め
る
。
す
な
わ
ち
、

徳
川
美
術
館
本
の
注
文
主
・
画
家
・
製
作
年
代
そ
し
て
伝
来
関
係
に
つ
い
て
は
、
大
き

く
分
け
て
二
つ
の
見
解（
仮
説
）が
出
さ
れ
て
い
る
。

一
方
の
見
解
は
、
①
徳
川
美
術
館
本
の
注
文
主
を
阿
波
の
蜂
須
賀
家
政
、
②
画
家
を

岩
佐
又
兵
衛
と
し
、
③
製
作
年
代
を
慶
長
末
年
と
す
る
。
そ
し
て
、
④
伝
来
は
高
野
山

光
明
院
と
蜂
須
賀
家
の
深
い
関
係
の
な
か
で
考
え
て
い
る
。
美
術
史
家
で
は
、
福
井
県

立
美
術
館
の
戸
田
浩
之
氏
、
文
化
庁
文
化
財
部
美
術
学
芸
課
の
筒
井
忠
仁
氏
、
徳
川
美

術
館
の
四
辻
秀
紀
氏
な
ど
が
代
表
的
な
論
者
で
あ
る
。
戸
田
氏
の
小
論
「
徳
川
美
術
館

蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
研
究
」
で
示
さ
れ
た
も
の
が
、
最
も
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た

見
解
で
あ
ろ
う
。
こ
の
仮
説
の
特
徴
を
製
作
年
代
で
代
表
さ
せ
て
、
慶
長
末
年
製
作
説

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

絵
画
史
料
論
者
と
し
て
の
私
の
仮
説
は
、
こ
の
美
術
史
家
た
ち
の
説
と
近
い
が
、
少

し
前
進
し
た
。
蜂
須
賀
家
政
が
岩
佐
又
兵
衛
に
屏
風
の
製
作
を
依
頼
し
た
の
は
慶
長

十
九
年
の
夏
頃
で
あ
ろ
う
が
、
前
述
し
た
右
隻
第
五
・
第
六
扇
の
喧
嘩
の
場
面
の
「
か

ぶ
き
者
」
の
太
刀
の
鞘
に
描
か
れ
た
「
廿
三
」
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
徳
川
美
術
館
本
が

完
成
し
た
時
期
は
、大
坂
夏
の
陣
の
終
結
後（
七
月
十
三
日
の
元
和
改
元
の
前
後
）と
な
る
。

こ
れ
で
良
け
れ
ば
、
慶
長
末
年
製
作
説
は
慶
長
二
十（
元
和
元
）年
完
成
説
と
称
す
る
の

が
適
切
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

但
し
、
筒
井
氏
だ
け
は
、
注
文
主
と
製
作
目
的
な
ど
に
つ
い
て
独
自
な
推
測
を
行
っ

（
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）

こ
の
紋
は
、
従
来
、
幡
随
院
長
兵
衛
の
頃
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
き
た
が
、
慶
長
期

の
「
か
ぶ
き
者
」
が
す
で
に
使
用
し
て
い
た
紋
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
で
明
ら
か
に

な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
判
じ
物
的
な
趣
向
は
、
江
戸
中
期
に
ま
で
下
ら
ず
、
慶
長
期
の

「
か
ぶ
き
者
」
た
ち
が
す
で
に
好
ん
で
い
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
。

左
側
の
「
か
ぶ
き
者
」
の
若
者（
豊
臣
秀
頼
）と
、
右
側
の
中
年
武
士（
徳
川
秀
忠
）の

間
に
入
っ
て
、
後
者
に
対
し
て
手
を
合
わ
せ
て
謝
っ
て
い
る
の
は
、
方
広
寺
の
梵
鐘

の
「
国
家
安
康
」
の
入
っ
た
銘
文
を
草
し
た
禅
僧
清
韓
文
英
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
傍
ら

の
倒
れ
掛
か
っ
た
乗
物（
駕
籠
）か
ら
、
女
の
手
が
突
き
出
て
い
る
。
こ
の
乗
物
に
鏤
め

ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
家
紋
の
殆
ど
は
「
目
く
ら
ま
し
」
で
あ
り
、
豊
臣
氏
の
「
桐

紋
」
が
あ
る
。
乗
っ
て
い
る
の
は
淀
殿
な
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
乗
物
を
担
い
で
い
る

揃
い
の
短
衣
を
着
た
駕
籠
か
き
二
人
は
、
大
野
治
長
・
治
房
兄
弟
で
あ
ろ
う
。

乗
物
の
向
こ
う
側
、
す
ぐ
脇
に
後
家
尼
の
老
女
が
い
て
、
破
れ
傘
を
も
っ
た
ま
ま
慌

て
て
飛
び
退
い
て
い
る
。
後
家
尼
の
姿
だ
か
ら
、
こ
れ
は
高
台
院（
秀
吉
の
妻
お
ね
・
北

政
所
）で
あ
る
。
背
後
の
首
に
赤
布
を
巻
い
て
い
る
女
は
、
高
台
院
に
仕
え
て
い
た
女

房（
孝
蔵
主
？
）な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

さ
ら
に
上
の
方
に
は
、
侍
女
に
傘
を
さ
し
か
け
ら
れ
た
、
被
衣
姿
の
貴
女
が
い
る
。

喧
嘩
の
騒
ぎ
を
眺
め
て
い
る
よ
う
だ
。
今
の
と
こ
ろ
確
か
な
論
拠
は
示
せ
な
い
の
だ
け

れ
ど
も
、
大
坂
城
か
ら
脱
出
し
た
千
姫
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
徳
川
美
術
館
本
の
右
隻
の
一
角
に
は
、
大
坂
夏
の
陣
の
豊
臣
秀
頼
と
徳
川

秀
忠
の
戦
い
が
「
か
ぶ
き
者
」
た
ち
の
喧
嘩
に
見
立
て
て
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
こ
の
屏
風
の
注
文
主
に
と
っ
て
必
須（
あ
る
い
は
必
要
）な
表
現
で
あ
り
、

し
か
も
、
徳
川
方
の
者
が
見
て
も
気
付
か
れ
に
く
い
「
見
立
て
」
の
表
現
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

（
9
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徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

八

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
氏
の
博
士
論
文
「
岩
佐
又
兵
衛
の
研
究
」
の
要
旨
が
ネ
ッ
ト

上
に
公
開
さ
れ
て
い
て
、
第
三
章
「
風
俗
画
作
品
の
研
究
─
徳
川
黎
明
会
所
蔵
「
豊
国

祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て
─
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

・
・
・
・
大
坂
の
陣
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
蜂
須
賀
家
を
味
方
に
つ
け
る
べ
く
、

豊
臣
家
が
蜂
須
賀
家
に
贈
っ
た
の
が
本
屏
風（
徳
川
美
術
館
本
の
こ
と
。
筆
者
註
）で

は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
様
式
的
に
は
、
舟
木
本
「
洛
中
洛
外
図
」
と
類
似
し
て

お
り
、
製
作
背
景
か
ら
考
え
て
も
、
製
作
年
代
は
慶
長
末
年
に
さ
か
の
ぼ
り
う
る

と
思
わ
れ
る
。

こ
の
徳
川
美
術
館
本
の
注
文
主
を
豊
臣
家
と
し
、
蜂
須
賀
家
を
味
方
に
付
け
る
た
め

に
贈
っ
た
の
で
は
と
す
る
推
測
は
ユ
ニ
ー
ク
だ
が
、
確
た
る
論
拠（
な
い
し
証
拠
）が
あ

る
と
は
思
え
な
い
。
拙
著
『
豊
国
祭
礼
図
を
読
む
』
が
示
し
た
「
か
ぶ
き
者
」
の
喧
嘩

に
つ
い
て
の
解
釈（
前
述
）と
も
矛
盾
す
る
。
ど
の
よ
う
な
説
明
を
さ
れ
て
い
る
の
か
、

是
非
と
も
知
り
た
い
。
筒
井
氏
の
著
書
の
刊
行
を
俟
つ
と
し
よ
う
。

も
う
一
方
の
見
解
は
、
①
徳
川
美
術
館
本
の
注
文
主
に
つ
い
て
松
平
忠
直
の
可
能
性

を
想
定
し
、
②
画
家
は
岩
佐
又
兵
衛
の
作
と
い
う
よ
り
、
又
兵
衛
工
房
作
で
あ
る
と
判

断
す
る
。
③
製
作
年
代
に
つ
い
て
は
、
元
和
末
年
〜
寛
永
初
年
と
推
定
し
て
い
る
。
そ

し
て
④
伝
来
は
、
毛
利
家
が
高
野
山
光
明
院
の
檀
那
で
あ
る
と
の
宮
島
新
一
氏
の
指
摘

に
依
拠
し
て
い
る
。
こ
の
仮
説
を
主
張
す
る
美
術
史
家
は
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
の
辻

惟
雄
氏
、
東
京
大
学
の
佐
藤
康
宏
氏
、
出
光
美
術
館
の
廣
海
伸
彦
氏（
宮
島
新
一
氏
も
加

え
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
）な
ど
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
仮
説
も
製
作
年
代
で
代
表
さ
せ
て

元
和
〜
寛
永
初
年
製
作
説
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

こ
こ
で
は
、
代
表
的
な
論
者
で
あ
る
佐
藤
氏
の
仮
説
の
変
遷
を
紹
介
し
て
、
二
、
三

の
批
判
的
検
討
を
行
う
こ
と
に
し
よ
う
。

佐
藤
氏
は
、
ま
ず
論
文
「
又
兵
衛
風
諸
作
品
の
再
検
討
」
に
お
い
て
、
辻
氏
の
驥
尾

に
付
い
て
舟
木
本
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
と
徳
川
美
術
館
本
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の

前
後
関
係
を
論
じ
、
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る（
三
八
三
頁
）。

・
・
・
・
ａ
一
方
は
馬
、
一
方
は
牛
が
騒
い
だ
の
に
驚
い
て
逃
げ
出
す
編
笠
の
男

を
描
い
て
い
る
が
、
舟
木
本
の
方
が
つ
ま
づ
い
て
転
ぶ
人
物
を
誇
張
し
な
が
ら
も

自
然
な
動
作
と
し
て
描
写
し
て
い
る
の
に
対
し
、
徳
川
本
は
、
右
腕
が
な
く
な
り

天
秤
棒
を
顔
の
向
こ
う
で
か
つ
い
で
い
る
な
ど
、
不
自
然
な
写
し
崩
れ
が
目
立

つ
。
ｂ
私
も
ま
た
舟
木
本
の
同
じ
場
面
か
ら
も
う
一
例
を
追
加
し
よ
う（
挿
図
11
・

12
）。
こ
ち
ら
も
暴
れ
馬
に
驚
い
て
転
び
か
け
て
い
る
男
を
描
い
て
い
る
の
だ
が
、

舟
木
本
と
較
べ
る
と
き
、
徳
川
本
が
舟
木
本
の
図
像
を
も
と
に
人
体
の
構
造
を
無

視
す
る
ほ
ど
崩
れ
歪
ん
だ
形
を
作
り
出
し
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
徳
川

本
の
方
が
後
に
生
ま
れ
た
派
生
的
な
性
格
を
持
つ
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
は
考
え

ら
れ
な
い
。
ｃ
徳
川
本
を
慶
長
年
間
の
作
と
見
る
意
見
は
依
然
根
強
い
の
だ
が
、

舟
木
本
が
一
六
一
四
年
か
そ
の
直
後
こ
ろ
の
作
と
推
定
さ
れ
る
以
上
、
そ
れ
よ
り

徳
川
本
が
先
行
す
る
と
い
う
の
は
無
理
が
あ
る
。
私
自
身
は
、
徳
川
本
は
舟
木
本

と
違
っ
て
又
兵
衛
自
身
が
仕
上
げ
の
筆
を
執
っ
て
お
ら
ず
、
又
兵
衛
の
下
絵
を

も
と
に
又
兵
衛
工
房
が
元
和
年
間
に
製
作
し
た
も
の
と
考
え
る
。（「
ａ
」
〜
「
ｃ
」

は
筆
者
に
よ
る
）

こ
の
引
用
し
た
箇
所
は
、
舟
木
本
と
徳
川
美
術
館
本
の
前
後
関
係
の
判
断
の
仕
方
を

語
っ
て
く
れ
て
い
る
の
で
、
実
に
有
難
い
文
章
な
の
で
あ
る
。

ａ
か
ら
批
判
し
よ
う
。
問
題
の
挿
図
5
を
御
覧
い
た
だ
こ
う
。
佐
藤
氏
は
、
こ
れ

は
「
不
自
然
な
写
し
崩
れ
」
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
佐
藤
氏
の
見
間
違
い

だ
。
こ
の
男
は
担
い
で
い
る
の
は
外
居（
行
器
）で
あ
り
、
食
物
が
入
っ
て
い
る
の
だ
。

上
に
柄
杓
が
あ
る
か
ら
、
汁
物
も
入
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
を
ひ
っ
く
り
返

さ
な
い
た
め
に
、
慌
て
て
朸（
天
秤
棒
）を
肩
か
ら
お
ろ
し
、
両
手
で
前
に
支
え
持
っ
た

（
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）

（
12
）



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

九

状
態
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
右
手
が
身
体
で
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、

一
寸
見
に
は
不
自
然
に
見
え
る
け
れ
ど
、
断
じ
て
「
写
し
崩
れ
」
で
は
な
い
。
佐
藤
氏

の
誤
解
な
の
で
あ
っ
た
。

ｂ
の
「
転
び
か
け
て
い
る
男
」
の
姿
勢
の
比
較
に
つ
い
て
も
問
題
が
あ
る
。
岩
佐
又

兵
衛
と
彼
の
影
響
下
に
あ
る
絵
師
た
ち
は
、
挿
図
6
の
よ
う
な
「
転
び
か
け
て
い
る

男
」
を
し
ば
し
ば（
好
ん
で
）描
い
て
い
る
。
又
兵
衛
風
絵
巻
群
を
見
よ
。
こ
の
「
転
び

か
け
て
い
る
男
」
こ
そ
は
、
又
兵
衛
が
生
み
出
し
た
動
的
な
人
物
の
“
か
た
ち
”（
の
一

つ
）で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
過
剰
に
不
自
然
な
姿
勢
こ
そ
が
、
又
兵
衛
の
躍
動
的
な
身

体
表
現
の
真
骨
頂
な
の
で
あ
る
。「
崩
れ
歪
ん
だ
形
」
云
々
と
し
て
し
ま
っ
て
は
身
も

蓋
も
な
い
。

つ
ま
り
、
ａ
・
ｂ
共
に
不
適
切
で
あ
り
、
も
っ
と
良
い
例

を
示
し
て
自
説
を
裏
付
け
る
必
要
が
あ
る
と
私
は
判
断
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
ｃ
に
関
し
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
よ

う
。な

お
、
同
論
文
の
直
後
に
出
さ
れ
た
『
祭
礼
図
』
で
は
、

徳
川
美
術
館
本
は
、「
上
瑠
璃
」
な
ど
と
同
様
に
越
前
藩
主

松
平
忠
直
の
た
め
に
製
作
さ
れ
た
作
品
と
想
定
で
き
る
と

し
、
宮
島
新
一
氏
の
仮
説
を
元
に
、
徳
川
美
術
館
本
は
「
不

仲
で
あ
っ
た
祖
父（
徳
川
家
康
、
黒
田
注
）の
死
を
記
念
し
て
又

兵
衛
に
発
注
し
、
構
想
に
つ
い
て
も
指
示
し
た
の
が
徳
川
本

「
豊
国
祭
礼
図
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。・
・
・
・
豊
臣
の
霊

廟
は
破
却
を
命
じ
て
お
き
な
が
ら
、
実
は
そ
れ
と
よ
く
似
た

霊
廟
に
東
照
大
権
現
は
お
わ
し
ま
す
。
こ
の
矛
盾
し
た
二
番

煎
じ
を
い
か
に
も
そ
れ
ら
し
く
徹
底
的
な
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
し

（
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）

挿図5　天秤棒をかついでいる男（朸で外居を運んでいる男）
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」右隻第五扇・中

挿図6　転びかけている男
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」右隻第三扇・下

て
表
現
す
る
の
が
、
徳
川
本
の
眼
目
と
見
え
る
」（
六
七
・
六
八
頁
）と
し
て
い
る
。

こ
の
「
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
し
て
の
豊
国
祭
礼
図
」
説
に
つ
い
て
は
、
そ
の
前
提
で
あ
る

宮
島
仮
説
が
す
で
に
否
定
さ
れ
て
い
る
し
、
忠
直
は
祖
父
家
康
と
不
仲
で
は
な
い
。
前

述
の
「
か
ぶ
き
者
」
を
豊
臣
秀
頼
の
見
立
て
と
す
る
私
見
も
提
示
し
て
あ
る
の
で
、
改

め
て
批
判
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

佐
藤
氏
の
最
新
見
解
と
し
て
は
、
論
文
「
浮
世
又
兵
衛
行
状
記
」
が
あ
る
。
近
年
の

徳
川
美
術
館
本
に
関
す
る
美
術
史
研
究
を
紹
介
し
つ
つ
、
自
身
の
見
解
を
示
し
た
も
の

だ（
八
四
〜
八
六
頁
）。
但
し
、
い
ず
れ
も
ク
リ
ア
ー
な
仮
説
と
は
な
っ
て
い
な
い
と
思

わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
も
敢
え
て
批
判
す
る
に
は
及
ぶ
ま
い
。 （

14
）
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と
こ
ろ
で
、
徳
川
美
術
館
本
の
製
作
年
代
に
つ
い
て
佐
藤
氏
は
、「
元
和
元
年

（
一
六
一
五
）こ
ろ
よ
り
も
後
に
製
作
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る（
八
四
頁
）。
こ

の
よ
う
な
書
き
っ
ぷ
り
だ
と
、
も
は
や
元
和
〜
寛
永
初
年
製
作
説
と
は
言
っ
て
も
、
戸

田
氏
ら
の
慶
長
末
年
製
作
説
や
黒
田
の
慶
長
二
十（
元
和
元
）年
完
成
説
と
連
続
し
て
い

る
。
も
は
や
時
期
的
な
違
い
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ

が
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

結
局
、
美
術
史
家
た
ち
に
と
っ
て
の
問
題
は
、
徳
川
美
術
館
本
の
製
作
に
岩
佐
又
兵

衛
が
ど
れ
だ
け
関
わ
っ
た
か
の
判
断
で
あ
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
見
解
の
相
違
に
帰

着
す
る
。
私
の
考
え
方
・
見
解
を
示
そ
う
。

第
一
点
。
慶
長
十
九
年
八
月
前
後
に
、
蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）は
、「
豊
国
祭
礼
図
屏

風
」
の
製
作
を
岩
佐
又
兵
衛
に
注
文
し
た
。
阿
波
小
松
島
に
建
立
し
た
豊
国
社
に
奉
納

す
る
た
め
だ
。
阿
波
・
淡
路
の
二
か
国
を
領
す
る
大
名
家
か
ら
の
特
別
注
文
で
あ
り
、

屏
風
は
阿
波
豊
国
社
へ
奉
納
さ
れ
る
た
め
の
作
品
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
屏
風
の

製
作
を
依
頼
さ
れ
た
岩
佐
又
兵
衛
が
、
肝
心
の
仕
上
げ
の
筆
を
執
っ
て
い
な
い
な
ど
と

い
う
こ
と
が
果
た
し
て
有
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
通
常
は
考
え
ら
れ
な
い
。

佐
藤
氏
が
そ
の
見
解
を
維
持
す
る
に
は
、
大
名
家
か
ら
特
別
注
文
さ
れ
た
屏
風
の
製

作
に
あ
た
っ
て
、
工
房
の
主
た
る
岩
佐
又
兵
衛
が
仕
上
げ
の
筆
を
執
ら
な
か
っ
た
の
は

ど
う
し
て
な
の
か
を
説
明
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
又
兵
衛
以
外
の
誰
が
仕
上
げ
の
筆
を

執
っ
た
の
か
を
示
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

絵
画
史
料
論
者
で
あ
る
私
は
、
画
家
の
線
・
色
彩
や
“
か
た
ち
”
に
つ
い
て
、
美
術

史
家
の
よ
う
な
論
じ
方
を
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
私
の
主
張
は
、
こ
の
よ
う
な
大
名
か

ら
の
注
文
に
よ
る
重
大
な
仕
事
に
は
、
必
ず
岩
佐
又
兵
衛
の
深
い
関
与
が
あ
っ
た
筈

だ
、
と
言
う
も
の
だ
。
お
そ
ら
く
、
注
文
主
と
又
兵
衛
の
間
で
は
屏
風
製
作
に
つ
い
て

の
相
談
が
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
下
図
を
前
に
し
て
の
両
者
の
「
や
り
と
り
」
も
あ
っ

た
に
相
違
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
又
兵
衛
は
「
仕
上
げ
」
を
し
た
筈
で
あ
る
。
小
稿
の

第
四
章
と
第
五
章
は
、
徳
川
美
術
館
本
の
な
か
に
、
そ
う
し
た
表
現
を
探
す
試
み
の
一

つ
で
も
あ
る
。

第
二
点
。
舟
木
本
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
と
徳
川
美
術
館
本
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」

を
較
べ
て
、
後
者
に
は
「
写
し
崩
れ
」
が
あ
る
と
す
る
よ
う
な
比
較
で
は
、
研
究
の
深

化
は
期
待
出
来
な
い
と
思
う
。

舟
木
本
と
徳
川
美
術
館
本
で
は
、
画
家
の
製
作
姿
勢
が
ま
ず
違
う
。
そ
れ
だ
け
で
は

な
く
、
注
文
主（
大
名
家
と
下
京
の
上
層
町
人
）も
、
費
用
と
材
料（
料
紙
や
絵
具
そ
の
他
）も
、

機
能（
日
常
的
な
使
用
と
神
社
へ
の
奉
納
）も
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
、
舟
木
本
の
筆

致
や
色
遣
い
そ
の
他
と
、
徳
川
美
術
館
本
の
そ
れ
の
大
き
な
相
違
を
生
み
出
し
て
い
る

の
だ
。
徳
川
美
術
館
本
の
筆
致
や
彩
色
が
、
舟
木
本
の
そ
れ
と
大
き
く
違
う
の
は
至
極

当
然
な
の
で
あ
り
、
単
純
な
比
較
は
問
題
の
解
明
を
遠
ざ
け
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。

も
し
も
私
が
美
術
史
家
で
あ
っ
た
な
ら
、
舟
木
本
と
徳
川
美
術
館
本
の
諸
表
現
や
筆

致
・
彩
色
・
か
た
ち
な
ど
を
綿
密
に
比
較
・
検
討
し
て
、
慶
長
末
年
時
点
で
の
岩
佐
又

兵
衛
の
絵
画
製
作
が
ど
の
よ
う
な
表
現
の
幅（
広
が
り
）や
作
域
を
持
っ
て
い
た
か
を
解

明
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。

四　

左
隻
の
中
心
の
桟
敷
と
そ
こ
に
坐
っ
て
い
る
武
士
の
姿

さ
て
、
こ
れ
で
い
よ
い
よ
本
題
に
入
る
。「
は
じ
め
に
」
で
記
し
た
よ
う
に
、
私
は

十
数
年
前
に
、
左
隻
第
四
扇
中
央
に
描
か
れ
た
桟
敷
と
そ
こ
に
坐
っ
て
い
る
中
年
の
武

士
の
姿
こ
そ
が
、
徳
川
美
術
館
本
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
核
心
的
表
現（
の
一
つ
）で

あ
る
と
考
え
た
。
そ
の
読
解
を
本
章
と
次
章
で
果
た
そ
う
と
思
う
。

最
初
に
徳
川
美
術
館
本
の
左
隻
の
全
図
を
示
そ
う（
挿
図
7
）。
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こ
の
左
隻
に
は
、
八
月
十
五
日
に
行
わ
れ
た
豊
国
躍
り
と
非
人
施
行
が
描
か
れ
て
い

る
。
上
半
分
に
は
、
金
雲
に
包
ま
れ
た
方
広
寺
大
仏
殿
が
あ
り
、
そ
の
境
内
に
は
、
施

し
を
受
け
よ
う
と
「
非
人
」
た
ち
が
集
ま
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
美
術
史
家

は
朝
鮮
通
信
使
と
誤
認
し
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
朝
鮮
の
芸
能
民
た
ち
の
姿
も
あ
っ

た
。下

半
分
を
中
心
に
、
上
・
下
京
の
町
人
の
五
つ
の
輪
が
躍
っ
て
い
る
。
第
一
扇
の
上

方
に
は
上
京
の
「
西
陣
組
」・「
小
川
組
」、
第
一
扇
か
ら
第
二
扇
に
か
け
て
は
下
京
の

「
う
し
と
ら
組
」、
第
二
扇
か
ら
第
三
扇
に
は
上
京
の
「
一
条
組
」・「
中
筋
組
」・「
下
立

売
」、
第
四
扇
か
ら
第
五
扇
に
は
上
京
の
「
新
在
家
組
」・「
川
西
川
東
」、
そ
し
て
第
五

扇
か
ら
第
六
扇
に
は
下
京
の
「
中
の
組
」・「
川
西
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
集

団
の
「
一
つ
物
」
や
躍
っ
て
い
る
人
々
の
姿
は
、
そ
の
気
に
な
れ
ば
際
限
な
く
読
み
解

く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
本
稿
の
課
題
で
は
な
い
。

私
が
着
目
し
た
の
は
桟
敷
だ
。
見
物
す
る
人
々
が
坐
っ
て
い
る
桟
敷
は
、
左
隻
で
一

番
奇
抜
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
良
か
ろ
う
。
桟
敷
が
二
階
建
て
の
よ
う
に

描
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
よ
り
実
際
に
ち
か
い
表
現
の
豊
国
神
社
本
「
豊
国
祭
礼
図
屏

風
」
の
左
隻
で
は
、
石
垣
上
に
設
け
ら
れ
た
桟
敷
は
全
て
平
屋
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
徳

川
美
術
館
本
の
二
階
建
て
の
桟
敷
は
あ
く
ま
で
絵
画
上
の
表
現
な
の
だ
。
そ
し
て
、
こ

の
現
実
離
れ
を
し
た
桟
敷
群
の
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
、
第
四
扇
中
央
、
楼
門
の

右
側
に
設
け
ら
れ
た
挿
図
8
の
二
つ
の
桟
敷
で
あ
っ
た
。

こ
の
徳
川
美
術
館
本
左
隻
第
四
扇
の
桟
敷
に
つ
い
て
の
読
解
に
入
る
前
に
、
豊
国
神

社
本
と
徳
川
美
術
館
本
の
桟
敷
の
比
較
を
示
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
右
隻
に
つ
い
て
だ
が
、
豊
国
神
社
本
の
右
隻
で
は
、
①
桟
敷
は
高
床
式
で
、
下

部
に
は
幕
が
張
ら
れ
て
お
り
、
従
者
ら
が
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
。
屋
根
は
板
葺
で
あ

る
。
②
楼
門
の
左（
北
）側
と
右（
南
）側
に
あ
る
桟
敷
は
特
別
で
、
下
に
張
ら
れ
て
い
る

挿図７　「豊国祭礼図屛風」左隻全図　徳川美術館蔵



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

一
二

幕
に
菊
紋
と
桐
紋
が
あ
る
か
ら
、
豊
臣
家
の
桟
敷
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
左
右

の
桟
敷
に
は
御
簾
が
下
が
っ
て
い
て
内
部
は
描
か
れ
な
い
。
上
部
に
は
水
引
暖
簾
が
張

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
左
側
の
桟
敷
だ
け
が
切
妻
の
屋
根
で
あ
り
、
水
引
暖
簾
・
御
簾

だ
け
で
な
く
、
帳（
と
ば
り
）も
あ
る
。
こ
こ
に
は
高
台
院（
北
政
所
、
秀
吉
の
正
妻
お
ね
）

が
い
た
の
で
あ
る
。
③
そ
れ
以
外
の
桟
敷
に
も
、
御
簾
・
水
引
暖
簾
そ
し
て
幕
な
ど
が

描
か
れ
て
お
り
、
水
引
暖
簾
と
幕
の
表
現
が
目
立
つ
。

そ
れ
に
対
し
て
徳
川
美
術
館
本
の
右
隻
は
、
①
高
床
式
の
桟
敷
と
下
部
の
幕
そ
し
て

板
葺
き
の
屋
根
も
、
豊
国
神
社
本
と
同
様
で
あ
り
、
同
本
の
表
現
を
踏
襲
し
て
い
る
こ

と
が
明
白
で
あ
る
。
②
楼
門
の
左（
北
）側
と
右（
南
）側
に
あ
る
特
別
な
桟
敷
の
表
現
も

豊
国
神
社
本
と
同
様
で
あ
り
、
下
に
張
ら
れ
た
幕
に
は
、
菊
紋
と
桐
紋
が
描
か
れ
て
い

る
。
③
桟
敷
の
表
現
は
、
御
簾
が
か
け
ら
れ
て
い
る
の
が
基
本
で
あ
り
、
水
引
暖
簾
が

か
か
っ
て
い
る
桟
敷
は
楼
門
の
左
右
と
も
う
一
か
所
の
合
計
三
か
所
し
か
な
い
。
水
引

挿図8　中心に描かれている上・下の特別な桟敷
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」左隻
　第四扇・中

暖
簾
が
あ
る
桟
敷
は
特
別
な
の
だ
。
そ
し
て
帳
の
あ
る
桟
敷
は
皆
無
で
あ
る
。

次
に
左
隻
の
方
だ
が
、
豊
国
神
社
本
で
は
、
⑴
桟
敷
は
石
垣
の
上
に
設
け
ら
れ
、
板

や
襖
な
ど
を
屋
根
替
わ
り
に
し
た
簡
単
な
構
造
で
あ
っ
て
、
全
て
平
屋（
一
階
建
て
）で

あ
る
。
石
垣
な
ど
の
上
に
敷
物
を
敷
い
た
だ
け
で
あ
り
、
床
下
に
右
隻
の
よ
う
な
幕
は

な
い
。
⑵
御
簾
・
幕
・
水
引
暖
簾
の
な
い
桟
敷
が
多
く
、
幕
の
張
ら
れ
て
い
る
桟
敷
が

三
つ
、
御
簾
の
あ
る
桟
敷
は
一
つ
だ
け
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
徳
川
美
術
館
本
の
左
隻
で
は
、
⑴
桟
敷
が
ま
る
で
二
階
建
て
で
あ

る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
⑵
ほ
と
ん
ど
の
桟
敷
に
御
簾
が
描
か
れ
て
い
る（
異

国
人
の
い
る
桟
敷
だ
け
を
例
外
と
し
て
）。
御
簾
の
下
が
っ
て
い
る
桟
敷
に
つ
い
て
も
、
中

の
人
々
が
透
け
て
見
え
る
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
⑶
桟
敷
群
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
第
四
扇
の
真
ん
中
に
描
か
れ
た
楼
門
右
側
の
上
・
下
に
描
か
れ
た
桟
敷
で
あ
る

（
挿
図
8
）。
こ
の
二
つ
の
桟
敷
に
だ
け
御
簾
以
外
に
水
引
暖
簾
も
張
ら
れ
て
お
り
、
特

別
な
桟
敷
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
第
四
扇
中
央
の
二
つ
の
桟

敷
は
、
左
隻
の
表
現
全
体
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
も
明
瞭
で
あ
る
。

こ
の
特
別
な
二
つ
の
桟
敷
を
拡
大
し
て
、
上
の
桟
敷
は
挿
図
9
、
下
の
桟
敷
は
挿
図

10
と
し
て
示
そ
う
。

挿
図
9
の
上
の
桟
敷
に
は
女
た
ち
が
八
人
い
る
。
そ
の
中
心
に
い
て
、
片
膝
を
立
て

て
、
左
腰
に
重
心
を
お
い
て
坐
っ
て
い
る
貴
女
が
桟
敷
の
主
人
公
で
あ
ろ
う
。
右
手
に

持
っ
て
い
る
ら
し
い
「
黒
い
扇
」
も
目
立
つ
が
、
こ
の
貴
女
が
何
者
か
直
ぐ
に
は
分
か

ら
な
い
。

そ
こ
で
次
に
挿
図
10
の
下
の
桟
敷
の
表
現
を
見
る
と
、
こ
の
桟
敷
に
い
る
大
人
は
中

年
の
武
士
一
人
だ
け
で
あ
る
。
あ
と
は
武
士
の
前
に
い
る
童（
子
ど
も
）一
人
と
、
背
後

の
小
姓
と
思
わ
れ
る
前
髪
姿
の
少
年
が
二
人
い
る
だ
け
だ
。
そ
こ
に
老
僧
が
顔
を
覗
か

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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他
の
桟
敷
を
見
る
と
、
例
え
ば
、
挿
図
11
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
の
女
た
ち
が
い
る

か
、
挿
図
12
の
よ
う
に
男
た
ち
が
ぎ
っ
し
り
と
坐
っ
て
い
る
。
男
た
ち
だ
け
の
桟
敷
、

女
た
ち
だ
け
の
桟
敷
、
男
女
が
入
り
混
じ
っ
た
桟
敷
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
い
ず

れ
も
ぎ
っ
し
り
と
人
が
詰
ま
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
挿
図
10
の
桟
敷
だ
け
は
他
の
桟
敷
と
全
く
違
っ
て
い
る
。
物
憂
げ
な
表

情
を
し
た
中
年
の
武
士
が
主
人
公
で
あ
り
、
桟
敷
を
独
り
占
め
に
し
て
い
る
の
だ
。
こ

の
中
年
の
武
士
は
、
特
別
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
武

士
の
姿
勢
は
、
上
の
桟
敷
に
描
か
れ
た
女
主
人
公
と
同
じ
く
、
左
腰
に
重
心
を
置
い
た

挿図9　上に描かれている特別な桟敷（拡大）
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」左隻第四扇・中

挿図10　下に描かれている特別な桟敷（拡大）
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」左隻第四扇・中

姿
勢
で
坐
っ
て
い
る
。
彼
の
表
情
も
、
そ
の
坐
り
方
も
実
に
気

に
な
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

こ
の
武
士
は
、
一
体
、
何
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
十
数
年
前
か
ら
調
べ
始
め
た
。
豊
臣
秀
吉
と
深
い
関
係

の
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
、
例
え

ば
、
候
補
者
と
し
て
結
城
秀
康
な
ど
を
挙
げ
て
調
べ
て
み
た

が
、
ど
れ
も
見
事
な
空
振
り
と
な
っ
た
。
ま
た
、
水
引
暖
簾
に

あ
る
家
紋
ら
し
き
文
様
も
検
討
し
た
が
、
こ
れ
は
「
家
紋
も
ど

き
」
で
し
か
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
時
間
が
い
た
ず
ら
に
経
過

し
、
結
局
、
拙
著
『
豊
国
祭
礼
図
を
読
む
』
で
は
、
挿
図
10
の

桟
敷
の
武
士
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

そ
れ
な
の
に
、
拙
著
『
豊
国
祭
礼
図
を
読
む
』
で
は
、
戸
田

氏
ら
と
同
様
に
、
徳
川
美
術
館
本
の
注
文
主
は
蜂
須
賀
家
政
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
何
故
か
。

一
つ
に
は
、
徳
川
美
術
館
本
の
伝
来
関
係
を
調
べ
た
結
果
に

よ
る
。
も
う
一
つ
は
、
徳
川
美
術
館
本
左
隻
第
二
扇
の
表
現
の
な
か
に
、
蜂
須
賀
氏
の

「
卍
紋
」
を
見
出
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

左
隻
第
二
扇
に
あ
る
挿
図
13
の
標
に
つ
い
て
、
私
は
次
の
よ
う
に
書
い
た（
二
六
八

頁
）。・

・
・
・
左
隻
の
豊
国
躍
の
集
団
に
は
、
秀
吉
讃
仰
の
標
が
そ
こ
か
し
こ
に
描
か

れ
て
お
り
、そ
の
一
つ
に
第
二
扇
の「
太
」と
い
う
標
が
あ
る
。
こ
の「
太
」は「
太

閤
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
上
部
に
は
、
卍
紋
が
し
っ
か
り
描
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
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徳
川
美
術
館
本
の
左
隻
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
豊
国
躍
に
は
、
家
紋
も
ど
き

の
文
様
が
あ
ふ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
な
か
で
一
か
所
だ
け
、
こ
の
よ
う

に
明
瞭
な
形
の
卍
紋
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
卍
紋
は
、
光
明
院
が
ら
み
で
蜂

須
賀
家
の
家
紋
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
太
」
と
セ
ッ
ト

で
描
か
れ
た
卍
紋
こ
そ
、
注
文
主
が
蜂
須
賀
家
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
だ

ろ
う
。

で
は
、
蜂
須
賀
氏
の
誰
か
。
蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
家
政
は
、

慶
長
十
九
年
八
月
に
、
阿
波
に
豊
国
社
を
建
立
し
て
い
る
。
そ
の
社
に
奉
納
・
安
置
す

る
た
め
に
、
蜂
須
賀
家
政
が
岩
佐
又
兵
衛
に
発
注
し
た
屏
風
が
徳
川
美
術
館
本
で
あ
っ

た
可
能
性
が
一
番
高
い
。
豊
臣
秀
頼
と
淀
殿
が
、
慶
長
十
一
年
八
月
十
三
日
に
「
豊
国

挿図11　女たちだけの桟敷（拡大）
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」左隻第四扇・中

挿図12　男たちだけの桟敷（拡大）
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」左隻第四扇・中

挿図13　「太」（太閤）の標とその竿頭の「卍紋」
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」
　左隻第二扇・下

祭
礼
図
屏
風
」
を
京
の
豊
国
神
社
に
奉
納
し
た
の
に
な
ら
っ
た
の
だ
。
蜂
須
賀
氏
ゆ
か

り
の
高
野
山
光
明
院
に
伝
来
し
た
の
も
、寛
永
十
五
年
十
二
月
末
に
死
去
し
た
家
政（
蓬

庵
）の
「
遺
物
」
が
光
明
院
に
納
め
ら
れ
た
と
考
え
る
と
、
整
合
的
な
理
解
が
で
き
る
。

こ
れ
が
拙
著
で
の
徳
川
美
術
館
本
に
つ
い
て
の
仮
説
で
あ
っ
た
が
、
十
分
で
あ
ろ
う

か
。
否
だ
。
肝
心
の
左
隻
第
四
扇
の
中
央
の
桟
敷
に
坐
っ
て
い
る
中
年
の
武
士
の
姿
に

つ
い
て
、
説
明
も
読
解
も
で
き
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

五　

桟
敷
の
中
年
の
武
士
と
蜂
須
賀
家
政
の
肖
像
画

か
く
し
て
、
凸
版
印
刷
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
徳
川
美
術
館
本
「
豊
国
祭
礼
図
屏
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風
」
の
Ｖ
Ｒ
に
よ
っ
て
左
隻
の
桟
敷
群
を
集
中
的
に
見
直
す
こ
と
に
し
た
。
一
章
に
お

い
て
舟
木
本
右
隻
第
二
扇
の
喧
嘩
し
て
い
る
男
の
背
中
に
「
丸
に
卍
紋
」
を
見
出
し
、

ま
た
、
二
章
と
四
章
で
家
紋
な
ど
の
検
討
を
経
て
い
る
私
の
関
心
は
「
卍
紋
」
に
あ
っ

た
。
そ
の
眼
で
、
左
隻
第
四
扇
の
問
題
の
桟
敷
を
熟
視
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
Ｖ
Ｒ
で
徳
川
美
術
館
本
を
熟
視
さ
れ
た
凸
版
印
刷
の
中
村
直
靖
氏
が
、

次
の
二
か
所
に
「
卍
紋
」
を
発
見
し
て
知
ら
せ
て
く
れ
た
。
本
当
に
有
難
い
指
摘
で

あ
っ
た
。

一
つ
は
、
左
隻
第
一
扇
中
程
の
左
端
に
あ
る（
挿
図
15
─
1
）。
旗
の
竿
頭
部
の
丸
の

中
に
、「
卍
紋
」
が
か
す
か
に
見
え
る（
挿
図
15
─
2
）。
も
う
一
つ
は
挿
図
16
─
1
だ
。

左
隻
第
六
扇
中
程
に
あ
る
旗
の
竿
頭
部
に
つ
い
て
い
る
丸
い
飾
り
の
な
か
に
も
「
卍

挿図14　水引暖簾にびっしり描かれた「卍紋」（拡大）
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」左隻第四扇・中

す
る
と
直
ぐ
に
、
挿
図
14
の
水
引
暖
簾
の
見
え
方
が
逆

転
し
た
。
十
数
年
前
に
は
、
大
き
い
家
紋（「
家
紋
も
ど
き
」

で
あ
っ
た
）し
か
見
え
な
か
っ
た
の
だ
が
、
今
度
は
違
う
。

水
引
暖
簾
の
地
と
な
っ
て
い
る
格
子
の
連
続
模
様
に
「
卍

紋
」
が
ぎ
っ
し
り
と
詰
ま
っ
て
い
る
の
が
、
眼
に
飛
び
込

ん
で
き
た
。
つ
ま
り
、
家
紋
も
ど
き
は
言
わ
ば
騙
し
絵
で

あ
り
、
こ
の
桟
敷
の
主
人
公
を
指
し
示
し
て
い
る
の
は
、

地
の
格
子
の
連
続
模
様
に
描
か
れ
た
「
卍
紋
」
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
中
年
の
武
士
は
蜂
須
賀
家
の
人
物
で

あ
り
、
桟
敷
群
の
中
心
に
位
置
す
る
桟
敷
を
独
り
占
め
し

て
豊
国
躍
り
を
見
物
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

で
は
、
挿
図
9
に
示
し
た
、
女
主
人
公
の
い
る
桟
敷
の

上
部
に
描
か
れ
て
い
る
水
引
暖
簾
の
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
こ
ち
ら
は
文
様
だ
け
で
、
家
紋
は
見
ら
れ
な
い
。
し

か
し
、
こ
の
挿
図
9
の
桟
敷
は
、
挿
図
10
の
蜂
須
賀
家
の

桟
敷
と
上
下
の
セ
ッ
ト
で
描
か
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
女
主

人
公
ら
し
き
貴
女
が
い
る
。
こ
の
二
つ
の
桟
敷
の
男
女
二

人
に
は
強
い
結
び
つ
き
が
あ
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
後
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

挿図15-1　旗の竿頭の〇のなかに書かれて
　いる「卍紋」
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」
　左隻第一扇・中

挿図15-2　かすかに見える
　「卍紋」（拡大）
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紋
」
が
あ
る（
挿
図
16
─
2
、
少
し
欠
損
し
て
い
る
が
）。
こ
れ
で
合
計
四
か
所
の
卍
紋
が

判
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。
徳
川
美
術
館
本
の
製
作
に
蜂
須
賀
家
が
関
与
し
て
い
た
こ
と

は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

そ
れ
ら
の
卍
紋
の
位
置
関
係
に
着
目
し
よ
う
。
す
る
と
、
新
た
に
見
つ
か
っ
た
挿
図

15
の
「
卍
紋
」
と
挿
図
16
の
そ
れ
を
結
ん
だ
直
線
上
の
中
央
部
に
、
水
引
暖
簾
に
「
卍

紋
」
が
ぎ
っ
し
り
と
描
か
れ
た
挿
図
10
の
桟
敷
が
見
事
に
乗
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
直

線
上
の
位
置
関
係
か
ら
も
、
桟
敷
に
坐
っ
て
い
る
中
年
の
武
士
が
蜂
須
賀
家
の
人
物
あ

る
こ
と
は
確
言
で
き
る
だ
ろ
う
。

挿図16-2　少し欠けている
　「卍紋」（拡大）

挿図16-1　旗の竿頭の〇のなかに書かれて
　いる「卍紋」
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」
　左隻第六扇・下

で
は
、
挿
図
13
の
「
太
」（
太
閤
）の
上
に
あ
る
「
卍
紋
」
の
方
は
孤
立
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
挿
図
13
と
第
六
扇
に
あ
る
挿
図
16
の
「
卍

紋
」
と
を
結
ぶ
直
線
上
に
、「
寶
光
」（
豊
公
）と
書
か
れ
た
旗
の
竿
頭
部
の
〇
が
ち
ょ
う

ど
乗
っ
て
い
る（
挿
図
17
）。
こ
の
丸
の
絵
具
は
剥
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
推
測
に

な
っ
て
し
ま
う
の
だ
け
れ
ど
、
そ
こ
に
は
「
卍
紋
」
が
描
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

と
も
か
く
、
秀
吉
を
讃
仰
し
て
い
る
「
太
」（
太
閤
）と
「
寶
光
」（
豊
公
）を
結
ぶ
直
線
上

に
、
挿
図
16
の
「
卍
紋
」
は
乗
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
卍
紋
」
を
結
ぶ
二
本
の
直
線
を
示
し
た
左
隻
全
図
を
、
挿
図
18
に
示
し
て
お

こ
う
。
徳
川
美
術
館
本
は
、
蜂
須
賀
氏
の
「
卍
紋
」
を
、
こ
の
よ
う
な
二
本
の
直
線
上

に
描
き
こ
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
、
挿
図
10
の
卍
紋
が
ぎ
っ
し
り
と
描
き
こ
ま
れ
た
水
引
暖
簾
の
桟
敷
に

坐
っ
て
い
る
中
年
の
武
士
は
い
っ
た
い
誰
か
と
い
う
「
問
い
」
に
戻
ろ
う
。

私
の
解
釈
で
は
、
こ
の
武
士
は
蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）で
あ
る
。
蜂
須
賀
家
の
な
か
に
、

彼
以
外
に
候
補
と
な
る
人
物
は
い
な
い
。
年
齢
的
に
も
、
蜂
須
賀
家
政（
一
五
五
八
〜

一
六
三
八
）が
ふ
さ
わ
し
い（
当
時
、
四
十
六
歳
）。

挿図17　「寶光」（豊公）の旗と竿頭の〇
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」
　左隻第六扇・中
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但
し
、
蜂
須
賀
家
政
は
、
慶
長
五（
一
六
〇
〇
）年
の
関
ヶ
原
の
戦
い
に
際
し
て
、
剃

髪
・
隠
居
し
て
蓬
庵
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
息
子
の
至
鎮
に
家
を
継
が
せ
、
東
軍
に

参
加
さ
せ
た
の
だ
っ
た
。
そ
う
し
て
蜂
須
賀
家
存
亡
の
危
機
を
切
り
抜
け
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
も
徳
川
美
術
館
本
の
表
現
が
真
正
直
な
も
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
家
政（
蓬
庵
）は
坊
主
頭
で
描
か
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
素
直
に
坊
主
頭
の
家

政
を
描
く
筈
は
な
い
、
と
私
は
思
う
。
前
述
し
た
右
隻
第
五
・
第
六
扇
に
描
か
れ
た
喧

嘩
で
、「
か
ぶ
き
者
」
に
見
立
て
ら
れ
た
上
半
身
裸
の
若
者
、
豊
臣
秀
頼
の
姿
を
思
い

だ
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

坊
主
頭
の
姿
の
家
政
を
描
い
て
、
万
が
一
、
そ
れ
が
徳
川
方
の
目
に
入
っ
た
ら
、
絶

対
に
言
い
逃
れ
は
で
き
ま
い
。
危
な
い
あ
ぶ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
又
兵
衛
に
は
、
中
年

の
武
士
の
姿
を
描
か
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ど
こ
か
物
憂
げ
な
中
年
の
武
士
の
姿
に
、
で

あ
る
。

私
と
し
て
は
、
こ
れ
で
十
分
だ
と
思
う
の
だ
が
、
や
は
り
坊
主
頭
で
な
い
と
納
得
で

き
な
い
方
が
い
る
だ
ろ
う
し
、「
ど
う
と
で
も
言
え
る
よ
ね
」
と
お
っ
し
ゃ
る
方
も
お

ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
絵
画
史
料
論
的
な
読
解
を
深
め
て
、
こ
の
中

年
の
武
士
を
蜂
須
賀
家
政
と
特
定
で
き
る
決
定
的
な
読
解
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
だ
ろ
う
か
？　

や
は
り
、
こ
の
中
年
の
武

士
の
姿
を
熟
視
し
て
熟
考
を
繰
り
返
す
し
か
あ
る
ま
い
。
興
味
の
あ
る
方
々
に
も
一
緒

に
熟
視
し
て
い
た
だ
こ
う
。

挿
図
19
に
中
年
の
武
士
の
姿
を
拡
大
し
て
示
そ
う
。
こ
の
武
士
は
姿
勢
を
少
し
崩
し

気
味
で
あ
る
。
立
膝
の
右
足
の
上
に
右
手
を
伸
ば
し
て
い
る
。
左
腰
の
ほ
う
に
重
心
が

あ
り
、
左
手
を
立
て
て
上
半
身
を
支
え
て
い
る
よ
う
だ
。
左
手
は
、
御
簾
の
横
線
に
遮

ら
れ
て
見
え
に
く
い
が
、
な
ん
と
か
分
か
る
。
要
す
る
に
立
膝
を
し
て
、
左
に
少
し
身

体
が
傾
い
て
い
る
姿
勢
を
左
手
で
支
え
て
い
る
。
そ
し
て
繰
り
返
す
が
、
私
に
は
彼
の

挿図18　「卍紋」を結ぶ２本の直線
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」左隻



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

一
八

表
情
が
物
憂
げ
に
見
え
る
。

実
は
、
徳
川
美
術
館
本
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
同
じ
姿
勢
を
し
て
い
る
人
物
が

も
う
一
人
描
か
れ
て
い
る
。
同
じ
く
水
引
暖
簾
が
張
ら
れ
て
い
る
桟
敷
の
女
主
人
公
で

あ
る
。
挿
図
20
に
拡
大
し
て
示
そ
う
。
こ
の
女
性
も
右
足
を
立
膝
に
し
て
坐
っ
て
お

り
、
少
し
左
側
に
姿
勢
を
崩
し
、
左
手
を
立
て
て
身
体
を
支
え
て
い
る
。
中
年
の
武
士

と
同
じ
姿
勢
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
同
じ
坐
り
方
で
描
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
二
つ
の
特
別
な
桟
敷
に
坐
っ
て
い
る
男
女
の
主
人
公
性
と
関
係
性
が
表
現
さ

れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
左
手
を
し
た
二
人
の
姿
勢
は
特
別
な
コ
ー
ド
な
の
で
あ

る
。
こ
の
二
人
は
た
ぶ
ん
夫
婦
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
家
政
の
妻（
室
）は
、
豊
臣
家

の
家
臣
生
駒
八
右
衛
門
家
長
の
娘
で
あ
り
、
家
政
の
嫡
子
至
鎮
の
母
で
あ
っ
た（『
新
訂

寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
六
、
二
四
一
頁
）。

こ
う
し
て
中
年
の
武
士
の
、
左
に
崩
し
気
味
の
姿
勢
と
そ
れ

を
支
え
て
い
る
左
手
の
特
有
な
“
か
た
ち（
向
き
）”
を
何
十
度

も
熟
視
し
、
熟
考
し
た
結
果
な
の
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
着

想
が
生
ま
れ
た
。

も
し
か
す
る
と
、
蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）は
、
こ
の
よ
う
な
姿

勢
と
左
手
の
つ
き
方
を
よ
く
し
て
い
た
人
物
な
の
で
は
あ
る
ま

い
か
、
と
。
家
政
は
、
こ
う
し
た
姿
勢
と
左
手
の
「
癖
」
を

も
っ
た
人
物
な
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測（
仮
説
）に
行
き
着
い

た
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
早
速
、
手
許
に
あ
る
『
国
史
大
辞
典
』
十
一
巻
で

「
蜂
須
賀
家
政
」
を
引
い
て
み
た（
六
〇
三
頁
）。『
国
史
大
辞
典
』

の
図
版
は
と
て
も
役
立
つ
。
一
番
良
い
肖
像
画
や
肖
像
写
真
の

図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
場
合
が
と
て
も
多
い
か
ら
だ
。
す
る

（
15
）

挿図19　中年の武士の姿勢と左手の“かたち”
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」左隻第四扇・中

挿図20　女主人公の姿勢と左手の“かたち”
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」左隻第四扇・中

と
、
小
さ
な
図
版
の
肖
像
画
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
彼
の
姿
勢
や
左
手
の
描
か
れ
方

に
、
桟
敷
の
中
年
の
武
士
の
そ
れ
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
二
〇
〇
％
の
拡
大
コ

ピ
ー
を
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
そ
の
左
手
は
普
通
の
肖
像
画
に
は
な
い
“
か
た
ち（
向
き
）”

を
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

あ
と
は
、
徳
島
城
博
物
館
の
図
録
類
の
な
か
で
一
番
良
い
図
版
を
見
つ
け
る
だ
け
で

あ
っ
た
。『
特
別
展　

蜂
須
賀
三
代　

正
勝
・
家
政
・
至
鎮
─
二
五
万
石
の
礎
─
』
に

最
良
の
図
版
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
挿
図
21
の
「
蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）画
像
」（
個
人
蔵
）で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
他
の
蜂
須
賀
家
政
像
の
図
版
も
可
能
な
か
ぎ
り
集
め
て
系
統
立
て

た
検
討
を
行
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
検
討
作
業
の
記
述
は
省
略
す
る
。

私
は
肖
像
画
研
究
も
ず
っ
と
続
け
て
き
て
い
る
の
で
、
多
く
の
肖
像
画
を
見
て
き
た

（
16
）



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

一
九

つ
も
り
だ
が
、
左
手
を
こ
う
し
た
向
き
に
描
い
た
肖
像
画
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
普

通
の
肖
像
画
で
は
、
左
右
の
手
を
向
か
い
合
わ
せ
に
し
て
描
く
。
手
を
伸
ば
し
た
り
、

握
っ
た
り
、
あ
る
い
は
数
珠
を
も
っ
た
り
、
拳
を
袖
の
な
か
に
隠
し
た
り
と
色
々
だ

が
、
こ
の
よ
う
な
左
手
の
“
か
た
ち（
向
き
）”
の
肖
像
は
皆
無
に
近
い
だ
ろ
う
。

唯
一
、
脳
裏
に
浮
か
ぶ
の
は
「
前
田
利
春（
利
昌
）画
像
」（
長
齢
寺
蔵
）の
左
手
と
姿
勢

で
あ
る
。
し
か
し
、
僧
侶
姿
の
前
田
利
春
が
棚
引
く
雲
を
見
上
げ
て
い
る
姿
で
あ
っ

て
、
右
前
に
は
羽
織
姿
の
武
士
、
左
前
に
は
肩
衣
袴
姿
の
小
姓
が
控
え
て
い
る
。
蜂
須

賀
家
政（
蓬
庵
）像
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
表
現
な
の
で
あ
る
。

蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）は
、
戦
場
で
怪
我
を
し
た
た
め
か
、
生
ま
れ
つ
き
か
、
あ
る
い

は
癖
に
よ
っ
て
か
、
こ
う
し
た
特
徴
的
な
手
の
向
き
を
よ
く
し
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ

る
。
恐
ら
く
戦
場
で
の
負
傷
の
せ
い
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
挿
図
21
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な

「
蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）画
像
」
に
は
、
そ
う
し
た
彼
の
特
徴
的
な
左
手
と
姿
勢
が
描
か

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
徳
川
美
術
館
本
の
左
隻
第
四
扇
の
中
心
に
描
か
れ
た
中
年
の
武
士
の
姿
勢

と
左
手
の
“
か
た
ち（
向
き
）”
は
、
寛
永
十
六
年（
一
六
三
九
）四
月
の
蜂
須
賀
家
政
像

の
そ
れ
と
奇
跡
的
に
合
致
し
た
。
こ
の
中
年
の
武
士
の
姿
勢
と
左
手
の
向
き
は
、
蜂
須

賀
家
政（
蓬
庵
）を
指
し
示
し
て
い
た
の
だ
。
左
隻
の
中
心
に
位
置
す
る
、「
卍
紋
」
の

連
続
模
様
の
水
引
暖
簾
が
懸
っ
た
桟
敷
に
坐
っ
て
い
る
中
年
の
武
士
は
、
蜂
須
賀
家
政

そ
の
人
で
あ
る
と
し
て
良
か
ろ
う
。

徳
川
美
術
館
本
は
、
右
隻
に
「
か
ぶ
き
者
」
に
見
立
て
た
豊
臣
秀
頼
を
描
き
、
左
隻

に
は
、
注
文
主
で
あ
る
蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）の
姿
を
描
い
た
屏
風
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
重
要
な
表
現
が
描
き
こ
ま
れ
た
徳
川
美
術
館
本
は
、
慶
長
十
一
年

八
月
に
、
豊
臣
秀
頼
・
淀
殿
に
よ
っ
て
京
の
豊
国
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
豊
国
神
社
本
に

な
ら
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
豊
国
神
社
本
と
徳
川
美
術
館
本
、
こ
の
二
つ
の
屏
風
が
あ

（
17
）

挿図21　蜂須賀家政像トレース



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

二
〇

た
か
も
親
子
の
よ
う
な
表
現
関
係
な
の
は
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。
徳
川
美
術
館
本

は
、
慶
長
十
九
年
夏
頃
に
蜂
須
賀
家
政
が
岩
佐
又
兵
衛
に
注
文
し
、
又
兵
衛
は
同
二
十

（
元
和
元
）年
夏
頃
に
そ
れ
を
完
成
さ
せ
た
。
そ
の
後
ま
も
な
く
蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）は
、

こ
の
屏
風
を
阿
波
の
豊
国
社
に
奉
納
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

む　

す　

び

徳
川
美
術
館
本
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
左
隻
第
四
扇
中
央
に
描
か
れ
た
、「
卍
紋
」

が
ぎ
っ
し
り
と
描
き
こ
ま
れ
た
水
引
暖
簾
の
あ
る
桟
敷
、
そ
こ
に
坐
っ
て
い
る
謎
の
武

士
は
、
そ
の
姿
勢
と
左
手
の
“
か
た
ち（
向
き
）”
に
よ
っ
て
、
蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
し
て
、
同
じ
く
水
引
暖
簾
の
か
か
っ
た
桟
敷
に
同
じ
姿
勢

で
坐
っ
て
い
る
の
は
彼
の
妻
で
あ
ろ
う
。
家
政
は
、
阿
波
小
松
島
の
豊
国
社
に
奉
納
す

る
屏
風
に
、
自
分
と
妻
の
姿
を
描
き
こ
ま
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
す
れ
ば
、
右
隻
第
五
・
第
六
扇
の
、
豊
臣
秀
頼
と
大
坂
夏
の
陣
の
戦
い
を
「
か
ぶ

き
者
」
の
喧
嘩
に
見
立
て
て
描
い
た
表
現
も
、
注
文
主
蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）と
絵
師
岩

佐
又
兵
衛
の
間
で
な
さ
れ
た
「
や
り
と
り
」
の
末
に
生
ま
れ
た
可
能
性
が
浮
上
す
る
。

で
は
、
徳
川
美
術
館
本
は
、
注
文
主
蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）と
絵
師
岩
佐
又
兵
衛
の
間

の
ど
の
よ
う
な
「
や
り
と
り
」（
相
談
）に
よ
っ
て
構
想
・
製
作
さ
れ
、
完
成
に
至
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
先
の
考
察
は
ど
こ
ま
で
可
能
に
な
る
の
か
、
更
な
る
徳
川

