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蓮
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蓮
は
古
来
の
画
題
で
あ
り
そ
れ
を
描
い
た
名
画
が
多
い。

そ
の

花
は
清
浄
無
垢、

ま
た
枯
れ
て
は
寂
蓼
の
情
を
も
た
ら
す。

千
葉
は
古
代
蓮
の
種
が
発
掘
さ
れ
現
代
に
命
を
復
活
し
た
町
で

あ
り、

奇
し
く
も
千
葉
市
美
術
館
は
古
に
は
蓮
池
（
は
す
い

け）

と
呼
ば
れ
蓮
の
漂
う
池
を
埋
立
て
た
と
い
う
い
わ
れ
の
繁

華
街
に
位
置
す
る。

音
通
す
る
s
iren
は
美
声
を
し
て
船
乗
り

を
誘
惑
し
難
破
さ
せ
る
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
海
の
精
で
あ
る。

蓮

を
採
る
が
如
く
古
今
の
美
を
紡
ぎ、

妖
精
の
如
く
人
を
魅
惑
す

る
芸
術
に
就
い
て
論
ず
べ
く
本
誌
の
題
を
定
め
た。

採
蓮
の
い
わ
れ

千
葉
市
美
術
館
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The Implication of "Siren" 

The lotus bas been the theme of painting, and there many master works which delineate it. Its flower 

is pure and innocent, and gives the feeling of loneliness and silence after it is withered. Chiba is where 

ancient lotus was discovered and its life was reinstated. Coincidentally, the Chiba City Museum of Art 

is located on a street made by reclaiming the lotus field called Lotus Pond(Hasu-ike) in ancient times. 

Siren has same phonetic expression as Siren in Greek mythology who lured mariners to their destruc

tion. The name of the bulletin was decided with the intention to weave the beauties of both present and 

ancient times as if harvesting the lotus and to discuss the arts which lure us like a siren. 

Chiba City Museum of Art 
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千
葉
市
美
術
館
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
「
鳥
居
清

長
—
江
戸
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
誕
生」
（

会
期

品
千
成
十
九
年
四
月

二
十
八
日
—
六
月
十
日）
は、

こ
れ
ま
で
に
な
い
規
模
の
総

合
的
な
鳥
居
清
長
（

一

七
五
二
S
一

八
一

五）
の
回
顧
展
と
し

て、

そ
の
画
業
を
見
直
す
よ
い
契
機
と
な
っ
た
も
の
と
思

う。

こ
の
展
覧
会
図
録
の
中
で
筆
者
は、
「
清
長
の
美
人

画
—
商
品
と
し
て
の
視
点
か
ら」

と
題
し
て、

清
長
が
当
時

人
気
の
岡
場
所
の
芸
者
を
多
く
描
い
て
い
る
こ
と
な
ど、

現

実
の
江
戸
を
い
き
い
き
と
取
り
入
れ
た
主
題
選
択
や、

当
時

は
高
級
品
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
大
判
錦
絵
の
位
置
づ
け、

ま
た
版
元
の
こ
と
な
ど
を
述
べ
て
清
長
の
美
人
画
を
考
察
し

た
が、

本
論
で
は
そ
の
後
得
た
知
見
を
含
め
て、

こ
の
内
容

を
補
足
し
て
い
き
た
い
と
思
う。

岡
場
所
風
俗
と
消
長
の
美
人
画

清
長
が、

官
許
の
吉
原
よ
り
も
む
し
ろ
岡
場
所
な
ど
の
芸

者
遊
女
を
主
要
な
美
人
画
の
題
材
と
し
て
い
た
こ
と
は、

例

え
ば
天
明
（

一

七
八
一

＼
八
九）
前
期
に
制
作
さ
れ
た
代
表
作

「
当
世
遊
里
美
人
合」
（

大
判
錦
絵
揃
物）
の
主
題
構
成
に
よ
っ

て
示
さ
れ
る。

二
十
一

図
の
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
が、

そ
の

内、

副
題
よ
り
知
ら
れ
る
遊
里
の
場
所
は、

吉
原
が
た
っ
た

一

図、

橘
町
六
図
（

こ
の
う
ち
一

図
に
は
副
題
が
な
い
が
風

俗
で
判
断
さ
れ
て
い
る）
、

深
川
（

辰
巳）
三
図、

中
洲
（

叉
江）

四
図、

土
手
二
図、

品
川
一

図、

副
題
が
記
さ
れ
ず
場
所
の

特
定
さ
れ
な
い
四
図
と
い
う
構
成
で、

こ
の
割
合
は
そ
の
ま

ま
こ
の
作
品
の
購
買
者
の
興
味
の
在
処
を
反
映
し
て
い
る
と

も
言
え
る
で
あ
ろ
う。

筆
者
は
先
の
展
覧
会
図
録
の
中
で、

岡
場
所
に
は
場
所
ご

と
に
特
徴
的
な
風
俗
が
あ
り、

清
長
は
そ
れ
を
積
極
的
に
描

き
分
け
る
こ
と
で、

現
実
的
で
い
き
い
き
と
し
た
感
覚
を
作

品
に
込
め
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た。

そ
の
こ
と
を
前
提
と

す
れ
ば、

た
と
え
文
字
に
よ
る
主
題
情
報
が
な
く
て
も、

ど

の
場
所
の
ど
の
よ
う
な
立
場
の
女
を
描
い
て
い
る
の
か、

清

長
の
作
品
は
具
体
的
に
伝
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る。

し
か
し

岡
場
所
風
俗
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も
多
く、

そ
の
絵
画
的

検
討
も
本
格
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
な
い。

本
論
で
は
ま
ず
試
み
に、

清
長
が
よ
く
題
材
と
し
て
取
り

上
げ
た
橘
町
及
び
深
川
の
芸
者
に
つ
い
て、

三
田
村
鳶
魚
が

大
正
十
五
年
に
書
い
た
「
江
戸
芸
者
の
研
究」（
註
l
)

に
お
い

て
挙
げ
る
文
献
等
を
中
心
に、

作
品
の
内
容
と
照
ら
し
合
わ

せ
な
が
ら、

清
長
時
代
を
め
ぐ
る
芸
者
風
俗
の
動
向
を
考
察

鳥
居
清
長

描
か
れ
た
芸
者
風
俗
と
出
版
事
情

橘
町
周
辺
の
芸
者
は、

伝
統
的
に
「
踊
子」

と
呼
ば
れ
る

十
代
半
ば
の
若
い
娘
が
中
心
で
あ
っ
た。
『
武
野
俗
談』
（

宝

暦
六
年
序）
に
は、
「
元
文
の
頃、

江
戸
中
に
踊
子
と
い
ふ
女

あ
り
て、

橘
町、

な
に
は
て
う、

村
松
町
を
第
一

と
し
て、

所
々
に
あ
り、

素
人
の
娘
を
三
味
線
浄
る
り
を
お
し
へ

込、

お

る

す

ゐ

よ

り

あ

ひ

ち

や

や

歴
々
の
慰
と
し、

御
屋
敷
方、

御
留
守
居
寄
合
茶
屋
な
ぞ
ヘ

遣
し、

芸
者
の
よ
う
に
し
て、

其
の
母
と
称
し
て
付
添
い
出

入
り
仕
り
け
り」
〔
三
田
村〕（
註
2
)

