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幕
末
の
司
馬
江
漢
ら
、
日
本
人
が
最
初
に
試
み

た
銅
版
画
は
エ
ッ
チ
ン
グ
で
、
こ
れ
は
線
を
引
く

の
に
酸
の
腐
食
作
用
を
使
う
も
の
だ
が
、
元
々
の

銅
版
画
は
刃
物
で
直
接
銅
板
に
線
を
彫
り
刻
ん

で
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
本
来
、
金
銀
細
工
師

が
金
や
銀
の
板
に
画
像
を
彫
る
の
に
使
っ
て
い

た
方
法
だ
。
だ
か
ら
、
最
初
の
銅
版
画
師
た
ち
が

金
銀
細
工
師
出
身
だ
っ
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と

だ
。
と
は
い
え
、
金
属
に
彫
っ
た
線
を
版
画
に
す

る
ま
で
の
道
の
り
は
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は

な
い
。

ま
ず
、
金
属
の
板
に
彫
ら
れ
た
線
は
見
え
に
く

い
の
で
、
絵
柄
を
は
っ
き
り
見
せ
る
方
法
が
考
案

さ
れ
た
。
陰
刻
の
線
に
酸
化
水
銀
の
黒
い
粉
を
擦

り
込
む
ニ
エ
ロ
と
い
う
技
法
だ
。
そ
の
仕
上
が
り

の
様
子
か
ら
、
か
つ
て
は
、
こ
の
ニ
エ
ロ
技
法
が

銅
版
画
の
原
点
だ
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
技
法
が
隆

盛
し
た
十
五
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
が
銅
版
画
誕
生

の
地
だ
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
で
も
、

固
化
し
た
ニ
エ
ロ
で
は
刷
り
写
す
こ
と
が
で
き

な
い
。
彫
り
刻
ま
れ
た
溝
か
ら
刷
り
写
す
に
は
、

液
状
の
イ
ン
ク
が
必
要
に
な
る
。
し
か
も
水
性
で

は
滲
む
の
で
、
ね
ば
り
の
あ
る
油
性
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
や
ラ
イ

ン
川
に
近
い
ド
イ
ツ
が
銅
版
画
発
生
の
候
補
地

と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。

こ
の
地
域
は
、
交
易
都
市
が
多
く
、
物
質
的
条

件
が
整
っ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
百
年
以
上
前
か

ら
絵
具
を
油
で
溶
い
て
描
く
絵
画
の
技
術
（
油
彩

画
）
が
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
実
際

に
、
イ
タ
リ
ア
よ
り
早
い
時
代
の
銅
版
画
が
次
々

と
見
つ
か
り
、
そ
の
先
行
性
が
証
明
さ
れ
た
。

東
洋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
製
紙
技
術
の
発
展

も
あ
っ
て
、
銅
版
画
は
、
や
が
て
画
像
情
報
を
正

確
に
広
く
伝
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
革
命
的
な

技
術
と
し
て
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
よ
う
な
稀
有
の
才

を
虜
に
す
る
。

「西洋銅版画のこと」
京都市美術館館長　潮江 宏三
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司
会　

京
都
市
学
校
歴
史
博
物
館
開
館
二
十
周
年
を

記
念
い
た
し
ま
し
て
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
名
誉
教

授
の
榊
原
𠮷
郎
先
生
を
お
招
き
し
ま
し
た
。
本
日
は

「
京
都
の
美
術
を
育
ん
だ
も
の
」
と
い
う
テ
ー
マ
で

当
館
の
上
村
淳
之
館
長
と
お
お
い
に
語
っ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
で
は
ま
ず
榊
原
先
生
、
京
都
画
壇
の
歴
史

に
つ
い
て
概
観
を
お
話
し
く
だ
さ
い
。

榊
原　

本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
日
本
画

家
と
し
て
日
本
画
ひ
と
す
じ
に
描
い
て
こ
ら
れ
た
上

村
淳
之
先
生
と
は
異
な
り
、
私
は
父
が
日
本
画
家
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
西
洋
画
科
を
専
攻
し
、
そ
の

後
、
紆
余
曲
折
を
経
て
日
本
美
術
史
の
研
究
の
道
に

進
み
ま
し
た
。
美
術
史
を
横
か
ら
、
斜
め
か
ら
見
つ

め
、
考
え
続
け
て
お
り
ま
す
。

今
日
の
テ
ー
マ
と
さ
れ
て
い
る
「
京
都
の
美
術
を

育
ん
だ
も
の
」
と
は
何
か
、
と
問
わ
れ
れ
ば
、
こ
れ

は
間
違
い
な
く
京
都
の
町

ち
ゃ
う
し
ゅ
う
衆
で
す
。
こ
の
言
葉
を
よ

く
「
ま
ち
し
ゅ
う
」
と
読
み
ま
す
が
、
そ
れ
は
近
年

定
着
し
た
も
の
で
本
来
は
「
ち
ゃ
う
し
ゅ
う
」
と
発

音
し
て
い
た
と
の
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
と
も
あ

れ
、
京
都
の
町
の
人
た
ち
が
「
京
都
の
美
術
」
を
育

ん
で
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
こ
れ
か
ら
申

し
上
げ
ま
す
。

縄
文
時
代
か
ら
人
々
は
何
か
し
ら
言
葉
を
使
っ
て

き
ま
し
た
が
、
い
つ
の
時
代
か
ら
か
漢
字
が
入
っ
て

き
て
、
話
し
言
葉
を
漢
字
で
書
き
表
す
よ
う
に
な
っ

て
い
き
ま
す
。
漢
字
か
ら
、
の
ち
に
変
体
仮
名
と
呼

ば
れ
る
万
葉
仮
名
を
つ
く
り
だ
し
、
そ
の
仮
名
文
字

は
や
が
て
ひ
ら
が
な
へ
と
整
っ
て
い
き
ま
す
。
平
安

時
代
に
は
だ
い
た
い
日
本
語
と
し
て
の
文
字
体
系
は

落
ち
着
き
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
ひ
ら
が
な
を
使
っ
て

『
源
氏
物
語
』
も
生
ま
れ
た
わ
け
で
す
。
絵
の
ほ
う

平
安
時
代　

大や
ま
と和
絵え

と
唐か
ら

絵え

上村 淳之
（日本画家・

京都市学校歴史博物館館長）

榊原 　郎
（京都市立芸術大学名誉教授）

「京都の美術を育んだもの」
京都市学校歴史博物館開館二十周年記念対談

対×談
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で
は
、
日
本
の
風
景
や
風
俗
が
御
所
の
絵
師
た
ち
に

よ
っ
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
主
流

で
あ
っ
た
中
国
文
化
を
画
題
に
し
た
「
唐
絵
」
に
対

し
て
「
大
和
絵
」
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
平
安
時
代
に

成
立
し
た
こ
の
「
大
和
絵
」
が
日
本
画
に
つ
な
が
る

流
れ
の
起
源
の
ひ
と
つ
と
い
え
ま
す
。

室
町
時
代
に
な
る
と
中
国
で
は
唐
の
文
化
が
衰
退

し
、
そ
の
影
響
で
仏
教
に
も
変
化
が
起
き
て
、
禅
宗

と
い
う
か
た
ち
で
水
墨
画
と
と
も
に
日
本
に
伝
わ
り

ま
す
。
こ
の
と
き
、「
詩
画
」
と
い
う
文
字
と
絵
を

ひ
と
つ
に
し
た
表
現
が
伝
わ
る
の
で
す
。
中
国
で
は

文
人
の
た
し
な
み
と
さ
れ
る
四
芸
を
い
う
「
琴き

ん

棋き

書し
ょ

画が

」
と
い
う
言
葉
が
古
く
か
ら
成
立
し
て
い
ま
す
が
、

こ
の
う
ち
楽
器
す
な
わ
ち
音
を
意
味
す
る
「
琴
」
が

宗
達
、
尾
形
光
琳
、
中
村
芳
中
、
神
坂
雪
佳
ら
は
京

都
の
町
衆
か
ら
出
て
き
た
町
の
絵
師
で
す
。
そ
し
て

土
佐
光
起
、
原
在
中
、
狩
野
探
幽
、
狩
野
山
楽
、
森

寛
斎
ら
は
武
家
か
ら
出
て
き
た
幕
府
お
抱
え
絵
師
で

す
。土

佐
派
、
狩
野
派
に
つ
い
て
は
後
述
し
ま
す
が
、

先
に
少
し
触
れ
て
お
く
と
、
明
治
に
な
っ
て
ア
ー

ネ
ス
ト
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
い
う
ア

メ
リ
カ
人
が
来
日
し
、
非
常
に
狩
野
派
に
魅
了
さ

れ
、
自
身
も
狩
野
派
絵
師
に
師
事
し
て
学
ぶ
ほ
ど
入

れ
込
み
ま
す
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
最
初
、
哲
学
と
政
治

学
の
教
師
と
し
て
東
京
大
学
に
来
る
の
で
す
が
、
日

本
美
術
に
惹
か
れ
て
研
究
に
い
そ
し
む
よ
う
に
な
り

ま
す
。
こ
の
と
き
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
力
に
な
っ
た
の
が

岡
倉
天
心
で
す
。
横
浜
出
身
の
岡
倉
天
心
は
外
国
人

と
盛
ん
に
交
流
し
て
お
り
、
英
語
も
堪
能
で
し
た
。

フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
つ
い
て
は
秘
仏
で
あ
っ
た
奈
良
の
法

隆
寺
夢ゆ

め

殿ど
の

の
救く

世ぜ

観
音
を
開
陳
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

知
ら
れ
ま
す
が
、
こ
う
し
た
活
動
も
岡
倉
天
心
は
一

重
要
だ
と
私
は
常
々
考
え
て
お
り
ま
し
て
、
つ
ま
り
、

昔
は
録
音
技
術
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
演
奏
も
、

会
話
も
音
は
そ
の
場
で
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
聴
覚

に
の
み
働
き
、
消
え
て
し
ま
う
言
葉
を
記
録
す
る
た

め
に
、
古
来
人
々
は
大
変
な
苦
労
を
し
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
が
、
文
字
の
発
達
で
書
き
記
す
こ
と
が
始
ま
り
、

絵
と
組
み
合
わ
せ
て
残
す
こ
と
で
、
視
覚
に
訴
え
る

よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、

こ
れ
は
大
き
な
変
化
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
し
て
現
代
の
私
達
も
、
遺
さ
れ
た
詩
画
や
絵

巻
物
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
わ
け
で
す
。

さ
て
、
近
世
に
な
り
ま
す
と
絵
師
は
御
所
だ
け
で

な
く
町
の
な
か
に
も
登
場
し
ま
す
。
た
と
え
ば
俵
屋

役
買
っ
て
い
ま
す
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
日
本
画
に
関
す

る
「
美
術
真
説
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
、
ま
る
で

美
術
界
に
現
れ
た
黒
船
の
ご
と
く
、
日
本
の
美
術
行

政
に
も
関
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
こ

と
か
ら
、
の
ち
に
東
京
藝
術
大
学
の
前
身
で
あ
る
上

野
の
美
術
学
校
設
立
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で

す
。一

方
、
京
都
で
は
円
山
応
挙
と
い
う
人
が
出
て
き

て
円
山
派
が
成
立
し
ま
す
。
応
挙
は
亀
岡
か
ら
京
都

へ
出
て
、
非
常
に
真
面
目
に
修
業
を
し
た
よ
う
で

す
。
応
挙
の
絵
は
い
か
に
も
真
面
目
に
、
克
明
に
描

き
あ
げ
て
い
っ
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
円
山

派
の
画
風
は
写
生
を
重
視
し
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す

が
、
ま
さ
に
「
写
生
」
を
始
め
た
の
が
応
挙
な
の
で

室
町
時
代　

禅
宗
と
水
墨
画

近
世　

町
絵
師
、
御
所
絵
師
、

幕
府
お
抱
え
絵
師

フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
よ
る
狩
野
派
支
持

円
山
応
挙
の
円
山
派
、
呉
春
の
四
条
派
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京
都
で
は
俵
屋
宗
達
ら
が
活
躍
し
、
当
時
の
後
水

尾
天
皇
が
宗
達
を
ひ
い
き
に
し
て
多
く
の
絵
を
制
作

さ
せ
た
こ
と
が
記
録
に
残
っ
て
お
り
、
御
所
と
琳
派

の
つ
な
が
り
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
土
佐
光
起
も

後
水
尾
天
皇
の
覚
え
め
で
た
く
、
光
起
の
門
人
た
ち

も
絵
師
と
し
て
御
所
の
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
土
佐
派
の
絵
は
大
和
絵
系
で
、
色
彩
を
重
視
し

た
カ
ラ
フ
ル
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

一
方
、
中
国
か
ら
入
っ
て
き
た
水
墨
画
の
流
れ
は

狩
野
派
に
受
け
継
が
れ
、
形
態
を
き
ち
っ
と
描
く
画

風
が
確
立
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
た
と
え
ば
雪
舟
の

『
山
水
長
巻
図
』
に
そ
の
傾
向
が
見
て
と
れ
ま
す
。

狩
野
派
は
、
徳
川
家
康
が
好
ん
だ
狩
野
探
幽
が
幕

府
お
抱
え
絵
師
に
な
っ
た
の
を
契
機
に
江
戸
の
主
流

は
あ
る
と
き
江
戸
へ
呼
び
出
さ
れ
た
ま
ま
亡
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
呉
春
は
呉く

れ

服は

の
里
（
現
在
の
大
阪

府
池
田
市
）
の
酒
屋
に
身
を
寄
せ
、
与
謝
蕪
村
に
師

事
し
て
絵
を
描
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
京
都
に

戻
っ
て
か
ら
は
円
山
応
挙
と
の
交
流
も
あ
っ
て
写
生

画
を
描
き
、
や
が
て
四
条
派
を
形
成
し
ま
す
。
呉
春

が
当
時
居
を
構
え
て
い
た
の
が
四
条
通
だ
っ
た
た
め

四
条
派
と
い
う
の
で
す
。
東
京
の
美
術
史
家
の
中
に

は
円
山
派
と
四
条
派
を
ま
と
め
て
円
山
四
条
派
な
ど

と
呼
称
し
ま
す
が
、
こ
の
二
つ
の
流
派
は
筆
の
使
い

方
が
全
く
違
い
、
写
生
画
と
一
言
に
い
っ
て
も
そ
の

写
生
の
質
が
異
な
り
ま
す
か
ら
、
ひ
と
ま
と
め
に
す

る
の
は
誤
り
で
す
。
実
際
、
京
都
の
町
衆
こ
そ
が
こ

の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
て
、
絵
の
注
文
を
す
る
と

き
に
、
そ
の
用
途
目
的
に
よ
っ
て
円
山
派
の
絵
師
、

四
条
派
の
絵
師
を
選
ん
で
い
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で

す
。
生
真
面
目
な
円
山
派
、
華
や
か
な
四
条
派
と
い

え
る
で
し
ょ
う
か
。

す
。
当
時
、
八
代
将
軍
吉
宗
は
「
蛮
書
解
禁
」、
つ

ま
り
キ
リ
ス
ト
教
関
係
以
外
の
書
物
の
輸
入
を
許
可

し
ま
し
た
。
す
る
と
蘭
学
と
い
う
言
葉
も
あ
る
よ
う

に
、
医
学
や
自
然
科
学
系
の
書
物
が
入
っ
て
き
ま
す
。

応
挙
の
登
場
は
そ
れ
と
期
を
一
に
し
て
い
ま
す
。
書

物
の
理
解
を
助
け
る
た
め
の
解
剖
図
な
ど
を
手
が

け
、
日
本
に
お
け
る
医
学
の
発
達
に
貢
献
す
る
の
で

す
。
応
挙
の
写
生
帳
に
残
る
三
日
月
の
絵
に
は
、
何

月
何
日
何
時
頃
ど
の
方
角
の
月
で
あ
る
、
と
い
う
記

録
が
必
ず
つ
い
て
お
り
、
自
然
科
学
者
の
よ
う
に
仕

事
を
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。
応
挙
以
前
に
は
、

た
と
え
ば
土
佐
光
起
も
ス
ケ
ッ
チ
を
し
て
い
ま
し
た

が
、
そ
れ
に
は
「
生
き
写
し
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
言
葉
が
き
ち
ん
と
受
け
継
が

れ
て
い
て
、
応
挙
の
時
代
に
「
写
生
」
と
い
う
言
葉

と
な
っ
た
の
で
す
。

ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
出
て
く
る
絵
師
に
呉
春
と
い
う

人
が
い
ま
す
。
京
都
の
金
座
（
金
貨
鋳
造
組
織
ま
た

は
鑑
定
場
所
）
の
重
役
の
息
子
で
す
が
、
そ
の
父
親

派
と
な
り
ま
し
た
。
以
来
、
全
国
各
藩
の
絵
師
た
ち

も
江
戸
へ
来
て
狩
野
派
に
習
い
、
国
へ
帰
っ
て
絵
師

と
し
て
藩
主
に
仕
え
る
と
い
う
流
れ
が
で
き
あ
が
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
狩
野
派
は
、
世
界
で
も
稀

に
見
る
大
き
な
絵
画
の
流
派
に
成
長
す
る
の
で
す
。

藩
絵
師
の
な
か
に
酒
井
抱ほ

う

一い
つ

と
い
う
人
が
お
ら
れ

ま
し
て
、
姫
路
城
城
主
の
次
男
坊
な
の
に
酒
井
家
を

離
れ
て
江
戸
へ
出
て
き
ま
す
。
そ
し
て
吉
原
の
花
魁

御
所
の
土
佐
派
、
幕
府
の
狩
野
派

榊原 𠮷郎氏
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と
一
緒
に
な
る
な
ど
非
常
に
奔
放
な
生
き
方
を
し
た

人
で
す
が
、
狩
野
派
を
学
ん
で
い
た
こ
の
抱
一
が
江

戸
に
お
け
る
琳
派
の
祖
と
な
り
ま
す
。
先
述
し
た

フ
ェ
ノ
ロ
サ
や
岡
倉
天
心
は
こ
の
抱
一
の
流
れ
を
継

い
で
い
く
わ
け
で
す
。

近
代
に
入
っ
て
開
国
し
た
日
本
は
西
洋
文
化
の
大

波
に
さ
ら
さ
れ
ま
す
。
美
術
界
も
同
様
で
、
西
洋
画

が
伝
わ
り
、
江
戸
時
代
に
は
な
か
っ
た
「
美
術
」
と

い
う
言
葉
が
誕
生
し
ま
す
。
こ
れ
は
明
治
政
府
の
役

人
が
A
R
T
と
い
う
語
を
翻
訳
し
て
つ
く
っ
た
言

葉
で
し
た
。

東
京
が
首
都
と
な
り
、
天
皇
家
も
東
京
へ
行
っ
て

し
ま
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
京
都
は
大
き
な
危
機
感

を
覚
え
ま
す
。
京
都
の
町
衆
は
番
組
小
学
校
を
つ
く

る
な
ど
叡
智
を
結
集
し
て
京
都
な
ら
で
は
の
近
代
化

を
進
め
ま
す
が
、
京
都
の
町
絵
師
た
ち
も
危
機
意
識

か
ら
画
学
校
を
創
設
し
、
京
都
画
壇
を
支
え
る
た
め

に
尽
力
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
方
、
東
京
で
は
政
府
主
導
に
よ
る
学
校
教
育
の

組
織
化
が
あ
り
、
上
野
の
美
術
学
校
の
設
立
が
あ
り
、

院
展
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
面
白
い
こ
と
に
、

上
野
の
学
校
で
は
当
初
、
西
洋
画
が
外
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
日
本
画
と
彫
刻
、
し
か
も
仏
教
彫
刻
な
ど
の

木
彫
が
中
心
で
し
た
。
こ
れ
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
、
岡
倉

天
心
の
意
向
が
反
映
さ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
と

は
い
え
、
の
ち
に
油
絵
も
ブ
ロ
ン
ズ
彫
刻
も
入
っ
て

い
き
ま
す
。
黒
田
清
輝
と
い
う
画
家
が
い
ま
す
が
、

も
と
も
と
法
学
を
学
ぶ
た
め
に
国
費
留
学
し
た
フ
ラ

ン
ス
で
絵
描
き
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
帰
国

後
、
彼
は
上
野
の
美
術
学
校
に
入
り
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
流
れ
を
鑑
み
て
も
、
こ
の
学
校
を
中
心
に
成
り

立
つ
東
京
画
壇
は
、
現
在
も
中
央
意
識
の
強
さ
が
感

じ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
で
は
、
京
都
に
課
さ
れ
て

い
る
の
は
ど
の
よ
う
な
役
割
な
の
だ
ろ
う
か
と
考
え

ま
す
と
、
こ
の
よ
う
に
海
外
文
化
が
流
入
し
、
そ
れ

ら
が
日
本
化
し
消
費
さ
れ
る
な
か
に
あ
っ
て
、
地
域

文
化
意
識
を
強
く
も
つ
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

実
際
に
、
京
都
は
、
中
央
集
権
を
す
す
め
る
東
京
を

後
目
に
、
地
域
の
特
色
を
保
全
し
、
方
言
を
維
持
し

て
き
ま
し
た
。
言
葉
は
、
単
に
も
の
を
言
い
表
す
た

め
の
道
具
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
歴
史
文
化
が
内
包

さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
言
葉
を
、
そ
の
起
源
や
背
景
、

あ
る
い
は
発
音
な
ど
と
考
え
合
わ
せ
て
い
く
と
実
に

さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
見
え
て
き
ま
す
。

そ
の
典
型
的
な
例
と
し
て
私
が
掲
げ
る
の
は
「
す

い
」
と
「
い
き
」
で
す
。「
す
い
」（
粋
）
は
ま
さ
に

琳
派
の
理
念
を
言
い
表
し
て
い
ま
す
。「
い
き
」（
粋
）

は
江
戸
画
壇
の
ひ
と
つ
の
傾
向
で
す
。
九
鬼
周
造
と

い
う
学
者
の
『「
い
き
」
の
構
造
』
と
い
う
論
文
が

参
考
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
九
鬼
は
「
い
き
」
を

江
戸
の
言
葉
と
し
て
解
釈
し
て
い
ま
す
。

「
す
い
」
と
「
い
き
」
の
差
異
に
つ
い
て
、
私
は

「
ウ
エ
ッ
ト
」
と
「
ド
ラ
イ
」
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。

「
す
い
」
に
は
湿
り
気
を
感
じ
ま
す
が
、「
い
き
」
に

は
乾
き
を
覚
え
ま
す
。
庭
園
で
言
え
ば
、
苔
む
し
た

庭
と
芝
生
の
庭
の
違
い
で
し
ょ
う
か
。
東
京
の
土
壌

は
富
士
山
の
噴
火
で
で
き
た
関
東
ロ
ー
ム
層
で
す
か

ら
、
芝
が
よ
り
適
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ

う
に
、
お
そ
ら
く
日
本
の
各
地
に
残
る
方
言
の
中
に

は
そ
の
風
土
、
そ
し
て
風
土
に
育
ま
れ
た
文
化
が
生

き
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
京
都
の
美
術
は
、「
す

い
」
な
京
都
の
町
衆
が
支
え
た
京
都
画
壇
に
育
ま
れ

て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

司
会　

榊
原
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

上
村
館
長
、
今
の
お
話
を
受
け
ら
れ
て
、
京
都
の
美

近
代　

西
洋
画
、「
美
術
」（
A
R
T
）

と
い
う
概
念
と
の
出
会
い

京
都
画
壇
の
役
割　
「
す
い
」
と

「
い
き
」、
京
と
江
戸
の
風
土
差
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術
の
特
徴
、
ま
た
日
本
画
の
真
髄
と
い
う
も
の
に
つ