美
術
館
本
の
読
解
と
史
料
探
索
を
続
行
し
て
、
別
の
機
会
に
論
ず
る
こ
と
が
出
来
れ
ば

と
思
う
。

か
く
し
て
徳
川
美
術
館
本
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
は
、
狩
野
内
膳
筆
の
豊
国
神
社
本

「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
と
親
子
の
よ
う
に
結
び
つ
き
、
他
方
、
同
じ
岩
佐
又
兵
衛
の
作

品
で
あ
る
舟
木
本
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
と
も
、
表
現
面
に
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
る
け
れ
ど
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
生
ま
れ
た
異
父
兄
弟
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
作

品
だ
っ
た
の
だ
。
す
な
わ
ち
岩
佐
又
兵
衛
の
作
品
と
し
て
は
、
舟
木
本
「
洛
中
洛
外
図

屏
風
」
と
徳
川
美
術
館
本
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
両
屏
風
は
、
慶
長
二
十（
元
和
元
）

年
頃
の
二
つ
の
「
基
準
作
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
決
定
的
な
位
置
に
あ
る
徳
川

美
術
館
本
は
、
真
に
特
別
な
作
品
な
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
、
舟
木
本
と
並
ぶ
重
要

な
作
品
と
し
て
美
術
史
上
に
位
置
付
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
舟
木
本
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
と
徳
川
美
術
館
本
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の

相
違
・
異
質
性
等
々
に
つ
い
て
は
、
ａ
発
注
者（
京
の
上
層
町
人
と
豊
臣
大
名
）、
ｂ
屏
風

の
機
能
・
使
用
目
的（
町
家
で
の
使
用
と
豊
国
社
へ
の
奉
納
）、
ｃ
仕
様（
注
文
主
の
財
力
に
よ

る
画
材
の
相
違
）、
そ
し
て
ｄ
岩
佐
又
兵
衛
の
製
作
姿
勢
の
違
い
な
ど
の
考
察
を
深
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
充
分
に
説
明
可
能
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
徳
川
美
術
館
本
の
「
形
式
化

し
た
人
物
描
写
」
や
「
贅
沢
な
顔
料
の
使
用
」
な
ど
は
、
大
名
蜂
須
賀
家
の
注
文
に
よ

る
、
阿
波
の
豊
国
社
へ
奉
納
す
る
た
め
の
作
品
で
あ
れ
ば
こ
そ
の
特
徴
と
し
て
了
解
で

き
る
。
舟
木
本
と
近
接
し
た
時
点
で
の
製
作
と
判
断
し
て
一
向
に
齟
齬
す
る
と
こ
ろ
は

な
い
と
思
う
。

今
必
要
な
の
は
、
見
る
眼
と
見
方
を
変
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。
徳
川
美
術
館
本
と
舟
木

本
を
新
た
な
視
点
で
比
較
す
る
時
期
が
到
来
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
う
し
た
比
較

を
通
し
て
、
両
作
品
の
美
術
史
研
究
が
一
段
飛
躍
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

註（
1
）　K

A
D

O
K

A
W

A

、
二
〇
一
三
年
十
一
月
。
本
書
と
註
⑵
の
本
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金

（
平
成
十
七
〜
二
十
一
年
度
基
盤
研
究（
Ｓ
）課
題
番
号
一
七
一
〇
二
〇
〇
一
「
中
近
世
風
俗
画

の
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
画
像
化
と
絵
画
史
料
学
的
研
究
」）の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
2
）　K

A
D

O
K

A
W

A
、
二
〇
一
五
年
十
一
月



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

二
一

（
3
）　

小
学
館
、
一
九
八
七
年
七
月

（
4
）　
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
六（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
四
年
十
二
月
）、

二
三
九
〜
二
五
一
頁
、『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜　

家
紋
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
二

年
二
月
）八
五
頁

（
5
）　

創
元
社
、
一
九
七
八
年
十
月

（
6
）　

中
公
新
書
、
一
九
八
三
年
十
一
月

（
7
）　

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
○
七
年
十
月

（
8
）　

角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
二
年
九
月

（
9
）　

拙
稿
「
岩
佐
又
兵
衛
の
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
か
ら
歴
史
を
読
む
」『kotoba

』（
集
英
社
）

三
〇
号
、
二
〇
一
八
年
十
二
月

（
10
）　
『
鹿
島
美
術
研
究
』
年
報
第
二
六
号
別
冊
、
二
〇
〇
九
年
十
一
月

（
11
）　

京
都
大
学
学
術
情
報
リ
ポ
ジ
ト
リ　

K
U

REN
A

I

、
二
〇
一
八
年
三
月

（
12
）　
『
美
術
史
』
一
六
〇
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月

（
13
）　
『
日
本
の
美
術
』
四
八
四
号
、
至
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
八
月

（
14
）　
『
岩
佐
又
兵
衛
全
集
』
研
究
篇
、
藝
華
書
院
、
二
〇
一
三
年
四
月

（
15
）　

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
九
月

（
16
）　

徳
島
市
立
徳
島
城
博
物
館
、
二
○
一
〇
年
十
月
、
五
九
頁
。「
75　

蜂
須
賀
蓬
庵
像
」
寛

永
十
六
年（
一
六
三
九
）最
岳
元
良
画
賛　

個
人
蔵

（
17
）　
『
利
家
と
ま
つ　

加
賀
百
万
石
物
語
展
─
前
田
家
と
加
賀
文
化
─
』（N

H
K

・N
H

K

プ
ロ

モ
ー
シ
ョ
ン
・N

H
K

中
部
プ
レ
ー
ン
ズ
、
二
○
○
二
年
四
月
）一
七
頁

《
付
記
》

　

舟
木
本
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
と
徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
図
版
に
つ
い
て

は
、
左
記
の
高
精
細
Ｖ
Ｒ
画
像
デ
ー
タ
よ
り
作
成
し
た
。

・
Ｖ
Ｒ
作
品
「
洛
中
洛
外
図
屏
風　

舟
木
本
」（
監
修
＝
東
京
国
立
博
物
館
／
制
作
＝
凸
版
印

刷
株
式
会
社
）

・「
徳
川
美
術
館
所
蔵　

豊
国
祭
礼
図
屏
風
Ｖ
Ｒ
」（
監
修
＝
徳
川
美
術
館
／
制
作
＝
凸
版
印

刷
株
式
会
社
／
協
力
＝
立
正
大
学
）　

＊
本
Ｖ
Ｒ
作
品
中
の
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風（
徳
川
美
術

館
本
）」
の
画
像
デ
ー
タ
に
は
、
立
正
大
学
の
研
究
成
果（JSPS

一
七
一
〇
二
〇
〇
一
）を
使

用
し
た
。

《
後
記
》

　

本
論
文
の
仮
説
は
、
平
成
三
十
年（
二
○
一
八
）九
月
十
六
日
、
徳
川
美
術
館
の
講
堂
に
お
い

て
「
豊
国
祭
礼
図
と
舟
木
本
洛
中
洛
外
図
の
謎
解
き
─
デ
ジ
タ
ル
画
像
で
細
部
ま
で
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
─
」
と
題
す
る
講
演
を
行
っ
た
際
に
披
露
し
た
。
本
稿
は
、
そ
の
際
に
用
意
し
た
講
演

用
の
原
稿
を
、
論
文
用
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
講
演
の
雰
囲
気
が
多
少
残
っ
て
い
る
よ
う

に
思
う
。

　

な
お
、
こ
の
蜂
須
賀
家
政
像
の
姿
勢
と
左
手
の
“
か
た
ち（
向
き
）”
に
つ
い
て
は
、
如
意
輪

観
音
の
そ
れ
を
連
想
す
る
方
や
、
維
摩
居
士
像
と
の
関
係
が
気
に
な
る
方
も
お
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
を
論
ず
る
こ
と
は
小
稿
の
射
程
外
で
あ
る
。（

東
京
大
学
名
誉
教
授
）
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狩
野
常
信
様
式
の
成
立
に
つ
い
て

二
三

狩
野
常
信
様
式
の
成
立
に
つ
い
て

薄
　
田
　
大
　
輔

─
「
吉
野
図
屏
風
」（
徳
川
美
術
館
蔵
）の
紹
介
を
か
ね
て
─

　

緒　
　
　

言

一　

狩
野
常
信
筆
「
吉
野
図
屏
風
」
に
つ
い
て

二　

常
信
の
画
業
に
お
け
る
「
吉
野
図
屏
風
」

三　

名
所
絵
に
お
け
る
「
吉
野
図
屏
風
」
の
特
異
性

　

結　
　
　

語

緒　
　
　

言

室
町
時
代
以
来
の
狩
野
派
の
絵
画
様
式
を
一
変
さ
せ
、
新
時
代
の
到
来
に
適
応
し
た

狩
野
探
幽（
一
六
〇
二
〜
七
四
）が
率
い
た
江
戸
の
狩
野
派
に
は
、
実
力
の
あ
る
絵
師
が

多
く
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
探
幽
周
辺
の
絵
師
は
探
幽
の
陰
に
隠
れ
、
評

価
さ
れ
る
機
会
が
少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
特
に
再
評
価
が
俟
た
れ
る
一
人
が
、
江

戸
城
や
京
都
御
所
の
障
壁
画
を
手
が
け
る
な
ど
、
幕
府
の
重
要
な
仕
事
を
次
々
と
こ

な
し
、
晩
年
に
は
江
戸
狩
野
派
を
率
い
た
探
幽
の
甥
に
あ
た
る
狩
野
常
信（
一
六
三
六
〜

一
七
一
三
）で
あ
ろ
う
。
本
格
的
な
常
信
研
究
は
松
嶋
雅
人
氏
に
よ
る
様
式
研
究
を
嚆
矢

と
し
、
そ
の
後
は
諸
氏
に
よ
っ
て
先
学
が
示
さ
れ
た
が
、
そ
の
画
業
は
解
明
さ
れ
て
い

な
い
。
研
究
を
困
難
に
し
て
い
る
の
が
、
作
品
編
年
の
難
し
さ
で
あ
り
、
常
信
様
式
の

成
立
時
期
さ
え
も
判
然
と
し
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
作
品
紹
介
な
ど
で
も
、
描
か
れ
た

時
期
に
関
す
る
具
体
的
な
指
摘
が
な
い
場
合
も
多
く
、
常
信
研
究
停
滞
の
一
因
と
な
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
常
信
筆
「
吉
野
図
屏
風
」（
徳
川
美
術
館
蔵
、
以
下
「
本
屏

風
」
と
略
称
す
る
。）（
図
1
）を
中
心
に
、
常
信
の
画
業
を
再
考
し
、
特
に
そ
の
様
式
の
成

立
に
つ
い
て
試
論
を
提
示
し
た
い
。

一　

狩
野
常
信
筆
「
吉
野
図
屛
風
」
に
つ
い
て

狩
野
常
信
に
つ
い
て

狩
野
常
信
は
、
探
幽
の
弟
で
木
挽
町（
当
時
は
竹
川
町
）狩
野
家
初
代
尚
信（
一
六
〇
七

〜
五
〇
）の
長
男
と
し
て
寛
永
十
三
年（
一
六
三
六
）京
に
生
ま
れ
る
。
通
称
は
右
近
、
号

は
養
朴
・
古
川
叟
・
青
白
斎
・
塞
雲
子
な
ど
が
あ
る
。
慶
安
三
年（
一
六
五
〇
）四
月
、

尚
信
の
死
に
伴
い
十
五
歳
で
家
を
継
ぎ
、
同
年
十
二
月
に
は
三
代
将
軍
家
光
に
拝
し
、

（
1
）



狩
野
常
信
様
式
の
成
立
に
つ
い
て

二
四

以
後
幕
府
御
抱
の
絵
師
と
し
て
画
事
に
携
わ
っ
て
い
く
。
承
応
二
年（
一
六
五
三
）に
焼

失
し
た
京
都
御
所
の
再
造
営
で
の
画
事
に
携
わ
っ
た
の
を
機
に
、
三
度
も
御
所
造
営
に

加
わ
り
、
特
に
宝
永
六
年（
一
七
〇
九
）の
造
営
で
は
最
も
格
式
の
高
い
紫
宸
殿
の
賢
聖

障
子
絵
を
担
当
し
て
い
る
。
ま
た
、
明
暦
元
年（
一
六
五
五
）以
降
は
通
信
使
派
遣
の
返

礼
と
し
て
幕
府
が
朝
鮮
国
王
へ
贈
っ
た
屏
風
、
万
治
二
年（
一
六
五
九
）に
は
江
戸
城
本

丸
御
殿
の
障
壁
画
に
も
彩
管
を
揮
う
。
し
か
し
、
中
年
期
の
記
録
は
乏
し
く
、
法
眼
に

叙
さ
れ
た
の
は
宝
永
元
年
、
法
印
は
同
六
年
と
晩
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
、
探
幽
歿
後
に
狩
野
派
の
主
導
権
が
宗
家
の
中
橋
狩
野
家
に
移
り
、
常
信
の
地
位
が

向
上
し
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
最
晩
年
に
は
、
宝
永
七
年
の
紅
葉
山
御

霊
屋
の
障
壁
画
や
琉
球
中
山
王
へ
の
贈
呈
画
を
描
く
な
ど
重
要
な
画
事
に
携
わ
り
、
正

徳
三
年（
一
七
一
三
）七
十
八
歳
で
生
涯
を
閉
じ
、
池
上
本
門
寺
に
葬
ら
れ
た
。
叔
父
狩

野
安
信
の
娘
を
妻
と
し
、
常
信
の
跡
は
長
子
の
周
信
が
継
い
で
い
る
。
次
男
の
岑
信
は

別
家
浜
町
狩
野
家
を
興
し
、
後
に
奥
絵
師
の
一
角
と
な
る
家
で
明
治
維
新
を
む
か
え
る

ま
で
栄
え
た
。

常
信
の
現
存
作
例
は
画
題
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
遺
さ
れ
て
い
る
が
、
大
画
面
の
名
所

絵
は
珍
し
い
。
本
屏
風
は
尾
張
徳
川
家
伝
来
の
紙
本
淡
彩
の
二
曲
一
双
屏
風
で
、
満
開

の
桜
と
毛
氈
を
敷
き
花
見
に
興
じ
る
家
族
や
鍬
を
担
ぐ
農
夫
、
刀
を
差
し
た
武
士
な
ど

が
行
交
う
山
峡
の
春
景
が
描
か
れ
る
。
画
題
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
な
だ
ら
か
な

山
並
や
渓
流
、
桜
か
ら
大
和
の
吉
野
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
て
き
た
。
次
に
伝
来
を
確
認
し

て
お
こ
う
。

本
屏
風
の
伝
来

ま
ず
現
状
の
表
具
な
ど
を
確
認
し
て
お
く
と
、
法
量
が
各
隻
縦
一
六
二
・
五
糎
、
横

一
六
八
・
四
糎
、
表
具
が
大
縁
・
茶
地
蜀
江
文
繋
金
襴
、
小
縁
・
浅
葱
地
唐
華
文
銀

襴
、
黒
塗
の
縁
に
は
金
鍍
金
魚
子
地
鉄
線
唐
花
文
飾
金
具
と
六
弁
花
形
の
鋲
が
打
た

れ
、
屏
風
の
裏
面
は
金
箔
押
地
で
あ
る
。
本
屏
風
の
伝
来
に
つ
い
て
は
尾
張
徳
川
家
の

蔵
帳
の
う
ち
、「
東
京
廻 

御
側
御
道
具
類
一
巻
」（
什
器
旧
原
簿
二
十
号
、
徳
川
美
術
館
蔵
）

に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
蔵
帳
は
、
内
表
紙
に
「
明
治
二
年
巳
八
月　

御
手
鑑　

御
巻

物　

雑
図
類　

書
抜　

御
道
具
懸　

江
戸
表
の
御
道
具
番
立
改
懸
之
分
」
と
あ
る
よ
う

に
、
藩
主
が
江
戸
で
用
い
た
「
御
側
御
道
具
」
を
記
し
て
お
り
、
本
屏
風
の
記
述
に
つ

い
て
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

八
十
番

　

文
政
五
年
十
一
月

　

中
将
様
御
引
移
之
節
為
御
持

天
廿
四　

一
弐
枚
折
御
屏
風　
吉
野
之
絵　
　
　
　
　
　

壱常
信
筆
双　

無
（
朱
書
）疵　

　
「
納（朱
書
）判四
千
番
ニ
組
入
」

　
　
　
　

高
五
尺
九
寸
五
分
巾
三
尺
五
分

　
　
　
　

裏
張
惣
金
地
縁
黒
塗
銕
物
金
減
金
墨
指
唐
草

　
　
　
　

模
様
鋲
同
断
唐
花
蜀
江
錦
茶
地
金
入
切
小
縁
浅
葱

　
　
　
　

金
入
切

こ
の
「
弐
枚
折
御
屏
風　

吉
野
之
絵
」
が
、
本
屏
風
と
表
具
、
裏
の
総
金
地
ま
で
一

致
す
る
こ
と
か
ら
同
一
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
な
い
。「
中
将
様
御
引
移
之
節
為
御
持
」

の
「
中
将
」
と
は
、
尾
張
徳
川
家
当
主
が
藩
主
に
な
る
以
前
に
叙
任
さ
れ
た
官
職
で
あ

る
が
、
文
政
五
年（
一
八
二
二
）の
「
引
移
」
と
あ
る
の
で
、
同
年
の
六
月
に
尾
張
徳
川

家
十
代
斉
朝
の
養
子
と
な
り
、
十
一
月
に
尾
張
徳
川
家
の
江
戸
の
市
ヶ
谷
屋
敷
に
移
っ

た
十
一
代
将
軍
家
斉
の
十
九
男
・
直
七
郎（
の
ち
の
尾
張
徳
川
家
十
一
代
斉
温
・
一
八
一
九

（
2
）



狩
野
常
信
様
式
の
成
立
に
つ
い
て

二
五

〜
三
九
）を
指
す
と
わ
か
る
。「
引
移
」
と
は
養
子
入
や
婚
礼
な
ど
大
名
や
そ
の
子
女
な

ど
が
居
住
を
移
す
際
に
広
く
使
わ
れ
て
い
る
言
辞
で
あ
り
、
本
屏
風
は
こ
の
引
移
で
持

ち
込
ま
れ
た
道
具
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
。
尾
張
徳
川
家
に
四
歳
で
入
っ
た
斉
温

は
、
同
十
年
に
家
督
相
続
し
た
も
の
の
、
僅
か
二
十
一
歳
で
歿
し
た
た
め
生
涯
で
尾
張

の
地
を
踏
む
こ
と
な
く
、
政
治
も
重
臣
ら
に
任
せ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
幼
少
期
の
資
料

と
し
て
は
斉
温
七
歳
の
節
句
の
飾
り
を
記
録
し
た
「
徳
川
直
七
郎
節
句
旗
飾
図
」
や
、

同
じ
く
七
歳
の
宮
参
り
の
図
「
徳
川
直
七
郎
宮
参
り
行
列
図
」（
共
に
徳
川
美
術
館
蔵
）が

伝
わ
る
。
斉
温
の
引
移
に
係
る
道
具
で
は
、
本
屏
風
の
他
に
引
移
の
際
に
家
斉
か
ら
下

賜
さ
れ
た
「
太
刀　

銘 

吉
房
」（
徳
川
美
術
館
蔵
）が
伝
わ
る
の
み
で
あ
る
。
本
屏
風
の

伝
来
を
裏
付
け
る
記
事
が
、
木
挽
町
家
九
代
狩
野
晴
川
院
養
信（
一
七
九
六
〜
一
八
四
六
）

の
『
公
用
日
記
』（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）の
同
年
十
月
十
九
日
条
に
み
い
だ
せ
る
。

　

一
直
七
郎
殿
御
引
移
御
持
ニ
相
成
候
弐
枚
折
御
屏
風
御
繕
出
来

　
　

御
有
来
リ
之
御
品

　
　

弐
枚
折
御
屏
風　
吉
野
詣
之

砂
子
泥
引　
　
　
　
　

養
朴
筆

右
御
繕
之
儀
御
同
朋
頭
丹
阿
弥
ヨ
リ
先
日
中
法
印
へ
掛
合
有
之

去
ル
十
六
日
宅
へ
相
廻
ル
則
□
ツ
ゝ
繕
出
来
今
日
取
ニ

来
ル
出
来
差
こ
し

十
月
十
六
日
、
将
軍
家
か
ら
同
朋
頭
を
通
じ
て
養
信
の
元
に
届
け
ら
れ
た
本
屏
風

は
、
補
修
さ
れ
た
の
ち
十
九
日
に
将
軍
家
へ
戻
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
書
に
よ
れ
ば
、

斉
温
の
引
移
道
具
と
し
て
養
信
が
三
幅
対
「
中
太
公
望 

左
白
鷹 

右
鷹
」
を
揮
毫
し

て
い
た
こ
と
も
判
明
し
て
い
る
。
同
じ
家
斉
の
息
子
で
、
蜂
須
賀
家
に
養
子
入
り
し
た

二
十
二
男
斉
祐（
松
菊
）、
川
越
藩
松
平
家
に
養
子
入
し
た
二
十
五
男
斉
省（
紀
五
郎
）の

引
移
道
具
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
幅
対
・
二
幅
対
・
横
物
・
屏
風
二
双
が
、
狩
野
家
・
住

吉
家
・
板
谷
家
の
絵
師
た
ち
に
よ
っ
て
新
た
に
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
斉
温
の

際
も
同
様
に
引
移
道
具
が
用
意
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
「
中
太
公
望 

左
白
鷹 

右

鷹
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
斉
温
の
引
移
で
は
江
戸
前
期
の
本
屏
風
も
共
に
持
ち
込
ま

れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
興
味
深
い
の
は
、
本
屏
風
の
裏
を
総
金
地
と
す
る
形
式

で
あ
る
。
先
述
の
通
り
「
引
移
」
に
は
婚
礼
も
含
ま
れ
、
婚
礼
調
度
の
屏
風
に
は
裏
に

画
を
貼
り
付
け
た
両
面
屏
風
も
多
い
。
特
に
家
斉
の
十
八
女
で
鍋
島
直
正
に
嫁
い
だ
盛

姫
の
婚
礼
調
度
「
四
季
耕
作
図
屏
風
」
の
裏
面
に
金
地
墨
画
「
波
濤
図
屏
風
」（
現
在
は

別
々
に
表
装
、
共
に
東
京
・
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
）が
貼
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
総
金
地

に
墨
画
と
い
う
形
式
が
あ
る
。
本
屏
風
の
裏
面
に
は
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
ハ
レ

の
道
具
と
し
て
裏
に
金
を
押
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

画
題
と
形
態

古
来
、
吉
野
は
仙
郷
と
考
え
ら
れ
、
役
行
者
を
開
祖
と
す
る
修
験
の
霊
場
で
も
あ
っ

た
。
や
が
て
、
桜
の
名
所
と
し
て
思
慕
と
哀
惜
の
念
か
ら
和
歌
に
詠
ま
れ
、
中
世
以
降

は
名
所
絵
を
代
表
す
る
地
と
し
て
描
き
継
が
れ
る
。
吉
野
図
は
花
見
に
集
う
人
々
に
主

眼
を
置
く
画
と
、
人
物
な
ど
の
風
俗
要
素
よ
り
も
桜
の
咲
き
誇
る
景
観
に
主
眼
を
置
く

画
に
大
別
で
き
る
。
江
戸
時
代
の
狩
野
派
で
は
後
者
、
特
に
自
然
景
物
の
み
を
描
く
吉

野
図
が
多
く
、
常
信
筆
「
吉
野
龍
田
図
屏
風
」（
岩
手
・
一
関
市
博
物
館
蔵
）が
現
存
す
る

よ
う
に
、
龍
田
川
図
と
対
で
描
か
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

さ
て
、
文
政
五
年
の
時
点
で
吉
野
詣
図
と
名
付
け
ら
れ
て
い
た
本
屏
風
で
あ
る
が
、

具
体
的
に
吉
野
の
何
処
を
描
い
た
の
か
定
か
で
は
な
い
。
右
隻
の
三
社
は
勝
手
神
社
と

も
い
わ
れ
る
が
、
簡
素
な
門
と
朱
塗
の
斎
垣
に
囲
ま
れ
る
図
様
は
他
の
吉
野
図
に
認
め

ら
れ
な
い
。
ま
た
、
左
隻
の
堂
や
中
央
を
流
れ
る
川
な
ど
の
位
置
関
係
も
、
吉
野
の
実

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）



狩
野
常
信
様
式
の
成
立
に
つ
い
て

二
六

で
引
手
を
残
さ
ず
改
装
し
た
こ
と
な
ど
が

想
定
で
き
る
。
た
だ
し
、
前
者
の
場
合
、

本
屏
風
は
一
扇
の
横
が
八
四
・
二
糎
も
あ

り
、
六
扇
で
計
算
す
る
と
計
五
〇
〇
糎
を

超
え
る
。
江
戸
狩
野
派
の
名
所
絵
で
こ
れ

だ
け
の
大
型
屏
風
は
管
見
の
限
り
他
に
例

が
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
本
屏
風
は
緑
青

の
褪
色
が
進
み
、
画
面
に
は
欠
損
と
補
修

さ
れ
た
部
分
が
多
い
が
、
常
に
光
と
空
気

に
曝
さ
れ
る
襖
と
し
て
は
、
状
態
は
良
好

で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
文
政
五
年
の
時
点
で
す
で
に
二
曲
屏
風

景
や
例
え
ば
正
徳
三
年（
一
七
一
三
）貝
原
篤
信
の
『
和
州
吉
野
山
勝
景
図
』
と
も
一
致

し
な
い
。
と
は
い
え
、
本
屏
風
が
特
定
の
地
域
を
対
象
と
し
な
い
、
桜
の
花
見
に
主
眼

を
置
い
た
風
俗
画
と
み
る
の
も
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
近
世
初
期
風
俗
画
の
隆
盛
に
大
き

く
寄
与
し
た
狩
野
派
で
あ
っ
た
が
、
元
和
偃
武
以
後
、
世
情
の
安
定
を
第
一
に
求
め
た

幕
府
の
た
め
に
描
い
た
の
は
、
時
世
の
移
り
行
く
変
化
を
捉
え
る
風
俗
画
で
は
な
く
、

毎
年
反
復
さ
れ
る
歳
時
に
主
眼
を
置
い
た
名
所
絵
な
ど
の
景
物
画
で
あ
っ
た
と
さ
れ

る
。
む
ろ
ん
、
風
俗
画
が
卑
近
な
時
世
・
悪
所
を
題
材
と
し
て
い
く
こ
と
も
狩
野
派
が

風
俗
画
を
避
け
た
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
本
屏
風
の
人
物
に
は
特
徴
的
な
仕
種
は
な

く
、
感
情
も
表
出
せ
ず
に
淡
々
と
描
か
れ
て
い
る
。
人
物
へ
の
強
い
関
心
は
窺
え
ず
、

社
な
ど
を
描
く
こ
と
か
ら
も
何
れ
か
の
景
観
を
再
現
し
た
名
所
絵
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
で
名
所
絵
の
要
件
を
見
直
せ
ば
、
名
所
絵
と
は
そ
の
名
所
の
持
つ
風
趣
を
捉

え
る
こ
と
が
肝
要
で
、
必
ず
し
も
実
景
に
則
す
必
要
は
な
い
が
、
画
中
に
は
名
所
の
標

識
と
な
る
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
が
必
要
と
さ
れ
た
。
吉
野
で
あ
れ
ば
、
仁
王
門
、
蔵
王
堂
や

勝
手
神
社
な
ど
の
あ
る
べ
き
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
が
本
屏
風
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

興
味
深
い
の
が
屏
風
の
形
態
で
あ
る
。

左
右
隻
間
で
水
流
・
道
・
土
坡
が
繋
が
っ
て
お
ら
ず
、
金
雲
幅
の
落
差
も
激
し
い
。

ま
た
、
右
隻
右
端
の
桜
樹
の
枝
や
花
弁
は
途
中
で
切
ら
れ
、
点
苔
の
つ
い
た
樹
木
の
輪

郭
線
が
わ
ず
か
に
確
認
で
き
、
左
隻
で
も
左
端
に
塀
が
不
自
然
に
少
し
だ
け
残
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
右
隻
一
扇
目
の
上
部
に
は
、
桜
の
花
弁
が
描
か
れ
て
い
た
が
、
上
か
ら

金
で
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る（
挿
図
1
）。
つ
ま
り
、
現
状
の
画
面
は
切
り
詰
め
ら
れ
、
そ

の
際
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
が
失
わ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

ラ
ン
ド
マ
ー
ク
が
消
え
る
ほ
ど
の
切
り
詰
め
で
あ
れ
ば
形
態
の
改
装
が
考
え
ら
れ
る

が
、
本
屏
風
に
は
改
装
痕
が
見
当
た
ら
な
い
。
改
装
痕
が
残
ら
な
い
場
合
を
考
え
れ
ば
、

例
え
ば
も
と
六
曲
屏
風
の
内
の
四
扇
分
が
残
っ
た
こ
と
や
、
横
一
四
〇
糎
程
度
の
襖
絵

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

挿図1　本屛風　右隻部分

で
あ
り
、
さ
ら
に
早
い
段
階
か
ら
改
装
、
あ
る
い
は
ま
く
り
の
状
態
で
保
管
さ
れ
て
い

た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

次
に
、
切
り
詰
め
ら
れ
て
い
た
と
な
れ
ば
、
両
端
に
記
さ
れ
た
落
款
「
常
信
」「
養

朴
」（
朱
文
方
印
）（
挿
図
2
）が
問
題
と
な
る
。「
常
信
」
の
書
風
は
鋭
く
減
り
張
り
の
あ
る

謹
直
な
筆
が
特
徴
だ
が
、
本
屏
風
の
特
に
右
隻
の
款
記
は
線
が
緩
く
、
力
強
さ
が
全
く

な
い
。
ま
た
通
常
「
常
」
の
字
の
内
、「
巾
」
の
二
画
目
の
縦
棒
に
重
心
を
置
く
よ
う

に
し
っ
か
り
と
書
き
、
撥
ね
の
最
後
ま
で
力
強
く
墨
線
を
引
く
が
、
本
屏
風
の
落
款
に

は
そ
の
よ
う
な
特
徴
は
な
く
、「
巾
」
の
一
画
目
の
縦
棒
を
外
に
撥
ね
る
な
ど
他
に
例

の
な
い
書
風
で
あ
る
。
左
隻
の
印
は
肉
眼
で
僅
か
に
み
え
る
部
分
か
ら
「
養
朴
」（
朱
文

方
印
）と
わ
か
る
が
、
画
像
を
処
理
し
て
浮
か
ぶ
字
形（
挿
図
3
）は
、
基
準
印
と
比
べ
て

か
な
り
歪
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
例
え
ば
「
朴
」
の
「
木
」
の
上
部
は
「
山
」
形

に
な
り
、
基
準
印
で
は
三
本
の
縦
棒
の
間
の
余
白
は
均
等
で
あ
る
が
、
本
印
影
で
は
右



狩
野
常
信
様
式
の
成
立
に
つ
い
て

二
七

の
余
白
が
大
き
く
、
左
が
小
さ
い
な
ど
歪
で
あ
る
。
画
面
の
切
り
詰
め
に
よ
っ
て
落
款

が
落
ち
た
作
例
や
元
々
落
款
が
な
い
作
例
に
、
伝
承
あ
る
い
は
後
世
の
鑑
定
に
従
っ
て

落
款
を
入
れ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
本
屏
風
で
も
後
落
款
を
視
野
に
入
れ
て
考
察
す
べ

き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
如
く
、
本
屏
風
が
描
か
れ
た
当
初
か
ら
現
状
と
同
じ
形
態
で
あ
っ
た
と
す
る

に
は
、
解
決
す
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
る
。
次
に
常
信
様
式
を
確
認
し
、
絵
画
様
式
か
ら

本
屏
風
の
作
者
を
再
考
し
た
い
。

二　

常
信
の
画
業
に
お
け
る
「
吉
野
図
屛
風
」

常
信
様
式
に
つ
い
て

常
信
様
式
は
、
他
の
江
戸
狩
野
派
、
特
に
探
幽
の
絵
画
様
式
に
比
べ
て
、
①
「
繊

細
」「
装
飾
」、
②
合
理
的
な
空
間
、
③
線
描
に
よ
る
形
態
把
握
と
い
う
三
つ
の
特
徴
が

挙
げ
ら
れ
て
き
た
。
①
で
は
「
瀟
洒
淡
白
」
と
い
わ
れ
る
探
幽
様
式
の
装
飾
化
、
繊
細

化
と
解
説
さ
れ
て
き
た
。
抽
象
的
な
言
辞
で
あ
る
が
、
常
信
の
細
や
か
な
描
写
や
軽
み

の
あ
る
彩
色
は
、「
繊
細
」
と
い
う
表
現
が
適
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
②
は
各
モ
チ
ー

フ
の
連
結
を
図
り
、
奥
行
き
な
ど
の
空
間
を
意
識
し
た
合
理
的
空
間
構
成
で
あ
る
。
③

（
11
）

（
12
）

（
13
）

は
モ
チ
ー
フ
に
丁
寧
に
輪
郭
線
を
施
し
て
形
態
を
線
描
で
把
握
す
る
表
現
で
あ
る
。
形

態
把
握
の
た
め
の
無
関
係
な
線
が
目
立
つ
と
の
指
摘
も
、
線
描
主
体
の
常
信
様
式
の
特

徴
を
よ
く
捉
え
て
い
る
。
こ
の
形
態
把
握
は
、
常
信
の
全
て
の
画
に
当
て
は
ま
る
の
で

は
な
く
、
特
に
漢
画
の
真
体
画
に
目
立
ち
、
筆
線
を
重
視
す
る
狩
野
派
本
来
の
様
式
で

真
体
画
ら
し
い
画
面
を
取
り
戻
し
て
い
る
。
で
は
こ
れ
ら
の
常
信
様
式
は
い
つ
頃
か
ら

表
れ
た
の
か
。
河
野
元
昭
氏
は
、
探
幽
存
命
期
の
常
信
三
十
四
歳
の
大
徳
寺
玉
林
院
障

壁
画
「
楼
閣
山
水
図
」
に
つ
い
て
、
対
象
の
有
機
的
関
連
や
空
気
遠
近
法
を
無
視
し
た

非
常
に
平
面
的
な
画
面
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
対
象
の
大
き
さ
や
上
下
関
係
で
遠
景

か
近
景
か
は
判
断
で
き
る
が
、
そ
の
間
の
空
間
は
意
識
さ
れ
な
い
こ
と
に
、
探
幽
晩
年

の
画
風
か
ら
の
影
響
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
松
嶋
氏
も
常
信
の
前
半
生
の
作
品

は
探
幽
の
瀟
洒
淡
白
の
直
截
的
な
影
響
下
に
あ
り
、
法
眼
以
降
の
作
例
に
①
や
②
の
常

信
様
式
が
顕
著
で
あ
る
と
し
、
自
己
様
式
の
発
現
を
宝
永
元
年（
常
信
六
十
九
歳
）の
法

眼
位
を
得
る
前
後
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
背
景
と
し
て
、
常
信
が
狩
野
派
で
の
指

導
的
立
場
を
得
て
自
己
様
式
を
派
内
に
浸
透
さ
せ
た
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
宗
像
晋
作
氏
は
、
常
信
の
独
自
性
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
「
波
濤
図
屏
風
」（
東
京
・
出

光
美
術
館
蔵
）を
、
や
は
り
七
十
代
の
作
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
安
村
敏
信

氏
は
常
信
筆
「
布
袋
・
雉
・
鶏
図
」（
英
国
・
大
英
博
物
館
蔵
）か
ら
、
宝
永
元
年
以
前
の

作
に
も
常
信
の
繊
細
な
表
現
が
み
ら
れ
、
常
信
様
式
の
早
期
形
成
が
窺
え
る
と
す
る
。

ま
た
、
落
款
に
年
齢
な
ど
を
記
さ
な
い
た
め
作
品
編
年
が
困
難
で
あ
る
常
信
の
画
業
を

四
期
に
分
け
、
早
期
か
ら
脱
探
幽
様
式
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
の
が
、
安
部
美
貴
子

氏
で
あ
る
。
安
村
氏
・
安
部
氏
と
も
に
僧
位
を
明
記
し
な
い
落
款
を
法
眼
以
前
の
作
と

す
る
が
、
高
位
の
注
文
者
に
対
し
て
は
絵
師
が
僧
位
を
記
さ
な
い
可
能
性
を
宗
像
氏
が

示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、「
法
眼
」「
法
印
」
を
全
て
の
作
に
入
れ
た
と
す
る
の
は
適
当
で

あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
安
部
氏
は
右
近
・
養
朴
時
代
を
設
定
し
巨
木
表
現
を
用
い
て
い
る

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

挿図3　本屛風　左隻印章
　（画像加工）

挿図2　本屛風　右隻落款
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八

点
の
み
で
脱
探
幽
様
式
と
し
、
さ
ら
に
法
眼
時
代
に
再
び
探
幽
様
式
の
中
に
収
ま
っ
た

と
さ
れ
る
が
、
具
体
的
な
考
察
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
常
信
研
究
は
、
若
き
頃
常
信
が
探
幽
様
式
に
倣
い
、
法
眼
位
を
得
た

七
十
歳
代
に
自
己
様
式
が
表
出
す
る
と
い
う
の
が
、
現
状
の
研
究
成
果
と
い
え
る
。
次

に
本
屏
風
を
常
信
の
基
準
作
と
比
較
し
、
ま
ず
は
作
者
を
考
え
る
。

本
屏
風
の
作
者

常
信
画
の
中
で
人
事
風
俗
ま
で
描
く
大
画
面
の
名
所
絵
は
珍
し
く
、
本
屏
風
の
他
で

は
「
富
嶽
清
見
寺
図
屏
風
」（
旧
桂
宮
家
伝
来
・
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
、
以
下
「
三
の
丸

本
」
と
略
称
）（
図
2
）が
知
ら
れ
る
。
三
の
丸
本
は
常
信
様
式
の
①
「
繊
細
」「
装
飾
」
と

②
合
理
的
な
空
間
が
よ
く
表
れ
た
常
信
の
基
準
作
と
す
べ
き
作
例
で
あ
る
。
①
で
は
、

樹
木
な
ど
の
モ
チ
ー
フ
を
濃
彩
の
色
面
で
表
す
の
で
は
な
く
、
柔
ら
か
な
筆
致
で
筆
墨

を
表
情
豊
か
に
変
化
さ
せ
て
描
い
て
い
る
。
山
肌
も
緑
青
を
平
板
に
彩
色
せ
ず
に
、
淡

彩
の
緑
青
の
上
に
米
点
法
の
よ
う
に
点
を
連
ね
て
瀟
洒
で
軽
み
の
あ
る
水
墨
画
表
現
を

選
ん
で
お
り
、
柔
ら
か
な
光
を
発
す
る
金
砂
子
と
、
明
度
の
高
い
淡
彩
、
瀟
洒
な
描
法

を
調
和
さ
せ
て
繊
細
な
空
間
を
作
っ
て
い
る
。
②
で
は
、
ほ
ぼ
同
図
様
の
探
幽
筆
「
富

士
図
屏
風
」（
米
国
・
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ア
ジ
ア
美
術
館
）を
み
て
も
、
三
の
丸
本
左
隻
が

近
景
の
山
を
含
め
て
門
前
か
ら
清
見
寺
ま
で
の
地
形
が
繋
が
る
よ
う
に
合
理
的
に
空
間

が
整
理
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
右
隻
の
遠
山
や
近
景
を
画
面
右
に

集
約
す
る
こ
と
で
、
近
・
中
・
遠
と
遠
近
を
明
確
に
し
、
左
右
隻
の
両
端
に
重
心
を
置

く
安
定
し
た
構
図
へ
と
画
面
を
構
築
し
て
い
る
。
常
信
様
式
が
顕
著
な
三
の
丸
本
は
、

先
賢
の
論
考
に
導
か
れ
る
な
ら
ば
法
眼
以
降
の
晩
年
の
作
と
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
よ
う
に
さ
ら
に
遡
る
作
と
見
做
す
こ
と
も
で
き
る
。
ま
ず
は

本
屏
風
と
画
題
と
様
式
も
類
似
す
る
三
の
丸
本
を
比
べ
た
い
。 （

21
）

挿図5　三の丸本　人物部分

挿図4　本屛風　人物部分

挿図6　三の丸本　人物部分

両
者
の
表
現
は
よ
く
類
似
し
て
お
り
、
人
物
で
は
目
鼻
や
口
を
小
さ
く
、
輪
郭
線
や

衣
文
線
を
細
い
線
を
継
ぐ
描
法
で
よ
く
類
似
し
て
い
る
。
顎
と
口
に
髭
を
蓄
え
た
荷
を

担
ぐ
男
な
ど
、
類
似
す
る
図
様
も
散
見
す
る（
挿
図
4
・
5
）。
さ
ら
に
、
人
物
の
踵
か

ら
墨
を
横
に
鋭
く
出
す
特
異
な
描
写
は
、
三
の
丸
本
を
は
じ
め
、
常
信
作
例
に
し
ば

し
ば
み
ら
れ
る
表
現
で
あ
る（
挿
図
4
・
6
）。
人
物
以
外
で
は
、
樹
木
の
葉
を
点
描
の

よ
う
に
重
ね
て
い
き
、
葉
叢
の
中
心
部
に
同
様
に
淡
墨
を
入
れ
る
描
写（
挿
図
7
・
8
）、



狩
野
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式
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二
九

る
ほ
ど
淡
い
墨
で
描
か
れ
て
い
る
。
柔
ら
か
な
線
で
大
ま
か
に
輪
郭
線
を
施
し
、
内
側

に
も
細
か
い
線
を
執
拗
に
入
れ
て
樹
皮
を
表
し
、
幹
の
上
部
は
墨
の
面
で
樹
幹
を
象

挿図7　本屛風　樹木部分

挿図8　三の丸本　樹木部分

挿図9　本屛風　樹木部分

ま
た
樹
根
の
内
側
を
白
く
抜
き
、
幹
は
淡
墨
の
太
く
極
め
て
緩
い
輪
郭
線
を
震
え
る
よ

う
に
入
れ
て
、
内
側
に
は
さ
ら
に
淡
い
墨
で
粗
く
彩
色
す
る
描
写
も
近
似
す
る（
挿
図

9
・
10
）。
特
徴
的
な
描
写
で
共
通
す
る
の
は
、
松
樹
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
本
屏
風
右

隻
の
近
景
の
松
は
、
経
年
劣
化
に
よ
る
褪
色
も
あ
る
が
、
他
の
樹
木
と
比
べ
地
が
透
け

挿図10　三の丸本　樹木部分挿図11　三の丸本　樹木部分
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三
〇

る
。
三
の
丸
本
で
は
、
洞
な
ど
の
一
部
に
茶
の
色
料
が
認
め
ら
れ
る
が
、
同
様
な
描
写

で
松
樹
の
み
を
淡
く
描
か
れ
る（
挿
図
11
）。

三
の
丸
本
以
外
で
も
、
本
屏
風
右
隻
の
渓
流
部
分
の
弧
を
連
続
す
る
水
流
の
墨
線

と
、
そ
れ
に
添
う
よ
う
に
胡
粉
と
藍
の
線
を
入
れ
る
描
写
は
、「
四
季
花
鳥
図
屏
風
」

（
東
京
・
板
橋
区
立
美
術
館
蔵
）に
み
ら
れ
る
。
十
七
世
紀
の
江
戸
狩
野
派
で
は
、
濃
淡
を

つ
け
な
が
ら
藍
を
刷
き
、
そ
の
上
に
墨
と
胡
粉
の
み
で
波
線
を
描
く
表
現
が
多
い
。
岩

の
輪
郭
線
に
も
常
信
の
特
徴
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
渓
流
の
中
に
あ
る
岩
の
上
辺
の
細

く
頼
り
な
い
線
描
を
瘤
や
下
部
で
太
く
す
る
よ
う
に
急
な
肥
痩
の
変
化
を
も
つ
線
で
、

輪
郭
線
を
省
略
す
る
こ
と
な
く
丁
寧
に
施
す
描
法
も
、
三
の
丸
本
で
は
や
や
希
薄
な
も

の
の
、「
六
義
園
図
」（
奈
良
・
郡
山
史
跡
・
柳
沢
文
庫
保
存
会
蔵
）や
常
信
と
探
幽
の
長
子

挿図12　狩野常信・探信合筆「雑画帖」（個人蔵）

で
あ
る
探
信
と
の
合
筆
「
雑
画
帖
」（
個
人

蔵
、
挿
図
12
）な
ど
の
岩
の
線
と
よ
く
似
て

い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
輪
郭
線
は
常
信
の

息
子
周
信
・
岑
信
に
も
認
め
ら
れ
る
点
で

注
意
を
要
す
。
探
幽
以
外
の
江
戸
狩
野
派

の
個
の
様
式
と
そ
の
広
が
り
に
つ
い
て
は

未
だ
不
明
な
部
分
が
多
く
、
作
者
を
推
定

す
る
場
合
、
周
辺
絵
師
を
無
視
し
て
は
な

ら
な
い
。
と
は
い
え
、
常
信
周
辺
の
絵
師

の
様
式
を
一
つ
ず
つ
論
じ
る
余
裕
は
な
い

が
、
多
く
の
表
現
が
常
信
の
基
準
作
と
一

致
す
る
こ
と
か
ら
、
本
屏
風
は
常
信
筆
と

み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
本
屏
風
と
三
の
丸
本
で
大
き
く

異
な
る
の
が
空
間
構
成
で
あ
る
。
本
屏
風
は
全
図
で
な
い
可
能
性
が
あ
る
が
、
現
状
の

画
面
で
も
遠
近
表
現
は
希
薄
で
、
モ
チ
ー
フ
も
互
い
に
緊
密
に
連
関
し
な
い
平
面
的
な

画
面
で
あ
る
。
例
え
ば
、
右
隻
の
家
屋
の
す
ぐ
上
部
に
小
川
と
土
坡
が
配
さ
れ
て
お

り
、
さ
ら
に
左
隻
の
同
じ
高
さ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
遠
山
と
い
う
よ
う
に
空
間
に
整

合
性
は
な
い
。
そ
れ
で
も
一
つ
の
絵
画
空
間
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
は
、
モ
チ
ー
フ

を
繋
い
で
い
る
余
白
の
働
き
で
あ
ろ
う
。
左
右
隻
の
画
面
中
央
に
は
白
い
霞
が
漂
っ
て

お
り
、
右
隻
で
は
家
屋
、
左
隻
で
は
桜
を
覆
い
隠
し
な
が
ら
画
面
を
繋
い
で
い
る
。
三

の
丸
本
の
余
白（
霞
）は
複
雑
に
重
な
っ
て
空
間
に
奥
行
き
を
与
え
、
数
種
の
形
状
の
霞

を
展
開
す
る
こ
と
で
装
飾
的
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
に
対
し
、
本
屏
風
は
余
白

（
霞
）で
モ
チ
ー
フ
を
隠
し
な
が
ら
画
面
を
繋
い
で
い
く
、
い
わ
ば
探
幽
の
余
白
と
同
じ

働
き
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
く
み
れ
ば
、
家
屋
も
立
体
的
に
捉
え
て
い
る
三
の
丸

本
と
異
な
り
、
本
屏
風
で
は
平
面
的
で
左
隻
一
扇
目
の
家
屋
も
途
切
れ
て
お
り
、
曖
昧

な
空
間
構
成
を
志
向
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
空
間
構
成
は
、
先

述
し
た
通
り
常
信
三
十
四
歳
の
大
徳
寺
玉
林
院
障
壁
画
「
楼
閣
山
水
図
」
な
ど
で
指
摘

さ
れ
て
い
る
探
幽
影
響
下
の
常
信
前
半
生
の
空
間
構
成
と
類
似
す
る
。
つ
ま
り
、
先
学

の
研
究
成
果
か
ら
常
信
様
式
が
完
成
し
た
法
眼
以
後
と
み
ら
れ
る
三
の
丸
本
に
対
し
、

本
屏
風
は
常
信
の
法
眼
以
前
の
作
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
本
稿
で
は
落
款
か
ら
常

信
作
品
の
編
年
の
可
能
性
を
探
り
、
も
う
少
し
論
を
進
め
て
み
た
い
。

常
信
落
款
の
編
年

常
信
の
落
款
で
、
あ
る
程
度
、
記
さ
れ
た
年
代
が
推
測
で
き
る
書
風
は
大
き
く
五
つ

に
分
け
ら
れ
る
。
便
宜
上
、
僧
位
を
冠
さ
な
い
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
と
僧
位
を
冠
す
Ⅳ
・
Ⅴ
に

分
類
す
る（
表
1
）。
ま
ず
Ⅰ
は
線
が
全
体
的
に
太
く
一
筆
一
筆
に
勢
の
あ
る
力
強
い
書

風
で
、
字
形
で
は
「
常
」
の
「
巾
」
の
二
画
目
の
角
が
張
り
出
し
、「
信
」
の
「
言
」



狩
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一

作
品
名

落
款（
署
名
／
印
章
）

挿
図
番
号

製
作
年

年
齢

所
蔵

Ⅰ

歌
賛
名
所
絵
図
巻

「
藤
原
常
信
書
之
」
／
「
常
信
」（
朱
文
瓢
箪
印
）

寛
文
五

三
十

千
葉
市
美
術
館

瀟
湘
八
景
図

「
常
信
筆
」
／
「
右
近
」（
朱
文
方
印
）

（
挿
図
13
・
14
）

神
奈
川
・
三
溪
園

松
鶴
図
屏
風

「
常
信
筆
」
／
「
右
近
」（
朱
文
方
印
）

個
人

鉄
拐
図

「
常
信
筆
」
／
「
右
近
」（
朱
文
方
印
）

英
国
・
大
英
博
物
館

Ⅱ

牛
馬
図

「
常
信
書
」
／
「
常
信
」（
白
文
方
印
）

寛
文
八
〜
十
三

三
十
三
〜
三
十
八

個
人

倣
古
名
画
巻

「
藤
原
常
信
書
之
」
／
「
塞
雲
子
」（
朱
文
方
印
）

寛
文
十

三
十
五

個
人

墨
竹
図
風
炉
先
屏
風

「
常
信
筆
」
／
「
養
朴
」（
朱
文
方
印
）

（
挿
図
15
）

徳
川
美
術
館

Ⅱ・Ⅲ混在

富
嶽
清
見
寺
図
屏
風

「
常
信
筆
」
／
「
塞
雲
子
」（
朱
文
方
印
）

（
挿
図
18
・
19
）

東
京
・
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館

布
袋
・
雉
・
鶏
図

「
常
信
筆
」
／
「
古
川
鈞
従
」（
朱
文
方
印
）

英
国
・
大
英
博
物
館

雑
画
帖

「
常
信
筆
」
／
「
咲
題
枩
竹
杲
庵
」（
朱
文
方
印
）

（
挿
図
20
・
21
）

個
人

Ⅲ

織
田
信
長
像

「
追
法
印
永
徳
図
常
信
書
之
」
／
「
藤
原
」（
白
文
方
印
）

元
禄
七

五
十
九

愛
知
・
總
見
寺

秋
景
富
士
三
保
松
原
図
「
藤
原
常
信
筆
」
／
「
養
朴
」（
朱
文
方
印
）

（
挿
図
16
・
17
）
元
禄
十
二

六
十
四

個
人

四
季
花
鳥
図
屏
風

「
常
信
筆
」
／
「
藤
原
常
信
」（
朱
文
方
印
）・「
塞
雲
子
」（
朱
文
方
印
）

東
京
・
板
橋
区
立
美
術
館

波
濤
図
屏
風

「
藤
原
常
信
筆
」
／
「
※
印
文
不
明
」

東
京
・
出
光
美
術
館

列
仙
図
屏
風

「
常
信
筆
」
／
「
養
朴
」（
白
文
方
印
）

埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館

Ⅳ

波
濤
・
花
鳥
図
屏
風

「
法
眼
古
川
叟
筆
」
／
「
藤
原
」（
無
廓
朱
文
印
）・「
常
信
」（
朱
文
重
廓
方
印
）

宝
永
元
〜
六

七
十
〜
七
十
六

静
岡
県
立
美
術
館

鶴
図

「
法
眼
古
川
叟
筆
」
／
「
養
朴
」（
白
文
方
印
）

宝
永
元
〜
六

七
十
〜
七
十
六

徳
川
美
術
館

Ⅴ

富
士
山
図

「
法
印
古
川
叟
筆
」
／
「
養
朴
」（
朱
文
方
印
）

宝
永
六
〜
正
徳
三

七
十
六
〜
七
十
九

山
形
・
致
道
博
物
館

表
1　

常
信
落
款
の
編
年



狩
野
常
信
様
式
の
成
立
に
つ
い
て

三
二

の
一
画
目
が
「
＞
」
の
よ
う
に
大
き
く
曲
が
る
な
ど
非
常
に
癖
の
あ
る
落
款
で
あ
る
。

臨
春
閣
第
一
屋
瀟
湘
の
間
の
障
壁
画
「
瀟
湘
八
景
図
」（
神
奈
川
・
三
溪
園
蔵
）（
挿
図
13
・

14
）・「
鉄
拐
図
」（
英
国
・
大
英
博
物
館
蔵
）・「
松
鶴
図
屏
風
」（
個
人
蔵
）な
ど
に
み
ら
れ
る
。

印
に
は
管
見
の
限
り
「
右
近
」
が
入
る
た
め
、
若
描
の
「
右
近
」
時
代
の
書
風
と
見
做

せ
、
寛
文
五
年（
常
信
三
十
歳
）の
「
歌
賛
名
所
絵
図
巻
」（
千
葉
市
美
術
館
蔵
）も
、
筆
勢

は
落
ち
着
い
て
い
る
が
Ⅰ
に
近
い
た
め
、
使
用
期
間
は
三
十
歳
頃
ま
で
下
り
そ
う
で
あ

る
。「
右
近
」
時
代
に
つ
い
て
は
Ⅱ
と
あ
わ
せ
て
述
べ
る
。

常
信
の
落
款
を
通
覧
し
た
と
き
に
「
信
」
や
「
筆
」
の
書
風
も
変
化
が
大
き
い
が
、

そ
の
変
化
は
不
規
則
で
あ
り
現
状
で
編
年
の
基
準
に
は
し
が
た
い
。
一
方
、「
常
」
は

落
款
を
比
較
す
る
な
か
で
作
品
編
年
と
対
応
す
る
変
化
が
み
ら
れ
る
。「
常
」
に
注
目

し
て
Ⅱ
以
降
を
み
て
い
く
。
ま
ず
Ⅱ
は
「
常
」
の
「
巾
」
の
二
画
目
の
角
が
張
り
出
さ

ず
に
、
そ
の
ま
ま
縦
棒
を
長
く
ま
っ
す
ぐ
下
に
伸
ば
す
書
風
で
あ
る
。
こ
の
書
風
は
、

寛
文
十
年（
一
六
七
〇
・
常
信
三
十
五
歳
）頃
の
探
幽
・
安
信
・
常
信
・
益
信
合
筆
「
倣
古

名
画
巻
」（
個
人
蔵
）や
寛
文
八
〜
十
三
年
の
探
幽
、
常
信
ら
狩
野
派
三
十
六
名
合
筆
「
牛

馬
図
」（
個
人
蔵
）に
み
え
、
探
幽
存
命
期
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
墨
竹
図
風
炉
先
屏

風
」（
徳
川
美
術
館
蔵
）（
挿
図
15
）も
「
巾
」
の
書
風
で
分
類
す
れ
ば
Ⅱ
に
な
る
。
そ
し
て
、

Ⅱ
の
作
品
で
は
「
右
近
」
落
款
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、「
右
近
」
を
使
用
し
な

挿図13　狩野常信筆「瀟湘八景図」部分（三溪園蔵）

挿図14　狩野常信筆　
　「瀟湘八景図」
　落款（Ⅰ）部分
　（三溪園蔵）



狩
野
常
信
様
式
の
成
立
に
つ
い
て

三
三

五
十
九
歳
）
の
賛
を
持
つ
「
織
田

信
長
像
」（
愛
知
・
總
見
寺
蔵
）、
同

十
二
年
の
箱
書
を
持
つ
「
秋
景

富
士
三
保
松
原
図
」（
個
人
蔵
）（
挿

図
16
・
17
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
元

禄
中
期
の
書
風
で
は
「
常
」
の

「
巾
」
の
二
画
目
が
右
上
が
り
で

角
が
突
起
し
て
い
る
。
興
味
深
い

の
が
「
四
季
花
鳥
図
屏
風
」
な
ど

常
信
様
式
が
完
成
し
て
い
る
作

で
は
、
さ
ら
に
大
き
く
突
起
し
、

「
阝
」の
よ
う
に
湾
曲
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
突
起
し
た
書
風
を
Ⅲ
と

す
る
と
、
Ⅱ
と
Ⅲ
の
移
行
期
と
み

ら
れ
る
の
が
三
の
丸
本
で
あ
る
。

三
の
丸
本
右
隻
で
は
、
Ⅱ
の
よ
う

に
「
巾
」
の
二
画
目
の
角
を
張
り

出
さ
ず
真
っ
す
ぐ
下
ろ
し
、
左
隻

で
は
Ⅲ
の
よ
う
に
や
や
角
を
突
起

さ
せ（
挿
図
18
・
19
）、
三
幅
対
で

は
先
述
の
「
布
袋
・
雉
・
鶏
図
」

で
も
混
在
し
て
い
る
。
こ
の
点
に

お
い
て
、
安
信
統
率
期（
探
幽
歿
年

か
ら
安
信
歿
年
と
す
れ
ば
常
信
四
十

（
24
）

く
な
っ
た
時
期
が
Ⅱ
の
上
限
に
な
る
可
能
性
が
高
い
。「
右
近
」
と
「
養
朴
」
の
使
用
期

に
つ
い
て
は
、
若
き
常
信
が
通
称
の
「
右
近
」、
慶
安
三
年（
一
六
五
〇
・
常
信
十
五
歳
）

に
剃
髪
し
て
「
養
朴
」
と
号
し
た
後
は
「
養
朴
」
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
慶
安
五
年
の
「
東
照
大
権
現
・
大
猷
院
・
慈
眼
大
師
板
絵
」（
栃
木
・
日
光
山

輪
王
寺
蔵
）に
「
狩
野
右
近
藤
原
常
信
図
之
」、
承
応
三
年（
一
六
五
四
・
常
信
十
九
歳
）の

「
日
蓮
聖
人
像
」（
香
川
・
本
門
寺
蔵
）に
も
未
だ
款
記
に
「
右
近
」
と
記
さ
れ
る
。
史
料

に
お
い
て
も
常
信
の
表
記
が
「
右
近
」
か
ら
「
養
朴
」
に
切
り
替
わ
る
の
は
寛
文
期

か
ら
で
あ
る
。
万
治
二
年（
常
信
二
十
四
歳
）の
江
戸
城
障
壁
画
に
係
わ
る
記
録
「
御
本

丸
御
坐
敷
絵
様
覚
」（
宮
城
・
仙
台
市
博
物
館
蔵
）で
は
未
だ
「
狩
野
右
近
」、『
徳
川
実
紀
』

で
は
寛
文
八
年（
常
信
三
十
三
歳
）ま
で
が
「
右
近
常
信
」、
寛
文
十
年
以
降
が
「
養
朴
常

信
」
と
記
し
、
寛
文
八
年
ま
で
の
記
録
が
あ
る
鹿
苑
寺
住
持
鳳
林
承
章
の
日
記
『
隔
蓂

記
』
で
も
や
は
り
「
右
近
」
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
養
朴
」
を
実
際
に
使
用
し