と
あ
り、

三
味
線
や
浄
瑠

璃
を
教
え
込
ま
れ
た
素
人
娘
が、

武
家
の
屋
敷
や
御
留
守
居

役
の
寄
合
に
呼
ば
れ
て
行
き、

宴
席
を
盛
り
上
げ
た
も
の
ら

し
い
。

そ
こ
に
「
母
と
称
し
て
付
添
い
出
入
り
仕
り
け
り」

と
記
さ
れ
た
習
慣
は、

清
長
が
描
く
橘
町
の
芸
者
の
図、

例

え
ば
「
当
世
遊
里
美
人
合

橘
中
妓」

に
も
描
か
れ
る
（

挿

図
1
)
。

さ
ら
に
こ
の
図
で
踊
子
が
相
合
傘
を
し
て
い
る
日

傘
は、
「
青
傘」

と
呼
ば
れ
て
お
り、

こ
の
『
武
野
俗
談』

に
は、

元
文
の
初
め
に
三
五
七
組
の
衛
門、

千
歳
組
の
お
て

る、

大
助
組
の
お
え
ん
と
い
う
人
気
の
踊
子
が、

菅
笠
で
は

髪
型
が
く
ず
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
て
用
い
る
よ
う
に
な
り、

そ

れ
が
一

般
に
も
流
行
し
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る。

以

し
て
い
き
た
い
と
思
う。

田

辺

昌

子
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来、
橘
町
の
踊
子
を
象
徴
す
る
風
俗
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き

た
こ
と
は、
清
長
の
作
品
等
に
お
い
て一
種
の
記
号
の
よ
う

に
青
傘
を
描
き、
彼
女
た
ち
が
橘
町
辺
の
踊
子
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
こ
と
で
も
理
解
さ
れ
る。

ま
た
大
田
南
畝
の
『
奴
凧』（
文
化
七
年
頃）
に
は、
「
天
明

の
頃
ま
で、
橘
町、
薬
研
掘
の
芸
者、
座
敷
へ
出
る
に
振
袖

着
て
来
り、
留
袖
に
若
か
へ、
又
帰
る
時
は
必
振
袖
を
着
し

が、
今
振
袖
を
着
る
も
の
な
し」〔
三
田
村〕
と
あ
り、
橘
町

や
近
く
の
薬
研
掘
の
芸
者
は
行
き
帰
り
に
は
振
袖
で、
座
敷

で
は
留
袖
に
着
替
え
を
す
る
と
い
う
習
慣
が
あ
っ
た
よ
う

で、
挿
図
1
で
も
供
を
し
て
い
る
母
親
役
は
そ
の
着
替
の
風

呂
敷
包
を
持
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る。

踊
子
に
対
し
て
は、
幕
府
の
取
り
締
ま
り
が
度
々
行
わ
れ

た
が、
『
郵
雑
俎』
に
は
「
宝
暦
ノ
始
ニ
ハ
橘
丁
二
少
ハ
出

様
ヤ
直

挿
図
1

鳥
居
消
長
「
当
世
遊
里
美
人
合

橘
中
妓」

大
判
錦
絵

天
明
前
期

平
木
浮
世
絵
財
団
蔵

サ
リ
ナ
ガ
ラ

来
シ
ト
ナ
リ、
乍，
去

如前
ノ
様
成
ニ
ハ
非
ズ、
芸
舞
モ
ナ

ク、
只
二
三
味
線
少
シ
嗚
ス
バ
カ
リ
ノ
由、
船
遊
ビ
ノ
興
モ

永
ク
絶
タ
リ、
今
モ
船
ハ
出
レ
共、
舞
芸
ノ
踊
子
ニ
ハ
非

ス

ク
ナ
シ

ヘ

ン
エ

キ

ズ、
船
数
モ
過
半
余
二
些、
花
火
己
二
成
タ
リ、
変
易
ハ
難

＇
計
物
ナ
リ」〔
三
田
村〕
と
あ
り、
取
締
り
の
後、

橘
町
に
は

少
し
は
踊
子
が
い
た
も
の
の、
以
前
の
よ
う
で
は
な
く
芸
の

な
い
娘
た
ち
で、
踊
子
が
呼
ば
れ
て
行
く
こ
と
も
多
か
っ
た

豪
華
な
屋
形
船
も
規
制
さ
れ、
船
遊
の
興
も
求
め
ら
れ
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
い
て
い
る。
芸
を
売
る
は
ず
の

踊
子
は、
い
つ
か
遊
女
化
し
て
春
を
ひ
さ
ぐ
者
も
増
え
て
い

た。宝
暦
五
年
『
栄
花
遊
二
代
男』
で
は、
さ
ら
に
芸
よ
り
性

を
売
り
物
と
す
る
傾
向
が
増
し
て
い
る
よ
う
で、
「
こ
A
に

踊
子
と
て
横
山
町
橘
町
の
辺
に
全
盛
な
る
娘、
京
都
の
舞
子

と
同
じ、
切
を
定
め
て
情
を
売
る
内
に
二
品
あ
り、
親
元
ま

づ
し
く
し
て
踊
を
仕
込
む
事
も
な
ら
ね
ば、
三
味
線
の
芸
ば

か
り
に
て
渡
世
を
た
つ
る
も
あ
り、
又
情
を
次
に
し
て
踊
を

お
ど
り、
人
の
気
を
い
さ
め、
色
と
い
ふ
に
仕
か
け
て、
親

の
知
ら
ぬ
分
に
て
情
を
売
る
あ
り、
閑
時
は
二
人
来
て、
ひ

と
り
の
客
に
は
費
に
て、
其
上
き
り
も
あ
れ
ば、
高
き
も

の
A
や
う
な
れ
ど
…」〔
三
田
村〕
と
い
う
状
況
が
語
ら
れ

る。「
二
品」
い
ず
れ
に
し
て
も
踊
子
は
性
を
売
る
芸
者
と
な

り、
親
の
知
ら
ぬ
間
に
客
を
と
る
娘
も
多
く
な
っ
た
よ
う
だ

が、
そ
れ
は
そ
れ
で
「
全
盛
な
る
娘」
に
は
違
い
な
か
っ

る。 た。

豪
華
な
屋
形
船
こ
そ
減
っ
た
も
の
の、
明
和
期(-
七

六
四
＼
七
二）
に
は
小
型
の
屋
根
舟
が
盛
ん
と
な
り、
再
び

橘
町
の
芸
者
も
川
上
で
の
遊
興
に
活
躍
を
は
じ
め
た
ら
し

＞
。鈴

木
春
信（一
七
二
五
？
S
七
0)