い
て
お
話
し
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

上
村　

榊
原
先
生
は
そ
の
ご
専
門
の
立
場
か
ら
日
本

美
術
、
京
都
画
壇
の
歴
史
的
経
緯
を
お
話
し
く
だ
さ

い
ま
し
た
が
、
私
は
こ
う
し
た
こ
と
を
理
論
的
に
は

と
て
も
お
話
し
で
き
ま
せ
ん
。
な
に
し
ろ
、
ひ
と
り

の
絵
描
き
と
し
て
、
い
ま
自
分
が
ど
う
生
き
る
か
、

何
を
見
つ
け
だ
す
の
か
、
ど
う
描
く
の
か
、
そ
の
よ

う
な
こ
と
を
自
問
し
な
が
ら
描
く
こ
と
だ
け
に
一
生

懸
命
に
な
っ
て
き
た
も
の
で
す
か
ら
、
歴
史
の
こ
と
、

あ
る
い
は
京
都
の
文
化
の
こ
と
に
し
て
も
、
系
統
立

て
て
勉
強
し
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
描

く
立
場
か
ら
感
じ
る
・
考
え
る
こ
と
を
述
べ
て
ま
い

り
ま
す
。

松
園
の
母
親
は
お
な
か
さ
ん
と
い
う
人
で
、
早
く

に
夫
を
亡
く
し
た
た
め
女
手
ひ
と
つ
で
松
園
を
育
て

ま
し
た
。
ち
き
り
屋
と
い
う
屋
号
の
葉
茶
屋
を
切
り

盛
り
し
、
一
日
中
絵
を
描
い
て
い
る
松
園
に
料
理
裁

縫
を
教
え
る
よ
う
な
こ
と
は
一
切
せ
ず
、「
あ
な
た

に
台
所
仕
事
は
必
要
な
い
、
絵
の
勉
強
に
励
み
な
さ

い
」
と
い
う
よ
う
な
人
で
し
た
。
時
代
が
時
代
で

す
か
ら
、
豪
傑
女
だ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ

う
。
お
そ
ら
く
松
園
は
生
涯
包
丁
を
も
っ
た
こ
と
が

な
い
と
思
い
ま
す
。
と
に
か
く
絵
を
描
く
こ
と
に
集

中
し
て
い
た
の
で
す
。
や
が
て
、
師
匠
で
あ
る
鈴
木

松し
ょ
う
ね
ん
年
と
の
あ
い
だ
に
私
の
父
、
松
篁
を
も
う
け
ま
す

が
、
赤
ん
坊
の
世
話
を
し
た
の
も
や
は
り
母
親
の
お

な
か
さ
ん
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

ま
す
か
、
松
篁
は
金
魚
の
絵
で
世
に
そ
の
名
を
知
ら

し
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
松
篁
の
師
匠
の
入

江
波は

光こ
う

先
生
は
「
松
篁
さ
ん
は
金
魚
で
絵
描
き
に
な

ら
は
っ
た
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
そ
う
で
す
。
ど
の
く

ら
い
金
魚
を
よ
く
見
て
い
た
か
と
い
う
と
、
お
腹
に

卵
を
も
っ
て
い
な
い
金
魚
を
上
か
ら
見
て
、
雌
雄
の

判
定
が
で
き
た
の
で
す
か
ら
、
相
当
な
も
の
だ
と
思

い
ま
す
よ
。

と
は
い
え
、
お
な
か
さ
ん
に
は
ち
き
り
屋
と
い
う

店
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
孫
を
連
れ
て
外
へ
遊
び
に

い
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。

そ
れ
で
、
家
の
中
に
金
魚
鉢
を
た
く
さ
ん
置
い
て
い

た
そ
う
で
す
。
金
魚
好
き
だ
っ
た
松
篁
は
、
日
が
な

一
日
金
魚
を
じ
っ
と
眺
め
て
過
ご
し
た
の
で
す
。
父

は
私
に
、
部
屋
の
中
に
ず
ら
り
と
金
魚
鉢
が
並
べ
て

あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
金
魚
を
飼
っ
て
い
た

と
い
う
話
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
思
う
に
、
幼
少
時

か
ら
金
魚
を
見
つ
め
続
け
た
お
か
げ
で
、
金
魚
に
関

し
て
は
類
稀
な
観
察
眼
を
養
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
松
篁
は
非
常
に
精
密
な
、
細
部
ま
で
細
か

く
再
現
し
た
写
生
画
を
描
き
ま
す
。
部
屋
に
並
ん
だ

金
魚
鉢
の
中
の
金
魚
を
観
察
し
て
は
写
生
す
る
と
い

う
こ
と
を
繰
り
返
し
て
、
や
が
て
、
出
世
作
と
い
い

祖
母
・
上
村
松
園

父
・
上
村
松
篁

上村 淳之氏
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金
魚
に
つ
い
て
は
父
に
か
な
い
ま
せ
ん
が
、
鳥
に

つ
い
て
は
私
も
一
家
言
ご
ざ
い
ま
す
。
鳥
の
雌
は
、

そ
の
産
卵
機
能
を
失
っ
た
と
き
、
人
間
で
い
う
閉
経

で
す
ね
、
そ
の
と
き
羽
色
が
雄
の
色
に
変
化
し
ま
す
。

そ
う
な
る
と
も
う
、
腹
を
裂
い
て
卵
巣
の
有
無
を
確

か
め
な
い
と
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
、
そ
っ
く
り
に
な
る

の
で
す
。
な
ぜ
だ
と
思
い
ま
す
か
？

こ
う
し
た
疑
問
に
つ
い
て
そ
の
答
え
、
理
由
を
考

え
て
い
く
こ
と
が
面
白
く
、
鳥
た
ち
の
気
持
ち
を
想

像
す
る
こ
と
が
実
に
楽
し
い
の
で
す
。
い
わ
ば
こ
れ

は
自
然
界
の
約
束
事
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
雄
二
羽

で
泳
い
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
に
、
一
羽
は
ほ
ん

と
う
は
雌
な
の
で
す
。
は
っ
き
り
と
解
明
さ
れ
た
の

は
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
だ
そ
う
で
す
。

私
は
た
く
さ
ん
の
小
鳥
を
飼
っ
て
い
ま
し
て
、

常
々
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
て
い
ま
す
が
、
お
か
げ
で
わ

か
っ
た
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
オ
シ
ド
リ
は
、

一
生
に
産
む
卵
の
数
は
非
常
に
多
い
。
と
は
い
え
、

一
生
に
残
す
子
孫
の
数
は
決
ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
を

残
せ
た
ら
も
う
雌
の
役
割
は
終
わ
っ
た
と
ば
か
り
に

羽
色
が
変
わ
る
の
で
す
。
オ
シ
ド
リ
の
雄
と
雌
は
体

の
色
が
全
然
違
い
ま
し
て
、
雄
は
非
常
に
派
手
な
色

を
し
て
い
ま
す
。
地
味
な
雌
の
羽
色
が
、
雄
の
よ
う

に
派
手
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
な
ぜ
雌
が
変

わ
る
の
か
。
ま
さ
に
自
然
の
神
秘
だ
と
い
え
ま
す
が
、

そ
の
理
由
を
さ
ま
ざ
ま
に
思
い
め
ぐ
ら
す
の
は
実
に

楽
し
い
も
の
で
す
。

こ
う
し
た
自
然
界
の
生
き
物
の
生
態
を
観
察
す
る

こ
と
は
非
常
に
面
白
い
で
す
ね
。
ま
た
愛
着
を
覚
え

に
し
た
が
っ
て
自
然
界
に
は
そ
れ
ぞ
れ
約
束
事
が
展

開
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
神
秘
と
い
う
の
で
す
。

神
秘
の
世
界
は
神
の
業
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
神
様

が
簡
単
に
は
見
せ
て
く
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
追
求
し

よ
う
と
し
た
の
が
花
鳥
画
の
世
界
な
の
で
す
。

飛
行
機
の
な
い
時
代
に
、
私
達
の
先
人
は
船
で

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
渡
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
絵
画
と
日
本
絵

画
の
違
い
を
つ
ぶ
さ
に
見
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
大
変

な
衝
撃
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
し
ま
す
。
そ
の
後

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
が
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
き
て
、
日

本
の
も
の
を
凌
駕
し
て
い
く
勢
い
の
な
か
、
美
術
界

で
は
「
日
本
画
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ

る
時
代
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
が
直
接
教

わ
っ
た
先
生
方
、
榊
原
紫し

峰ほ
う

先
生
、
小
野
竹ち

っ

喬
き
ょ
う

先

る
よ
う
に
も
な
る
。
松
篁
が
鳥
よ
り
金
魚
に
詳
し

か
っ
た
の
は
、
何
よ
り
金
魚
が
好
き
だ
っ
た
か
ら
に

ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
私
が
ま
だ
幼
か
っ
た
頃
に
は
、

父
は
毎
年
夏
に
な
る
と
、
下
御
霊
神
社
の
夜
店
に
連

れ
て
い
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
と
い
う
よ
り
、
自
分
が

行
き
た
か
っ
た
の
で
す
。
下
御
霊
さ
ん
の
縁
日
に
な

る
と
必
ず
「
行
こ
！
」
と
言
う
の
で
「
何
し
に
行
く

の
？
」
と
聞
く
と
「
金
魚
を
買
い
に
行
く
ね
ん
！
」

と
。金

魚
に
は
二
つ
と
同
じ
も
の
は
い
な
い
の
で
す
。

色
、
柄
が
違
う
の
で
す
。
毎
年
夜
店
で
あ
れ
で
も
な

い
こ
れ
で
も
な
い
と
金
魚
を
選
ん
で
買
っ
て
帰
る
の

は
、
わ
が
家
の
大
き
な
楽
し
み
で
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
執
念
深
く
対
象
を
見
る
と
い
う

こ
と
が
、
写
生
で
す
。
よ
く
見
て
か
た
ち
を
そ
っ
く

り
に
描
く
と
い
う
こ
と
と
は
根
本
的
に
違
い
ま
す
。

生
き
物
の
、
か
た
ち
の
向
こ
う
に
展
開
し
て
い
る
自

然
の
あ
り
よ
う
を
察
知
し
て
、
そ
の
な
か
に
神
宿
る

こ
と
を
知
る
こ
と
な
の
で
す
。
そ
の
神
の
思
し
召
し

雄
の
姿
に
変
わ
る
雌

写
生
と
は
、
自
然
界
の
神
秘
を
察
知
す

る
こ
と

日
本
画
と
は
何
か



対談　京都市学校歴史博物館開館二十周年記念対談「京都の美術を育んだもの」

15 14

生
、
村
上
華か

岳が
く

先
生
、
土
田
麦ば
く

僊せ
ん

先
生
、
そ
れ
か
ら

入
江
波
光
先
生
。
こ
う
し
た
先
生
方
が
、
国
画
創
作

協
会
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
協
会
内
に
は
日
本
画
と

油
彩
画
（
西
洋
画
）
の
部
門
が
あ
り
ま
し
た
が
、
や

が
て
運
営
が
非
常
に
困
難
に
な
っ
て
、
日
本
画
部
門

は
脱
退
し
て
し
ま
い
ま
す
。
油
彩
画
部
門
が
残
っ
て

存
続
し
ま
す
が
、
国
画
創
作
協
会
と
い
う
名
で
あ
り

な
が
ら
、
私
に
は
、
そ
の
活
動
内
容
は
国
籍
不
明
で

は
な
い
か
、
本
来
の
趣
旨
と
は
違
う
で
は
な
い
か
と

思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
残
念
な
が
ら
そ
れ
が
こ
ん
に

ち
の
風
潮
で
あ
り
、
こ
ん
に
ち
の
日
本
画
壇
を
牛

耳
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

自
然
、
こ
こ
で
い
う
自
然
と
は
あ
ら
ゆ
る
す
べ
て

の
も
の
を
指
し
、
草
、
木
、
石
こ
ろ
、
鳥
、
動
物
、

全
部
に
神
が
宿
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
を
経

て
よ
う
や
く
表
現
の
道
筋
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
が
日

本
画
の
、
花
鳥
画
の
世
界
な
の
で
す
。
決
し
て
「
鳥

や
花
を
き
れ
い
に
描
く
、
鳥
が
遊
ん
で
い
て
、
動
物

が
遊
ん
で
い
ま
す
」
で
済
む
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。

い
で
に
な
っ
て
、
そ
の
ま
ま
京
都
画
壇
を
形
成
し
て

い
か
れ
た
と
い
う
方
が
多
い
。
私
が
習
っ
た
先
生
方

も
、
ほ
と
ん
ど
地
方
出
身
の
方
で
し
た
。
京
都
と
い

う
土
地
は
、
よ
そ
か
ら
来
た
人
も
う
ま
く
、
温
か
く
、

ぐ
っ
と
抱
え
込
ん
で
育
て
る
力
が
あ
る
と
、
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。
榊
原
先
生
が
先
ほ
ど
お
話
し
く
だ

さ
っ
た
京
都
の
美
術
史
に
お
け
る
数
多
の
作
家
も
、

出
自
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
私
は
長
く
大
学
で
教
え
て

も
い
ま
し
た
が
、
一
流
の
作
家
に
育
っ
た
生
徒
は
た

い
て
い
京
都
の
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
言
い
換
え
れ

ば
そ
れ
こ
そ
が
京
都
の
も
つ
大
き
な
力
で
あ
り
ま

す
。
誰
を
も
ぐ
っ
と
抱
え
込
ん
で
思
考
さ
せ
て
同
化

さ
せ
て
い
く
、
伝
統
の
も
つ
力
で
も
あ
り
、
地
域
の

も
つ
雰
囲
気
で
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
京
都
と
い
う

土
地
の
も
つ
包
容
力
で
あ
り
説
得
力
。
一
度
そ
の
中

に
と
ら
え
ら
れ
た
ら
、
も
う
離
れ
た
く
な
く
な
る
と

い
う
よ
う
な
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
根
を
下
ろ
し

た
人
々
が
、
京
都
画
壇
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

そ
こ
に
描
か
れ
る
、
登
場
し
て
く
る
鳥
や
動
物
や
花

や
草
、
全
部
、
神
の
化
身
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
神
聖
な
気
持
ち
に
な
っ
て
初
め
て
見
え
て

く
る
世
界
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
う
見
え
て
初
め
て

絵
と
し
て
描
け
る
世
界
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
西
洋
の
考
え
方
は
そ
う
で
は
な
い
よ

う
で
す
。
し
た
が
っ
て
ほ
と
ん
ど
が
動
物
生
態
画
、

人
間
生
態
画
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
言

い
過
ぎ
だ
と
よ
く
叱
ら
れ
ま
す
が
、
私
は
そ
う
考
え

て
い
ま
す
。

と
も
あ
れ
、
国
画
創
作
協
会
と
い
う
国
の
美
術
界

に
関
わ
る
団
体
が
初
め
て
生
ま
れ
た
の
は
京
都
だ
っ

た
の
で
す
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
は
京
都
生
ま
れ
の
方

は
非
常
に
少
な
い
。
京
都
で
学
ぶ
た
め
東
西
か
ら
お

榊
原
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
「
す
い
」
と
「
い
き
」

に
通
ず
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
京
都
の
祭
で
は
、

わ
っ
し
ょ
い
わ
っ
し
ょ
い
と
騒
ぎ
ま
せ
ん
。
整
然
と

静
か
に
歩
み
ま
す
。
飛
び
跳
ね
て
神
輿
の
屋
根
か
ら

落
ち
た
と
い
っ
た
事
故
は
あ
り
ま
せ
ん
。
祇
園
祭
に

お
け
る
神
幸
祭
、
還
幸
祭
で
は
勇
壮
な
掛
け
声
と
と

も
に
大
き
な
神
輿
が
練
り
歩
き
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
、

危
険
な
要
素
は
削
ぎ
落
と
さ
れ
て
、
洗
練
さ
れ
た
か

た
ち
で
行
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
京
都
で
受
け
継
が
れ
て
き
て
い
る
も

の
は
、
残
っ
て
い
る
も
の
は
、
す
べ
て
そ
う
だ
と
思

う
の
で
す
。
な
に
ご
と
も
、
原
始
は
野
暮
っ
た
い
も

の
で
す
が
、
人
々
の
知
性
や
感
性
、
技
術
に
よ
っ
て

研
ぎ
澄
ま
さ
れ
て
い
き
、
最
良
の
か
た
ち
に
洗
練
さ

れ
て
残
る
。
そ
の
も
っ
と
も
よ
い
例
が
京
都
で
あ
る

京
都
の
包
容
力
、
説
得
力

京
都
の
洗
練
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と
思
い
ま
す
。

伊
藤
若
冲
と
い
う
高
名
な
画
家
が
い
ま
す
。
若
冲

が
若
い
と
き
に
描
い
た
絵
に
、
水
辺
で
鴨
の
雛
が
何

羽
も
泳
い
で
い
て
、
そ
の
横
で
母
鳥
が
羽
を
広
げ

て
、
コ
ッ
コ
ッ
コ
ッ
コ
ッ
、
早
よ
帰
っ
て
こ
い
早
よ

帰
っ
て
こ
い
と
い
っ
て
い
る
の
が
聞
こ
え
て
く
る
よ

う
な
、
生
き
生
き
し
た
絵
が
あ
る
の
で
す
。
し
か
し
、

そ
の
絵
が
話
題
に
な
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
若

冲
の
特
徴
と
し
て
知
ら
れ
る
、
鳥
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

シ
ョ
ー
の
よ
う
な
鮮
や
か
さ
に
は
欠
け
る
か
ら
な
の

で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
私
と
し
て
は
、
華
や
か
に
衣

裳
を
広
げ
る
よ
う
な
絵
で
は
な
く
、
鳥
の
内
面
が
、

思
い
が
に
じ
み
出
る
よ
う
な
絵
を
も
っ
と
描
い
て
ほ

し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
あ
れ
ほ
ど
に
描
け
る
画
家

だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
も
っ
と
奥
へ
奥
へ
と
追
求
し
て

ほ
し
か
っ
た
。
神
宿
る
鳥
の
そ
の
ま
た
向
こ
う
側
を

見
つ
め
続
け
て
描
け
ば
、
そ
の
鳥
は
も
っ
と
思
慮
深

い
鳥
と
な
っ
て
立
ち
現
れ
て
い
た
は
ず
で
す
。
し
か

し
、
若
冲
は
衣
裳
を
着
せ
替
え
る
よ
う
に
、
よ
り
新

だ
か
ら
そ
れ
は
い
っ
こ
う
に
か
ま
わ
な
い
に
し
て

も
、
自
分
の
仕
事
は
ま
だ
ま
だ
結
論
か
ら
遠
い
と
こ

ろ
に
あ
る
、
ま
っ
た
く
人
間
と
し
て
中
途
半
端
な
ま

ま
で
は
な
い
か
と
、
こ
う
思
い
ま
し
た
。
ま
だ
死
ね

な
い
。
ま
だ
ま
だ
死
ね
ま
せ
ん
。
松
園
も
、
松
篁
も
、

亡
く
な
る
前
に
は
、
も
う
ち
ょ
っ
と
描
き
た
か
っ
た

な
と
言
い
ま
し
た
。
私
も
お
そ
ら
く
同
じ
こ
と
を
言

う
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
、
で
き
る
こ
と
な
ら

仕
事
を
や
り
切
っ
て
、
結
論
づ
け
る
と
こ
ろ
ま
で
描

き
き
り
た
い
で
す
ね
。
そ
う
い
う
気
持
ち
で
、
一
木

一
草
に
神
仏
宿
る
、
そ
の
世
界
に
近
づ
き
た
い
、
近

づ
き
た
い
一
心
で
対
象
と
向
き
合
う
、
そ
れ
が
作
家

の
生
き
方
な
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
昔
、
父

が
写
生
し
て
帰
っ
て
き
た
と
き
に
こ
ん
な
こ
と
を
言

い
ま
し
た
。「
神
さ
ん
が
な
、
も
っ
と
お
描
き
、
も
っ

と
お
描
き
、
も
っ
と
近
づ
い
た
げ
る
わ
、
っ
て
い
わ

は
る
ね
ん
」

当
時
は
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
松
篁
に
は
そ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
そ
の

し
い
表
現
を
試
し
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

西
洋
的
な
考
え
方
が
、
若
冲
の
な
か
に
見
え
隠
れ
す

る
の
で
す
が
、
つ
ま
ら
な
い
な
あ
、
横
道
に
逸
れ
て

し
ま
っ
て
、
と
思
わ
ず
に
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

実
は
こ
の
二
年
間
ほ
ど
、
絵
の
出
品
が
で
き
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
と
い
う
の
も
、
ガ
ン
が
み
つ
か
り
、

そ
の
治
療
を
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
ま
っ
た
く
絵
描

き
と
は
い
え
な
い
状
況
だ
っ
た
の
で
す
が
、
致
し
方

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ガ
ン
は
内
視
鏡
手
術
で
取
っ

て
も
ら
い
、
現
在
の
と
こ
ろ
再
発
し
て
お
ら
ず
、
も

う
大
丈
夫
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

私
自
身
、
生
ま
れ
て
こ
の
か
た
病
気
と
は
無
縁
の

人
生
で
し
た
の
で
、
ガ
ン
と
い
わ
れ
て
さ
す
が
に
死

ぬ
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
誰
で
も
死
ぬ
の

よ
う
に
見
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
私
も
そ
の
心
境

に
至
れ
ば
、
多
少
は
ま
し
な
仕
事
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

司
会　

上
村
館
長
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

榊
原
先
生
、
京
都
画
壇
は
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
、

ど
の
よ
う
に
発
信
し
て
い
く
べ
き
か
、
そ
の
将
来
に

つ
い
て
お
考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

榊
原　

難
し
い
で
す
ね
。
将
来
の
こ
と
は
わ
か
り
ま

せ
ん
。
い
ま
、
上
村
淳
之
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
の

は
、
制
作
さ
れ
る
側
の
お
話
で
し
た
。
私
は
制
作
が

完
了
し
た
も
の
、
絵
画
、
彫
刻
、
工
芸
、
何
に
し
て

も
完
成
し
た
作
品
に
つ
い
て
理
屈
を
言
う
だ
け
の
人

間
で
す
か
ら
、
で
き
あ
が
っ
て
な
い
と
何
も
言
え
な

い
の
で
す
。
上
村
先
生
が
何
を
ど
の
よ
う
に
描
か
れ

る
の
か
、
そ
れ
は
予
測
不
可
能
な
わ
け
で
す
。
ご
自

身
も
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
京
都
で
自
分
が
生
き

て
き
た
と
い
う
こ
と
が
根
底
に
あ
り
、
こ
の
町
で
も

一
木
一
草
に
神
仏
宿
る
、
そ
の
世
界
に

近
づ
き
た
い
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の
を
見
つ
め
描
い
て
こ
ら
れ
た
、
そ
う
し
た
こ
と
が