始
め
た
の
は
寛
文
十
年
頃
か
ら
と
み
ら
れ
る
。
落
款
に
お
い
て
も
、「
右
近
」
と
「
養

朴
」
落
款
で「
常
信
」
の
書
風
が
共
通
す
る
作
例
を
見
出
せ
な
い
こ
と
か
ら
、
併
用
期

が
あ
っ
た
と
し
て
も
短
期
間
で
、
落
款
も
寛
文
十
年
頃
に
「
養
朴
」
へ
と
切
り
替
え
た

と
想
定
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
Ⅱ
の
上
限
も
寛
文
十
年
頃
と
推
定
し
て
お
く
。

次
に
描
か
れ
た
時
期
が
推
定
で
き
る
作
と
し
て
は
、
元
禄
七
年（
一
六
九
四
・
常
信

（
22
）

（
23
）

挿図15　狩野常信筆
　「墨竹図風炉先屛風」
　落款（Ⅱ）部分
　（徳川美術館蔵）

挿図16　狩野常信筆「秋景富士三保松原図」（個人蔵）



狩
野
常
信
様
式
の
成
立
に
つ
い
て

三
四

歳
代
か
ら
五
十
歳
代
前
半
）の
作
と
推
定
さ
れ
て
い
る
前
掲
の
常
信
と
探
信
の
画
を
三
十

図
ず
つ
貼
り
合
わ
せ
た
「
雑
画
帖
」
が
興
味
深
い
。「
雑
画
帖
」
で
明
確
に
Ⅱ
の
書
風

を
示
す
落
款
は
五
図
程
度（
挿
図
20
）、
残
り
は
角
を
僅
か
に
張
り
出
す
書
風
も
あ
る
が

殆
ど
Ⅲ
で（
挿
図
21
）、
残
る
三
図
ほ
ど
に
「
巾
」
を
丸
く
書
く
別
の
書
風
が
あ
る
。
つ

ま
り
、
あ
る
一
時
期
に
お
い
て
Ⅱ
も
Ⅲ
も
一
つ
の
書
風
の
範
疇
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
先
述
の
元
禄
期
の
作
に
加
え
、
「
四
季
花
鳥
図
屏
風
」
を
は
じ
め
、「
波
濤
図
屏

風
」
や
「
列
仙
図
屏
風
」（
埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
蔵
）な
ど
、
自
己
様
式
が
完
成

し
て
い
る
代
表
作
は
両
隻
と
も
Ⅲ
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
推
察
す
る
な
ら
ば
、
Ⅱ

（
25
）

（
26
）

挿図20　「雑画帖」　落款（Ⅱ）部分挿図21　「雑画帖」　落款（Ⅲ）部分

挿図19　三の丸本　
　左隻落款（Ⅲ）部分

挿図18　三の丸本　
　右隻落款（Ⅱ）部分

挿図17　「秋景富士三保松原図」
　落款（Ⅲ）部分



狩
野
常
信
様
式
の
成
立
に
つ
い
て

三
五

か
ら
Ⅱ
・
Ⅲ
混
在
期
を
経
て
元
禄
後
期
に
は
Ⅲ
へ
と
変
化
し
た
と
想
定
で
き
な
い
だ
ろ

う
か
。
Ⅲ
で
捺
さ
れ
た
「
養
朴
」（
朱
文
方
印
）で
は
、
右
の
外
郭
線
に
欠
損
が
多
く
み
ら

れ
る
が
、「
墨
竹
図
風
炉
先
図
屏
風
」
の
よ
う
に
Ⅱ
で
捺
さ
れ
た
同
印
で
は
外
郭
線
の

つ
な
が
っ
た
印
影
が
あ
る
こ
と
も
こ
の
推
測
の
補
強
材
料
と
な
る
。
こ
の
点
も
更
に
作

例
を
集
め
て
い
き
た
い
。

残
る
Ⅳ
と
Ⅴ
は
、
僧
位
が
記
さ
れ
た
落
款
で
、
Ⅳ
「
法
眼
」
は
宝
永
元
年（
一
七
〇
四
・

常
信
七
十
歳
）か
ら
同
六
年
、
作
例
に
は
「
波
濤
・
花
鳥
図
屏
風
」（
静
岡
県
立
美
術
館
蔵
）

や
「
鶴
図
」（
徳
川
美
術
館
蔵
）な
ど
が
あ
る
。
Ⅴ
「
法
印
」
は
同
六
年
か
ら
正
徳
三
年

（
一
七
一
三
）、「
富
士
山
図
」（
山
形
・
致
道
博
物
館
蔵
）な
ど
が
知
ら
れ
る
。
Ⅳ
、
Ⅴ
の
落

款
で
は
、「
常
信
」
で
は
な
く
「
古
川
」
や
「
養
朴
」
の
号
を
用
い
て
い
る
た
め
、
こ

の
期
の
「
常
信
」
の
書
風
は
不
明
で
あ
る
。
僧
位
を
叙
さ
れ
た
後
は
、
全
て
の
作
品
の

落
款
に
「
法
眼
」「
法
印
」
と
冠
し
た
と
考
え
る
根
拠
は
な
い
た
め
、
Ⅲ
の
書
風
の
作

品
が
法
眼
・
法
印
期
に
あ
た
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

以
上
が
大
ま
か
な
グ
ル
ー
プ
分
け
で
、
こ
れ
ら
に
当
て
は
ま
ら
な
い
落
款
も
ま
だ
数

種
あ
り
、
Ⅱ
や
Ⅲ
の
中
で
も
さ
ら
に
書
風
を
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
今
後
精
査

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
常
信
画
に
は
他
に
も
、
三
十
四
歳
の
玉
林
院
障
壁
画
「
楼
閣

山
水
図
」・
五
十
五
歳
の
「
最
嶽
元
良
像
」（
京
都
・
金
地
院
蔵
）・
五
十
七
歳
の
「
演
能

図
・
竜
頭
観
音
図
」（
群
馬
・
清
水
寺
蔵
）が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
実
見
で
き
て
お
ら
ず
、

「
楼
閣
山
水
図
」
と
「
演
能
図
・
竜
頭
観
音
図
」
に
つ
い
て
は
、
落
款
部
分
の
傷
み
が

激
し
い
た
め
、本
稿
で
の
分
類
に
は
加
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、
徳
川
美
術
館
に
は
他
に

も
「
新
六
歌
仙
画
帖
」
な
ど
が
あ
る
が
、
落
款
の
書
風
に
は
別
の
特
徴
も
み
え
る
こ
と

か
ら
稿
を
改
め
た
い
。
常
信
の
作
品
編
年
は
簡
単
に
は
整
理
で
き
な
い
も
の
の
、
常
信

研
究
停
滞
の
一
要
因
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
誠
に
雑
駁
な
試
論
だ
が
、
本
稿
で
ひ
と
ま

ず
編
年
の
目
安
を
提
示
し
た
。
多
く
の
方
に
ご
叱
正
い
た
だ
き
、
常
信
研
究
が
活
性
化

す
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
落
款
の
区
分
に
応
じ
、
ま
ず
三
の
丸
本
を
み
れ
ば
、
先
述
の
ご
と
く
落

款
に
は
Ⅱ
と
Ⅲ
を
併
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
限
は
寛
文
期
よ
り
も
遡
ら
ず
、
下
限

は
元
禄
中
期
頃
ま
で
の
作
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
常
信
様
式
は
法
眼

以
前
か
ら
発
現
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
に
、
本
屏
風
は
落

款
か
ら
年
代
推
測
は
で
き
な
い
が
、
自
己
様
式
が
確
立
し
て
い
る
三
の
丸
本
以
前
、
そ

し
て
探
幽
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
十
七
世
紀
中
頃
に
は
作
ら
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
や
ま
と
絵
名
所
絵
に
お
け
る
本
屏
風
の
特
異
性
を
指
摘
し
、
探
幽
影
響
下

の
時
期
に
描
か
れ
た
と
す
る
推
察
を
補
強
す
る
と
と
も
に
、
常
信
が
何
を
学
び
な
が
ら

自
己
様
式
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
の
か
考
察
を
加
え
た
い
。

三　

名
所
絵
に
お
け
る
「
吉
野
図
屛
風
」
の
特
異
性

名
所
絵
と
は
和
歌
や
文
学
と
深
く
結
び
つ
い
た
土
地
を
対
象
と
し
、
そ
の
歌
枕
の
絵

画
化
な
ど
に
よ
っ
て
成
立
し
た
た
め
、
や
ま
と
絵
の
中
で
多
様
に
展
開
し
て
き
た
こ
と

は
言
を
俟
た
な
い
。
一
方
で
水
墨
画
の
流
入
に
よ
り
、
富
士
図
や
近
江
八
景
図
な
ど
、

日
本
の
名
所
が
漢
画
様
式
で
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
や
ま
と
絵
が
主
流
の
大
画
面
名

所
絵
に
お
い
て
も
、
現
存
作
例
で
は
伝
能
阿
弥
筆
「
三
保
松
原
図
」（
兵
庫
・
頴
川
美
術

館
蔵
）や
伝
狩
野
元
信
筆
「
吉
野
図
屏
風
」（
個
人
蔵
）な
ど
、
漢
画
と
し
て
描
か
れ
た
日

本
の
名
所
絵
が
登
場
す
る
。

本
屏
風
は
弧
を
描
く
緑
青
の
遠
山
や
土
坡
な
ど
、
や
ま
と
絵
名
所
絵
に
分
類
で
き
る

が
、
樹
幹
は
水
墨
の
み
で
描
か
れ
、
丸
み
の
あ
る
墨
線
で
お
お
よ
そ
輪
郭
を
施
し
、
そ

の
内
に
細
か
く
皴
を
墨
で
描
き
込
む
。
彩
色
も
淡
墨
の
み
で
葉
も
点
描
で
表
す
の
は
、



狩
野
常
信
様
式
の
成
立
に
つ
い
て

三
六

顔
料
の
色
面
を
主
と
す
る
や
ま
と
絵
の
描
法
と
は
大
き
く
異
な
り
、
常
信
筆
「
楼
閣
山

水
図
」
な
ど
に
み
ら
れ
る
江
戸
狩
野
派
の
水
墨
山
水
図
の
樹
木
を
転
用
し
て
い
る
。

画
面
に
蒔
か
れ
た
金
に
対
し
て
、
濃
彩
で
は
な
く
墨
の
繊
細
な
階
調
と
軽
妙
な
筆
致

を
選
ん
で
静
謐
で
優
美
な
空
間
を
創
り
上
げ
て
い
る
点
に
本
屏
風
の
特
質
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
軸
装
や
巻
子
装
で
は
な
く
、
大
画
面
に
こ
の
よ
う
な
表
現
が
取
り
込
ま
れ

た
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
常
信
と
同
世
代
の
大
画
面
名
所
絵
で
は
、
延
宝
五

年（
一
六
七
七
）造
営
の
東
福
門
院
御
所
の
奥
対
面
所
を
飾
っ
た
狩
野
敦
信（
一
六
四
四
〜

一
七
一
八
）筆
「
長
谷
寺
春
景
図
襖
」（
宮
内
庁
京
都
御
所
蔵
）、
常
信
が
賢
聖
障
子
絵
を
担

当
し
た
宝
永
六
年（
一
七
〇
九
）の
内
裏
造
営
で
常
御
殿
下
段
之
間
を
飾
っ
た
狩
野
福
信

（
生
年
未
詳
〜
一
七
二
三
）筆
「
厳
島
図
襖
」（
京
都
・
光
明
寺
蔵
）、
同
じ
く
宝
永
度
の
造
営

で
上
棟
を
み
た
東
山
院
御
所
の
「
御
盃
之
間
」
を
飾
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
狩

野
主
信
筆（
一
六
七
五
〜
一
七
二
四
）「
厳
島
図
襖
」・「
厳
島
図
屏
風
」（
共
に
滋
賀
・
錦
織
寺

蔵
）な
ど
が
残
っ
て
お
り
、樹
木
の
内
側
は
墨
や
顔
料
で
彩
色
さ
れ
輪
郭
線
が
施
さ
れ
て

い
る
。

江
戸
狩
野
派
の
や
ま
と
絵
に
お
け
る
水
墨
表
現
の
吸
収
は
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ

て
き
た
。
探
幽
に
関
し
て
は
、「
和
漢
分
離
」
と
し
て
寛
文
十
七
年
「
東
照
宮
縁
起
絵
」

（
栃
木
・
日
光
東
照
宮
蔵
）で
は
漢
画
要
素
を
で
き
る
だ
け
排
除
す
る
一
方
で
、「
四
季
松

樹
図
屏
風
」（
京
都
・
大
徳
寺
蔵
）、「
鵜
飼
図
屏
風
」（
東
京
・
大
倉
集
古
館
蔵
）に
お
い
て
探

幽
の
新
漢
画
様
式
が
大
胆
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
安
村

氏
も
尚
信
筆
「
富
士
見
西
行
・
大
原
行
幸
図
屏
風
」（
東
京
・
板
橋
区
立
美
術
館
蔵
）に
み
ら

れ
る
、
や
ま
と
絵
に
お
け
る
用
墨
法
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

常
信
は
叔
父
探
幽
と
父
尚
信
、
二
つ
の
様
式
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
は
ず
で
あ

る
が
、
十
五
歳
で
尚
信
と
死
別
し
た
常
信
が
自
己
様
式
の
規
範
に
据
え
た
の
は
探
幽
様

式
で
あ
る
。
本
屏
風
で
も
大
き
な
瘤
を
持
つ
岩
や
渓
流
の
形
状
な
ど
に
、
探
幽
以
来
の

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

江
戸
狩
野
派
様
式
が
顕
著
で
あ

り
、
特
に
樹
木
は
探
幽
様
式
を
受

け
継
い
で
い
る
。
左
隻
一
扇
の
桜

の
樹
根
の
内
を
白
く
抜
い
て
、
幹

の
中
間
を
淡
墨
の
面
の
み
を
重
ね

て
描
く
特
徴
的
な
描
法
は
、
名
古

屋
城
上
洛
殿
二
之
間
の
障
壁
画

「
琴
棋
書
画
図
襖
」（
愛
知
・
名
古

屋
城
総
合
事
務
所
蔵
）（
挿
図
22
）や
、

挿図22　狩野探幽筆「琴棋書画図襖」
　部分（名古屋城総合事務所蔵）

探
幽
筆
「
江
口
の
君
」（
個
人
蔵
）な
ど
、
探
幽
の
樹
法
に
祖
型
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
ま
た
、
左
隻
二
扇
目
の
毛
氈
を
敷
く
一
団
の
右
の
桜
の
よ
う
に
、
緩
い
墨
線
で
輪

郭
を
震
え
る
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
と
描
き
、
内
に
墨
の
点
を
入
れ
る
表
現
は
、
大
徳
寺
本

坊
方
丈
の
探
幽
筆
「
山
水
図
襖
」
な
ど
の
樹
木
の
描
法
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
。
常

信
は
広
大
な
余
白
に
淡
彩
と
金
雲
の
瀟
洒
な
画
面
に
、
描
法
は
顔
料
を
賦
し
た
重
厚
な

描
法
で
は
な
く
、
探
幽
の
水
墨
画
由
来
の
瀟
洒
な
描
法
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
選

択
に
も
探
幽
の
影
響
が
窺
え
る
。
寛
永
、
寛
文
度
の
二
度
の
御
所
造
営
で
探
幽
が
描
い

た
吉
野
図
と
本
屏
風
を
比
較
で
き
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
の
は
探
幽
筆

と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
春
日
若
宮
御
祭
図
屏
風
」（
奈
良
県
立
美
術
館
蔵
）に
は
本
屏

風
と
同
じ
く
樹
木
に
水
墨
技
法
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
狩
野
柳
雪
筆
「
春
日
若
宮
祭
礼

図
屏
風
」（
千
葉
・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
）な
ど
、
類
例
が
何
点
か
現
存
し
て
い
る
。
探

幽
周
辺
で
行
わ
れ
て
い
た
表
現
が
、
本
屏
風
に
受
け
継
が
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿

で
は
、
さ
ら
に
三
の
丸
本
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
常
信
の
画
面
構
成
が
探
幽
様
式
か
ら

脱
し
て
合
理
的
空
間
へ
と
自
己
様
式
を
確
立
さ
せ
る
様
子
が
把
握
で
き
た
。
一
方
で
、

三
の
丸
本
で
も
確
認
で
き
る
水
墨
画
由
来
の
描
法
は
、
先
述
の
常
信
同
世
代
に
よ
る
一

（
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）

（
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）



狩
野
常
信
様
式
の
成
立
に
つ
い
て

三
七

連
の
障
壁
画
を
み
て
も
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
同
時
代
の
狩
野
派
様
式
と
の
差
を
指
摘

で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
こ
と
は
本
屏
風
や
三
の
丸
本
が
、
常
信
が
流
派
内
で
強
い
影

響
力
を
持
っ
て
い
な
い
時
期
の
作
で
あ
る
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
探
幽

次
世
代
に
様
々
な
画
題
で
画
面
を
再
び
濃
彩
化
、
合
理
的
に
空
間
化
さ
れ
て
い
く
な

か
で
、
や
ま
と
絵
に
お
い
て
も
瀟
洒
な
水
墨
画
技
法
を
排
除
し
て
い
く
動
き
に
繋
が
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
は
、
法
眼
・
法
印
時
代
の
常
信
や
ま
と
絵
も
課
題
と

し
た
い
。結　

　
　

語

本
屏
風
は
改
装
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
は
い
え
、
現
状
の
画
面
か
ら
も
探
幽

に
影
響
さ
れ
た
空
間
構
成
や
描
法
を
指
摘
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
そ
し
て
、
常
信
様

式
が
確
立
し
て
い
る
三
の
丸
本
と
の
表
現
の
差
か
ら
、
常
信
が
探
幽
に
由
来
す
る
軽
み

の
あ
る
描
法
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
空
間
構
成
を
変
え
自
己
様
式
を
深
化
さ
せ
た
こ

と
を
推
察
し
た
。
本
屏
風
が
描
か
れ
た
正
確
な
時
期
を
割
り
出
す
の
は
困
難
で
あ
る

が
、
探
幽
様
式
と
常
信
様
式
が
混
在
す
る
過
渡
期
の
作
例
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で

き
、
常
信
様
式
の
形
成
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
は
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
作
例
と
い
え

よ
う
。
今
後
は
、
さ
ら
に
多
く
の
常
信
作
品
を
比
較
し
な
が
ら
常
信
様
式
の
解
明
に
努

め
た
い
。

常
信
様
式
に
つ
い
て
は
、「
晩
年
、
常
信
の
気
質
に
合
っ
た
穏
や
か
で
繊
細
な
も
の

に
変
わ
り
、
以
降
の
狩
野
派
の
弱
体
化
の
も
と
と
な
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ

う
結
論
づ
け
る
ま
で
常
信
様
式
は
議
論
し
尽
く
さ
れ
て
は
い
な
い
。
ま
し
て
常
信
次
世

代
の
狩
野
派
た
ち
が
、
常
信
の
繊
細
な
画
風
を
受
け
継
ぐ
だ
け
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い

う
問
題
は
何
も
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。
常
信
様
式
の
解
明
は
、
さ
ら
に
そ
の
次
世
代
に

（
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（
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註（
1
）　

松
嶋
雅
人
「
狩
野
常
信
と
そ
の
画
業
に
関
す
る
研
究
」（『
鹿
島
美
術
研
究
』
年
報
第
一
三

号
別
冊　

鹿
島
美
術
財
団　

平
成
八
年
十
一
月
）。

中
谷
伸
生
「
江
戸
か
ら
運
ば
れ
た
《
唐
獅
子
図
》
─
狩
野
常
信
の
工
房
に
よ
る
妙
心
寺
退
蔵

院
障
壁
画
残
欠
」（『
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
』V

O
L.

15　

美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
刊
行
会　

平
成

十
九
年
五
月
）。

中
谷
伸
生
「
伝
常
信
・
常
梅（
カ
）・
常
元
・
常
俊
及
び
永
岳
の
障
壁
画
─
退
蔵
院
昭
堂
及
び

書
院
そ
の
他
の
障
壁
画
と
残
欠
─
」（『
関
西
大
学
博
物
館
紀
要
』
第
五
号　

関
西
大
学
博
物

館　

平
成
十
一
年
三
月
）。

宗
像
晋
作「
狩
野
常
信
筆「
波
濤
図
屏
風
」─
探
幽
、長
谷
川
派
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
」（『
出

光
美
術
館
研
究
紀
要
』
第
十
七
号　

出
光
美
術
館　

平
成
二
十
三
年
一
月
）。

安
部
美
貴
子
「
木
挽
町
狩
野
家
に
お
け
る
常
信
の
功
績
」（『
聖
心
女
子
大
学
大
学
院
論
集
』

第
三
一
巻
一
号（
通
巻
三
六
号
）　

聖
心
女
子
大
学　

平
成
二
十
一
年
七
月
）。

（
2
）　

山
本
泰
一
「
研
究
ノ
ー
ト　

尾
張
徳
川
家
の
幕
末
期
に
お
け
る
什
宝（
収
蔵
品
）の
種
類
と

数
量
に
つ
い
て（
一
）─
絵
画
・
書
跡
編
─
」（『
金
鯱
叢
書
』
第
三
十
一
輯　

徳
川
黎
明
会　

平
成
十
六
年
二
月　

二
六
一
頁
）。

（
3
）　

吉
川
美
穂　

作
品
解
説 

狩
野
常
信
筆
「
吉
野
図
屏
風
」（『
桃
山
・
江
戸
絵
画
の
美
』　

徳

川
美
術
館　

平
成
二
十
四
年
四
月　

一
四
二
頁
）。

（
4
）　

松
原
茂
「
奥
絵
師
狩
野
晴
川
院
「
公
用
日
記
」
に
見
る
そ
の
活
動
」（『
東
京
国
立
博
物
館

紀
要
』
第
一
七
号　

東
京
国
立
博
物
館　

昭
和
五
十
七
年
三
月　

四
七
〜
五
〇
頁
）。

（
5
）　

前
掲
註（
4
）松
原
氏
論
文
。

（
6
）　

野
田
麻
美 

作
品
解
説 

狩
野
常
信
筆
「
吉
野
図
屏
風
」（『
徳
川
の
平
和
─
２
５
０
年
の
美

と
叡
智
─
』　

静
岡
県
立
美
術
館　

平
成
二
十
八
年
九
月　

一
八
五
頁
）。

（
7
）　
『
和
州
吉
野
山
勝
景
図
』
に
は
「
伊
達
天
山（
韋
駄
天
山
か
）」
に
三
つ
の
社
が
描
か
れ
る

が
、
地
理
的
構
図
は
異
な
る
。
ま
た
、
吉
野
山
の
北
に
位
置
す
る
三
輪
山
の
大
神
神
社
と
そ

も
繋
が
る
江
戸
狩
野
派
研
究
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
未
だ
多
く
の

問
題
を
残
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。



狩
野
常
信
様
式
の
成
立
に
つ
い
て

三
八

の
周
辺
を
描
く
古
地
図
「
三
輪
山
絵
図
」（
奈
良
・
大
神
神
社
蔵
）に
、
朱
塗
の
斎
垣
に
囲
ま

れ
る
三
つ
の
社
と
そ
の
左
方
に
本
堂
が
描
か
れ
る
な
ど
、
社
寺
の
絵
図
や
参
詣
曼
荼
羅
に
は

類
似
の
図
様
が
散
見
さ
れ
る
。
本
屏
風
は
、
名
所
絵
の
た
め
建
造
物
の
図
様
や
地
形
は
実
景

と
多
少
の
ず
れ
は
生
じ
る
だ
ろ
う
が
、
現
状
で
特
定
の
名
所
と
結
び
付
け
る
だ
け
の
根
拠
を

み
い
だ
せ
な
か
っ
た
。

（
8
）　

武
田
恒
夫
『
狩
野
派
絵
画
史
』（
吉
川
弘
文
館　

平
成
七
年
十
二
月　

一
九
七
〜
二
〇
八
頁
）

の
他
、
宮
島
新
一
『
風
俗
画
の
近
世
』（
至
文
堂　

平
成
十
六
年
一
月　

一
九
頁
）で
も
狩
野

派
と
風
俗
画
に
つ
い
て
、
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）　

武
田
恒
夫
「
狩
野
探
幽
」（『
日
本
美
術
全
集　

第
十
五
巻　

狩
野
探
幽
』　

集
英
社　

昭
和

五
十
三
年
四
月　

一
一
四
頁
）。

（
10
）　

常
信
筆
「
吉
野
龍
田
図
屏
風
」（
岩
手
・
一
関
市
博
物
館
蔵
）の
よ
う
な
自
然
景
物
画
で
は
、

桜
自
体
が
吉
野
を
表
す
図
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
屏
風
は
社
や
堂
が
配
置
さ
れ
た
特
定
の

景
観
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
名
所
絵
と
み
ら
れ
、
こ
の
場
合
、
蔵
王
堂
や
勝
手
神
社
な
ど
、

明
確
に
吉
野
の
地
を
示
す
建
造
物
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
や
、
吉
野
を
連
想
さ
せ
る
地
形
が
必
要

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
11
）　

本
屏
風
左
隻
の
落
款
の
書
風
は
常
信
の
基
準
作
と
比
較
的
類
似
す
る
が
、
や
は
り
印
影
は

不
自
然
で
あ
る
。「
龍
虎
図
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）な
ど
、
朱
の
付
き
方
に
よ
っ
て
「
山
」

形
の
余
白
が
不
均
等
に
み
え
る
印
影
も
あ
る
が
、
本
屏
風
で
は
極
端
に
不
均
等
で
あ
り
、
ま

た
「
養
」
の
「
艮
」
の
下
部
は
基
準
印
で
は
「
Ｃ
」
の
よ
う
に
右
が
空
く
が
、
本
屏
風
で
は

逆
転
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

（
12
）　

例
え
ば
、「
自
ら
の
繊
細
な
個
性
を
自
覚
し
て
、
穏
や
か
な
画
風
に
落
ち
着
い
た
」（
安
村

敏
信　

解
説
『
狩
野
派
決
定
版
』　

平
凡
社　

平
成
十
六
年
十
月　

八
〇
頁
）や
、「
繊
細
優

美
な
趣
を
生
ん
で
お
り
、
常
信
ら
し
さ
を
し
め
す
」（
山
下
善
也　

作
品
解
説　

狩
野
常
信

「
波
濤
・
花
鳥
図
屏
風
」（『
狩
野
派
の
世
界
─
静
岡
県
立
美
術
館
蔵
品
図
録
─
』　

静
岡
県
立

美
術
館　

平
成
十
一
年
七
月　

二
二
頁
）な
ど
。

（
13
）　

前
掲
註（
1
）松
嶋
氏
論
文　

二
九
三
頁
。
ま
た
、
松
嶋
雅
人
『
日
本
の
美
術 

第
四
八
九

号 

久
隅
守
景
』（
至
文
堂　

平
成
十
九
年
二
月　

四
〇
〜
四
一
頁
）で
も
探
幽
と
異
な
る
常
信

の
空
間
構
成
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）　

・
川
本
重
雄 

川
本
桂
子 

三
浦
正
幸
「
賢
聖
障
子
の
研
究（
上
）」（『
國
華
』
第
一
〇
二
八

号　

國
華
社　

昭
和
五
十
四
年
十
一
月　

二
一
・
二
二
頁
）。

・
前
掲
註（
1
）松
嶋
氏
論
文　

二
九
一
頁
。

・
拙
稿
「
鍛
冶
橋
狩
野
家
七
代
目
狩
野
探
信
守
道
に
み
る
江
戸
狩
野
派
と
風
俗
画
」（『
美
術

史
』
第
一
七
三
冊　

美
術
史
學
會　

平
成
二
十
四
年
十
月　

三
四
・
三
五
頁
）。

（
15
）　

河
野
元
昭
「
探
幽
を
中
心
と
す
る
大
徳
寺
玉
林
院
障
壁
画　

上
」（『
美
術
研
究
』
第

二
九
八
号　

東
京
国
立
文
化
財
研
究
所　

昭
和
五
十
年
三
月　

二
二
頁
）。
ま
た
前
掲
註

（
1
）宗
像
氏
論
文（
二
八
頁
）の
中
で
も
、
常
信
の
玉
林
院
障
壁
画
が
探
幽
様
式
を
忠
実
に
継

承
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）　

前
掲
註（
1
）松
嶋
氏
論
文
。

（
17
）　

前
掲
註（
1
）松
嶋
氏
論
文
。
常
信
様
式
の
性
質
に
は
幕
府
の
政
策
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と

し
、具
体
的
に
は
幕
府
が
朝
廷
と
の
協
調
融
和
政
策
へ
進
ん
だ
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
、

常
信
様
式
と
朝
廷
、
公
家
と
の
関
わ
り
は
他
に
も
、
常
信
画
が
朝
廷
や
女
性
へ
の
贈
答
に
好

ま
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
『
徳
川
実
紀
』
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る（
中
部
義
隆
「
江
戸
時
代

前
期
に
お
け
る
江
戸
狩
野
派
」『
江
戸
の
狩
野
派
─
武
家
の
典
雅
─
』　

大
和
文
華
館　

平
成

十
九
年
九
月　

七
三
頁
）。

（
18
）　

前
掲
註（
1
）宗
像
氏
論
文
。

（
19
）　

安
村
敏
信 

作
品
解
説 

狩
野
常
信
筆
「
布
袋
・
雉
・
鶏
図
」（『
秘
蔵
日
本
美
術
大
観
3　

大
英
博
物
館
Ⅲ
』　

講
談
社　

平
成
五
年
二
月　

二
〇
八
頁
）。

（
20
）　

前
掲
註（
1
）安
部
氏
論
文　

七
九
頁
。

（
21
）　

拙
稿
「
狩
野
探
幽
と
常
信
の
富
士
図
に
み
る
型
の
継
承
と
変
奏
」（『
聚
美
』V

O
L.

29　

聚

美
社　

平
成
三
十
年
十
月
）で
、
三
の
丸
本
と
探
幽
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ア
ジ
ア
美
術

館
本
を
比
較
し
た
。

（
22
）　

安
村
敏
信
『
も
っ
と
知
り
た
い
江
戸
狩
野
派
─
探
幽
と
江
戸
狩
野
派
』　

東
京
美
術　

平

成
十
八
年
十
二
月
二
十
日　

五
三
頁
。
ま
た
、
承
応
三
年
六
月
の
探
幽
・
安
信
・
常
信
筆

「
紅
葉
山
鎮
座
稲
荷
額
」（
東
京
・
德
川
記
念
財
団
蔵
）に
は
「
藤
原
常
信
」（
印
文
不
明
）と
あ

る
。

（
23
）　
「
御
本
丸
御
坐
敷
絵
様
覚
」
は
転
写
さ
れ
た
中
で
誤
記
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
、『
東
洋
美
術
大
観
』
所
収
の
『
御
本
丸
御
座
敷
幷
御
廊
下
絵
様
之
次
第
』
で

も
常
信
を
「
右
近
」
と
し
て
い
る（
松
木
寛
「
資
料
紹
介
「
御
本
丸
御
坐
敷
御
廊
下
絵
様
之



狩
野
常
信
様
式
の
成
立
に
つ
い
て

三
九

覚
」（
仙
台
市
博
物
館
蔵
）」『
東
京
都
美
術
館
紀
要
』
№
10　

東
京
都
美
術
館　

昭
和
六
十
一

年
七
月
）。

（
24
）　

拙
稿 
作
品
解
説 

狩
野
常
信
筆
「
秋
景
富
士
三
保
松
原
図
」（『
シ
リ
ー
ズ
江
戸
文
化
の
な

か
の
富
士
山
1　

富
士
山
絵
画
の
正
統
─
19
世
紀
狩
野
派
の
旗
手 

伊
川
院
栄
信
と
晴
川
院

養
信
─
』　

静
岡
県
富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー　

平
成
三
十
年
九
月　

二
〇
・
二
一
頁
）。

（
25
）　

成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
野
田
麻
美
「
江
戸
狩
野
派
の
〈
倣
古
図
〉
を
め
ぐ
る
一
考
察

─
狩
野
探
幽
筆
「
学
古
帖
」
を
中
心
に
」（『
徳
川
の
平
和　

─
２
５
０
年
の
美
と
叡
智
─
』

（
静
岡
県
立
美
術
館　

平
成
二
十
八
年
九
月　

一
七
四
頁
）に
詳
し
い
。
ま
た
、
天
和
二
年

（
一
六
八
二
）頃
の
作
と
指
摘
さ
れ
る
安
信
・
益
信
・
常
信
・
探
信
・
探
雪
合
筆
「
名
画
集
」

（
個
人
蔵
）も
あ
る
が
、
筆
者
は
全
図
の
落
款
を
確
認
で
き
て
い
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
言
及

し
な
い
。

（
26
）　
「
巾
」
を
丸
く
書
く
書
風
は
、「
梅
鶯
図
」
や
「
梅
尾
長
鳥
柳
黄
鳥
図
」（
共
に
東
京
・
大
倉

集
古
館
蔵
）な
ど
に
み
ら
れ
る
。
Ⅲ
の
落
款
に
捺
さ
れ
た
「
養
朴
」（
朱
文
方
印
）は
、
い
ず
れ

も
右
の
外
郭
の
線
が
二
、
三
箇
所
欠
け
て
い
る
が
、
こ
の
書
風
で
捺
さ
れ
た
「
養
朴
」（
朱
文

方
印
）は
右
の
外
郭
が
か
ろ
う
じ
て
繋
が
っ
て
い
る
印
が
あ
る
た
め
、
Ⅲ
が
主
流
と
な
る
以

前
の
書
風
と
考
え
ら
れ
る
。

（
27
）　

こ
れ
ら
の
作
例
に
つ
い
て
は
以
下
に
詳
し
い
。

・
田
島
達
也
「
作
品
紹
介　

光
明
寺
蔵　

旧
内
裏
障
壁
画
」（『
美
術
史
』
第
百
三
十
二
冊　

美
術
史
學
會　

平
成
四
年
四
月
）。

・
磯
博
「
滋
賀
県
錦
織
寺
大
広
間
の
襖
絵
」（『
古
美
術
』
第
七
十
七
号　

三
彩
新
社　

昭
和

六
十
一
年
一
月
）。

（
28
）　

河
野
元
昭
『
日
本
の
美
術　

第
一
九
四
号　

狩
野
探
幽
』　

至
文
堂　

昭
和
五
十
七
年
七

月
。

（
29
）　

安
村
敏
信
「
江
戸
狩
野
派
略
説
」（『
臨
春
閣
と
江
戸
狩
野
』　

三
渓
園
保
勝
会　

平
成
四
年

二
月
）。

（
30
）　

例
え
ば
、
中
部
義
隆
氏
は
常
信
が
探
幽
作
品
を
細
か
い
筆
触
を
も
っ
て
分
析
し
、
よ
り
精

緻
に
描
い
た
と
指
摘
さ
れ
る（
前
掲
註（
17
）中
部
氏
論
文　

七
三
頁
）。
ま
た
、
中
谷
伸
生
氏

は
常
信
が
探
幽
風
を
定
着
さ
せ
、
そ
の
展
開
を
実
質
的
に
支
え
た
こ
と
、
ま
た
探
幽
に
倣
っ

た
広
義
の
や
ま
と
絵
風
の
優
美
で
や
わ
ら
か
い
線
描
を
得
意
と
し
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る

（
前
掲
註（
1
）中
谷
氏
『
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
』
論
文　

一
〇
五
頁
）。

（
31
）　

藤
岡
通
夫
『
京
都
御
所
』　

中
央
公
論
美
術
出
版　

昭
和
六
十
二
年
十
月
。

（
32
）　

奥
平
俊
六
「
狩
野
探
幽
筆　

春
日
若
宮
御
祭
図
屏
風
」（『
國
華
』
一
一
一
一
号　

國
華
社

　

昭
和
六
十
三
年
三
月
）。

『
お
ん
祭
と
春
日
信
仰
の
美
術
』　

仏
教
美
術
協
会　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
。

（
33
）　

拙
稿
「
狩
野
典
信
に
み
る
江
戸
狩
野
派
の
探
幽
学
習
」（『
金
鯱
叢
書
』
第
四
十
四
輯　

徳

川
黎
明
会　

平
成
二
十
九
年
三
月　

六
十
九
・
七
十
頁
）。

（
34
）　

前
掲
註（
22
）安
村
氏
前
掲
書
。

【
付
記
】　

本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
作
品
調
査
お
よ
び
資
料
・
画
像
提
供
、
掲
載
に
つ
き
ま
し
て

は
、
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
・
郡
山
史
跡 

柳
沢
文
庫
保
存
会
・
埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博

物
館
・
三
溪
園
保
勝
会
・
千
葉
市
美
術
館
・
德
川
記
念
財
団
・
名
古
屋
城
総
合
事
務
所
・
福
井

県
立
美
術
館
・
個
人
の
御
所
蔵
家
よ
り
、
格
別
の
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深

謝
い
た
し
ま
す
。 

（
徳
川
美
術
館　

學
藝
員
）
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徳
川
美
術
館
所
蔵
ド
イ
ツ
製
塩
釉
灰
色
藍
彩
炻
器
「
印
花
人
物
文
阿
蘭
陀
焼
手
付
水
指
」

四
一

徳
川
美
術
館
所
蔵
ド
イ
ツ
製
塩
釉
灰
色
藍
彩
炻
器
「
印
花
人
物
文
阿
蘭
陀
焼
手
付
水
指
」

長
　
久
　
智
　
子

─
大
名
道
具
の
「
阿
蘭
陀
」
と
し
て
の
視
座
か
ら
─

　

は　

じ　

め　

に

一　

先
行
研
究

二　

尾
張
徳
川
家
伝
来
「
印
花
人
物
文
阿
蘭
陀
焼
手
付
水
指
」

　
　
（
一
）法
量
及
び
附

　
　
（
二
）技
法

　
　
（
三
）装
飾

　
　
（
四
）墨
書
銘
、
貼
札
及
び
蔵
帳

　
　
（
五
）尾
張
家
十
二
代
徳
川
斉
荘
と
の
関
係

　
　
（
六
）製
作
地
及
び
製
作
年
代

三　

大
名
家
の
ド
イ
ツ
製
塩
釉
藍
彩
炻
器

　
（
一
）富
山
藩
江
戸
藩
邸（
上
屋
敷
）跡（
東
京
大
学
本
郷
キ
ャ
ン
パ
ス
）か
ら
の
出
土
品
例

　
　
（
二
）柳
川
藩
立
花
家
の
伝
世
作
例

　
　
（
三
）「
堀
田
相
模
守
よ
り
拝
領
」
と
伝
わ
る
伝
世
作
例

　

む　

す　

び

は　

じ　

め　

に

徳
川
美
術
館
が
所
蔵
す
る
「
印
花
人
物
文
阿
蘭
陀
焼
手
付
水
指
」（
以
降
「
本
作
品
」
と

略
称
す
る
）は
、
高
三
〇
糎
に
迫
る
大
型
の
ド
イ
ツ
製
ビ
ー
ル
飲
用
器
で
、
知
ら
れ
る
限

り
国
内
に
ま
っ
た
く
類
品
の
な
い
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
本
作

品
に
具
体
的
に
言
及
ま
た
は
検
討
し
た
論
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
舶
載

例
が
極
め
て
少
な
い
ド
イ
ツ
製
塩
釉
灰
色
藍
彩
炻
器
の
重
要
な
伝
世
作
例
と
し
て
、
こ

の
尾
張
徳
川
家
伝
来
「
阿
蘭
陀
焼
」
手
付
水
指
を
取
り
あ
げ
、
製
作
地
・
製
作
年
代
を

考
察
し
た
上
で
、
大
名
道
具
の
中
の
「
阿
蘭
陀
」
と
し
て
の
視
座
か
ら
位
置
づ
け
を
試

み
る
。

「
阿お

ら
ん
だ

蘭
陀
焼や
き

」
と
は
、
江
戸
時
代
に
日
蘭
貿
易
を
通
じ
て
日
本
へ
舶
載
さ
れ
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
製
陶
器
を
指
す
、
江
戸
時
代
か
ら
の
分
類
名
称
で
、
こ
れ
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
陶

器
が
納
め
ら
れ
た
箱
や
用
い
ら
れ
た
茶
会
記
、
ま
た
蔵
帳
な
ど
に
こ
の
表
記
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
。「
阿
蘭
陀
焼
」
と
し
て
近
世
日
本
に
舶
載
さ
れ
た
製
品
は
、（
一
）錫
白

（
1
）

（
2
）
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四
二

釉
藍
彩
／
錫
白
釉
色
絵
陶
器（
フ
ァ
イ
ア
ン
ス
陶
器
、
オ
ラ
ン
ダ
製
、
一
部
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

製
か
）、（
二
）塩
釉
褐
色
炻
器
：
茶
褐
色
の
化
粧
土
を
施
し
た
の
ち
焼
成
中
に
窯
内
に

塩
を
投
げ
入
れ
る
こ
と
で
釉
薬
と
な
す
／
塩
釉
灰
色
藍
彩
炻
器
：
茶
褐
色
の
化
粧
土
は

用
い
ず
、
白
色
の
胎
土
で
成
形
し
、
コ
バ
ル
ト
彩（
藍
彩
）を
施
し
た
の
ち
焼
成
中
に
窯

内
に
塩
を
投
げ
入
れ
る
こ
と
で
釉
薬
と
な
す（
ス
ト
ー
ン
ウ
ェ
ア
、
ド
イ
ツ
製
）、（
三
）銅

版
転
写
染
付
／
色
絵
陶
器（
ク
リ
ー
ム
ウ
ェ
ア
製
プ
リ
ン
ト
ウ
ェ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
製
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
製
、
フ
ラ
ン
ス
製
な
ど
）の
三
種
類
に
大
別
で
き
る
。
本
稿
で
検
討
す
る
尾
張
徳

川
家
伝
来
の
「
阿
蘭
陀
焼
」
手
付
水
指
は
こ
の
内
の（
二
）塩
釉
灰
色
藍
彩
炻
器
に
該
当

す
る
作
品
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
「
阿
蘭
陀
焼
」
の
う
ち
、
茶
道
具
に
転
用
さ
れ
た
製

品
の
多
く
は（
一
）フ
ァ
イ
ア
ン
ス
陶
器
で
、
特
に
オ
ラ
ン
ダ
・
デ
ル
フ
ト
窯
製
の
錫
白

釉
藍
彩
／
藍
彩
上
絵
の
ア膏

薬

壺

ル
バ
レ
ッ
ロ
は
日
本
で
水
指
に
転
用
さ
れ
て
、
出
土
例
、
伝

世
例
と
も
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
作
品
の
よ
う
な
江
戸
時
代
に
舶
載
さ

れ
、
伝
世
し
た
と
確
実
視
で
き
る
ド
イ
ツ
製
塩
釉
灰
色
藍
彩
炻
器
は
、
管
見
の
限
り
わ

ず
か
四
件
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
日
本
国
内
で
ほ
と
ん
ど
流
通
し
な
か
っ
た
稀
少
な
製

品
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
本
作
品
は
す
で
に
舶
載
当
時
か
ら
珍
し
い
種

類
の「
阿
蘭
陀
焼
」
で
あ
り
、
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
尾
張
徳
川
家
の
蔵
帳
類
中
に「
阿

蘭
陀
」
と
称
す
る
道
具
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
こ
ろ
か
ら
み
て
も
、
尾
張
徳
川
家
に
あ
っ

て
も
異
質
な
渡
り
の
道
具
に
映
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

先
に
述
べ
た
と
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
「
阿
蘭
陀
焼
」
に
関
す
る
研
究
は
伝
世
・
出
土

例
の
量
と
比
例
し
て
デ
ル
フ
ト
窯
製
フ
ァ
イ
ア
ン
ス
陶
器
や
幕
末
の
プ
リ
ン
ト
ウ
ェ
ア

に
集
中
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ
製
炻
器
が
「
阿
蘭
陀
焼
」
の
中
で
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ

た
こ
と
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
状
況
に
あ
る
。「
阿
蘭
陀
焼
」
が
ひ
と
つ
の
分
野
と
し

て
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
お
よ
そ
三
十
年
経
っ
た
今
日
、
出
土
作
例
と
伝
世

作
例
を
併
せ
、
ま
た
近
世
舶
載
工
芸
品
な
ど
と
も
併
せ
み
た
上
で
の
舶
載
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

（
3
）

（
4
）

（
5
）

陶
器
の
体
系
的
考
察
は
、
い
ま
だ
ス
タ
ー
ト
地
点
に
立
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
と
い
え

る
。
そ
の
意
味
で
も
本
作
品
は
今
後
一
層
十
分
に
検
討
さ
れ
活
用
さ
れ
る
べ
き
資
料
で

あ
る
。

本
稿
は
、
ま
ず
本
作
品
の
作
品
分
析
を
行
い
、
関
連
す
る
出
土
・
伝
世
の
大
名
家
旧

蔵
作
例
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

一　

先
行
研
究

本
稿
に
直
接
関
わ
る
先
行
研
究
に
は
主
に
以
下
の
論
が
あ
る
。

ド
イ
ツ
製
炻
器（
別
称
「
ラ
イ
ン
炻
器
」
と
も
）に
つ
い
て
、D

avid Gaim
ster

（
デ

イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ゲ
イ
ム
ス
タ
ー
）氏
が
そ
の
大
著G

erm
an Stonew

are 1200-1900 : 

A
rchaeology and Cultural H

istory, T
he T

rustee of the British M
useum

, 

London, 1997

で
、
大
英
博
物
館
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
＆
ア
ル
バ
ー
ト
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

（
ロ
ン
ド
ン
、
以
下
「V&

A

」
と
略
称
）、
ロ
ン
ド
ン
美
術
館
所
蔵
品
を
中
心
に
豊
富
な
資

料
を
交
え
な
が
ら
製
作
技
術
、
窯
構
造
、
欧
米
各
地
の
出
土
品
、
各
製
作
地
の
製
品
の

特
徴
と
年
代
、
販
路
等
を
詳
細
に
説
い
て
、
草
創
期
か
ら
近
代
ま
で
八
百
年
に
及
ぶ
ド

イ
ツ
製
炻
器
の
全
体
像
を
描
き
出
し
て
お
り
、
欧
米
に
お
い
て
ド
イ
ツ
製
炻
器
の
基
本

研
究
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
日
本
に
舶
載
さ
れ
た
ド
イ
ツ
製
炻
器
に
つ
い
て
、T

ys V
olker

（
タ
イ
ス
・

フ
ォ
ル
カ
ー
）氏
のPorcelain and the D

utch E
ast India Com

pany: as recorded 

in the D
agh-R

egisters of Batavia Castle, those of H
irado and D

eshim
a and 

other contem
porary papers 1602-82, Rijksm

useum
 voor V

olkenkunde, 

Leiden, 1954
は
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
文
書
か
ら
陶
磁
器
に
関
係
す
る
部
分

を
抜
粋
・
英
訳
し
て
検
討
を
加
え
て
お
り
、
日
蘭
陶
磁
貿
易
を
考
え
る
た
め
の
基
本
文

（
6
）
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四
三

献
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は
日
本
側
か
ら
の
ド
イ
ツ
製
炻
器
と
思
し
き
陶
磁
器
の
注
文
に

関
す
る
記
事
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
宏
子
氏
は
「
茶
陶
の
阿
蘭
陀
」（
展
覧
会
図

録
『
阿
蘭
陀
』　

根
津
美
術
館　

一
九
八
七
年
十
月
）で
、
フ
ォ
ル
カ
ー
一
九
五
四
に
記
載
の

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
記
録
を
引
用
し
、
幕
府
高
官
ら
に
よ
る
、
ド
イ
ツ
製
炻
器

を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
陶
器
注
文
に
触
れ
た
。
し
か
し
、
西
田
氏
が
論
じ
た
注
文
主
の

特
定
に
あ
た
っ
て
は
論
議
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
六
四
〇
年
十
二
月
三
十
日（
寛
永
十
七

年
十
一
月
十
八
日
）に
「stone-baked

」（
とV

olker

氏
が
英
訳
し
た
）陶
器
を
注
文
し
た

Lord Cangadonne

と
い
う
高
官
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
フ
ォ
ル
カ
ー
氏
は
加
賀
藩
主
と

し
て
の
「
加
賀
殿
」
と
解
釈
し
た
が
、
西
田
氏
は
堀
田
加
賀
守
正
盛
で
あ
る
と
論
じ

た
。
今
日
で
も
こ
の
「
加
賀
殿
」
が
加
賀
藩
主
で
あ
る
の
か
、
堀
田
加
賀
守
を
指
す
の

か
、
論
は
分
か
れ
て
い
る
。

櫻
庭
美
咲
氏
は
「
江
戸
時
代
に
舶
載
さ
れ
た
ラ
イ
ン
炻
器
製
酒
器
に
つ
い
て
の

一
試
論
」（『
武
蔵
野
美
術
大
学
研
究
紀
要
』
第
三
十
号　

一
九
九
九
年
三
月
）で
ゲ
イ
ム
ス

タ
ー
一
九
九
七
か
ら
の
引
用
を
中
心
に
ド
イ
ツ
製
炻
器
の
概
要
を
述
べ
、
ま
た
西
田

一
九
八
七
が
述
べ
た
幕
府
高
官
と
オ
ラ
ン
ダ
商
館
と
の
取
引
を
援
用
し
な
が
ら
、
ド
イ

ツ
製
炻
器
の
舶
載
状
況
を
ま
と
め
て
い
る
。

出
土
品
に
つ
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
陶
器
集
成
と
し
て
松
崎
亜
砂
子
氏
「
日
本
出
土

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
陶
磁
器
」（『
掘
り
出
さ
れ
た
都
市 

日
蘭
出
土
資
料
の
比
較
か
ら
』　

日
外
ア
ソ

シ
エ
ー
ツ　

二
〇
〇
二
年
九
月
）、
ま
た
山
口
美
由
紀
氏
「
日
本
出
土
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
陶

磁
」（『
陶
磁
器
流
通
の
考
古
学
』　

ア
ジ
ア
考
古
学
四
学
会
編　

高
志
書
院　

二
〇
一
三
年
十
一

月
）が
出
島
和
蘭
商
館
跡
出
土
品
を
含
め
近
年
ま
で
の
出
土
品
情
報
を
整
理
し
て
い
る
。

ま
た
堀
内
秀
樹
氏
・
金
田
明
美
氏
に
よ
る
「『
陶
磁
の
道
』
以
降
の
ア
ジ
ア
─
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
間
の
陶
磁
器
研
究
と
流
通
研
究
へ
の
視
点
」（『
東
洋
陶
磁
』
四
十
五
号　

東
洋
陶
磁

学
会　

二
〇
一
六
年
三
月
）は
流
通
と
消
費
の
視
点
か
ら
、
近
世
に
お
け
る
日
本
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
の
陶
磁
器
流
通
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
部
出
土
資
料
や
沈
船
資
料
、

研
究
史
上
の
課
題
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。

先
行
研
究
は
以
上
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
製
炻
器
の
お
お
よ
そ
の
流
通
を
追
う
こ
と
が
で

き
て
い
る
が
、
伝
世
・
出
土
す
る
作
例
を
個
別
に
分
析
し
た
論
は
櫻
庭
一
九
九
九
が
若

干
試
み
た
以
外
に
は
な
く
、
概
論
の
段
階
に
留
ま
っ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
れ
ら
先
行
研

究
を
踏
ま
え
な
が
ら
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

二　

尾
張
徳
川
家
伝
来
「
印
花
人
物
文
阿
蘭
陀
焼
手
付
水
指
」

（
一
）法
量
及
び
附

法
量

高 

二
九
・
八
糎　

口
径 

一
二
・
三
糎　

底
径 

一
五
・
〇
糎　
【
図
1
】

附黒
漆
蓋
一
枚
、
箱（
二
方
桟
、
桐
）一
箱

（
二
）技
法

鉄
分
の
ほ
と
ん
ど
含
ま
れ
な
い
白
色
土
を
用
い
た
、
胴
部
中
央
を
や
や
内
側
に
絞
っ

た
轆
轤
成
形
の
円
筒
形
で
、
内
面
に
は
左
回
転
の
轆
轤
成
形
痕
が
残
さ
れ
た
ま
ま
に

な
っ
て
い
る
。
先
を
渦
状
に
巻
き
込
ん
だ
手
捻
り
の
把
手
を
一
つ
、
胴
上
部
に
付
け

る
。
ま
た
型
成
形
の
貼
付
文
お
よ
び
印
花
文（
ス
タ
ン
プ
文
）を
胴
部
に
施
す
。
底
部
は

板
起
こ
し
の
後
、
剥
ぎ
痕
を
丁
寧
に
均
し
た
平
底
と
す
る
【
挿
図
1
】。
本
作
品
は
底

部
も
含
め
た
全
面
に
塩
釉
が
掛
か
っ
て
お
り
、
ま
た
口
縁
上
部
の
一
部
に
釉
剥
離
が
み

ら
れ
る
こ
と
、
胴
上
部
の
藍
彩（
コ
バ
ル
ト
彩
）が
口
縁
方
向
へ
流
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

伏
せ
焼
き
さ
れ
た
製
品
と
み
る【
挿
図
2
】。
塩
釉
は
底
部
に
お
い
て
は
や
や
灰
色
が

（
7
）

（
8
）

（
9
）
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四
四

か
っ
て
発
色
す
る
が
、
胴
部
で
は
よ

く
熔
け
て
濁
り
の
な
い
透
明
色
を
呈

す
る
。
総
体
コ
バ
ル
ト
彩
の
藍
色
は

白
色
に
焼
き
あ
が
っ
た
素
地
の
上
に

発
色
良
く
乗
っ
て
お
り
、
一
部
に
小

さ
な
当
た
り
傷
の
あ
る
の
み
の
上
質

な
完
形
品
で
あ
る
。
な
お
内
面
の
底

部
と
側
面
の
繋
ぎ
部
分
の
焼
成
時
に

生
じ
た
隙
間（
窯
割
れ
）は
日
本
に
お

い
て
漆
留
め
し
て
い
る
。
本
作
品
に

は
黒
漆
塗
蓋
が
添
い
、
ま
た
こ
の
よ

う
に
底
部
内
面
の
窯
割
れ
を
丁
寧

に
黒
漆
で
留
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、

細ほ
そ
み
ず
さ
し

水
指
の
類
と
し
て
実
用
に
供
さ
れ

た
か
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
意
図

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。

（
三
）装
飾

（
10
）

挿図2　印花人物文阿蘭陀焼手付水指
　口縁部（コバルト彩の流れ）

口
縁
部
か
ら
や
や
下
部
に
一
条
の
稜
線
を
廻
ら
し
、
さ
ら
に
胴
部
中
央
を
囲
む
よ
う

に
上
下
三
条
ず
つ
縄
目
状
の
稜
線
を
廻
ら
せ
る
。
胴
部
中
央
に
は
主
装
飾
と
し
て
三
方

向
に
置
か
れ
た
三
枚
の
貼
付
文
が
あ
る
【
図
2
】。
や
や
楕
円
形
の
貼
付
文
は
二
重
に

な
っ
て
お
り
、
周
縁
部
を
装
飾
枠
と
し
て
、
中
央
部
に
は
半
円
形
に
広
が
る
豪
華
な

ヘ
ッ
ド
・
ピ
ー
ス
と
丸
珠
ネ
ッ
ク
レ
ス
が
特
徴
的
な
正
面
向
き
の
婦
人
像
を
配
す
る
。

ヘ
ッ
ド
・
ピ
ー
ス
を
着
け
た
貴
婦
人
の
風
俗
は
、
当
時
の
陶
磁
器
装
飾
の
常
と
し
て
、

流
行
し
て
い
た
何
ら
か
の
平
面
作
品
─
銅
版
画
、
木
版
画
を
手
本
と
し
て
い
る
の
は
確

か
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
原
画
を
指
摘
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
但
し
、
十
五
世
紀
中
期
か

ら
十
六
世
紀
中
期
に
か
け
て
ド
イ
ツ
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
絵
画
に
大
型
の
ヘ
ッ
ド
・

ピ
ー
ス
を
着
け
る
貴
婦
人
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
図
像
の
源
泉
を
こ

の
地
域
・
時
代
に
求
め
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
こ
の
貴
婦
人
像
の
周
囲
を
取
り
囲
ん

で
広
が
る
装
飾
枠
は
上
部
に
獅
子
文
を
配
し
、
余
白
は
触
角
を
持
つ
奇
妙
な
線
状
虫
で

充
填
し
て
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期（
十
六
世
紀
中
期
）の
グ
ロ
テ
ス
ク
文
風
と
す
る
。
胴
部

三
方
向
の
貼
付
文
の
間
隙
に
は
、
上
下
か
ら
ハ
ー
ト
状
の
ロ
ー
タ
ス
文
を
三
つ
組
み
合

わ
せ
る
矢
先
形
の
装
飾
を
印
花
文
で
表
現
す
る
【
図
3
】。
藍
彩
は
縄
目
状
の
稜
線
の

間
、
お
よ
び
中
央
の
文
様
帯
の
背
景
部
分
に
施
す
。

（
四
）墨
書
銘
、
貼
札
及
び
蔵
帳

箱
蓋
の
表
に
「
阿
蘭
陀
焼
手
付
御
水
指
」
と
墨
書
が
あ
る
【
挿
図
3
】。
ま
た
蓋
裏

に
は
「（
○
に
「
納
」
印
）　

拾
八
番
」「（
朱
）天
／
水
指
／（
墨
）拾
三

」
と
墨
書
の
あ

る
紙
札
二
枚
を
貼
る
。

一
方
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
尾
張
徳
川
家
・
御
数
寄
道
具
の
移
動
・
登
録
替
え
を
記

録
し
た
帳
で
あ
る
「
御
数
寄
屋
方
御
道
具
帳 

御
茶
器
御
道
具　

三
」（
什
器
旧
原
簿
一
一
）

に
は
「（
朱
書
）に
五
／（
墨
）一　

阿
蘭
陀
焼
手
附
御
水
指　

壱
／
樅も
み

箱
入
浅
黄
絹
綿
入

袋
入
／
丸
之
内
ニ
人
物
上
下
ニ
筋
彫
有
之
／
蓋
黒
塗
／
損
繕
幷
底
ニ
ヘ
ケ
有
／（
以
下
朱

書
）天
保
十
五
辰
二
月　

御
側
江
差
上
候
／
於
江
戸
御
戻
之
上
嘉
永
元
申
三
月
尾
州
江
為

御
差
登
／
右
納
判　

十
八
番
江
組
入
」
と
あ
り
、
本
作
品
と
特
徴
・
整
理
番
号
と
も
一

致
す
る
。
な
お
こ
れ
以
前
に
遡
り
う
る
本
作
品
に
関
係
す
る
文
書
史
料
は
今
の
と
こ
ろ

見
当
た
ら
な
い
。
さ
て
こ
の
帳
の
記
述
か
ら
、
本
作
品
は
少
な
く
と
も
天
保
十
五
年

（
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徳
川
美
術
館
所
蔵
ド
イ
ツ
製
塩
釉
灰
色
藍
彩
炻
器
「
印
花
人
物
文
阿
蘭
陀
焼
手
付
水
指
」