の
明
和
期
の
作
品
で、

「
舟
か
ら
降
り
る
芸
者」（
挿
図
2
)

や
「
舟
に
乗
る
娘」（
中
判

錦
絵

明
和
四
年
頃）
と
呼
ば
れ
て
き
た
作
品
な
ど
も、
橘

町
あ
た
り
の
踊
子
と
見
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う。
こ
れ
ら
の
図

で
は、
「
閑
時
は一一
人
来
て」
と
の
『
栄
花
遊
二
代
男』
の

記
述
と
も一
致
し
て、
二
人
の
振
袖
の
娘
が
屋
根
舟
か
ら
降

り
る
と
こ
ろ
で
あ
り、
一
人
の
娘
は
手
に
青
傘
を
持
っ
て
い

そ
し
て
舟
の
発
達
は、
芸
者
の
活
動
域
を
広
げ
さ
せ
た
よ

う
だ。

春
信
の
「
風
流
江
戸
八
景

駒
形
の
秋
月」（
中
判
錦

絵

明
和
五
年
頃）
は、
駒
形
堂
近
く
で
振
袖
の
娘
が
舟
を

降
り
る
と
こ
ろ
で
あ
り、
三
味
線
の
長
箱
を
抱
え
た
若
衆
が

娘
に
手
を
貸
し
て
い
る。

花
咲一
男
氏
が
『
江
戸
の
出
合
茶
屋』（
三
樹
書
房

九
六
年）
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
中
村
仲
蔵（一
七
三
六
S

九
0)

の
随
筆
『
月
雪
花
寝
物
語』
に、
「
近
年、
踊
子
は
や

り
申
候。
深
川
へ
参
り
た
＜
候
ら
へ
ど
も」
と
あ
る
の
は、

花
咲
氏
の
解
釈
の
よ
う
に、
「
両
国（
橘
町）
あ
た
り
の
踊
子

を
連
れ
て
深
川
へ
行
き
た
い
が」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う。

橘
町
辺
の
踊
子
が
大
川（
隅
田
川）
を
渡
っ
て
深
川
の
座
敷
ヘ

呼
ば
れ
て
行
く
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る。 一

九
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さ
ら
に
安
永
十
年
刊
の
洒
落
本
『
東
西
南
北

突
当
冨
魂

短
』
（
『
洒
落
本
大
成
第
十
一

巻』

所
収）

で
は、

女
郎
の
台

詞
に
「
た
し
か
此
中
山
の
松
本
に
江
戸
け
い
し
や
を
つ
れ
て

来
て
お
く
の
座
敷
に
さ
わ
い
で
居
な
さ
っ
た」

と
あ
り、

深

川
仲
町
の
二
軒
茶
屋
の
う
ち
松
本
に、

江
戸
芸
者
す
な
わ
ち

『
守
貞
漫
稿』

に
「
町
芸
者

江
戸
芸
者
と
も
云
ふ
は

吉

原
及
び
深
川
よ
り
市
中
を
指
て
云
ふ
言
也

両
国
柳
橋
辺

殴
町
甚
左
衛
門
町
辺

堀
江
町
辺

京
橋
辺
多
し」
〔
三
田

村〕

と
説
明
さ
れ
る
地
域
の
芸
者
た
ち
が、

深
川
へ
も
呼
ば

れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る。

明
和
五
年
頃
の
春
信
の
作
品
「
大
門
屋
木
戸
口
」
（
挿
図

3
)

で
は、
「
か
し
座
敷

大
門
屋」

の
立
て
看
板
の
あ
る
垣

根
の
入
口
で（
註
3
)、

盆
を
持
っ
た
仲
居
が
外
を
の
ぞ
き、

外

で
は
娘
が
奴
に
足
袋
を
直
し
て
も
ら
っ
て
い
る
様
子
が
描
か

れ
る。

大
門
屋
と
は、

深
川
洲
崎
の
当
時
人
気
の
料
理
茶
屋

で
あ
る
が、

地
面
に
殊
更
に
置
か
れ
た
青
傘
は
た
だ
一

般
的

な
風
俗
と
し
て
描
き
込
ん
だ
も
の
と
は
思
わ
れ
ず、

こ
の
娘

が
橘
町
あ
た
り
の
踊
子
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
だ

ろ
う。

奴
は
踊
子
を
呼
ん
だ
客
が
武
士
で
あ
る
こ
と
を
暗
示

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

安
永
期
（
一

七
七
ニ
ー
八
一
）
を
経
て、

清
長
が
最
も
評
価

さ
れ
る
天
明
期
に
入
る
と、

芸
者
は
さ
ら
に
芸
の
道
か
ら
離

れ
て
い
く
よ
う
に
思
え
る。

こ
の
時
代
の
芸
者
を
語
る
資
料

の
―

つ
に、

森
山
孝
盛
（
一

七一
二
八
ー
一

八
一

五）
の
『
蛋
の

焼
藻
の

記』（
註
4
)

が
あ
る。

天
明
七
年
頃
の

記
述
に
は、

る。
「
女
芸
者
と
云
者、

殊
の
外
時
花
て、

下
町
山
の
手
い
づ
く

と
差
別
な
く、

少
し
も
み
め
よ
き
娘
は
皆
芸
者
に
し
た
て
た

り。

三
味
線
と
て
も
少
し
計
覚
え
た
る
計
に
て、

琴
引
は
稀

な
り。

只
淫
楽
の
友
と
す
る
の
み
な
り」
〔
三
田
村〕

と
あ

ど
う
や
ら
消
長
活
躍
の
絶
頂
に
あ
っ
た
天
明
期
は、

少
し

で
も
容
姿
が
よ
け
れ
ば
皆
芸
者
に
な
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
ら

し
い
。

と
こ
ろ
が
芸
の
方
は
一

層
疎
か
に
な
り、

専
ら
性
を

売
る
芸
者
と
化
し
た
者
が
多
く
な
っ
た
よ
う
で
も
あ
る。

先

述
の
春
信
の
作
品
で、

三
味
線
の
長
箱
の
見
え
る
「
舟
か
ら

降
り
る
芸
者」
（
挿
図
2
)