大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
風
土
と
人
と
の
関
係
で
す
ね
。

京
都
と
い
う
環
境
が
も
の
づ
く
り
に
適
し
て
い
る
の

で
す
。
ど
ち
ら
側
に
も
偏
ら
ず
、
真
ん
中
あ
た
り
の
、

ち
ょ
う
ど
い
い
塩
梅
の
と
こ
ろ
。「
え
え
か
げ
ん
」

「
中
庸
」
で
す
。
や
は
り
京
都
は
、
真
ん
中
に
あ
る

の
で
す
。

上
村
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
オ
シ
ド
リ
の
雌
が

産
卵
機
能
を
な
く
す
と
雄
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く

と
い
う
お
話
、
と
て
も
新
鮮
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

興
味
深
い
現
象
で
す
ね
。
上
村
先
生
は
自
然
を
、
鳥

や
動
物
、
植
物
を
見
て
そ
の
変
化
を
体
感
し
て
描
い

て
お
ら
れ
る
。
私
は
言
葉
の
な
か
で
、
言
葉
を
追
求

し
て
生
き
て
い
ま
す
の
で
、
つ
い
勝
手
な
理
屈
を
並

頃
に
は
、「
ル
ー
パ
」
と
い
う
梵
語
が
「
色
」
と
い

う
漢
字
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
い
っ
た
い
誰

が
「
ル
ー
パ
」
を
「
色
」
に
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、

考
え
始
め
る
と
夜
も
眠
れ
な
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

や
が
て
お
経
が
中
国
か
ら
日
本
に
伝
わ
り
、
わ
れ
わ

れ
は
「
色
即
是
空
」
と
写
経
し
て
安
心
立
命
し
て
い

る
の
で
す
。
不
思
議
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

先
ほ
ど
中
庸
と
い
う
こ
と
を
い
い
ま
し
た
が
、
や

は
り
ち
ょ
う
ど
よ
い
真
ん
中
に
位
置
す
る
京
都
に

は
、
人
や
も
の
を
育
て
て
い
く
土
壌
が
あ
る
、
そ
し

て
そ
こ
に
あ
る
の
は
「
水
」
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

京
都
は
水
を
湛
え
た
町
で
す
。
千
本
出
水
、
清
水
な

ど
「
水
」
の
地
名
が
残
っ
て
い
ま
す
。
伏
見
も
そ
う

で
す
ね
。「
水
」
は
「
す
い
」
に
通
じ
ま
す
。
言
葉

べ
て
し
ま
い
ま
す
。

オ
シ
ド
リ
の
雌
が
雄
の
羽
色
に
変
わ
る
と
い
う
こ

と
に
関
連
づ
け
て
少
し
述
べ
ま
す
と
、
写
経
を
な
さ

る
方
は
ご
存
じ
で
す
ね
、
般
若
心
経
に
色
即
是
空
、

空
即
是
色
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
で
は
そ
の

「
色
」
と
い
う
漢
字
が
ど
の
よ
う
に
成
り
立
っ
て
い

る
か
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
男
が
女
を
抱
く
姿
か
ら

で
き
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
「
色
」
は
そ
う
い
う

意
味
の
言
葉
で
あ
り
文
字
な
の
で
す
。
自
然
界
に
あ

る
雌
雄
の
関
係
を
示
す
漢
字
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
仏
教
の
お
経
の
な
か
に
入
る
と
「
色

即
是
空
」
と
い
っ
て
ま
っ
た
く
「
無
」
で
あ
る
「
空
」

と
一
緒
に
な
っ
て
し
ま
う
。
い
っ
た
い
な
ぜ
、「
色
っ

ぽ
い
」
は
ず
の
「
色
」
が
そ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の

か
、
い
く
ら
考
え
て
も
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

イ
ン
ド
で
お
経
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
（
梵
字
、
梵

語
）
で
書
か
れ
、
中
国
へ
渡
る
と
漢
字
に
変
換
さ
れ

ま
す
。
つ
ま
り
、「
色
即
是
空
」
も
梵
語
で
書
か
れ

て
い
た
わ
け
で
、
調
べ
る
と
、
す
で
に
紀
元
二
世
紀

遊
び
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私

は
ま
だ
追
求
を
続
け
て
い
る
の
で
す
。「
色
即
是
空
」

の
「
色し

き

」
と
男
女
の
「
色い

ろ

」
が
同
じ
漢
字
で
あ
る
こ

と
も
私
の
頭
の
な
か
で
は
未
消
化
の
ま
ま
で
、
夜
も

眠
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
解
決
し
て
く
れ
る
の
は
お

そ
ら
く
こ
れ
も
京
都
の
、
研
究
に
携
わ
る
人
た
ち
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
い
ま
、
京
都
大
学
の
仏
教
学
者

の
み
な
さ
ん
が
、
経
典
翻
訳
の
事
業
に
つ
い
て
研
究

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
成
果
が
論
文
に
な
っ
て
出
て
き

て
い
ま
す
。
や
は
り
言
葉
な
の
で
あ
り
、
京
都
と
い

う
都
市
空
間
な
の
で
す
。
そ
う
し
た
こ
と
自
体
が

「
す
い
」
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
し
て
、
将
来

に
向
け
次
な
る
答
え
を
出
す
の
も
京
都
の
町
で
あ
る

と
思
う
も
の
の
、
や
は
り
未
来
予
測
は
不
可
能
で
す
。

司
会　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
言
葉
で
語
る

立
場
の
榊
原
先
生
、
自
然
を
見
つ
め
描
く
立
場
の
上

村
館
長
、
お
二
人
か
ら
「
京
都
の
美
術
を
育
む
も
の
」

に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
京
都
画
壇
の

色
即
是
空
、
空
即
是
色

「
す
い
」
の
京
都
も
、
未
来
予
測
は
不
可

能
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発
展
を
願
い
な
が
ら
、
本
日
の
対
談
を
閉
会
い
た
し

ま
す
。

（
記
念
対
談
は
二
〇
一
八
年
十
一
月
二
十
五
日
に

 

京
都
市
学
校
歴
史
博
物
館
に
て
開
催
）

　論　考　

和　

田　

積　

希

京
都
高
等
工
芸
学
校
に
お
け
る
初
期
教
材

　
　
　
　

－
明
治
後
期
に
お
け
る
視
覚
資
料
に
つ
い
て
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は
じ
め
に

筆
者
の
所
属
す
る
京
都
工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
は
、
昭
和
五
五
年
（
一
九
八
〇
）
に
設
立
さ
れ
、
翌
年
開

館
し
た
教
育
研
究
施
設
で
あ
る
。
現
在
五
万
点
を
こ
え
る
資
料
を
所
蔵
し
て
い
る
が
、
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
核
と

な
っ
て
い
る
の
は
、
京
都
市
左
京
区
吉
田
（
現
在
の
京
都
大
学
の
体
育
館
付
近
）
に
設
立
さ
れ
た
同
大
学
の
前
身
校
の

ひ
と
つ
京
都
高
等
工
芸
学
校
に
お
い
て
、
教
材
と
し
て
購
入
さ
れ
た
資
料
群
で
あ
る
。

京
都
高
等
工
芸
学
校
は
、
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）
に
、
日
本
で
三
番
目
の
工
芸
分
野
に
お
け
る
国
立
の
高
等
教

育
機
関
と
し
て
開
校
し
た
。
明
治
二
八
年
に
京
都
で
開
催
さ
れ
た
内
国
勧
業
博
覧
会
や
一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
国
博

覧
会
で
あ
き
ら
か
と
な
っ
た
旧
態
依
然
と
し
た
京
都
の
美
術
工
芸
界
に
、
科
学
的
な
知
識
と
技
術
、
そ
し
て
新
し
い

デ
ザ
イ
ン
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
目
的
に
、
地
元
の
要
請
を
受
け
て
設
立
さ
れ
た
学
校
で
あ
る
。
留
学
経
験
を
も
ち
、

化
学
者
の
立
場
か
ら
美
術
工
芸
に
造
詣
の
深
か
っ
た
京
都
帝
国
大
学
理
工
科
大
学
学
長
の
中
澤
岩
太
（
一
八
五
八

－

一
九
四
三
）
を
校
長
に
迎
え
、
色
染
科
と
図
案
科
、
一
年
遅
れ
て
機
織
科
が
開
講
さ
れ
た
。

開
校
当
初
、
同
校
に
は
教
材
と
し
て
多
く
の
実
物
資
料
が
断
続
的
に
納
入
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
今
と
な
っ
て
は
大

学
が
所
蔵
す
る
歴
史･

美
術
的
価
値
を
有
す
る
文
化
財
で
あ
り
、
同
校
の
教
育
方
針
を
知
る
う
え
で
た
い
へ
ん
重
要
な

資
料
で
あ
る
。
と
く
に
、
図
案
科
の
初
代
教
授
と
な
っ
た
浅
井
忠
（
一
八
五
六

－

一
九
〇
七
）
が
留
学
先
の
フ
ラ
ン
ス

で
集
め
た
と
い
う
、ア
ン
リ･

ド･

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ=

ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
や
ジ
ュ
ー
ル･

シ
ェ
レ
な
ど
の
ア
ー
ル･

ヌ
ー
ヴ
ォ
ー

期
の
ポ
ス
タ
ー
や
、
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ェ
社
な
ど
の
陶
磁
器
類
、
同
じ
く
同
科
で
、
図
案
教
育
の
基
礎
を
築
い
た
武
田
五
一

（
一
八
七
二

－

一
九
三
八
）
の
持
ち
帰
っ
た
ウ
ィ
ー
ン･

ゼ
ツ
ェ
シ
ョ
ン
の
ポ
ス
タ
ー
は
、
当
時
最
先
端
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
デ
ザ
イ
ン
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
同
校
の
図
案
教
育
の
様
相
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
で
あ
る
。
初
期
に
入
手

し
た
こ
れ
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
デ
ザ
イ
ン
資
料
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
、
た
び
た
び

展
覧
会
に
出
品
さ
れ
て
い
る
。

図
案
科
で
は
、
京
都
の
美
術
工
芸
を
デ
ザ
イ
ン
面
か
ら
改
革
す
べ
く
さ
ま
ざ
ま
な
授
業
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
基

本
は
、
実
物
の
ス
ケ
ッ
チ
か
ら
、
簡
略
化
し
て
か
た
ち
を
と
ら
え
、
デ
ザ
イ
ン
を
生
み
出
す
、
当
時
「
便
化
」
と
よ
ば

れ
た
方
法
で
あ
る
。
同
校
に
は
、
ポ
ス
タ
ー
だ
け
で
な
く
、
生
物
標
本
か
ら
武
具
、
有
職
故
実
に
ま
つ
わ
る
品
々
、
国

内
外
の
染
織
品
、
陶
磁
器
な
ど
が
時
代
や
地
域
を
問
わ
ず
、
標
本
と
し
て
納
入
さ
れ
、
参
考
資
料
と
し
て
学
生
に
提
供

さ
れ
た
。
こ
う
し
た
実
物
資
料
は
、
デ
ザ
イ
ン
の
研
究
は
も
と
よ
り
、
素
材
や
技
術
の
研
究
、
あ
る
と
き
は
ス
ケ
ッ
チ

の
対
象
物
と
し
て
も
機
能
し
た
。
こ
れ
ら
も
、
し
ば
し
ば
展
示･

公
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
加
え
、
費

用
や
保
管
場
所
の
観
点
で
制
約
も
多
く
、
建
築
物
な
ど
持
っ
て
く
る
こ
と
の
で
き
な
い
実
物
資
料
の
代
替
物
と
し
て
、

書
籍
や
レ
プ
リ
カ
、
模
写
、
写
真
な
ど
の
複
製
資
料
が
多
く
収
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
資
料
類
は
、
高
等
教
育
機
関
が
成
立
し
て
く
る
明
治
時
代
後
期
に
お
い
て
教
員
の
得
た
最
新
の
情
報
を
い
か

に
し
て
学
生
へ
と
伝
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
京
都
高
等
工
芸
学
校
の
初
期
教
材
と
し
て
購
入
さ
れ
た
資
料
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
取

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
二
つ
の
資
料
に
焦
点
を
あ
て
、
京
都
高
等
工
芸
学
校
の
初
期
教
材
に
お
け
る
視
覚
資

料
の
意
義
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
。
ひ
と
つ
は
、
複
製
教
材
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
、
も
う
ひ
と

つ
は
画
家
守
住
勇
魚
（
一
八
五
四

－

一
九
二
七
）
か
ら
購
入
し
た
日
本
の
伝
統
的
な
絵
巻
や
古
典
的
な
模
様
の
模
写
、

模
型
類
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
資
料
は
、
一
部
を
の
ぞ
き
、
現
在
ま
で
ほ
と
ん
ど
一
般
に
紹
介
さ
れ
て
い
な
い1

。
こ
の
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機
会
に
、
基
本
的
な
デ
ー
タ
を
紹
介
し
、
当
時
の
利
用
方
法
や
教
材
と
し
て
の
意
義
、
京
都
高
等
工
芸
学
校
の
教
育
に

お
け
る
位
置
づ
け
を
こ
こ
ろ
み
た
い
。

ま
ず
第
一
章
で
は
、
京
都
高
等
工
芸
学
校
開
校
初
期
に
購
入
さ
れ
た
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
の
概
要
を
紹
介
す
る
と
と
も

に
、
お
も
に
図
案
科
で
使
用
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
美
術
・
工
芸
品
や
建
築
物
を
写
し
た
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
と
、
機
織
科

で
使
用
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
機
織
と
紡
績
に
関
す
る
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
を
取
り
上
げ
、
そ
の
内
容
と
利
用
の
実
態
、
教

材
と
し
て
の
意
義
を
検
討
す
る
。
第
二
章
で
は
、
守
住
勇
魚
か
ら
購
入
し
た
資
料
を
取
り
上
げ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
デ
ザ

イ
ン
の
影
響
を
指
摘
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
京
都
高
等
工
芸
学
校
に
お
い
て
、
日
本
の
図
様
が
ど
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
、

教
育
に
い
か
さ
れ
た
の
か
検
討
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
第
三
章
に
お
い
て
、
明
治
時
代
後
期
に
お
け
る
視
覚
資
料
の
在

り
方
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

第
一
章　

ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
（
幻
燈
）

第
一
節　

京
都
高
等
工
芸
学
校
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド

ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
は
、
当
時
日
本
で
「
幻
燈
」
と
よ
ば
れ
た
比
較
的
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る2

。
そ
の
原
理
は
、
現

代
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
と
同
様
で
、
種
板
と
な
る
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
を
幻
燈
器
械
に
セ
ッ
ト
し
、
ろ
う
そ
く
や
ラ
ン
プ

等
で
光
を
あ
て
、
レ
ン
ズ
を
通
し
て
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
そ
の
画
像
を
映
し
出
し
て
利
用
す
る
。

ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
は
、
近
年
、
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
な
ど
各
機
関
で
積
極
的
に
研
究
が
す
す
め

ら
れ
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
公
開
さ
れ
る
な
ど
、
今
後
も
解
明
が
す
す
む
と
見
込
ま
れ
る
資
料
で
あ
る
。
京
都
工
芸
繊
維

大
学
美
術
工
芸
資
料
館
に
も
、
約
一
、八
〇
〇
枚
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
が
、
ド
イ
ツ
製
の
幻
燈
器
械
（
図
一
）
と
と
も

に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
幻
燈
器
械
は
明
治
四
四
年
に
購
入
さ
れ
た
も
の
で
、
光
源
は
灯
油
ラ
ン
プ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
技
術
は
、
江
戸
時
代
に
渡
来
し
、
お
も
に
囃
子
や
口
上
を
と
も
な
う
娯
楽
と
し
て
、
写
し
絵
や
錦
影
絵
と
よ
ば

れ
て
普
及
し
た
が
、
明
治
時
代
初
期
に
再
渡
来
し
、
幻
燈
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
幻
燈
は
、
教
材
と
し
て
の
側

面
が
強
く
、
明
治
政
府
に
依
頼
を
受
け
た
写
真
機
製
造
業
の
鶴
淵
初
蔵
と
写
真
師
の
中
島
待
乳
が
は
じ
め
て
日
本
製
の

幻
燈
と
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
を
作
成
し
、
明
治
一
三
年
に
は
文
部
省
か
ら
各
地
の
師
範
学
校
に
教
育
用
の
幻
燈
が
配
布
さ

れ
る
な
ど
利
用
が
す
す
ん
だ
。
ま
た
、
絵
や
イ
ラ
ス
ト
に
加
え
、
写
真
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
歴
史
や
地
理
、

科
学
の
分
野
で
も
利
用
可
能
と
な
り
、
戦
時
中
の
国
民
教
育
や
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
い
う
側
面
か
ら
も
活
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
は
、
京
都
高
等
工
芸
学
校
が
開
校
す
る
明
治
三
〇
年
代
に
は
、
一
般
化
し
て
い
た
教
育

素
材
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
研
究
機
関
や
高
等
教
育
機
関
で
使
用
可
能
な
専
門
性
の
高
い
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
は
、
日
本

で
は
ま
だ
手
に
入
り
に
く
い
状
況
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
同
館
が
所
蔵
す
る
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
の
内
訳
は
、
表
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

購
入
順
に
、
明
治
三
五
年
九
月
二
三
日
に
中
澤
岩
太
に
よ
っ
て
納
入
さ
れ
た
美
術
品
や
工
芸
品
を
写
し
た
ド
イ
ツ
製

の
《
幻
燈
画
》（A

N
.0690

）
一
〇
〇
枚
、
明
治
三
八
年
一
二
月
七
日
に
、
西
川
新
十
郎
か
ら
購
入
し
た
一
九
〇
〇
年

パ
リ
万
国
博
覧
会
場
の
情
景
を
写
し
た
《
幻
燈
写
眞
画

－

風
景
画
》（A

N
.1010

）
四
五
枚
、
明
治
三
九
年
三
月
二
三

日
に
購
入
し
た
パ
リ
お
よ
び
パ
リ
郊
外
風
景
を
写
し
た
《
幻
燈
影
画

－

外
国
情
影
》（A

N
.1012

）
二
五
枚
、
同
年
五
月

四
日
に
購
入
し
た
台
湾
の
風
景
や
産
業
を
写
し
た
《
幻
燈
映
画

－

台
湾
風
情
》（A

N
.1013

）
七
〇
枚
、
明
治
四
四
年
五
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〔図1〕幻燈器械　AN.2172

月
四
日
に
購
入
し
た
《
幻
燈
種
板　

欧
羅
巴
美
術
史
寫
眞
》（A

N
.2171

）
六
二
二
枚
、
明
治
四
五
年
七
月
二
二
日
に
購

入
し
た
《
幻
燈
種
板　

欧
羅
巴
美
術
史
寫
眞
》（A

N
.2179

）
三
〇
九
枚
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
六
月
一
三
日
、
二

代
島
津
源
蔵
か
ら
購
入
し
た
《
毛
糸
紡
績
用
諸
器
械
》（A

N
.2223

）
三
五
枚
を
は
じ
め
と
す
る
、
機
織
及
び
紡
績
に
関

す
る
ス
ラ
イ
ド
三
五
四
枚
、
大
正
三
年
九
月
一
日
に
山
下
友
治
郎
よ
り
購
入
し
た
《
幻
燈
種
板　

建
築
工
藝
寫
眞
板
》

（A
N
.2239

）
二
〇
八
枚
、
大
正
一
一
年
六
月
二
〇
日
に
ウ
ィ
ー
ン
のM

ather &
 Platt Ltd.

よ
り
寄
贈
を
受
け
た
《
幻

燈
種
板
、
染
色
各
種
機
械
》（A

N
.0095

）
七
〇
枚
、
大
正
一
二
年
一
二
月
一
日
に
大
阪
の
幻
燈
商
、
寺
田
清
四
郎
か
ら

購
入
し
た
《
建
築
物
震
災
幻
燈
映
画
》（A

N
.2247

）
で
あ
る
。

資
料
名
や
員
数
、
受
入
年
月
日
、
納
入
者
に
つ
い
て
は
、
原
則
、
京
都
高
等
工
芸
学
校
時
代
の
図
書
標
本
原
簿
の
記

録
に
拠
る
。
ま
た
、
製
造
者
、
製
造
国
に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
に
判
明
し
た
情
報
を
記
載
し
て
い
る
。
資
料
に
よ
っ

て
名
称
や
漢
字
表
記
が
異
な
る
が
、
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
資
料
名
に
「
写
眞
画
」
と
あ
る
の
は
、
幻
燈
は

絵
や
字
を
写
す
こ
と
も
あ
っ
た
た
め
、
区
別
を
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
錦
影
絵
と
よ
ば
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
を

考
え
る
と
「
影
画
」
の
表
記
も
不
思
議
で
は
な
い
。「
映
画
」
は
当
時
、
写
真
と
同
義
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
現
代
で

い
う
と
こ
ろ
の
「
映
画
」
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
す
べ
て
同
じ
幻
燈
用
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ

ド
で
あ
る
。

な
お
、《
幻
燈
写
眞
画

－

風
景
画
》
お
よ
び
《
幻
燈
影
画

－

外
国
情
影
》
に
つ
い
て
は
、
現
在
《
幻
燈
写
眞
画

－

風

景
画
》
四
五
枚
と
《
幻
燈
影
画

－

外
国
情
影
》
の
う
ち
一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
に
か
か
わ
る
一
五
枚
、
さ
ら

に
、
な
ん
ら
か
の
経
緯
で
追
加
さ
れ
た
七
枚
に
よ
り
《
幻
燈
写
真
画

－1900

年
パ
リ
万
国
博
覧
会
場
情
景
》
と
い
う
資

料
名
で
計
六
七
枚
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、《
幻
燈
影
画

－

外
国
情
影
》
に
つ
い
て
は
《
幻
燈
影
画

－

パ
リ
お
よ
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幻燈画
幻燈写眞画－風景画
（幻燈写真画－1900 年
パリ万国博覧会場情景）
幻燈影画－外国情影
（幻燈影画－パリおよ
びパリ郊外風景）
幻燈映画
－台湾風情
幻燈種板　欧羅巴美術
史寫眞
幻燈種板　欧羅巴美術
史寫眞
幻燈種板　
毛糸紡績用諸器械 
幻燈種板　
各種繊維材料 
幻燈種板　
レース用諸器械 
幻燈種板　
織物準備工程 
幻燈種板　
各種織機 
幻燈種板　
紐縄製造器械 
幻燈種板　
苧麻紡績器械 
幻燈種板　
試験器類 
幻燈種板　
麻糸紡績器械 
幻燈種板　
絹糸 
幻燈種板　
木綿紡績器械 
幻燈種板　
染仕上器械（織布） 
幻燈種板　
染仕上器械（糸） 
顕微鏡冩眞種板　
織物組織類 
顕微鏡冩眞種板　
各種織物材料 
幻燈種板　
建築工藝寫眞板 
幻燈種板
染色各種機械 
建築物震災幻燈映画

100

45
※67

25
（37）
※20

70

622

309

35

31

11

17

19

12

23

5

13

18

33

29

15

42

51

208

70

100

資料名 員数
Franz Stoedtner

Elijah Mazo

Elijah Mazo

不詳

Franz Stoedtner

Franz Stoedtner

A. Pichlers 
Witwe & Sohn
A. Pichlers 
Witwe & Sohn
A. Pichlers 
Witwe & Sohn
A. Pichlers 
Witwe & Sohn
A. Pichlers 
Witwe & Sohn
A. Pichlers 
Witwe & Sohn
A. Pichlers 
Witwe & Sohn
A. Pichlers 
Witwe & Sohn
A. Pichlers 
Witwe & Sohn
A. Pichlers 
Witwe & Sohn
A. Pichlers 
Witwe & Sohn
A. Pichlers 
Witwe & Sohn
A. Pichlers 
Witwe & Sohn
A. Pichlers 
Witwe & Sohn
A. Pichlers 
Witwe & Sohn

不詳

Mather & Platt
Ltd.
寺田清四郎か

製造者
独

仏

仏

日本か

独

独

墺

墺

墺

墺

墺

墺

墺

墺

墺

墺

墺

墺

墺

墺

墺

不詳

英

日本か

製造国
購入

購入

購入

購入

購入

購入

購入

購入

購入

購入

購入

購入

購入

購入

購入

購入

購入

購入

購入

購入

購入

購入

寄贈

購入

受入
M35.09.23

M38.12.07

M39.03.23

M39.05.04

M44.05.04

M45.07.22

T02.06.13

T02.06.13

T02.06.13

T02.06.13

T02.06.13

T02.06.13

T02.06.13

T02.06.13

T02.06.13

T02.06.13

T02.06.13

T02.06.13

T02.06.13

T02.06.13

T02.06.13

T03.09.01

T11.06.20

T12.12.01

受入年月日
中澤岩太

西川新十郎

西川新十郎

西川新十郎

高田商会

石川慎一

島津源藏

島津源藏

島津源藏

島津源藏

島津源藏

島津源藏

島津源藏

島津源藏

島津源藏

島津源藏

島津源藏

島津源藏

島津源藏

島津源藏

島津源藏

山下友治郎

Mather
& Platt Ltd.
寺田清四郎

納入者
AN.0690

AN.1010

AN.1012

AN.1013

AN.2171

AN.2179

AN.2223

AN.2224

AN.2225

AN.2226

AN.2227

AN.2228

AN.2229

AN.2230

AN.2231

AN.2232

AN.2233

AN.2234

AN.2235

AN.2236

AN.2237

AN.2239

AN.0095

AN.2247

所蔵番号
表１　京都工芸繊維大学美術工芸資料館蔵のガラススライド

※現登録数

び
パ
リ
郊
外
風
景
》
と
い
う
資
料
名
で
計
二
〇
枚
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
、
こ
の
区
分
か
ら
抜
け
落
ち
て