四
五

（
一
八
四
四
）二
月
に
は
す
で
に
尾
張
徳

川
家
の
御
数
寄
屋
方
道
具
に
な
っ
て
い

た
こ
と
、
こ
の
時
「
表
道
具
」（
藩
の
公

用
品
）か
ら
当
主
の
身
近
に
置
く
「
側

道
具
」（
当
主
の
私
物
）
に
登
録
替
え
を

行
っ
た
こ
と
、
江
戸
藩
邸
に
お
い
て
再

び
「
表
道
具
」
に
登
録
替
え
さ
れ
た

の
ち
、
嘉
永
元
年（
一
八
四
八
）三
月
に

名
古
屋
へ
戻
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
こ
の
一
連
の
出
来
事

が
起
き
た
時
期
に
在
職
し
て
い
た
当

主
は
、
十
二
代
徳
川
斉な

り
た
か荘（

在
職
・
天

挿図3　印花人物文阿蘭陀焼手付水指　箱蓋表　墨書

保
十
年〔
一
八
三
九
〕〜
弘
化
二
年〔
一
八
四
五
〕）及
び
十
三
代
徳
川
慶よ
し
つ
ぐ臧（

在
職
・
弘
化
二
年

〔
一
八
四
五
〕〜
嘉
永
二
年〔
一
八
四
九
〕）で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
二
人
の
当
主
の
在
職
期
間

中
に
、
本
作
品
は
江
戸
も
し
く
は
名
古
屋
で
側
道
具
に
登
録
替
え
さ
れ
、
再
び
表
道
具

へ
登
録
さ
れ
た
後
、
斉
荘
の
死
後
、
慶
臧
の
在
職
中
に
江
戸
か
ら
本
来
の
管
理
地
で
あ

る
名
古
屋
へ
戻
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

（
五
）尾
張
家
十
二
代
徳
川
斉
荘
と
の
関
係

帳
の
記
述
か
ら
、
本
作
品
は
十
二
代
斉
荘
の
側
道
具
と
な
っ
た
時
期
が
あ
る
こ
と
が

分
か
っ
た
。
特
筆
す
べ
き
は
、
斉
荘
が
尾
張
徳
川
家
に
は
珍
し
い
茶
人
大
名
で
あ
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
尾
張
徳
川
家
は
近
世
大
名
諸
家
中
最
高
の
家
格
を
誇
る
大
大

名
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
格
に
ふ
さ
わ
し
く
、
藩
祖
・
徳
川
義
直
が
父
で
あ
る
天
下
人
・

徳
川
家
康
よ
り
分
配
さ
れ
て
以
来
、
世
上
に
知
ら
れ
た
名
物
道
具
を
多
数
所
持
し
て
い

た
。
数
寄
道
具
も
同
じ
く
家
康
以
来
の
名
物
揃
い
で
知
ら
れ
、『
玩が

ん

貨か

名め
い

物ぶ
つ

記き

』（
著
者

不
明
、
万
治
三
年〔
一
六
六
〇
〕刊
行
）で
は
「
尾
張
様
」
が
徳
川
将
軍
家
に
次
ぐ
数
量
の
名

物
茶
の
湯
道
具
を
所
持
し
て
い
た
と
分
か
る
。
こ
れ
ら
の
名
物
道
具
は
私
事
の
茶
の
湯

に
用
い
る
の
で
は
な
く
、
御
成
を
は
じ
め
公
の
場
で
の
接
待
に
用
い
ら
れ
る
道
具
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
道
具
を
所
持
し
た
初
代
義
直
は
じ
め
代
々
の
当
主
た
ち

が
、
儀
礼
上
必
要
な
知
識
と
し
て
の
傾
倒
で
、
つ
ま
り
の
め
り
込
み
す
ぎ
る
こ
と
な
く

茶
の
湯
に
接
し
て
い
た
の
に
対
し
、
斉
荘
は
役
目
以
上
の
熱
意
を
も
っ
て
茶
の
湯
に
接

し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
斉
荘
と
茶
の
湯
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
す
で
に
佐
藤
豊
三

氏
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
援
用
し
て
こ
の
項
を
考
察
し
た
い
。
斉
荘

は
文
化
七
年（
一
八
一
〇
）十
一
代
将
軍
徳
川
家い
え
な
り斉
の
第
十
二
子
と
し
て
江
戸
城
内
で
生

ま
れ
、
四
歳
の
時
、
御
三
卿
・
田
安
徳
川
家
三
代
斉な

り
ま
さ匡（

家
斉
の
異
母
弟
）の
養
子
と
な

る
。
そ
の
後
、
天
保
八
年（
一
八
三
七
）に
田
安
徳
川
家
の
四
代
目
当
主
と
な
っ
た
も
の

の
、
天
保
十
年
に
十
二
代
将
軍
家い

え
よ
し慶
の
命
で
、
尾
張
徳
川
家
十
二
代
と
な
っ
た
。
斉
荘

は
翌
年
、
尾
張
に
初
め
て
入
国
し
、
四
十
日
滞
在
の
後
、
再
び
江
戸
へ
出
府
す
る
。

天
保
十
四
年
再
び
尾
張
へ
入
国
し
、
翌
天
保
十
五
年
二
月
再
び
出
府
し
た
。
な
お
こ

の
年
十
二
月
二
日
を
も
っ
て
「
弘
化
」
に
改
元
さ
れ
て
い
る
。
弘
化
二
年（
一
八
四
五
）

三
月
、
田
安
徳
川
家
斉
匡
の
第
十
子
鎰か
ず
ま
る丸（

同
年
八
月
家
督
相
続
、
尾
張
徳
川
家
十
三
代

慶
臧
）を
養
子
に
し
、
七
月
に
三
十
六
歳
で
江
戸
に
て
薨
去
し
た
。
斉
荘
は
文
政
五
年

（
一
八
二
二
）、
十
三
歳
で
「
知ち

止し

斎さ
い

」
と
号
し
て
若
年
の
頃
か
ら
茶
の
湯
、
書
画
に
親

し
ん
で
お
り
、
裏
千
家
十
一
代
玄
々
斎
宗
室（
一
八
一
〇
〜
一
八
七
七
）と
も
親
し
く
交
流

を
持
っ
た
。
天
保
十
一
年
に
は
玄
々
斎
か
ら
茶
の
湯
秘
伝
書
を
伝
授
さ
れ
て
も
い
る
。

こ
の
よ
う
な
斉
荘
の
茶
の
湯
へ
の
傾
倒
ぶ
り
は
も
は
や
大
名
の
嗜
み
を
超
え
、
尾
張
徳

川
家
代
々
当
主
中
で
唯
ひ
と
り
茶
人
大
名
と
評
さ
れ
る
所
以
と
な
っ
た
。

さ
て
、
本
作
品
の
移
動
に
つ
い
て
の
記
録
が
残
る
前
出
の
「
御
数
寄
屋
方
御
道
具
帳 

（
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四
六

御
茶
器
御
道
具　

三
」
に
は
、
天
保
十
一
年
三
月
に
「
江
戸
江
御
差
下
」、
天
保
十
五

年
二
月
に
「
江
戸
江
御
為
御
持
」
し
た
道
具
が
数
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
を
新
た
に
指
摘

し
た
い
。
例
え
ば
「
御
分
物
／
御
名
物
／
一　

あ
か
ね
や
茄
子
御
茶
入
／（
朱
字
）天
保

十
一
子
三
月
江
戸
江
御
差
下
／
弘
化
四
未
三
月
尾
州
江
為
御
差
登
」
と
あ
る
の
は
「
漢

作
茄
子
茶
入　

銘 
茜
屋　

大
名
物
」
が
天
保
十
一
年
に
江
戸
へ
運
ば
れ
た
記
述
で
あ

る
し
、「
権
現
様
御
譲
／
御
名
物
／
一　

大
高
麗
御
茶
碗　

荒
木
攝
津
守
所
持
／（
朱
字
）

天
保
十
五
辰
二
月
江
戸
江
御
持
セ
／
弘
化
四
未
三
月
尾
州
江
為
御
差
登
」
と
あ
る
の
は
、

「
井
戸
茶
碗　

銘 

大
高
麗　

大
名
物
」
が
天
保
十
五
年
に
江
戸
へ
運
ば
れ
た
記
述
で
あ

る
。
こ
の
帳
に
拠
れ
ば
、
ほ
か
多
数
の
「
御
分
物
」「
御
譲
」「
御
名
物
」
道
具
が
天
保

十
一
年
お
よ
び
十
五
年
に
名
古
屋
か
ら
江
戸
へ
運
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
大
移

動
は
二
度
と
も
斉
荘
が
名
古
屋
か
ら
出
府
す
る
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
。
持
ち
出
し
の

理
由
に
つ
い
て
佐
藤
二
〇
〇
三
で
は
、
天
保
十
一
年
の
道
具
運
び
出
し
は
、
天
保
十
四

年（
一
八
四
三
）三
月
九
日
に
行
わ
れ
た
将
軍
徳
川
家
慶
の
尾
張
徳
川
家
江
戸
藩
邸
・
戸

山
屋
敷
「
御
通
抜
」
と
い
う
一
大
行
事
で
の
飾
り
道
具
と
す
る
た
め
で
は
な
い
か
と
論

じ
て
い
る
の
だ
が
、
や
は
り
三
年
も
前
に
大
切
な
道
具
類
を
名
古
屋
か
ら
江
戸
へ
大
量

に
持
ち
出
す
こ
と
は
準
備
と
し
て
は
早
す
ぎ
る
と
考
え
る
。
名
古
屋
か
ら
江
戸
へ
の
道

具
の
移
動
に
つ
い
て
は
、
こ
の
天
保
十
四
年
「
御
通
抜
」
に
遡
る
こ
と
、
寛
政
五
年

（
一
七
九
三
）三
月
二
十
三
日
に
行
わ
れ
た
将
軍
家
斉
に
よ
る
御
成
に
関
す
る
記
録
『
和

田
戸
山
御
成
記
』（
寛
政
五
年
）に
、「（
前
略
）け
ふ
の
御
も
て
な
し
の
御
調
度
と
も
は
ミ

な
御
宝
に
て
尾
張
／
国
よ
り
は
こ
ひ
も
て
来
り
し
も
の
な
る
か
程
も
な
く
築
地
の
御
屋

／
敷
な
る
御
蔵
へ
は
こ
ひ
行
て
舟
よ
そ
お
ひ
し
尾
張
国
の
御
宝
蔵
／
へ
送
り
か
り
そ
め

に
造
ら
れ
し
御
調
度
ひ
と
つ
と
し
て
／
の
こ
し
給
は
す
み
な
御
宝
の
数
に
入
ら
れ
た
る

よ
し
聞
傳
え
し（
後
略
）」
と
あ
り
、
江
戸
で
の
用
が
済
め
ば
、
速
や
か
に
蔵
屋
敷
へ
運

び
、
蔵
屋
敷
内
に
設
け
た
船
着
場
か
ら
海
路
名
古
屋
へ
道
具
を
運
び
返
し
た
様
子
が
知

（
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ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
帳
の
記
録
に
よ
る
と
、
斉
荘
治
世
中
に
名
古
屋
か
ら
江
戸
へ

移
さ
れ
た
道
具
は
斉
荘
の
死
後
、
つ
ま
り
斉
荘
の
御
用
が
済
ん
だ
弘
化
四
年
三
月
に
名

古
屋
へ
戻
さ
れ
て
い
る
。
斉
荘
が
二
度
に
わ
た
っ
て
江
戸
へ
運
ん
だ
「
御
名
物
」
を
多

数
含
む
道
具
は
、「
御
成
」「
御
通
抜
」
と
い
っ
た
江
戸
藩
邸
で
の
公
式
行
事
を
想
定
し

て
の
事
前
準
備
で
は
な
く
、
斉
荘
の
茶
の
湯
熱
が
嵩
じ
て
の
、
個
人
的
な
、
し
か
も
恐

ら
く
異
例
の
指
示
と
し
て
江
戸
へ
運
ば
れ
た
よ
う
に
み
え
る
の
で
あ
る
。

帳
の
記
録
と
当
時
の
背
景
を
鑑
み
る
と
、
本
作
品
が
尾
張
徳
川
家
に
い
つ
入
っ
た
の

か
は
不
明
で
あ
る
。
十
九
世
紀
の
帳
が
初
出
で
あ
る
か
ら
、
蔵
の
中
で
長
ら
く
存
在
を

忘
れ
ら
れ
た
道
具
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
将
軍
家
斉
の
実
子
と
し
て
思
い
の
ま
ま
茶

の
湯
道
楽
に
没
頭
し
て
い
た
十
二
代
斉
荘
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
師
で
あ
り
友
で
あ

り
、
茶
の
湯
道
具
選
別
の
「
目
」
で
あ
っ
た
玄
々
斎
と
と
も
に
見
出
さ
れ
、
斉
荘
の
二

度
目
の
出
府
に
従
っ
て
側
道
具
と
し
て
運
ば
れ
、
そ
の
後
、
さ
ら
に
公
式
行
事
に
も
耐

え
う
る
表
道
具
に
格
上
げ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
本
作
品
は
、
玄
人
跣
の
茶
人
・
斉
荘

に
よ
っ
て
御
家
伝
来
の
「
御
名
物
」
た
ち
と
対
等
の
価
値
を
与
え
ら
れ
た
道
具
と
い
え

る
。

（
六
）製
作
地
お
よ
び
製
作
年
代

次
に
本
作
品
の
製
作
地
お
よ
び
製
作
年
代
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
本
作
品
は
、
全
く

同
じ
貼
付
文
を
持
つ
ド
イ
ツ
製
炻
器
の
ビ
ー
ル
飲
用
器t

タ
ン
カ
ー
ド

ankard

［
英
］（H

フ

ン

ペ

ン

um
pen

［
独
］）

が
、V

&
A

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
今
回
判
明
し
た
。
こ
のV

&
A

所
蔵
タ
ン

カ
ー
ド（
登
録
番
号
：1940-1855

）【
挿
図
4
】
は
、
高
二
六
・
八
糎
、
口
径
七
・
〇
糎
、

底
径
九
・
四
糎
、
把
手
を
含
む
幅
一
〇
・
五
糎
の
細
長
い
円
筒
形
で
、
本
作
品
よ
り
は

や
や
小
さ
い
も
の
の
、
同
種
の
製
品
で
あ
る
。
当
初
の
把
手
は
欠
損
し
、
金
属
製
把
手

を
後
補
し
て
い
る
ほ
か
状
態
は
良
好
で
あ
る
。
胴
上
部
に
幅
の
細
太
ま
ち
ま
ち
に
八
条

（
15
）

（
16
）



徳
川
美
術
館
所
蔵
ド
イ
ツ
製
塩
釉
灰
色
藍
彩
炻
器
「
印
花
人
物
文
阿
蘭
陀
焼
手
付
水
指
」

四
七

ま
た
、
ロ
ー
レ
ル
葉
で
枠
取
り
し
、
上
部
に
側
面
観
の
馬
頭
部
と
「1594

」
の
数
字
、

そ
の
下
に
唐
草
状
の
カ
ル
ト
ゥ
ー
シ
ュ
に
囲
ま
れ
た
楯
文
の
貼
付
文
が
胴
部
正
面
に
あ

り
、
こ
の
貼
付
文
中
に
騎
乗
す
る
騎
士
と
「I E

」
の
文
字
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
る
【
挿

図
5
】。「1594

」
は
紛
れ
な
く
製
作
年
で
あ
り
、「I E

」
は
こ
れ
を
製
作
し
た
工
房
の

マ
ス
タ
ーJ

ヤ
ン
・

an E

エ
メ
ン
ス
・

m
ens M

メ
ン
ニ
ッ
ケ
ン

ennicken

の
頭
文
字
で
あ
る
。
陶
工
メ
ン
ニ
ッ
ケ
ン
一
族

は
ド
イ
ツ
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
時
代
に
名
を
興
し
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
地
方
の
ジ
ー
ク
ブ
ル

ク
の
西
、R

レ
ー
レ
ン

aeren

（
現
ベ
ル
ギ
ー
）で
活
躍
し
、
一
五
九
〇
年
代
に
は
財
政
的
な
理
由
に

よ
っ
てW

ヴ
ェ
ス
タ
ー
ヴ
ァ
ル
ト

esterw
ald

地
方
の
都
市K

コ
ブ
レ
ン
ツ

oblenz

の
北
に
位
置
す
るG

グ
レ
ン
ザ
ウ

renzau

に
移
っ
て

活
動
し
て
い
た
と
み
ら
れ
て
い
る
【
地
図
1
】。
ザ
ク
セ
ン
のH

ハ
ル
ツ

arz

山
地
か
ら
産
出
す

る
コ
バ
ル
ト
を
微
細
な
ガ
ラ
ス
粉
と
混
ぜ
た
顔
料
「s

ス
マ
ル
ト

m
alt

」
を
用
い
て
、
化
粧
土
を

施
さ
な
い
灰
色
土
に
藍
彩
を
施
し
た
い
わ
ゆ
る
塩
釉
灰
色
藍
彩
炻
器
は
、
ヤ
ン
・
エ
メ

ン
ス
・
メ
ン
ニ
ッ
ケ
ン
が
一
五
八
〇
年
代
に
レ
ー
レ
ン
窯
で
発
展
さ
せ
た
技
術
と
さ
れ

て
お
り
、
ヴ
ェ
ス
タ
ー
ヴ
ァ
ル
ト
に
移
っ
て
か
ら
も
こ
の
技
術
を
用
い
、
鉄
分
の
多
い

化
粧
土
を
用
い
た
従
来
の
茶
褐
色
の
塩
釉
炻
器
を
駆
逐
し
て
ヴ
ェ
ス
タ
ー
ヴ
ァ
ル
ト
の

炻
器
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
。

V
&

A

所
蔵
タ
ン
カ
ー
ド
の
胴
部
側
面
の
貼
付
文
【
挿
図
6
】
は
、
本
作
品
の
貼
付

文
の
貴
婦
人
像
部
分
と
全
く
同
一
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
こ
の
二
作
品
が
同
じ
工
房
製
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、V

&
A

所
蔵
作
品
に
施
さ
れ
た
小
花
形
の
貼
付
文

は
、
同
じ
く
ヴ
ェ
ス
タ
ー
ヴ
ァ
ル
ト
の
グ
レ
ン
ザ
ウ
に
あ
っ
たJ

ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・

ohannes K

カ
ル
ブ

alb

の
工

房
に
帰
属
さ
れ
る
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
、
カ
ル
ブ
工
房
が
こ
の
頃

ヤ
ン
・
エ
メ
ン
ス
・
メ
ン
ニ
ッ
ケ
ン
の
工
房
と
協
働
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
カ
ル
ブ
工
房
の
活
動
時
期
の
下
限
は
一
六
二
〇
年
代
ま
で
と
現
在
考
え
ら
れ

て
お
り
、
例
え
ば
古
い
装
飾
型
を
使
い
回
す
こ
と
を
し
て
い
れ
ば
、V

&
A

所
蔵
作
品

の
製
作
年
代
は
上
限
一
五
九
四
年
、
下
限
一
六
二
〇
年
代
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
と
い

（
17
）

の
稜
線
を
、
ま
た
下
部
に
四
本
の
稜
線
を
廻
ら
せ
る
。
胴
部
中
央
、
把
手
と
相
対
す
る

正
面
方
向
に
楕
円
形
の
貼
付
文
を
一
枚
、
ま
た
そ
の
両
側
面
に
上
下
二
枚
の
楕
円
形
の

貼
付
文
を
、
ま
た
そ
れ
ら
の
主
貼
付
文
の
間
隙
に
小
花
形
の
貼
付
文
を
十
枚
配
す
る
。

挿図4　塩釉灰色藍彩炻器タンカード
　ヴィクトリア＆アルバート・
　ミュージアム（ロンドン）所蔵
　©Victoria ＆ Albert Museum, 
　London

挿図5　塩釉灰色藍彩炻器タンカード
　正面紀年銘貼付文部分
　©Victoria ＆ Albert Museum,  London



徳
川
美
術
館
所
蔵
ド
イ
ツ
製
塩
釉
灰
色
藍
彩
炻
器
「
印
花
人
物
文
阿
蘭
陀
焼
手
付
水
指
」

四
八

う
。
但
し
、
こ
のV

&
A

所
蔵
作
品
の
正
面
に
配
さ
れ
た
楯
と
紀
年
銘
の
あ
る
貼
付
文

は
、
恐
ら
く
い
ず
れ
か
の
名
族
や
町
の
紋
章
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
記
念
す
べ
き
年
と
し

て
年
紀
が
入
れ
ら
れ
た
特
別
注
文
品
と
見
做
し
て
よ
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
の
製
作

年
は
、
貼
付
文
に
あ
る
と
お
り
、
一
五
九
四
年
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

本
作
品
とV

&
A

所
蔵
タ
ン
カ
ー
ド
に
共
通
す
る
貴
婦
人
像
デ
ザ
イ
ン
の
貼
付
文
は

ほ
か
に
も
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
美
術
館（
ア
メ
リ
カ
）に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
判
明

し
た
【
挿
図
7
】。
高
二
四
・
四
糎
、
胴
幅
一
三
・
〇
糎
の
こ
の
作
品
の
胴
部
中
央
に

も
、
衣
装
が
や
や
簡
略
化
さ
れ
面
貌
も
若
干
異
な
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
貴
婦
人

像
貼
付
文
が
あ
り
、
こ
こ
に
も
記
さ
れ
て
い
る
「I E

」
の
頭
文
字
か
ら
、
本
作
品
や

V
&

A

所
蔵
タ
ン
カ
ー
ド
同
様
、
ヴ
ェ
ス
タ
ー
ヴ
ァ
ル
ト
の
ヤ
ン
・
エ
メ
ン
ス
・
メ
ン

ニ
ッ
ケ
ン
工
房
の
製
作
と
知
ら
れ
る
。
な
お
そ
の
下
の
数
字
「9 0

」
は
一
五
九
〇
年

（
18
）

挿図6　塩釉灰色藍彩炻器タンカード
　貴婦人像貼付文部分
　©Victoria ＆ Albert Museum, London



徳
川
美
術
館
所
蔵
ド
イ
ツ
製
塩
釉
灰
色
藍
彩
炻
器
「
印
花
人
物
文
阿
蘭
陀
焼
手
付
水
指
」

四
九

挿図7　塩釉灰色藍彩炻器ジャグ
　フィラデルフィア美術館所蔵

と
い
う
年
紀
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
頸
部
に
「I E

」「9 5
」
と
い
う
頭
文
字
と
年
紀
が

あ
る
と
の
報
告
が
あ
り
、
こ
の
製
品
は
一
五
九
〇
年
か
ら
一
五
九
五
年
に
製
作
さ
れ
た

と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
同
形
式
の
貴
婦
人
像
貼
付
文
を
施
す
ヤ
ン
・
エ
メ
ン
ス
・
メ
ン
ニ
ッ
ケ

ン
工
房
の
作
例
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
本
作
品
の
製
作
年
代
を
一
五
九
〇
年
代
に
、

ま
た
製
作
地
を
ド
イ
ツ
・
ヴ
ェ
ス
タ
ー
ヴ
ァ
ル
ト
地
方
、
グ
レ
ン
ザ
ウ
の
ヤ
ン
・
エ
メ

ン
ス
・
メ
ン
ニ
ッ
ケ
ン
工
房
と
結
論
す
る
。

三　

大
名
家
の
ド
イ
ツ
製
塩
釉
藍
彩
炻
器

次
に
、
ド
イ
ツ
で
製
作
さ
れ
た
本
作
品
に
類
す
る
炻
器
製
品
が
ど
の
よ
う
な
経
路
で

日
本
へ
舶
載
さ
れ
、
大
名
た
ち
の
手
に
渡
り
、
伝
世
ま
た
は
出
土
し
た
の
か
を
考
察
し

た
い
。

（
19
）

ま
ず
、
陶
磁
器
に
関
係
す
る
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
関
係
史
料（
フ
ォ
ル
カ
ー

一
九
五
四
）の
中
か
ら
、
明
ら
か
に
ド
イ
ツ
製
炻
器
を
指
す
で
あ
ろ
う
記
事
を
抽
出
し
た
。

（
1
）一
六
五
八
年
十
一
月
三
十
日
付
、B

ブ
ー
ヘ
リ
オ
ン

oucheljon

な
る
人
物
の
レ
ポ
ー
ト

「（
前
略
）But if possible they should be m

ade of Cologne or Syburgh 

earth w
hich tankards are m

ade of.

」（「
可
能
で
あ
る
な
ら
そ
れ
ら
の
製
品
は

コ
ロ
ー
ニ
ュ
か
ジ
ー
ク
ブ
ル
ク
製
の
タ
ン
カ
ー
ド
が
よ
い
」）

（
2
）一
六
五
八
年
十
二
月
十
四
日
付
バ
タ
ヴ
ィ
ア
か
ら
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
分
室
へ

「（
前
略
）som

e earthen and w
ooden m

odels 

…are dem
anded for the 

Em
peror, Councillor of the Realm

 and other Great O
nes, to be 

m
odelled and baked of Cologne or Sijburghse fine earth

…
」（「
い
く

つ
か
の
陶
器
製
・
木
製
の
模
型（
型
）の
と
お
り
の
、
皇
帝（
徳
川
将
軍
）、
幕
閣

高
官
へ
の
コ
ロ
ー
ニ
ュ
か
ジ
ー
ク
ブ
ル
ク
製
陶
器（
炻
器
）」

（
3
）一
六
六
五
年
六
月
二
十
五
日
付

「the Councillor of the Realm
, M

innosam
a* has the goods he had 

orderd

…tw
o

（sm
all jugs

） of Cologne stonew
are.

」（「
幕
閣
高
官
で
あ
る
ミ

ノ
サ
マ
は
コ
ロ
ー
ニ
ュ
製
の
注
文
品
の
小
型
ジ
ャ
グ
を
所
持
し
て
い
る
」）

（*

稲
葉
美
濃
守
正
則〔
一
六
二
三
〜
一
六
九
六
〕、
当
時
は
老
中
職
） **（ 

）内
・
傍
線
は
筆
者

こ
れ
ら
の
記
事
で
言
及
さ
れ
て
い
るC

コ
ロ
ー
ニ
ュ

ologne 

［
英
］、
つ
ま
り
ド
イ
ツ
の
都
市K

ケ
ル
ン

öln
は
、
ジ
ー
ク
ブ
ル
ク（
こ
こ
で
は
蘭
でSyburgh

／Sijburghse

「
ジ
ー
ク
ブ
ル
ク
の
」
と
表

記
さ
れ
る
）と
と
も
に
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
地
方
の
炻
器
製
作
の
中
心
地
と
し
て
知
ら
れ
て

い
た
。
西
田
一
九
八
七
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
陶
器
が
日
本
で
商
品
と
な
っ
た
記

事
の
初
見
は
一
六
三
〇
年
三
月
九
日
付
、
商
館
員C

ク
ー
ン
ラ
ー
ト
・

oenraedt C

ク
ラ
ー
メ
ル

ram
er

の
日
誌
で
あ



徳
川
美
術
館
所
蔵
ド
イ
ツ
製
塩
釉
灰
色
藍
彩
炻
器
「
印
花
人
物
文
阿
蘭
陀
焼
手
付
水
指
」

五
〇

挿図8　東京大学本郷キャンパス
　（富山藩江戸藩邸）出土　ドイツ炻器片

る
。「
九
日　
（
前
略
）三
百
個
の
上
等
の
陶
器
─
大
・
中
の
盛
皿
、
並
皿
、
ス
ー
プ
皿
、

ソ
ー
ス
入
等
か
ら
な
る
。
こ
れ
は
エ
ラ
ス
ム
ス
号
の
船
長
ラ
ン
ブ
レ
ヒ
ト
・
イ
ェ
ロ
ニ

ム
ス
の
も
の
で
、
彼
は
こ
れ
を
希
望
す
る
日
本
人
に
売
ろ
う
と
考
え
て
い
た
が
、
よ
い

値
段
で
売
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た（
後
略
）」。
こ
の
よ
う
に
初
め
こ
そ
日
本
人
の
関

心
を
惹
か
な
か
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
陶
器
で
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
日
本
人
の
好

む
か
た
ち
や
材
質
が
理
解
さ
れ
て
ゆ
く
と
次
第
に
状
況
は
変
わ
り
、
好
ん
で
入
手
し
よ

う
と
す
る
日
本
人
も
現
れ
て
き
た
。
以
降
一
六
六
五
年
頃
ま
で
が
、
記
録
で
確
か
め
る

こ
と
の
で
き
る
日
本
へ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
陶
器
舶
載
の
ひ
と
つ
の
ピ
ー
ク
で
あ
り
、
こ

れ
以
降
は
記
録
に
残
ら
な
い
少
量
の
私
貿
易
品
と
し
て
取
引
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
西

田
一
九
八
七
が
指
摘
す
る
と
お
り
一
六
三
〇
年
代
か
ら
一
六
六
〇
年
代
に
か
け
て
が
日

本
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
陶
器
が
舶
載
さ
れ
た
一
つ
の
ピ
ー
ク
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
本
作
品
や
伝
世
・
出
土
の
類
品
も
こ
の
時
期
に
舶
載
さ
れ
た
製
品
で
あ
る
蓋
然
性

が
極
め
て
高
い
。
ド
イ
ツ
製
炻
器
が
オ
ラ
ン
ダ
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
北
欧
、「
新
天
地
」

ア
メ
リ
カ
大
陸
の
入
植
地
、
台
湾
や
日
本
ま
で
運
ば
れ
た
黄
金
時
代
は
十
七
世
紀
中
期

で
あ
り
、
十
八
世
紀
に
入
る
と
新
し
い
や
き
も
の
─
ド
イ
ツ
製
磁
器
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

製
陶
器
の
台
頭
に
圧
さ
れ
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
貿
易
陶
磁
と
し
て
の
時
代
は
終
焉
を
迎

え
る
。
も
ち
ろ
ん
十
七
世
紀
の
製
品
が
、
十
八
世
紀
に
な
っ
て
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
商
品
と

い
う
位
置
づ
け
で
持
ち
込
ま
れ
た
可
能
性
も
全
く
否
定
は
で
き
な
い
も
の
の
、
や
は
り

ま
ず
は
、
ド
イ
ツ
製
炻
器
が
日
本
へ
舶
載
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
生
産
と
流
通
の
盛

期
で
あ
っ
た
十
七
世
紀
前
期
か
ら
中
期
に
置
く
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
一
）富
山
藩
江
戸
藩
邸（
上
屋
敷
）跡（
東
京
大
学
本
郷
キ
ャ
ン
パ
ス
）か
ら
の
出
土
品
例

そ
れ
で
は
尾
張
徳
川
家
以
外
、
ほ
か
の
大
名
家
に
も
同
種
の
ド
イ
ツ
製
炻
器
は
入
っ

て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
富
山
藩
上
屋
敷
跡
の
土
坑
か
ら
日
本
製
の
ほ
か
中
国
製
・
朝
鮮

（
20
）

（
21
）

半
島
製
・
オ
ラ
ン
ダ
の
デ
ル
フ
ト
窯

製
・
ト
ル
コ
の
イ
ズ
ニ
ー
ク
製
と

い
っ
た
外
国
陶
磁
器
類
陶
片
と
と

も
に
、
十
七
世
紀
ド
イ
ツ
製
炻
器

片
【
挿
図
8
】
の
出
土
が
報
告
さ
れ

て
い
る
。
東
京
大
学
本
郷
キ
ャ
ン
パ

ス
内
、
医
学
部
附
属
病
院
の
東
端
に

位
置
す
る
こ
の
遺
構
は
、
寛
永
十
六

年（
一
六
三
九
）以
前
は
加
賀
藩
前
田

家
下
屋
敷
の
敷
地
内
で
あ
り
、
そ
れ

（
22
）

以
降
は
富
山
藩
上
屋
敷
の
敷
地
に
含
ま
れ
た
エ
リ
ア
で
あ
る
。
炻
器
片
が
出
土
し
た
採

土
坑SK

299

の
覆
い
土
の
一
部
は
焼
土
層
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
下
層
か
ら
一
六
六
〇

〜
七
〇
年
代
の
肥
前
磁
器
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、
藩
邸
も
全
焼
し
た
大
火
「
天
和
の

大
火
」（
天
和
二
年〔
一
六
八
二
〕）に
よ
っ
て
被
災
し
、
廃
棄
さ
れ
た
陶
器
類
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
出
土
し
た
ド
イ
ツ
製
炻
器
片
は
細
長
い
注
ぎ
口
の
下
部
に
獣
面
貼
付
文
を
あ

ら
わ
し
、
さ
ら
に
胴
下
部
に
蓮
弁
文
様
の
彫
文
と
藍
彩
を
施
し
た
、
塩
釉
褐
色
炻
器
片

（
一
〇
・
三
糎
×
八
・
三
糎
）で
あ
る
。
本
炻
器
片
は
櫻
庭
一
九
九
九
で
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
シ
ュ
ナ
ベ
ル
カ
ン
ネ（Schnabelekanne

［
独
］）と
呼
ば
れ
る
細
長
い
口
を
持

つ
ジ
ャ
グ
の
一
部
で
、
製
作
地
は
櫻
庭
一
九
九
九
が
想
定
す
る
レ
ー
レ
ン
窯
ま
た
は
、

本
稿
で
は
ヴ
ェ
ス
タ
ー
ヴ
ァ
ル
ト
製
の
可
能
性
も
併
せ
て
指
摘
し
た
い
。
本
炻
器
片
に

み
ら
れ
る
激
し
い
被
熱
痕
は
天
和
の
大
火
に
よ
る
と
考
え
て
よ
い
こ
と
か
ら
、
こ
の

ジ
ャ
グ
が
一
六
八
二
年
以
前
に
舶
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
類
品
の
シ
ュ
ナ
ベ
ル
カ

ン
ネ
の
装
飾
形
式
か
ら
考
え
て
十
六
世
紀
末
期
か
ら
十
七
世
紀
前
期
の
製
品
と
考
え
て

よ
い
。
現
存
寸
か
ら
考
え
る
と
、
当
初
は
高
三
〇
糎
近
い
製
品
と
予
測
で
き
る
。

（
23
）



徳
川
美
術
館
所
蔵
ド
イ
ツ
製
塩
釉
灰
色
藍
彩
炻
器
「
印
花
人
物
文
阿
蘭
陀
焼
手
付
水
指
」

五
一

富
山
藩
は
、
加
賀
藩
の
支
藩
と
し
て
加
賀
前
田
家
三
代
利と
し
つ
ね常（

在
職
：
慶
長
十
年

〔
一
六
〇
五
〕〜
寛
永
十
六
年〔
一
六
三
九
〕）が
寛
永
十
六
年
に
第
二
子
利と
し
つ
ぐ次
に
十
万
石
を
与

え
て
立
藩
さ
せ
た
。
こ
の
富
山
藩
上
屋
敷
の
遺
構
は
先
述
の
と
お
り
寛
永
十
六
年
以
前

は
加
賀
藩
邸
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
罹
災
し
て
廃
棄
さ
れ
た
陶
器
類
に
茶
道
具
が
多

く
混
じ
る
こ
と
、
ま
た
富
山
藩
関
係
の
文
献
史
料
に
利
次
が
利
常
よ
り
貰
い
受
け
た
茶

道
具
が
天
和
二
年
の
大
火
で
焼
失
し
た
由
が
記
さ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
り
、
炻
器

片
と
と
も
に
出
土
し
て
い
る
中
国
・
龍
泉
窯
製
青
磁
三
足
香
炉
や
青
磁
算
木
文
花
生
、

建
窯
の
天
目
と
い
っ
た
茶
道
具
は
利
次
か
ら
分
配
の
御
道
具
で
あ
っ
た
可
能
性
が
極
め

て
高
い
と
み
ら
れ
て
い
る
。
上
記
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
茶
道
具
類
と
伴
出
し
た
ド
イ

ツ
製
藍
彩
炻
器
片
も
ま
た
、
茶
道
具
類
同
様
、
加
賀
前
田
家
三
代
利
常
が
在
職
期
間
中

に
入
手
し
、
利
次
に
分
配
さ
れ
た
道
具
で
あ
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
二
）柳
川
藩
立
花
家
の
伝
世
作
例

柳
川
藩
立
花
家
に
伝
来
し
た
ド
イ
ツ
製
塩
釉
灰
色
藍
彩
炻
器
ジ
ャ
グ（
以
降
「
立
花
家

伝
世
品
」
と
略
称
す
る
）は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
わ
ず
か
に
『
日
蘭

関
係
資
料
Ⅱ
─
長
崎
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
１
８
０
集
─
』）に
口
絵
で
紹
介
さ
れ
て

い
た
作
品
で
あ
る
。
立
花
家
伝
世
品
は
高
二
一
・
八
糎
、
口
径
四
・
三
〜
五
・
五
糎
、

胴
径
一
五
・
五
糎
、
底
径
九
・
五
糎
、
重
一
一
二
〇
ｇ
、
焼
き
締
ま
っ
た
把
手
付
水
注

で
あ
る
【
挿
図
9
】。
桐
箱
の
蓋
表
に
墨
書
「
古
和
蘭
陀
焼
／
取
手
水
注
」、
箱
底
面
に

貼
紙
札
墨
書
「
新
三
號
」
と
あ
る
。
ま
た
、
頸
部
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
陶
器
レ
キ
ュ
ト
ス

の
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
形
に
開
く
頸
部
を
模
し
て
口
縁
に
向
か
っ
て
開
き
、
把
手
と
相
対
す

る
正
面
に
獣
耳
を
持
ち
、
舌
を
出
す
奇
妙
な
髭
面
の
人
物
面（
恐
ら
く
フ
ォ
ー
ン
）を
貼

付
文
と
す
る
【
挿
図
10
】。
肩
上
部
に
は
三
弁
の
花
弁
状
の
彫
文
様
が
展
開
し
、
花
弁

の
隙
間
を
ハ
ッ
チ
ン
グ
で
充
填
す
る
。
胴
部
中
央
は
八
弁
の
薔
薇
文
を
印
花
で
隙
間

（
24
）

（
25
）

（
26
）

挿図9　柳川藩立花家伝来
　塩釉灰色藍彩炻器手付ジャグ
　立花家史料館所蔵

挿図10　柳川藩立花家伝来
　塩釉灰色藍彩炻器手付ジャグ

人面貼付文部分
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製
塩
釉
灰
色
藍
彩
炻
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物
文
阿
蘭
陀
焼
手
付
水
指
」

五
二

な
く
配
し
、
そ
れ
ら
の
薔
薇
を
唐
草
彫
文
で
波
打
つ
よ
う
に
繋
ぐ
。
腰
下
部
は
蓮
弁

文
、
高
台
側
面
は
縄
目
文
を
廻
ら
せ
る
。
獣
耳
人
物
文
、
花
弁
文
、
薔
薇
唐
草
文
の

余
白
、
蓮
弁
に
コ
バ
ル
ト
彩（
藍
彩
）を
施
す
。
底
部
は
平
底
で
器
全
面
施
釉
と
し
て
お

り
、
ま
た
胴
部
に
熔
着
痕
が
あ
る
こ
と
か
ら
あ
る
い
は
何
ら
か
の
支
持
材
を
用
い
て
焼

成
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
る
。
こ
の
立
花
家
伝
世
品
に
特
徴
的
な
、
左
右
に
蛇
行

す
る
薔
薇
唐
草
文
は
レ
ー
レ
ン
窯
の
一
五
九
〇
年
代
か
ら
一
六
二
〇
年
代
に
か
け
て
の

製
品
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
【
挿
図
11
】。
こ
う
し
た
類
品
か
ら
み
て
、
立
花
家
伝
世

品
も
レ
ー
レ
ン
窯
の
十
六
世
紀
末
期
か
ら
十
七
世
紀
前
期
の
製
品
と
考
え
る
。
製
作

か
ら
遠
か
ら
ぬ
時
期
に
舶
載
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
初
代
立
花
宗む

ね
し
げ茂（

在
職
：
元
和
六
年

〔
一
六
二
〇
〕〜
寛
永
十
五
年〔
一
六
三
八
〕）、
ま
た
は
二
代
忠た
だ
し
げ茂（

在
職
：
寛
永
十
五
年
〜
寛
文

四
年〔
一
六
六
四
〕）の
頃
に
入
手
し
た
か
と
想
定
で
き
る
も
の
の
、
蔵
帳
ほ
か
文
献
史
料

で
追
う
こ
と
は
難
し
い
。
ち
な
み
に
立
花
家
伝
来
品
に
は
も
う
一
点
、
や
や
時
代
が
下

る
か
と
思
わ
れ
る
把
手
付
灰
色
藍
彩
炻
器
ジ
ャ
ー
、
お
よ
び
幕
末
か
ら
明
治
時
代
初
期

に
舶
載
さ
れ
た
プ
リ
ン
ト
ウ
ェ
ア
の
皿
二
枚
も
残
さ
れ
て
お
り
、
平
戸
・
出
島
の
オ
ラ

ン
ダ
商
館
か
ら
の
舶
載
品
を
手
に
入
れ
や
す
い
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

（
三
）「
堀
田
相
模
守
よ
り
拝
領
」
と
伝
わ
る
伝
世
作
例

西
田
一
九
八
七
で
紹
介
さ
れ
た
ド
イ
ツ
製
塩
釉
灰
色
藍
彩
炻
器
ジ
ャ
グ（
個
人
蔵
、

以
下
「
個
人
蔵
伝
世
品
」）は
、
総
高
三
六
・
一
糎
、
口
径
四
・
九
×
六
・
三
糎
、
胴
径

一
九
・
二
糎
、
底
径
九
・
七
糎
の
大
型
製
品
で
あ
る
【
挿
図
12
】。
頸
部
が
レ
キ
ュ
ト

ス
の
頸
部
形
に
開
き
、
正
面
に
人
面
貼
付
文
を
付
け
る
【
挿
図
13
】。
肩
上
部
は
二
重

丸
文
を
印
花
で
、
ま
た
幾
何
学
文
様
を
彫
文
で
表
現
し
、
文
様
内
の
余
白
を
ハ
ッ
チ
ン

グ
で
充
填
す
る
。
胴
下
部
は
蓮
弁
文
を
彫
文
で
あ
ら
わ
し
、
コ
バ
ル
ト
彩（
藍
彩
）を
肩

部
や
蓮
弁
に
施
す
。
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
製
作
・
取
付
け
ら
れ
た
金
属
製
の
蓋
が
把
手

に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
個
人
蔵
伝
世
品
は
大
き
く
膨
ら
ん
だ
胴
部
と
口
部
の

開
き
方
、
胴
下
部
の
蓮
弁
文
と
肩
部
の
ハ
ッ
チ
ン
グ
な
ど
の
造
形
的
特
徴
か
ら
、
ヴ
ェ

ス
タ
ー
ヴ
ァ
ル
ト
で
十
七
世
紀
前
期
に
製
作
さ
れ
た
作
品
と
み
な
し
て
よ
い
。
こ
の

ジ
ャ
グ
に
付
随
す
る
箱
の
蓋
表
に
は
「
拜
領
／
阿
蘭
陀
焼
／
ド
ウ
ビ
ン
」
墨
書
、
蓋
裏

に
「
堀
田
相
模
守
正
亮
公
／
享
保
十
八
年
丑
十
月
／
七
日
被
為
入
拜
領
／
真
弥
」
と
墨

書
が
あ
る
。
こ
の
箱
書
を
信
じ
れ
ば
、
老
中
首
座
も
務
め
た
幕
閣
・
堀
田
相
模
守
正ま

さ
す
け亮

（
一
七
一
二
〜
六
一
）か
ら
拝
領
の
品
で
あ
る
が
、「
正
亮
」
と
実じ
つ

名み
ょ
うを
記
す
点
、「
拜
領

入
ら
せ
ら
る（
傍
線
筆
者
）」と
い
う
書
札
礼
に
な
い
表
現
で
あ
る
点
に
不
審
が
あ
る
。
な

お
、
文
献
史
料
か
ら
こ
の
享
保
十
八
年（
一
七
三
三
）十
月
七
日
、
堀
田
正
亮
は
領
地
・

佐
倉
に
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
作
品
に
関
し
て
は
、「
堀
田
相
模
守
様
か
ら
某
に
下

さ
れ
た
」
と
い
う
伝
来
が
口
伝
の
よ
う
な
か
た
ち
で
付
随
し
て
伝
世
し
、
近
代
に
な
っ

（
27
）

（
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）

挿図11　塩釉灰色藍彩炻器ジャグ　大英博物館所蔵
　（BM MLA 1855, 12-1, 180, Bernal Collection）
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て
そ
の
旨
を
蓋
に
墨
書
し
た
と
み
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会

社
の
記
録
に
あ
る
「
加
賀
殿
」
を
、
老
中
職
も
務
め
た
幕
閣
・
堀
田
「
加
賀
守
」
正
盛

（
一
六
〇
九
〜
五
一
）と
み
る
と
、
正
盛
─
正
俊
─
正
武
─
正
亮
と
堀
田
家
で
の
作
品
の

伝
世
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
一
方
で
は（
一
）で
考
察
し
た
よ
う
に
、「
加
賀
」

前
田
家
に
も
同
様
に
ド
イ
ツ
製
藍
彩
炻
器
が
伝
来
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
の
で
、「
加
賀
殿
」
を
特
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
幕
府
高
官

と
し
て
堀
田
正
盛
が
こ
う
し
た
希
少
な
高
級
舶
来
品
を
手
に
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分

に
あ
り
、
こ
の
個
人
蔵
伝
世
品
は
伝
・
大
名
家
伝
世
と
し
て
今
後
も
検
討
さ
れ
る
べ
き

重
要
な
作
例
と
い
え
る
。

む　

す　

び

ド
イ
ツ
製
炻
器
を
含
め
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
陶
器
が
日
本
へ
運
ば
れ
た
第
一
の
ピ
ー
ク

を
一
六
三
〇
年
代
か
ら
一
六
六
〇
年
代
に
お
く
と
、
本
作
品
の
よ
う
に
十
六
世
紀
末
期

ま
で
製
作
年
代
を
上
げ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
製
品
は
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
商
品
の
扱
い

で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
当
時
の
オ
ラ
ン
ダ
で
は
製
作
年
代
の
違
い
に
は
関
係
な
く

流
通
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
十
七
世
紀
前
期
か
ら
中
期
に

か
け
て
の
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
に
様
々
な
ド
イ
ツ
製
炻
器
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
が
、
描
か
れ
た
時
代
と
描
か
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
製
炻
器
は
ほ
ぼ
同
時
代
で

あ
る
。
も
し
く
は
、
本
作
品
の
よ
う
な
製
品
は
舶
載
の
ピ
ー
ク
に
先
行
し
て
や
や
早
い

時
期
に
日
本
へ
運
ば
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ず
、
舶
載
時
期
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討

課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
装
飾
性
の
高
い
大
型
の
塩
釉
藍
彩
炻
器
は
、
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い

て
も
高
級
陶
器
で
あ
っ
て
、
富
裕
な
市
民
階
級
の
間
で
、
こ
れ
も
高
級
品
で
あ
っ
た
白

ワ
イ
ン
等
を
注
ぐ
容
器
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
同
じ
ド
イ
ツ
製
炻
器
で
も
、
日
本
国
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四

内
で
一
定
数
の
出
土
・
伝
世
例
の
知
ら
れ
る
フ
レ
ッ
ヒ
ェ
ン
窯
製
人
面
貼
付
文
塩
釉
褐

色
炻
器
ジ
ャ
グ（
い
わ
ゆ
る
「
髭
徳
利
」）が
、オ
ラ
ン
ダ
で
も
日
常
的
に
使
用
さ
れ
る
ビ
ー

ル
や
オ
イ
ル
、
酢
等
の
容
器
・
ま
た
飲
用
器
で
、
さ
ら
に
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
で

は
こ
れ
を
水
銀
運
搬
容
器
と
し
て
使
用
し
て
い
た
こ
と
に
比
べ
る
と
、
高
級
品
で
あ
る

ヴ
ェ
ス
タ
ー
ヴ
ァ
ル
ト
や
レ
ー
レ
ン
窯
製
の
塩
釉
藍
彩
炻
器
は
、
献
上
品
の
よ
う
な
役

割
で
日
本
に
運
ば
れ
た
と
み
て
よ
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
藍
彩
炻
器
は
、

貴
重
な
舶
載
品
が
献
上
さ
れ
る
地
位
の
人
物
、
す
な
わ
ち
徳
川
将
軍
や
幕
閣
・
大
大
名

ら
に
し
か
渡
ら
な
か
っ
た
製
品
で
あ
り
、
舶
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
陶
器
「
阿
蘭
陀
焼
」

の
中
で
も
ほ
と
ん
ど
流
通
し
な
い
特
別
品
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。

さ
ら
に
、
大
名
家
伝
世
・
出
土
の
藍
彩
炻
器
の
中
で
、
本
作
品
の
み
タ
ン
カ
ー

ド（
筒
形
の
ビ
ー
ル
飲
用
器
）で
、
ほ
か
は
ジ
ャ
グ
で
あ
る
こ
と
も
理
由
は
不
明
で
あ
る

が
、
特
殊
な
点
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
本
稿
の
考
察
に
よ
っ
て
、
本
作
品
は
、

一
五
九
〇
年
代
に
ド
イ
ツ
・
ヴ
ェ
ス
タ
ー
ヴ
ァ
ル
ト
地
方
の
炻
器
生
産
地
グ
レ
ン
ザ
ウ

の
、
ヤ
ン
・
エ
メ
ン
ス
・
メ
ン
ニ
ッ
ケ
ン
工
房
で
製
作
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
ラ
イ
ン
河
を

上
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
の
貿
易
拠
点
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
へ
運
ば
れ
、
さ
ら
に
オ
ラ
ン
ダ
東
イ

ン
ド
会
社
の
船
に
よ
っ
て
日
本
へ
渡
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ

の
舶
載
時
期
は
十
七
世
紀
前
期
と
み
て
よ
い
。
平
戸
か
出
島
か
い
ず
れ
か
の
オ
ラ
ン
ダ

商
館
か
ら
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
、
な
ぜ
こ
の
タ
ン
カ
ー
ド
が
尾
張
徳
川
家
へ
も
た
ら
さ

れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
水
指
の
装
飾
文
様
に
ひ
と
つ
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
貴
婦
人
像
貼
付
文
に
注
目
し
て
き
た
が
、
こ
の
ほ

か
胴
部
に
施
さ
れ
た
ロ
ー
タ
ス
文
の
印
花
文
を
三
つ
組
み
合
わ
せ
た
装
飾
文
は
、
偶
然

と
は
い
え
、
ど
こ
か
「
三
ツ
葉
葵
紋
」
の
葵
に
似
て
い
な
く
も
な
い
の
で
あ
る
【
図

3
】。
三
ツ
葉
葵
紋
が
徳
川
将
軍
家
と
そ
の
一
門
の
紋
章
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た

オ
ラ
ン
ダ
人
が
、
こ
の
ロ
ー
タ
ス
文
印
花
文
を
そ
れ
に
見
立
て
て
、
あ
る
い
は
将
軍
へ

の
献
上
品
の
ひ
と
つ
と
し
て
日
本
へ
運
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で

推
論
に
す
ぎ
な
い
。
本
稿
で
確
実
に
い
え
る
こ
と
は
、
本
作
品
が
オ
ラ
ン
ダ
商
館
か
ら

直
接
尾
張
徳
川
家
に
も
た
ら
さ
れ
た
製
品
と
は
考
え
に
く
く
、
十
七
世
紀
前
期
に
長
崎

に
渡
り
、
将
軍
家
ま
た
は
幕
府
高
官
へ
の
貴
重
な
献
上
品
と
し
て
い
く
つ
か
の
手
を
経

た
の
ち
、
天
保
十
五
年（
一
八
四
四
）ま
で
に
は
御
三
家
・
尾
張
徳
川
家
の
道
具
と
し
て

蔵
に
納
ま
り
、
そ
の
後
、
尾
張
家
十
二
代
斉
荘
が
自
身
の
茶
の
湯
道
具
に
抜
擢
す
る
こ

と
で
新
し
く
価
値
づ
け
を
行
っ
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
本
作
品
が
天
保
期
か
ら
嘉
永
期
に
か
け
て
名
古
屋
と
江
戸
を
移
動
し
た
と
い

う
記
録
が
あ
る
先
述
の
「
御
数
寄
屋
方
御
道
具
帳
」
に
は
、ほ
か
に
四
つ
の
「
阿
蘭
陀
」

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

一　

阿
蘭
陀
焼
御
水
次　

壱
／
桐
箱
入
白
木
綿
単
和
巾
包
／
蓋
摘
手
之
繋
キ
上
下
縁
其

外
所
々
真
鍮
／（
朱
字
）明
治
四
未
十
月　

妻
木
務
江
被
下
相
成
事

一　

阿
蘭
陀
御
水
指　

壱
／
桐
遠
州
好
箱
入
宗
中
書
付
／
白
木
綿
単
和
巾
包
／
染
付
細

／
蓋
黒
塗　

口
所
之
ホ
ツ
レ
損
繕
有
／（
朱
字
）天
保
十
二
丑
十
月　

江
戸
江
御
差

下
同
月
御
側
差
上
右
御
箱
書
付
出
来
／
於
江
戸
御
戻
之
上
嘉
永
元
申
三
月
尾
州
江

為
御
差
登
／
同　

四
十
六
番
江
組
入

一　

阿
蘭
陀
竹
輪
色
絵
模
様
御
蓋
置　

壱
／（
朱
字
）天
保
十
二
丑
八
月　

新
御
殿
廻
り

　

嘉
永
三
戌
八
月
納
／
右
伺
番
江
組
入　

合
併

一　

阿
蘭
陀
焼
三
ツ
足
梅
松
模
様
御
燭
䑓　

壱
／
杉
箱
入
袋
付
木
綿
単
和
巾
包
／
請
皿

花

真
銀
／
脚
付
根
獅
子
／
惣
目
方
弐
百
三
拾
六
匁
／
損
繕
小
疵
有
／（
朱
字
）天

保
十
二
丑
八
月
新
御
殿
廻
り
／
嘉
永
三
戌
八
月
納

こ
の
う
ち
「
阿
蘭
陀
御
水
指
」
に
つ
い
て
は
、
近
代
に
流
出
し
た
も
の
の
今
日
も
別
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五

註（
1
）　
「
炻
器
」
はs

ス
ト
ー
ン
ウ
ェ
ア

tonew
are

［
英
］
を
近
代
日
本
で
翻
訳
し
て
生
ま
れ
た
用
語
で
、「
炻
」
は

そ
の
時
に
作
ら
れ
た
字
で
あ
る
。
欧
米
と
日
本
で
の
定
義
分
類
に
は
乖
離
が
あ
り
、
近
年
陶

磁
用
語
の
定
義
を
見
直
す
動
き
も
生
ま
れ
て
い
る（
二
〇
一
七
年
度
東
洋
陶
磁
学
会
全
国
大

会
）。
本
稿
で
は
『
角
川 

日
本
陶
磁
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、
二
〇
〇
二
年
八
月
）で
の
定
義

（
七
七
三
頁
、
執
筆 

櫻
庭
美
咲
氏
）に
従
っ
て
、
施
釉
・
無
釉
を
問
わ
な
い
、
有
色
胎
土
、

焼
成
温
度
一
一
五
〇
〜
一
二
〇
〇
℃
の
や
き
も
の
を
「
炻
器
」
と
す
る
。

（
2
）　
「
お
ら
ん
だ
」
の
表
記
方
法
は
様
々
あ
り
、「
和
蘭
」「
和
蘭
陀
」
の
ほ
か
「
お
ら
ん
多
」

な
ど
も
あ
る
。
ま
た
「
紅
毛
焼
」「
紅
毛
」
と
記
し
た
も
の
も
あ
る
。

（
3
）　

フ
ァ
イ
ア
ン
ス
陶
器
と
は
、
イ
タ
リ
ア
・
マ
ヨ
リ
カ
陶
器
の
技
術
を
応
用
し
て
十
六
世
紀

後
期
か
ら
十
七
世
紀
に
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
で
発
達
し
た
錫
釉
陶
器
を
指
す
。

（
4
）　

ク
リ
ー
ム
ウ
ェ
ア
と
は
十
八
世
紀
中
期
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
ウ
ェ
ジ
ウ
ッ

ド
が
生
ん
だ
陶
器
。
胎
土
に
白
色
粘
土
と
フ
リ
ッ
ト
を
加
え
、
鉛
釉
を
掛
け
る
こ
と
で
磁
器

の
よ
う
に
白
く
光
沢
の
あ
る
陶
器
で
、
磁
器
の
代
替
品
と
し
て
プ
リ
ン
ト
ウ
ェ
ア
の
素
地
に

用
い
ら
れ
た
。

（
5
）　

徳
川
美
術
館
所
蔵
品
、
後
述
す
る
柳
川
藩
立
花
家
伝
来
品（
二
件
）、
個
人
蔵
の
藍
彩
炻
器

ジ
ャ
グ
の
四
件
で
あ
る
。

（
6
）　

本
稿
で
は
引
用
文
献
に
つ
い
て
は
敬
称
を
略
し
、「
姓 

発
行
年
」
で
表
記
す
る
。

（
7
）　

明
治
五
年
十
二
月
三
日
を
も
っ
て
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
明
治
六
年
一
月
一
日
に
変
更
さ
れ

る
ま
で
、
和
暦（
太
陰
太
陽
暦
）と
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
は
対
応
し
な
い
日
が
存
在
す
る
。
本
稿

で
はCA

SIO
 Com

puter.Co.,Ltd

が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
提
供
し
て
い
る
旧
暦
変
換
サ
ー
ビ

ス（https://keisan.casio.jp/exec/system
/1240128137　

二
〇
一
九
年
一
月
十
四
日
確

所
に
伝
世
し
て
お
り
、
錫
白
釉
に
コ
バ
ル
ト
彩（
藍
彩
）で
幾
何
学
文
を
描
い
た
オ
ラ
ン

ダ
・
デ
ル
フ
ト
製
の
ア
ル
バ
レ
ッ
ロ
で
あ
る
。
こ
れ
は
在
府
中
の
斉
荘
の
下
へ
運
ば

れ
、「
側
道
具
」
に
管
理
替
え
さ
れ
、
玄
々
斎（
宗
中
）の
箱
書
も
江
戸
で
行
っ
た
様
子

が
分
か
る
。
こ
の
種
の
デ
ル
フ
ト
製
「
水
指
」
は
舶
載
の
第
一
次
ピ
ー
ク
で
あ
る
十
七

世
紀
の
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
一
定
数
運
ば
れ
て
き
て
茶
の
湯
道
具
に
用
い
ら
れ
て

い
る
が
、
尾
張
徳
川
家
に
お
い
て
は
阿
蘭
陀
渡
り
の
道
具
は
古
く
か
ら
の
「
名
物
」
道

具
と
肩
を
並
べ
ら
れ
る
道
具
で
は
な
く
、
表
に
出
さ
れ
る
こ
と
な
く
長
ら
く
蔵
で
埃
を

被
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
本
稿
で
考
察
し
た
ド
イ
ツ
製
灰
色
藍
彩
炻
器