や
「
風
流
江
戸
八
景

駒
形
の
秋

月」、

北
尾
重
政
の
『
絵
本
吾
妻
の
花』
（
明
和
五
年
刊）
（
挿

図
4
)

の
よ
う
に、

明
和
期
に
は
三
味
線
を
携
え
る
こ
と
が

多
か
っ
た
振
袖
の
踊
子
芸
者
が、

清
長
の
作
品
の
中
で
は
三

味
線
と
共
に
描
か
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た。

明
和
六、

七
年
頃
の
役
者
の
号
に
な
ぞ
ら
え
た
芸
者
の
評

判
記
『
あ
ず
ま
の
花』

で
は、
「
橘
町

路
考
娘」

と
題
さ

れ
る
芸
者
が、

路
考
す
な
わ
ち
瀬
川
菊
之
丞
に
生
き
写
し
の

美
し
さ
と
と
も
に、
「
義
太
夫
の
大
め
い
じ
ん
長
う
た
さ
み

せ
ん
お
ど
り
の
上
手」

と
芸
の
素
睛
ら
し
さ
を
讃
え
ら
れ
て

い
る
よ
う
に、

評
判
の
芸
者
も
い
る
の
だ
が、

清
長
の
時
代

に
は、

ど
う
も
違
う
面
が
強
調
さ
れ
る。

踊
子
は、

田
沼
政

治
に
お
い
て
重
用
さ
れ
た
と
い
う
御
留
守
居
役
の
寄
合
酒
宴

に
は
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
存
在
で
あ
っ
た
が、
「
踊
子
に

お
ど
れ
と
留
守
居
む
り
を
い
い
」
（
天
明一
一

年
『
誹
風
柳
多

留』）
と
は、

芸
の
な
い
踊
子
に
踊
れ
と
無
理
を
言
う
留
守
居

役
を
詠
ん
だ
川
柳
ら
し
く、

ま
だ
江
戸
に
慣
れ
な
い
地
方
出

身
の
留
守
居
役
の
無
粋
さ
も
皮
肉
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う。

清
長
が
描
い
た
橘
町
の
踊
子
の
典
型
的
な
姿
と
は、

挿
図

1
に
示
さ
れ
た
よ
う
に、

主
に
振
袖
姿
の
二
人
連
れ、

青
傘

の
相
合
傘、

あ
る
い
は
手
を
繋
い
で
表
さ
れ
る
場
合
も
多

く、

ま
た
底
の
平
ら
な
塗
下
駄
と
い
う
風
俗
に
も
特
徴
が
あ

る。

ひ
と
た
び
踊
子
の
風
俗
的
特
徴
を
お
ぼ
え
る
と、

清
長

の
作
品
に
は
頻
繁
に
橘
町
の
踊
子
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
て
く
る。

そ
し
て
天
明
期
に
お
い
て
も、

踊
子
は
引

き
続
き
屋
根
舟
に
呼
ば
れ、

ま
た
舟
で
移
動
し
て
座
敷
へ
向

か
っ
た。

「
茶
見
世
十
景

両
国」
（
挿
図
5
)

で
は、

川
に
面
し
た
水

茶
屋
の
前
か
ら
舟
に
乗
り
込
も
う
と
す
る
二
人
の
振
袖
姿
の

芸
者
が
描
か
れ
て
い
る。

場
所
が
橘
町
に
近
い
両
国
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
や、

底
の
平
ら
な
薄
い
下
駄、
一

人
が
青
傘
を

持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら、

橘
町
の
踊
子
で
あ
る
と
察
せ
ら
れ

る。

極
端
に
長
い
画
面
の
せ
い
も
あ
り、

柱
絵
の
図
柄
（
挿

図
6
)

は
も
っ
と
象
徴
的
で、

杭
に
つ
か
ま
り
足
を
舟
に
か

け
る
振
袖
姿
の
娘、

や
は
り
下
駄
は
同
様
で、

こ
れ
も
ま
た

橘
町
辺
の
踊
子
と
見
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う。

挿
図
7
の
柱
絵
に
は
「
平
六
で
聞
け
と
船
か
ら
呼
び
に
や

り」
（
安
永
五
年
『
誹
風
柳
多
留』

よ
り）

の
川
柳
が
記
さ
れ

る。

平
六、

す
な
わ
ち
大
坂
屋
平
六
は
橘
町
三
丁
目
の
薬
種

商
で（
註
5
)、

橘
町
の
踊
子
の
動
向
に
詳
し
く、

実
質
的
に
そ

，
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の
手
配
を
し
て
い
た
こ
と
で
有
名
で
あ
っ
た。