い
る
と
み
ら
れ
る
一
二
枚
の
同
じ
製
造
者
の
ラ
ベ
ル
の
あ
る
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。《
幻
燈
影
画

－

外
国
情
影
》
の
員
数
は
「
二
五
（
三
七
）」
枚
と
原
簿
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
も
し
か
す
る
と
こ
の
一
二
枚
を
あ
わ
せ

て
三
七
枚
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
原
簿
に
は
そ
れ
以
上
の
情
報
が
な
く
、
記
載
年
月
日
も
わ
か
ら
な
い
た

め
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
三
七
枚
だ
っ
た
と
し
て
も
一
五
枚
を
ぬ
く
と
二
二
枚
と
な
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
現
状
の

員
数
と
あ
わ
な
い
。
ま
た
、
今
と
な
っ
て
は
ど
れ
が
《
幻
燈
写
眞
画

－

風
景
画
》
と
し
て
購
入
さ
れ
た
も
の
で
、
ど
れ

が
《
幻
燈
影
画

－

外
国
情
影
》
と
し
て
購
入
さ
れ
た
も
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。

さ
ら
に
い
え
ば
、《
幻
燈
種
板　

欧
羅
巴
美
術
史
寫
眞
》（A

N
.2171

）
の
原
簿
記
載
枚
数
お
よ
び
現
在
の
登
録
枚
数

は
六
二
二
枚
で
あ
る
が
、
筆
者
が
現
物
を
確
認
し
た
範
囲
で
は
、
五
二
五
枚
し
か
存
在
し
て
い
な
い
。
一
方
で
、
前
述

の
一
二
枚
と
は
別
に
、
未
登
録
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
も
一
〇
〇
枚
弱
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
仏
像
や
寺
、
城
な
ど
日

本
の
古
建
築
物
を
写
し
た
も
の
が
中
心
で
、
メ
ー
カ
ー
の
ラ
ベ
ル
な
ど
が
貼
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
後
年
、
教
員
が
独

自
に
作
成
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
機
織
及
び
紡
績
に
か
か
わ
るA

N
.2223

か
ら2237

の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ

ド
三
五
四
枚
に
つ
い
て
は
、
登
録
上
、
一
度
廃
棄
処
分
と
な
っ
た
も
の
の
、
幸
い
に
も
実
物
が
廃
棄
さ
れ
ず
に
収
蔵
庫

の
隅
に
眠
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
廃
棄
の
理
由
は
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
が
普
及
し
、
教
材
と
し
て
の
利
用
の
機
会
が
な

く
な
っ
た
こ
と
、
被
写
体
が
美
術
品
で
は
な
く
、
機
械
や
繊
維
素
材
な
ど
の
産
業
的
資
料
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
収
蔵

品
と
し
て
の
価
値
を
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
と
推
測
さ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
京
都
高
等
工
芸
学
校
時
代
か
ら
、
現
在
に
至
る
ま
で
に
、
追
加
登
録
さ
れ
た
も
の
や
ガ
ラ
ス
と
い

う
素
材
ゆ
え
に
破
損
し
た
も
の
、
同
時
代
の
資
料
と
い
う
こ
と
で
廃
棄
さ
れ
か
け
た
も
の
が
多
々
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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教
育
資
料
と
し
て
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
を
検
討
す
る
う
え
で
、
踏
ま
え
て
お
く
べ
き
実
態
で
あ
る
。

さ
て
、
あ
ら
た
め
て
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
の
内
容
を
み
て
み
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
輸
入
し
た
も
の
が
多
く
、
京
都

高
等
工
芸
学
校
の
学
科
構
成
を
考
え
て
、
美
術
・
工
芸
・
建
築
に
か
か
わ
る
も
の
、
染
織
産
業
に
か
か
わ
る
も
の
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
。
パ
リ
万
国
博
覧
会
は
、
教
員
た
ち
が
実
際
に
出
品
に
か
か
わ
り
、
視
察
を
お
こ
な
っ
た
重
要
か
つ
今

後
、
目
標
と
す
る
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
で
あ
り
、
世
界
に
対
抗
で
き
る
京
都
の
産
業
育
成
を
目
標
に
掲
げ
た
京
都
高
等
工

芸
学
校
に
あ
っ
て
は
、
学
生
と
も
っ
と
も
共
有
す
べ
き
情
報
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
台
湾
の
風
景
や
産
業
を
写
し
た
ガ
ラ

ス
ス
ラ
イ
ド
は
、
日
露
戦
争
終
結
直
後
の
納
入
で
あ
り
、
台
湾
が
日
本
の
植
民
地
と
な
り
、
統
治
政
策
の
一
環
と
し
て

産
業
面
で
の
指
導
者
育
成
を
担
っ
て
い
た
た
め
に
収
集
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
も
っ
と
も
早
く
、
校
長
自
ら
が
納
入
し
た
フ
ラ
ン
ツ･

シ
ュ
テ
ッ
ト
ナ
ー　
（Franz Stoedtner

、

一
八
七
〇

－

一
九
四
六
）
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
術･

工
芸
品
、
建
築
物
を
写
し
た

も
の
で
、
明
治
四
四
年
、
四
五
年
と
二
度
に
わ
た
っ
て
追
加
購
入
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
製
造
者
が
不
詳
な
が
ら
、
建

築
・
工
芸
に
関
す
る
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
は
、
大
正
期
に
も
購
入
が
続
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
関
東
大
震
災
の
被
害

の
様
子
を
写
し
た
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
は
（
図
二
）、
武
田
五
一
が
そ
の
調
査
に
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
建
築

学
に
お
い
て
重
要
な
資
料
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
こ
の
う
ち
、
所
蔵
番
号A

N
.0690

、1010

、1012

、1013

は
図
案
科
標
本
と
し
て
、A

N
.0095

は
色
染
科
標

本
と
し
て
、A

N
.2171

、2179

、2223

〜2237

、2239

、2247
は
雑
標
本
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
教
育
の
場
で
利
用
さ
れ
た
の
か
。
当
時
の
様
子
を

写
し
た
も
の
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
推
測
し
か
で
き
な
い
が
、
所
蔵
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
の
う
ち
約
半
数
を
占
め
る
ド
イ
ツ

〔図2〕建築物震災幻燈映画　高田商会　AN.2247
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製
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術
に
か
か
わ
る
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
（A

N
.0690

、2171

、2179

）
と
つ
ぎ
に
多
く
を
占
め
る
機
織

及
び
紡
績
に
か
か
わ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
製
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
（A

N
.2223

〜2237

）
に
つ
い
て
、
そ
の
利
用
方
法
と

意
義
を
検
証
し
て
み
た
い3

。

第
二
節　

フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ュ
テ
ッ
ト
ナ
ー
作
成
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド

所
蔵
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
の
う
ち
、
約
半
数
を
占
め
るA

N
.0690

、2171

、2179

の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
は
、
フ
ラ
ン

ツ
・
シ
ュ
テ
ッ
ト
ナ
ー
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
の
ベ
ル
リ
ン
に
設
立
さ
れ
た
研
究
所Institut für w

issenschaftliche 

Projection

が
製
作･

販
売
し
た
も
の
で
あ
る
。

ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
の
標
準
サ
イ
ズ
は
、
ガ
ラ
ス
が
八
、五
×
一
〇cm

、
図
版
が
約
七
、五cm

、
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
の

両
端
に
は
、
研
究
所
名
と
住
所
、
研
究
所
の
マ
ー
ク
が
印
字
さ
れ
た
ラ
ベ
ル
と
被
写
体
の
作
品
名
、
作
者
や
時
代
、
場

所
、
素
材
、
所
蔵
先
と
一
桁
〜
五
桁
の
番
号
な
ど
を
記
し
た
手
書
き
の
ラ
ベ
ル
が
貼
ら
れ
て
い
る
。

一
八
九
五
年
に
設
立
さ
れ
、
当
時
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
の
製
作
・
販
売
に
お
い
て
第
一
人
者
と
も
い

え
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
の
研
究
所
で
は
、
各
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
に
番
号
を
ふ
っ
て
、
整
理
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
ら
を
工

芸
品
や
古
代
美
術
、
イ
タ
リ
ア
美
術
、
ド
イ
ツ
美
術
な
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
に
区
分
し
て
カ
タ
ロ
グ
を
発
行
し
、
教
育
・
研

究
機
関
向
け
に
販
売
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
大
学
（
現
在
の
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
ベ
ル
リ
ン
）
で
、
ハ
ン
ス
・
ホ
ル
バ
イ
ン
の
研

究
で
博
士
号
を
取
得
し
た
シ
ュ
テ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
指
導
教
官
の
ヘ
ル
マ
ン
・
グ
リ
ム
（
一
八
二
八

－

一
九
〇
一
）
の
影

響
を
受
け
、
早
く
か
ら
美
術
史
研
究
に
お
け
る
写
真
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
。
自
身
の
講
演
で
、
自
ら
作
成
し
た

ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
を
使
い
、
ド
イ
ツ
国
内
で
大
き
な
反
響
を
得
た
シ
ュ
テ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
の
製
作
・

販
売
に
本
格
的
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
っ
た4

。
彼
は
、
自
ら
も
カ
メ
ラ
マ
ン
と
し
て
、
世
界
各
地
を
訪
れ
て
撮
影
を
お

こ
な
い
、
ネ
ガ
の
充
実
に
つ
と
め
た
。
後
年
は
、
地
理
や
歴
史
、
美
術
に
か
か
わ
る
写
真
だ
け
で
な
く
、
物
理
学
、
天

文
学
、
地
質
学
、
機
械
工
学
、
電
気
学
な
ど
科
学
分
野
の
写
真
も
取
り
扱
っ
て
い
る
。
そ
の
製
作
規
模
は
、
一
九
四
〇

年
に
シ
ュ
テ
ッ
ト
ナ
ー
の
七
〇
歳
の
誕
生
日
を
記
念
し
て
発
行
さ
れ
た
『
ド
イ
ツ
の
ス
ラ
イ
ド
製
作
四
五
年
：
フ
ラ

ン
ツ
・
シ
ュ
テ
ッ
ト
ナ
ー
生
誕
七
〇
年
（45 Jahre deutsche Lichtbildarbeit : zum

 70. Geburtstag Franz 

Stoedtners

）』
に
よ
れ
ば
、
ネ
ガ
数
に
し
て
二
五
万
枚
に
も
達
し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
日
本
を
含
む

ア
ジ
ア
圏
へ
も
輸
出
さ
れ
て
い
た
。
現
在
、
ド
イ
ツ
国
内
で
は
、
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
ベ
ル
リ
ン
を
は
じ
め
、
ハ
イ
デ
ル

ベ
ル
ク
大
学
、
現
在
同
研
究
所
の
ア
ー
カ
イ
ブ
を
管
理
し
て
い
る
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
、
ド
レ
ス
デ
ン
工
科
大
学
、
イ

エ
ナ
大
学
や
ハ
レ
＝
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
な
ど
多
く
の
大
学
で
、
同
研
究
所
の
シ
リ
ー
ズ
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ス
ペ
イ
ン
の
マ
ド
リ
ー
ド･

コ
ン
プ
ル
テ
ン
セ
大
学
や
ス
イ
ス
の
ザ
ン
ク
ト･

ガ
レ
ン
公
立
図
書
館
、
ア
メ
リ
カ

の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
や
イ
ェ
ー
ル
大
学
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
な
ど
で
も
収
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
筆
者

未
調
査
の
た
め
、
そ
の
内
容
や
購
入
時
期
な
ど
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
だ
け
の
主
要
な
大
学
で
所
蔵
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
大
学
に
お
い
て
同
研
究
所
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
が
利
用
価
値
の
高
い
教
材
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る5

。

一
九
四
〇
年
発
行
の
前
掲
書
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
の
な
か
に
は
、
輸
入
に
際
し
専
用
の
代
理

人
を
置
い
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
ロ
ン
ド
ン
支
店
出
店
の
計
画
も
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
同
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書
で
は
、
日
本
へ
の
輸
出
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
同
種
の
シ
リ
ー
ズ
が
京
都
高
等
工
芸
学
校
以
外
の
機
関
で

輸
入
さ
れ
、
利
用
さ
れ
た
可
能
性
も
高
い
。
残
念
な
が
ら
、
筆
者
が
二
〇
一
六
年
に
比
較
的
創
立
年
の
早
い
大
学
を
中

心
に
、
同
種
の
シ
リ
ー
ズ
の
所
有
に
つ
い
て
簡
単
な
聞
き
取
り
調
査
を
お
こ
な
っ
た
範
囲
で
は
、
所
蔵
を
確
認
で
き
な

か
っ
た
。
た
だ
し
、
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
自
体
を
所
蔵
し
て
い
る
大
学
は
多
く
、
未
整
理
の
大
学
も
多
い
と
み
ら
れ
る
た

め
、
今
後
発
見
さ
れ
る
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
メ
ー
カ
ー
や
製
造
国
は
違
っ
て
も
同
種
の
も
の
を
利
用
し

て
い
た
こ
と
は
お
お
い
に
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
つ
ぎ
に
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
な
か
で
開
校
直
後
に
校
長
中
澤
岩
太
に
よ
っ
て
納
入
さ
れ
た
《
幻
燈
画
》

（A
N
.0690

）、
一
〇
〇
枚
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

こ
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
に
は
、
ド
イ
ツ
を
中
心
に
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
地
域
、
時
代
の
作
品
が
写
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ャ
ン
ル
も
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
絵
画
を
は
じ
め
、
陶
磁
器
類
や
ガ
ラ
ス
器
、

織
物
類
、
建
築
装
飾
な
ど
幅
広
い
。
ま
た
一
〇
〇
点
の
う
ち
二
〇
点
あ
ま
り
は
、
ア
ン
リ
・
ヴ
ァ
ン
・
デ
・
ヴ
ェ
ル
デ

（
一
八
六
三

－

一
九
五
七
）
や
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
オ
ル
タ
（
一
八
六
一

－

一
九
四
七
）
な
ど
同
時
代
に
活
躍
し
た
建
築

家
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
よ
る
家
具
や
室
内
装
飾
、
陶
磁
器
や
装
身
具
を
写
し
た
ス
ラ
イ
ド
で
あ
る
（
図
三
）。

明
治
三
一
年
、
第
三
高
等
工
業
学
校
設
立
委
員
会
の
委
員
と
な
っ
た
中
澤
は
、
文
部
省
実
業
学
務
局
長
の
岡
田
良
平
、

東
京
高
等
工
業
学
校
長
の
手
島
精
一
、
大
阪
商
品
陳
列
所
長
の
平
賀
義
美
ら
と
と
も
に
、
京
都
に
、
新
し
い
工
芸
教
育

を
お
こ
な
う
高
等
教
育
機
関
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
視
察
の
際
、
洋
画
研

究
の
た
め
パ
リ
に
留
学
し
て
い
た
東
京
美
術
学
校
西
洋
画
科
教
授
の
浅
井
忠
を
、
同
校
の
図
案
科
教
授
と
し
て
引
き
抜

い
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
実
業
学
校
を
訪
問
し
、
帰
国
後
に
京
都
高
等
工
芸
学
校
設

〔図3〕アンリ･ヴァン･デ･ヴェルデ　書斎　AN.690-5-7
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立
の
具
体
案
を
作
成
し
た
こ
と
が
『
京
都
高
等
工
芸
学
校
初
十
年
成
績
報
告
』（
一
九
一
二
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
明

治
三
四
年
二
月
二
八
日
に
『
京
都
日
出
新
聞
』
の
記
者
、
黒
田
天
外
に
語
っ
た
帰
国
談
に
よ
れ
ば
、「
新
派
」
と
よ
ば

れ
た
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
が
、
自
然
物
の
写
生
か
ら
は
じ
ま
り
、
自
然
物
を
組
み
合
わ
せ
、
自
然
物
を
崩
し
て
模
様

と
す
る
「
転
化
」
と
い
う
方
法
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
ド
イ
ツ
の
美
術
工
芸
学
校
で
は
そ
の
際
に
、
世
界
各
国

の
模
様
意
匠
を
参
酌
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る6

。
こ
う
し
た
視
察
中
の
実
体
験
が
京
都
高
等
工
芸
学
校
の
基
本
方

針
を
形
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ド
イ
ツ
で
は
、
一
八
二
〇
年
代
に
は
産
業
に
か
か
わ
る
人
々
の
工
業
学
校
と
も
い
う
べ
き
教
育
機
関
が
存
在
し
て
い

た
が
、
一
八
五
一
年
の
ロ
ン
ド
ン
万
国
博
覧
会
を
契
機
に
、
そ
の
数
は
大
き
く
増
え
た
。
産
業
研
究
所
や
産
業
連
合
、

商
工
業
中
央
局
な
ど
が
設
置
さ
れ
て
産
業
従
事
者
に
対
す
る
支
援
政
策
が
と
ら
れ
る
一
方
で
、
ロ
ン
ド
ン
の
サ
ウ
ス
・

ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
博
物
館
（
現
在
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル
バ
ー
ト
美
術
館
）
に
は
じ
ま
る
工
芸
博
物
館
と
そ

の
附
属
学
校
に
よ
る
教
育
が
ド
イ
ツ
で
も
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
学
校
で
は
、
素
材
や
技
術
に
関

す
る
知
識
を
教
授
す
る
一
方
、
博
物
館
で
収
集
さ
れ
た
模
範
的
作
品
の
ス
ケ
ッ
チ
や
モ
デ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
技
術
を
習

得
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た7

。
た
だ
、
中
澤
が
現
地
を
訪
問
し
た
一
九
〇
〇
年
頃
は
、
ア
ー
ル
・
ヌ
ー

ヴ
ォ
ー
や
ド
イ
ツ
の
ユ
ー
ゲ
ン
ト
・
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
が
流
行
す
る
な
か
で
、
コ
ピ
ー
作
品
が
増
加
し
新
案
が
生
み
出
さ

れ
に
く
い
と
い
う
、
こ
う
し
た
学
校
教
育
の
弊
害
と
向
き
合
っ
て
い
た
頃
と
思
わ
れ
る
。

シ
ュ
テ
ッ
ト
ナ
ー
の
研
究
所
に
お
い
て
、
最
初
期
に
出
版
さ
れ
た
『
工
芸
と
装
飾
に
つ
い
て
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
カ

タ
ロ
グ
（K

atalog von Lichtbildern über K
unstgew

erbe und D
ekoration

）』
に
は
、「
王
立
工
芸
博
物
館
附

属
図
書
館
長
ペ
ー
タ
ー
・
イ
ェ
ッ
セ
ン
博
士
の
選
出
に
も
と
づ
く
教
育
用
模
範
作
例
集
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

王
立
工
芸
博
物
館
と
は
、
ベ
ル
リ
ン
に
あ
る
ド
イ
ツ
工
芸
博
物
館
（K

unstgew
erbe - M

useum

）
を
さ
し
て
お
り
、

シ
ュ
テ
ッ
ト
ナ
ー
は
こ
の
博
物
館
の
附
属
図
書
館
長
で
あ
る
イ
ェ
ッ
セ
ン
博
士
の
協
力
を
得
て
、
同
館
の
写
真
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
の
整
理
や
カ
タ
ロ
グ
の
編
集
を
お
こ
な
っ
た
。
設
立
か
ら
五
年
を
す

ぎ
、
順
調
に
業
績
を
伸
ば
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
シ
ュ
テ
ッ
ト
ナ
ー
の
研
究
所
が
大
学
、
工
業
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、

ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
、
美
術
工
芸
学
校
の
授
業
の
た
め
の
必
須
の
視
覚
教
材
と
し
て
、
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
を
売
り
出
し
て
い

た
こ
と
を
思
え
ば
、
同
シ
リ
ー
ズ
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
が
、
ド
イ
ツ
工
芸
博
物
館
の
附
属
学
校
を
は
じ
め
、
中
澤
が
訪

れ
た
各
地
の
学
校
で
使
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
と
く
に
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
ベ
ル
リ
ン
に
留
学
経
験
を
も
つ
中

澤
に
と
っ
て
、
ベ
ル
リ
ン
の
ド
イ
ツ
工
芸
博
物
館
と
そ
の
附
属
学
校
は
お
そ
ら
く
視
察
の
対
象
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ガ

ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
自
体
は
、
す
で
に
日
本
で
も
普
及
し
て
お
り
、
教
材
候
補
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
術

作
品
を
写
し
た
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
は
、
お
そ
ら
く
日
本
で
は
ま
だ
簡
単
に
手
に
入
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

た
状
況
を
踏
ま
え
て
、
中
澤
は
、
直
接
研
究
所
か
ら
、
当
時
流
行
し
て
い
た
同
時
代
の
作
家
に
よ
る
ア
ー
ル
・
ヌ
ー

ヴ
ォ
ー
の
作
品
群
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
特
徴
的
な
デ
ザ
イ
ン
を
示
す
作
品
を
一
〇
〇
枚
選
定
し
て
、
購
入
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
メ
ー
カ
ー
名
の
入
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
外
箱
が
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
のA

N
.0690

の
ガ
ラ
ス
ス
ラ

イ
ド
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
も
こ
の
資
料
が
現
地
で
購
入
さ
れ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
こ
れ
ら
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
が
ど
の
よ
う
に
授
業
で
使
わ
れ
た
の
か
、
同
校
図
案
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を

確
認
し
て
み
た
い
。
中
澤
と
浅
井
が
中
心
と
な
っ
て
組
ん
だ
と
思
わ
れ
る
開
校
当
初
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
は
、
主
要
な

教
科
と
し
て
、
図
画
法
、
図
画
実
習
、
装
飾
計
画
、
粘
土
造
形
、
刺
繍
・
染
色
の
実
習
、
美
術
工
芸
史
な
ど
が
設
定
さ

れ
て
い
る
。
明
治
三
六
年
に
、
図
案
学
研
究
の
た
め
渡
欧
し
て
い
た
武
田
五
一
が
帰
国
し
、
同
校
の
教
授
に
就
任
す
る
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と
、
徐
々
に
図
学
と
図
案
学
の
講
義
と
実
習
に
重
点
が
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
く
に
明
治
四
〇
年
に
浅
井
が
亡

く
な
っ
て
以
降
は
、
図
画
実
習
の
中
心
で
あ
っ
た
自
在
画
（
ス
ケ
ッ
チ
）
の
授
業
が
減
ら
さ
れ
る
な
ど
修
正
が
み
ら
れ

る
が
、
大
正
七
年
に
武
田
が
名
古
屋
高
等
工
業
学
校
へ
転
任
す
る
ま
で
、
基
本
的
な
方
針
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
、
図
案
学
と
は
、
図
案
学
、
色
彩
学
、
建
築
装
飾
、
画
学
、
日
本
画
、
装
飾
計
画
、
粘
土
造
形
を
総
称
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
建
築
装
飾
で
は
、
室
内
装
飾
ノ
説
明
概
略
に
は
じ
ま
り
、
住
宅
ノ
説
明
、
欧
風
住
宅
各
室

ノ
装
飾
法
、
欧
風
住
宅
各
室
ノ
家
具
ノ
説
明
及
其
ノ
寸
法
、
日
本
風
住
宅
各
室
ノ
装
飾
法
、
日
本
風
住
宅
各
室
ノ
家
具