手
付
水
指
と
同
じ
く
、
斉
荘
と
玄
々
斎
が
価
値
づ
け
し
た
道
具
で
、
特
に
こ
の
ア
ル
バ

レ
ッ
ロ
は
玄
々
斎
の
箱
書
を
附
け
る
こ
と
で
「
斉
荘
お
好
み
の
道
具
」
と
し
て
強
く
価

値
づ
け
さ
れ
た
道
具
で
あ
る
。
ほ
か
デ
ル
フ
ト
製
品
の
「
阿
蘭
陀
」
に
は
今
日
も
徳
川

美
術
館
に
残
る
錫
白
釉
色
絵
陶
器
、
お
そ
ら
く
も
と
も
と
は
ナ
プ
キ
ン
リ
ン
グ
で
あ
る

「
阿
蘭
陀
御
蓋
置
」
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
帳
に
よ
れ
ば
某
に
下
げ
渡
さ
れ
た
と
さ
れ

る
素
材
不
明
の
「
阿
蘭
陀
焼
御
燭
䑓
」
に
つ
い
て
は
天
保
十
二
年（
一
八
四
一
）に
、
当

時
隠
居
の
身
で
あ
っ
た
十
代
斉な

り
と
も朝
の
隠
居
屋
敷
「
新
御
殿
」（
名
古
屋
城
内
）へ
移
管
さ
れ

た
こ
と
が
分
か
る
。
帳
か
ら
は
、
天
保
期
の
尾
張
徳
川
家
に
お
い
て
当
主
た
ち
が
「
阿

蘭
陀
」
の
道
具
に
目
を
か
け
、
側
道
具
、
表
道
具
と
し
て
出
蔵
さ
せ
た
様
子
を
窺
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
十
九
世
紀
に
、「
阿
蘭
陀
」
に
関
す
る
学
問
や
技

術
一
般
、
ま
た
「
阿
蘭
陀
」
と
い
う
名
の
も
と
に
括
ら
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
は
じ
め
と

し
た
海
外
の
風
俗
・
文
物
へ
の
関
心
の
高
ま
り
と
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
中
で
、
ド
イ
ツ
製
灰
色
塩
釉
藍
彩
炻
器
「
阿
蘭
陀
焼
」
手
付
水
指
は
、
茶
の

湯
に
傾
倒
し
、
伝
来
の
古
い
道
具
の
中
か
ら
、
自
分
の
価
値
観
に
沿
う
道
具
を
選
択
し

直
し
、
玄
々
斎
書
付
と
い
う
か
た
ち
で
評
価
付
け
し
よ
う
と
試
み
た
斉
荘
の
眼
に
、
中

世
以
来
の
唐
物
に
比
肩
し
う
る
、新
し
い「
唐
物
」と
映
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

本
稿
で
は
尾
張
徳
川
家
伝
来
「
阿
蘭
陀
焼
」
手
付
水
指
と
同
種
・
同
時
代
と
思
わ
れ

る
、
大
名
家
に
関
係
す
る
ド
イ
ツ
製
の
塩
釉
藍
彩
炻
器
に
対
象
を
絞
っ
て
検
討
し
た

が
、
そ
の
ほ
か
塩
釉
褐
色
炻
器
ジ
ャ
グ
、
い
わ
ゆ
る
「
髭
徳
利
」
等
を
も
含
ん
で
の
よ

り
広
範
囲
な
舶
載
ド
イ
ツ
製
炻
器
出
土
品
・
伝
世
品
の
受
容
と
流
通
に
つ
い
て
の
考
察

は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。
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五
六

認
）を
使
用
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
一
六
四
〇
年
十
二
月
三
十
日
は
、
寛
永
十
七
年
十
一
月

十
八
日
と
な
る
。

（
8
）　

フ
ォ
ル
カ
ー
一
九
五
四
、
一
二
二
頁
の
当
該
部
分
は
「1640

（
前
略
）Decem

ber 31th

（
中
略
）Lord Cangadonne: 18 pieces of stone-baked bow

ls for the tsia

［tea

］（
中

略
）Lord Cangadonne w

as the D
aim

yo of K
aga in w

hose daim
iate afterw

ards 
a fine Japanese porcelain w

as also m
ade

（
後
略
）」。「
加
賀
殿
」
は
陶
器
生
産
地
を

治
め
る
大
名
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
お
り
、V

olker

氏
は
九
谷
焼
の
産
地
で
あ
る
加
賀
藩
を

推
定
し
て
い
る
。

（
9
）　

出
土
資
料
か
ら
、
円
筒
形
の
容
器
類
は
窯
内
で
は
複
数
個
ず
つ
重
ね
て
焼
成
さ
れ
た
こ
と

が
分
か
っ
て
い
る
。
本
作
品
は
口
縁
部
に
の
み
釉
剥
離
が
み
ら
れ
、
底
部
は
無
傷
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
重
ね
焼
き
の
最
上
段
に
伏
せ
て
置
か
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ゲ
イ
ム
ス

タ
ー
一
九
九
七
、
四
六
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
10
）　

櫻
庭
一
九
九
九
、
一
〇
七
〜
一
〇
八
頁
に
尾
張
徳
川
家
阿
蘭
陀
手
付
水
指
に
つ
い
て
言
及

が
あ
り
、
こ
の
中
で
も
塗
蓋
と
漆
の
補
修
か
ら
実
用
に
供
さ
れ
た
も
の
と
の
指
摘
が
な
さ
れ

て
い
る
。
な
お
、
櫻
庭
氏
の
本
論
文
は
舶
載
ド
イ
ツ
製
炻
器
に
つ
い
て
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
の

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
考
察
で
あ
る
が
、
本
作
品
に
関
す
る
解
説
部
分
に
は
道
具
帳
名
、
お
よ
び

そ
の
伝
来
に
つ
い
て
誤
り
が
あ
る
。
但
し
こ
れ
は
恐
ら
く
当
館
か
ら
当
時
誤
っ
た
曖
昧
な
情

報
を
提
供
し
た
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
11
）　G

ヘ
ラ
ル
ド
・

erald D

ダ
ヴ
ィ
ト

avid

（
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
、
一
四
五
〇
／
六
〇
〜
一
五
二
三
）に
よ
る
「
カ
ナ
の

婚
礼
」、
一
五
〇
一
〜
〇
九
年
頃
、
油
彩
、
一
・
〇
〇
ⅿ
×
一
・
二
八
ⅿ
、
ル
ー
ヴ
ル
美
術

館（
フ
ラ
ン
ス
）蔵
、Collection of Louis X

IV
, IN

V
.1995

）を
例
に
挙
げ
た
い
。
こ
の
作

品
は
主
題
を
聖
書
時
代
に
採
り
な
が
ら
も
自
身
が
活
躍
し
た
同
時
代
の
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト

の
都
市
ブ
ル
ー
ジ
ュ（
現
在
の
ベ
ル
ギ
ー
北
西
部
）の
風
俗
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
。
な
お
こ
の
作
品
に
は
大
型
の
ド
イ
ツ
製
炻
器
壺（
胴
部
裾
を
開
き
、
さ
ら
に
指
で

周
囲
を
押
し
た
茶
褐
色
の
実
用
器
）が
酒
壺
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
炻
器
壺
は

一
四
七
六
〜
一
五
五
〇
年
頃
に
ド
イ
ツ
の
レ
ー
レ
ン
、
ジ
ー
ク
ブ
ル
ク
、
ケ
ル
ン
周
辺
で
製

作
さ
れ
た
も
の
と
同
種
と
思
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
製
塩
釉
炻
器
が
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
へ
流
通
し

て
い
た
様
子
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
資
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
な
お
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
は
、

現
在
の
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
エ
リ
ア
を
指
す
。

（
12
）　C

キ
プ
リ
ア
ノ
・

ipriano P

ピ
ッ
コ
ル
パ
ッ
ソ

iccolpasso, “Les troys libvres de l’art du potier

（『
陶
芸
三
書
』）” 

（ed.1860

、
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
イ
タ
リ
ア
・
カ
ス
テ
ル
デ
ュ
ラ
ン
テ
で
一
五
五
六
年
頃
に
書
か

れ
た
）, p.27

のFig.95 “Grotesques”

を
参
照
の
こ
と
。
グ
ロ
テ
ス
ク
文
は
当
時
の
壁
画
装

飾
を
写
し
た
古
代
的
・
異
教
的
な
装
飾
文
様
と
さ
れ
て
お
り
、
十
六
世
紀
中
期
イ
タ
リ
ア

に
お
け
る
盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
の
マ
ヨ
リ
カ
陶
器
装
飾
に
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
。
装
飾
文
様

に
つ
い
て
は
森
田
義
之
「
マ
ヨ
リ
カ
陶
器
」（『
世
界
陶
磁
全
集
』
第
二
十
二
巻　

小
学
館　

一
九
八
六
年
六
月
）一
八
四
〜
一
八
五
頁
も
参
照
の
こ
と
。

（
13
）　
「
尾
張
徳
川
家
十
二
代
斉
荘
と
茶
の
湯
」（『
徳
川
斉
荘
公
と
玄
々
斎
宗
室
』（
展
覧
会
図
録
）

茶
道
資
料
館　

二
〇
〇
三
年
一
月
）。

（
14
）　

前
掲
註（
13
）　

七
七
〜
八
一
頁
に
詳
し
い
。

（
15
）　
『
和
田
戸
山
御
成
記
』（
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
）、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
資

料
目
録
・
画
像
公
開
シ
ス
テ
ム
に
て
二
〇
一
八
年
十
一
月
三
十
日
陰
影
本
閲
覧（https://

shoryobu.kunaicho.go.jp/

）。

（
16
）　

佐
藤
二
〇
〇
三
、
八
一
〜
八
二
頁
。

（
17
）　J ジ
ャ
ッ
ク
・

ack H

ヒ
ン
ト
ン

inton, T
he A

rt of G
erm

an Stonew
are, 1300-1900 from

 the Charles W
. 

N
ichols Collection and the Philadelphia M

useum
 of A

rt, Philadelphia M
useum

 
and Y

ale U
niversity Press, N

ew
 H

aven and London, 2012

、
八
〜
九
頁
。

（
18
）　

所
蔵
先V

&
A

の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
・R

レ
ベ
ッ
カ
・

ebecca L

ル

フ

マ

ン

uffm
an

氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
こ
の

タ
ン
カ
ー
ド
の
製
作
年
代
や
工
房
に
つ
い
てe-m

ail

で
答
え
て
頂
い
た（
二
〇
一
八
年
十
月

二
十
四
日
付
の
私
信
）。

（
19
）　

ヒ
ン
ト
ン
二
〇
一
二
、
二
一
頁
。

（
20
）　

原
題
はM

em
oir ende aenteekeninge van het gepasserde dat W

illem
 Janssen 

in N
angasacqui is gearriveert tot 13 M

aert dat m
et de joncq Zeelandia near 

Batavia is vertrocken anno 1630. 

（CollectieSw
eers, van V

liet, Specx e.a. Eerste 
A

fdeling N
o.5

）。
永
積
洋
子
訳
『
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
日
記　

第
一
輯　

自
一
六
二
七

年
七
月　

至
一
六
三
〇
年
十
月
』　

岩
波
書
店　

一
九
六
九
年
、
三
四
三
頁
。

（
21
）　

ゲ
イ
ム
ス
タ
ー
一
九
九
七
、
一
〇
二
〜
一
〇
五
頁
、
お
よ
び
ヒ
ン
ト
ン
二
〇
一
二
、
七
〜

八
頁
。

（
22
）　
「
医
学
部
附
属
病
院
看
護
婦
宿
舎
地
点
発
掘
調
査
略
報
」（『
東
京
大
学
構
内
遺
跡
調
査
研
究



徳
川
美
術
館
所
蔵
ド
イ
ツ
製
塩
釉
灰
色
藍
彩
炻
器
「
印
花
人
物
文
阿
蘭
陀
焼
手
付
水
指
」

五
七

年
報
1　

１
９
９
６
年
度
』
東
京
大
学
埋
蔵
文
化
財
調
査
室
、
二
〇
〜
二
二
頁
）。

（
23
）　

櫻
庭
一
九
九
九
、一
〇
九
〜
一
一
〇
頁
。

（
24
）　

東
京
大
学
埋
蔵
文
化
財
調
査
室
・
富
山
市
教
育
委
員
会
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
作
成H

P

「
江
戸
富
山
藩
」「
出
土
し
た
茶
道
具
」（
執
筆
：
東
京
大
学
埋
蔵
文
化
財
調
査
室
・
成
瀬
晃
司

http://w
w

w
.city.toyam

a.toyam
a.jp/etc/m

aibun/toyam
ajyo/edo-toyam

ahan/
top/top.htm

　

二
〇
一
八
年
十
一
月
二
十
九
日
閲
覧
）。

（
25
）　

長
崎
県
教
育
委
員
会　

二
〇
〇
四
年
三
月
。

（
26
）　

立
花
家
史
料
館
主
任
学
芸
員
・
坪
内
広
子
氏
に
よ
れ
ば
、
立
花
家
の
蔵
帳
に
は
詳
細
な
情

報
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
27
）　

墨
書
銘
の
読
解
と
解
釈
は
原
史
彦
氏
よ
り
ご
教
示
を
受
け
た
。

（
28
）　
「（
享
保
）十
八
年
六
月
十
三
日
は
じ
め
て
城
地
に
ゆ
く
の
い
と
ま
を
た
ま
ふ
」（『
新
訂 

寛

政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
一
巻　

四
頁
）、「
正
亮
」
の
項
。

図
お
よ
び
挿
図
　
出
典

図
1　

徳
川
美
術
館

図
2
、
3
、
挿
図
1
、
2
、
3
、
9
、
10
、
12
、
13　

筆
者
撮
影

挿
図
4
、
5
、
6　

©
V

ictoria &
 A

lbert M
useum

, London

挿
図
7　

ヒ
ン
ト
ン
二
〇
一
二
、
二
一
頁

挿
図
8　

東
京
大
学
埋
蔵
文
化
財
調
査
室
提
供

挿
図
9
、
10　

筆
者
撮
影　

©

立
花
家
史
料
館

挿
図
11　

ヒ
ン
ト
ン
二
〇
一
二
、
図
版
一
一

謝
辞本

稿
に
関
連
す
る
作
品
調
査
に
あ
た
り
、
西
田
宏
子
氏（
公
益
財
団
法
人 

根
津
美
術
館
／
顧

問
）、
堀
内
秀
樹
氏（
東
京
大
学
埋
蔵
文
化
財
調
査
室
／
准
教
授
）、
坪
内
広
子
氏（
公
益
財
団
法
人 

立
花
財
団 

立
花
家
史
料
館
／
主
任
学
芸
員
）、Rebecca Luffm

an

氏（V
&

A
, Ceram

ics and 
Glass D

ivision / A
ssistant Curator

）に
ご
尽
力
を
頂
き
ま
し
た
。
ま
た
尾
張
徳
川
家
伝
来
の

道
具
及
び
帳
の
理
解
に
つ
い
て
は
四
辻
秀
紀
氏（
公
益
財
団
法
人 

徳
川
黎
明
会 

徳
川
美
術
館
／

学
芸
部
長
）、
原
史
彦
氏（
公
益
財
団
法
人 

徳
川
黎
明
会 

徳
川
美
術
館
／
学
芸
部
部
長
代
理
）に
、

ま
た
史
料
読
解
と
解
釈
に
は
原
氏
、
並
木
昌
史
氏（
公
益
財
団
法
人 

徳
川
黎
明
会 

徳
川
美
術
館

／
学
芸
員
）に
ご
教
示
頂
き
ま
し
た
。
な
お
、
本
稿
は
二
〇
一
八
年
度 

公
益
財
団
法
人 

高
梨
学

術
奨
励
基
金 

特
定
研
究
助
成
「
近
世
日
欧
「
阿
蘭
陀
焼
」
の
基
礎
研
究
─
出
土
資
料
調
査
集
成

お
よ
び
国
産
「
阿
蘭
陀
焼
」 

資
料
の
基
礎
調
査
」
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
す
。
こ
こ
に
記
し
て
、

各
氏
及
び
財
団
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

（
徳
川
美
術
館　

学
藝
員
）



AAA



徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

五
九

徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

香
　
山
　
里
　
絵

　

は　

じ　

め　

に

一　

名
古
屋
空
襲
と
徳
川
園
及
び
大
曾
根
邸
の
全
焼

二　

上
伊
那
図
書
館
及
び
三
澤
倉
庫
に
関
し
て

三　

疎
開
経
過

四　

閣
議
決
定
と
文
部
省
教
学
局
の
関
与

　

お　

わ　

り　

に

は　

じ　

め　

に

第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
況
が
悪
化
す
る
昭
和
十
九
年（
一
九
四
四
）か
ら
二
十
年
に
か

け
て
、
財
団
法
人
尾
張
徳
川
黎
明
会（
現
在
の
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会
、
以
下
「
徳
川

黎
明
会
」
と
略
称
す
る
）は
、
名
古
屋 

徳
川
美
術
館
、
東
京 

蓬
左
文
庫（
昭
和
二
十
五
年
名

古
屋
市
譲
渡
）に
保
管
し
て
い
た
尾
張
徳
川
家
伝
来
の
美
術
品
、
貴
重
書
を
長
野
県
伊
那

市
の
私
立
図
書
館
、
財
団
法
人
上
伊
那
図
書
館
及
び
同
図
書
館
近
く
の
三
澤
良
信
所
有

の
倉
庫
に
疎
開
さ
せ
た
。
本
疎
開
に
つ
い
て
は
既
に
『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀

要
』
第
三
十
四
号
に
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
員
須
田
肇
が
一
部
の
資
料
を
紹
介
し
て

い
る
が
、
そ
こ
に
紹
介
さ
れ
た
内
容
は
十
分
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
須
田
が
言
及
し
て

い
る
疎
開
全
期
間
に
亘
っ
て
上
伊
那
図
書
館
宿
直
が
記
し
た
日
誌
に
加
え
、
上
伊
那
図

書
館
側
の
日
誌
、
東
京
の
総
務
部（
財
団
本
部
）、
名
古
屋
の
美
術
館
、
伊
那
の
疎
開
先

と
の
連
絡
に
使
用
さ
れ
た
三
百
通
を
超
す
往
復
文
書
等
の
資
料
を
精
査
の
上
、
こ
の
美

術
品
疎
開
の
全
体
像
把
握
を
試
み
る
。

本
論
に
入
る
前
提
と
し
て
当
時
の
徳
川
黎
明
会
の
組
織
と
役
職
に
つ
い
て
述
べ
て
お

く
。
徳
川
黎
明
会
は
昭
和
六
年
十
二
月
に
一
部
三
機
関
一
室（
総
務
部
、
徳
川
生
物
学
研

究
所
、
徳
川
美
術
館
、
蓬
左
文
庫
、
蓬
左
文
庫
附
属
徳
川
林
政
史
研
究
室
）の
組
織
と
し
て
設

立
さ
れ
、
十
五
年
近
く
経
過
し
た
日
本
参
戦
時
に
あ
っ
て
も
設
立
時
と
同
じ
く
、
会
長

─
尾
張
徳
川
家
第
十
九
代
当
主
徳
川
義
親
、
副
会
長
─
義
親
長
男
徳
川
義
知（
後
の
尾
張

徳
川
家
第
二
十
代
当
主
）、
専
務
理
事
─
尾
張
徳
川
家
家
令
鈴
木
信
吉
、
常
務
理
事（
総
務

部
長
兼
任
）─
尾
張
徳
川
家
家
扶
五
味
末
吉
を
中
心
に
運
営
さ
れ
て
い
た
。
尾
張
徳
川
家

と
財
団
の
運
営
は
必
ず
し
も
分
離
し
て
お
ら
ず
、
書
類
や
書
簡
に
お
い
て
役
職
者
は
尾

張
徳
川
家
と
財
団
で
の
両
役
職
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
肩
書
の
使
用
は
時
に
そ
の
文
書

（
1
）

（
2
）



徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

六
〇

が
い
ず
れ
に
属
す
る
か
を
示
す
場
合
も
あ
る
が
、
疎
開
事
業
は
資
金
面
を
含
む
様
々
な

側
面
で
徳
川
家
の
援
助
を
受
け
て
お
り
肩
書
が
混
在
、
本
論
に
お
い
て
も
両
者
が
混
在

す
る
。
ま
た
美
術
館
、
蓬
左
文
庫
は
「
主
任
」
を
長
と
す
る
組
織
で
あ
り
、
美
術
館
主

任
近
藤
真
太
郎
は
尾
張
徳
川
家
大
曾
根
別
邸
主
任
を
兼
任
、
蓬
左
文
庫
主
任
は
東
京
帝

国
大
学
図
書
館
司
書
、
名
古
屋
図
書
館
司
書
等
の
経
歴
を
経
た
森
川
鉉
二
が
務
め
て
い

た
。尚

、
須
田
論
文
で
は
、
同
財
団
徳
川
林
政
史
研
究
室（
現
在
の
徳
川
林
政
史
研
究
所
）研

究
資
料
の
疎
開
に
も
触
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
美
術
品
、
貴
重
書
と
は
全
く

別
経
緯
で
木
曽
教
育
会
預
託
と
な
る
こ
と
か
ら
、
本
論
で
は
言
及
し
な
い
。

一　

名
古
屋
空
襲
と
徳
川
園
及
び
大
曾
根
邸
の
全
焼

徳
川
美
術
館
が
所
在
す
る
名
古
屋
は
、
日
本
で
も
有
数
の
空
襲
が
激
し
か
っ
た
地
域

で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
前
、
名
古
屋
は
航
空
機
産
業
の
中
心
地
と
し
て
知
ら
れ
、

軍
需
工
場
が
点
在
し
て
い
た
。
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
戦
略
爆
撃
調
査
団
報
告
に
よ

れ
ば
、
工
場
は
①
名
古
屋
市
の
南
半
分
、
名
古
屋
港
の
北
お
よ
び
周
辺
の
一
五
平
方
マ

イ
ル
ほ
ど
の
地
域（
熱
田
区
、
港
区
、
南
区
）と
②
北
端
二
マ
イ
ル
の
幅
で
東
西
に
の
び
る

三
日
月
状
の
地
域（
東
区
、
北
区
）に
集
中
し
、
主
要
工
場
と
し
て
、
航
空
機
十
一
、
兵

器
十
一
、
金
属
及
び
金
属
製
造
十
五
、
電
気
機
械
器
具
三
、
造
船
一
、
そ
の
他
三
の

計
四
十
四
工
場
が
爆
撃
目
標
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
名
古
屋
城
は
明
治
四
年

（
一
八
七
一
）に
尾
張
徳
川
家
が
退
去
し
て
後
、
名
古
屋
鎮
台
が
置
か
れ
陸
軍
省
所
轄
と

さ
れ
た
。
同
二
十
六
年
に
本
丸
は
宮
内
省
に
移
管
さ
れ
名
古
屋
離
宮
と
さ
れ
た
が
、
旧

二
之
丸
を
は
じ
め
と
す
る
場
所
に
は
陸
軍
第
三
師
団
が
置
か
れ
て
い
た（
挿
図
1
）。

徳
川
美
術
館
は
明
治
二
十
六
年（
一
八
九
三
）か
ら
大
正
九
年（
一
九
二
〇
）ま
で
尾
張
徳

（
3
）

川
家
本
邸
と
し
て
使
用
さ
れ
た
名
古
屋
大
曾
根
邸
敷
地
内
に
、
昭
和
十
年（
一
九
三
五
）

に
開
館
し
た
。
宅
地
一
〇
、
七
九
二
坪
、
田
四
町
、
畑
九
町
、
山
林
五
町
と
い
う
広
大

な
敷
地
を
有
し
た
大
曾
根
邸
は
、
明
治
二
十
六
年
尾
張
徳
川
家
十
八
代
義
禮（
一
八
六
三

〜
一
九
〇
八
）が
東
京
か
ら
転
居
す
る
に
あ
た
り
整
備
さ
れ
、
東
京
横
網
町
邸
か
ら
三
階

建
て
の
小
座
敷
が
移
築
、
ま
た
明
治
三
十
三
年
に
は
久
留
正
道
設
計
の
大
建
築
が
竣
工

し
た
。
し
か
し
、
義
禮
逝
去
に
伴
い
家
督
を
継
承
し
た
義
親（
一
八
八
六
〜
一
九
七
六
）は

未
だ
学
生
の
身
分
で
あ
り
、
大
学
に
通
う
都
合
上
、
名
古
屋
に
暮
ら
す
こ
と
は
出
来

ず
、
ま
た
そ
の
後
も
名
古
屋
に
暮
ら
す
こ
と
を
選
択
し
な
か
っ
た
。
大
正
九
年
八
月
、

（
4
）

挿図1　名城郭内第3師団司令部周辺旧軍施設図（昭和20年当時）



徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

六
一

義
親
は
本
籍
を
東
京 

麻
布
富
士
見
町
邸
に
移
し
て
名
古
屋
大
曾
根
邸
を
別
邸
と
位
置

づ
け
、
昭
和
五
年
十
一
月
、
徳
川
美
術
館
設
立
と
大
曾
根
邸
の
名
古
屋
市
寄
贈
を
発
表

し
た
。
大
曾
根
邸
は
徳
川
美
術
館
建
設
用
地
、
義
親
が
来
名
の
際
に
宿
泊
す
る
た
め
の

小
規
模
な
大
曾
根
別
邸
、
そ
し
て
名
古
屋
市
へ
寄
贈
さ
れ
た
「
徳
川
園
」
に
三
分
割
さ

れ
た
。
総
面
積
八
、
六
六
一
坪（
二
八
、
六
三
一
平
方
メ
ー
ト
ル
）の
徳
川
園
に
は
、
表
書

院
、
奥
書
院
、
洋
館
二
棟
、
小
座
敷
等
義
禮
の
過
ご
し
た
空
間
で
あ
る
建
坪
三
八
〇
坪

七
合
の
「
本
館
」
と
清
流
軒
が
あ
っ
た
。
清
流
軒
は
尾
張
徳
川
家
二
代
光
友
が
誕
生
し

た
と
さ
れ
る
建
物
で
あ
り
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
守
ら
れ
て
き
た
。
庭
園
は
鬱
蒼
と

木
々
が
茂
り
旧
名
古
屋
城
二
之
丸
庭
園
の
庭
石
を
譲
り
う
け
た
奇
岩
巨
石
が
配
置
さ
れ

て
い
た
。

徳
川
美
術
館
を
含
む
こ
の
徳
川
園
周
辺
は
、
大
曾
根
邸
所
縁
の
木
々
が
茂
る
緑
豊
か

な
地
域
で
あ
り
、
黒
門
前
に
は
桜
菊
女
学
園
が
あ
る
文
教
地
域
で
あ
っ
た
。
し
か
し
中

央
線
を
は
さ
ん
で
東
側
は
ア
メ
リ
カ
軍
爆
撃
調
査
団
報
告
に
あ
る
②
の
地
域
に
あ
た

り
、
兵
器
廠
が
あ
り
工
場
が
集
中
し
て
い
た（
挿
図
2
）。

美
術
館
の
立
地
が
安
全
な
場
所
で
は
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、

徳
川
黎
明
会
は
日
本
参
戦
前
か
ら
疎
開
を
検
討
し
た
。
ま
た
美
術
館
建
物
の
偽
装
工
作

も
早
く
か
ら
準
備
さ
れ
、
昭
和
二
十
年
初
頭
に
は
徳
川
美
術
館
外
壁
は
迷
彩
柄
に
塗
ら

れ
て
い
た
。

昭
和
十
九
年
十
二
月
に
始
ま
っ
た
名
古
屋
空
襲
は
十
二
月
中
は
三
菱
発
動
機
、
三
菱

航
空
機
等
の
軍
需
工
場
破
壊
を
目
的
と
し
て
い
た
。
し
か
し
昭
和
二
十
年
一
月
以
降
空

襲
は
軍
施
設
、
軍
需
工
場
を
狙
う
目
標
爆
撃
の
み
で
は
な
く
地
域
爆
撃
も
加
え
ら
れ

た
。一
月
十
七
日
、
名
古
屋
の
責
任
者
で
あ
る
近
藤
は
鈴
木
家
令
へ
の
手
紙
に
「
十
四

日
数
編
隊
に
よ
る
空
襲
以
来
殆
ど
毎
日
の
様
に
警
報
発
せ
ら
れ
、
真
に
枕
を
高
く
し
て

寝
得
ざ
る
情
況
、（
中
略
）加
ふ
る
に
当
地
方
は
去
る
十
三
日
の
強
大
な
る
地
震
の
余
震
、

（
5
）

（
6
）（

7
）（

8
）

（
9
）

挿図2　徳川園、徳川美術館周辺図（昭和12年）



徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

六
二

相
当
に
回
数
多
く
、
時
に
は
住
民
戸
外
に
走
り
出
す
程
度
の
も
の
少
か
ら
ず
候
、
実
に

空
か
ら
と
地
か
ら
と
双
方
よ
り
脅
威
を
受
け
つ
つ
あ
る
次
第
に
候
」「
空
襲
は
常
に
高
々

度
よ
り
の
投
弾
、
殆
ど
盲
爆
の
有
様
に
し
て
、
被
害
者
は
運
悪
く
之
が
犠
牲
と
な
ら

ん
、
実
に
御
気
の
毒
に
堪
へ
ず
候
」
と
記
し
て
い
る
。
十
二
月
七
日
の
昭
和
東
南
海
地

震
に
続
き
、
一
月
十
三
日
に
は
三
河
地
震
が
あ
っ
た
。
地
震
と
空
襲
の
両
方
に
襲
わ
れ

る
名
古
屋
市
民
の
厳
し
い
状
況
が
想
像
さ
れ
る
。

名
古
屋
大
曾
根
別
邸
に
最
初
の
被
害
が
で
る
の
は
昭
和
二
十
年
一
月
二
十
三
日
で

あ
っ
た
。
午
後
二
時
三
十
六
分
か
ら
四
時
ご
ろ
に
か
け
て
十
五
、
六
機
の
編
隊
が
来
襲

し
高
々
度
よ
り
爆
弾
、
焼
夷
弾
を
混
用
投
下
し
た
。
別
邸
門
前
の
四
軒
、
桜
菊
女
学
園

幼
稚
園
舎
、
徳
川
町
一
丁
目
の
一
軒
に
爆
弾
が
命
中
、
焼
失
し
た
。
邸
内
に
直
接
的
な

被
害
は
な
か
っ
た
が
、
別
邸
の
西
側
、
南
側
の
硝
子
障
子
は
割
れ
、
雨
戸
、
玄
関
の
戸

障
子
な
ど
が
離
脱
し
た
。
ま
た
三
号
倉
庫
の
扉
金
具
が
爆
風
に
よ
り
曲
が
り
、
鍵
が
か

か
ら
な
く
な
っ
た
。
電
燈
、
電
話
線
等
は
切
断
し
た
も
の
の
美
術
館
建
物
及
び
人
的

被
害
は
な
く
、
近
藤
は
「
一
同
全
員
元
気
旺
盛
」
と
報
告
し
て
い
る
。
続
い
て
三
月

二
十
五
日
も
爆
弾
の
直
撃
は
受
け
な
か
っ
た
が
、
爆
風
に
よ
り
美
術
館
の
窓
ガ
ラ
ス
が

大
規
模
に
破
損
、
館
内
に
置
か
れ
て
い
た
展
示
ケ
ー
ス
な
ど
も
破
損
し
た
。
建
中
寺
の

尾
張
徳
川
家
の
墓
所
に
は
爆
弾
七
個
が
落
下
、
桜
菊
女
学
園
建
物
は
全
焼
し
た
。四
月
七

日
、
美
術
館
裏
の
藤
棚
の
東
、
徳
川
園
中
庭
及
び
門
前
に
爆
弾
落
下
、
爆
風
に
よ
り
御

三
階
を
は
じ
め
と
す
る
別
邸
内
の
建
物
の
多
く
の
天
井
、
壁
等
が
破
損
し
、
家
職
が
居

住
す
る
為
に
建
て
ら
れ
て
い
た
役
宅
は
全
戸
破
壊
さ
れ
、
暮
ら
す
こ
と
が
出
来
な
く

な
っ
た
。
役
宅
に
暮
ら
し
て
い
た
家
族
を
疎
開
さ
せ
、
職
員
の
多
く
は
美
術
館
内
に
泊

ま
り
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。
美
術
館
も
シ
ャ
ッ
タ
ー
ま
で
が
破
損
し
、
大
修
繕
を
要
す

る
状
況
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
五
月
十
四
日
、
午
前
六
時
二
十
分
に
警
戒
警
報
発
令
、
七
時
五
十
一
分
空
襲

警
報
と
同
時
に
徳
川
美
術
館
周
辺
で
は
約
二
時
間
の
爆
撃
が
続
い
た
。
折
悪
し
く
、
近

藤
は
総
務
部
指
示
に
よ
り
美
術
品
の
疎
開
す
る
伊
那
に
滞
在
中
で
あ
り
、
美
術
館
と
別

邸
に
は
熊
沢
五
六
、
野
田
芳
太
郎
、
竹
内
清
三
郎
、
小
海
途
護
一
の
四
人
し
か
い
な

か
っ
た
。
別
邸
敷
地
内
に
は
数
十
発
の
焼
夷
弾
、
爆
弾
が
落
下
し
た
。
別
邸
十
九
棟
、

徳
川
園
の
本
館
、
清
流
軒
、
茶
席
心
空
庵
ほ
か
の
建
物
は
灰
燼
に
帰
し
た
。
尾
張
徳
川

家
二
十
一
代
当
主
徳
川
義
宣
が
生
前
に
語
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
美
術
館
収
蔵
庫
に

も
爆
弾
が
め
り
こ
ん
だ
が
、
不
発
弾
で
あ
り
奇
跡
的
に
助
か
っ
た
と
い
う
。
延
焼
を
免

れ
た
の
は
美
術
館
と
倉
庫
三
棟
、
物
置
二
棟
の
み
で
あ
っ
た
。
翌
五
月
十
五
日
の
本
邸

庶
務
課
、
総
務
部
宛
の
報
告
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

【
資
料
一
】
昭
和
二
十
年
五
月
十
五
日　

別
邸
、
美
術
館
よ
り
本
邸
庶
務
課
、
総
務
部

宛
報
告

五
月
十
四
日
午
前
七
時
五
十
一
分
空
襲
警
報
発
令
と
同
時
に
敵
機
Ｂ
29
約
四
百
機

十
数
編
隊
を
以
て
西
方
よ
り
侵
入
し
市
の
北
部
一
円
に
無
差
別
爆
撃
を
敢
行
致

候
、
無
数
の
焼
夷
弾
の
為
め
徳
川
町
一
帯
は
火
の
海
と
化
し
濛
々
た
る
黒
煙
に
包

ま
れ
、
午
前
八
時
半
頃
に
は
美
術
館
及
御
別
邸
構
内
焼
夷
弾
と
火
の
粉
に
よ
り
諸

所
に
火
災
を
生
ず
る
に
至
り
、
消
火
に
努
め
た
る
も
、
御
別
邸
茶
席
及
心
空
庵
は

火
の
廻
り
殊
に
早
く
遂
に
及
ば
ず
、
御
三
階
、
壽
の
間
、
御
膳
所
、
新
八
帖
、
旧

事
務
所
等
烏
有
に
帰
し
候
、
幸
ひ
美
術
館
本
館
及
倉
庫
、
新
倉
庫
、
三
号
及
表
倉

庫
、
物
置
等
は
火
の
粉
を
浴
び
一
時
危
険
に
瀕
し
た
る
も
無
事
な
る
を
得
申
候
、

尚
役
宅
は
焼
夷
弾
雨
下
し
全
部
焼
失
仕
り
残
念
至
極
に
御
座
候
、
何
れ
も
吾
々
の

努
力
足
ら
さ
る
処
と
申
訳
無
之
存
居
候

追
て
今
回
の
空
襲
に
依
り
徳
川
町（
一
丁
目
よ
り
七
丁
目
迄
）に
約
十
五
戸
の
民
家

を
残
し
全
部
焦
土
と
化
し
、
名
古
屋
城
天
守
閣
、
仝
御
殿
、
東
照
宮
、
徳
川
園
等

焼
失
仕
候
に
付
申
添
候

（
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）

（
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徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

六
三

徳
川
美
術
館
周
辺
の
徳
川
町
一
丁
目
か
ら
七
丁
目
に
は
十
五
戸
の
民
家
し
か
残
ら
な

か
っ
た
。
五
月
三
十
一
日
、
大
曾
根
別
邸
の
家
職
横
井
壽
定
雄
も
大
曾
根
駅
西
南
部
は

駅
か
ら
徳
川
園
が
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
焦
土
と
な
り
、
そ
の
惨
状
は
目
も
当

て
ら
れ
な
い
と
鈴
木
信
吉
宛
に
報
告
し
て
い
る
。

六
月
半
ば
以
降
、
美
術
館
を
死
守
す
る
た
め
に
、
職
員
全
員
が
館
内
に
起
居
し
、
交

互
に
宿
直
、
空
襲
の
際
に
は
全
員
が
協
力
し
て
防
衛
に
専
念
し
た
。
二
十
一
日
以
降
七

月
末
日
ま
で
の
名
古
屋
の
空
襲
の
様
子
が
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
空
襲
警
報
の
発

令
さ
れ
な
い
日
は
な
く
、
警
報
の
時
間
、
飛
来
し
た
飛
行
機
数
、
飛
行
場
所
、
美
術
館

内
で
誰
が
対
応
し
た
か
を
記
し
て
い
る
。
五
月
十
四
日
以
降
、
残
っ
た
建
物
が
被
災
す

る
事
は
な
か
っ
た
が
、
美
術
館
の
所
在
す
る
名
古
屋
市
東
区
は
面
積
に
し
て
五
十
四
％

が
焼
失
し
た
。
徳
川
美
術
館
は
吹
き
飛
ん
だ
扉
や
割
れ
た
窓
ガ
ラ
ス
に
板
を
は
め
込
ん

だ
無
惨
な
姿
で
終
戦
を
迎
え
た
。

徳
川
美
術
館
館
内
で
は
疎
開
出
来
な
か
っ
た
初
音
蒔
絵
調
度
の
三
棚
を
は
じ
め
と
す

る
美
術
品
が
守
ら
れ
て
い
た
。
国
宝
、
重
要
美
術
品
で
あ
り
な
が
ら
大
き
さ
や
重
量
が

輸
送
に
適
さ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
一
部
の
作
品
と
疎
開
す
る
ま
で
の
価
値
を
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
作
品
は
、
美
術
館
地
下
に
防
御
壁
、
鉄
扉
等
が
整
え
ら
れ
保
管
さ
れ
て
い
た
。

二　

上
伊
那
図
書
館
及
び
三
澤
倉
庫
に
関
し
て

徳
川
美
術
館
所
蔵
の
美
術
品
及
び
蓬
左
文
庫
所
蔵
の
貴
重
書
は
長
野
県
伊
那
市
に
あ

る
財
団
法
人
上
伊
那
図
書
館
と
三
澤
倉
庫
に
疎
開
し
た
。

財
団
法
人
上
伊
那
図
書
館
は
、
上
伊
那
教
育
会
の
長
年
の
悲
願
を
叶
え
、
製
糸
実
業

家
で
あ
る
武
井
覚
太
郎（
一
八
六
八
〜
一
九
四
四
）が
十
数
万
円
を
投
じ
昭
和
五
年
十
二
月

十
七
日
に
開
館
し
た
私
立
図
書
館
で
あ
る
。
設
立
以
前
、
旧
伊
那
町
に
は
明
治
三
十
五

年
五
月
十
日
に
図
書
館
が
設
立
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
資
金
は
各
部
落
か
ら
募
集
さ
れ

た
寄
付
金
と
町
内
小
学
校
職
員
の
拠
出
金
か
ら
な
り
、
蔵
書
は
わ
ず
か
四
三
三
冊
で

あ
っ
た
。
上
伊
那
図
書
館
完
成
の
際
、
こ
の
蔵
書
も
す
べ
て
提
供
さ
れ
、
図
書
館
利
用

者
数
は
昭
和
六
年
に
は
延
べ
一
三
、
七
九
九
人
、
貸
出
図
書
数
延
べ
二
五
、
六
一
六
冊

に
及
び
、
長
野
県
内
で
も
有
数
の
図
書
館
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

一
、
六
六
〇
坪
の
敷
地
に
は
、
森
山
松
之
助（
一
八
六
九
〜
一
九
四
九
）が
設
計
し
た
図

案
を
黒
田
好
造
が
実
施
設
計
し
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
三
階
、
一
部
四
階
の
地
上

五
七
尺
の
洋
館
が
建
て
ら
れ
た（
挿
図
3
）
。
建
坪
三
五
三
・
七
二
坪
、
高
遠
焼
で
作

ら
れ
た
ス
ク
ラ
ッ
チ
タ
イ
ル
で
外
装
さ
れ
て
お
り
、
全
館
ス
チ
ー
ム
暖
房
と
な
っ
て
い

る
。
一
般
閲
覧
室
と
児
童
閲
覧
室
に
加
え
て
、
特
別
閲
覧
室
、
新
聞
閲
覧
室
、
婦
人
閲

覧
室
も
あ
り
、
三
階
に
は
演
壇
を
備
え
た
大
き
な
講
堂
が
あ
る
こ
と
か
ら
様
々
な
集
会

が
開
催
さ
れ
た
。
ま
た
三
階
と
四
階
に
陳
列
室
も
あ
る
こ
と
か
ら
展
覧
会
も
開
催
さ

れ
、
伊
那
に
お
け
る
教
育
、
文
化
の
中
心
と
し
て
機
能
し
て
い
た（
挿
図
4
）。
当
時
貴

重
で
あ
っ
た
図
書
を
守
る
た
め
、
書
庫
は
閲
覧
室
等
と
は
別
棟
で
建
設
さ
れ
防
火
壁
、

防
火
扉
で
遮
断
さ
れ
、
外
部
か
ら
電
源
が
切
れ
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
防
火
構

造
は
渡
辺
仁
設
計
、
昭
和
十
年
開
館
の
東
京 

蓬
左
文
庫
建
物（
現
在
の
公
益
財
団
法
人
徳

川
黎
明
会
財
団
本
部
建
物
）と
近
似
し
て
お
り
、
徳
川
黎
明
会
関
係
者
に
と
っ
て
は
尾
張

徳
川
家
伝
来
の
貴
重
書
、
美
術
品
を
預
け
る
場
所
と
し
て
の
条
件
を
満
た
し
て
お
り
、

且
つ
親
近
感
を
も
感
じ
た
建
築
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

上
伊
那
図
書
館
で
は
、
徳
川
美
術
館
の
美
術
品
と
蓬
左
文
庫
の
貴
重
書
は
、
書
庫
二

階
の
北
側
の
一
部
、
一
般
閲
覧
室
北
側
に
新
設
し
た
格
納
室
に
格
納
さ
れ
、
新
設
格
納

室
や
三
澤
倉
庫
の
整
備
が
完
成
す
る
ま
で
の
期
間
、
一
時
的
に
婦
人
閲
覧
室
と
新
聞
閲

覧
室
が
臨
時
的
に
用
い
ら
れ
た
。
尚
、
上
伊
那
図
書
館
は
他
に
東
京
産
業
大
学（
現
在
の

一
橋
大
学
）メ
ン
ガ
ー
文
庫
、
ギ
ル
ケ
文
庫
等
の
疎
開
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
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徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

六
四

上
伊
那
図
書
館
は
戦
後
も
私
立
図
書
館

と
し
て
存
続
し
、
公
共
的
価
値
が
高
い
こ

と
か
ら
昭
和
二
十
九
年（
一
九
五
四
）四
月

か
ら
は
伊
那
市
図
書
館
が
上
伊
那
図
書
館

内
に
置
か
れ
、
上
伊
那
図
書
館
が
運
営
し

て
い
た
。
建
物
の
老
朽
化
等
に
よ
り
平
成

十
四
年（
二
〇
〇
二
）に
七
十
年
の
歴
史
に

幕
を
閉
じ
、
建
物
は
伊
那
市
に
寄
付
さ
れ

た
。
建
物
は
耐
震
工
事
な
ど
を
行
っ
た

上
、
現
在
は
伊
那
市
創
造
館
と
し
て
公
開

さ
れ
、
上
伊
那
図
書
館
の
日
誌
を
含
む
資

料
の
一
部
は
伊
那
市
創
造
館
に
寄
贈
、
保

管
さ
れ
て
い
る（
挿
図
5
）。

ま
た
三
澤
倉
庫（
挿
図
6
）は
伊
那
町
駅

の
西
南
約
五
丁（
五
五
〇
メ
ー
ト
ル
弱
）の

上
伊
那
郡
伊
那
町
西
町
に
あ
り
当
時
三
澤

良
信
が
所
有
し
て
い
た
。
三
澤
家
は
伊
那

街
道
の
宿
駅 

伊
那
部
宿
で
代
々
組
頭
を

務
め
、
高
遠
藩
に
多
額
の
献
金
を
し
た
と

こ
ろ
か
ら
門
構
え
が
許
さ
れ
た
家
で
あ

る
。
天
保
年
間（
一
八
三
一
〜
四
五
）よ
り

売
薬
業
を
開
始
、
宿
場
で
薬
を
扱
っ
た
の

に
加
え
、
売
り
子
が
薬
の
入
っ
た
行
李
を

背
負
っ
て
愛
知
、
静
岡
、
長
野
を
行
商
、

挿図4　上伊那図書館平面図（『上伊那図書館要覧』昭和5年12月）　伊那市創造館提供

挿図3　上伊那図書館（創建当時）　伊那市創造館提供



徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

六
五

ま
た
幕
末
か
ら
大
正
年
間
に
は
旅
籠
も
営
ん
で
い
た
。
大
地
主
と
し
て
伊
那
部
宿
の
有

力
者
と
な
り
、
明
治
二
十
三
年（
一
八
九
〇
）に
は
十
代
目
荘
衛
が
伊
那
村
村
長
を
務
め
、

東
京
の
有
名
薬
店
に
は
三
澤
の
薬
が
並
ん
で
い
た
と
い
う
。

三
澤
良
信
か
ら
倉
庫
を
借
用
す
る
に
あ
た
り
、
徳
川
黎
明
会
は
上
伊
那
図
書
館
員
池

上
勲
の
紹
介
を
受
け
た
。
昭
和
十
九
年
五
月
十
六
日
の
日
誌
に
森
川
は
「
三
澤
良
信
氏

宅
を
訪
問
、
倉
庫
を
視
察
す
、
野
州
宇
都
宮
在
の
石
造
に
し
て
完
全
な
る
も
の
な
り
」

と
記
し
て
い
る
。
三
澤
家
母
屋
は
川
崎
に
移
築
さ
れ
川
崎
市
立
日
本
民
家
園
内
に
あ
る

（
27
）

（
28
）

（
29
）

挿図5　旧上伊那図書館書庫（現在の伊那市創造館書庫）

挿図6　現在の三澤倉庫（長野県伊那市現存）

が
、
昭
和
七
年
頃
に
作
ら
れ
た
と
い
う
石
造
の
倉
庫
は
伊
那
に
現
存
し
て
い
る
。

三　

疎
開
経
過

日
本
に
お
け
る
第
二
次
世
界
大
戦
下
の
美
術
品
疎
開
は
東
京
帝
室
博
物
館
で
の
昭
和

十
六
年
の
協
議
に
始
ま
る
と
さ
れ
て
き
た
。
後
述
す
る
通
り
、
東
京
帝
室
博
物
館
と
の

密
接
な
関
係
も
あ
り
、
徳
川
黎
明
会
も
ま
た
日
本
が
第
二
次
世
界
大
戦
に
参
戦
す
る
前

で
あ
る
昭
和
十
六
年
初
頭
か
ら
疎
開
が
検
討
さ
れ
た
。

昭
和
十
六
年
二
月
、徳
川
黎
明
会
は
尾
張
徳
川
家
の
墓
所
の
あ
る
応
夢
山
定
光
寺（
愛

（
30
）
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徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

六
六

知
県
瀬
戸
市
）の
経
蔵
を
整
備
し
、
そ
こ
に
疎
開
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
応
夢
山
定

光
寺
は
建
武
三
年（
一
三
三
六
）平
心
處
斎（
一
二
八
七
〜
一
三
七
〇
）創
建
の
寺
院
で
、
尾

張
徳
川
家
初
代
徳
川
義
直（
一
六
〇
〇
〜
五
〇
）は
生
前
遊
猟
の
際
に
定
光
寺
に
立
ち
寄

り
そ
の
景
色
を
愛
で
、
自
ら
の
廟
所（
源
敬
公
廟
）を
そ
こ
に
建
立
す
る
事
を
決
め
た
と

い
わ
れ
る
。疎
開
場
所
候
補
と
さ
れ
た
定
光
寺
経
蔵
は
寛
政
三
年（
一
七
九
一
）黄
檗
版
大

蔵
経
二
一
六
〇
冊
を
納
め
る
た
め
中
興
第
六
世
大
蓬
全
莱（
一
七
一
九
〜
九
二
）が
建
て

た
。
万
一
火
災
な
ど
の
節
に
は
仏
殿
等
に
安
置
さ
れ
て
い
る
源
敬
公
の
位
牌
を
は
じ
め

と
す
る
大
切
な
品
々
を
経
蔵
に
移
動
す
る
こ
と
が
代
々
住
職
に
伝
え
ら
れ
、
安
全
な
場

所
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
昭
和
十
六
年
三
月
に
竹
中
工
務
店
に
よ
り
定
光
寺
の
下
見
が

行
わ
れ
、
四
月
に
美
術
品
収
蔵
に
向
け
た
修
繕
設
計
図
が
完
成
、
五
月
十
一
日
よ
り
工

事
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
疎
開
す
る
美
術
品
目
録
も
こ
の
年
五
月
に
完
成
し
、
六
月
三
日

総
務
部
よ
り
認
可
さ
れ
た
。
同
年
十
月
十
四
日
に
は
一
部
の
作
品
を
除
く
第
一
回
疎
開

品
の
荷
造
り
が
完
成
し
た
。
こ
の
よ
う
に
疎
開
準
備
は
着
々
と
整
え
ら
れ
た
が
、
ま
だ

実
際
に
疎
開
を
実
施
す
る
必
要
は
な
い
と
の
判
断
が
な
さ
れ
、
昭
和
十
八
年
秋
ま
で
美

術
品
は
館
内
に
留
め
置
か
れ
た
。

昭
和
十
八
年
十
月
一
日
、
徳
川
美
術
館
は
「
諸
事
情
の
た
め
」
閉
館
し
た
。
こ
れ
は

九
月
十
八
日
付
常
務
理
事
五
味
末
吉
か
ら
伝
え
ら
れ
た
決
定
で
、
閉
館
後
、
展
示
ケ
ー

ス
の
大
硝
子
が
外
さ
れ
て
格
納
さ
れ
る
な
ど
の
防
空
対
策
が
行
わ
れ
た
。

十
月
五
日
美
術
館
で
起
案
さ
れ
た
「
貴
重
什
宝
保
護
措
置
要
項
」
前
文
に
は
以
下
の

通
り
あ
る
。

【
資
料
二
】「
貴
重
什
宝
保
護
措
置
要
項
」
昭
和
十
八
年
十
月
五
日　

徳
川
美
術
館

昭
和
十
六
年
春
支
那
事
変
ノ
進
展
ニ
伴
ヒ
、
敵
機
我
本
土
ヲ
空
襲
ス
ル
ノ
懼
ア
ル

ヲ
以
テ
、
美
術
館
所
蔵
貴
重
什
宝
ノ
保
護
ヲ
講
ズ
ル
ノ
必
要
ヲ
感
ジ
、
非
常
措
置

ヲ
立
案
シ
、
之
ガ
実
現
ニ
着
手
セ
リ
。
即
チ
美
術
館
貴
重
什
宝
ハ
、
之
ヲ
定
光
寺

経
蔵（
第
一
候
補
地
）ニ
移
転
格
納
ス
ル
事
ト
シ
、
仝
寺
ニ
交
渉
シ
テ
ソ
ノ
仝
意
ヲ

得
テ
該
経
蔵
ノ
補
強
工
事
ヲ
施
ス
ト
共
ニ
一
方
美
術
館
貴
重
什
宝
ハ
目
標
ヲ
附
シ

テ
之
ヲ
区
別
シ
、
且
容
器
タ
ル
内
箱
及
外
箱
内
夫
々
ノ
間
隙
ニ
ハ
詰
物
ヲ
ナ
シ
運

搬
ノ
際
決
シ
テ
破
損
ノ
生
ズ
ル
事
ナ
キ
様
ニ
荷
造
ヲ
ナ
シ
何
時
タ
リ
ト
モ
搬
出
シ

得
ル
様
準
備
ヲ
整
ヘ
タ
リ
。

而
シ
テ
当
時
及
事
後
ノ
事
態
ハ
直
チ
ニ
之
ヲ
搬
出
格
納
ノ
処
置
ヲ
ト
ル
ノ
必
要
ヲ

認
メ
ザ
リ
シ
ニ
ヨ
リ
、
待
機
ノ
状
態
ニ
テ
現
在
に
至
レ
リ
。
然
ル
ニ
今
日
状
勢
ノ

変
化
ハ
最
早
保
護
措
置
実
行
ノ
遷
延
ヲ
許
サ
ヾ
ル
情
况
ト
ナ
レ
リ
。
元
来
定
光
寺

ノ
経
蔵
ハ
名
古
屋
市
ヨ
リ
距
離
稍
々
遠
ク
加

（
マ
マ
）カ
モ
山
上
ニ
ア
ル
ヲ
以
テ
運
搬
上
ノ

不
便
其
他
ノ
支
障
少
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
思
ヒ
予
メ
仝
経
蔵
以
外
ノ
安
全
地
帯
ニ
適
当
ナ

ル
倉
庫
等
ア
ラ
サ
ル
カ
ト
之
ヲ
物
色
セ
ル
モ
名
古
屋
市
周
辺
ニ
ハ
農
村
ト
云
ハ
ズ

小
都
市
ト
云
ハ
ズ
至
ル
所
軍
需
品
工
場
、
飛
行
場
等
点
在
シ
テ
什
宝
格
納
ニ
適
ス

ル
地
ナ
シ
、
故
ニ
初
頭
ノ
案
ニ
従
ヒ
定
光
寺
経
蔵
ニ
移
動
格
納
ス
ル
ヲ
可
ナ
リ
ト

信
ズ
。

定
光
寺
は
交
通
の
便
が
悪
く
、
輸
送
手
段
が
リ
ヤ
カ
ー
し
か
な
い
中
、
定
光
寺
ま
で

ど
の
よ
う
に
安
全
に
疎
開
す
る
か
が
課
題
で
あ
っ
た
。
リ
ヤ
カ
ー
で
は
美
術
館
─
定
光

寺
間
は
一
日
一
往
復
が
限
度
で
あ
っ
た
。
ま
た
湿
度
の
高
い
場
所
で
あ
り
、
様
々
な
対

策
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
庫
内
湿
度
は
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
を
推
移
し
て
い

た
。
要
項
に
は
続
い
て
「
天
明
以
来
百
五
十
年
に
渉
り
て
数
百
巻
の
経
巻
を
収
納
し
之

を
保
全
し
た
る
事
実
よ
り
推
測
し
て
彼
の
恐
る
べ
き
湿
気
の
害
に
も
先
づ
堪
ふ
べ
き
も

の
な
り
と
看
做
す
を
得
べ
し
」
と
記
し
て
い
る
。
輸
送
手
段
と
湿
度
の
問
題
を
抱
え
な

が
ら
も
別
の
疎
開
先
が
見
つ
か
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
や
む
な
く
疎
開
先
は
定
光
寺
と
さ

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

十
一
月
、
徳
川
美
術
館
と
は
別
に
蓬
左
文
庫
貴
重
書
の
疎
開
先
を
探
し
て
い
た
森
川
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徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

六
七

が
長
野
方
面
の
図
書
館
の
視
察
を
終
え
て
帰
京
し
た
。
森
川
は
後
述
す
る
通
り
、
疎
開

場
所
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
東
京
帝
国
図
書
館
館
長
松
本
喜
一（
一
八
八
一
〜
一
九
四
五
）

に
話
を
聞
き
、
上
伊
那
図
書
館
を
含
む
数
館
の
推
薦
を
受
け
て
い
た
。
十
一
月
二
十
四

日
森
川
は
直
接
上
伊
那
図
書
館
を
訪
れ
、
施
設
が
予
想
よ
り
大
き
く
堅
牢
で
疎
開
に
適

し
た
理
想
的
環
境
で
あ
る
こ
と
を
確
認
、
す
ぐ
に
貴
重
書
預
託
を
図
書
館
に
依
頼
し
、

内
諾
を
得
た
。
森
川
か
ら
こ
の
連
絡
を
受
け
た
専
務
理
事
鈴
木
信
吉
は
同
日
近
藤
に
、

森
川
が
疎
開
先
と
し
て
上
伊
那
図
書
館
を
見
つ
け
て
き
た
が
、
美
術
館
の
美
術
品
も
上

伊
那
図
書
館
に
疎
開
さ
せ
な
い
か
と
提
案
し
て
い
る
。
近
藤
も
同
意
し
、
徳
川
美
術
館

美
術
品
の
上
伊
那
図
書
館
へ
の
疎
開
は
す
ぐ
に
決
定
し
た
。
こ
の
受
け
入
れ
に
つ
き
、

財
団
法
人
上
伊
那
図
書
館
理
事
会
で
は
一
年
あ
ま
り
後
の
昭
和
十
九
年
十
二
月
十
三
日

に
以
下
の
通
り
報
告
さ
れ
て
い
る
。

【
資
料
三
】
財
団
法
人
上
伊
那
図
書
館
理
事
会　

昭
和
十
九
年
十
二
月
十
三
日

昭
和
十
八
年
十
一
月
、
蓬
左
文
庫
主
任
森
川
氏
来
館
、
同
文
庫
、
徳
川
美
術
館
の

重
要
品（
国
宝
・
重
要
美
術
品
・
其
他
）疎
開
に
つ
き
、
本
館
の
一
部
を
借
用
方
申

込
あ
り
。
国
内
の
情
勢
及
美
術
品
の
重
要
性
、
図
書
館
の
新
使
命
等
を
考
慮
し
、

書
庫
二
階
の
北
側
を
貸
与
す
る
こ
と
と
し
、
其
後
同
会
の
専
務
理
事
鈴
木
氏
、
同

常
務
理
事
五
味
氏
来
館
、
正
式
に
貸
与
す
る
こ
と
と
せ
り
。

徳
川
美
術
館
所
蔵
品
の
上
伊
那
図
書
館
へ
の
疎
開
は
機
密
事
項
と
さ
れ
、
移
動
日
程

が
決
ま
る
ま
で
美
術
館
で
は
近
藤
以
外
に
は
知
ら
さ
れ
ず
、
後
述
す
る
文
部
省
教
学
局

の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
も
返
答
さ
れ
な
か
っ
た
。

徳
川
美
術
館
美
術
品
は
昭
和
十
九
年
か
ら
二
十
年
に
三
次
四
回
に
分
け
て
鉄
道
輸
送

に
よ
り
伊
那
に
送
ら
れ
た（
表
1
）。

〈
第
一
次
疎
開
〉

第
一
次
疎
開
品
と
し
て
国
宝
、
重
要
美
術
品
を
中
心
と
す
る
徳
川
美
術
館
の
最
重

要
作
品
が
選
ば
れ
十
一
個
に
梱
包
さ
れ
移
動
さ
れ
た
。
荷
箱
外
側
に
は
上
下
を
明
示

し
、
取
扱
注
意
、
濡
物
用
心
の
赤
札
が
貼
ら
れ
た
。
荷
札
は
送
り
先
を
秘
密
と
す
る
た

め
、
日
本
通
運
株
式
会
社
に
貨
物
を
引
き
渡
す
時
に
間
違
い
の
な
い
よ
う
複
数
貼
ら
れ

た
。
積
込
列
車
は
各
駅
の
発
着
時
間
が
調
べ
ら
れ
、
ま
た
発
着
駅
駅
長
、
名
古
屋
運

輸
事
務
所
長
ほ
か
に
連
絡
さ
れ
て
い
た
。
昭
和
十
九
年
三
月
十
九
日
朝
、
美
術
館
か
ら

手
車
七
輌
で
搬
出
、
九
時
半
に
大
曾
根
駅
で
貸
切
貨
車
に
積
載
、
施
錠
封
印
の
上
、
午

後
二
時
三
十
九
分
日
本
通
運
株
式
会
社
名
古
屋
支
社
宮
本
義
雄
護
送
の
下
、
貨
車
は
発

車
し
た
。
翌
朝
二
十
日
八
時
伊
那
町
駅
に
到
着
、
前
日
伊
那
入
り
し
た
近
藤
、
熊
沢
と

東
京
か
ら
当
日
駆
け
付
け
た
森
川
、
図
書
館
員
が
手
車
二
輌
に
付
き
添
っ
て
往
復
し
、

十
一
個
は
夕
方
ま
で
に
無
事
上
伊
那
図
書
館
書
庫
に
格
納
さ
れ
た
。

第
一
次
疎
開
終
了
後
、
伊
那
で
の
管
理
方
法
を
検
討
す
る
為
、
近
藤
と
森
川
両
主
任

が
伊
那
に
残
り
手
筈
を
整
え
た
。
上
伊
那
図
書
館
と
協
議
の
上
、
図
書
館
司
書
の
中
村

弥
紋
太
が
三
月
二
十
一
日
徳
川
黎
明
会
嘱
託
に
任
命
さ
れ
た
。
美
術
館
と
蓬
左
文
庫
か

ら
交
代
で
一
人
が
派
遣
さ
れ
、
中
村
と
あ
わ
せ
て
昼
間
に
は
二
人
が
、
夜
間
は
図
書
館

側
の
警
備
に
任
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
宿
直
は
森
川
と
美
術
館
職
員
熊
沢
五
六
、
野
田