他
に
も
「
平

六
が
向
ふ
う
ら
か
と
る
す
居
聞」
（
安
永
四
年
『
誹
風
柳
多

留』）
と
は、

そ
の
平
六
の
場
所
を
聞
く
江
戸
に
不
案
内
な
留

守
居
役
を
詠
ん
だ
川
柳
で
あ
る。

さ
て
特
に
橘
町
辺
の
踊
子
の
こ
と
を
言
う
場
合
が
多
い
よ

う
に
思
う
が、

芸
者
が
芸
で
は
な
く
性
を
売
る
こ
と
を、

当

時
俗
語
で
「
こ
ろ
ぶ
」

と
言
っ
た。

や
は
り
安
永
期
頃
か
ら

よ
く
使
わ
れ
る
俗
語
と
な
っ
た
よ
う
で、
「
こ
ろ
び
お
れ
や

い
と
お
る
す
居
大
ふ
ざ
け
」、
「
こ
ろ
ぶ
子
に
着
替
を
親
が
し

よ
っ
て
行
」、
「
こ
ろ
ぶ
は
上
手
上
手
お
ど
る
は
お
下
手
」

（
い

ず
れ
も
安
永
六
年
『
誹
風
柳
多
留』）
な
ど
の
川
柳
は、

お
そ

ら
く
す
べ
て
橘
町
辺
の
踊
子
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ

ぷ
ノ

ど
う
ぞ
し
じ
う

清
長
の
春
画
『
貝
合
浮
戯
枕』
（
天
明
三
年
頃
刊）

で
は、

夜
の
両
国
橋
の
上
か、

振
袖
姿
の
芸
者
に
荷
物
を
持
っ
て
い

た
供
の
男
が
「
お
さ
と
さ
ん
お
め
工
こ
の
ご
ろ
む
や
み
に
ご

ろ
ぶ
そ
う
だ
が
そ
う
し
て
く
れ
ち
や
ア
ど
う
も
き
ま
つ
い
」

と
の
台
詞。

芸
者
は
「
八
さ
ん
お
め
エ
と
こ
う
し
て
う
ら
ざ

し
き
へ
で
る
が
い
や
で
ど
う
も
な
ら
ね
ヘ

女
ほ
う
に
し
て
く
ん
な
よ
」

と
答
え
て
い
る。

花
咲
一

男
氏
が
『
岡
場
所
遊
女
百
姿』
（
三
樹
書
房

一

九

九
二
年）
の
中
で、
「
お
ど
り
子
の
内
」

と
題
し
た
面
白
い
図

を
紹
介
さ
れ
て
い
る。

刊
年
等
は
書
い
て
い
な
い
が、

髪
型

な
ど
か
ら
安
永
後
期
頃
の
作
で
あ
ろ
う。

図
は、

娘
が
矩
撻

で
眠
っ
て
し
ま
い、

母
親
は
食
事
を
持
っ
て
来
た
と
こ
ろ

は
「
み
つ

で、

父
親
が
土
間
で
下
駄
を
直
し
て
い
る。

母
親
の
台
詞
に

ぞ
う
す
い
が
で
き
た
に
お
き
て
た
べ
や
れ
よ

此
子
は
タ
ベ
の
つ
か
れ
で
ね
む
ひ
さ
ふ
な

ば
ん
に
は
れ
い

の
お
や
し
き
へ
ゆ
か
ず
ば
な
る
ま
い
」

と
あ
り、

夜
の
疲
れ

で
眠
っ
て
い
る
が、

今
晩
ま
た
い
つ
も
の
屋
敷
へ
呼
ば
れ
て

い
る
と
い
う
”
み
っ
“

と
い
う
娘
に
雑
炊
を
食
べ
さ
せ
よ
う

と
気
遣
っ
て
い
る。

父
親
の
方
は
「
お
ら
が
む
す
め
を
せ
け

ん
は
こ
ろ
ぶ
こ
ろ
ぶ
と
い
ふ
が

げ
た
の
は
が
か
け
た
か
ら

こ
ろ
ぶ
は
つ
だ
」

と
言
っ
て
い
る。

両
親
は
娘
が
芸
で
売
っ

て
い
る
も
の
と
信
じ
て
お
り、

父
親
は
自
分
の
娘
が
「
こ
ろ

ぶ」

と
言
わ
れ
る
の
を
俗
語
と
し
て
理
解
し
て
い
な
い。

父

親
が
直
し
て
い
る
娘
の
下
駄
は
欠
け
て
い
る
よ
う
に
は
見
え

ず、

た
だ
普
通
の
二
枚
歯
の
高
さ
の
あ
る
塗
下
駄
に
見
え、

底
を
平
ら
に
薄
く
切
ろ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
よ
う
に
描

か
れ
て
い
る。

花
咲
氏
は
そ
こ
ま
で
の
解
釈
を
し
て
は
い
な

い
の
だ
が、

当
時
踊
子
が
主
に
底
の
平
ら
な
薄
い
下
駄
を
履

い
て
い
た
と
い
う
風
俗
を
ひ
そ
ま
せ
て、

滑
稽
さ
を
増
し
て

い
る
の
だ
ろ
う。

江
戸
の
中
心
か
ら
辰
巳
の
方
向
に
位
置
し、

辰
巳
と
呼
ば

れ
た
岡
場
所
深
川
で
は、

橘
町
の
踊
子
と
は
対
照
的
に
大
人

の
女
を
演
出
し
た。

清
長
の
「
風
流
深
川
八
景
」

の
中
の
辰

巳
の
図
（
小
判
錦
絵
揃
物

安
永
中
期）
、
「
当
世
遊
里
美
人

合
」

な
ど、

主
題
や
副
題
か
ら
深
川
を
描
い
た
こ
と
が
確
実

な
作
品
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
風
俗
の
特
徴
は、

紫
や
鼠
色、

茶
な
ど
の
渋
い
色
合
い
で、

小
紋
な
ど
の
地
味
な
模
様
の
着

物
に、

幅
広
の
帯
を
締
め、

高
さ
の
あ
る
駒
下
駄
（
ぽ
っ
く

り
駒
下
駄）
を
履
い
て
い
る
と
い
っ
た
点
に
あ
る。

深
川
で
は
芸
者
と
女
郎
の
一

応
の
区
別
は
あ
っ
て
も、

曖

昧
な
立
場
の
芸
者
も
多
く、

芸
ば
か
り
で
な
く
性
を
売
る
芸

者
が
多
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
橘
町
と
同
様
で
あ
っ
た。

吉

原
が
最
も
ラ
イ
バ
ル
視
し
た
岡
場
所
で
あ
り、

度
々
の
取
り

締
ま
り
で、

深
川
の
女
た
ち
は
吉
原
に
送
ら
れ
て
芸
者
や
遊

女
を
勤
め、

そ
し
て
三
年
ほ
ど
す
る
と
深
川
に
ま
た
戻
る
と

い
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ。
「
仲
町
に
の
A

字
を
入
れ
て

三
年
往
」

（
安
永
五
年
『
誹
風
柳
多
留』）
と
は、

深
川
の
仲
町

と
吉
原
の
仲
り
町
を
か
け
て
詠
ん
だ
川
柳
ら
し
い。

春
信
の
時
代
か
ら
見
て
い
く
と、

明
和
四、

五
年
頃
の
作

品
に
「
松
本
屋
店
先
」

（
挿
図
8
)

が
あ
る。

深
川
の
二
軒
茶

屋
と
言
わ
れ
た
有
名
料
理
店
「
松
も
と
や
」

の
前
を
行
く
の

は、

三
味
線
箱
を
持
つ
仲
居
を
連
れ
た
芸
者
で
あ
る。

風
俗

は
清
長
時
代
の
よ
う
な
渋
く
粋
な
大
人
っ
ぼ
さ
を
演
出
し
た

も
の
で
は
な
く、

振
袖
で
は
な
い
も
の
の
紅
色
の
蝶
の
模
様

の
入
っ
た
着
物
は、

若
い
娘
の
風
情
で
あ
る。

こ
の
構
図
の
前
身
は
宝
暦
末
期
の
「
と
み
よ
し
や
前
」

（
挿

図
9
)