調
度
、
建
築
装
飾
材
料
及
加
工
法
、
装
飾
的
家
屋
構
造
法
、
仕
様
及
予
算
と
い
っ
た
講
義
を
含
み
、
装
飾
計
画
で
は
、

水
彩
平
面
図
案
模
写
、
広
告
絵
新
案
、
室
内
装
飾
模
写
、
食
堂
用
器
具
新
案
、
椅
子
及
卓
子
新
案
、
歴
史
的
模
様
変
態

練
習
、
火
鉢
又
ハ
香
炉
新
案
、
花
瓶
形
状
及
上
絵
新
案
、
電
灯
器
具
設
置
新
案
、
壁
飾
新
案
な
ど
が
課
せ
ら
れ
た8

。
そ

の
多
く
が
実
際
の
工
芸
品
や
器
具
、
家
具
を
想
定
し
た
課
題
で
あ
り
、
図
案
集
や
ポ
ス
タ
ー
な
ど
の
平
面
的
な
参
考
資

料
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
同
校
に
は
陶
磁
器
や
漆
器
、
家
具
な
ど
多
く
の
実
物
資
料
が
購
入
さ
れ

た
が
、
室
内
装
飾
全
体
の
様
子
や
家
具
な
ど
の
大
型
作
品
は
、
や
は
り
実
物
を
手
に
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
写
真
資
料

で
な
け
れ
ば
多
く
の
事
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
開
校
当
初
は
、
資
料
は
そ
れ
ほ
ど
そ

ろ
っ
て
は
お
ら
ず
、
明
治
三
五
年
九
月
二
三
日
に
納
入
さ
れ
た
こ
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
美
術
品
が

写
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
も
、
講
義
に
ひ
ろ
く
利
用
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
明
治
四
四
年
、
四
五
年
に
は
、
同
シ
リ
ー
ズ
の
《
幻
燈
種
板　

欧
羅
巴
美
術
史
寫
眞
》（A

N
.2171

、2179

）

（
図
四
）
が
高
田
商
会
を
通
じ
て
追
加
購
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
校
の
教
育
に
お
い
て
、
同
シ
リ
ー
ズ
の

ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
が
有
用
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
証
拠
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。A

N
.2171

、2179

の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド

は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
と
お
り
、
開
校
時
か
ら
講
義
科
目
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
「
美
術
工
芸
史
」
で
使
用
さ

れ
た
可
能
性
が
高
い
。
と
く
にA

N
.2171

は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
、
エ
ジ
プ
ト
、
ペ
ル
シ
ャ
地
域
の
四
つ
の
ジ
ャ

ン
ル
が
含
ま
れ
て
お
り
、
古
代
か
ら
の
美
術･

建
築
様
式
の
変
遷
を
ま
な
ぶ
う
え
で
、
よ
い
教
材
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
原
簿
に
よ
れ
ば
、A

N
.0690

の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
が
図
案
科
の
標
本
と
し
て
登
録
さ
れ
た
の
に
対
し
、

A
N
.2171

、2179

の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
は
、
雑
標
本
と
し
て
登
録
さ
れ
て
お
り
、
全
学
科
横
断
的
に
使
用
さ
れ
た
可
能

性
も
あ
る
。
美
術
工
芸
史
は
、
座
学
で
大
勢
が
講
義
を
聞
く
ス
タ
イ
ル
が
と
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
一
冊
の
本
を
回

し
見
る
よ
り
も
、
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
の
上
映
は
、
は
る
か
に
効
率
的
で
、
様
式
の
比
較
な
ど
も
し
や
す
か
っ
た
。

な
お
、
明
治
四
四
年
の
段
階
で
「
美
術
工
芸
史
」
を
担
当
し
て
い
た
の
は
、
武
田
の
誘
い
で
、
明
治
四
一
年
に
同
校

に
赴
任
し
て
い
た
同
じ
東
京
帝
国
大
学
工
科
大
学
建
築
学
科
出
身
の
本
野
精
吾
（
一
八
八
二

－

一
九
四
四
）
で
あ
る
。

こ
の
資
料
の
購
入
に
、
彼
の
意
見
が
反
映
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
と
く
にA

N
.2179

は
、
建
築
の
細
部
装
飾
や

図
面
な
ど
が
中
心
に
写
っ
て
お
り
、「
建
築
装
飾
」
な
ど
の
講
義
に
も
利
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

第
三
節　

機
織
及
び
紡
績
に
関
す
る
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド

つ
ぎ
に
、
同
館
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
の
な
か
で
、
ま
と
ま
っ
た
数
で
収
蔵
さ
れ
て
い
る
一
五
件
三
五
四
枚
の
機
織
及

び
紡
績
に
関
す
る
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
（A

N
.2223

〜2237

）
に
つ
い
て
考
え
る
。
こ
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
に
つ
い
て

は
、
平
成
二
八
年
（
二
〇
一
六
）
一
一
月
の
「
画
像
関
連
学
会
連
合
会
第
三
回
秋
季
合
同
大
会
」
に
お
い
て
発
表
し
た

内
容9

を
基
礎
と
し
て
い
る
。
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〔図4〕アテネ　パルテノン神殿　AN.2171-I-034

こ
れ
ら
は
、
大
正
二
年
に
、
京
都
で
理
化
学
器
械
の
製
造･

販
売
に
携
わ
っ
て
い
た
島
津
製
作
所
の
二
代
目
島
津
源

蔵
（
一
八
六
九

－

一
九
五
一
）
を
通
じ
て
購
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
ウ
ィ
ー
ン
の
出
版･

印
刷
会
社
、A

. 

Pichlers W
itw
e &
 Sohn

が
製
造
・
販
売
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
お
も
に
機
織
科
の
教
材
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と

み
ら
れ
る
。
ス
ラ
イ
ド
は
、
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
小
さ
な
木
箱
に
納
め
ら
れ
、
さ
ら
に
「
機
織
及
紡
績
に
関
す
る
種
板
」

と
書
か
れ
た
大
き
な
木
箱
に
納
め
ら
れ
て
、
保
管
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
箱
が
納
入
当
初
の
も
の
か
定
か
で
は
な
い

が
、
京
都
高
等
工
芸
学
校
の
焼
き
印
が
お
さ
れ
て
い
る
。
数
枚
ヒ
ビ
が
入
っ
て
い
る
ス
ラ
イ
ド
が
あ
る
も
の
の
、
管
理

簿
の
枚
数
と
は
一
致
し
て
い
る
。
各
ス
ラ
イ
ド
に
は
、
製
造
元
と
タ
イ
ト
ル
を
示
す
ラ
ベ
ル
が
貼
ら
れ
て
お
り
、
番
号

も
み
ら
れ
る
た
め
、
カ
タ
ロ
グ
を
用
い
て
販
売
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
被
写
体
に
は
イ
ラ
ス
ト
や
図
な
ど
も

一
部
含
ま
れ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
写
真
で
あ
り
、
写
真
に
は
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
は
、
機
織
あ
る
い
は
紡
績
に
関
す
る
機
械
と
、
素
材
・
原
料
の
写
真
や
イ
ラ
ス
ト
の
二

種
類
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
羊
毛
、
苧
麻
、
麻
、
木
綿
と
い
っ
た
各
原
料
に
応
じ
た
紡
績
機
械
の
ほ
か
、
織
機
や

そ
の
準
備
の
た
め
の
機
械
、
ま
た
試
験
器
類
や
デ
ザ
イ
ン
の
打
ち
合
わ
せ
の
様
子
と
思
わ
れ
る
写
真
、
さ
ら
に
各
種
繊

維
材
料
と
な
る
植
物
の
写
真
や
組
織
図
、
材
料
や
織
物
組
織
（
パ
タ
ー
ン
）
の
顕
微
鏡
写
真
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
《
毛
糸
紡
績
用
諸
器
械
》
三
五
枚
（
図
五
、六
）
に
つ
い
て
、
ラ
ベ
ル
に
書
か
れ
た
番
号
の
若
い
順
に
並

べ
て
み
る
と
、
牧
場
の
羊
の
様
子
か
ら
毛
糸
の
刈
り
取
り
、
洗
浄
、
加
工
の
様
子
と
い
っ
た
お
お
ま
か
な
紡
績
工
程
が

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ど
の
場
面
で
ど
う
い
っ
た
機
械
を
ど
の
よ
う
に
使
用
す
る
の
か
、
あ
る
程
度
追
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
か
ら
は
、
機
械
や
工
程
に
つ
い
て
の
知
識
の
習
得
と
と
も
に
、
原
料
や

素
材
の
研
究
も
視
野
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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つ
ぎ
に
、
こ
れ
ら
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
を
お
も
に
使
用
し
た
と
み
ら
れ
る
機
織
科
の
初
期
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い

て
『
京
都
工
芸
繊
維
大
学
一
〇
〇
年
史
』（
京
都
工
芸
繊
維
大
学
百
周
年
事
業
委
員
会
、
二
〇
〇
一
）
を
も
と
に
確
認

し
て
み
た
い
。

機
織
科
の
初
代
教
授
を
つ
と
め
た
の
は
、
明
治
三
四
年
よ
り
機
織
研
究
の
た
め
に
ド
イ
ツ
へ
留
学
し
て
い
た
萩
原
清

彦
（
生
没
年
不
詳
）
で
あ
る
。
彼
は
現
地
で
、
機
織
科
教
室
の
た
め
の
設
備
の
選
択
、
購
入
を
お
こ
な
い
、
帰
国
後
、

そ
れ
ら
機
械
の
設
置
と
操
作
を
引
き
受
け
た
。

機
織
科
で
は
、
第
一
学
年
で
専
門
教
育
を
受
け
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
数
学
、
物
理
学
、
化
学
の
ほ
か
、
紡
績
、
織

物
、
機
械
工
学
に
か
か
わ
る
基
礎
的
な
講
義
が
お
こ
な
わ
れ
、
第
二
、
第
三
学
年
で
よ
り
専
門
的
な
講
義
と
各
種
実
習

が
課
せ
ら
れ
た
。
開
校
当
初
の
お
も
な
授
業
科
目
に
は
、
数
学
、
物
理
学
、
化
学
、
機
械
工
学
、
機
械
製
図
、
紡
績
学
、

組
織
学
、
手
織
機
、
力
織
機
、
機
械
解
剖
実
習
、
機
織
実
習
、
紡
織
試
験
法
な
ど
が
あ
っ
た
。
一
般
的
な
内
容
に
加
え
、

機
械
や
部
品
の
実
測
や
設
計
、
紡
績
に
関
す
る
計
算
法
、
平
織
や
綾
織
、
紋
織
な
ど
各
種
織
物
の
組
織
や
製
織
装
置
に

関
す
る
知
識
、
手
織
機
、
力
織
機
の
構
造
や
使
用
方
法
が
教
授
さ
れ
た
ほ
か
、
機
械
解
剖
実
習
で
は
織
物
見
本
の
解
剖

が
お
こ
な
わ
れ
、
材
料
の
鑑
識
や
番
手
の
測
定
、
商
品
と
な
る
ま
で
の
各
種
工
程
が
指
導
さ
れ
た
。
実
習
で
は
、
木
綿

や
絹
を
つ
か
っ
た
手
織
や
力
織
機
に
よ
る
機
織
が
お
こ
な
わ
れ
、
各
種
機
械
、
器
具
の
操
作
や
、
準
備
手
順
の
習
得
に

力
が
注
が
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
材
料
や
原
料
の
試
験
や
織
物
の
新
案
設
計
も
含
ま
れ
て
お
り
、
機
械
の
取
り
扱

い
だ
け
で
な
く
、
科
学
的
知
識
を
用
い
て
、
製
作
者
側
か
ら
も
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
る
こ
と
、
ま
た
、
工
場
の
操

業
・
経
営
に
か
か
わ
る
講
義
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
伝
統
的
な
産
業
形
態
を
守
る
京
都
の
織
物
業
界
の
工
場

化
を
進
め
、
輸
出
産
業
を
先
導
す
る
人
材
育
成
が
視
野
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

〔図5〕オーストラリアの羊牧場　AN.2223-16
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〔図6〕練条機　AN.2223-09

こ
こ
で
、
こ
の
機
織
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
該
当
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
を
当
て
は
め
て
み
る
（
表
二
）。
推
測
で
は
あ

る
が
、
あ
る
程
度
講
義
科
目
に
沿
っ
た
内
容
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
が
購
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の

ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
は
雑
標
本
と
し
て
登
録
さ
れ
て
お
り
、
図
案
科
の
生
徒
も
、
染
織
品
の
デ
ザ
イ
ン
を
創
作
す
る
た
め
、

「
機
織
及
び
組
織
」
の
講
義
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
れ
ら
は
、
機
織
科
を
中
心
に
、
機
織
に
関
す
る

基
礎
知
識
を
全
学
的
に
教
授
す
る
た
め
の
教
材
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
維
新
以
降
、
東
京
遷
都
に
と
も
な
い
産
業
が
衰
退
し
た
京
都
で
は
、
積
極
的
な
近
代
化
政
策
を
打
ち
出
し
た
。

と
く
に
京
都
の
重
要
な
産
業
で
あ
る
織
物
に
お
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
習
生
を
派
遣
し
て
、
製
織
技
術
の
習
得
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
織
機
の
購
入
を
は
か
り
、
織
殿
と
よ
ば
れ
る
官
営
の
織
工
場
を
設
立
し
て
機
械
化
を
す
す
め
た
。
明
治

二
〇
年
に
は
、
こ
の
織
殿
が
民
間
へ
払
い
下
げ
ら
れ
て
京
都
織
物
会
社
と
な
り
、
大
規
模
な
民
営
工
場
と
し
て
操
業
を

開
始
す
る
な
ど
工
場
制
機
械
工
業
へ
の
基
礎
が
築
か
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
一
方
で
、
や
は
り
西
陣
を
は
じ
め
と
す
る
一
般

の
機
業
家
の
多
く
は
伝
統
的
な
手
織
機
法
を
守
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

こ
う
し
た
な
か
で
誕
生
し
た
京
都
高
等
工
芸
学
校
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
進
的
な
機
械
や
技
術
を
ま
な
び
、
デ
ザ
イ

ン
を
熟
知
し
た
人
材
を
育
成
す
る
た
め
の
重
要
な
教
育
機
関
で
あ
り
、
輸
出
産
業
の
発
展
に
向
け
て
家
内
制
手
工
業
か

ら
大
規
模
な
工
場
制
機
械
工
業
へ
と
転
換
を
は
か
る
大
き
な
鍵
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
愛
知
で
は
、
明
治
三
七
年
、

豊
田
佐
吉
に
よ
っ
て
「
管
替
式
自
動
織
機
」
が
発
明
さ
れ
、
織
機
会
社
や
織
布
工
場
が
相
次
い
で
設
立
さ
れ
た
。
京
都

で
も
、
明
治
四
〇
年
に
な
る
と
染
織
試
験
場
が
設
立
さ
れ
、
最
先
端
の
機
織
法
を
指
導
し
、
商
品
試
験
が
実
施
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
全
体
と
し
て
機
械
工
業
に
よ
る
輸
出
製
品
の
生
産
が
奨
め
ら
れ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。

今
回
と
り
あ
げ
た
三
五
四
枚
の
「
機
織
及
び
紡
績
に
関
す
る
」
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
は
、
こ
う
し
た
時
期
の
教
育
機
関
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46

幻燈種板　毛糸紡績用諸器械

幻燈種板　各種繊維材料

幻燈種板　レース用諸器械

幻燈種板　織物準備工程

幻燈種板　各種織機

幻燈種板　紐縄製造器械

幻燈種板　苧麻紡績器械

幻燈種板　試験器類

幻燈種板　麻糸紡績器械

幻燈種板　絹糸

幻燈種板　木綿紡績器械

幻燈種板　染仕上器械（織布）

幻燈種板　染仕上器械（糸）

顕微鏡冩眞種板　織物組織類

顕微鏡冩眞種板　各種織物材料

資料名

機械工学、機械製図、紡績学、機織実習甲

機械解剖実習、紡織試験法

機械工学、機械製図、組織学、機織実習乙

機械工学、機械製図、手織機、力織機、機織実習甲

機械工学、機械製図、力織機、組織学、機織実習甲、機織実
習乙

機械工学、機械製図、組織学

機械工学、機械製図、紡績学、機織実習甲

機械工学、機械製図、紡織試験法、

機械工学、機械製図、紡績学、機織実習甲

機械工学、機械製図、機織実習甲

機械工学、機械製図、紡績学、機織実習甲

機械工学、機械製図

機械工学、機械製図

組織学、機械解剖実習、機織実習甲、機織実習乙

機械解剖実習、紡織試験法

使用された可能性のある科目

AN.2223

AN.2224

AN.2225

AN.2226

AN.2227

AN.2228

AN.2229

AN.2230

AN.2231

AN.2232

AN.2233

AN.2234

AN.2235

AN.2236

AN.2237

所蔵番号
表 2　ガラススライドと講義科目の対応関係
＊現登録数に

お
い
て
、
実
物
を
目
に
す
る
機
会
の
少
な
い
学
生
た
ち
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
覚
的
情
報
を
与
え
、
知
識
を
共
有
す
る

た
め
の
有
効
な
教
材
で
あ
っ
た
。

ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
は
、
新
し
い
技
術
と
デ
ザ
イ
ン
に
よ
っ
て
京
都
の
産
業
を
活
性
化
す
る
た
め
に
誕
生
し
た
京
都
高

等
工
芸
学
校
に
お
い
て
、
重
要
な
視
覚
資
料
と
し
て
購
入
さ
れ
、
開
校
ま
も
な
い
時
期
か
ら
大
正
期
に
わ
た
る
ま
で
、

な
が
く
使
用
さ
れ
た
教
材
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
高
等
教
育
機
関
に
お
い
て
基
礎
知
識
の
習
得
に
利
用
で
き
る
専

門
性
の
高
い
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
学
生
に
同
時
に
情
報
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、
使
い
勝
手
の
よ

い
視
覚
資
料
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
京
都
高
等
工
芸
学
校
が
専
門
教
育
の
た
め
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
最
先
端
の
教
材
を
積

極
的
に
輸
入
し
て
い
た
こ
と
も
、
当
時
の
日
本
の
高
等
教
育
機
関
の
教
育
の
実
態
を
知
る
う
え
で
、
重
要
な
要
素
で
あ

る
。

第
二
章　

守
住
勇
魚
か
ら
購
入
し
た
資
料

第
一
節　

守
住
勇
魚
と
守
住
貫
魚

そ
れ
で
は
つ
ぎ
に
、
同
時
期
に
京
都
高
等
工
芸
学
校
が
守
住
勇
魚
か
ら
購
入
し
た
模
写
や
模
型
を
中
心
と
す
る
資
料

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

守
住
勇
魚
と
そ
の
父
で
あ
る
貫
魚
（
一
八
〇
九

－

一
八
九
二
）
に
つ
い
て
は
河
野
太
郎
の
『
画
人　

守
住
貫
魚
』（
徳
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島
県
出
版
文
化
協
会
、
一
九
七
一
）
に
詳
し
い
。

守
住
勇
魚
は
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
一
一
月
八
日
、
伝
統
的
な
や
ま
と
絵
の
流
派
で
あ
る
住
吉
派
の
日
本
画
家
、

守
住
貫
魚
の
次
男
と
し
て
徳
島
に
生
ま
れ
た
。
貫
魚
に
つ
い
て
日
本
画
を
ま
な
ん
だ
の
ち
上
京
し
、
明
治
八
年
五
月
よ

り
、
国
沢
新
九
郎
（
一
八
四
八

－

一
八
七
七
）
の
彰
技
堂
で
洋
画
を
ま
な
ん
で
い
る
。
浅
井
忠
と
は
、
こ
の
彰
技
堂
時

代
か
ら
の
同
窓
生
で
あ
り
、
明
治
九
年
に
は
、
と
も
に
工
部
美
術
学
校
へ
と
進
学
し
、
二
年
後
に
講
師
交
代
へ
の
不
満

か
ら
連
袂
退
学
し
た
仲
で
あ
る
。
退
学
後
、
浅
井
が
小
山
正
太
郎
（
一
八
五
七

－

一
九
一
六
）
や
松
岡
壽
（
一
八
六
二

－

一
九
四
四
）
ら
と
十
一
会
、
明
治
美
術
会
を
立
ち
上
げ
て
、
東
京
で
洋
画
家
へ
の
道
を
歩
み
は
じ
め
た
の
に
対
し
、

勇
魚
は
、
一
度
徳
島
に
戻
っ
た
の
ち
、
明
治
一
二
年
八
月
か
ら
大
阪
専
門
学
校
の
画
学
教
員
と
し
て
教
壇
に
た
つ
こ
と

と
な
っ
た
。
以
後
、
学
校
の
枠
組
み
や
名
称
の
変
遷
に
と
も
な
っ
て
所
属
を
変
え
な
が
ら
、
明
治
二
八
年
七
月
に
は
第

三
高
等
学
校
の
助
教
授
に
就
任
、
し
か
し
す
ぐ
に
非
職
と
な
り
、
明
治
二
八
年
九
月
か
ら
は
同
志
社
理
科
学
校
の
画
学

教
員
と
し
て
任
用
さ
れ
、
以
降
、
同
志
社
普
通
学
校
に
て
教
員
と
し
て
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
三
月
ま
で
在
職
し

た
。
明
治
二
二
年
四
月
ま
で
に
は
、
当
時
所
属
し
て
い
た
第
三
高
等
中
学
校
の
京
都
移
転
に
と
も
な
っ
て
、
自
身
も
京

都
へ
引
っ
越
し
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
明
治
一
五
〜
一
六
年
に
か
け
て
図
画
の
教
科
書
と
し
て
『
大
成
普
通
画
学
本
』

一
〇
冊
を
出
版
し
て
い
る
。

明
治
二
五
年
、
父
貫
魚
が
死
去
し
た
の
ち
は
、
住
吉
派
を
継
承
し
た
妹
周
魚
と
と
も
に
、
再
び
日
本
画
に
力
を
入
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
京
都
美
術
協
会
の
会
員
や
新
古
美
術
品
展
覧
会
の
審
査
員
、
第
五
回
内
国
勧
業
博
覧
会
の
出
品
委

員
な
ど
を
つ
と
め
た
ほ
か
、
産
業
界
に
お
い
て
も
、
川
島
織
物
の
依
頼
で
綴
織
の
下
絵
の
製
作
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

な
か
で
も
綴
織
壁
掛
《
武
具
曝
涼
図
》
は
一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
に
出
品
さ
れ
た
の
ち
、
宮
内
省
御
用
品
と

な
り
、
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
の
王
室
へ
と
贈
ら
れ
て
い
る10

。

一
方
、
勇
魚
の
父
、
貫
魚
は
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
に
生
ま
れ
、
徳
島
の
藩
主
蜂
須
賀
家
の
御
用
絵
師
と
し
て
活

躍
し
た
住
吉
派
の
日
本
画
家
で
あ
る
。
同
藩
の
御
用
絵
師
で
あ
っ
た
渡
辺
広
輝
（
一
七
七
八

－

一
八
三
八
）、
江
戸
幕

府
の
御
用
絵
師
住
吉
広
定
（
一
七
九
三

－

一
八
六
三
）
に
師
事
し
た
。
江
戸
幕
府
の
御
用
絵
師
に
取
り
立
て
る
と
い
う

内
命
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
才
能
を
惜
し
ん
だ
蜂
須
賀
斉
昌
（
一
七
九
五

－

一
八
五
九
）
に
よ
っ
て
徳
島
に
よ
び
戻
さ
れ

て
い
る
。
蜂
須
賀
家
は
、
鷹
司
家
と
の
縁
組
を
き
っ
か
け
に
公
家
文
化
へ
と
傾
倒
し
た
と
い
わ
れ
、
貫
魚
た
ち
も
源
氏