芳
太
郎
が
十
五
日
毎
に
交
代
で
伊
那
に
滞
在
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
宿
直
者
の
常
宿
は
扇

子
屋
旅
館
と
さ
れ
、
昼
食
も
旅
館
で
準
備
し
て
も
ら
う
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
手
筈
を
整
え
て
三
月
二
十
六
日
森
川
は
一
度
帰
京
、
三
月
三
十
一
日
に

蓬
左
文
庫
所
蔵
の
貴
重
書
八
十
箱
を
発
送
し
、
四
月
一
日
に
森
川
、
近
藤
両
主
任
立
会

の
下
、
蓬
左
文
庫
第
一
次
疎
開
の
貴
重
書
は
上
伊
那
図
書
館
に
無
事
格
納
さ
れ
た
。
蓬

左
文
庫
第
二
次
疎
開
は
伊
那
木
工
有
限
会
社
に
よ
り
伊
那
で
箱
の
準
備
が
な
さ
れ
て
そ

の
箱
に
詰
め
ら
れ
、
八
月
四
日
に
東
京
か
ら
発
送
、
六
日
に
格
納
さ
れ
た
。

〈
第
二
次
疎
開
〉

美
術
館
第
二
次
疎
開
品
は
格
納
場
所
の
理
由
に
よ
り
二
回
に
分
け
て
送
ら
れ
た
。
美
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徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

六
八

術
館
及
び
蓬
左
文
庫
の
第
一
次
疎
開
品
で
上
伊
那
図
書
館
書
庫
は
一
杯
と
な
っ
た
為
、

図
書
館
の
一
般
閲
覧
室
の
一
部
に
壁
を
設
け
て
新
設
格
納
室
と
し
、
そ
こ
に
収
蔵
す
る

事
と
な
っ
た
が
、資
材
と
作
業
を
行
う
人
手
の
問
題
か
ら
工
事
は
大
幅
に
遅
れ
た
。徳
川

黎
明
会
の
強
い
希
望
に
よ
り
上
伊
那
図
書
館
は
、
新
設
格
納
室
が
出
来
る
ま
で
の
間
、

婦
人
閲
覧
室
の
使
用
を
一
時
停
止
し
臨
時
格
納
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
。
婦
人
閲
覧
室

の
間
口
の
大
き
さ
の
問
題
か
ら
、
第
二
次
疎
開
品
は
昭
和
十
九
年
七
月
四
日
に
婦
人

閲
覧
室
に
格
納
可
能
な
大
き
さ
の
二
十
二
個
が
送
ら
れ
、
新
設
格
納
室
完
成
後
の
八
月

十
五
日
に
容
量
の
大
き
い
十
六
個
が
送
付
さ
れ
た
。

第
二
次
疎
開
第
一
回
の
二
十
二
個
は
七
月
四
日
午
前
八
時
に
美
術
館
よ
り
搬
出
、
大

曾
根
駅
に
運
ば
れ
、
貸
切
の
小
型
貨
車
二
輌
に
箱
を
重
ね
る
こ
と
な
く
積
載
さ
れ
た
。

積
載
中
の
午
前
九
時
に
警
戒
警
報
が
発
令
さ
れ
一
同
は
警
戒
し
た
が
、
名
古
屋
に
空
襲

は
な
か
っ
た
。
九
時
半
に
積
込
終
了
、
雨
覆
を
被
せ
施
錠
封
印
、
予
定
通
り
午
後
二
時

三
十
九
分
大
曾
根
駅
を
発
車
し
た
。
護
送
者
は
第
一
次
輸
送
と
同
じ
日
本
通
運
宮
本
義

雄
が
担
当
し
た
。
当
日
近
藤
、
野
田
、
小
海
途
、
横
井
の
四
人
が
伊
那
に
向
か
い
午
後

八
時
五
十
五
分
に
到
着
し
扇
子
屋
旅
館
に
宿
泊
し
た
。
翌
五
日
午
前
九
時
、
護
送
の
宮

本
義
雄
が
図
書
館
に
来
着
、
辰
野
駅
で
予
定
よ
り
大
幅
に
遅
れ
、
午
後
一
時
に
伊
那
町

駅
に
到
着
す
る
事
を
伝
え
直
ち
に
辰
野
駅
に
戻
っ
た
。
午
後
一
時
貨
車
は
伊
那
町
駅
に

到
着
、
高
木
伊
那
通
運
会
社
次
長
の
指
揮
の
下
、
積
卸
係
二
名
、
伊
那
町
翼
壮
勤
労
報

国
隊
十
名
に
よ
り
積
卸
作
業
が
開
始
し
、
荷
車
一
輌
に
三
人
ず
つ
職
員
、
図
書
館
員
が

付
き
添
っ
て
リ
ヤ
カ
ー
三
輌
四
往
復
で
図
書
館
に
搬
入
さ
れ
た
。
二
階
へ
の
つ
り
上
げ

作
業
は
一
箱
に
六
人
が
つ
き
注
意
深
く
実
施
さ
れ
た
。

ま
た
第
二
次
疎
開
第
二
回
は
八
月
十
五
日
午
前
七
時
に
美
術
館
よ
り
十
六
個
を
搬

出
、
前
回
、
前
々
回
と
同
じ
く
日
本
通
運
宮
本
義
雄
が
護
送
、
近
藤
、
野
田
、
小
海
途
、

横
井
の
四
人
が
午
後
二
時
四
十
分
名
古
屋
駅
発
の
列
車
で
伊
那
に
向
か
っ
た
。
美
術
品
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出荷 格納 個数
*4　出荷 日付 格納場所 日付

徳川美術館（名古屋）
第一次疎開 徳川美術館 昭和19年3月19日 上伊那図書館収蔵庫 昭和19年3月20日 11個

第二次疎開第一回 徳川美術館 昭和19年7月4日 上伊那図書館婦人閲覧室
（臨時格納）*1 昭和19年7月5日 22個

第二次疎開第二回 徳川美術館 昭和19年8月15日 上伊那図書館新設格納室 昭和19年8月16日 16個

第三次疎開 徳川美術館 昭和20年1月26日
上伊那図書館新設格納室 昭和19年1月27日 11個
三澤倉庫 11個

第一回復帰 上伊那図書館 昭和20年10月13日 徳川家新倉庫 昭和20年10月15日 23個
第二回復帰 上伊那図書館 昭和20年10月18日 美術館・徳川家新倉庫 昭和20年10月20日 26個
第三回復帰 三澤倉庫*3 昭和20年10月23日 美術館収蔵庫 昭和20年10月25日 22個

蓬左文庫（東京）
第一次疎開 蓬左文庫 昭和19年3月31日 上伊那図書館収蔵庫 昭和19年4月1日 80箱

第二次疎開 蓬左文庫 昭和19年8月4日 上伊那図書館新聞閲覧室
（臨時格納）*2 昭和19年8月6日 80箱

復帰 三澤倉庫*3 昭和20年10月28日 蓬左文庫 昭和20年10月30日 160箱

表1　徳川美術館　蓬左文庫疎開及び復帰日時一覧 

*1　8月16日新設格納室工事完了、第二回什宝到着時に移動、婦人閲覧室は7月3日から8月17日まで閲覧中止。
*2　8月28日三澤倉庫工事完了につき移動。
*3　10月20日米軍図書館進駐に先立ち、前日19日返送前の什宝及び貴重書は全点三澤倉庫に移動された。
*4　蓬左文庫貴重書については箱に詰められているが、徳川美術館美術品については長持、箱など形態が様々な

ため、個数とした。



徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

六
九

を
積
載
し
た
貨
車
二
輌
は
翌
十
六
日
午
前
四
時
四
十
分
に
伊
那
町
駅
に
到
着
、
午
前
八

時
よ
り
積
卸
作
業
を
開
始
し
、
積
卸
、
運
搬
、
格
納
に
は
伊
那
町
翼
賛
壮
年
団
十
二
名

が
協
力
し
た
。
こ
の
日
、
七
月
五
日
婦
人
閲
覧
室
に
格
納
し
た
二
十
二
個
も
新
設
格
納

室
に
移
動
さ
れ
た
。

〈
第
三
次
疎
開
〉

第
三
次
疎
開
は
名
古
屋
の
空
襲
が
激
化
し
た
昭
和
二
十
年
一
月
に
行
わ
れ
た
。
美
術

品
を
格
納
し
た
二
十
二
個
は
一
月
二
十
六
日
午
前
八
時
手
車
七
輌
で
美
術
館
か
ら
搬
出

さ
れ
、
大
曾
根
駅
で
貨
車
二
輌
に
積
載
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
三
回
護
送
の
任
に
当
た
っ

た
宮
本
義
雄
が
応
召
し
た
た
め
、
護
送
は
日
本
通
運
大
曾
根
支
店
営
業
課
主
任
桑
原
兼

義
が
担
当
し
た
。
午
後
二
時
三
十
九
分
に
貨
車
は
大
曾
根
駅
を
発
車
、
午
後
二
時
四
十

分
名
古
屋
駅
の
列
車
で
近
藤
、
熊
沢
、
横
井
が
伊
那
に
向
か
っ
た
。
貨
車
は
列
車
編
成

の
都
合
で
辰
野
駅
で
分
離
し
、
翌
二
十
七
日
、
一
輌
目
が
午
前
七
時
四
十
五
分
、
二
輌

目
が
午
後
一
時
十
分
に
伊
那
町
駅
に
に
到
着
し
た
。
午
前
九
時
と
午
後
一
時
半
の
二
回

に
分
け
て
積
卸
が
行
わ
れ
、
伊
那
町
翼
壮
年
団
員
七
名
協
力
の
下
、
運
搬
格
納
さ
れ

た
。
十
一
個
は
第
二
次
疎
開
品
と
同
じ
新
設
格
納
室
に
入
れ
ら
れ
、
残
り
十
一
個
は
借

り
入
れ
た
三
澤
良
信
所
有
の
倉
庫
に
納
め
ら
れ
た
。
こ
の
三
次
四
回
で
「
移
動
を
要
し

且
つ
移
動
可
能
な
も
の
」
の
疎
開
が
完
了
し
た
。

上
伊
那
図
書
館
で
保
管
さ
れ
る
間
、
野
田
が
刀
剣
の
手
入
を
行
い
、
森
川
も
時
に

開
梱
し
て
保
存
状
態
を
確
認
、
美
術
品
と
貴
重
書
は
返
送
ま
で
何
の
問
題
も
な
く
上
伊

那
図
書
館
及
び
三
澤
倉
庫
で
保
管
さ
れ
た
。
宿
直
は
十
一
月
に
な
っ
て
、
毎
月
一
日
〜

十
日
が
熊
沢
、
十
一
日
〜
二
十
日
が
森
川
、
二
十
一
日
〜
末
日
ま
で
が
野
田
と
定
め
ら

れ
た（
表
2　

徳
川
美
術
館
疎
開
年
表
参
照
）。

昭
和
二
十
年
二
月
、
上
伊
那
図
書
館
に
東
京
産
業
大
学（
現
在
の
一
橋
大
学
）か
ら
メ

ン
ガ
ー
文
庫
、
ギ
ル
ケ
文
庫
を
は
じ
め
と
す
る
貴
重
書
の
疎
開
依
頼
が
あ
っ
た
。
依
頼

が
あ
っ
た
当
初
、
上
伊
那
図
書
館
は
徳
川
黎
明
会
所
蔵
品
以
外
の
受
け
入
れ
を
し
な
い

と
の
判
断
を
行
い
、
断
っ
た
。
し
か
し
図
書
館
創
立
者
武
井
覚
太
郎
の
息
子
、
武
井

方
介
が
同
大
学
卒
業
の
誼
み
か
ら
同
大
学
蔵
書
を
受
け
入
れ
る
よ
う
紹
介
し
、
ま
た
自

身
も
足
を
運
ん
だ
こ
と
か
ら
依
頼
を
断
る
こ
と
は
出
来
ず
、
徳
川
黎
明
会
と
協
議
の
上

一
部
の
約
束
を
解
除
し
、
東
京
産
業
大
学
の
蔵
書
を
受
け
入
れ
た
。
三
月
十
一
日
メ
ン

ガ
ー
文
庫
が
、
同
月
三
十
一
日
に
ギ
ル
ケ
文
庫
が
同
図
書
館
内
に
搬
入
さ
れ
た
。

四
月
に
入
り
上
伊
那
図
書
館
は
軍
、
官
庁
方
面
よ
り
全
館
貸
与
の
申
し
込
み
が
あ

り
、
五
月
五
日
か
ら
講
堂
、
閲
覧
室
は
海
軍
衣
糧
廠
貸
与
の
軍
需
工
場
と
な
っ
た
。
大

量
の
ミ
シ
ン
が
持
ち
込
ま
れ
、
女
子
勤
労
隊
員
で
あ
る
東
京
か
ら
の
女
学
生
、
伊
那
高

等
女
学
校
の
生
徒
百
名
近
く
が
毎
日
出
入
り
し
た
。
ま
た
伊
那
町
か
ら
四
キ
ロ
ほ
ど
の

大
萱
に
飛
行
機
製
作
所
が
作
ら
れ
、
近
く
に
作
ら
れ
た
飛
行
場
か
ら
完
成
し
た
飛
行

機
が
飛
び
立
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
森
川
は
七
月
五
日
付
鈴
木
及
び
五
味
宛
の
手
紙
で

「
種
々
な
る
施
設
に
就
て
は
、
口
頭
に
て
報
告
致
す
べ
し
。
通
信
は
不
可
能
な
れ
ば
な

り
。
兎
に
角
、
伊
那
町
は
軍
部
の
町
と
な
り
た
り
」
と
記
す
。
上
伊
那
図
書
館
も
空
襲

に
あ
う
の
で
は
な
い
か
と
の
思
惑
か
ら
、
五
月
か
ら
森
川
は
図
書
館
の
防
空
計
画
を
相

談
、
伊
那
木
工
会
社
に
工
事
を
依
頼
し
た
。
ま
た
安
全
上
の
理
由
も
あ
り
、
七
月
か
ら

森
川
と
野
田
が
伊
那
町
勤
務
を
命
じ
ら
れ
、
交
代
で
館
内
に
宿
泊
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

食
料
事
情
も
厳
し
く
な
り
、
旅
館
か
ら
は
一
食
一
合
の
米
を
持
参
す
る
よ
う
求
め
ら
れ

た
が
手
配
が
出
来
ず
、
二
人
は
図
書
館
内
で
自
炊
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
森
川
は
伊
那

附
近
に
い
く
つ
か
の
親
戚
を
持
ち
、
そ
の
親
族
に
事
情
を
話
し
て
二
人
の
食
料
は
そ
こ

か
ら
提
供
さ
れ
て
い
た
。

徳
川
美
術
館
の
主
要
な
美
術
品
と
蓬
左
文
庫
の
貴
重
書
は
伊
那
で
終
戦
の
日
を
迎
え

た
。
終
戦
後
も
森
川
と
野
田
は
伊
那
に
滞
在
し
管
理
を
続
け
た
。
九
月
二
十
二
日
、
美

術
品
と
貴
重
書
は
手
配
が
整
い
次
第
、
名
古
屋
、
東
京
へ
復
帰
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
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徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

七
〇

た
。
九
月
二
十
五
日
よ
り
輸
送
手
段
を
は
じ
め
と
す
る
復
帰
交
渉
が
行
わ
れ
、
鉄
道
省

の
認
可
を
得
て
、
十
月
十
三
日
第
一
回
目
美
術
品
が
名
古
屋
に
返
送
さ
れ
、
ま
た
十
八

日
に
第
二
回
目
が
発
送
さ
れ
た
。
し
か
し
翌
十
九
日
、
上
伊
那
図
書
館
は
進
駐
軍
に
よ

り
接
収
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
疎
開
の
時
は
国
宝
、
重
要
美
術
品
か
ら
疎
開
し
た

が
、
復
帰
は
逆
工
程
で
行
わ
れ
、
図
書
館
内
に
は
国
宝
、
重
要
美
術
品
を
含
む
最
重
要

と
さ
れ
る
作
品
群
が
残
さ
れ
て
い
た
。
返
送
日
程
に
支
障
を
き
た
す
の
を
回
避
す
る
た

め
、
上
伊
那
図
書
館
で
宿
直
の
任
に
当
た
っ
て
い
た
野
田
は
図
書
館
司
書
中
村
弥
紋
太

と
相
談
、
東
京
の
財
団
本
部
や
美
術
館
と
の
連
絡
が
取
れ
な
い
ま
ま
に
十
九
日
、
残
っ

て
い
た
す
べ
て
の
美
術
品
及
び
貴
重
書
を
三
澤
倉
庫
に
移
動
さ
せ
た
。
翌
二
十
日
図
書

館
は
進
駐
軍
七
十
名
が
入
り
、
講
堂
、
会
議
室
、
閲
覧
室
、
新
聞
室
、
ボ
イ
ラ
ー
室
等

の
全
部
を
使
用
、
図
書
館
は
閉
鎖
さ
れ
、
進
駐
軍
の
生
活
が
開
始
し
た
。
美
術
館
の
疎

開
品
は
十
月
二
十
三
日
に
、
蓬
左
文
庫
貴
重
書
は
十
月
二
十
八
日
に
三
澤
倉
庫
よ
り
搬

出
さ
れ
、
予
定
通
り
全
点
が
徳
川
美
術
館
十
月
二
十
五
日
、
蓬
左
文
庫
十
月
三
十
日
に

無
事
に
復
帰
し
た
。

四　

閣
議
決
定
と
文
部
省
教
学
局
の
関
与

徳
川
黎
明
会
の
疎
開
は
美
術
館
か
ら
長
持
を
含
む
七
十
一
個
、
蓬
左
文
庫
か
ら

百
六
十
箱
の
大
移
動
で
あ
り
、
も
し
当
初
の
計
画
通
り
瀬
戸
市
定
光
寺
に
リ
ヤ
カ
ー
で

輸
送
し
た
場
合
に
は
、
美
術
館
の
被
災
前
に
疎
開
で
き
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ

る
。
で
は
実
際
に
疎
開
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
紹
介
さ

れ
て
き
た
東
京
帝
室
博
物
館
の
美
術
品
疎
開
や
奈
良
、
京
都
の
仏
像
疎
開
で
は
昭
和

十
八
年
十
二
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
国
宝
重
要
美
術
品
ノ
防
空
施
設
整
備
要
項
」（
以

下
整
備
要
項
と
呼
ぶ
）及
び
翌
年
一
月
二
十
四
日
公
布
の
「
国
宝
及
重
要
美
術
品
ノ
防
空

施
設
実
施
要
項
」（
以
下
実
施
要
項
と
呼
ぶ
）の
重
要
性
が
説
か
れ
て
き
た
。こ
の
要
項
は
第

二
次
世
界
大
戦
下
で
国
宝
、
重
要
美
術
品
に
対
し
て
出
さ
れ
た
唯
一
の
法
令
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
り
日
本
各
地
の
文
化
財
の
防
御
対
策
は
本
格
化
し
た
。
徳
川
黎
明
会
に
と
っ

て
も
こ
の
要
項
は
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。

整
備
要
項
と
実
施
要
項
で
は
、
国
宝
、
重
要
美
術
品
の
す
べ
て
で
は
な
く
「
国
史
の

徴
証
」
と
な
る
美
術
品
を
安
全
な
る
場
所
に
疎
開
さ
せ
る
こ
と
を
謳
っ
た
。
疎
開
に
当

た
っ
て
は
文
部
省
が
実
地
調
査
の
上
計
画
を
立
て
、
文
部
省
の
指
導
の
下
、
関
係
地
方

庁
が
監
督
し
て
実
施
、
防
空
施
設
に
つ
い
て
は
八
割
程
度
の
国
庫
補
助
金
が
出
る
こ
と

と
さ
れ
、
収
蔵
先
は
安
全
と
認
め
た
地
域
に
現
在
あ
る
倉
庫
を
利
用
し
保
管
に
必
要
な

設
備
を
施
し
、
輸
送
は
貴
重
な
作
品
を
扱
う
技
能
を
有
す
る
人
間
が
扱
い
、
地
方
長
官

が
任
じ
た
者
に
よ
り
管
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
で
は
実
際
に
文
部
省
は
こ
の

要
項
に
基
づ
き
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

昭
和
十
九
年
一
月
十
二
日
付
文
部
省
教
学
局
文
化
課
か
ら
の
文
書
が
徳
川
黎
明
会
に

は
残
さ
れ
て
い
る
。

【
資
料
四
】
昭
和
十
九
年
一
月
十
二
日
付　

文
部
省
教
学
局
文
化
課
か
ら
の
問
合
文
書

昭
和
十
九
年
一
月
十
二
日　
　
　
　
　
　

文
部
省
教
学
局
文
化
課

　
　
　
　
　
　
　
　

殿

今
般
本
省
ニ
於
テ
国
宝
及
び
重
要
美
術
品
ニ
対
シ
防
空
対
策
実
施
可
致
ニ
就
テ
ハ

貴
殿（
寺
、
神
社
）御
所
蔵
品
保
管
ノ
現
状
ニ
関
シ
、
左
記
五
項
ニ
付
宝
物
ノ
品
目

御
明
示
ノ
上
乍
御
手
数
一
月
二
十
日
迄
ニ
至
急
御
回
報
相
成
度
此
段
及
御
依
頼

尚
将
来
本
省
又
ハ
地
方
庁
ニ
於
テ
安
全
と
認
メ
タ
ル
ヽ
地
域
ニ
適
当
ナ
ル
収
蔵
庫

等
ヲ
設
置
シ
タ
ル
際
、
右
ニ
収
納
御
希
望
ノ
有
無
併
而
御
報
知
相
煩
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

一　

空
爆
ニ
対
シ
略
安
全
ト
認
メ
タ
ル
□

（
地
カ
）域
ニ
移
動
セ
ル
モ
ノ（
例
令
地
方
ノ
別
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徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

七
一

装
等
ニ
搬
出
セ
ル
モ
ノ
）

二　

危
険
地
域
内
ニ
ア
ル
モ
防
空
設
備
ア
ル
倉
庫
等
ニ
収
納
シ
ア
ル
モ
ノ（
例
令

博
物
館
、
信
託
、
銀
行
等
ニ
保
管
ヲ
依
頼
セ
ル
モ
ノ
）

三　

自
家
ニ
保
管
セ
ル
モ
爆
風
、
火
災
等
ニ
対
シ
テ
ハ
一
応
安
全
ト
認
メ
ラ
ル
ヽ

モ
ノ（
例
令
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
倉
庫
ニ
収
納
セ
ル
モ
ノ
）

四　

自
家
ニ
保
管
セ
ル
モ
必
シ
モ
安
全
ヲ
保
シ
難
キ
モ
ノ

五　

今
後
移
動
ハ
御
予
定
有
之
バ
其
ノ
場
所
竝
ニ
施
設
等

文
面
か
ら
し
て
こ
の
文
書
は
徳
川
黎
明
会
の
み
な
ら
ず
国
宝
を
所
蔵
し
て
い
た
社

寺
、
個
人
等
に
送
付
さ
れ
、
文
部
省
は
そ
の
保
管
状
況
を
急
遽
確
認
し
よ
う
と
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
、
一
月
二
十
日
徳
川
黎
明
会
は
左
記
の
通

り
返
信
し
た
。

【
資
料
五
】
昭
和
十
九
年
一
月
二
十
日
付　

文
部
省
教
学
局
文
化
課
宛
返
信
書
簡
控

拝
復　

一
月
十
日
附
国
宝
及
重
要
美
術
品
ニ
対
シ
防
空
対
策
実
施
ノ
為
御
照
会
ノ

件
当
方
所
蔵
ノ
国
宝
及
重
要
美
術
品
ハ
防
空
設
備
ア
ル
倉
庫
ニ
収
納
致
居
候

右
御
回
報
申
上
候　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
々

昭
和
十
九
年
一
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

尾
張
徳
川
黎
明
会

文
部
省
教
学
局

文
化
課
御
中

一
月
二
十
日
時
点
で
ま
だ
美
術
品
疎
開
は
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、「
防
空
設

備
あ
る
倉
庫
」
と
は
徳
川
美
術
館
の
収
蔵
庫
と
東
京 

蓬
左
文
庫
を
示
す
と
考
え
ら
れ

る
。
文
部
省
が
示
し
た
選
択
肢
で
い
え
ば
「
二
」
に
該
当
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一

か
ら
五
の
選
択
肢
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
返
答
し
て
い
な
い
。

美
術
館
所
蔵
品
の
第
一
次
疎
開
終
了
後
に
な
っ
て
、
徳
川
黎
明
会
は
文
部
省
教
学
局

に
疎
開
を
報
告
し
た
。

【
資
料
六
】
昭
和
十
九
年
三
月
二
十
三
日
付　

文
部
省
教
学
局
宛
書
簡

本
年
一
月
十
二
日
附
本
会
所
蔵
国
宝
及
重
要
美
術
品
に
対
し
防
空
対
策
実
施
方
に

付
御
下
向
に
接
し
候
に
付
当
時
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
倉
庫
に
所
蔵
し
あ
る
旨
御
答

へ
申
上
置
候
処
、
其
後
の
情
勢
日
々
緊
迫
市
内
に
あ
る
現
在
の
倉
庫
に
て
は
到
底

安
全
を
期
し
難
き
こ
と
を
痛
感
致
候
に
付
、
今
回
長
野
県
上
伊
那
図
書
館
へ
疎
開

す
る
こ
と
と
決
定
し
既
に
本
会
名
古
屋
市
徳
川
美
術
館
什
宝
は
本
月
二
十
日
第
一

回
分
と
し
現
地
に
輸
送
済
に
候
、
就
て
は
本
会
蓬
左
文
庫
所
蔵
図
書
、
続
日
本
紀
、

世
継
物
語
、
増
鏡
、
水
鏡
、
侍
中
群
要
、
源
氏
物
語
、
斉
民
要
術
、
大
平
聖
恵
方

八
千
七
百
余
冊
を
第
一
回
分
と
し
て
至
急
輸
送
致
し
本
品
は
何
れ
も
国
家
と
し
て

永
久
保
存
を
要
す
る
珍
宝
に
付
、
右
数
量
が
貨
車
一
両
分
に
満
た
さ
る
場
合
あ
り

と
す
る
も
途
中
危
険
防
止
の
為
め
是
非
と
も
貨
車
一
両
を
以
て
輸
送
致
し
度
希
望

に
有
之
候
間
、
御
多
忙
中
恐
縮
の
次
第
に
候
へ
共
、
本
図
書
を
此
際
至
急
疎
開
せ

し
む
る
を
必
要
と
す
る
適
当
の
文
書
、
御
下
附
拝
承
仕
り
度
奉
願
候
也

　
　
　
　

昭
和
十
九
年
三
月
廿
三
日

財
団
法
人
尾
張
徳
川
黎
明
会　

会
長　

侯
爵　

徳
川
義
親

文
部
省
教
学
局
長
近
藤
壽
治
殿

美
術
館
第
一
次
疎
開
を
報
告
す
る
と
共
に
、
そ
の
際
貨
車
の
貸
切
に
苦
労
し
た
こ
と

か
ら
、
疎
開
の
た
め
の
何
ら
か
の
証
明
を
す
る
文
書
を
求
め
る
手
紙
で
あ
る
。
文
部
省

教
学
局
と
の
往
復
文
書
は
こ
の
三
通
し
か
確
認
さ
れ
な
い
。
徳
川
黎
明
会
に
は
そ
れ
以

上
の
文
書
が
残
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
文
部
省
教
学
局
は
そ
れ
以
上
徳
川
黎
明
会
の
疎
開

に
関
与
し
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

文
部
省
教
学
局
は
一
月
十
二
日
の
問
合
文
書
の
返
信
を
承
け
て
ど
の
よ
う
に
美
術
品

を
守
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
島
貴
雄
に
よ
れ
ば
東
京
帝
室
博
物
館
の
第
五
次
疎
開
に

文
部
省
教
学
局
か
ら
依
頼
さ
れ
た
華
族
所
蔵
の
美
術
品
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
。
し
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徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

七
二

か
し
徳
川
黎
明
会
に
お
い
て
も
自
ら
対
策
を
講
じ
る
し
か
な
か
っ
た
よ
う
に
、
第
二
次

世
界
大
戦
で
は
数
多
く
美
術
品
を
保
有
し
て
い
る
個
人
や
私
立
美
術
館
の
美
術
品
の
保

護
は
所
蔵
者
に
任
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
疎
開
せ
ず
に
延
焼
し
た
作
品
、
安
全
と
信
じ

た
疎
開
先
で
空
襲
に
あ
っ
た
作
品
、
防
空
設
備
の
あ
る
建
物
も
ろ
と
も
焼
失
し
た
作

品
、
そ
の
失
わ
れ
た
作
品
数
は
『
戦
災
等
に
よ
る
焼
失
文
化
財
』
記
載
よ
り
遥
か
多
数

に
及
ぶ
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
も
し
整
備
要
項
、
実
施
要
項
が
な
け
れ
ば
徳
川
黎
明
会
も
疎
開
実
施
は
不

可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
昭
和
十
九
年
二
月
十
一
日
付
鈴
木
専
務
理
事
よ
り
近

藤
主
任
宛
の
手
紙
に
は
左
記
の
通
り
あ
る
。

【
資
料
七
】
昭
和
十
九
年
二
月
十
一
日
付
鈴
木
専
務
理
事
よ
り
近
藤
主
任
宛
書
簡

重
要
美
術
品
を
伊
那
町
に
輸
送
方
に
付
、
日
本
通
運
会
社
秘
書
菅
野
武
治
氏
に
依

頼
し
た
る
処
、
現
時
の
情
態
に
付
、
一
車
買
切
り
は
鉄
道
省
に
於
て
容
易
に
応
諾

せ
す
、
且
又
一
車
に
満
載
す
る
だ
け
の
数
量
な
け
れ
は
尚
更
困
難
な
り
、
若
し
許

可
な
け
れ
は
普
通
の
個
々
に
輸
送
す
る
こ
と
と
な
り
、
積
替
の
際
に
貴
重
品
破
損

す
る
恐
れ
あ
る
に
付
、
積
込
荷
物
少
数
と
雖
も
是
非
と
も
一
車
買
切
り
を
要
す
る

に
付
、
夫
れ
に
は
官
庁
又
は
帝
室
美
術
館
等
よ
り
戦
時
下
空
襲
必
至
の
場
合
に

付
、
国
宝
、
重
要
美
術
品
級
の
も
の
は
速
に
適
当
の
個
所
に
疎
開
保
護
の
必
要
あ

る
文
書
を
添
え
て
鉄
道
当
局
に
交
渉
す
る
の
要
あ
る
と
の
こ
と
に
候
、
美
術
館
什

宝
に
付
て
は
別
紙
帝
室
博
物
館
渡
部
総
長
の
書
面
申
受
け
た
る
に
付
菅
野
秘
書
よ

り
貴
地
通
運
支
店
山
梨
公
用
課
長
宛
紹
介
の
名
刺
と
共
に
送
付
致
候
に
付
至
急
同

氏
に
面
会
、
万
事
打
合
せ
御
依
頼
相
成
度
候（
後
略
）

鉄
道
の
車
輛
貸
切
は
簡
単
で
は
な
か
っ
た
が
貸
切
で
な
け
れ
ば
美
術
品
は
移
動
で
き

な
か
っ
た
。
鉄
道
当
局
に
交
渉
す
る
に
あ
た
り
、
鈴
木
専
務
理
事
は
帝
室
博
物
館
総
長

渡
部
信
に
書
面
を
依
頼
し
、「
公
用
」
と
し
て
の
美
術
品
疎
開
を
証
明
す
る
よ
う
依
頼

し
た
。
渡
部
信
は
当
時
徳
川
黎
明
会
評
議
員
を
務
め
て
お
り
、
ま
た
徳
川
義
親
の
長
男

義
知（
一
九
一
一
〜
九
三
）は
昭
和
十
年
八
月
か
ら
東
京
帝
室
博
物
館
に
勤
務
し
て
い
た
。

東
京
帝
室
博
物
館
は
昭
和
十
六
年
に
疎
開
検
討
を
開
始
し
た
が
、
同
時
期
に
徳
川
黎
明

会
が
疎
開
検
討
を
開
始
す
る
の
も
、
こ
の
関
係
が
あ
り
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
て
の
こ
と

と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
疎
開
格
納
設
備
に
関
し
て
も
帝
室
博
物
館
の
意
見
を
聞
い
て
い

る
。こ

の
時
添
付
さ
れ
た
渡
部
信
の
封
書
は
昭
和
十
九
年
二
月
三
日
付
、
尾
張
黎
明
会
会

長
徳
川
義
親
宛
で
あ
る
。

【
資
料
八
】
昭
和
十
九
年
三
月
二
日
付
渡
部
信
よ
り
徳
川
義
親
宛
書
簡

粛
啓　

厳
寒
の
候
、
益
々
御
清
穆
之
段
奉
賀
候
、
其
後
引
続
き
南
方
の
御
重
職
に

御
鞅
掌
被
遊
各
方
面
に
於
て
縦
横
に
御
活
躍
の
御
事
と
拝
察
仕
り
、
誠
に
御
苦
労

千
万
に
奉
存
候
、
何
卒
此
上
と
も
充
分
御
加
餐
の
上
為
邦
家
御
尽
瘁
被
下
様
呉
々

も
御
願
申
上
候

陳
者
在
名
古
屋
貴
黎
明
会
美
術
館
の
名
宝
御
保
護
に
関
し
て
は
韮
才
等
の
申
上
る

迄
も
な
く
既
に
満
全
の
御
対
策
を
講
せ
ら
れ
候
御
事
と
は
存
候
得
共
、
大
東
亜
戦

争
も
漸
次
決
戦
段
階
に
突
入
し
本
年
は
空
襲
必
至
の
情
勢
も
為
之
、
政
府
に
於
て

も
最
近
特
に
国
宝
重
美
等
の
保
護
疎
開
に
力
を
用
ゐ
居
候
折
柄
、
貴
美
術
館
に
於

て
万
々
一
適
当
の
御
計
画
中
に
未
実
行
に
属
せ
ら
る
ゝ
が
如
き
事
も
被
為
有
候

は
（ヾ
勿
論
無
之
こ
と
ゝ
確
信
仕
候
へ
共
）、
此
際
至
急
御
実
現
被
遊
て
は
如
何
に

候
哉
、
賢
明
な
る
貴
黎
明
會
幹
部
の
方
々
も
居
ら
せ
ら
る
ゝ
に
か
ゝ
は
ら
す
、
を

こ
が
ま
敷
事
を
申
出
恐
縮
至
極
に
存
候
へ
共
、
閣
下
に
は
重
要
な
る
国
務
を
以
て

御
留
守
勝
か
と
上
存
、
小
生
も
乍
不
肖
貴
會
評
議
員
の
席
末
を
汚
し
居
る
関
係
も

有
之
憂
慮
の
餘
り
老
婆
心
を
以
て
申
上
候
次
第
、
御
無
礼
の
段
は
何
卒
幾
重
に
も

御
寛
容
被
下
度
希
上
候
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徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

七
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拝
呈

二
月
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
信

尾
張
黎
明
会
々
長

侯
爵
徳
川
義
親
閣
下

　
　
　

侍
史

渡
部
信
の
書
簡
に
よ
り
鈴
木
専
務
理
事
の
思
惑
通
り
手
順
は
進
ん
だ
。
鉄
道
省
は
す

ぐ
に
認
可
を
出
し
、
第
一
次
疎
開
は
昭
和
十
九
年
三
月
と
い
う
時
期
に
実
施
で
き
た
。

国
宝
、
重
要
美
術
品
の
疎
開
が
国
の
施
策
で
あ
り
文
部
省
の
指
示
で
あ
り
、「
政
府
に

於
て
も
最
近
特
に
国
宝
重
美
等
の
保
護
疎
開
に
力
を
用
ゐ
居
」
る
こ
と
が
示
さ
れ
な
け

れ
ば
、
輸
送
手
段
は
確
保
で
き
な
か
っ
た
。

川
口
朋
子
は
、
昭
和
十
八
年
の
「
国
宝
及
重
要
美
術
品
ノ
防
空
施
設
実
施
要
項
」
が

決
定
さ
れ
る
ま
で
「
避
難
」
は
敗
戦
思
想
に
基
づ
く
不
適
切
用
語
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
昭
和
十
六
年
に
疎
開
準
備
を
開
始
し
梱
包
が
終
了
し
な
が
ら
昭

和
十
八
年
ま
で
美
術
品
が
館
内
に
留
め
置
か
れ
た
の
も
こ
の
思
想
統
制
が
あ
っ
て
の
こ

と
と
想
像
さ
れ
る
。
昭
和
十
六
年
に
博
物
館
界
で
情
報
交
換
さ
れ
議
題
と
な
っ
て
い
た

美
術
品
疎
開
は
、
東
京
帝
室
博
物
館
の
疎
開
を
除
い
て
昭
和
十
七
年
に
は
表
面
上
ほ
ぼ

み
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
。
文
化
財
の
疎
開
に
触
れ
る
こ
と
は
勿
論
、
美
術
品
を
移

動
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
社
会
状
況
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
二
つ
の
要
項
が
あ
っ

て
は
じ
め
て
美
術
品
疎
開
は
可
能
と
な
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
下
の
政
府
に
よ
る
国

宝
、
重
要
美
術
品
疎
開
指
示
は
、
文
部
省
教
学
局
下
の
疎
開
で
は
な
い
本
例
の
よ
う
な

疎
開
の
実
施
に
も
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

疎
開
に
は
転
出
証
明
書
が
必
要
で
あ
っ
た
。
美
術
館
の
第
三
次
疎
開
の
際
の
証
明
書

が
現
存
す
る（
挿
図
7
）。
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挿図7　昭和20年1月24日付都市疎開地方転出証明書

【
資
料
九
】
昭
和
二
十
年
一
月
二
十
四
日
付　

都
市
疎
開
地
方
転
出
証
明
書

現
住
所　

名
古
屋
市
東
区
徳
川
町
二
丁
目
二
七
番
地

転
出
先　

長
野
県
上
伊
那
郡
伊
那
町
上
伊
那
図
書
館

転
出
種
別　

国
宝
及
重
要
美
術
品
疎
開
に
因
る
地
方
転
出

（
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徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

七
四

転
出
予
定
月
日　

昭
和
二
十
年
一
月
二
十
六
日

転
出
者　

国
宝
及
重
要
美
術
品　

長
持
枠
締
及
木
箱
二
拾
二
個

転
入
学
転
就
職
輸
送
等
に
対
す
る
便
宜
供
与
の
要
否

輸
送
の
便
宜
を
供
与
す
る
の
要
あ
り
、
荷
造
資
材
の
便
宜
供
与
す
る
の
要
あ
り

右
は
防
空
疎
開
に
因
る
地
方
転
出
者
た
る
こ
と
を
証
明
す

昭
和
二
十
年
一
月
二
十
四
日　
　
　
　
　
　
　

名
古
屋
市
東
区
長
外
山

世

こ
の
証
明
書
は
人
の
疎
開
証
明
に
使
用
す
る
用
紙
を
転
用
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る

為
、
項
目
は
「
転
出
者
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
輸
送
の
便
宜
」
と
「
荷
造
資
材

の
便
宜
供
与
」
と
あ
る
通
り
、
こ
の
証
明
書
を
も
っ
て
輸
送
は
便
宜
が
図
ら
れ
、
荷
造

資
材
も
こ
の
証
明
書
が
な
け
れ
ば
入
手
不
能
で
あ
っ
た
。

徳
川
黎
明
会
は
昭
和
十
六
年
十
月
に
第
一
次
疎
開
の
梱
包
を
終
了
し
て
い
る
。
ま
た

第
二
次
疎
開
の
梱
包
資
材
に
つ
い
て
は
日
本
通
運
株
式
会
社
か
ら
資
材
の
提
供
を
受

け
、
後
に
支
給
さ
れ
た
資
材
を
日
本
通
運
に
納
め
る
こ
と
に
よ
り
、
疎
開
を
早
め
る
こ

と
が
出
来
た
。
し
か
し
第
三
次
疎
開
が
大
幅
に
遅
れ
た
の
は
証
明
書
が
あ
っ
て
も
、
資

材
が
揃
わ
な
か
っ
た
原
因
に
よ
る
。
尾
張
徳
川
家
と
は
い
え
完
成
し
た
箱
の
入
手
は
で

き
ず
、
様
々
に
手
を
尽
く
し
て
木
材
の
提
供
を
受
け
た
も
の
の
、
箱
を
作
る
と
こ
ろ
か

ら
作
業
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
梱
包
資
材
も
ま
た
疎
開
が
国
策
で
な
け

れ
ば
入
手
不
可
能
で
あ
っ
た
。

日
本
に
お
け
る
第
二
次
世
界
大
戦
下
の
美
術
品
・
資
料
疎
開
は
各
館
を
主
導
す
る
人

物
の
裁
量
が
大
き
く
影
響
し
た
と
思
わ
れ
る
。
森
川
の
筆
記
と
推
定
さ
れ
る
東
京
帝
室

図
書
館
館
長
松
本
喜
一
の
談
話
メ
モ
は
、
徳
川
美
術
館
及
び
蓬
左
文
庫
の
疎
開
場
所
の

候
補
を
松
本
が
紹
介
し
た
こ
と
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
松
本
と
文
部
省
の
危
機
感
の
差

異
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
こ
に
引
用
し
た
い
。

【
資
料
十
】「
松
本
帝
国
図
書
館
長
の
談
話
」
日
時
不
明

　

大
東
亜
戦
争
に
な
る
前
に
僕
は
空
襲
の
あ
る
際
の
貴
重
図
書
の
処
に
就
い
て
考

へ
た
。
第
一
案
と
し
て
埼
玉
県
の
空
襲
さ
れ
る
憂
の
な
い
場
所
へ
仮
書
庫
を
建

て
ゝ
其
所
へ
移
管
す
る
の
が
一
番
良
案
だ
と
思
っ
た
。
地
下
室
へ
置
く
の
は
図
書

の
保
存
上
永
く
は
置
か
れ
ぬ
。
丁
度
其
折
、
企
画
院
か
ら
「
空
襲
時
の
貴
重
図
書

保
管
上
必
要
な
設
備
を
要
す
る
な
ら
計
画
案
を
提
出
し
て
欲
し
い
」
と
の
通
知
が

あ
っ
た
の
で
、
早
速
書
面
に
し
て
文
部
省
の
手
を
経
て
、
右
の
案
を
呈
出
し
て
置

い
た
。
其
後
何
時
に
な
っ
て
も
、
何
等
の
沙
汰
が
な
い
か
ら
文
部
省
に
聞
い
て

見
た
所
、「
あ
れ
は
其
儘
に
な
っ
て
居
る
、
企
画
院
に
は
送
っ
て
な
い
」
と
の
返

事
。「
そ
れ
は
困
る
、
貴
重
図
書
の
保
管
上
、
空
襲
時
の
設
備
を
し
て
置
か
な
け

れ
ば
、
館
長
と
し
て
の
責
任
上
甚
だ
困
る
」
と
云
っ
た
所
、「
宜
し
い
で
は
な
い

か
。
図
書
の
利
用
上
、
遠
い
場
所
に
移
管
す
る
と
云
ふ
の
は
図
書
館
の
性
質
上
良

案
と
も
思
へ
ぬ
か
ら
、
空
襲
で
失
っ
た
ら
、
そ
れ
は
不
可
抗
力
で
あ
る
、
再
び
購

入
し
た
ら
宜
し
か
ろ
う
」
と
云
ふ
返
事
だ
。「
再
び
買
へ
る
本
な
ら
遠
方
に
置
き

は
し
な
い
。
日
本
文
化
史
の
志

（
マ
マ
）料
と
し
て
他
に
求
め
る
事
の
出
来
な
い
、
貴
重
な

も
の
を
絶
対
安
全
地
帯
へ
移
管
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
」
と
云
っ
て
文
部
省
の
役

人
を
責
め
た
。
企
画
院
へ
問
合
せ
た
所
「
既
に
解
答
の
あ
っ
た
所
の
み
処
置
を
し

た
の
で
、
今
か
ら
で
は
間
に
合
は
ぬ
。
資
料
等
手
に
入
れ
る
事
は
出
来
ぬ
か
ら
駄

目
で
あ
る
」
と
の
返
事
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
中
、
大
東
亜
戦
争
に
な
っ
た
。
隣
り
の
博
物
館
に
交
渉
し
て
地
下
室
の
一

部
を
借
用
し
て
、
い
ざ
空
襲
と
云
ふ
際
だ
け
、
其
所
へ
移
し
た
ら
と
考
へ
た
か

ら
、
松
坂
屋
へ
交
渉
し
て
「
行
李
」「
箱
」
を
沢
山
に
買
入
れ
、
荷
造
り
を
し
て

置
い
た
。
防
空
演
習
の
際
、
夫
れ
を
移
管
す
る
練
習
を
し
た
所
、
思
っ
た
よ
り
迅

速
に
移
転
を
了
し
た
。
然
し
考
へ
て
見
る
と
、
空
襲
時
は
昼
間
時
の
み
あ
る
の
で

（
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徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

七
五

は
な
い
、
真
の
闇
夜
に
も
あ
る
の
だ
。
僕
の
経
験
に
依
る
と
、
嘗
て
僕
の
家
の
隣

家
が
焼
け
た
と
き
、
荷
物
を
出
し
た
所
、
真
闇
暗
で
手
伝
ひ
の
人
の
顔
は
見
え
ず
、

鎮
火
後
調
べ
た
所
、
荷
物
が
紛
失
し
て
居
る
。
だ
か
ら
空
襲
が
あ
る
際
の
移
転
先

は
考
へ
も
の
で
あ
る
。

　

新
し
く
書
庫
を
建
て
得
ら
れ
ぬ
と
す
れ
ば
既
設
の
図
書
館
の
中
で
安
全
地
帯
に

あ
る
も
の
を
撰
み
、
置
い
て
貰
ふ
よ
り
方
法
が
な
い
。
そ
こ
で
考
へ
た
。
埼
玉
県

は
現
在
で
は
安
全
地
帯
と
は
云
へ
ぬ
。
東
海
道
沿
線
も
危
険
で
あ
る
。
東
北
方
面

に
は
預
か
れ
る
や
う
な
図
書
館
は
な
い
。
気
流
の
関
係
上
、
長
野
県
、
山
梨
県
が

近
県
で
は
一
番
に
絶
体
安
全
と
云
へ
て
宜
し
い
。

　

第
一
候
補
と
し
て
県
立
長
野
図
書
館
。
第
二
候
補
と
し
て
伊
那
町
立
図
書
館
。

第
三
候
補
と
し
て
甲
府
の
山
梨
県
立
図
書
館
。
長
野
の
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
大
図
書
館
で
、
知
事
は
僕
の
友
人
で
あ
り
、
館
長
は
僕
が
世
話
し
た
男
で
あ
る

か
ら
、
頼
む
の
に
都
合
が
可
い
、
そ
こ
で
文
部
大
臣
に
話
を
し
て
大
臣
か
ら
公
式

に
知
事
に
依
頼
し
て
許
可
を
得
た
の
で
、
先
日
林
司
書
官
初
め
三
人
の
人
を
し
て

第
一
種
貴
重
図
書
と
し
て
三
万
冊
を
三
輌
の
列
車
を
以
て
送
り
、
今
日
係
員
は
整

理
を
済
ま
せ
て
帰
っ
て
来
る
筈
で
あ
る
。
但
し
図
書
は
送
り
離
し
に
し
て
置
く
わ

け
に
は
行
か
ぬ
。
一
躰

（
マ
マ
）な
ら
常
時
館
員
を
置
い
て
保
管
も
さ
せ
、
図
書
保
存
上
の

始
末
に
注
意
を
さ
せ
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
今
は
予
算
も
な
い
か
ら
、

随
時
必
要
時
に
館
員
を
出
張
さ
せ
て
其
の
始
末
を
さ
せ
る
積
で
あ
る
、
そ
れ
で
先

方
の
管
理
者
に
は
適
当
な
手
当
を
支
給
す
る
事
に
は
し
て
あ
る
が
、
単
に
書
庫
の

番
人
と
云
ふ
だ
け
で
、
図
書
の
始
末
を
さ
せ
る
訳
に
は
行
か
ぬ
。

　

帝
国
図
書
館
で
は
止
む
を
得
ず
、
右
の
や
う
な
処
置
を
取
っ
た
の
だ
が
、
ど
う

も
他
に
は
方
法
が
あ
る
ま
い
。
空
襲
の
な
か
っ
た
際
は
、
余
計
な
金
を
使
っ
て
馬

鹿
な
奴
だ
と
笑
ふ
者
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
責
任
者
と
し
て
は
、
空
襲
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
と
云
ふ
際
だ
か
ら
止
む
を
得
ぬ
だ
ろ
う
。

　
　
　
　

以
上
松
本
館
長
の
話
。

第
二
候
補
地
の
伊
那
は
空
襲
時
に
は
一
番
安
全
な
る
所
か
も
知
れ
ぬ
が
、
町
立
に

な
っ
た
と
聞
い
た
が
、
以
前
は
財
団
法
人
の
も
の
で
、
僕
は
行
っ
た
事
が
な
い
か

ら
知
ら
ぬ
が
い
づ
れ
大
き
く
は
あ
る
ま
い
。
第
三
候
補
地
の
甲
府
は
、
知
っ
て
居

る
が
県
庁
の
隣
り
に
あ
っ
て
、
小
さ
な
図
書
館
で
あ
る
。
但
し
県
立
と
し
て
は
と

云
ふ
の
で
町
立
な
ぞ
よ
り
は
大
き
い
。

　
　
　
　

以
上
松
本
館
長
の
余
談
。

こ
の
記
録
に
基
づ
け
ば
、
東
京
帝
国
図
書
館
の
疎
開
は
館
長
で
あ
る
松
本
喜
一
の
判

断
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
国
や
省
庁
主
導
で
行
わ
れ
た
疎
開
で
は
な
い
。
こ
の
松

本
の
推
薦
に
よ
り
徳
川
黎
明
会
は
上
伊
那
図
書
館
と
い
う
疎
開
場
所
を
見
出
し
た
。
松

本
が
示
唆
し
た
の
は
疎
開
先
の
み
で
は
な
い
、
通
常
の
管
理
は
預
託
先
の
図
書
館
に
依

頼
す
る
が
「
始
末
」
の
た
め
に
館
員
を
出
張
さ
せ
る
と
い
う
方
法
や
、
本
来
収
蔵
用
の

ス
ペ
ー
ス
で
は
な
い
場
所
に
障
壁
を
設
け
収
蔵
す
る
方
法
な
ど
、
東
京
帝
国
図
書
館
は

先
立
つ
具
体
例
を
示
し
た
。

戦
争
下
の
美
術
品
疎
開
は
容
易
で
は
な
い
。
整
備
要
項
と
実
施
要
項
の
二
つ
が
な
け

れ
ば
「
公
用
」
で
な
い
美
術
品
疎
開
は
不
可
能
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
国
の
閣

議
決
定
を
待
つ
の
で
は
な
く
、
日
本
参
戦
前
か
ら
疎
開
先
を
検
討
し
美
術
品
の
梱
包
を

開
始
し
た
文
化
財
を
守
る
と
い
う
強
い
意
志
、
有
識
者
に
そ
の
具
体
的
施
策
を
尋
ね
る

人
脈
、
事
態
が
切
迫
す
る
前
段
階
で
の
逸
早
い
判
断
力
、
実
行
力
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て

が
揃
わ
な
け
れ
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
下
で
多
く
の
文
化
財
を
疎
開
さ
せ
る
こ
と
は
困

難
で
あ
り
、
文
化
財
を
守
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
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徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

七
六

お　

わ　

り　

に

本
稿
で
は
徳
川
美
術
館
所
蔵
品
疎
開
経
過
と
そ
の
背
景
の
一
部
を
紹
介
し
た
。
徳
川

美
術
館
主
任
近
藤
真
太
郎
は
往
復
書
簡
の
中
で
度
々
「
天
佑
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
美
術
品
が
無
事
に
疎
開
し
守
ら
れ
た
こ
と
は
そ
の
言
葉
通
り
、
奇
跡
的
で
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

近
藤
は
空
襲
後
の
五
月
二
十
日
に
上
伊
那
図
書
館
か
ら
帰
名
し
、
事
後
処
理
に
当

た
っ
た
が
、
二
十
八
日
眩
暈
に
襲
わ
れ
歩
く
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
。「
身
神
疲

労
」
と
診
断
さ
れ
家
族
の
疎
開
先
で
療
養
生
活
に
入
っ
た
が
、
治
療
の
甲
斐
な
く
六
月

二
十
五
日
に
逝
去
し
た
。
野
田
芳
太
郎
の
家
族
は
大
曾
根
邸
内
役
宅
焼
失
後
、
疎
開
先

の
一
宮
で
再
び
被
災
し
上
伊
那
図
書
館
に
い
た
野
田
を
頼
っ
て
図
書
館
を
訪
れ
た
。
家

も
疎
開
先
も
失
っ
た
家
族
は
伊
那
に
家
を
借
り
て
終
戦
を
迎
え
た
。
美
術
館
に
美
術
品

が
戻
っ
て
一
ケ
月
後
、
野
田
は
退
職
届
を
提
出
し
て
い
る
。
力
仕
事
で
疎
開
に
尽
力
し

た
美
術
館
の
ボ
イ
ラ
ー
士
小
海
途
護
一
も
十
月
末
日
、
徳
川
美
術
館
を
去
っ
た
。
彼
ら

が
守
ろ
う
と
し
た
文
化
財
の
内
、
移
動
可
能
な
美
術
品
は
守
ら
れ
た
が
、
彼
ら
が
家
職

と
し
て
守
り
暮
ら
し
て
い
た
大
曾
根
邸
は
失
わ
れ
た
。
尾
張
徳
川
家
に
伝
来
し
た
文
化

財
を
決
し
て
失
っ
て
は
な
ら
な
い
、
そ
の
強
い
信
念
と
勇
気
あ
る
行
動
を
も
っ
て
彼
ら

は
尽
力
し
た
が
、
失
意
の
念
は
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開
に
協
力
し
た
の
は
職
員
の
み
で
は
な
い
、
本
稿
で

触
れ
た
以
外
に
も
多
数
の
協
力
者
が
い
る
。
最
後
に
陶
芸
家
加
藤
春
二（
一
八
九
二
〜

一
九
七
九
）の
協
力
を
紹
介
し
た
い
。

昭
和
十
九
年
一
月
十
四
日
、
十
五
日
の
両
日
、
加
藤
は
徳
川
美
術
館
を
訪
れ
た
。
加

藤
は
自
身
の
製
作
す
る
陶
磁
を
包
む
た
め
に
保
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
段
ボ
ー
ル

（
101
）

紙
、
薄
様
、
包
装
紙
と
い
っ
た
材
料
を
大
量
に
持
ち
込
み
、
徳
川
美
術
館
の
第
一
次
疎

開
予
定
の
陶
器
、
二
十
七
点
の
茶
入
、
香
炉
、
茶
碗
、
水
指
等
を
移
動
に
耐
え
る
よ
う

一
点
一
点
懇
切
丁
寧
に
梱
包
し
た
。
第
一
次
疎
開
の
美
術
品
、
そ
こ
に
は
茶
入
「
靭
」

や
千
鳥
香
炉
等
が
含
ま
れ
て
い
た
。
持
ち
込
ん
だ
梱
包
材
は
長
持
内
部
の
下
に
敷
く
分

ま
で
も
あ
り
、
資
材
を
殆
ど
入
手
す
る
事
の
で
き
な
い
状
況
に
お
い
て
、
大
き
な
助
け

と
な
っ
た
。

日
本
で
最
も
文
化
財
が
失
わ
れ
た
の
は
応
仁
の
乱
と
第
二
次
世
界
大
戦
と
言
わ
れ

る
。
戦
乱
が
起
き
た
時
誰
か
に
守
ら
れ
て
は
じ
め
て
美
術
品
は
伝
来
す
る
。
守
ら
れ
な

け
れ
ば
そ
れ
は
保
持
で
き
ず
、
そ
し
て
守
ろ
う
と
し
て
も
守
れ
な
い
場
合
も
あ
る
。
現

在
伝
来
す
る
美
術
品
は
永
続
的
に
安
全
に
保
管
さ
れ
て
き
た
訳
で
は
な
い
。
美
術
品
を

守
る
こ
と
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
の
苦
労
を
伴
う
の
か
、
そ
の
記
録
と
し
て
本
疎
開
記
録

は
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
る
。

（
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）

註（
1
）　

須
田
肇
「
戦
時
中
の
史
料
保
存
─
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
史
料
の
疎
開
」（『
徳
川
林
政