で
あ
り、

三
田
村
氏
が、

そ
こ
の
芸
者
お
い
よ
は、

湯
上
が
り
姿
の
櫛
巻
で
知
ら
れ
た
と
記
述
す
る
深
川
仲
町
の

富
吉
屋
の
前
を、

振
袖
姿
の
踊
子
ら
し
い
風
俗
の
娘
と、

供

の
仲
居
が
通
る
様
子
を
描
い
た
も
の
で
あ
る。
『
深
川
珍
者

録』
（
宝
暦
十
一

年
序）
に
「
遊
里
は
や
ぐ
ら
下
踊
子
等、

日
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本
一

に
し
て
風
俗
格
別
し
ほ
ら
し
く、

ち
ら
り
と
見
た
る
尻

目
遣
い
に
は
人
の
魂
を
鼻
先
へ
釣
上
げ、

二
軒
茶
屋
の
三
味

線
に
足
本
の
つ
ま
づ
く
を
し
ら
ず」
〔
三
田
村〕

と
あ
る
よ
う

に、

深
川
櫓
下
な
ど
に
は、

こ
の
紅
摺
絵
が
制
作
さ
れ
た
当

時
に
は
評
判
の
踊
子
が
い
た
よ
う
で
も
あ
り、

そ
の
よ
う
な

踊
子
を
描
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

そ
し
て
同
様
の
図
柄

の
春
信
の
代
表
作
「
坐
鋪
八
景

あ
ふ
き
の
晴
嵐」
（
中
判
錦

絵

明
和
三
年
頃）
（
挿
図
10

)

の
よ
う
な
作
品
も、

踊
子
と

そ
の
着
替
を
持
つ
仲
居
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
こ
の
図
柄
は、

先
行
す
る
鳥
居
清
広
の
「
深
川
娘
三
幅

対」
（
紅
摺
絵

宝
暦
後
期）
と
題
名
の
記
さ
れ
た
作
品
が
も

と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る。

こ
れ
ら
の
図
の
供
の
女
の
姿
は、

橘
町
の
踊
子
に
従
っ
て

い
た
母
親
役
の
姿
で
は
な
く、

前
掛
を
し
た
仲
居
の
姿
で
あ

る
こ
と
も、

深
川
ら
し
い
風
俗
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う。

さ
ら
に
挿
図
8
だ
け
が
三
味
線
箱
を
携
え
て
い
る
が、

明
和
後
期
頃
か
ら
深
川
の
図
で
は
あ
ま
り
踊
子
が
描
か
れ
な

く
な
る
こ
と
か
ら、

深
川
で
は
踊
子
が
減
っ
て
い
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る。

明
和
末
期
頃
か
ら
は、
『
辰
巳
の
園』
（
明
和
七
年
刊）
な

ど、

深
川
を
題
材
と
し
た
戯
作
本
も
多
く
な
っ
て
く
る
が、

北
尾
重
政
の
希
少
な
安
永
期
の
大
判
錦
絵
の
作
品
に
「
東
西

南
北
之
美
人」

の
4
枚
揃
(

3

図
の
み
確
認）
が
あ
る。

深

川、

堺
町、
（
品
川）、

吉
原
の
代
表
的
な
遊
里
の
芸
者
遊
女

を
題
材
と
し
た
作
品
で、

画
而
に
芸
者
の
名
が
記
さ
れ
る
こ

と
も
珍
し
い。

早
い
時
期
の
本
格
的
な
大
判
錦
絵
作
品
で
あ

る
こ
と
か
ら、

か
な
り
特
別
な
上
製
の
出
版
物
で
あ
る
の
だ

ろ
う。

こ
の
う
ち
「
東
方
の
美
人

仲
町」
（
挿
図
11

)