絵
な
ど
の
多
く
の
古
典
的
な
絵
の
模
写
に
取
り
組
ん
だ
。
ま
た
斉
昌
の
命
で
各
地
を
巡
り
、
名
所
旧
跡
や
古
物
を
描
い

た
も
の
が
定
輝
の
名
で
《
全
国
名
勝
絵
巻
》
一
〇
巻
（
徳
島
県
指
定
文
化
財
）
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
貫
魚
自
身
も

好
古
家
と
し
て
知
ら
れ
、
古
美
術
品
の
収
集
や
模
写
を
多
く
お
こ
な
っ
た
。
作
品
を
描
く
際
に
は
有
職
故
実
を
正
確
に

再
現
す
る
た
め
、
実
物
大
ま
た
は
縮
小
版
の
ひ
な
形
や
模
型
を
作
成
し
、
検
証
す
る
考
証
家
で
も
あ
っ
た
。
太
平
洋
を

漂
流
し
た
と
い
う
初
太
郎
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
国
し
た
際
に
記
さ
れ
た
「
亜
墨
漂
流
新
話
」
で
も
、
模
型
を
製
作
し
て

絵
を
描
い
た
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る11

。

明
治
維
新
以
降
は
、
徳
島
県
内
の
神
社
で
宮
司
を
つ
と
め
た
が
、
明
治
一
四
年
に
勇
魚
の
い
る
大
阪
に
移
住
。
以
降
、

内
国
絵
画
共
進
会
に
出
品
す
る
な
ど
本
格
的
に
画
業
に
復
帰
し
た
。
明
治
一
七
年
に
は
大
阪
に
浪
華
画
学
校
を
設
立
し

た
ほ
か
、
の
ち
に
帝
室
技
芸
員
に
選
ば
れ
て
い
る
。
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第
二
節　

守
住
勇
魚
か
ら
購
入
し
た
資
料

浅
井
が
京
都
へ
と
赴
任
し
た
明
治
三
五
年
以
降
、
同
じ
京
都
、
し
か
も
吉
田
と
今
出
川
と
い
う
ご
く
近
距
離
で
、
と

も
に
美
術
教
育
の
現
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
浅
井
と
勇
魚
に
は
当
然
多
く
の
接
点
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

京
都
時
代
の
浅
井
が
日
本
画
に
接
近
し
た
こ
と
は
し
ば
し
ば
紹
介
さ
れ
る
が
、
勇
魚
に
つ
い
て
の
言
及
は
あ
ま
り
な
い
。

京
都
高
等
工
芸
学
校
が
勇
魚
か
ら
最
初
に
資
料
を
購
入
し
た
の
は
、
図
書
標
本
原
簿
に
よ
れ
ば
、
明
治
三
七
年
八
月

二
〇
日
で
あ
る
。
以
降
、
三
八
年
に
か
け
て
数
回
に
わ
た
り
納
入
さ
れ
た
。
ち
ょ
う
ど
同
時
期
に
あ
た
る
三
七
年
六
月

か
ら
三
八
年
八
月
に
か
け
て
、
勇
魚
は
住
吉
派
に
よ
る
作
品
の
頒
布
会
を
開
催
し
た
。
賛
助
員
と
し
て
浅
井
が
同
会
に

参
加
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト
も
、
資
料
納
入
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
明
治
三
七

年
九
月
か
ら
四
ヶ
月
間
、
勇
魚
は
同
校
に
雇
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
具
体
的
な
仕
事
内
容
は
不
明
だ
が
、

同
時
期
に
雇
わ
れ
た
菊
池
素
空
（
一
八
七
九

－

一
九
二
二
）
と
と
も
に
、
日
本
画
の
観
点
か
ら
京
都
高
等
工
芸
学
校
の

教
育
を
支
え
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る12

。
明
治
三
七
〜
三
八
年
は
、
開
校
か
ら
二
年
た
ち
、
遊
陶
園
の
活
動
や
若
い
作

家
た
ち
へ
の
図
案
提
供
な
ど
、
大
津
絵
や
琳
派
な
ど
日
本
の
デ
ザ
イ
ン
に
刺
激
を
受
け
た
浅
井
が
本
格
的
に
図
案
教
育

に
取
り
組
み
は
じ
め
た
時
期
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
期
に
、
一
連
の
資
料
が
購
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
浅
井
の
教
育

方
針
を
物
語
る
と
と
も
に
、
勇
魚
と
浅
井
の
強
い
結
び
つ
き
を
感
じ
さ
せ
る
。

さ
て
、
勇
魚
か
ら
購
入
し
た
資
料
は
、
表
三
の
と
お
り
で
あ
る
。
資
料
は
、
三
つ
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ

目
は
貫
魚
の
描
い
た
模
写
や
写
生
画
で
あ
る
。
正
倉
院
や
法
隆
寺
の
宝
物
、
鉄
砲
や
御
所
車
の
絵
（
図
七
）
が
細
部
に

わ
た
っ
て
綿
密
に
、
と
き
に
彩
色
を
施
し
な
が
ら
描
か
れ
て
い
る
。
二
つ
目
は
、
作
者
不
明
の
絵
巻
や
模
写
図
で
あ
る
。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

加茂祭絵巻
源氏圖絵惣源本
百鬼夜行之絵
勝繪庇合戦之図
襖縮寫図
紫震殿障子縮圖 
古巻集具
諸陶噐之寫
満州並阿蘭人 ( 衣服 ) 
文珠之圖
不動之圖
竹口八幡宮宝物腹巻之圖
法隆寺宝物之圖
正倉院藏唐櫃模様圖
正倉院藏水ニ魚ノ模様圖
正倉院藏鴇毛屏風之圖 上・下
正倉院藏棚之圖
正倉院藏机之圖
正倉院藏雑品之圖
正倉院藏楽器之圖
正倉院藏装束之圖 上・下
正倉院藏琵琶之圖 上・下
車之圖
朝千鳥琵琶之圖
正倉院藏碁盤之圖
正倉院蔵和琴之圖
茶碗香炉之圖
鐡砲之圖
古土噐模造
古土偶
狩衣（白地）
アイヌ土人噐具
燈篭雛形
貝標本（八拾五種）
花車雛形
石帯
諸葛弩雛形
アイヌ土人楽噐
鏃

作者 作品名
巻子
巻子
巻子
巻子
巻子
画貼
巻子
巻子
巻子
軸装
軸装
軸装
巻子
巻子
軸装
軸装
軸装
軸装
軸装
軸装
巻子
巻子
巻子
巻子
巻子
巻子
軸装
巻子
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

状態
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
5
1
1
9

2
1
1
1
1
1
1
36
3
1
10
1
3
1
1
1
2
24

員数
M37.08.20
M37.08.20
M37.08.20
M37.08.20
M37.08.20
M37.11.26
M37.11.29
M37.11.29
M37.11.29
M38.06.20
M38.06.20
M38.06.20
M38.06.20
M38.06.20
M38.06.20

M38.06.20
M38.06.20
M38.06.20
M38.06.20
M38.06.20
M38.06.20
M38.06.20
M37.11.29
M37.11.29
M38.06.20
M38.06.20
M38.06.20
M38.06.20
M38.06.20
M38.06.20
M38.06.20
M38.06.20
M38.06.20

受入年月日
図書
図書
図書
図書
図書
図書
図書
図書
図書
図書
図書
図書
図書
図書
図書

図書
図書
図書
図書
図書
図書
図書
図案科標本
図案科標本
図案科標本
図案科標本
図案科標本
図案科標本
図案科標本
図案科標本
図案科標本
図案科標本
図案科標本

当初区分
AN.3447
AN.3448
AN.3449
AN.3450
AN.3451
AN.3789
AN.3454
AN.3455
AN.3456
AN.3458
AN.3459
AN.3460
AN.3461
AN.3462
AN.3463

AN.3464
AN.3465
AN.3466
AN.3467
AN.3468
AN.3469
AN.3470
AN.0987
AN.0988
AN.0999
AN.1000
AN.1001
AN.1002
AN.1003
AN.1004
AN.1006
AN.1007
AN.1008

所蔵番号
表 3　守住勇魚から購入した資料

作者不詳
作者不詳模写
修理亮行秀筆
作者不詳
作者不詳
守住勇魚
作者不詳
作者不詳
作者不詳
守住貫魚模写
守住貫魚模写
守住貫魚写
守住貫魚写
守住貫魚写
守住貫魚写

守住貫魚写
守住貫魚写
守住貫魚写
守住貫魚写
守住貫魚写
守住貫魚写
守住貫魚写

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
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〔図7〕守住貫魚写　車之圖　AN.3465

〔図8〕燈篭雛形　AN.1001

《
百
鬼
夜
行
之
絵
》（
百
鬼
夜
行
絵
巻
）
や
《
源
氏
圖
絵
惣
源
本
》（
源
氏
物
語
絵
巻
）
な
ど
の
著
名
な
作
品
の
ほ
か
、

襖
絵
や
海
外
の
衣
服
の
模
写
、
写
生
図
も
含
ま
れ
て
い
る
。
三
つ
目
は
、
狩
衣
や
石
帯
、
燈
篭
（
図
八
）
な
ど
日
本
の

伝
統
的
な
文
化
を
あ
ら
わ
す
品
や
そ
の
模
型
で
あ
る
。
ま
た
、
一
点
だ
け
勇
魚
自
身
の
描
い
た
作
品
が
あ
る
。
模
写
類

は
、
巻
子
と
軸
装
さ
れ
た
も
の
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
う
ち
軸
装
分
に
つ
い
て
は
、
京
都
高
等
工
芸
学
校
納
入
時
に

表
装
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
勇
魚
の
作
品
を
含
め
、
模
写
や
写
生
図
は
図
書
と
し
て
、
そ
の
ほ
か
は
図
案
科
の
標

本
と
し
て
登
録
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

な
お
、
京
都
高
等
工
芸
学
校
時
代
の
図
書
標
本
授
受
用
紙
の
記
録
を
み
る
と
、
勇
魚
か
ら
の
購
入
品
と
し
て
、《
石

標
本
》
や
《
織
物
古
裂
地
》
な
ど
の
記
載
が
み
ら
れ
る
。
現
在
、
京
都
工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
の
所
蔵
品
に

は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
資
料
の
う
ち
、
勇
魚
ま
た
は
貫
魚
の
描
い
た
お
も
な
作
品
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

表
三
の
作
品
名
お
よ
び
作
者
名
な
ど
は
、
原
則
と
し
て
京
都
高
等
工
芸
学
校
時
代
の
図
書
標
本
原
簿
に
依
拠
し
て
い

る
。
原
簿
に
は
、
守
住
貫
魚
「
模
写
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
、
守
住
貫
魚
「
写
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
模

写
は
、
実
物
を
写
生
し
た
の
で
は
な
く
、
文
字
通
り
す
で
に
あ
る
絵
を
模
写
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
写
と

だ
け
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
模
写
と
し
て
の
「
写
」
な
の
か
、
実
物
を
「
写
」
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
判
断
が
難

し
い
。
原
簿
に
記
載
さ
れ
た
日
付
と
筆
跡
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
お
り
、
同
じ
原
則
で
も
っ
て
記
入
さ
れ
た
も
の
か

確
証
が
も
て
な
い
。
ま
た
、
各
作
品
に
は
、
作
品
に
よ
っ
て
「
母
里
受
見
」（
も
り
ず
み
）
と
い
う
朱
文
方
印
や
魚
を

模
し
た
「
貫
魚
」
の
印
（
図
九
）、
御
所
車
を
模
し
た
印
な
ど
が
お
さ
れ
て
い
る
（
図
一
〇
）。
作
家
と
し
て
の
印
な
の

か
、
所
蔵
を
示
す
印
な
の
か
判
別
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
は
原
簿
に
従
っ
て
、
貫
魚
の
作
と
考
え
た
い
。
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〔図9〕朱文印
　　　「母里受見」「貫魚」

〔図10〕朱文印「守住」

ま
ず
、
購
入
資
料
の
う
ち
、
唯
一
、
勇
魚
自
身
が
描
い
て
い
る
の
が
《
紫
震マ

マ

殿
障
子
縮
図
》（
図
一
一
）
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
京
都
御
所
紫
宸
殿
の
北
廂
と
母
屋
の
間
の
間
仕
切
り
に
は
め
ら
れ
た
賢
聖
障
子
絵
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
。

六
〇
、四
×
三
二
、三cm

の
紙
二
枚
に
中
国
の
賢
人
を
四
人
ず
つ
描
い
た
図
が
八
面
分
と
、
獅
子
・
狛
犬
と
負
文
亀
の

図
、
錦
花
鳥
の
図
が
そ
れ
ぞ
れ
一
面
ず
つ
、
計
一
〇
枚
の
絵
が
画
貼
形
式
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
勇
魚
が
こ
れ
を
、

実
物
を
見
て
描
い
た
も
の
か
定
か
で
は
な
い
。
賢
聖
障
子
絵
は
、
各
時
代
の
絵
師
に
よ
っ
て
代
々
描
き
継
が
れ
て
き
た

も
の
で
あ
る
が
、
寛
政
年
間
（
一
七
八
九

－

一
八
〇
一
）
に
は
住
吉
派
の
住
吉
広
行
（
一
七
五
四

－

一
八
一
一
）
が
こ

の
絵
を
手
が
け
、
そ
の
後
、
安
政
年
間
（
一
八
五
四

－

一
八
六
〇
）
に
住
吉
弘
貫
（
広
定
）
が
修
復
を
お
こ
な
っ
て
い

る
。
貫
魚
も
弘
貫
の
指
示
で
「
朝
賀
の
図
」
の
補
写
を
し
て
お
り
、
勇
魚
が
絵
を
描
く
際
、
参
考
と
な
る
関
連
資
料
が

守
住
の
家
に
残
さ
れ
て
い
た13

。

つ
ぎ
に
、
貫
魚
の
作
品
の
約
半
分
を
占
め
る
正
倉
院
蔵
の
宝
物
を
描
い
た
作
品
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。《
正
倉

院
藏
唐
櫃
模
様
圖
》、《
正
倉
院
藏
水
ニ
魚
ノ
模
様
圖
》、《
正
倉
院
藏
鴇
毛
屏
風
之
圖　

上
・
下
》《
正
倉
院
藏
棚
之
圖
》

《
正
倉
院
藏
机
之
圖
》《
正
倉
院
藏
雑
品
之
圖
》《
正
倉
院
藏
楽
器
之
圖
》（
図
一
二
）《
正
倉
院
藏
装
束
之
圖　

上
・
下
》、

《
正
倉
院
藏
琵
琶
之
圖　

上
・
下
》、《
正
倉
院
藏
碁
盤
之
圖
》、《
正
倉
院
蔵
和
琴
之
圖
》
と
計
一
一
点
（
一
四
本
）
の

作
品
が
納
入
さ
れ
て
い
る
。

正
倉
院
宝
物
を
描
い
た
絵
図
は
、
元
禄
年
間
（
一
六
八
八

－

一
七
〇
四
）
に
さ
か
の
ぼ
る
と
い
う
。
し
か
し
厳
密
な

意
味
で
の
模
写
や
模
造
と
よ
べ
る
も
の
は
、
明
治
五
年
の
壬
申
検
査
や
、
明
治
八
年
以
降
の
奈
良
博
覧
会
な
ど
に
際
し

作
ら
れ
た
も
の
が
は
じ
ま
り
で
あ
る14

。

明
治
時
代
に
入
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
文
化
が
流
入
す
る
な
か
で
、
明
治
四
年
四
月
二
五
日
、
大
学
南
校
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〔図11〕守住勇魚　紫震殿障子縮図　AN.3789

〔図12〕守住貫魚写　正倉院藏楽器之圖　AN.3463-7
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物
産
局
は
「
只
管
厭
旧
尚
新
ノ
弊
風
ヲ
生
シ
、
経
歳
累
世
ノ
古
器
旧
物
敗
壊
致
候
モ
不
預
」「
歴
世
相
伝
仕
居
候
宝
器

ハ
勿
論
自
余
ノ
雑
品
ニ
有
之
候
共
考
古
ノ
徴
証
ニ
可
相
備
品
物
ハ
精
々
保
護
相
加
候
様
御
沙
汰
有
之
」
と
献
言
し
た15

。

天
下
の
宝
器
類
の
散
逸
を
ふ
せ
ぐ
た
め
、
集
古
館
（
博
物
館
）
建
設
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
次
善
の
策

と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
の
が
「
文
化
財
」
の
模
写
と
集
成
で
あ
る
。
ま
た
、
同
年
五
月
二
三
日
に
は
、
廃
仏
毀
釈
に
よ

る
文
化
財
の
破
壊
、
散
逸
を
防
ぐ
た
め
、
太
政
官
布
告
に
て
古
器
旧
物
の
保
護
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
が
わ
が
国
の
文

化
財
政
策
の
は
じ
ま
り
と
な
る
。
正
倉
院
で
も
、
明
治
二
五
年
に
正
倉
院
御
物
整
理
掛
が
設
置
さ
れ
、
積
極
的
に
模
写
、

模
造
品
の
事
業
が
す
す
め
ら
れ
た
。

貫
魚
は
明
治
九
年
か
ら
一
〇
年
に
か
け
て
、
勇
魚
の
工
部
美
術
学
校
入
学
を
機
に
東
京
に
滞
在
し
、
博
物
館
で
古
書

画
の
写
生
を
お
こ
な
っ
た
よ
う
で
あ
る16

。
た
だ
、
正
倉
院
宝
物
に
か
か
わ
る
作
品
に
つ
い
て
は
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に

製
作
さ
れ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
作
品
の
う
ち
、
六
点
（
七
本
）
は
軸
装
さ
れ
て
い
る
。
二
七
×
三
〇cm

程
度
の
紙
片
に
描
か
れ
た
絵
が
、

ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
数
枚
ず
つ
ま
と
め
て
貼
ら
れ
、
表
装
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
紙
片
に
は
、
図
書
館
の
割
印
と

京
都
高
等
工
芸
学
校
の
所
蔵
を
示
す
朱
文
方
印
が
押
さ
れ
て
い
る
た
め
、
納
入
の
段
階
で
は
、
一
枚
ず
つ
バ
ラ
バ
ラ
で

あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
軸
装
の
理
由
は
、
掛
図
と
し
て
利
用
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
京
都
高
等
工
芸
学
校
で
は
、
開

校
時
購
入
し
た
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
の
ポ
ス
タ
ー
な
ど
も
、
当
初
は
、
掛
軸
形
式
で
使
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
表
装
裂
が
残
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
つ
い
先
日
、
京
都
工
芸
繊
維
大
学
附
属
図
書
館
か
ら
、
掛
軸
形
式
の
ま
ま
残
さ
れ

た
古
い
ポ
ス
タ
ー
が
発
見
さ
れ
た
。

さ
て
、
こ
の
う
ち
い
く
つ
か
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
み
る
と
、《
正
倉
院
藏
鴇
毛
屏
風
之
圖　

上
・
下
》
は
そ
れ
ぞ

れ
正
倉
院
の
《
鳥
毛
篆
書
屏
風
》
と
《
鳥
毛
帖
成
文
書
屏
風
》
を
写
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
全
体
図
と
と
も
に
、
蝶

番
の
部
分
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
ほ
か
、《
鳥
毛
帖
成
文
書
屏
風
》
の
第
三
扇
と
第
四
扇
の
文
字
が
縦
書
き
で
二
文
字

ず
つ
写
さ
れ
て
い
る
。
写
さ
れ
た
文
字
は
、
基
本
的
に
順
番
に
貼
ら
れ
て
表
装
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
一
枚
だ
け
順
番
を

間
違
っ
て
貼
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、《
鳥
毛
帖
成
文
書
屏
風
》
の
う
ち
、
第
五
扇
の
あ
た
ま
「
清
貧
」
の
文
字
が
写
さ

れ
た
紙
片
が
一
枚
、《
正
倉
院
藏
雑
品
之
圖
》
の
下
部
に
貼
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
字
だ
け
横
書
き
で
、
同
時
期
に
描

か
れ
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、
な
ぜ
こ
こ
に
貼
ら
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。

な
お
、《
正
倉
院
藏
雑
品
之
圖
》
の
左
上
に
貼
ら
れ
た
絵
は
、
正
倉
院
の
《
続
修
正
倉
院
古
文
書
別
集
第
四
十
八
巻
》

の
鏡
背
下
絵
の
「
大
大
論
戯
画
」
を
写
し
た
絵
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、《
正
倉
院
藏
楽
器
之
圖
》
に
は
、
正
倉
院
の
琵

琶
な
ど
楽
器
の
装
飾
部
分
が
描
か
れ
て
い
る
。
右
上
の
絵
（
図
一
三
）
は
《
螺
鈿
紫
壇
阮
咸
》
を
写
し
た
も
の
で
、
表

面
の
ほ
か
、
背
面
や
側
面
の
図
柄
ま
で
が
部
分
ご
と
に
描
か
れ
て
い
る
。
右
の
上
か
ら
二
番
目
の
絵
は
、《
螺
鈿
紫
壇

阮
咸
》
の
背
面
の
う
ち
綬
帯
を
く
わ
え
た
オ
ウ
ム
二
羽
が
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
上
か
ら
三

番
目
の
絵
は
《
雑
楽　

桑
木
阮
咸　

第
一
号
》
の
う
ち
、
捍
撥
の
表
面
に
描
か
れ
て
い
る
隠
士
が
山
中
で
碁
を
打
つ
様

子
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
の
部
分
に
も
楽
器
の
装
飾
の
一
部
と
み
ら
れ
る
花
や
鳥
の
図
柄
や
パ
タ
ー
ン
が

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
巻
子
形
式
の
《
正
倉
院
藏
琵
琶
之
圖　

上
》
は
（
図
一
四
）、《
紫
檀

木
画
槽
琵
琶　

第
二
号
》
を
写
し
た
も
の
で
、
捍
撥
の
表
面
に
描
か
れ
た
「
狩
猟
宴
楽
図
」
の
ほ
か
、
鹿
頸
、
転
手
、

覆
手
、
ま
た
背
面
や
側
面
の
模
様
な
ど
も
こ
ま
か
く
描
か
れ
て
い
る
。
重
要
な
図
柄
に
は
一
部
鮮
や
か
な
彩
色
が
施
さ

れ
て
お
り
、
捍
撥
図
は
欠
落
部
分
ま
で
再
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、《
正
倉
院
藏
琵
琶
之
圖　

下
》
に
は
、《
螺
鈿
紫
檀

五
絃
琵
琶
》
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
表
面
、
背
面
と
お
も
な
図
様
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
が
、
墨
画
で
あ
る
。
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京
都
高
等
工
芸
学
校
で
は
、
勇
魚
か
ら
一
連
の
資
料
を
購
入
す
る
以
前
に
も
《
古
代
模
様
写
図
》
と
い
う
名
称
で
、

正
倉
院
の
唐
櫃
図
の
模
写
を
別
の
ル
ー
ト
で
購
入
し
て
お
り
、
古
代
文
様
を
示
す
資
料
と
し
て
、
と
く
に
念
を
い
れ
て

収
集
さ
れ
た
資
料
で
あ
っ
た
。

つ
ぎ
に
、
作
者
不
詳
な
が
ら
、
興
味
深
い
《
古
巻
集
具
》（
図
一
五
）
を
紹
介
し
た
い
。

《
古
巻
集
具
》
は
全
六
巻
で
、
平
安
時
代
以
来
製
作
さ
れ
て
き
た
数
多
い
絵
巻
作
品
か
ら
、
日
常
生
活
で
使
わ
れ
る

さ
ま
ざ
ま
な
道
具
や
そ
れ
が
使
わ
れ
て
い
る
場
を
写
し
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
巻
一
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
「
衝
立　

棚　

関

　