史
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
三
十
四
号　

平
成
十
二
年
三
月
、『
金
鯱
叢
書
』
第
二
十
七
輯　

徳

川
黎
明
会　

平
成
十
二
年
三
月
）。

（
2
）　

本
論
は
主
に
以
下
の
文
献
に
依
拠
す
る
。 

財
団
法
人
上
伊
那
図
書
館
編
『
財
団
法
人
上
伊
那
図
書
館
三
十
年
史
』
財
団
法
人
上
伊

那
図
書
館　

昭
和
三
十
五
年
十
二
月
、「
伊
那
町
日
誌
綴
」（
昭
和
十
九
年
三
月
二
十
日

よ
り
昭
和
二
十
年
十
月
十
五
日
、
財
団
総
務
部
管
理　

財
団
史A

118

）、「
什
宝
疎
開

関
係
書
類
」（
財
団
総
務
部
管
理　

新
財
団
史10023

）、「
美
術
館
什
宝
非
常
搬
出
書
類
」

（
財
団
総
務
部
管
理　

財
団
史L61

）、「
昭
和
二
十
年
御
用
留　

徳
川
家
」（
徳
川
美
術

館
蔵
、
以
下
「
御
用
留
」
と
略
称
）、「
昭
和
二
十
年　

往
復
文
書
綴　

徳
川
美
術
館
」

（
徳
川
美
術
館
蔵
、
以
下
「
往
復
文
書
綴
」
と
略
称
）。

（
3
）　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
戦
略
爆
撃
調
査
団
編　

名
古
屋
市
鶴
舞
図
書
館
訳
『
名
古
屋
市
爆
撃
の



徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

七
七

効
果
』
一
九
四
七
年
六
月
訳　

名
古
屋
市
総
務
局
企
画
部
調
査
課　

一
九
六
四
年
）。

（
4
）　

五
味
末
吉
調
「
御
住
居
之
沿
革
」
昭
和
二
十
二
年　

個
人
蔵
。

（
5
）　

五
味
末
吉
調
「
御
住
居
之
沿
革
」
昭
和
二
十
二
年　

個
人
蔵
。

（
6
）　

昭
和
五
年
十
月
十
日
の
大
曾
根
邸
・
小
牧
山
の
寄
贈
式
に
つ
い
て
は
拙
稿
「「
尾
張
徳
川

美
術
館
」
設
計
懸
賞
」（『
金
鯱
叢
書
』
第
四
十
三
輯　

徳
川
黎
明
会　

平
成
二
十
八
年
三
月
）参

照
。

（
7
）　
『
名
古
屋
の
公
園
』　

名
古
屋
市
役
所　

昭
和
十
八
年
五
月
。

（
8
）　

昭
和
十
九
年
十
二
月
三
日
付
近
藤
真
太
郎
よ
り
鈴
木
家
令
宛
書
簡
に
「
美
術
館
の
迷
彩
壁

塗
工
事
は
大
略
終
了
」
と
記
さ
れ
る（「
雑
覚
」
財
団
総
務
部
管
理　

財
団
史L95

）。
他
に
昭

和
十
七
年
五
月
二
日
付
「
見
積
書　

御
館
エ
リ
ヤ
防
空
設
備
工
事
費　

竹
中
工
務
店
名
古
屋
支

店
」（
財
団
総
務
部
管
理　

財
団
史L56

）、
昭
和
二
十
年
一
月
十
七
日
付
近
藤
真
太
郎
よ
り
鈴

木
家
令
宛
書
簡（「
御
用
留
」
註（
2
）参
照
）、
昭
和
二
十
年
八
月
二
十
九
日
付
「
美
術
館
迷
彩

工
事
精
算
見
積
書
送
付
の
件
」、
昭
和
二
十
年
九
月
十
一
日
付
「
美
術
館
迷
彩
工
事
に
関
す
る

件
」、
昭
和
二
十
年
九
月
二
十
五
日
付
「
美
術
館
屋
根
迷
彩
取
り
払
工
事
完
成
の
件
」（
以
上
三

件
「
往
復
文
書
綴
」
註（
2
）参
照
）、
昭
和
二
十
年
一
月
十
七
日
付
書
簡（「
御
用
留
」
註（
2
）

参
照
）等
に
美
術
館
偽
装
工
作
に
関
す
る
記
録
が
あ
る
。

（
9
）　

註（
3
）文
献
「
爆
撃
状
況
─
名
古
屋
」（
二
五
〜
六
頁
）及
び
「
前
掲
地
図
に
示
し
た
爆
撃

個
所
に
対
す
る
爆
撃
情
況
─
名
古
屋
市
」（
二
七
〜
八
頁
）に
よ
れ
ば
、
目
標
爆
撃
と
地
域
爆
撃

と
使
い
分
け
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
徳
川
美
術
館
の
所
在
す
る
徳
川
町
周
辺
は
地
域

爆
撃
地
域
と
し
て
周
囲
が
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
徳
川
園
一
帯
を
白
く
塗
り

残
し
て
お
り
、
も
し
か
す
れ
ば
空
襲
を
避
け
る
べ
き
場
所
と
指
定
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

（
10
）　

昭
和
二
十
年
一
月
十
七
日
付
近
藤
真
太
郎
よ
り
鈴
木
家
令
宛
書
簡（「
御
用
留
」
註（
2
）参

照
）。

（
11
）　

昭
和
十
九
年
十
二
月
十
一
日
付
鈴
木
信
吉
よ
り
近
藤
真
太
郎
宛
書
簡
に
「
大
理
石
婦
人
像

其
他
散
乱
せ
る
も
の
は
適
宜
御
片
付
御
願
申
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
十
二
月
七
日
の
昭
和
東

南
海
地
震
で
美
術
館
に
置
か
れ
て
い
た
大
理
石
婦
人
像
が
倒
れ
砕
け
た
と
思
わ
れ
る（「
雑
覚
」

財
団
総
務
部
管
理　

財
団
史L95

）。
他
に
昭
和
十
九
年
十
二
月
十
日
付
近
藤
真
太
郎
よ
り
鈴

木
信
吉
宛
書
簡（「
雑
覚
」
財
団
総
務
部
管
理　

財
団
史L95

）、
昭
和
十
九
年
十
二
月
十
九
日

付
鈴
木
信
吉
よ
り
近
藤
真
太
郎
宛
「
最
后
の
伊
那
送
り
荷
物
其
後
の
情
況
に
関
す
る
件
」（「
往

復
文
書
綴
」
註（
2
）参
照
）、
昭
和
二
十
年
一
月
十
五
日
付
「
地
震
御
見
舞
の
件
」（「
御
用
留
」

註（
2
）参
照
）に
地
震
に
関
す
る
言
及
が
あ
る
。

（
12
）　

昭
和
二
十
年
一
月
二
十
三
日
付
「
敵
機
編
隊
来
襲
の
件
」（「
御
用
留
」
註（
2
）参
照
）。

（
13
）　

昭
和
二
十
年
三
月
二
十
五
日
付
「
敵
機
来
襲
に
関
す
る
件
」（「
御
用
留
」
註（
2
）参
照
）。

（
14
）　

昭
和
二
十
年
四
月
七
日
付
「
敵
機
来
襲
に
関
す
る
件
」（「
御
用
留
」
註（
2
）参
照
）。
役
宅

破
壊
に
伴
い
、
近
藤
真
太
郎
と
野
田
芳
太
郎
の
罹
災
証
明
書
と
役
宅
転
出
願
が
綴
じ
ら
れ
る

（「
往
復
文
書
綴
」
註（
2
）参
照
）。

（
15
）　

昭
和
二
十
年
五
月
十
四
日
付
名
古
屋
別
邸
熊
沢
及
び
野
田
よ
り
本
邸
庶
務
課
長
宛
「
名
古

屋
別
邸
敵
襲
の
為
め
焼
失
の
件
」（「
御
用
留
」
註（
2
）参
照
）、
同
日
付
「
名
古
屋
別
邸
敵
機
来

襲
焼
失
伊
那
町
近
藤
主
任
へ
報
告
の
件
」（「
往
復
文
書
綴
」
註（
2
）参
照
）、
同
月
十
五
日
付
名

古
屋
別
邸
兼
美
術
館
主
任
よ
り
本
邸
庶
務
課
及
び
総
務
部
御
中
「
名
古
屋
別
邸
始
め
敵
襲
に
依

り
焼
失
の
件
」（「
御
用
留
」
註（
2
）参
照
）、
同
月
十
七
日
付
伊
那
町
近
藤
真
太
郎
よ
り
美
術
館

御
中
書
簡（「
往
復
文
書
綴
」
註（
2
）参
照
）。
五
月
十
四
日
の
空
襲
以
降
そ
の
後
の
爆
撃
に
よ

る
延
焼
を
防
ぐ
た
め
に
、
焼
け
残
っ
た
待
合
と
美
術
館
入
口
の
下
足
場
を
取
り
払
う
か
否
か
の

議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
心
空
庵
本
体
は
全
焼
し
た
が
待
合
も
ま
た
貴
重
な
の

で
残
し
た
い
と
記
さ
れ
て
い
る（
昭
和
二
十
年
五
月
三
十
一
日
付
鈴
木
信
吉
よ
り
近
藤
真
太
郎

宛
書
簡
「
往
復
文
書
綴
」
註（
2
）参
照
）。

（
16
）　

同
月
十
五
日
付
名
古
屋
別
邸
兼
美
術
館
主
任
よ
り
本
邸
庶
務
課
及
び
総
務
部
御
中
「
名
古

屋
別
邸
始
め
敵
襲
に
依
り
焼
失
の
件
」（「
御
用
留
」
註（
2
）参
照
）。 

（
17
）　

昭
和
二
十
年
五
月
三
十
一
日
付
横
井
壽
定
雄
よ
り
鈴
木
信
吉
宛
書
簡（「
御
用
留
」
註（
2
）

参
照
）。

（
18
）　

昭
和
二
十
年
六
月
十
二
日
付
鈴
木
信
吉
指
示
に
よ
る
。
昭
和
二
十
年
六
月
十
二
日
付
専
務

理
事
兼
家
令
鈴
木
信
吉
よ
り
美
術
館
及
び
別
邸
御
中（「
往
復
文
書
綴
」
註（
2
）参
照
）。

（
19
）　

昭
和
二
十
年
八
月
二
日
付
美
術
館
兼
名
古
屋
別
邸
主
任
よ
り
総
務
部
及
び
本
邸
庶
務
課
御

中
「
名
古
屋
市
空
襲
状
況
報
告
の
件
」（「
往
復
文
書
綴
」
註（
2
）参
照
）。

（
20
）　
『
名
古
屋
空
襲
誌
』
第
一
号　

名
古
屋
空
襲
を
記
録
す
る
会　

一
九
七
七
年
二
月
。

（
21
）　

五
月
十
四
日
の
被
災
後
、
七
月
に
入
り
応
急
処
置
が
行
わ
れ
た（
昭
和
二
十
年
六
月

二
十
九
日
付　

美
術
館
代
よ
り
総
務
部
御
中
「
美
術
館
天
井
囲
シ
ャ
ッ
タ
ー
修
理
に
関
す
る



徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

七
八

件
」、
昭
和
二
十
年
七
月
六
日
付　

名
古
屋
別
邸
兼
美
術
館
主
任
代
よ
り
本
邸
庶
務
課
御
中
総

務
部
御
中
「
空
襲
破
損
箇
所
応
急
手
当
に
関
す
る
件
」
以
上
二
件
「
往
復
文
書
綴
」
註（
2
）

参
照
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
爆
風
で
は
ず
れ
火
の
粉
が
吹
き
入
っ
た
美
術
館
天
井
廻
り
の
シ
ャ
ッ

タ
ー
鉄
板
を
元
の
位
置
に
は
め
込
み
、
破
損
し
た
本
館
裏
中
央
入
口
鉄
扉
及
窓
硝
子
、
事
務
所

北
側
応
接
室
、
宿
直
室
、
地
下
室
小
使
宿
直
室
、
仝
炊
事
場
の
窓
硝
子
に
板
を
嵌
め
込
ん
だ
。

　

徳
川
美
術
館
は
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
に
再
開
館
し
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
一
日
博
物
館
法

公
布
に
よ
り
愛
知
県
第
一
号
と
し
て
博
物
館
登
録
さ
れ
た
が
、
昭
和
三
十
一
年
に
あ
っ
て
も
内

部
は
悲
惨
な
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
を
徳
川
義
宣
が
記
し
て
い
る（
徳
川
義
宣
「
化
物
屋
敷
と
テ
ー

ダ
松
」『
葵
』
八
号　

平
成
三
年
一
月
初
出
、『
徳
川
さ
ん
宅
の
常
識
』　

淡
交
社　

平
成
十
八

年
三
月
再
掲
）。

（
22
）　

昭
和
十
六
年
八
月
三
十
一
日
付
近
藤
真
太
郎
よ
り
鈴
木
家
令
宛
書
簡
に
よ
れ
ば
、
二
十
九

日
美
術
館
地
下
室
隔
壁
の
設
計
を
依
頼
、
鉄
扉
は
建
中
寺
廊
下
の
防
火
壁
に
使
用
予
定
の
も
の

を
流
用
す
る
予
定
と
し
て
い
る（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）。

（
23
）　

上
伊
那
図
書
館
に
つ
い
て
は
、『
財
団
法
人
上
伊
那
図
書
館
三
十
年
史
』（
註（
2
）参
照
）、

上
伊
那
教
育
編
集
委
員
会
編
『
上
伊
那
図
書
館
創
立
五
十
周
年
記
念
誌
』（
上
伊
那
図
書
館
長
星

野
政
清　

昭
和
五
十
五
年
九
月
）、
上
伊
那
教
育
編
集
委
員
会
編
『
上
伊
那
図
書
館
閉
館
記
念

誌
』（
上
伊
那
図
書
館
館
長
久
保
村
清
一　

平
成
十
五
年
十
月
）が
あ
る
。
財
団
法
人
上
伊
那
図

書
館
に
つ
い
て
は
伊
那
創
造
館
学
芸
員
濱
慎
一
氏
に
資
料
、
文
献
等
細
部
に
わ
た
り
御
教
示
い

た
だ
き
、
ま
た
伊
那
創
造
館
内
部
を
ご
案
内
い
た
だ
き
、
資
料
閲
覧
、
提
供
に
お
力
添
え
い
た

だ
い
た
。

（
24
）　
『
財
団
法
人
上
伊
那
図
書
館
三
十
年
史
』（
註（
2
）参
照　

二
九
六
〜
七
頁
）。
尚
、
昭
和

十
五
年
に
閲
覧
者
は
一
一
、
八
六
九
人
だ
が
昭
和
十
九
年
に
は
六
、
八
九
七
人
、
二
十
年
に
は

二
、
七
二
四
人
ま
で
減
少
し
て
い
る
。

（
25
）　
「
上
伊
那
図
書
館
設
立
趣
意
書
」
第
二
章
は
目
的
と
し
て
「
本
図
書
館
は
文
化
の
普
及
発

達
を
計
る
が
為
め
、
図
書
館
の
設
置
、
公
会
堂
の
設
置
、
博
物
館
の
設
置
、
講
演
会
の
開
催
其

他
教
育
に
関
す
る
事
業
の
研
究
及
施
設
を
な
す
」
と
し
て
お
り
、
建
物
構
成
と
同
様
、
様
々
な

目
的
を
持
つ
施
設
で
あ
る（『
財
団
法
人
上
伊
那
図
書
館
三
十
年
史
』
註（
2
）参
照
）。

（
26
）　

借
用
検
討
当
初
は
消
毒
室
に
最
重
要
品
を
入
れ
、
消
毒
室
と
書
庫
の
一
部
を
借
用
す
る
予

定
と
し
て
い
た（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）。

（
27
）　

三
澤
家
住
宅
母
屋
は
昭
和
四
十
六
年
神
奈
川
県
川
崎
市
に
日
本
民
家
園
内
に
移
築
さ
れ

て
い
る（
神
奈
川
県
指
定
重
要
文
化
財
）。
三
澤
家
に
つ
い
て
は
『
旧
三
澤
家
住
宅
』〈
日
本
民

家
園
収
蔵
品
目
録
四
〉（
川
崎
市
立
日
本
民
家
園　

二
〇
〇
五
年
七
月
）、
野
呂
瀬
正
男
『
日

本
民
家
園
草
創
期
の
記
憶
─
旧
三
澤
家
住
宅
・
旧
工
藤
家
住
宅
』（
川
崎
市
立
日
本
民
家
園　

二
〇
〇
六
年
三
月
）を
参
照
し
た
。

（
28
）　

池
上
勲
に
つ
い
て
『
上
伊
那
図
書
館
三
十
年
史
』
で
は
昭
和
八
年
二
月
七
日
〜
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日
書
記
、
同
年
四
月
一
日
よ
り
司
書
と
記
録
す
る（『
財
団
法
人
上
伊
那
図
書
館

三
十
年
史
』
註（
2
）参
照
）。

（
29
）　
『
伊
那
町
日
誌
綴
』
昭
和
十
九
年
五
月
十
六
日
条（「
伊
那
町
日
誌
綴
」
註（
2
）参
照
）。

（
30
）　

第
二
次
世
界
大
戦
下
の
美
術
品
疎
開
に
つ
い
て
左
記
の
文
献
を
参
照
し
た
。
美
術
品
疎
開

は
昭
和
十
六
年
一
月
二
十
四
日
東
京
帝
室
博
物
館
に
お
け
る
「
戦
時
防
空
対
策
と
し
て
美
術
品

を
分
散
疎
開
す
る
案
」
の
協
議
に
開
始
し
、
二
月
十
日
に
大
臣
宛
提
出
さ
れ
た
「
有
事
の
際
の

美
術
品
等
の
処
置
に
付
い
て
伺
」
が
初
頭
と
さ
れ
て
い
る
。

大
窪
太
朗
「
疎
開
か
ら
展
覧
会
へ
」（『
書
陵
部
紀
要
』
第
一
号　

宮
内
庁
書
陵
部　

昭
和

二
十
六
年
三
月
）。

東
京
国
立
博
物
館
編
『
博
物
館
の
思
ひ
出
』　

東
京
国
立
博
物
館　

昭
和
四
十
七
年
十
一
月
。

東
京
国
立
博
物
館
編
『
東
京
国
立
博
物
館
百
年
史
』　

東
京
国
立
博
物
館　

昭
和
四
十
八
年
三

月
。

辻
本
直
男
「
日
本
の
宝
物
疎
開
─
東
京
帝
室
博
物
館
の
苦
心
」（『
歴
史
と
人
物
』
百
三
十
七
号

　

中
央
公
論
社　

一
九
八
二
年
十
二
月
）。

鈴
木
良
「
太
平
洋
戦
争
と
文
化
財
」（『
歴
史
地
理
教
育
』
三
六
六
号　

歴
史
地
理
教
育
者
協
議

会　

一
九
八
四
年
四
月
）。

武
末
勤
「
太
平
洋
戦
争
と
奈
良
の
「
国
宝
」
疎
開
」（『
歴
史
地
理
教
育
』
四
五
一
号　

歴
史
教
育

者
協
議
会　

一
九
八
九
年
十
二
月
）。

『
奈
良
国
立
博
物
館
百
年
の
歩
み
』　

奈
良
国
立
博
物
館　

平
成
七
年
四
月
。

武
末
勤
「
太
平
洋
戦
争
と
帝
室
御
物
の
疎
開
」（『
歴
史
評
論
』
五
七
三
号　

校
倉
書
房　

一
九
九
八
年
一
月
）。

森
泉
海
「
戦
時
下
に
お
け
る
東
京
帝
室
博
物
館
資
料
の
保
存
と
展
示
」（『
國
學
院
大
學
博
物
館

學
紀
要
』
第
三
十
三
輯　

國
學
院
大
學
博
物
館
学
研
究
室　

平
成
二
十
一
年
三
月
）。



徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

七
九

椎
名
仙
卓
『
近
代
日
本
と
博
物
館
─
戦
争
と
文
化
財
保
護
』　

雄
山
閣　

二
〇
一
〇
年
十
二
月
。

三
島
貴
雄
「
東
京
帝
室
博
物
館
に
お
け
る
文
化
財
疎
開
の
概
要
と
新
出
資
料
に
つ
い
て
─
「
翁

島
疎
開
日
誌
」（
仮
称
）の
紹
介
を
中
心
に
」（『M

U
SEU

M

』
六
一
六
号　

東
京
国
立
博
物
館　

平
成
二
十
年
十
月
）。

（
31
）　

現
在
確
認
さ
れ
る
最
初
の
記
録
は
昭
和
十
六
年
二
月
八
日
付
美
術
館
主
任
近
藤
真
太
郎
か

ら
尾
張
徳
川
家
家
令
鈴
木
信
吉
宛
「
定
光
寺
経
蔵
・
宝
庫
等
調
査
の
件
」（「
什
宝
疎
開
関
係
書

類
」
註（
2
）参
照
）で
あ
る
。

（
32
）　

太
田
正
弘
編
『
定
光
寺
誌
』　

応
夢
山
定
光
寺　

一
九
八
五
年
三
月
。

瀬
戸
市
歴
史
民
俗
資
料
館
『
特
別
企
画
展
図
録　

定
光
寺
宝
物
展　

定
光
寺
か
ら
み
る
瀬
戸
の

歴
史
』　

瀬
戸
市
歴
史
民
俗
資
料
館　

二
〇
〇
〇
年
十
月
。

（
33
）　
『
定
光
寺
誌
』
五
五
頁（
註（
32
）参
照
）、
中
島
学
「
定
光
寺
略
史
」『
特
別
企
画
展
図
録　

定
光
寺
宝
物
展
─
定
光
寺
か
ら
み
る
瀬
戸
の
歴
史
』
四
〜
八
頁（
註（
32
）参
照
）。

（
34
）　

昭
和
十
六
年
三
月
二
十
二
日
付
美
術
館
主
任
近
藤
真
太
郎
よ
り
総
務
部
宛
「
定
光
寺
に
関

す
る
件
」（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）。

（
35
）　

昭
和
十
六
年
四
月
二
十
六
日
付
総
務
部
長
五
味
末
吉
よ
り
美
術
品
主
任
近
藤
真
太
郎
宛
書

簡
及
び
昭
和
十
六
年
五
月
十
三
日
付
美
術
館
主
任
近
藤
真
太
郎
よ
り
総
務
部
御
中
「
定
光
寺
工

事
着
工
の
件
」（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）。

（
36
）　

昭
和
十
六
年
五
月
二
十
五
日
付
美
術
館
主
任
近
藤
真
太
郎
よ
り
総
務
部
御
中
「
美
術
館
什

宝
目
録
送
付
の
件
」、
昭
和
十
六
年
六
月
三
日
付
総
務
部
よ
り
徳
川
美
術
館
御
中
「
美
術
館
什

宝
搬
出
計
画
に
関
す
る
件
」（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）。

（
37
）　

昭
和
十
六
年
十
月
十
四
日
付
美
術
品
主
任
近
藤
真
太
郎
よ
り
総
務
部
御
中（「
什
宝
疎
開
関

係
書
類
」
註（
2
）参
照
）。

什
宝（
美
術
館
、
残
留
共
）非
常
搬
出
準
備
荷
造
り
は
、
刀
剣
、
写
真
等
特
別
に
容
器

作
製
の
必
要
あ
る
も
の
を
除
き
、
大
体
終
了
致
候
に
付
御
報
告
申
上
候

（
38
）　

昭
和
十
八
年
十
月
五
日
付
美
術
館
主
任
よ
り
総
務
部
御
中
「
貴
重
什
宝
保
護
措
置
に
関
す

る
件
」（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）。

（
39
）　

昭
和
十
八
年
九
月
十
八
日
付
総
務
部
よ
り
徳
川
美
術
館
主
任
宛
指
示
書（「
什
宝
疎
開
関
係

書
類
」
註（
2
）参
照
）。

（
40
）　

昭
和
十
八
年
十
月
五
日
付
美
術
館
主
任
よ
り
総
務
部
御
中
「
貴
重
什
宝
保
護
措
置
に
関
す

る
件
」（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）添
付
。

（
41
）　

昭
和
十
六
年
九
月
四
日
付
美
術
館
主
任
近
藤
真
太
郎
よ
り
総
務
部
御
中
「
什
宝
移
転
運
搬

車
に
関
す
る
件
」（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）に
は
左
記
の
通
り
あ
る
。

什
宝
移
転
運
搬
車
ノ
件
ニ
関
シ
九
月
二
日
附
御
照
会
相
成
候
処
、
目
下
ニ
於
テ
モ
「
ト

ラ
ッ
ク
」
ハ
中
々
手
ニ
入
ラ
ズ
、
馬
車
ト
雖
モ
相
当
困
難
ニ
有
之
、
此
頃
定
光
寺
ヘ
物

品
ヲ
送
ル
際
シ
テ
モ
各
方
面
ニ
亘
リ
依
頼
セ
ル
モ
間
ニ
合
ハ
ズ
、
結
局
竹
中
工
務
店
ヲ

煩
ハ
シ
タ
ル
次
第
ニ
候
、
該
店
ナ
ラ
バ
馬
車
ノ
二
輌
位
ハ
融
通
ヲ
気
ク
コ
ト
出
来
得
ル

ア
ラ
ン
モ
、
其
他
ニ
テ
ハ
先
ツ
入
手
困
難
ト
存
候
、
故
ニ
運
搬
機
関
ト
シ
テ
ハ
此
馬
車

ト
「
リ
ヤ
カ
ー
」
ニ
ヨ
ル
ヨ
リ
外
ナ
カ
ラ
ン
カ
ト
存
候
、
如
カ
モ
一
日
ニ
一
回
ヨ
リ
運

ビ
得
ザ
ル
ベ
ク
輸
送
力
ハ
余
り
多
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
存
候

（
42
）　

昭
和
十
八
年
九
月
三
日
付
総
務
部
よ
り
美
術
館
主
任
宛
指
示
に
よ
り
、
九
月
七
日
か
ら

十
三
日
ま
で
定
光
寺
の
一
週
間
の
湿
度
が
記
録
さ
れ
た
。
十
四
日
、
美
術
館
主
任
近
藤
真
太
郎

は
納
骨
堂
は
普
段
よ
り
湿
度
が
高
い
と
予
想
し
て
い
た
が
、
収
蔵
場
所
は
若
干
乾
燥
し
て
い
る

も
の
と
思
っ
て
い
た
が
、
湿
度
百
パ
ー
セ
ン
ト
に
は
驚
い
た
、
と
総
務
部
に
報
告
し
て
い
る
。

そ
の
後
十
月
十
一
日
ま
で
の
湿
度
記
録
が
記
録
用
紙
を
添
え
て
残
さ
れ
て
い
る（
昭
和
十
八
年

九
月
二
十
一
日
、
二
十
八
日
、
十
月
二
日
、
十
二
日
付
美
術
館
主
任
よ
り
総
務
部
御
中
報
告

「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）。

（
43
）　

昭
和
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日
付　

蓬
左
文
庫
主
任
森
川
鉉
二
起
案
総
務
部
宛
「
貴
重
図

書
保
管
に
関
す
る
件
」（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）。

敵
機
ノ
我
本
土
空
襲
ハ
今
ヤ
時
日
ノ
問
題
ト
ナ
リ
タ
リ
。
此
際
当
文
庫
ニ
於
テ
ハ
所
蔵

セ
ル
貴
重
図
書
ノ
内
最
モ
貴
重
ト
シ
テ
取
扱
ハ
ル
ヽ
モ
ノ
ヲ
空
襲
ニ
対
シ
テ
安
全
ナ
ル

地
帯
ニ
移
シ
保
管
ス
ル
ヲ
最
善
ノ
策
ト
ナ
ス

幸
ヒ
ニ
モ
長
野
県
上
伊
那
軍
伊
那
町
ニ
ア
ル
上
伊
那
図
書
館
ハ
財
団
法
人
ノ
組
織
ニ
シ

テ
建
物
ハ
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
建
築
ナ
リ
、
場
所
モ
火
災
ノ
憂
ヒ
ナ
キ
所
ニ
ア
リ
テ
保

管
箇
所
ト
シ
テ
最
適
ノ
条
件
ヲ
具
ヘ
タ
リ
、
且
ツ
交
渉
ノ
結
果
、
保
管
承
諾
ノ
返
事
ヲ

得
タ
リ

（
44
）　

昭
和
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日
付
鈴
木
信
吉
よ
り
近
藤
真
太
郎
宛
書
簡
「
雑
覚
」（
財
団
総

務
部
管
理　

財
団
史L95

）。

（
45
）　
『
財
団
法
人
上
伊
那
図
書
館
三
十
年
史
』
一
〇
九
〜
一
〇
頁（
註（
2
）参
照
）。
尚
、
引
用



徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

八
〇

文
に
続
い
て
以
下
の
通
り
記
さ
れ
る
。

本
年
三
月
、
蓬
左
文
庫（
東
京
目
白
の
徳
川
義
親
侯
家
内
）の
図
書
、
徳
川
美
術
館（
名

古
屋
）の
美
術
品
到
着
格
納
す
。
然
し
て
尚
重
要
な
る
美
術
品
多
数
あ
り
て
、
疎
開
希

望
に
付
、
近
年
一
般
閲
覧
者
の
減
少
に
よ
り
、
一
般
閲
覧
室
に
余
裕
を
生
ぜ
し
故
、
円

柱
を
境
と
し
て
板
壁
に
て
遮
断
し
て
、
北
側
を
貸
与
す
る
こ
と
と
せ
り
。（
同
遮
断
部

は
将
来
女
子
閲
覧
室
と
し
て
使
用
す
る
予
定
）、
疎
開
に
要
す
る
費
用
は
全
部
先
方
持
、

工
作
物
は
疎
開
終
了
後
は
本
館
に
寄
附
す
る
を
条
件
と
し
、
貸
与
料
年
額
五
百
円
と
せ

り
。
但
し
三
ケ
年
間
、
三
ケ
年
後
は
改
新
の
こ
と
。

昭
和
二
十
年
一
月
十
六
日
の
理
事
会
に
お
い
て
も
協
議
事
項
の
三
で
徳
川
黎
明
会
の
疎
開
に
つ

き
仁
科
理
事
長
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（
一
一
一
頁
）。
理
事
会
に
向
け
て

中
村
司
書
と
森
川
が
上
伊
那
図
書
館
に
徳
川
黎
明
会
か
ら
図
書
を
寄
贈
す
る
こ
と
に
関
し
て
相

談
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
内
容
と
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

（
46
）　

昭
和
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日
付
鈴
木
信
吉
よ
り
近
藤
真
太
郎
宛
書
簡（「
雑
覚
」
財
団
総

務
部
管
理　

財
団
史L95

）。

（
47
）　

昭
和
十
九
年
三
月
十
七
日
付
「
美
発
一
八
号　

什
宝
受
領
格
納
の
為
め
伊
那
町
へ
出
張
」

「
美
術
館
什
宝
非
常
搬
出
書
類
」（
財
団
総
務
部
管
理　

財
団
史L61
）。
発
着
時
程
は
大
曾
根
駅

二
十
日
午
後
二
時
三
十
九
分
発
、
多
治
見
午
後
四
時
二
十
八
分
着
、
同
五
時
三
十
分
発
、
中
津

八
時
七
分
着
、
同
八
時
四
十
七
分
発
、
福
島
十
時
四
十
四
分
着
、
同
十
一
時
十
四
分
発
、
塩
尻

二
十
一
日
午
前
〇
時
四
十
分
着
、
同
午
前
一
時
五
十
二
分
発
、
辰
野
二
時
三
十
分
着
、
同
三
時

五
十
七
分
発
、
伊
那
着
午
前
四
時
四
十
分
で
あ
る
。

（
48
）　
「
伊
那
町
日
誌
綴
」
昭
和
十
九
年
三
月
二
十
日
、
二
十
一
日（
註（
2
）参
照
）、
昭
和
十
九

年
三
月
二
十
日
付
電
報
、
昭
和
十
九
年
三
月
二
十
日
付
美
術
館
主
任
よ
り
総
務
部
御
中
「
美
発

二
十
号　

什
宝
輸
送
に
関
す
る
件
」（
以
上
二
件
「
美
術
館
什
宝
非
常
搬
出
書
類
」
註（
2
）参

照
）、
昭
和
十
九
年
三
月
二
十
一
日
付
森
川
鉉
二
よ
り
鈴
木
信
吉
宛
書
簡（「
什
宝
疎
開
関
係
書

類
」
註（
2
）参
照
）。
移
動
品
は
第
一
号（
長
持
）─
歌
書
一
点
、
巻
物
九
点
、
掛
物
九
点
、
第

二
号（
長
持
）─
掛
物
十
五
点
、
第
三
号（
長
持
）─
掛
物
六
点
、
真
珠
団
扇
一
点
、
手
箱
一
点
、

文
房
具
一
点
、
盆
石
一
点
、
花
活
一
点
、
第
四
号（
長
持
）─
香
炉
二
点
、
茶
入
八
点
、
茶
杓
一

点
、
天
目
台
三
点
、
盆
三
点
、
第
五
号（
長
持
）─
茶
碗
十
三
点
、
塵
壺
一
点
、
第
六
号
─
花
活

の
一
部
、
水
指
三
点
、
第
七
号（
木
箱
）─
後
二
条
天
皇
詞
書
絵
巻
、
第
八
号（
木
箱
）─
源
氏
物

語
絵
巻
、
第
九
号
─
源
氏
物
語
絵
巻
、
第
十
号
─
源
氏
物
語
絵
巻
、
第
十
一
号
─
刀
剣
二
十
三

点
、
装
剣
具
三
点
、
所
翁
牧
渓
龍
虎
と
あ
る（
昭
和
十
八
年
十
月
五
日
付
美
術
館
主
任
よ
り
総

務
部
宛
「
貴
重
什
宝
保
護
措
置
に
関
す
る
件
」
美
発
第
一
〇
四
号（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註

（
2
）参
照
）。
最
終
的
な
移
動
品
名
簿
は
昭
和
十
九
年
四
月
十
八
日
美
術
館
主
任
よ
り
総
務
部

宛
提
出
さ
れ
た（「
第
一
回
疎
開
什
宝
品
名
簿
提
出
の
件
」「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参

照
）。

（
49
）　
「
伊
那
町
日
誌
綴
」
註（
2
）参
照
。

（
50
）　
「
伊
那
町
日
誌
綴
」
三
月
二
十
一
日（
註（
2
）参
照
）。
中
村
弥
紋
太
は
上
伊
那
図
書
館
で

昭
和
五
年
八
月
十
九
日
司
書
任
命
、
昭
和
二
十
年
三
月
三
日
付
退
任
と
あ
る（『
財
団
法
人
上
伊

那
図
書
館
三
十
年
史
』
二
九
八
頁　

註（
2
）参
照
）。

（
51
）　
「
伊
那
町
日
誌
綴
」
註（
2
）参
照
。
昭
和
二
十
年
三
月
八
日
付
で
職
員
全
員
に
疎
開
先
住

所
、連
絡
先
、担
当
者
の
名
前
な
ど
告
知
さ
れ
る
の
と
同
時
に
出
張
員
当
番
日
制
が
記
さ
れ
る
。

（
52
）　
「
伊
那
町
日
誌
綴
」、『
財
団
法
人
上
伊
那
図
書
館
三
十
年
史
』
註（
2
）参
照
。

（
53
）　

閲
覧
室
の
一
部
借
用
は
昭
和
十
九
年
四
月
五
日
に
は
合
意
し
た（『
財
団
法
人
上
伊
那
図
書

館
三
十
年
史
』
註（
2
）参
照
）。

（
54
）　

仕
切
製
作
は
伊
那
木
工
有
限
会
社（
長
野
県
上
伊
那
郡
伊
那
町
室
町　

専
務
取
締
役　

中

村
重
喜
）に
依
頼
さ
れ
た
。
四
月
十
八
日
に
は
大
工
と
仕
切
工
事
の
交
渉
を
開
始
、
五
月
一
日

に
閲
覧
室
仕
切
を
発
注
し
た
。
軍
の
注
文
品
を
優
先
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
の
中
で
、
伊
那
木

工
会
社
が
徳
川
家
の
疎
開
に
協
力
す
る
姿
勢
に
森
川
は
何
度
も
言
及
し
て
い
る
。
他
に
伊
那
木

工
会
社
に
は
蓬
左
文
庫
第
二
次
疎
開
用
の
図
書
箱
八
十
箱
、
美
術
館
第
三
次
疎
開
用
箱
、
三
澤

倉
庫
抜
軒
等
が
依
頼
さ
れ
た（「
伊
那
町
日
誌
綴
」
五
月
十
七
日　

註（
2
）参
照
）、
昭
和
十
九

年
六
月
二
十
三
日
付
森
川
よ
り
五
味
末
吉
宛
書
簡（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）、

昭
和
二
十
年
三
月
八
日
「
什
宝
并
図
書
疎
開
先
及
関
係
者
に
付
職
員
総
て
熟
知
に
関
す
る
件
」

（「
往
復
文
書
綴
」
註（
2
）参
照
）。

（
55
）　

昭
和
十
九
年
七
月
二
日
に
「
徳
川
美
術
館
第
二
次
疎
開
美
術
品
近
日
中
に
一
部
到
着
の
予

定
。
閲
覧
室
の
工
事
未
完
成
の
た
め
一
時
婦
人
閲
覧
室
に
仮
格
納
入
の
こ
と
」
と
あ
る
。
ま
た

翌
三
日
に
「
名
古
屋
美
術
館
疎
開
品
来
る
四
日
発
送
五
日
朝
到
着
の
予
定
通
知
あ
り
。
婦
人
閲

覧
室
へ
仮
搬
入
に
つ
き
、
一
般
閲
覧
室
工
事
完
成
ま
で
婦
人
閲
覧
中
止（
今
月
三
十
日
迄
）」
と

あ
る（『
財
団
法
人
上
伊
那
図
書
館
三
十
年
史
』
註（
2
）参
照
）。



徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

八
一

（
56
）　

昭
和
十
九
年
七
月
一
日
付
近
藤
真
太
郎
よ
り
鈴
木
家
令
宛
書
簡
に
は
以
下
の
通
り
あ
る

（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）。

一
、
図
書
館
の
間
仕
切
り
化
工
事
は
現
場
に
て
は
未
着
手
の
由
に
候
、
何
れ
他
の
所
に

て
木
取
り
作
業
中
の
こ
と
ゝ
は
考
へ
ら
る
ゝ
、
森
川
氏
先
発
の
為
め
会
ふ
こ
と
能
は
さ

り
し
を
以
て
作
業
の
進
捗
程
度
は
不
明
な
り
と

一
、
図
書
館
婦
人
閲
覧
室
は
長
さ
約
四
間
半
余
、
約
二
間
半
位
の
大
さ
あ
る
に
、
入
口

の
幅
約
二
尺
五
寸
位
に
候
へ
は
、
其
れ
以
下
の
も
の
に
あ
ら
さ
れ
は
収
容
し
得
さ
る
由

に
候
、
又
此
室
の
机
、
腰
掛
等
は
未
た
其
侭
な
る
も
、
之
は
何
時
に
て
も
他
の
場
所
へ

片
付
け
得
ら
れ
る
へ
し
と

（
57
）　

昭
和
十
九
年
七
月
四
日
付
美
術
館
主
任
よ
り
総
務
部
御
中
「
疎
開
什
宝
積
込
に
関
す
る

件
」（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）。

（
58
）　

昭
和
十
九
年
七
月
四
日
、
五
日
「
伊
那
町
日
誌
綴
」（
註（
2
）参
照
）。

（
59
）　

昭
和
十
九
年
七
月
三
十
日
付
美
発
第
六
八
号
報
告
「
第
二
回
疎
開
什
宝
品
名
簿
」、
八
月

十
二
日
付
美
術
館
主
任
よ
り
総
務
部
御
中
「
第
二
回
疎
開
什
宝
の
残
部
、
輸
送
に
関
す
る
件
」

（
以
上
二
件
「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）、
八
月
十
五
日
、
十
六
日
「
伊
那
町
日
誌

綴
」（
註（
2
）参
照
）。

（
60
）　

一
月
二
十
三
日
の
空
襲
で
は
爆
風
で
大
曾
根
邸
雨
戸
や
硝
子
障
子
な
ど
が
離
脱
、
破
損
。

三
号
倉
庫
扉
も
爆
風
で
戸
締
り
が
出
来
な
く
な
っ
た（「
御
用
留
」
註（
2
）参
照
）。

（
61
）　

昭
和
二
十
年
一
月
二
十
四
日
付
美
術
館
主
任
・
名
古
屋
別
邸
主
任
よ
り
総
務
部
・
本
邸
庶

務
課
御
中
「
美
発
第
三
号　

第
三
回
什
宝
疎
開
に
関
す
る
件
」（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」、「
往

復
文
書
綴
」
以
上
二
件　

註（
2
）参
照
）、
昭
和
二
十
年
一
月
二
十
七
日
「
美
発
第
四
号　

第

三
回
輸
送
に
関
す
る
件
」（「
往
復
文
書
綴
」
註（
2
）参
照
）、
昭
和
二
十
年
一
月
二
十
七
日
付

美
術
館
主
任
よ
り
総
務
部
御
中
「
美
術
館
第
三
回
疎
開
什
宝
格
納
に
関
す
る
件
」（「
什
宝
疎
開

関
係
書
類
」、「
往
復
文
書
綴
」　

註（
2
）参
照
）、『
財
団
法
人
上
伊
那
図
書
館
三
十
年
史
』（
註

（
2
）参
照
）。

（
62
）　

五
月
十
一
日
付
鈴
木
信
吉
よ
り
近
藤
真
太
郎
宛
書
簡
で
必
要
が
あ
れ
ば
さ
ら
に
疎
開
さ
せ

る
か
と
の
提
案
に
対
し
て
の
返
答
と
し
て
「
什
宝
は
重
要
な
る
も
の
は
既
に
略
疎
開
を
完
了
し
、

一
段
落
と
相
成
居
り
、
目
下
名
古
屋
に
現
存
中
の
も
の
は
、
輸
送
す
る
に
困
難
な
る
、
多
く
は

大
型
物（
初
音
調
度
中
の
書
棚
、
机
等
）の
み
に
候
、
之
を
疎
開
致
す
と
す
れ
ば
伊
那
町
図
書
館

及
び
三
澤
倉
庫
は
格
納
余
地
な
き
た
め
、
別
に
安
全
な
る
格
納
場
所
の
選
定
を
要
す
へ
く
候
、

又
残
存
什
宝（
大
体
美
術
館
と
し
て
は
第
三
流
以
下
の
も
の
）を
伊
那
町
へ
出
張
す
る
度
毎
に
現

送
す
る
と
せ
ば
、
目
下
列
車
内
人
の
手
荷
物
等
万
事
輻
輳
せ
る
関
係
上
、
客
車
内
へ
荷
物
を
持

込
む
こ
と
は
頗
る
困
難
な
る
の
み
な
ら
ず
、
輸
送
途
中
盗
難
の
憂
へ
あ
る
現
状
に
鑑
み
、
且
又

伊
那
町
図
書
館
格
納
の
余
地
な
き
た
め
、
せ
い
ぜ
い
小
型
一
、
二
点
の
程
度
に
留
り
可
申
能
率

の
上
ら
ざ
る
事
と
存
候
」
と
返
答
し
て
い
る（
昭
和
二
十
年
五
月
二
十
二
日
付
近
藤
真
太
郎
よ

り
鈴
木
信
吉
宛
書
簡
「
往
復
文
書
綴
」
註（
2
）参
照
）。

（
63
）　

昭
和
十
九
年
九
月
四
日
〜
十
日
、
上
伊
那
図
書
館
昭
和
十
九
年
度
及
び
昭
和
二
十
年
度
日

誌（『
財
団
法
人
上
伊
那
図
書
館
三
十
年
史
』
註（
2
）参
照
）。

（
64
）　

昭
和
十
九
年
十
月
六
日
・
七
日
、
昭
和
二
十
年
二
月
二
十
八
日
上
伊
那
図
書
館
昭
和
十
九

年
度
及
び
昭
和
二
十
年
度
日
誌（『
財
団
法
人
上
伊
那
図
書
館
三
十
年
史
』
註（
2
）参
照
）。

（
65
）　

東
京
産
業
大
学（
現
在
の
一
橋
大
学
）の
ギ
ル
ケ
文
庫
、
メ
ン
ガ
ー
文
庫
等
の
疎
開
に
つ
い

て
、
一
橋
大
学
附
属
図
書
館
学
術
情
報
課
林
哲
也
氏
及
び
上
伊
那
創
造
館
学
芸
員
濱
慎
一
氏
の

御
教
示
を
受
け
た
。

川
崎
操
「
本
の
お
守
り
で
四
十
年
」（『
一
橋
大
学
附
属
図
書
館
史
』
一
橋
大
学　

一
九
七
五
年

十
月　

一
三
五
頁
〜
一
五
〇
頁
）。

「
学
園
史
─1951

」（『
一
橋
大
学
の
歩
み
─
キ
ー
ワ
ー
ド
で
知
る
学
園
史
』〈
平
成
二
十
一
年
度

一
橋
大
学
附
属
図
書
館
企
画
展
示
〉
一
橋
大
学
附
属
図
書
館　

二
〇
〇
九
年
十
月　

五
頁
。

尚
、『
財
団
法
人
上
伊
那
図
書
館
三
十
年
史
』（
註（
2
）参
照
）に
よ
れ
ば
昭
和
二
十
年
一
月
十
三

日
に
同
文
庫
疎
開
の
最
初
の
依
頼
が
あ
り
、
二
月
十
一
日
に
蓬
左
文
庫
主
任
森
川
と
相
談
の
上

徳
川
黎
明
会
側
は
事
務
室
と
し
て
使
用
が
決
定
し
て
い
た
婦
人
閲
覧
室
の
譲
渡
を
決
定
、
三
月

十
一
日
婦
人
閲
覧
室
に
メ
ン
ガ
ー
文
庫
が
格
納
、
三
月
三
十
一
日
四
階
参
考
室
に
ギ
ル
ケ
文
庫

が
格
納
さ
れ
た
。
終
戦
後
進
駐
軍
占
領
下
の
十
一
月
十
七
、
十
八
日
に
両
文
庫
は
東
京
に
返
送

さ
れ
た
。

　
「
伊
那
町
日
誌
綴
」（
註（
2
）参
照
）に
も
二
月
十
一
日
の
相
談
を
は
じ
め
、
疎
開
復
帰
ま
で
の

東
京
産
業
大
学
山
口
助
教
授
の
来
館
、
格
納
、
曝
書
等
が
記
録
さ
れ
る
。

（
66
）　

上
伊
那
図
書
館
昭
和
十
九
年
度
及
び
昭
和
二
十
年
度
日
誌（『
財
団
法
人
上
伊
那
図
書
館

三
十
年
史
』
註（
2
）参
照
）。

（
67
）　

昭
和
二
十
年
七
月
五
日
付
森
川
よ
り
鈴
木
信
吉
、
五
味
末
吉
宛
書
簡（「
什
宝
疎
開
関
係
書



徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

八
二

類
」（
註（
2
）参
照
）、
二
月
十
六
日
「
伊
那
町
日
誌
綴
」（
註（
2
）参
照
）。

此
度
着
任
以
来
、
伊
那
町
飛
行
場
ニ
テ
ハ
練
習
機
一
台
モ
飛
バ
ズ
、
今
朝
始
メ
テ
戦
闘

機
数
飛
ビ
居
タ
リ
、
聞
ク
所
ニ
寄
レ
バ
、
当
地
ノ
飛
行
場
モ
改
メ
テ
陸
軍
ノ
基
地
ト
ナ

リ
、
工
事
ヲ
改
修
シ
ツ
ヽ
ア
リ
ト
ノ
説
ア
リ

同　

五
月
二
十
二
日（
火
）

大
萱
ニ
中
島
飛
行
機
製
作
所
起
工
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
云
フ
、
伊
那
町
ヨ
リ
直
径
四
キ
ロ
位

ナ
ラ
ン
カ
？　

飛
行
機
組
立
工
場
ニ
シ
テ
出
来
上
リ
ノ
機
ヲ
其
地
点
ニ
作
ラ
レ
タ
ル
、

活（
滑
）走

路
ヨ
リ
飛
行
サ
セ
ル
ト
ノ
事
ナ
リ
、
伊
那
町
空
襲
ノ
実
現
ハ
確
実
ト
シ
テ
ノ
考

慮
ヲ
要
ス

（
68
）　

昭
和
二
十
年
五
月
二
十
三
日
「
伊
那
町
日
誌
綴
」（
註（
2
）参
照
）。

図
書
館
防
空
計
画
ニ
就
テ
中
村
司
書
ト
打
合
セ
、
夜
中
木
工
会
社
中
村
専
務
宅
ヲ
訪

問
、
計
画
ニ
就
テ
協
力
ヲ
乞
フ

『
財
団
法
人
上
伊
那
図
書
館
三
十
年
史
』（
註（
2
）参
照
）に
も
こ
の
打
ち
合
わ
せ
の
他
、
森
川
が

天
井
裏
に
這
入
る
な
ど
し
て
図
書
館
構
造
の
強
度
を
確
認
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
69
）　
「
伊
那
町
日
誌
綴
」
に
は
図
書
館
宿
直
が
開
錠
し
た
ま
ま
に
不
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
何
回

か
記
録
さ
れ
、
ま
た
連
絡
が
な
い
ま
ま
に
開
館
し
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
緊
急
時
に
対
応
す
る

必
要
性
か
ら
徳
川
黎
明
会
職
員
が
宿
直
す
る
こ
と
を
決
め
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
伊
那
へ
の
往

復
切
符
は
徳
川
美
術
館
で
は
名
古
屋
駅
に
毎
回
依
頼
文
を
送
り
、
発
行
を
依
頼
し
て
い
た
。
名

古
屋
で
は
切
符
の
手
配
が
つ
い
て
い
た
が
東
京
で
は
入
手
が
難
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
蓬
左

文
庫
森
川
は
名
古
屋
に
切
符
を
何
度
か
依
頼
し
て
い
る
他
、
七
月
伊
那
入
り
の
列
車
切
符
の
手

配
が
つ
か
な
か
っ
た
の
か
目
白
か
ら
自
転
車
で
伊
那
へ
向
か
っ
た（
昭
和
二
十
年
七
月
五
日
付

森
川
よ
り
鈴
木
信
吉
、
五
味
末
吉
宛
書
簡
「
伊
那
町
日
誌
綴
」
註（
2
）参
照
）。

（
70
）　

昭
和
二
十
年
六
月
十
九
日
付
森
川
鉉
二
宛
「
証
明
書
」
に
「
右
者
今
回
長
野
県
上
伊
那
郡

伊
那
町
に
疎
開
せ
る
蓬
左
文
庫
の
処
理
の
為
、
伊
那
町
勤
務
を
命
じ
た
り
、
右
証
明
す
」
と
あ

る（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）。
ま
た
美
術
館
野
田
芳
太
郎
か
ら
は
昭
和
二
十
年

七
月
三
日
付
五
味
末
吉
総
務
部
長
宛
書
簡
に
「
去
十
八
日
付
御
辞
令
難
有
拝
受
仕
候
、
以
上
は

森
川
殿
と
協
力
致
し
一
層
注
意
管
理
可
致
候
」
と
あ
る（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参

照
）。

（
71
）　

昭
和
二
十
年
五
月
二
十
九
日
に
「
扇
子
屋
ニ
テ
モ
配
給
物
僅
少
ナ
ル
為
、
昨
年
来
、
来
泊

者
ヨ
リ
一
食
分
一
合
二
尺
宛
ノ
米
ヲ
持
参
セ
シ
メ
居
タ
ル
ガ
徳
川
家
ノ
者
ニ
対
シ
テ
ハ
出
来
ル

限
リ
便
宜
ヲ
与
ヘ
呉
レ
タ
ル
ガ
、
来
月
ヨ
リ
ハ
セ
メ
テ
米
一
食
分
一
合
ニ
テ
宜
シ
キ
故
、
持
参

セ
ラ
レ
タ
シ
ト
申
シ
出
デ
タ
リ
」
と
あ
る（「
伊
那
町
日
誌
綴
」
註（
2
）参
照
）。
昭
和
二
十
年

六
月
十
七
日
付
美
術
館
よ
り
総
務
部
御
中
「
伊
那
町
出
張
員
食
料
に
関
す
る
件
」
で
は
家
庭
で

も
一
日
一
人
米
二
合
一
勺
の
配
給
で
あ
り
、「
今
月
は
半
分
以
上
代
替
品（
大
豆
、
芋
切
、
パ
ン

等
）を
交
付
せ
ら
れ
米
支
給
は
非
常
に
少
な
」
く
、
出
張
員
に
米
を
持
参
さ
せ
る
こ
と
は
到
底

困
難
と
し
て
い
る（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）。

　

昭
和
二
十
年
七
月
二
日
森
川
は
三
澤
倉
庫
近
隣
に
宿
直
す
る
場
所
を
借
り
ら
れ
る
か
ど
う
か

の
交
渉
を
行
い（「
伊
那
町
日
誌
綴
」
註（
2
）参
照
）、
五
日
に
鈴
木
と
五
味
に
手
紙
で
報
告
し

て
い
る
。
そ
の
中
で
食
糧
事
情
に
関
し
て
「
目
下
伊
那
町
に
て
は
、
自
家
の
畑
を
持
た
ざ
る
者

は
自
炊
し
て
生
活
す
る
こ
と
は
絶
対
に
不
可
能
な
り
、
疎
開
者
は
住
居
を
得
て
も
食
料
入
手
困

却
し
つ
つ
あ
り
」、「
野
田
氏
の
食
事
は
漸
く
小
生
の
親
戚
に
事
情
を
明
し
て
当
分
世
話
を
頼
む

事
と
せ
り
」
と
し
て
い
る（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）。
七
月
十
一
日
森
川
は
扇

子
屋
旅
館
を
引
き
上
げ
十
八
日
か
ら
館
内
で
宿
直
を
開
始
し
た
。
森
川
は
長
野
県
内
近
隣
に
い

く
つ
も
の
親
戚
が
お
り
、
出
身
が
こ
の
附
近
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
美
術
館
野
田
は

七
月
十
日
伊
那
に
赴
任
し
た
が
、
二
十
八
日
野
田
の
一
宮
の
家
は
全
焼
し
た
。
八
月
一
日
家
族

は
野
田
を
訪
ね
て
図
書
館
に
来
館
、
五
日
か
ら
伊
那
の
西
町
山
寺
宅
に
家
族
で
間
借
り
し
て

過
ご
し
た（
昭
和
二
十
年
八
月
三
日
、
五
日
、
六
日
「
伊
那
町
日
誌
綴
」
註（
2
）参
照
）、
昭
和

二
十
年
七
月
十
五
日
付
美
術
館
主
任
よ
り
総
務
部
御
中
「
野
田
書
記
来
名
報
告
の
件
」（「
往
復

文
書
綴
」
註（
2
）参
照
）。

（
72
）　

昭
和
二
十
年
九
月
二
十
二
日
付
総
務
部
よ
り
伊
那
在
勤
森
川
鉉
二
、
野
田
芳
太
郎
宛
書
簡

（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」（
新
財
団
史10023

財
団
総
務
部
管
理
）。

（
73
）　

九
月
二
十
五
日
野
田
は
伊
那
北
日
本
通
運
営
業
所
を
訪
ね
貨
物
列
車
指
定
取
扱
、
付
添

人
等
に
関
す
る
鉄
道
省
の
手
続
を
行
う
よ
う
依
頼
し
て
い
る（「
伊
那
町
日
誌
綴
」
註（
2
）参

照
）。
こ
の
時
点
で
大
曾
根
駅
は
貨
物
を
取
り
扱
っ
て
お
ら
ず
、千
草
駅
に
発
送
の
予
定
と
な
っ

て
い
る
。
同
内
容
は
九
月
二
十
六
日
付
森
川
、
野
田
よ
り
鈴
木
、
五
味
宛
書
簡
と
し
て
伝
え
ら

れ
る（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）。
九
月
三
十
日
鉄
道
省
よ
り
認
可（「
什
宝
疎
開

関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）、
美
術
館
と
の
発
送
打
ち
合
わ
せ
の
為
十
月
三
日
野
田
は
帰
名
、

五
日
に
伊
那
に
戻
っ
た（「
伊
那
町
日
誌
綴
」
註（
2
）参
照
）。 
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（
74
）　

十
月
十
三
日
午
前
八
時
日
本
通
運
が
荷
馬
車
を
引
き
連
れ
来
館
、
伊
那
北
駅
で
午
前
に
一

輌
、
午
後
に
一
輌
、
計
二
十
三
個
の
荷
物
が
積
み
込
ま
れ
た
。
十
四
日
に
野
田
は
名
古
屋
に
向

か
い
、
十
五
日
に
荷
物
は
大
曾
根
駅
に
到
着
、
手
車
五
輌
二
往
復
で
美
術
館
に
運
ば
れ
、
徳
川

家
新
倉
庫
に
格
納
さ
れ
た
。
十
月
十
三
日
、
十
四
日（「
伊
那
町
日
誌
綴
」
註（
2
）参
照
）。
昭

和
二
十
年
十
月
十
五
日
付
美
術
館
主
任
、
名
古
屋
別
邸
主
任
よ
り
総
務
部
、
本
邸
庶
務
課
御
中

（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）、
伊
那
野
田
よ
り
美
術
館
宛
電
報（「
往
復
文
書
綴
」

註（
2
）参
照
）。
第
二
回
返
送
の
二
十
六
個
は
昭
和
二
十
年
十
月
十
八
日
伊
那
町
駅
に
て
大
型

貨
車
二
輌
に
積
載
、
二
十
日
午
前
九
時
に
大
曾
根
駅
に
到
着
九
時
半
よ
り
積
卸
を
開
始
し
、
手

車
四
輌
二
往
復
で
美
術
館
に
運
搬
、
美
術
館
と
徳
川
家
新
倉
庫
に
格
納
さ
れ
た（
伊
那
森
川
よ

り
美
術
館
宛
電
報
「
往
復
文
書
綴
」
註（
2
）参
照
）。

（
75
）　

昭
和
二
十
年
十
月
十
九
日
付
野
田
よ
り
総
務
部
御
中
「
上
伊
那
図
書
館
へ
進
駐
軍
駐
屯
の

件
」（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）。

唯
今（
十
九
日
午
前
十
一
時
三
十
分
）亜
米
利
加
進
駐
軍
将
校
一
名
通
訳
及
伊
那
警
察

署
長
財
団
図
書
館
へ
来
館
せ
ら
れ
本
館
各
処
検
査
の
上（
当
方
疎
開
品
に
は
一
切
触
れ

ず
）階
下
の
備
付
器
具
等
二
階
へ
移
し
階
下
全
部
を
明
渡
さ
れ
た
き
旨
の
申
入
有
之
候
、

期
日
に
附
て
は
何
等
明
示
さ
れ
さ
る
も
近
日
中
な
る
事
勿
論
に
候
、
尚
ほ
、
炊
事
等
の

可
能
な
る
や
否
や
に
付
て
の
問
答
よ
り
推
究
ふ
す
る
に
少
人
数
の
駐
屯
と
存
ら
れ
候

追
て
警
察
署
員
の
談
に
よ
れ
は
、
本
日
の
検
査
は
準
備
検
査
に
し
て
明
日
本
検
査
あ
る

筈
に
候
由
、
当
方
疎
開
品
返
送
は
来
る
十
月
廿
三
日
第
三
回
出
発
の
予
定
に
御
座
候

（
是
れ
て
名
古
屋
よ
り
の
分
は
終
り
）東
京
よ
り
の
分
は
本
月
末
に
相
成
か
と
存
候
、
右

御
報
告
申
上
候

（
76
）　

昭
和
二
十
年
十
月
十
九
日
付
伊
那
図
書
館
野
田
よ
り
総
務
部
宛
電
報（「
什
宝
疎
開
関
係
書

類
」「
往
復
文
書
綴
」
以
上
二
件　

註（
2
）参
照
）。

明
日
図
書
館
ヘ
進
駐
軍
来
る
、
荷
物
残
り
三
澤
へ
移
す
予
定　

野
田

　