と
い

う
の
が
深
川
で
あ
り、

そ
こ
に
は
二
人
の
芸
者
と
そ
の
名

「
お
仲

お
し
ま」

の
名
前
が
記
さ
れ
る。

明
和
八
年
の

『
操
双
紙』

に
「
尾
花
屋
の
お
な
か
は
娘
評
判
記
に
も
の
り

た
れ
ば
美
な
る
事
し
る
べ
し」
〔
三
田
村〕

と
記
さ
れ
る
「
お

な
か」

そ
の
人
で
あ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う。

黒
襟
に
紫
系
の
渋
い
留
袖
の
粋
な
姿
で、

洒
落
た
帯
の
幅

は
広
く、

華
や
か
に
後
ろ
に
垂
ら
し
た
そ
の
結
び
方
も
特
徴

的
で
あ
る。

こ
の
頃
か
ら
芸
者
が
左
悽
を
と
る
姿
で
描
か
れ

る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
く
る
の
は、

身
幅
の
狭
い
着
物
が
流

行
し
た
こ
と
に
よ
り、

裾
を
お
さ
え
て
歩
く
よ
う
に
な
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う。

こ
こ
で
は
す
で
に
清
長
時
代
に
共
通
す
る

深
川
芸
者
ら
し
い
雰
囲
気
が
見
て
取
れ
る。

た
だ
し
風
俗
上
で
芸
者
と
女
郎
を
分
け
る
の
は
困
難
で、

実
際、

先
述
の
洒
落
本
『
東
西
南
北

突
当
冨
魂
短』

に

は、
「
春
は
花
見
し
富
ヶ
岡
深
川
八
幡
山
の
境
内
左
右
に
二

軒
茶
屋
の
む
ま
事
あ
り、

門
前
に
は
い
き
な
る
茶
屋
の
の
き

を
な
ら
べ
、

恵
方
参
り
の
駒
下
駄
は、

げ
い
し
や
と
も
見
ヘ

娘
と
も
女
郎
な
り
け
る
形
す
が
た」

と
あ
り、

深
川
の
女
た

ち
は
芸
者
な
の
か
娘
な
の
か、

そ
れ
と
も
女
郎
な
の
か
当
時

で
も
迷
わ
れ
た
ら
し
い。

こ
の
よ
う
に、

描
か
れ
た
深
川
の
女
が、

ど
の
よ
う
な
立

場
で
あ
る
の
か
を
見
極
め
る
の
は
難
し
い
が、

洒
落
本
『
登

み

が

お

か

美
賀
遠
佳』
（
天
明
二
年
刊

『
洒
落
本
大
成

第
十
一

巻』

所
収）
な
ど
を
読
む
と、

深
川
で
も
格
式
の
高
い
仲
町
で
は、

芸
を
売
る
芸
者
と
色
を
売
る
女
郎
の
役
割
は
比
較
的
は
っ
き

り
と
分
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で、

こ
の
話
で
も一
一
人
の
客
に

女
郎
役
が
「
お
ら
い

お
き
ょ」、

三
味
線
長
唄
は
「
千
丁

和
吉」

と
い
う
芸
者
で
あ
り、

芸
を
売
る
芸
者
は
い
わ
ゆ
る

権
兵
衛
名
を
用
い
て
い
る。

ま
た
深
川
の
芸
者
は
長
く
「
羽
織
芸
者」

と
い
う
言
葉
に

代
表
さ
れ
て
語
ら
れ
て
き
た
が、

実
際
に
羽
織
を
着
る
深
川

芸
者
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

明
和
八
年

の
『
操
双
紙』

に
「
三
絃
ひ
か
ざ
る
を
芸
者
と
し、

ひ
く
の

を
羽
織
と
す、

羽
織
芸
者
は
お
り
／
＼
役
者
を
と
り
か
へ
、

男
芸
者
は
時
々
毛
縣
を
か
ぶ
る」
〔
三
田
村〕、

と
あ
り、

三

味
線
を
弾
く
芸
者
を
「
羽
織」

と
呼
ん
で
い
た
よ
う
だ。

花

咲
一

男
氏
が
『
岡
場
所
遊
女
百
姿』

で
掲
載
さ
れ
て
い
る
安

永
四
年
の
勝
川
春
章
『
色
道
三
津
傭』

の
「
ふ
か
川」

の
図

で
は、

確
か
に
黒
い
羽
織
を
着
て
三
味
線
を
弾
く
羽
織
芸
者

の
姿
が
描
か
れ
て
い
る。

と
こ
ろ
が
安
永
八
年
の
『
竜
虎
問

答』

に
「
羽
織
芸
者
は
羽
お
り
を
略
し」

と
の
川
柳
が
あ
る

こ
と
か
ら、

羽
織
芸
者
が
羽
織
を
略
し
た
の
は
こ
の
頃
か
ら

で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
て
い
る
よ
う
に（
註
6
)、

そ
の
呼
称

だ
け
が
残
り、

清
長
の
時
代
に
は
実
際
に
深
川
の
羽
織
芸
者

が
羽
織
を
着
る
事
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
も
の
と
思
え
る。

ま

た
北
尾
重
政
の
春
画
本
『
＋
種
交
合
之
記』

に
「
お
い
ち
さ

ん
も
は
を
り
で
ご
ざ
ん
し
た
が、

と
こ
げ
い
し
や
に
な
り
な
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ん
し
た
」
〔
三
田
村〕（
註
7
)

と
あ
る。

三
味
線
の
芸
で
売
っ
て

い
た
芸
者
が
床
芸
者、

す
な
わ
ち
性
を
売
る
芸
者
に
な
る
と

い
う
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
の
は、

い
か
に
も
こ
の
時
代
の

芸
者
ら
し
い
話
で
あ
る。

そ
う
な
る
と一
二
味
線
を
持
ち
歩
く
の
は
基
本
的
に
は
芸
の

あ
る
芸
者
と
な
り、

実
体
は
ど
う
あ
れ、
一
二
味
線
は
一

っ
の

ス
テ
ー
タ
ス
で
あ
っ
た。

三
田
村
氏
は
「
吉
原
芸
者
は
長
綽

の一一一
味
線
を
長
箱
で
持
ち
歩
く
の
に、

町
の
芸
者
は
継
悼
を

風
呂
敷
包
に
す
る
の
は、

公
許
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら

だ
と
言
わ
れ
て
い
た。
」

と
書
か
れ
て
い
る。

し
か
し
先
述

の
春
信
の
「
松
本
屋
店
先」

や
深
川
洲
崎
の
二
階
座
敷
の
遊

宴
を
描
い
た
清
長
の
「
深
川
遊
宴」
（
大
判
錦
絵
3
枚
続

寛

政
二
年
頃）
に
お
い
て
も、

こ
と
さ
ら
に
三
味
線
の
長
箱
が

描
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に、

吉
原
芸
者

ば
か
り
で
な
く、

深
川
の
芸
者
や、

ま
た
「
美
南
十
二

候

七
月

夜
の
送
り」
（
大
判
錦
絵
2
枚
続

天
明
四
年
頃）

な

ど
で
見
る
よ
う
に、

品
川
で
も
ま
た
長
箱
で
往
来
し
て
い
た

も
の
ら
し
い。

一

方
で
明
和
期
に
は、

先
に
挙
げ
た
春
信
の
「
舟
か
ら
降

り
る
芸
者」
（
挿
図
2

)

や
「
江
戸
八
景

駒
形
の
秋
月」

に

示
さ
れ
る
よ
う
に、

橘
町
辺
の
江
戸
芸
者
も
長
箱
を
持
っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
が、

清
長
の
時
代
に
は
見
受
け
ら

れ
な
く
な
る。

三
田
村
氏
の
記
述
の
と
お
り
継
悼
の
三
味
線

を
用
い
て
い
た
ら
し
く、

分
解
さ
れ
て
箱
に
入
れ
ら
れ、

風

呂
敷
包
で
持
ち
歩
い
た
も
の
の
よ
う
だ。
「
茶
見
世
十
景

や
け
ん
掘」
（
中
判
錦
絵

天
明
三、

四
年
頃）

の
茶
店
「
初

鷹」

の
前
を
通
り
か
か
る
芸
者
の
後
方
で
青
傘
を
持
っ
た
供

の
男
が
担
い
で
い
る
風
呂
敷
包
み
の
箱
や、
「
女
風
俗
十
寸

鏡」
（
挿
図
12

)

の
橘
町
の
芸
者
の
典
型
図
と
も
言
え
る
振
袖

の
二
人
娘
の
相
合
傘
の
後
に
男
が
担
い
で
い
る
同
様
の
荷
物

は、

継
悼
の
三
味
線
箱
な
の
で
あ
ろ
う。

ま
た
先
述
の
清
長

の
春
画
『
貝
合
浮
戯
枕』

で
も、
一
一
人
の
側
に
は
同
型
の
箱

の
上
に
風
呂
敷
が
の
せ
ら
れ
て
い
る。

そ
し
て
衣
裳
で
は
区
別
し
に
く
い
深
川
の
女
た
ち
は、

描

き
込
ま
れ
た
道
具
に
よ
っ
て
そ
の
身
分
を
明
ら
か
に
し
て
い

く
の
で
あ
る。

三
味
線
の
長
箱
は、

や
は
り
深
JII
風
俗
の
一

つ
の
記
号
で
あ
っ
た
も
の
と
思
え
る。

三
味
線
箱
を
―

つ
の

記
号
と
す
る
な
ら
ば、
「
当
世
遊
里
美
人
合」

の
う
ち
副
題

の
書
き
込
み
が
な
く
場
所
の
特
定
さ
れ
な
か
っ
た
「
（
座
敷

遊
宴）
」
（
挿
図
13

)