膳　

臺
物　

飲
食
酒
器　

漆
器
」「
硯
箱　

机　

棚　

懐
紙　

扇　

団
扇　

火
打
袋　

鏡　

盥　

細
工
道
具　

祭
器
」

「
輿　

炉　

諸
職
道
具　

釣
打
機　

魚
人
具　

ネ
ズ
ミ
取　

臼　

輿　

手
洗
鉢　

ホ
ウ
キ　

ツ
エ　

足
具　

軍
艦
」「
櫃

　

笈　

傘　

笠
」「
宝
物　

服
ノ
類　

枕　

袋　

米
俵　

御
笠　

楽
水　

杉
戸　

タ
イ
コ　

垣
屏
風　

ツ
ク
リ
木　

ム

マ
ヤ　

サ
□　

ミ
セ　

鷹　

ミ
ヲ
ハ
リ
」「
火
鉢　

灯
台　

書
院　

釣
殿　

魚
取
具　

農
具　

船
」
と
副
題
が
つ
い
て

お
り
、
各
巻
が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
扱
っ
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
写
し
取
ら
れ
た
各
場
面
に
は
出
典
と
な
っ
た
絵
巻
名

が
記
さ
れ
て
い
る
。
取
材
さ
れ
た
絵
巻
と
し
て
は
《
伴
大
納
言
絵
巻
》、《
信
貴
山
縁
起
絵
巻
》、《
春
日
権
現
霊
験
記
》、

《
法
然
上
人
絵
伝
》
な
ど
古
典
的
な
作
品
が
多
い
。

こ
の
絵
巻
に
は
原
本
が
存
在
し
て
い
る
。
現
在
、
東
京
国
立
博
物
館
が
所
蔵
し
て
い
る
《
古
画
類
聚
》
で
あ
る
。
同

館
に
よ
る
昭
和
六
二
年
度
事
業
「
古
画
類
聚
に
関
す
る
調
査
研
究
」
の
報
告
書
「
館
所
蔵
模
写
・
模
本
類
に
よ
る
原
品

復
元
に
関
す
る
調
査
研
究
」
に
よ
れ
ば
、《
古
画
類
聚
》
は
江
戸
時
代
後
期
、
松
平
定
信
（
一
七
五
八

－

一
八
二
九
）

に
よ
っ
て
一
種
の
絵
引
き
、
諸
物
の
百
科
全
書
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
。
取
り
上
げ
ら
れ
た
原
典
は
、
す
で
に
失
わ
れ
て

し
ま
っ
た
も
の
も
含
め
四
〇
〇
余
、
図
様
の
総
数
は
二
、六
五
七
の
場
面
に
の
ぼ
る
と
さ
れ
る
。
東
京
国
立
博
物
館
で

〔図13〕守住貫魚写　正倉院藏楽器之圖　部分　AN.3463-7

〔図14〕守住貫魚写　正倉院藏琵琶之圖　上　AN.3464-1
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〔図15〕作者不詳　古巻集具　巻2　AN.3454-2

は
全
三
八
巻
の
う
ち
、
三
六
巻
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、「
人
物
服
章
」、「
宮
室
」、「
器
材
」、「
兵
器
」、「
文
様
」
な
ど

の
巻
が
存
在
す
る
。

自
身
も
好
古
家
で
、
文
教
振
興
で
知
ら
れ
る
定
信
は
、
機
会
を
み
つ
け
て
は
、
古
社
寺
に
眠
る
多
く
の
文
書
や
古
画
、

古
物
の
写
生
や
模
写
を
お
こ
な
い
、
後
世
に
残
す
こ
と
を
生
涯
の
仕
事
と
し
た
。《
古
画
類
聚
》
以
前
に
は
、
全
八
五

冊
に
お
よ
ぶ
『
集
古
十
種
』
が
編
纂
さ
れ
、
寛
政
一
二
年
に
は
木
版
で
発
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
定
信
み
ず
か

ら
指
揮
を
し
て
、
谷
文
晁
（
一
七
六
三

－

一
八
四
〇
）
を
は
じ
め
と
す
る
画
家
や
学
者
に
実
際
に
資
料
に
あ
た
ら
せ
て

描
い
た
も
の
で
、
碑
銘
や
鐘
銘
、
兵
器
類
、
銅
器
、
楽
器
、
印
章
、
扁
額
、
古
画
肖
像
、
名
物
古
画
な
ど
の
部
類
に
、

約
二
、〇
〇
〇
点
の
文
化
財
の
情
報
が
収
集
さ
れ
た17

。
な
お
こ
れ
は
、
明
治
時
代
に
再
版
さ
れ
て
お
り
、
京
都
高
等
工

芸
学
校
に
も
図
書
と
し
て
明
治
三
五
年
版
と
明
治
四
一
年
版
が
収
集
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、《
古
巻
集
具
》
と
上
述
し
た
東
博
本
と
を
照
合
し
て
み
る
と
、
ま
る
ま
る
一
本
を
写
し
た
も
の
で
な
い
こ
と

が
わ
か
る
。
取
材
元
は
「
器
財
」
と
「
宮
室
」
が
多
い
。
い
ず
れ
も
一
本
の
軸
に
、
い
く
つ
か
の
巻
か
ら
取
材
し
た
図

様
が
、
あ
る
程
度
順
番
に
、
と
き
に
は
場
所
を
変
え
て
描
か
れ
て
い
る
。
東
博
本
で
は
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
色
が
施
さ

れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
器
物
や
建
築
、
内
装
に
注
目
し
た
も
の
が

多
く
、
図
案
科
の
た
め
の
参
考
資
料
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
と
感
じ
さ
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
勇
魚
か
ら
購
入
し
た
資
料
は
、
古
い
絵
巻
や
古
物
を
も
と
に
し
た
写
生
や
模
写
、
あ
る
い
は
模
造
品

で
あ
り
、
そ
の
多
く
が
文
様
や
装
飾
部
分
に
焦
点
を
あ
て
た
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
日
本
の
美
術
や
工
芸
の
歴
史

を
ま
な
び
、
継
承
し
て
い
く
う
え
で
貴
重
な
視
覚
資
料
で
あ
り
、
図
案
製
作
の
た
め
の
参
考
資
料
と
し
て
も
利
用
価
値

が
あ
っ
た
。
明
治
期
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
文
化
が
流
入
し
、
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
を
取
り
入
れ
、
ま
た
そ
の
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応
用
を
迫
ら
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
、
博
覧
会
の
開
催
等
を
き
っ
か
け
に
日
本
の
伝
統
的
な
古
物
や
図
柄
が

見
直
さ
れ
、
継
承
す
る
道
が
模
索
さ
れ
た
時
代
で
も
あ
る
。
寺
社
や
公
家
な
ど
が
所
有
す
る
一
般
的
に
は
実
物
を
み
る

こ
と
が
か
な
わ
な
い
資
料
に
つ
い
て
、
模
写
や
模
型
で
そ
の
図
様
や
模
様
を
示
し
、
学
習
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
は
大

き
な
意
味
が
あ
っ
た
。

皇
族
や
公
家
の
文
化
が
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
京
都
で
は
、
新
し
い
知
識
、
デ
ザ
イ
ン
、
技
術
に
よ
る
産
業

活
性
化
へ
の
期
待
と
と
も
に
、
伝
統
的
な
文
化
を
守
ろ
う
と
す
る
市
民
の
根
強
い
想
い
が
あ
っ
た
。
ア
ー
ル
・
ヌ
ー

ヴ
ォ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
海
外
の
文
化
を
た
だ
模
倣
す
る
の
で
は
な
く
、
日
本
古
来
の
文
化
に
固
執
す
る
の
で
も
な
い
、

両
者
を
融
合
さ
せ
た
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
の
創
造
こ
そ
京
都
高
等
工
芸
学
校
が
め
ざ
し
た
教
育
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に

は
、
和
洋
を
問
わ
ず
、
時
代
を
問
わ
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
参
考
資
料
を
で
き
る
だ
け
多
く
学
生
に
提
供
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
っ
た
。
洋
画
を
ま
な
び
な
が
ら
住
吉
派
の
伝
統
の
継
承
を
め
ざ
し
た
勇
魚
と
、
洋
画
家
で
あ
り
、
ア
ー
ル
・
ヌ
ー

ヴ
ォ
ー
に
目
覚
め
な
が
ら
も
、
日
本
画
に
惹
か
れ
続
け
た
浅
井
の
想
い
が
あ
ふ
れ
る
資
料
で
あ
る
。

　

第
三
章　

京
都
高
等
工
芸
学
校
に
お
け
る
視
覚
資
料
の
意
義

京
都
高
等
工
芸
学
校
に
お
い
て
、
開
校
年
に
納
入
さ
れ
た
資
料
に
は
、
生
物
標
本
と
染
織
品
、
一
部
の
工
芸
品
を
除

く
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
の
作
品
が
多
く
、
一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
で
み
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
優
れ
た

デ
ザ
イ
ン
の
美
術
工
芸
品
に
、
大
き
な
刺
激
を
受
け
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
開
校
直
後
、
図
案
科
を
主
導
し
た
の
は

浅
井
で
あ
る
が
、
パ
リ
留
学
中
に
急
き
ょ
同
校
へ
の
赴
任
が
き
ま
っ
た
事
情
か
ら
考
え
る
と
、
自
身
が
選
定
し
た
ポ
ス

タ
ー
や
陶
磁
器
は
別
と
し
て
、
初
年
度
の
教
材
に
浅
井
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
は
思
え
な
い
。
む
し
ろ
あ
た

ら
し
い
デ
ザ
イ
ン
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
た
中
澤
の
意
向
が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
年
度
以
降
、
徐
々
に
武
具
や
刀
の
鍔
、
日
本
の
文
化
や
風
俗
を
示
す
資
料
が
購
入
さ
れ
は
じ
め
る
。
こ
う
し
た
資

料
は
、
一
部
ス
ケ
ッ
チ
の
対
象
物
と
し
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
、
当
館
に
残
さ
れ
た
当
時
の
学
生
た
ち
の
作
品
か
ら
わ

か
っ
て
い
る
。
ス
ケ
ッ
チ
か
ら
、
か
た
ち
を
く
ず
し
て
単
純
化
し
、
デ
ザ
イ
ン
表
現
を
こ
こ
ろ
み
る
当
時
便
化
と
よ
ば

れ
た
方
法
は
、
同
校
の
中
心
的
な
教
育
で
あ
っ
た
が
、
浅
井
は
と
く
に
こ
の
な
か
で
、
ス
ケ
ッ
チ
を
重
視
し
て
い
た
。

そ
し
て
、
中
澤
が
浅
井
に
期
待
し
た
の
も
そ
の
側
面
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
や
素
材
、
文
様
に

満
ち
た
日
本
美
術
資
料
は
、
こ
う
し
た
ス
ケ
ッ
チ
の
格
好
の
対
象
で
あ
っ
た18

。

同
時
に
、
実
物
資
料
で
は
ま
か
な
い
き
れ
な
い
分
野
に
つ
い
て
は
、
複
製
資
料
が
購
入
さ
れ
、
利
用
さ
れ
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
は
、
実
物
資
料
に
比
べ
て
安
価
で
、
取
り
扱
い
や
す
く
、
サ
イ
ズ
も
小
さ

い
た
め
に
保
管
場
所
に
も
困
ら
な
い
、
何
度
で
も
繰
り
返
し
使
え
る
便
利
な
教
材
で
あ
っ
た
。
素
材
や
色
味
、
そ
の
加

工
技
術
な
ど
実
物
に
触
れ
る
こ
と
で
し
か
得
ら
れ
な
い
情
報
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
よ
り
多
く
の
作
品
、
よ
り
多
く
の

情
報
を
収
集
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
複
製
資
料
の
も
つ
価
値
は
非
常
に
大
き
い
。
移
動
不
可
能
な
建
築
物
や
唯
一
無

二
の
作
品
、
博
覧
会
や
展
覧
会
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
、
自
然
や
そ
こ
で
暮
ら
す
人
々
の
様
子
な
ど
、
複
製
資
料
で
し
か
触

れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
写
真
が
も
た
ら
す
情
報
量
は
、
絵
画
や
印
刷
物
を

は
る
か
に
超
え
る
。
京
都
高
等
工
芸
学
校
で
収
集
さ
れ
た
海
外
の
デ
ザ
イ
ン
資
料
や
建
築
物
、
最
新
の
産
業
の
様
子
を

写
し
た
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
は
、
急
速
に
近
代
化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
い
く
明
治
末
期
に
お
い
て
、
京
都
高
等
工
芸
学

校
が
美
術
家
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
と
最
新
の
情
報
を
も
っ
た
京
都
の
産
業
界
を
担
う
人
材
の
育
成
を
め
ざ
し
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て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。

ま
た
、
実
物
資
料
と
同
様
に
、
最
初
期
に
中
澤
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
た
一
〇
〇
枚
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
を
は
じ
め
と

し
て
、
多
く
の
ジ
ャ
ン
ル
、
被
写
体
の
な
か
か
ら
選
択
さ
れ
た
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
は
、
京
都
高
等
工
芸
学
校
の
教
員
が

ど
の
よ
う
な
教
育
を
め
ざ
し
、
授
業
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
か
を
示
す
指
標
で
も
あ
る
。
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
は
当
時
の

高
等
教
育
機
関
に
お
け
る
教
材
選
定
、
教
材
作
成
の
実
態
を
知
る
う
え
で
非
常
に
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

一
方
、
勇
魚
か
ら
購
入
し
た
模
写
、
模
型
類
は
、
伝
統
的
な
日
本
の
美
術
作
品
や
資
料
を
写
し
た
視
覚
資
料
で
あ
り
、

絵
師
の
手
を
一
旦
介
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
と
は
次
元
の
異
な
る
複
製
資
料
で
あ
る
。
し
か
し
、

写
さ
れ
て
い
る
の
は
、
正
倉
院
の
蔵
品
や
貴
重
な
絵
巻
物
類
で
あ
り
、
当
時
に
お
い
て
も
、
学
生
が
気
軽
に
見
る
こ
と

の
で
き
な
い
実
物
資
料
で
あ
り
、
そ
の
複
製
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
学
校
の
教
材
と
し
て
の
意
義
は
共
通
し
て
い
る
。

さ
ら
に
絵
画
関
係
だ
け
に
目
を
向
け
る
と
、
開
校
三
年
目
と
な
る
明
治
三
七
年
以
降
に
は
、
勇
魚
か
ら
購
入
し
た
一

連
の
資
料
と
と
も
に
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》
を
原
本
と
す
る
《
歴
史
画
巻
》
や
《
鳥
獣
合
戦
絵
巻
》
な
ど
平
安
か
ら
室

町
時
代
に
か
け
て
の
古
い
絵
巻
の
模
写
や
、《
鹿
苑
寺
金
閣
壁
画
模
写
》
や
《
法
界
寺
壁
画
》
な
ど
の
古
寺
の
模
様
図

が
資
料
と
し
て
購
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。《
若
冲
画
譜
》
や
《
光
琳
扇
面
画
帖
》
と
い
っ
た
江
戸
時
代
の
絵
師
た
ち

の
印
刷
物
な
ど
も
購
入
さ
れ
て
い
る
。
明
治
四
三
年
ま
で
模
写
類
の
購
入
は
続
い
て
お
り
、
絵
巻
と
と
も
に
、
装
束
や

武
具
、
古
代
器
物
の
写
生
図
や
染
物
図
案
な
ど
も
購
入
さ
れ
た
。
大
正
時
代
に
入
る
と
模
写
類
の
代
わ
り
に
コ
ロ
タ
イ

プ
印
刷
の
も
の
が
購
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

京
都
高
等
工
芸
学
校
の
デ
ザ
イ
ン
教
育
に
つ
い
て
は
、
浅
井
や
武
田
が
収
集
し
た
ポ
ス
タ
ー
や
フ
ラ
ン
ス
の
陶
磁
器

類
が
た
び
た
び
注
目
を
集
め
、
ア
ー
ル･

ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
影
響
の
大
き
さ
を
取
り
沙
汰
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は

も
ち
ろ
ん
た
し
か
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
京
都
高
等
工
芸
学
校
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
、
時
代
、
形
態
の
資
料
が
収

集
さ
れ
て
お
り
、
よ
り
多
く
の
資
料
を
多
角
的
に
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
、
明
治
三
七
年
に
は
、
図
案

科
に
日
本
画
家
の
菊
池
素
空
が
講
師
と
し
て
迎
え
ら
れ
る
な
ど
、
日
本
の
伝
統
的
な
絵
や
文
様
も
ま
た
ま
な
ぶ
べ
き
重

要
な
要
素
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
勇
魚
か
ら
購
入
し
た
資
料
は
、
こ
れ
ら
を
裏
付
け
る
重
要
な
資
料
で
あ
る
。

学
生
の
た
め
の
こ
れ
ら
の
視
覚
資
料
は
、
京
都
の
伝
統
的
な
産
業
や
美
術
工
芸
の
発
展
と
い
う
観
点
か
ら
集
め
ら
れ

た
大
き
な
枠
組
み
を
も
ち
、
博
覧
会
出
品
区
分
に
沿
っ
て
バ
ラ
ン
ス
よ
く
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
資
料
が
取
り
込
ま

れ
て
い
る
が19

、
一
件
ず
つ
資
料
に
あ
た
っ
て
い
く
と
、
当
時
の
教
員
た
ち
が
め
ざ
し
て
い
た
教
育
の
在
り
方
が
見
え
て

く
る
。

浅
井
は
、
パ
リ
で
ア
ー
ル･

ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
に
触
れ
る
な
か
で
、
装
飾
美
術
に
お
け
る
日
本
画
や
琳
派
、
大
津
絵
な
ど

日
本
の
伝
統
的
な
画
風
の
影
響
と
そ
の
面
白
さ
に
あ
ら
た
め
て
気
づ
い
た
。
こ
の
頃
の
浅
井
が
土
佐
派
の
画
巻
の
模

写
や
大
津
絵
等
の
収
集
、
古
社
寺
の
古
画
の
模
写
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
さ
れ
て
い

る20

。
同
校
の
教
材
購
入
に
あ
た
っ
て
も
、
そ
う
し
た
認
識
が
根
底
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

浅
井
は
、
幼
少
の
こ
ろ
黒
沼
槐
山
に
つ
い
て
日
本
画
を
ま
な
ん
で
お
り
、
中
澤
も
ま
た
狩
野
友
信
に
ま
な
ん
で
い
た
。

浅
井
は
パ
リ
万
国
博
覧
会
で
感
じ
た
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
怠
り
、
図
様
や
彩
色
の
変
化
に
乏
し
い
日
本
画
の
デ
ザ
イ
ン

性
の
欠
点
を
指
摘
し
な
が
ら
も21

、
空
間
を
生
か
し
た
構
図
を
も
ち
、
大
胆
に
簡
略
化
で
き
る
装
飾
画
と
し
て
の
日
本
画

に
期
待
を
も
っ
て
い
た
。
明
治
三
五
年
九
月
二
〇
日
に
ひ
ら
か
れ
た
関
西
の
洋
画
家
に
よ
る
懇
親
会
、
二
十
日
会
の
場

に
お
い
て
も
、
肝
胆
相
照
す
べ
き
日
本
画
家
と
連
絡
を
通
ず
る
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
京
都
に
来
て
か
ら
浅
井
は
、

菊
池
素
空
に
し
ば
し
ば
日
本
画
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
京
都
高
等
工
芸
学
校
の
教
育
が
洋
の
東
西
、
時
代
の
新
旧
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
取
り
込
ん

で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
伝
統
と
近
代
化
が
せ
め
ぎ
合
う
近
代
京
都
の
様
相
を
直
接
的
に

反
映
し
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

京
都
高
等
工
芸
学
校
で
は
、
明
治
三
五
年
の
開
校
当
初
か
ら
多
く
の
資
料
を
教
材
と
し
て
購
入
し
た
。
こ
の
な
か
に

は
実
物
資
料
に
加
え
て
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
や
模
写
と
い
っ
た
一
種
の
複
製
資
料
も
存
在
し
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア

メ
リ
カ
の
最
新
の
情
報
を
得
る
上
で
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
写
真
を
利
用
し
た
ガ
ラ
ス

ス
ラ
イ
ド
は
、
よ
り
リ
ア
ル
に
事
物
を
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
当
時
最
新
の
視
覚
資
料
で
あ
っ
た
。
一
方
、
守
住
勇
魚

か
ら
購
入
し
た
一
連
の
模
写
や
模
型
な
ど
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
美
術
や
デ
ザ
イ
ン
に
ま
な
び
、
そ
の
要
素

を
取
り
入
れ
る
一
方
で
、
日
本
の
伝
統
的
な
、
そ
し
て
京
都
的
と
も
い
え
る
図
様
や
文
様
が
図
案
教
育
に
お
い
て
や
は

り
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
資
料
で
あ
る
。
正
倉
院
の
宝
物
や
古
社
寺
が
も
つ
古
物
、
古
巻
な
ど
を
、
一
般
庶

民
が
み
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
模
写
や
写
真
と
い
っ
た
複
製
資
料
が
そ
こ
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。京

都
高
等
工
芸
学
校
で
初
期
に
購
入
さ
れ
た
資
料
は
、
ま
だ
世
に
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
く
あ
る
。
そ
れ
ら
を

ひ
と
つ
ず
つ
検
証
し
て
い
く
こ
と
で
、
当
時
京
都
高
等
工
芸
学
校
が
お
こ
な
っ
て
い
た
教
育
の
実
態
を
あ
き
ら
か
に
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
作
業
は
ま
た
、
明
治･

大
正
時
代
の
日
本
の
高
等
教
育
機
関
に
お
け
る
教
育
、
と
く
に

視
覚
資
料
を
用
い
た
教
育
の
実
態
を
ひ
も
と
く
一
端
と
な
る
だ
ろ
う
。

１　

当
該
資
料
の
う
ち
、
一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
の
様
子
を
写
し
た
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
だ
け
は
、
し
ば
し
ば
他
館
の
展

覧
会
で
も
出
品
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
二
年
に
「
一
九
〇
〇
年
前
後
の
幻
燈
画

－

美
術
工
芸
資
料
館
所
蔵
写
真
乾
板
展
」
を
、
守
住
勇
魚
か
ら
購
入
し
た
資
料
類
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
七
年
に
「
守
住

勇
魚
と
京
都
高
等
工
芸
学
校
」
展
を
京
都
工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
で
開
催
し
た
が
広
く
周
知
さ
れ
る
に
は
至
っ
て

い
な
い
。

２　

幻
燈
に
つ
い
て
は
、
岩
本
憲
児
『
幻
燈
の
世
紀　

映
画
前
夜
の
視
覚
文
化
史
』
森
話
社
、
二
〇
〇
二
、
早
稲
田
大
学
坪
内
博

士
記
念
演
劇
博
物
館
編
、
土
屋
紳
一
、
大
久
保
遼
、
遠
藤
み
ゆ
き
編
著
『
幻
燈
ス
ラ
イ
ド
の
博
物
誌　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ

ン
・
メ
デ
ィ
ア
の
考
古
学
』
青
弓
社
、
二
〇
一
五
、
東
京
都
写
真
美
術
館
編
『
マ
ジ
ッ
ク
ラ
ン
タ
ン　

光
と
影
の
映
像
史
』

青
弓
社
、
二
〇
一
八
な
ど
が
詳
し
い
。

３　

京
都
工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
蔵
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
和
田
積
希
「
フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ュ
テ
ッ

ト
ナ
ー
博
士
作
成
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド
の
意
義
に
つ
い
て

－

京
都
工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
所
蔵
資
料
を
中
心
に
」

（
意
匠
学
会
編
『
デ
ザ
イ
ン
理
論
』
六
八
、pp.63-76 

、
二
〇
一
六
）
に
お
い
て
も
詳
述
し
た
の
で
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た

い
。

４　

45 Jahre deutsche Lichtbildarbeit : zum
 70. Geburtstag Franz Stoedtners, D

r. Franz Stoedtner verlag, 
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５　

二
〇
一
八
年
現
在
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
つ
い
て
は
実
地
調
査
を
お
こ