電
報
は
電
話
が
通
じ
な
い
場
合
に
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
東
京
─
名
古
屋
に
電
話
連
絡

が
と
れ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
77
）　
『
財
団
法
人
上
伊
那
図
書
館
三
十
年
史
』（
註（
2
）参
照
）。

（
78
）　

昭
和
二
十
年
十
月
二
十
三
日
野
田
よ
り
総
務
部
御
中
葉
書
、
昭
和
二
十
年
十
月
二
十
五
日

付
美
術
館
兼
名
古
屋
別
邸
主
任
よ
り
総
務
部
及
び
本
邸
庶
務
課
御
中
「
疎
開
什
宝
第
三
回（
最

後
の
分
）帰
着
に
関
す
る
件
」（
以
上
二
件
「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）。
蓬
左
文
庫

の
返
送
に
つ
い
て
は
森
川
よ
り
総
務
部
宛
葉
書
、
同
電
報（
以
上
二
件
「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」

註（
2
）参
照
）。

（
79
）　
「
国
宝
重
要
美
術
品
の
防
空
施
設
整
備
要
項
」（「
東
京
大
空
襲
・
戦
災
史
」
編
集
委
員

会
『
東
京
大
空
襲
・
戦
災
史
』
第
五
巻　

東
京
空
襲
を
記
録
す
る
会　

一
九
七
四
年
三
月　

六
六
二
頁
）。

第
一
、
方
針

国
宝
、
重
要
美
術
品
中
特
ニ
貴
重
ナ
ル
御
歴
代
ノ
宸
翰
、
勅
願
ノ
建
造
物
等
ヲ
始
メ
我

ガ
光
輝
ア
ル
国
史
ノ
徴
証
ナ
ル
諸
物
件
ニ
対
シ
速
カ
ニ
防
空
施
設
ヲ
実
施
シ
、
或
ハ
分

散
疎
開
セ
シ
メ
テ
空
襲
ニ
ヨ
ル
被
害
ヲ
最
小
限
度
ニ
防
止
ス
ル
コ
ト
ハ
啻
ニ
我
ガ
尊
厳

ナ
ル
国
体
ヲ
擁
護
ス
ル
タ
メ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
大
東
亜
ノ
文
化
建
設
上
必
須
ノ
要
務
タ
ル
ニ

依
リ
国
宝
、
重
要
美
術
品
中
其
ノ
危
険
地
域
ニ
所
在
シ
特
ニ
貴
重
ト
認
ム
ル
モ
ノ
ニ
付

緊
急
防
護
措
置
ヲ
講
ゼ
ン
ト
ス

第
二
、
措
置

一
、
建
造
物
ニ
対
シ
テ
ハ
偽
装
、
貯
水
池
、
防
火
防
弾
壁
ノ
築
造
等
防
護
設
備
ヲ
施
ス

コ
ト

二
、
宝
物
ニ
対
シ
テ
ハ
安
全
ナ
ル
地
帯
ニ
分
散
疎
開
セ
シ
メ
収
蔵
庫
等
ニ
厳
重
保
管
ス

ル
コ
ト

三
、
右
諸
設
備
ト
共
ニ
万
一
ノ
被
害
ニ
備
フ
ル
為
各
物
件
ニ
関
シ
記
録
、
写
真
及
図
面

ヲ
作
製
ス
ル
コ
ト

備
考

本
要
綱
中
危
険
地
域
ト
ハ
防
空
特
別
地
域
及
京
都
市
、
奈
良
市
並
ニ
其
付
近
ヲ
指
称
ス

（
80
）　
「
国
宝
及
重
要
美
術
品
の
防
空
施
設
実
施
要
項
」（『
東
京
大
空
襲
・
戦
災
史
』
第
五
巻　

註

（
79
）参
照　

六
六
二
頁
〜
三
頁
）。

二
、
方
法

（
一
）本
防
空
施
設（
国
ノ
所
有
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
）ハ
文
部
省
ノ
指
示
ニ
従
ヒ
関
係

地
方
庁
之
ヲ
監
督
シ
、
其
ノ
実
施
ニ
付
遺
憾
ナ
キ
ヲ
期
ス
ル
コ
ト

（
二
）本
防
空
施
設
ニ
要
ス
ル
経
費
ニ
対
シ
テ
ハ
国
庫
ハ
其
ノ
八
割
程
度
ノ
補
助
ヲ
ナ
ス

コ
ト
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三
、
施
設

（
一
）建
造
物
ニ
対
ス
ル
防
空
施
設

　
　
　
　
　
（
中
略
）

（
二
）宝
物
類
ニ
対
ス
ル
防
空
施
設

宝
物
類
ノ
防
空
施
設
ニ
関
シ
テ
ハ
文
部
省
職
員
実
地
調
査
ノ
上
計
画
ヲ
確
立
ス
ル
コ
ト

（
1
）分
散
疎
開

分
散
疎
開
ハ
危
険
地
域
ニ
所
在
ス
ル
物
件
中
特
ニ
貴
重
ナ
ル
モ
ノ
ニ
付
之
ヲ
行
ヒ
、
所

定
ノ
収
蔵
庫
ニ
収
納
ス
ル
コ
ト
、
尚
分
散
疎
開
ノ
現
品
取
扱
ニ
付
テ
ハ
特
殊
技
能
ヲ
有

ス
ル
者
ヲ
シ
テ
之
ニ
当
ラ
シ
メ
且
其
ノ
運
搬
二
対
シ
テ
モ
十
分
注
意
ス
ル
コ
ト

（
2
）収
蔵
庫

収
蔵
庫
ハ
安
全
ト
認
メ
ル
地
域
ニ
現
存
ス
ル
適
当
ナ
ル
倉
庫
ヲ
利
用
シ
、
之
ニ
保
管
上

必
要
ナ
ル
諸
設
備
ヲ
施
ス
コ
ト

（
3
）収
蔵
庫
及
収
納
宝
物
類
ノ
管
理

収
蔵
庫
及
収
納
宝
物
類
ノ
管
理
ニ
ツ
イ
テ
ハ
地
方
長
官
コ
レ
ニ
任
ジ
其
ノ
常
置
セ
ル
管

理
人
ヲ
シ
テ
十
分
之
ガ
管
理
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
コ
ト
、
尚
ソ
ノ
管
理
状
況
ニ
付
テ
ハ
文
部

省
職
員
適
宜
実
地
調
査
ノ
コ
ト

（
三
）記
録
作
製

万
一
ノ
場
合
ニ
備
ヘ
文
部
省
ニ
オ
イ
テ
実
測
図
及
写
真
ヲ
整
備
シ
、
且
文
書
謄
写
等
ヲ

行
フ
コ
ト

（
81
）　

註（
30
）参
照
。

（
82
）　

註（
77
）、（
78
）参
照
。

（
83
）　

昭
和
十
九
年
一
月
十
二
日
付
文
部
省
教
学
局
発
行
文
書（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）

参
照
）。
紙
質
も
保
存
状
態
も
悪
く
欠
損
が
激
し
く
判
読
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
。

（
84
）　

昭
和
十
九
年
一
月
二
十
日
付　

徳
川
黎
明
会
よ
り
文
部
省
教
学
局
文
化
課
御
中（「
什
宝
疎

開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）。

（
85
）　

昭
和
十
九
年
三
月
二
十
三
日
付　

徳
川
黎
明
会
会
長
徳
川
義
親
よ
り
文
部
省
教
学
局
長
近

藤
壽
治
宛
書
簡（「
美
術
館
什
宝
非
常
搬
出
書
類
」
註（
2
）参
照
）。

（
86
）　

三
島
貴
雄
「
東
京
帝
室
博
物
館
に
お
け
る
文
化
財
疎
開
の
概
要
と
新
出
資
料
に
つ
い
て
─

「
翁
島
疎
開
日
誌
」（
仮
称
）の
紹
介
を
中
心
に
」（
註（
30
）参
照
）に
よ
れ
ば
、
昭
和
十
九
年
四
月

五
日
に
文
部
省
教
学
局
長
の
申
し
入
れ
に
よ
り
、
館
で
保
管
す
る
こ
と
と
な
っ
た
華
族
所
有
の

文
化
財
が
輸
送
さ
れ
た
と
あ
る
。

（
87
）　

文
化
財
保
護
委
員
会
編
『
戦
災
等
に
よ
る
焼
失
文
化
財
』（
文
化
財
保
護
委
員
会　

一
九
六
四
年
）に
は
絵
画
三
点
、
彫
刻
十
点
、
工
芸
七
点
、
書
跡
六
点
の
二
十
六
点
し
か
掲
載

さ
れ
な
い
が
、
昭
和
二
十
一
年
田
中
一
松
は
国
宝
・
重
要
美
術
品
だ
け
で
三
百
点
が
罹
災
し
た

と
記
し（「
戦
災
古
美
術
品
に
つ
い
て
」『
ア
ト
リ
ヱ
』
昭
和
二
十
一
年
九
月
号　

株
式
会
社
ア

ル
ス　

昭
和
二
十
一
年
九
月
）、
昭
和
十
九
年
・
二
十
年
版
『
日
本
美
術
年
鑑
』（
東
京
国
立
文

化
財
研
究
所
編
）に
は
罹
災
美
術
品
と
し
て
国
宝
の
み
で
絵
画
十
五
点
、
彫
刻
十
二
点
、
文
書

典
籍
八
点
、
刀
剣
五
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
88
）　

昭
和
十
九
年
二
月
十
一
日
付
鈴
木
信
吉
よ
り
近
藤
主
任
宛
書
簡（「
美
術
館
什
宝
非
常
搬
出

書
類
」
註（
2
）参
照
）。

（
89
）　

徳
川
義
知
は
徳
川
義
親
長
男
、
後
に
尾
張
徳
川
家
第
二
十
代
当
主
と
な
る
。
財
団
法
人
尾

張
徳
川
黎
明
会
創
立
に
あ
た
り
副
会
長
に
就
任
、
昭
和
二
十
一
年
徳
川
義
親
公
職
追
放
に
よ
り

徳
川
黎
明
会
会
長
就
任
、
日
本
赤
十
字
社
常
務
理
事
、
日
英
協
会
副
会
長
な
ど
を
務
め
た
。
東

京
帝
室
博
物
館
研
究
員
を
昭
和
十
年
八
月
一
日
拝
命
美
術
課
所
属
、
昭
和
十
四
年
八
月
二
十
一

日　

東
京
帝
室
博
物
館
研
究
員
を
免
ぜ
ら
れ
、
同
館
列
品
課
事
務
嘱
託
、
昭
和
二
十
一
年
四
月

願
い
に
よ
り
東
京
帝
室
博
物
館
事
務
嘱
託
を
辞
し
て
い
る（「
徳
川
義
知
履
歴
」
尾
張
徳
川
家
事

務
所
）。

（
90
）　

昭
和
十
八
年
九
月
三
日
付　

総
務
部
よ
り
美
術
館
主
任
宛
書
簡（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」

註（
2
）参
照
）。

防
空
上
美
術
館
什
宝
格
納
ノ
場
所
ニ
ツ
キ
当
地
帝
室
博
物
館
ノ
意
見
ヲ
徴
シ
研
究
ノ
結

果
、
差
当
リ
現
在
ノ
美
術
館
地
下
室
ヲ
使
用
ス
ル
ニ
際
シ
湿
気
防
止
ノ
タ
メ
高
サ
一
尺

五
寸
程
度
ノ
簀
子
状
ノ
モ
ノ
ヲ
敷
ク
ヲ
可
ト
存
ジ
候
ニ
ツ
キ
至
急
具
体
的
ニ
立
案
伺
出

相
成
度
候（
後
略
）

（
91
）　

昭
和
十
九
年
二
月
三
日
付
渡
部
信
よ
り
尾
張
黎
明
会
会
長
侯
爵
徳
川
義
親
宛
書
簡（「
什
宝

疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）。

（
92
）　

第
三
次
疎
開
の
際
に
鉄
道
局
に
提
出
さ
れ
た
承
認
願（
写
）が
残
さ
れ
て
い
る（「
往
復
文
書

綴
」
註（
2
）参
照
）。

　
　
　
　

承
認
願



徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

八
五

一
、
品
名　

美
術
骨
と
う
品　

弐
拾
弐
個

一
、
車
数　

有
蓋
車　

二
車（
ワ
ム
一
、
ワ
一
）

一
、
発
着
駅　

大
曾
根
駅
発
伊
那
町
駅
着

一
、
運
搬
期
間　

一
月
二
十
六
日
四
五
四
列
車
よ
り

右
文
部
省
指
令
に
よ
り
美
術
品
疎
開
致
度
候
、
就
而
輸
送
方
御
承
認
相
成
度
此
段
及
御

願
候
也

　
　
　
　

昭
和
二
十
年
一
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

財
団
法
人
尾
張
徳
川
黎
明
会
徳
川
美
術
館

名
古
屋
鉄
道
局
殿

（
93
）　
「
往
復
文
書
綴
」
註（
2
）参
照
。

（
94
）　

註（
37
）参
照
。

（
95
）　

第
二
次
疎
開
の
梱
包
に
つ
い
て
昭
和
十
九
年
六
月
二
十
七
日
付
近
藤
よ
り
鈴
木
家
令
宛
書

簡
で
は
「
当
方
荷
造
り
ハ
大
部
分
ハ
完
了
致
居
リ
候
ヘ
共
、
追
加
ノ
分
ノ
極
小
部
ハ
未
了
ニ
候

ヘ
共（
資
材
不
足
ノ
為
メ
）輸
送
迄
ニ
ハ
何
ト
カ
工
夫
シ
完
了
ス
ル
様
努
力
可
致
候
」（「
什
宝
疎

開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）と
し
て
い
る
が
、
六
月
三
十
日
の
続
報
で
「
荷
造
り
用
不
足
資

材
の
縄
、
釘
等
を
日
通
社
へ
交
渉
し
て
融
通
を
受
け
、
著
々
進
捗
し
、
明
一
日
中
に
完
成
せ
し

め
ん
と
努
力
致
さ
せ
居
り
候
」（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）と
あ
る
。
こ
れ
は
日
本

通
運
名
古
屋
支
社
山
梨
公
用
課
長
が
融
通
し
た
よ
う
で
あ
り
、
昭
和
二
十
年
二
月
二
十
八
日
に

な
っ
て
美
術
館
近
藤
真
太
郎
は
「
鉄
釘
の
件
、早
速
御
返
へ
し
申
上
候
は
ん
と
存
居
り
候
へ
共
、

何
分
に
も
現
品
容
易
に
手
に
入
ら
ず
、
辛
ふ
し
て
漸
く
相
調
ひ
申
候
に
付
、
茲
に
御
返
へ
し
申

上
候
」
と
の
手
紙
を
残
し
て
い
る（
昭
和
二
十
年
二
月
二
十
八
日
付
近
藤
真
太
郎
よ
り
日
本
通

運
支
社
山
梨
公
用
課
長
宛
書
簡　
「
往
復
文
書
綴
」
註（
2
）参
照
）。

（
96
）　

昭
和
十
九
年
七
月
十
六
日
付
美
術
館
主
任
よ
り
総
務
部
御
中
「
荷
造
用
木
材（
板
）購
入
に

関
す
る
件
」
で
は
愛
知
地
方
木
材
会
社
よ
り
檜
、
槙
等
三
十
五
石
が
配
給
さ
れ
搬
入
さ
れ
た
と

報
告
し
て
い
る
。
し
か
し
「
木
材
は
今
回
好
都
合
に
入
手
出
来
た
る
も
、
一
般
木
材
の
入
手
は

中
々
困
難
な
る
に
よ
り
、
予
め
森
川
鉉
二
氏
を
煩
は
し
伊
那
町
に
て
什
宝
疎
開
用
木
箱
の
大
な

る
も
の
の
製
作
方（
実
は
板
材
及
び
釘
が
入
用
な
り
）を
依
頼
し
あ
る
が
、
多
々
益
々
弁
ず
る
訳

な
る
を
以
て
依
然
森
川
氏
に
尽
力
方
を
御
通
し
置
き
下
さ
れ
度
御
願
申
上
候
」
と
あ
る
。
こ
の

配
給
は
六
月
二
十
四
日
付
近
藤
よ
り
鈴
木
信
吉
宛
書
簡
に
よ
れ
ば
福
島
豊
氏
の
格
別
な
る
斡
旋

に
よ
り
県
庁
に
提
出
、
木
材
配
給
審
議
会
の
審
査
に
よ
り
査
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）。
ま
た
昭
和
十
九
年
十
二
月
二
十
三
日
付
近
藤
真
太

郎
よ
り
鈴
木
信
吉
宛
「
第
三
回
疎
開
什
宝
荷
造
其
他
に
関
す
る
件
」
に
よ
れ
ば
、
地
震
に
よ
り

大
工
、
鳶
職
等
が
強
制
的
に
徴
用
さ
れ
た
為
、
箱
の
準
備
が
進
ま
な
い
と
報
告
し
て
い
る（「
往

復
文
書
綴
」
註（
2
）参
照
）。

（
97
）　

川
口
朋
子
『
建
物
疎
開
と
都
市
防
空
─
「
非
戦
災
都
市
」
京
都
の
戦
中
・
戦
後
』　
〈
プ
リ

ミ
エ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
四
一
〉　

京
都
大
学
出
版
会　

二
〇
一
四
年
三
月
。

（
98
）　

美
術
品
疎
開
の
議
論
の
広
が
り
に
つ
い
て
は
別
稿
を
執
筆
中
で
あ
る
。

（
99
）　
「
松
本
帝
国
図
書
館
長
の
談
話
」（「
美
術
館
什
宝
非
常
搬
出
書
類
」
註（
2
）参
照
）。
筆
記

さ
れ
た
字
体
か
ら
森
川
に
よ
る
筆
記
と
思
わ
れ
る
。
須
田
論
文
「
史
料
四
」（
註（
1
）参
照
）は

こ
れ
に
基
づ
く
か
と
思
わ
れ
る
が
、
異
な
る
点
が
あ
り
確
証
は
な
い
。
松
本
喜
一
に
つ
い
て
は

鈴
木
宏
宗
「
帝
国
図
書
館
長
松
本
喜
一
に
つ
い
て
」（
日
本
図
書
館
文
化
史
研
究
会
編
『
図
書
館

人
物
伝
─
図
書
館
を
育
て
た
二
十
人
の
功
績
と
生
涯
』　

日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ　

二
〇
〇
七
年

九
月
）、
同
「
元
帝
国
図
書
館
長
松
本
喜
一
著
作
一
覧
」（『
参
考
書
誌
研
究
』
第
五
十
四
号　

二
〇
〇
一
年
三
月
）を
参
照
し
た
。

（
100
）　

森
川
は
昭
和
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日
に
長
野
県
立
図
書
館
の
東
京
帝
国
図
書
館
貴
重
本

三
万
冊
の
収
蔵
状
況
を
確
認
し
て
お
り
、
ま
た
昭
和
十
九
年
六
月
二
十
二
日
に
も
長
野
県
立
図

書
館
を
訪
れ
、
東
京
帝
国
図
書
館
が
実
施
す
る
閲
覧
室
間
仕
切
り
工
事
を
視
察
、
詳
細
に
記
録

し
て
い
る（
昭
和
十
九
年
六
月
二
十
四
日
付　

森
川
よ
り
鈴
木
信
吉
宛
書
簡
「
美
術
館
什
宝
非

常
搬
出
書
類
」
註（
2
）参
照
）。
上
伊
那
図
書
館
閲
覧
室
の
間
仕
切
り
は
こ
れ
を
参
考
に
し
て

作
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

（
101
）　

名
古
屋
職
員
慰
労
の
た
め
徳
川
義
親
も
直
筆
で
葉
書
を
送
付
し
て
い
る
。

お
城
も
神
宮
も
東
照
宮
も
焼
け
て
ま
こ
と
に
残
念
だ
。
諸
君
の
尽
力
で
美
術
館
の
無
事

で
あ
っ
た
こ
と
は
感
謝
す
る
。
大
し
た
奮
闘
で
あ
っ
た
ら
う
。
木
造
の
家
屋
の
焼
け
る

の
は
当
然
で
、
処
置
な
し
、
今
更
惜
し
む
こ
と
も
な
い
。
諸
君
の
無
事
を
祈
っ
て
ゐ
る
。

一
人
の
怪
我
も
無
い
や
う
に
注
意
さ
れ
た
い（
昭
和
二
十
年
五
月
二
十
六
日
付
徳
川
義

親
よ
り
美
術
館
近
藤
真
太
郎
宛
葉
書
「
往
復
文
書
綴
」
註（
2
）参
照
）。

本
邸
庶
務
課
か
ら
も
美
術
館
と
倉
庫
が
災
厄
を
免
れ
た
の
は
「
各
員
奮
闘
の
結
果
」
と
書
簡
と

共
に
慰
労
金
支
給
の
取
り
計
ら
い
が
行
わ
れ
て
い
る（
昭
和
二
十
年
五
月
二
十
一
日
付
「
別
邸



徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

八
六

焼
失
の
際
出
動
各
員
に
慰
労
金
被
下
の
件
」「
御
用
留
」
註（
2
）参
照
）。

（
102
）　

昭
和
十
九
年
一
月
十
五
日
付
美
術
館
主
任
よ
り
総
務
部
御
中
「
陶
器
類
の
什
宝
手
当
終
了

に
関
す
る
件
」（「
什
宝
疎
開
関
係
書
類
」
註（
2
）参
照
）。

［
挿
図
出
典
］

挿
図
1　

中
部
地
方
建
設
局
営
繕
部
監
修
『
中
部
地
方
建
設
局
営
繕
事
業
三
十
五
年
史
』
社
団
法

人
中
部
建
設
協
会　

昭
和
六
十
一
年
三
月

挿
図
2　
『
大
日
本
職
業
明
細
図
』
東
京
交
通
社　

昭
和
十
二
年　

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵

挿
図
3
〜
6　

伊
那
市
創
造
館
提
供

挿
図
7　
「
昭
和
二
十
年　

往
復
文
書
綴　

徳
川
美
術
館
」
徳
川
美
術
館
所
蔵

［
謝
辞
］

　
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会
会
長
兼
徳
川
美
術
館
館
長
徳
川
義
崇
氏
及

び
徳
川
美
術
館
学
芸
部
四
辻
秀
樹
氏
、
原
史
彦
氏
、
吉
川
美
穂
氏
に
御
教
示
、
お
力
添
え
い
た
だ

い
た
。
ま
た
文
書
判
読
に
つ
き
並
木
昌
史
氏
の
御
教
示
を
得
た
。
上
伊
那
図
書
館
、
三
澤
倉
庫
を

は
じ
め
疎
開
先
の
状
況
に
つ
い
て
は
伊
那
市
創
造
館
学
芸
員
濱
慎
一
氏
に
、
ギ
ル
ケ
文
庫
、
メ
ン

ガ
ー
文
庫
に
つ
い
て
は
一
橋
大
学
附
属
図
書
館
学
術
情
報
課
林
哲
也
氏
よ
り
御
教
示
・
資
料
提
供

を
受
け
た
。
ま
た
挿
図
に
つ
い
て
は
伊
那
市
創
造
館
、
株
式
会
社
北
川
組
、
一
般
社
団
法
人
公
共

建
築
協
会
、
国
立
国
会
図
書
館
よ
り
提
供
を
受
け
た
。
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
全
員
の
お
名
前

全
て
を
書
き
き
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。（

総
務
部　

非
常
勤
学
藝
員
）

表2 　徳川美術館疎開年表

日付 尾張徳川家・尾張徳川黎明会関係事項 その他 宿直者

昭和16年1月24日
東京帝室博物館で「戦時防空対策と
して美術品を分散疎開する案」協議
開始。

2月8日 「疎開」文書綴開始、定光寺への疎開を検討。

2月10日 東京帝室博物館「有事の際の美術品
等の処置に付いて伺」大臣宛提出。

3月8日 疎開のため定光寺工事を竹中工務店に依頼するこ
とと決定。

4月26日 竹中工務店に工事発注。
5月25日 美術館疎開品目録完成、総務部に送付。
6月3日 美術館疎開品目録美術館に返送。

8月15日
東京帝室博物館館蔵品中の最優秀品
並びに法隆寺献納宝物の一部を奈良
帝室博物館へ移送する宮内大臣決済
を得る。

8月18日
〜 11月8日

東京帝室博物館第1次疎開
（奈良帝室博物館、正倉院事務所）。

9月18日 搬出準備荷造予定美術品目録（第1次、第2次）作成。
10月14日 第1次疎開美術品荷造完了。

11月22日 定光寺は湿気を免れないことから疎開品の内容を
再検討する必要があるとの記録あり。

昭和17年7月18日〜 東京帝室博物館第2次疎開
（多摩浅川非常倉庫）。

昭和18年7月〜 東京帝室博物館第3次疎開
（多摩浅川非常倉庫）。

7月20日 特別貴重什宝選定。



徳
川
美
術
館
の
美
術
品
疎
開

八
七

9月3日 美術館地下室への美術品待避開始。定光寺疎開の
検討再開、湿度計測開始。

9月18日 10月1日より美術館閉館指示。
10月1日 徳川美術館閉館。
10月5日 徳川美術館、「貴重什宝保護措置要項」作成。
10月15日「貴重什宝保護措置要項」認可。
10月22日 定光寺夜番候補者取調及び追加工事開始。

11月24日
森川、蓬左文庫貴重書疎開について上伊那図書館
から内諾を得る。家令鈴木信吉は美術館主任近藤
真太郎に同館に美術品も疎開させることを提案。

12月14日 「国宝重要美術品防空施設整備要項」
閣議決定。

昭和19年1月4日 蓬左文庫閉鎖。

1月12日 文部省教学局、国宝保存状況を問い
合わせ。

1月14日
15日 加藤春二、美術館陶器梱包。

1月24日 「国宝及重要美術品ノ防空施設実施
要項」公布。

1月20日 徳川黎明会、文部省教学局に国宝は防空設備ある
施設にて保管と返答。

1月25日 美術館、国宝・重要美術品認定品目録作成。
2月3日 東京帝室博物館渡部信、徳川義親宛書簡。

2月11日 家令鈴木信吉、近藤に渡辺信の書簡を送り、速や
かに美術品を輸送手配するよう指示。

2月13日 美術品第1次搬出荷物11個梱包完了。
2月15日 美術品第2次搬出目録及梱包容積報告。
2月17日 美術品第1次搬出企画案。
3月16日 美術品第1次搬出日程決定。

3月19日
美術品第1次搬出（計11個）、翌朝伊那町駅に到着、
図書館書庫に格納、上伊那図書館司書中村弥紋太
を黎明会職員に嘱託。

3月22日〜
4月2日

近藤真太郎
3月23日 文部省教学局へ第1次輸送報告、また今後の輸送に

おいても貨車一両貸切を認める文書の交付を依頼。
3月25日 扇子屋旅館を宿直宿泊所として協定成立。

3月31日 蓬左文庫貴重書第1次搬出（計80箱）、翌4月1日
午後3時半伊那町駅に到着、図書館収蔵庫に格納。

4月14日
五味常務理事、名古屋より豊橋経由で伊那に到着、
翌日美術品格納場所として借用予定の2階閲覧室
を検分、帰京。

4月2日〜 16日
熊沢五六

4月18日 大工棟梁来館、仕切工事の交渉。 4月16日〜 30日
野田芳太郎

5月1日 森川は伊那木工会社を訪ね、閲覧室仕切を依頼。
また近隣民家倉庫借入検討を開始する。

4月30日〜
5月17日
森川鉉二

5月3日 伊那町山寺の福沢を訪問、倉庫借入につき懇談。
5月9日 森川、書庫の中の疎開箱積替。

5月11日
暴風雨のため事務室南寄り雨樋から雨少々にじみ
出るが、問題なし。図書館員池上に三澤良信の紹
介を依頼する。

5月15日 三澤後見人の家に行き、倉庫借入を交渉、翌日倉
庫視察。

5月30日 三澤倉庫を大工と共に検分。 5月17日〜 31日
熊沢五六

6月1日 徳川生物学研究所内に第七陸軍技術研究所分室設
置（〜昭和20年8月15日）。

5月31日〜
6月15日

野田芳太郎6月11日
野田は伊那木工会社を訪問、三澤倉庫抜軒工事は
今月中完成、疎開図書箱は今月20日または25日ま
でに発送、閲覧室間仕切り工事は来月早々着手、
中旬完成予定との回答を得る。
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6月16日 森川は図書館長、中村司書、木工会社専務宅を訪
れ徳川家からの中元（干物）を贈る。

6月15日〜 30日
森川鉉二

6月22日 森川は長野県立図書館を訪問、帝国図書館疎開図
書を格納する閲覧室仕切り工事を視察。

6月24日 閲覧室間仕切り落成まで一時的に婦人室または児
童室に格納保管を依頼、許可を得る。

6月25日
閲覧室完成前に図書館内婦人閲覧室を一時的に借
用し、美術品第2次搬出予定荷物の内、搬入可能
な大きさの22個を輸送する方向で検討。

6月26日 伊那木工会社に美術品疎開用箱を注文。

6月27日
蓬左文庫貴重書疎開箱、伊那木工会社で完成、35
箱本日発送、残り35箱は翌日発送、残り40箱は今
月中に発送予定。

7月4日 美術品第2次第1回搬出（計22個）、翌朝伊那町駅
に到着、上伊那図書館婦人閲覧室に格納。 6月30日〜

7月15日
熊沢五六7月11日

〜 13日
東京帝室博物館第4次疎開第1回

（翁島高松宮別邸）。

7月16日
間仕切工事材料館内搬入、工事開始。美術館では
愛知地方木材会社から疎開美術品荷造用木材の配
給受領（檜、槙等35石）。 7月15日〜 31日

野田芳太郎7月27日 美術品第2次搬出予定の残り（16個）を8月15日搬
出決定。

7月30日 美術館第3次疎開美術品目録作成。

8月4日 蓬左文庫貴重書第2次搬出（計80箱）、6日午前5時
伊那町駅に到着、図書館新聞閲覧室に格納。

8月1日〜 16日
熊沢五六

8月7日 三澤倉庫床簀の子張工事完成。
8月12日 図書館閲覧室内間仕切り工事完成。
8月15日 美術品第2次第2回搬出（計16個）、翌朝伊那町駅

に到着、上伊那図書館閲覧室内に新設された新収
蔵庫に格納。

8月17日〜 20日
熊沢五六

8月28日 蓬左文庫貴重書第2次到着荷物を三澤倉庫に運送
馬車5台で移動。

8月20日〜
9月3日

森川鉉二
9月1日
〜 5日

上伊那図書館、海軍志願兵試験場と
なり閲覧休止。 9月3日〜 15日

野田芳太郎9月4日
〜 10日 野田芳太郎刀剣手入。

9月18日 美術館第3次疎開美術品格納場所を検討。 9月15日〜 30日
熊沢五六9月20日 三澤倉庫新規借入部分点検。

10月6日
7日 森川、蓬左文庫第1次疎開荷物を開封、状況確認。

9月30日〜
10月16日
森川鉉二

10月15日 新規格納室の西側入口扉が開閉困難となったため
修繕。

10月16日〜 31日
野田芳太郎

11月3日
〜 5日

上伊那図書館3階講堂で伊那美術展
覧会開催。

10月31日〜
11月10日
熊沢五六

11月11日
〜 13日

上伊那図書館3階講堂で戸田祐暉
（1921-50）日本画展覧会。

11月10日〜 20日
森川鉉二

11月20日
〜 23日

東京帝室博物館第4次疎開第2回
（多摩浅川非常倉庫）。 11月20日〜 30日

野田芳太郎11月28日 三澤倉庫3階間仕切工事着手。

12月1日 上伊那図書館の夜間閲覧中止、開館
時間は9時から17時となる。

11月30日〜
12月10日
熊沢五六

12月3日 美術館迷彩壁塗終了、屋根遮蔽工事は骨組終了、
竹の搬入が遅れる。

12月7日 13時40分昭和東南海地震。美術館一部被害あり。
この日から警戒警報発令の記事あり。

伊那町も強震に見舞われたが上伊那
図書館に被害なし。

12月10日 名古屋空襲開始。

12月12日 三澤後見人、木工会社に歳暮を渡す。森川、小澤
川に転落。 12月10日〜 20日

森川鉉二
12月13日 上伊那図書館理事会で尾張徳川黎明会重要品疎開

についての館一部の貸与が報告される。
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12月27日
〜 1月5日 休館中も宿直職員は毎日図書館に出勤。 上伊那図書館は年末年始休館。 12月20日〜 31日

野田芳太郎

昭和20年1月 蓬左文庫附属徳川林政史研究室研究資料疎開（木
曽教育会館）。

12月31日〜
1月10日
熊沢五六

1月13日 3時38分三河地震。愛知県下では2300人余が死亡、
大曾根別邸、美術館には被害なし。

1月10日〜 20日
森川鉉二

1月14日
上伊那図書館へ図書寄贈の件につき中村司書と打
ち合わせする（1月16日図書館理事会にて議決の予
定）。

1月23日 空襲により大曾根別邸に初被害。

1月20日〜 31日
野田芳太郎

1月24日 第3次搬出予定日決定。
1月26日 美術品第3次搬出（22個）、翌27日伊那町駅に到着、

上伊那図書館新設収蔵庫に11個、三澤倉庫に11個
格納。

1月31日〜
2月10日
熊沢五六

2月10日
伊那町上空を敵機が飛び、旭村澤底
の山中に爆弾投下、以降14日、15
日と敵機目撃。

2月10日〜 20日
森川鉉二

2月11日
森川、中村司書協議の上、徳川黎明会疎開関係事
務室として貸与予定となっていた婦人閲覧室を東
京産業大学（現在の一橋大学）に譲渡する事を決定。

2月18日
8時半頃新設収蔵庫東側のラジエーターから蒸気
噴出、荷物には別条ないが修理、午後雪解の水が
3階東北炭の壁から点滴、バケツで水受けするが
飛沫が飛ぶ恐れがあるので荷物1個を移動。

2月20日 午後、新設収蔵庫東側壁より雪解水点滴。

2月24日
好天に恵まれ図書館屋上の1尺余の積雪から雪解
のため、新設収蔵庫東北角より雫が1分間に3、4
滴落ちる。図書館に善処を求める。

2月20日〜 28日
野田芳太郎

2月27日

新設収蔵庫雪解雫あり、図書館屋上の除雪除氷作
業を図書館員中村、池上、平沢が翌日にかけて行
う、その後点滴なし。
徳川義知より宮地太市に依頼していた疎開用荷箱
が、愛知県製箱工業統制組合より両3日で到着す
るとの通知あり。

3月10日
B29来襲百数十機来襲のため、伊那に向かおうと
していた森川は乗車不能になる。目白駅長の好意
で10時半新宿発に乗車する。

2月28日〜
3月10日
熊沢五六

3月11日 東京産業大学荷箱120個到着、婦人
閲覧室に搬入。 3月10日〜 20日

森川鉉二（家族逝
去の為森川帰京、
21日は宿直欠員）

3月16日 上伊那図書館裏庭園へ防空壕築造開
始。

3月18日 森川、上伊那図書館屋上、3階講堂の天井裏など
に這い入り、焼夷弾落下の場合の処置を研究。

3月25日 名古屋空襲、美術館建物に被害あり。

3月22日〜 31日
野田芳太郎

3月27日
上伊那図書館北庭に町内用待避壕

（20人入、3か所）築造開始、4月8日
完成。

3月31日

東京産業大学疎開荷物（ギルケ文庫）
120個到着。
上伊那図書館に横須賀海軍病院より
海軍傷病兵300名の療養所として借
入れたいとの申し込みあり。

4月6日 森川は東京での用務多忙につき、宿直に近藤を加
えて4名当直体制へと変更するとの総務部指示。

3月31日〜
4月12日
熊沢五六

4月7日 空襲のため、大曾根邸役宅全棟全・半壊。

4月10日

陸軍農耕隊（約13000名）進駐のた
め、本部事務所として上伊那図書館
閲覧室、新聞閲覧室を借り受けると
の申し込みがある。当分貸与はやむ
を得ないとのことで承諾すると連絡
を受ける。
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4月15日 目白本邸・蓬左文庫周辺空襲により多くの被害を
受ける。

4月12日〜 20日
森川鉉二

4月17日
第一海軍衣料廠研究室より上伊那図
書館講堂、閲覧室、児童室、新聞室
貸与依頼、内諾。23日ミシン45台
講堂に搬入。

4月21日

東京帝室博物館第五次疎開。館内に
残っていた文化財及び浅川非常倉庫
に収蔵していた文化財を高松宮別
邸、常照皇寺、弓削旅館、大森彦四
郎邸内倉庫、小田島閑二邸内倉庫に
疎開。

4月20日〜 30日
野田芳太郎4月25日

東京産業大学学長高瀬荘太郎、同山
口助教授、武井方介、上伊那図書館
に来館。

4月27日
東京方面出身女子挺身隊50名上伊那
図書館に来館、衣料廠製作事業開始。
28日図書館入口に「第一海軍衣料廠
伊那工場」の看板が掲げられる。

5月4日
上伊那図書館新聞室にミシン30台
搬入、一般閲覧室も近く学校工場と
なるため5日より閲覧中止。

4月30日〜
5月10日
熊沢五六5月9日 上伊那図書館一般閲覧室にミシン

40台搬入、11日より作業開始。
5月11日 総務部指示により近藤、伊那へ出張。

5月10日〜 19日
近藤真太郎

5月14日
名古屋大空襲、名古屋大曾根にあった別邸、徳川
園等の大半が焼失。館職員の努力により美術館と
倉庫3棟のみ焼失を免れる。

5月16日
森川、総務部指示により名古屋に向かう途上、伊
那を訪れ一泊、17日名古屋に向かい、19日伊那に
戻る。

5月20日 伊那に滞在していた近藤帰名。

5月19日〜 31日
森川鉉二

5月22日
大萱に中島飛行機製作所が起工、飛
行機が出来次第飛行場から飛び立つ
とのことで、伊那町空襲は確実と森
川は憂慮。

5月23日 森川は図書館防空計画について中村司書、伊那木
工会社中村専務と相談。

5月29日 扇子屋旅館より配給僅少のため1食1合の米を持参
するよう申し出がある。

6月
徳川生物学研究所分室を金沢市中学校内に設け、
研究器具を疎開、また一部研究員も出張、滞在（〜
昭和20年10月）。

5月31日〜
6月10日

野田芳太郎

6月13日 上伊那図書館玄関前に公共待避所と
して防空壕をつくることが決定。 6月10日〜 20日

熊沢五六6月18日
19日 森川、野田に伊那町勤務を命ずる。

6月25日 近藤逝去。
6月20日〜

7月1日
野田芳太郎

7月1日 森川は自転車で目白から伊那に到着、伊那木工会
社に図書館防空施設及び黎明会宿直室設備を依頼。 7月1日〜 10日

森川鉉二
7月2日 三澤倉庫監視のため、倉庫前判事宅2階空室を借

用交渉。

7月10日 野田、伊那に赴任。 上伊那図書館にも建築物偽装のため
コールタールが配給される。

7月11日〜
10月28日
森川鉉二

野田芳太郎
（宿直2人滞在に
変更、途中交代
で東京・名古屋
に出張）　　　　

7月28日 野田の家族の疎開先（一宮）焼失、8月1日家族来伊、
図書館宿直室に仮泊する。

8月5日 野田、西町山寺の北間を借り受けることに決め、
荷物を運搬。

8月15日 終戦

8月23日
戦争終結に伴い上伊那図書館の海軍
第一衣料廠閉鎖、荷物の引き上げ開
始。

9月1日
2日

海軍衣料廠ミシン搬出、設置した電
燈電源も取り外し終了。
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9月4日 海軍衣料廠学徒30名来館、工場後
片付、大掃除。

9月6日 伊那女学徒30名上伊那図書館敷地
内の待避壕2か所の取毀作業に従事。

9月22日 伊那町保管の美術品・貴重書を名古屋・東京に復
帰指示。

9月29日 森川は三澤宅を訪問、疎開荷物近日引上げを通知、
上伊那図書館には10月3日通知。

10月2日 上伊那図書館館内閲覧再開。

10月4日
東京産業大学職員、疎開図書曝書の
為に上伊那図書館に来館するも湿気
を帯びていず、曝書の必要なし。

10月13日 美術品第1次返送（23個）、15日大曾根駅に到着、
新倉庫に搬入。

10月18日 美術品第2次返送（26個）、20日大曾根駅に到着、
美術館及び新倉庫に搬入。

10月19日 図書館館内に残る美術品・貴重書を全点三澤倉庫
に移動。

米兵将校、上伊那図書館に来館、明
日より全館進駐接収を通知。

10月20日 進駐軍70名来館、上伊那図書館接収。

10月23日 美術品第3次返送（22個）、25日大曾根駅に到着、
美術館倉庫に搬入。

10月28日
貴重書、三澤倉庫より搬出（160箱）、30日蓬左文
庫に搬入。
森川帰京、野田帰名。

11月1日 森川・野田主催で伊那の越後屋で上伊那図書館員
との慰労会が開催される。

11月5日 三澤倉庫に搬出していた書架1台上
伊那図書館に戻る。

11月10日 残務処理終了、森川帰京。
11月17日

18日
東京産業大学図書、進駐軍承諾の
下、上伊那図書館より搬出返送。

昭和21年1月3日 徳川義親会長辞任、徳川義知が就任。

2月1日 家令鈴木信吉、家扶五味末吉をはじめ家扶以上の
家職は総辞職。

3月24日 東京帝室博物館再開（日本風俗展）。

7月 東京帝室博物館疎開文化財復帰完
了。

9月 財団名称を財団法人黎明会に変更。
9月14日 目白本邸進駐軍により接収。

昭和22年11月1日 徳川美術館再開（日本文化教室）。
昭和23年8月 目白本邸内事務所閉鎖。

昭和27年4月1日 徳川美術館、博物館法公布により愛知県第一号と
して博物館登録。



information, while the people of Ina city and the surrounding area provided transportation 
support and off ered up local raw materials for the transfer.

Tokugawa properties catalog.
As a result, it was determined that this water jar was a tankard produced at the Jan 

Mennicken pottery studio in Grenzau of Westerwald, Germany, sometime between the 
end of the 16th century and the early 17th century, by the apparent similarity of the molded 
decoration to a dated tankard from the Mennicken studio in the collection of the Victoria 
& Albert Museum, London. Though it is still not clear how and when this tankard (water 
jar) came into the possession of the Owari Tokugawa, it is believed to have been brought 
to Japan around the early 17th century. Furthermore, the properties catalog indicates that 
this tankard (water jar) was once recategorized from an offi  cial utensil of the Owari clan 
to a private utensil of the daimyō during the time of the 12th Lord of Owari, Tokugawa 
Naritaka (1810‒1845), who was well-known as a daimyō tea master. The water jar was then 
recategorized again as an offi  cial utensil at the Owari Tokugawa residence in Edo, and then 
was brought back to Nagoya shortly after the death of Lord Naritaka in 1848. Therefore, 
in conclusion, it can be accepted that this tankard (water jar) is one of the most essential 
examples of European ceramics imported to Japan in the Edo period for considering the 
changing value of “Oranda” wares.

The Wartime Evacuation of the Tokugawa Art Museum Collection
KŌYAMA-HAYASHI Rie

This paper examines how the Tokugawa Art Museum preserved its collections during the 
Second World War. 

The area of Aichi prefecture where the Tokugawa Art Museum is located, in Nagoya city, 
is a region that endured some of the most intense wartime air raids in all of Japan. The tract 
around the Tokugawa Art Museum was no exception and the adjoining Ōzone retirement 
villa of the Owari Tokugawa clan and accompanying Tokugawa-en garden were destroyed 
in their entirety. The Tokugawa Art Museum itself also sustained large-scale damage, but 
many of the most important artworks had been evacuated, so the museum was able to 
resume its exhibition activities after the war ended. 

The Owari Tokugawa Reimeikai Foundation (now the Tokugawa Reimeikai Foundation) 
had begun considering potential locations for the evacuation of the Tokugawa Art Museum 
collections by the beginning of 1941 (Shōwa 16), even before Japan joined the Second World 
War, and the collections were evacuated in three stages over four intervals, in March, 
July, and August of 1944 and in January of 1945. At fi rst, the plan had been for the works 
to be sent to Jōkōji temple in Seto, the location of the gravesite of the fi rst Lord of Owari, 
Tokugawa Yoshinao, but ultimately it was decided that they would all be sent to the Kami-
Ina Library Foundation and a storehouse belonging to a Mr. Misawa Yoshinobu in the city 
of Ina, Nagano prefecture. A total of 71 boxes of artworks, including nagamochi large oblong 
chests, from the Tokugawa Art Museum in Nagoya, and 160 boxes of precious books from 
the Hōsa Library in Tokyo were relocated.

In addition to a cabinet decision licensing rail transport to be used for public services, as 
outlined in the “Guidelines for the Improvement of Facilities for the Air Defense of National 
Treasures and Important Art Objects,” a great deal of dedicated collaboration and support 
was also provided from other sources to facilitate the implementation of the evacuation. 
For example, the director-general of the Tokyo Imperial Museum, Watanabe Makoto, and 
the director of the Tokyo Imperial Library, Matsumoto Kiichi, provided various valuable 
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On the development of the Kanō Tsunenobu style: including an introduction to the 
ʏoshino Ｓｃｒeens (Tokugawa Art Museum Collection) 

USUDA Daisuke
A pair of folding screens depicting the view of Yoshino by Kanō Tsunenobu (1636‒1713) 

(hereafter, Yoshino Screens) was brought into the Owari Tokugawa family along with 
the arrival of the 11th Lord of Owari, Tokugawa Nariharu, upon his adoption from the 
shogunal family. This paper attempts to position these Yoshino Screens within the context of 
Tsunenobu’s oeuvre, including addressing questions of their authenticity. 

Considering that the overall composition of the Yoshino Screens does not constitute 
a continuous image from right to left screen, there is a chance that the painting has 
been trimmed. The signature also differs from standard reference works by Tsunenobu. 
Accordingly, this work was compared to another pair of screens depicting well-known 
sights, Mt. Fuji and Seikenji Temple Screens (The Museum of the Imperial Collections, 
Sannomaru Shōzōkan), which presents a striking example of the Tsunenobu style, and it was 
determined that the Yoshino Screens can be attributed to Tsunenobu due to the similarity in 
painting style. In addition, following the fi ndings of prior research, the Yoshino Screens can 
be positioned within the fi rst half of Tsunenobu’s life, since his characteristic rational spatial 
composition is not yet fully pronounced in them. In the interest of advancing discussion on 
this subject, Tsunenobu’s signature and seals are classified into five types, by which the 
Mt. Fuji and Seikenji Temple Screens can be dated to no later than the latter Genroku era 
(1688‒1704). The seal and signature on the Yoshino Screens does not fall easily into one of 
these categories, and since, furthermore, the distinctive Tsunenobu style is not conspicuous 
in them, it is suggested that the production of the work may pre-date the Mt. Fuji and 
Seikenji Temple Screens. 

Finally, it is pointed out that, although the Yoshino Screens are painted in the Yamato-e 
style, they are executed in Kanō Tan’yū’s ink painting technique. This style of expression 
is unusual among Kanō School paintings of Tsunenobu’s generation and further supports 
the conclusion that the Yoshino Screens are a relatively early example by Tsunenobu that 
was infl uenced by Tan’yū’s style. Consequently, the Yoshino Screens can be considered an 
extremely important work that demonstrates the nature of Tsunenobu’s explorations in 
search of his own personal style. 

A Study of the German Salt-Glazed Stoneware Water Jar in the Tokugawa Art Museum  
—From the viewpoint of “Oranda” ware as Ｄaiⅿyō properties

NAGAHISA Tomoko
The water jar with incised and applied molded decoration in the collection of the 

Tokugawa Art Museum is an important example of late 16th century German stoneware that 
circulated throughout the Netherlands at that time, and then was brought to Japan by Dutch 
East India Company traders. The European ceramics that Dutch traders brought to Japan 
were called “Oranda” (meaning “Dutch” in Japanese) wares, regardless of their actual sites 
of production. Despite its rarity as a surviving German stoneware brought to 17th century 
Japan, there has been no concrete examination of the location or period of production of this 
water jar or the process by which it came into the Owari Tokugawa family. The purpose of 
this study was to reveal those factors by comparing the piece with both excavated shards 
and with other similar existing works, and by checking the actual record in the Owari 

time recognized it was important for the shogun to take command of Daimyō (feudal lords) 
in carrying out the exclusion with the honor of the Imperial Court over them. Concerning 
domestic matters, he also emphasized that it was essential to unify the understanding 
between the Imperial Court and the shogunate government and the shogun should go up to 
Kyoto and have a long-term stay.

3. Unlike radical exclusionists, Yoshikatsu tried to live up to the expectation of the 
Imperial Court by getting Yokohama port closed. He thought the shogun should take the 
lead in the closing of Yokohama port, so he expanded an energetic mediation to unify the 
shogunate conference in order to realize the closing of the port. With the thought that 
controlling Daimyō as well as foreign relations was a sole prerogative of the shogunate, 
Yoshikatsu claimed that the shogunate government should give special preference to 
Shimazu Hisamitsu, a brother of the lord of the Satsuma clan, over other lords who worked 
for the union of the Imperial Court and the shogunate and bestow him before the Imperial 
Court. His opinion was based on the thought that it should be the shogun, the head of 
warriors, who took command of Daimyō.

Articles

Identifying Who Commissioned the Tokugawa Art Museum Collectionʼs ʜōkoku Ｆesｔiｖaˡ 
Ｓｃｒeens

KURODA Hideo
There has been much speculation regarding the date and artist of the Hōkoku Festival 

Screens in the Tokugawa Art Museum collection and I have presented my own theory 
attributing the production of the screens to Iwasa Matabei and his studio in the year 1615 
(Genna 1) in an earlier paper entitled “Reading the Hōkoku Festival Screens.” The present 
study considers the question of who commissioned the Tokugawa Art Museum screens 
in an effort to further bolster that postulation. To this end, I turned my attention to the 
fi gure of a middle-aged warrior seated in a gallery box at the center of the left screen of the 
Tokugawa Art Museum screens, who has been previously unidentified, but was believed 
to be the patron who commissioned these screens. Upon close examination of this gallery 
box and warrior fi gure under 4K high-resolution imaging, it was discovered that the noren 
curtains hanging from the gallery box are densely patterned with the manji family crest of 
the Hachisuka clan, daimyō of the Tokushima domain in Awa province, thereby establishing 
that the warrior figure depicted therein was a member of the Hachisuka clan. Further 
turning attention to the pose of the warrior, it appeared that he was leaning on his left hip 
and supporting his weight with his left hand. I wondered if perhaps this distinctive posture 
was not hinting at something more about the identity of this warrior. Following this line 
of inquiry, I examined other portraits of Hachisuka Iemasa (1558‒1638), the most likely 
potential patron, and found that he was depicted in the same “form” as the warrior seated 
in the gallery box in the Portrait of Hachisuka Iemasa ⎝Hōan⎠, which was painted shortly 
after his death. By these means, I was able to conclude that it was Hachisuka Iemasa who 
commissioned the Tokugawa Art Museum screens.
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Thirdly, at the beginning of the 19th century the offi  ce of Yama-Bugyō was abolished and 
measures to control the mountain forest were assumed by the Kōri-Bugyō (a commissioner 
of administration on area control and agriculture), the Kanjō-Bugyō (a commissioner of 
fi nance) or the Ometsuke (an upper-level superintendent offi  cer). This change of jurisdiction 
was decreed in response to increases in the jobs performed by the Yamakata. It is also 
assumed that prevailing circumstances would easily facilitate adoption of the opinion of the 
Kōrikata, since rice was the primary economic staple in the Hirosaki domain. 

As described above, thoughts concerning the mountain forest differed depending on 
positions in the domain at the end of the 18th century and it is considered the rulers of the 
domain were exploring various policies for mountain forest management.

A study examining the impact of the anniversaries of the deaths of the shoguns and the 
lords of the Owari Tokugawa clan to the annual events of Owari clan in the late 19th century

YAMAMOTO Eiji
This study analyzes the relation between the annual events and the anniversary of the 

death based on ʻNentyū-tōsyo’, an offi  cial record written by the Owari Tokugawa clan in the 
late 19th century. The Owari clan prepared ʻNentyū-tōsyo’ to grasp the deaths of the shoguns 
and the lords of the Owari Tokugawa clan and decide the date and time of abstinence. 
The anniversaries of the deaths of the lords of the clan were controlled not to get fallen on 
the annual events held in Edo Castle or in the Edo residence of the Owari clan. In the 17th 

century, the anniversary of the death was prior to the annual events. However, the priority 
went to the annual events in the 19th century. Under these circumstances, the shogunate 
government ordered to include the anniversaries of the deaths of the Emperor and Empress. 
The increasing number of the anniversaries of the deaths of the shoguns and the lords made 
the schedule tighter and tighter and it was getting diffi  cult to maintain the annual events.  
It also caused signifi cant damage to the daily activities of the shogun and the lord. Thus, 
the government’s order of including the anniversaries of the deaths of the Emperor and 
Empress resulted in destroying its annual events.

As the result of this study, it is revealed that the ceremony in the the Edo era was based 
on the death of the hierarchies.

A study of the political trends and position of Tokugawa Yoshikatsu, the 14th head of the 
Owari Tokugawa clan, in Kyoto at the end of the Edo era

FUJITA Hideaki
This study examines the political opinion and activities of Tokugawa Yoshikatsu, the 14th 

head of the Owari Tokugawa clan, in Kyoto from 1863 to1864.
As the result of the study, the following three fi ndings were identifi ed.
1. Previous studies considered Yoshikatsu as an exclusionist imperialist. This thesis puts 

emphasis on the fact that Yoshikatsu’s political speeches and deeds were based on the 
regard for the shogunate as the head of the Owari Tokugawa family, which was also the 
head of Gosanke families (three independent branches of Tokugawa families). He criticized 
the shogunate government from the view point of exclusionistic imperialism because he 
wanted to support the shogunate family.

2. While the shogun was still young, Yoshikatsu got trusted by the Imperial Court as the 
head of Tokugawa family in Kyoto. As for the matter of foreign relations,  Yoshikatsu at that 

in distant areas. As one countermeasure the Owari domain encouraged the planting of 
Japanese lacquer trees to obtain Japan wax (also known as Japan tallow or sumac wax), but 
this policy resulted in failure as the overall wax market had been dominated by good-quality 
wax trees. Consequently the local economy found itself in a worsening bind.

A study concerning a role of an administrator (Ｏyaⅿaⅿoｒi) for Miure & Three Villages 
in a forestation policy adopted by the Owari domain from the 18th to 19th centuries

HAGA Kazuki
This study examines the forestation policy adopted by the Owari domain that had not 

been covered in previous research. From around the middle of 18th century in the Owari 
domain, Naiki Hikoshichi of the Oyamamori and his people planted trees on Osuyama (a 
term used for mountains where hunting and entry was prohibited, so as to encourage the 
proliferation of hawks to be used for hunting and to protect nesting areas). Culling withered 
trees within the Osuyama, they planted saplings of Japanese cypress, Japanese cedar,  
chestnut and so forth.

Since the reforestation work not only created forests for diff erent purposes but enabled 
a growing environment for the forests, this stood out as an important policy in forestry 
management.  In acknowledgement of the forestation work performed by the Oyamamori 
during the Edo period, the Meiji government appointed Naiki Zen-ei, a descendant of the 
family that had been the Oyamamori, as an official in the service of planting trees. This 
underscores the importance of the role performed by the Naiki family as Oyamamori in the 
forestation policy of the Owari domain. 

A study on confl icts between ʏaⅿakaｔa and Kōｒikaｔa in the Hirosaki domain at the end 
of the 18th century

KAYABA Masahito
This study examines a differences in thinking on a mountain forest within the domain 

created by the confl ict between the Yamakata (a department in charge of domain’s forestry 
administration) and the Kōrikata (a department in charge of domain’s administration on area 
control and agriculture) in the Hirosaki domain at the end of the 18th century. From the 
results of the study, the following points were clarifi ed.

First, forestry administration reforms were carried out in the Hirosaki domain at the 
end of the 18th century to restore the mountain forest ravaged by a famine. As part 
of the reforms, a Yamakata centered on the Yama-Bugyō (a commissioner of forestry 
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Since then, plans for forest rotation or forestation of Hinoki (Hiba) cypress, Japanese cedar 
and so forth were organized to center around the Yamakata.
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be allowed to utilize the mountain forest to help relieve them from their impoverished 
circumstances. The two sides disagreed, with the Yamakata, claiming if people were 
prohibited from utilizing the mountain forest this would lead to illegal logging (tree felling 
actions performed without permission from the domain). 
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and the function of ranking in the ceremony by comparing Enpō, Genbun and Tenpō 
periods

FUKAI Masaumi
To analyze Nentō-onrei (a New Year ceremony) of the Tokugawa shogunate is a key to 

understand how the social classifi cation was formed in Edo era.
The shogunate government made the participants aware of their own social classes for 

one another and maintained the social order by conducting this ceremony. Although some 
general structure of the ceremony has been revealed, the details are not cleared, nor are 
the temporal changes. This study closely examined Nentō-onrei in the early, middle and 
later Edo era and clarifi ed how the structure changed as well as how the classifi cation was 
formed according to one’s social class, family ranking and status.

A study of economic crises that occurred in mountain villages in the late Edo period, 
taking the case of Outakimura, Shinano-no-kuni as an example

ŌSAKI Akira
This study aims to understand historical characteristics of the Edo period through analysis 

of the economies of mountain villages where the population engaged in farming and forestry. 
This report follow two that appeared previously in Bulletins 51 and 52 published by this 
institute.

The essential points of study in the above-cited fi rst and second reports were as follows. In 
the early Edo period, the economy of the Kiso mountains was stable,  with cutting of lumber 
on a large scale and employment of the people within the domain for cutting down trees 
and hauling lumber directly managed by the Owari domain, thanks to its abundant forest 
resources. However, by the middle of Edo period, management of forestry was taken over 
by lumber merchants, and forest resources became considerably depleted. To compensate 
for the revenue decrease caused by the resources problem and the burden of lumber 
taxation, new jobs and activities were created as a substitute, such as grain brokering,  
fi nancing to feudal warriors and so forth, investments for development of new rice fi elds and 
others. However, the cycle of capital funds began to shift away from the mountain villages. 

The essential points of this third report are as follows.
By the late Edo period, forest resources became further depleted and even if the forestry 

merchants started to expand the forestry operation to territories directly controlled by the 
Shogunate (referred to as Tenryō), territories owned by Hatamoto (who were direct vassals 
of the shogun) and so forth—or in other words outside the forests belonging to the domain—
the earning ratios tended to be low because of the need to pay concession money to gain 
access to the mountains, paid to land holders, and higher delivery costs due to operations 
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