な
っ
た
。
こ
の
調
査･

研
究
に
つ
い
て
は
今
後
の
継
続
課
題
で
あ
る
。

６　

宮
島
久
雄
「
京
都
高
等
工
芸
学
校
図
案
科
初
十
年
の
成
績

－

浅
井
忠
と
武
田
五
一

－

」（
意
匠
学
会
誌
『
デ
ザ
イ
ン
理
論
』

三
五
、pp.71

－84 

、
一
九
九
六
）

７　

池
田
祐
子
「
ド
イ
ツ
の
工
芸
博
物
館
に
つ
い
て
：
そ
の
設
立
と
展
開

－

ベ
ル
リ
ン
を
中
心
に

－

」（
デ
ザ
イ
ン
史
フ
ォ
ー
ラ

ム
編
（
藤
田
治
彦
責
任
編
集
）『
近
代
工
芸
運
動
と
デ
ザ
イ
ン
史
』
思
文
閣
出
版
、pp.133

－146

、
二
〇
〇
八
）

８　
『
京
都
高
等
工
芸
学
校
初
十
年
成
績
報
告
』（
京
都
高
等
工
芸
学
校
、
一
九
一
二

－

一
三
）、
宮
島
久
雄
「
武
田
五
一
の
「
図

案
学
」

－

京
都
高
等
工
芸
学
校
図
案
科
史

－

」（『
京
都
大
学
文
学
部
美
学
美
術
史
学
研
究
室
研
究
紀
要
』
一
八
、pp.1-

33 

、
一
九
九
七
）、
並
木
誠
士
・
松
尾
芳
樹
・
岡
達
也
『
図
案
か
ら
デ
ザ
イ
ン
へ

－

近
代
京
都
の
図
案
教
育
』
淡
交
社
、

二
〇
一
六

９　
「
産
業
系
教
材
と
し
て
の
ガ
ラ
ス
ス
ラ
イ
ド

－

京
都
高
等
工
芸
学
校
の
購
入
資
料
か
ら
」（『
画
像
関
連
学
会
連
合
会
第
三
回

秋
季
合
同
大
会
写
真
学
会
要
旨
集
』
二
〇
一
六
）

10　

仲
田
耕
三
「
守
住
勇
魚
に
関
す
る
守
住
家
資
料
に
つ
い
て
」（『
徳
島
県
立
近
代
美
術
館
研
究
紀
要
』
一
二
、pp.3

－31 

、

二
〇
一
一
）

11　

須
藤
茂
樹
『「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
方
式
に
よ
る
学
際
的
・
総
合
的
研
究
」
阿
波
学
事
始
め　

地
元
学
・
ふ
る
さ
と
再
発
見　

研

究
成
果
報
告
書
』
四
国
大
学
、
二
〇
一
五

12　

仲
田
耕
三
「
守
住
勇
魚
に
関
す
る
守
住
家
資
料
に
つ
い
て
」（『
徳
島
県
立
近
代
美
術
館
研
究
紀
要
』
一
二
、pp.3

－31 

、

二
〇
一
一
）

13　
『
生
誕
二
百
年
守
住
貫
魚

－

御
絵
師
・
好
古
家
・
帝
室
技
芸
員
』
徳
島
県
立
博
物
館
、
二
〇
〇
九

14　

西
川
明
彦
「《
正
倉
院
宝
物
関
連
資
料
紹
介
》
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
木
漆
工
模
造
品
」（
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
編
『
正
倉

院
紀
要
』
三
一
、pp.72

－110 

、
二
〇
〇
九
）

15　
『
東
京
国
立
博
物
館
百
年
史
資
料
編
』
東
京
国
立
博
物
館
、pp.605

－606

、
一
九
七
三

16　
『
生
誕
二
百
年
守
住
貫
魚

－

御
絵
師
・
好
古
家
・
帝
室
技
芸
員
』
徳
島
県
立
博
物
館
、p.69 

、
二
〇
〇
九

17　
『
あ
る
く
・
う
つ
す
・
あ
つ
め
る　

松
平
定
信
の
古
文
化
財
調
査　

集
古
十
種
』
福
島
県
立
博
物
館
、
二
〇
〇
〇

18　
「
京
都
高
等
工
芸
学
校
」
美
術
研
究
会
編
『
京
都
工
芸
繊
維
大
学
所
蔵
名
品
集
一
九
〇
二
年
の
好
奇
心
』
光
村
推
古
書
院
、

二
〇
〇
三

19　

並
木
誠
士
「
京
都
高
等
工
芸
学
校
収
蔵
の
日
本
美
術
資
料
―
漆
芸
品
を
中
心
に
―
」（
山
野
英
嗣
編
『
東
西
文
化
の
磁
場　

日
本
近
代
の
建
築
・
デ
ザ
イ
ン
・
工
芸
に
お
け
る
境
界
的
作
用
史
の
研
究
』、
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
三
）

20　

前
川
公
秀
『
浅
井
忠
評
伝
縁
木
求
魚
』
二
〇
一
二

21　

浅
井
忠
「
巴
里
博
覧
会
」（『
時
事
新
報
』
一
九
〇
〇
年
八
月
八
日
）

な
お
、
本
研
究
の
一
部
は
二
〇
一
四
年
度
・
二
〇
一
五
年
度
公
益
財
団
法
人
Ｄ
Ｎ
Ｐ
文
化
振
興
財
団
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
文
化
に
関
す

る
学
術
研
究
助
成
お
よ
び
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費15K

16645

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

（
わ
だ　

つ
み
き　

京
都
工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
フ
ェ
ロ
ー
）
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第31回「京都美術文化賞」
第
31
回「
京
都
美
術
文
化
賞
」受
賞
者

第
31
回「
京
都
美
術
文
化
賞
」受
賞
記
念
展

第
31
回
京
都
美
術
文
化
賞
を
受
賞
さ
れ
た
、

小
名
木
陽
一
氏
、
重
松
あ
ゆ
み
氏
、
鈴
鹿
芳
康

氏
に
よ
る
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
た
合
同
展
示
と

二
〇
一
七
年
に
公
益
財
団
法
人
中
信
美
術
奨
励

基
金
が
創
立
三
十
周
年
を
迎
え
た
こ
と
を
記
念

し
て
、
財
団
の
あ
ゆ
み
を
振
り
返
る
企
画
展
示

を
行
い
ま
し
た
。

●
主
催　

公
益
財
団
法
人　

中
信
美
術
奨
励
基
金

●
後
援　

京
都
府
、
京
都
市
、
京
都
府
教
育
委
員
会
、

　
　
　
　

京
都
市
教
育
委
員
会

●
協
力　

京
都
中
央
信
用
金
庫

二
〇
一
九
年
一
月
十
八
日
〜
一
月
二
十
七
日

於　

京
都
文
化
博
物
館

京
都
美
術
文
化
賞

●
京
都
府
下
を
基
盤
に
し
て
美
術
の
創
作
活
動
を
行
い
、
京
都
府

市
民
の
精
神
文
化
向
上
に
多
大
の
功
績
が
あ
っ
た
方
に
対
し
て

賞
牌

賞
金
…
…
一
人　

二
百
万
円

●
創
作
活
動
の
対
象
は
次
の
い
ず
れ
か
の
分
野

絵
画
（
日
本
画
・
洋
画
・
版
画
）、
彫
刻
、

工
芸
（
染
織
・
陶
芸
・
漆
芸
・
そ
の
他
）

●
第
31
回
選
考
委
員

梅
原　

猛
（
哲
学
者
・国際

日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
顧
問
）

太
田
垣　

實
（
美
術
評
論
家
）

潮
江　

宏
三
（
京
都
市
美
術
館
館
長
）

新
宮　

晋
（
彫
刻
家
）

辻　

惟
雄
（
美
術
史
家
）

樂　

吉
左
衞
門
（
陶
芸
家
）

織　

小
名
木　

陽　

一
陶　

芸

重　

松　

あ
ゆ
み写

真
造
形

鈴　

鹿　

芳　

康

第31回「京都美術文化賞」贈呈式

第31回「京都美術文化賞」受賞記念展

2018 年 5 月 30 日　於　ウェスティン都ホテル京都

2019 年 1 月 18 日～ 1月 27 日　於　京都文化博物館

記念展会場風景第 31 回京都美術文化賞受賞記念展開催のテープカット
鈴鹿　芳康氏、重松　あゆみ氏、小名木　陽一氏、
白波瀬　誠　財団理事長

第 31 回京都美術文化賞の贈呈
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選
考
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
実
績
だ
け
で
な
く
現
在
も
そ
れ
に
連
な
る
活
動
を
さ
れ
て
い
る
か
を
考
慮
し
、

今
回
の
受
賞
者
三
名
を
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

小
名
木
陽
一
氏
は
、
七
十
年
代
以
後
の
フ
ァ
イ
バ
ー
ア
ー
ト
隆
盛
の
時
期
に
そ
の
分
野
で
一
時
代
を
築
か
れ
た
代
表

的
な
作
家
で
す
。
幸
い
な
こ
と
に
、
昨
年
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
で
私
を
含
め
複
数
の
選
考
委
員
が
小
名
木
氏
の
伝
説
的

な
立
体
織
に
再
会
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
年
齢
を
感
じ
さ
せ
な
い
溌
剌
と
存
在
感
の
あ
る
女
性
ト
ル
ソ
ー

が
多
少
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
連
想
を
思
わ
せ
る
タ
イ
ト
ル
と
と
も
に
在
り
ま
し
た
。
フ
ァ
イ
バ
ー
ア
ー
ト
の
雄
の
健
在
を

感
じ
た
も
の
で
す
。

重
松
あ
ゆ
み
氏
の
作
品
は
、
九
十
年
代
の
「
骨
の
耳
」
の
タ
イ
ト
ル
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
元
々
は
身
体
器
官
を

連
想
さ
せ
る
形
態
か
ら
出
発
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
さ
ら
に
複
雑
に
自
由
に
展
開
さ
せ
つ
つ
も
、
一
貫
し
て
管
を
基

本
と
し
た
造
形
を
続
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
一
見
有
機
的
な
身
体
器
官
の
模
倣
で
あ
っ
た
も
の
が
、
陶
磁
器
の
基
本
で
あ

　

選
考
経
過

第
三
十
一
回
京
都
美
術
文
化
賞 

選
考
委
員
を
代
表
し
て

潮　

江　

宏　

三

る
管
の
造
形
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
お
り
、
自
由
で
あ
っ
て
も
最
終
的
に
安
定
し
た
形
態
に
落
と
し

こ
む
こ
と
に
は
様
々
な
技
術
的
な
困
難
が
あ
っ
た
と
想
像
い
た
し
ま
す
。
身
体
性
や
土
管
性
か
ら
超
越
し
た
造
形
の
境

地
を
獲
得
し
た
こ
と
が
、
現
在
の
充
実
し
た
制
作
活
動
に
繋
が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

鈴
鹿
芳
康
氏
は
、
美
し
い
写
真
や
決
定
的
瞬
間
、
退
嬰
的
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
流
れ
る
こ
と
な
く
、
常
に
ア
ー
ト
と

し
て
の
作
品
に
は
何
が
で
き
る
の
か
を
考
え
挑
戦
し
、
し
っ
か
り
し
た
芸
術
思
考
の
上
に
た
っ
て
京
都
に
お
け
る
写
真

造
形
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
道
を
切
り
拓
い
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
近
年
の
ピ
ン
ホ
ー
ル
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
た
作
品
を
拝
見

し
て
い
る
と
、
カ
メ
ラ
の
特
色
で
あ
る
露
出
時
間
の
長
さ
が
逆
に
時
間
を
取
り
込
ん
で
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
、
特
に

意
識
的
に
丁
寧
に
拾
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
そ
こ
に
は
常
に
存
在
し
て
い
る
、
生
き
て
い
る
自
分
と
そ
の
時

間
の
あ
り
よ
う
を
問
う
と
い
う
一
貫
し
た
姿
勢
を
感
じ
ま
し
た
。

今
述
べ
ま
し
た
こ
と
が
、
受
賞
者
の
方
々
の
芸
術
を
言
い
当
て
て
い
る
か
自
信
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、　

私
ど
も
は
そ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
非
常
に
高
く
評
価
い
た
し
ま
し
た
。
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

（
し
お
え　

こ
う
ぞ
う　

京
都
市
美
術
館
館
長
）
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受
賞
者
の
こ
と
ば

  

お　

 

な　

ぎ　
よ
う
い
ち　

織　 小
名
木
陽
一

本
日
ご
出
席
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
皆
様
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
関
係
者
の
皆
様
に
は
深
く
お
礼
を
申
し
上
げ

ま
す
。

私
が
今
ま
で
や
っ
て
き
ま
し
た
仕
事
は
、
藁･

ざ
る･

籠
な
ど
と
い
う
編
組
品
に
用
い
ら
れ
て
お
り
ま
す
編
組
技
術
、
簡
単
に
い

い
ま
す
と
綯
う･

組
む･
編
む･

織
る
大
体
こ
の
四
つ
の
基
本
的
動
作
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
被
覆･

運
搬･

容
器･

あ
る
い
は
住
居

に
用
す
る
も
の
な
ど
を
古
来
か
ら
ず
っ
と
続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
技
術
で
す
。
の
ち
に
や
っ
て
き
ま
す
機
（
は
た
）
機
構
、
あ
る
い

は
機
織
り
技
術
は
言
っ
て
み
れ
ば
今
で
い
う
量
産
品
で
し
て
、
最
初
か
ら
目
的
が
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
目
的

に
沿
っ
て
布
帛
を
裁
断
し
縫
製
し
て
形
に
し
て
い
く
。
そ
れ
に
対
し
て
編
組
品
は
最
初
か
ら
目
的
が
明
確
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
経･

緯
の
組
み
合
わ
せ
が
行
わ
れ
て
き
た
。
経
糸
に
関
し
て
言
い
ま
す
と
、
必
ず
し
も
平
行
で
は
な
い
、
等
間
隔
で
も
な
い
、
同
一
平
面

上
に
あ
る
わ
け
で
も
な
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
曲
面
の
場
合
も
あ
る
し
筒
状
の
場
合
も
あ
る
。
そ
う
い
う
技
法
を
使
い
ま
し
て
、
色
々

な
形
を
作
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
国
内
外
で
発
表
し
て
き
て
お
り
ま
し
た
。

私
は
一
九
三
一
年
、
昭
和
に
し
ま
す
と
六
年
で
す
が
、
東
京
の
大
森
に
生
ま

れ
ま
し
た
。
子
ど
も
の
頃
か
ら
病
弱
で
意
志
薄
弱
で
迷
い
な
が
ら
進
ん
で
ま
い

り
ま
し
た
。
現
在
で
も
や
は
り
ま
だ
自
分
の
歩
ん
で
い
る
道
が
果
た
し
て
ど
う

な
の
か
、
い
つ
も
自
問
自
答
し
な
が
ら
右
往
左
往
し
な
が
ら
、
行
き
つ
戻
り
つ

し
て
お
り
ま
す
。
今
後
も
や
は
り
迷
い
な
が
ら
一
歩
一
歩
進
ん
で
ま
い
り
た
い

と
思
い
ま
す
。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

「どこでもいいわ」2017

初
め
て
こ
の
京
都
美
術
文
化
賞
の
お
話
を
い
た
だ
い
た
と
き
、
正
直
驚
き
ま

し
た
。
そ
の
後
長
い
歴
史
を
持
っ
た
賞
で
あ
る
こ
と
を
知
り
と
て
も
光
栄
で
嬉

し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

私
は
京
都
市
立
芸
術
大
学
で
陶
芸
に
出
会
い
ま
し
た
。
大
学
で
工
芸
科
に
入

学
し
て
い
く
つ
か
の
素
材
を
扱
っ
た
時
に
粘
土
を
触
っ
て
い
る
と
「
生
き
て
い

る
」
と
い
う
実
感
が
あ
り
、
そ
れ
が
陶
磁
器
を
専
攻
す
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
は
現
代
陶
芸
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
る
八
木

一
夫
先
生
が
お
ら
れ
、
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
後
は
鈴
木
治
先
生
に
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
九
十
年
代
に
な
っ
て
か
ら
は
「
骨

の
耳
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
を
十
年
ほ
ど
続
け
ま
し
た
。「
骨
の
耳
」
シ
リ
ー
ズ
で
は
立
体
と
色
彩
と
の
関
係
の
中
で
、
あ
ら
ゆ
る
自
然

界
の
中
に
あ
る
気
が
か
り
な
形
を
発
想
の
き
っ
か
け
に
し
て
、
自
分
の
手
の
中
で
発
想
を
立
体
化
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
自
分
な
り

の
方
法
論
が
で
き
て
い
っ
た
と
思
い
ま
す
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
や
き
も
の
の
構
造
、「
骨
の
耳
」
で
は
閉
じ
ら
れ
て
い

て
一
見
無
垢
に
見
え
る
形
が
持
つ
、
空
ろ
な
内
部
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
壺
の
口
は
外
部
と
繋
が
る
接
点
と
な
り
ま
す

が
、
そ
う
い
っ
た
造
形
の
構
造
が
「
骨
の
耳
」
の
中
に
隠
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
き
、
管
を
基
本
と
し
て
内
側
と
外
側
と
が
ト
ポ
ロ

ジ
カ
ル
に
繋
が
っ
て
い
く
よ
う
な
規
則
性
を
持
っ
た
造
形
を
十
数
年
研
究
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
し
て
現
在
興
味
を
持
っ
て
い
る
の
は
縄
文
土
器
で
す
。
二
〇
〇
二
年
か
ら
母
校
で
あ
る
京
都
市
立
芸
術
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
お

り
、
授
業
で
縄
文
土
器
を
取
り
上
げ
て
か
ら
縄
文
土
器
の
魅
力
に
取
り
つ
か
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
国
宝
の
火
焔
土
器
で
有
名

な
新
潟
の
十
日
町
市
博
物
館
が
所
有
し
て
い
る
笹
山
遺
跡
の
研
究
資
料
を
大
学
に
借
り
受
け
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
実
物
を
み
な
が

ら
作
っ
て
み
る
と
縄
文
土
器
が
非
常
に
理
性
的
で
、
造
形
的
に
考
え
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
、
縄
文
土
器
に
秘
め
ら
れ
た
構

造
を
そ
の
後
の
自
分
の
作
品
制
作
の
発
想
の
一
部
と
し
て
取
り
入
れ
て
き
ま
し
た
。
縄
文
土
器
の
興
味
深
い
と
こ
ろ
は
後
の
人
が
火
焔

土
器
、
水
煙
土
器
と
名
付
け
た
き
っ
か
け
や
何
か
し
ら
の
面
影
が
三
次
元
の
形
態
の
中
に
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
実
際
に
研
究
し
て

み
る
と
、
な
ぜ
そ
の
面
影
が
で
て
く
る
の
か
と
い
う
謎
が
深
ま
り
面
白
く
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
仕
組
み
を
今
後
の
や
き
も
の
の

新
た
な
造
形
に
つ
な
げ
て
、
制
作
活
動
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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京
都
に
住
ん
で
四
十
五
年
に
な
り
ま
す
が
、
ど
の
団
体
に
も
属
さ
ず
好
き
勝
手
な
こ

と
を
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
京
都
美
術
文
化
賞
は
京
都
や
関
西
出
身
、
京

都
の
美
術
大
学
出
身
の
芸
術
家
に
与
え
ら
れ
る
賞
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
今

回
の
受
賞
を
大
変
光
栄
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

私
は
元
々
横
浜
生
ま
れ
で
東
京
の
美
術
大
学
を
出
ま
し
た
。
京
都
美
術
文
化
賞
の
資

料
を
見
て
お
り
ま
す
と
過
去
の
受
賞
者
に
は
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
京
都
市
立
芸
術

大
学
の
吉
原
英
雄
先
生
の
お
名
前
が
あ
り
ま
し
た
。
大
学
紛
争
が
落
ち
着
い
た
頃
に
、

吉
原
先
生
か
ら
版
画
研
究
室
を
創
設
す
る
の
で
シ
ル
ク
ス
ク
リ
ー
ン
に
興
味
が
あ
る
学

生
の
指
導
を
し
て
く
れ
な
い
か
と
言
わ
れ
た
の
が
き
っ
か
け
で
、
私
と
京
都
と
の
縁
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
そ
の
後
履
歴
書
を
見
た
先
生
が
「
若
い
ね
」
と
、
そ
の
時
私
は

「
ア
ー
ト
に
年
齢
が
関
係
あ
り
ま
す
か
」
と
言
っ
た
の
を
覚
え
て
お
り
ま
す
が
、
先
生

は
す
ぐ
に
「
君
が
指
導
す
る
学
生
と
一
つ
し
か
年
が
変
わ
ら
な
い
か
ら
」
と
お
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
吉
原
先
生
が
受
賞
さ
れ
て
い
ら
し
た
こ
と
が
分
か
り
大
変
驚
き
ま
し
た
。

も
う
一
つ
驚
い
た
こ
と
は
、
今
回
小
名
木
陽
一
先
生
が
受
賞
さ
れ
る
と
聞
い
た
こ
と
で
す
。
先
生
と
は
五
十
年
前
に
お
会
い
し
て
か

ら
親
し
く
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
。
先
生
は
京
都
造
形
芸
術
大
学
の
前
身
で
あ
る
京
都
芸
術
短
期
大
学
の
染
織
コ
ー
ス
を
任

さ
れ
た
時
に
私
も
引
っ
張
っ
て
下
さ
り
、
京
都
で
最
初
に
い
た
だ
い
た
賞
の
京
都
市
芸
術
新
人
賞
に
も
推
薦
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
京
都
造
形
芸
術
大
学
で
は
一
緒
に
通
信
教
育
課
程
を
作
っ
た
り
し
ま
し
た
。
数
年
前
に
退
官
を
迎
え
ま
し
た
が
、
も
し
大
学

に
呼
ば
れ
な
か
っ
た
ら
東
京
に
戻
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
、
小
名
木
先
生
と
の
ご
縁
が
京
都
と
私
を
深
く

繋
い
だ
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
先
生
と
同
時
に
受
賞
さ
せ
て
い
た
だ
き
感
慨
深
い
思
い
で
す
。

最
後
に
、
中
信
美
術
奨
励
基
金
が
三
十
一
年
も
の
長
い
間
芸
術
家
を
援
助
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
思
い
ま

す
。
日
本
で
現
代
美
術
の
世
界
に
生
き
る
人
は
大
学
の
教
員
と
し
て
働
い
て
い
る
か
ら
活
動
を
続
け
て
い
け
る
人
が
ほ
と
ん
ど
だ
と
思

い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
今
後
も
こ
の
取
り
組
み
を
続
け
て
い
た
だ
き
た
い
し
、
五
十
年
百
年
と
続
け
ば
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
ど
ん
な
に
心

強
い
し
夢
が
持
て
る
か
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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本誌の生みの親・梅原猛先生の死去。悲しい、寂しい、無常
が身に染みる。先生の浄土は何処だろう。怨霊じゃないよと
笑っておられるに違いない。霊前に第五〇号をお届けする。
巻頭、潮江京都市美術館館長のエッセイ。西洋銅版画の油性
インクが、創意工夫から水性の浮世絵版画とは別世界の美を育
て、油彩画との共生する諸相を指摘される。
日本画家で京都市学校歴史博物館長の上村先生と、京都が愛
しみ育ててきた美の世界をテーマに述べ合う機会を得た。他の
都市とは少々異なる町の人たちの日々の生活感覚が、様々な美
を創り出し、それらが京の歴史となってきた。
新進気鋭の和田論考は、近代化を求めた日本が開国し、先進
国から何を学び取ろうとしたのか、その実態を高等工藝学校＝
京都工芸繊維大学に蓄積された資料をもとに分析、解明する。
現代社会を支える「視る＝視覚」エネルギーの巨大さを再確認
させられることになる。
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