も、

長
箱
を
持
っ
て
来
た
仲
居
が
描
か
れ

る
こ
と
か
ら、

深
川
の
茶
屋
の
座
敷
な
ど
を
想
定
し
た
可
能

性
が
高
い
で
あ
ろ
う。

ま
た
同
様
に、

女
の
風
俗
も
深
川
の

典
型
と
い
え
る
「
風
流
十
二
候

葉
月」
（
挿
図
14

)

な
ど
の

作
品
も、

三
味
線
の
長
箱
を
仲
居
が
持
っ
て
従
っ
て
い
る
こ

と
か
ら、

深
川
の
羽
織
芸
者
が
想
定
さ
れ
て
く
る
よ
う
だ。

一

方
で
例
え
ば
「
当
世
遊
里
美
人
合

辰
巳
艶」
（
挿
図
15

)

は、

三
味
線
箱
も
な
く、

供
の
若
衆
が
夜
具
と
銭
や
火
種
を

入
れ
た
火
縄
箱
を
持
た
せ
て
い
る
こ
と
か
ら、

い
か
に
も
深

川
ら
し
い
風
俗
の
右
側
の
女
は、

屋
根
舟
な
ど
へ

呼
ば
れ
る

女
郎
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う。

振
袖
の
娘
は
踊
子
か、

三
田

村
氏
は
遊
び
の
興
味
を
募
ら
せ
る
た
め
に
深
川
で
は
生
娘
と

出
掛
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
述
べ
る。

中
洲
は、

安
永
天
明
期
を
代
表
す
る
清
長
時
代
な
ら
で
は

の
岡
場
所
で
あ
る。

安
永
中
期
以
降、

天
明
期
を
通
し
て
こ

の
隅
田
川
西
岸
の
新
し
い
埋
立
地
は
歓
楽
街
と
し
て
栄
え
て

い
た
が、

洪
水
の
原
因
に
な
る
と
い
う
理
由
で
寛
政
期
（
一

七
八
九
—
一

八
0

1

)

の
初
め
に
は
す
っ
か
り
取
り
払
わ
れ

て
し
ま
っ
た
と
い
う。

こ
の
中
洲
に
も
固
有
の
芸
者
は
い
た
ら
し
い
が、

舟
の
往

来
の
盛
ん
な
時
期
の
こ
と、

浮
世
絵
に
描
か
れ
た
風
俗
か
ら

す
る
と、

多
く
は
橘
町
な
ど
の
江
戸
芸
者
や
深
川
芸
者
が
呼

ば
れ
て
来
た
よ
う
に
思
え
る。
「
当
世
遊
里
美
人
合

叉
江

涼」
（
挿
図
16

)

は、

中
洲
の
水
茶
屋
前
の
往
来
を
描
い
て
い

る。

右
よ
り
三
味
線
の
長
箱
を
持
つ
前
掛
を
し
て
前
帯
を
垂

ら
し
た
仲
居、

次
が
そ
の一
二
味
線
の
弾
き
手
の
芸
者
で
あ
ろ

う。

長
箱、

地
味
な
着
物
に
ぼ
っ

く
り
駒
下
駄
と
な
れ
ば、

深
川
の
芸
者
と
も
見
え
る。

中
央
の
二
人
は
振
袖
の
娘
で、

底
の
平
ら
な
下
駄
を
履
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら、

橘
町
辺
の

踊
子
芸
者
な
の
だ
ろ
う。

そ
の
左
の
絣
の
若
物
の
女
は、

前

帯
を
長
く
た
ら
し
て
い
る
が、

こ
の
よ
う
な
風
俗
は
右
端
の

仲
居
の
姿
も
同
様
に、

中
洲
の
特
徴
的
な
風
俗
に
あ
た
る
よ

う
に
思
う。

主
に
夏
の
歓
楽
地
で
あ
る
中
洲
を
描
い
た
図
で

は、

こ
の
よ
う
な
絣
な
ど
の
カ
ジ
ュ

ア
ル
な
柄
の
着
物
を
ゆ

っ
た
り
と
着
た
女
が
散
見
さ
れ
る。

川
岸
の
中
洲
に
は
遊
船

13 



挿図14鳥居消長 「風流十二候 葉月」
小判錦絵 安永後期

挿図12 鳥居清長 「女風俗十寸鋭」
間判錦絵 寛政初期

r
東
方
う
必叶

町

,
`
4
9
員

＊ヽ
；
ー・
・・

い

と
々

こミ

挿図11 北尾重政 「東西南北之美人
東方の美人 仲町」
大判錦絵 安永中期
東京国立博物館蔵

挿図16鳥居消長 「当世遊里美人合 叉江涼」 大判錦絵2枚続
天明前期 右：中右瑛氏蔵／左：ホノルル美術館蔵

1 
ヽ

挿図13 鳥居消長 「当世遊里美人合（座敷遊宴）」
大判錦絵2枚続 天明前期

疇
聾

旦
員
'

1
1

し

郷 『絵本物見岡』 天明5年 千葉市美術館蔵 挿図15 鳥居清長 「当世遊里美人合
辰巳艶」 大判錦絵 天明前期
中右瑛氏蔵
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の
出
入
り
も
多
か
っ
た
が、
『
絵
本
物
見
岡』
（
挿
図
17

)

で
中

洲
を
背
景
に、

新
大
橋
下
で
舟
の
屋
根
に
寄
り
か
か
り
涼
風

を
楽
し
む
女
は、

や
は
り
絣
の
着
物
を
く
つ
ろ
い
だ
風
に
着

こ
な
し、

前
に
帯
を
長
く
垂
ら
し
た
姿
の
遊
女
風
で
あ
る。

さ
ら
に
挿
図
16
の
水
茶
屋
の
女
の
前
に
は、

桜
草
の
紋
の

着
物
に
黒
羽
織
と
い
う
姿
の
若
衆
盤
の
子
が
い
る。

三
田
村

氏
は
こ
の
よ
う
な
姿
を
「
深
川
本
多」

の
例
と
し
て
考
え
て

い
る
よ
う
で
あ
る
が、

深
川
を
描
い
た
図
に
こ
の
姿
の
子
が

描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
で、

消
長
の
「
金
龍
山
八
景

待
乳
山」
（
中
判
錦
絵

天
明
前
期）
、
「
隅
田
川
船
遊
び」
（
大

判
錦
絵
3
枚
続

天
明
中
期）
、
「
江
都
夏
十
景

な
か
ず」

（
中
判
錦
絵
揃
物

天
明
後
期）

な
ど
に
も
登
場
す
る
よ
う

に、

む
し
ろ
隅
田
川
西
岸
の
地
域
が
活
躍
の
中
心
で
あ
っ
た

よ
う
だ。

三
田
村
氏
は
深
川
本
多
と
は
別
に、

杉
田
玄
白
の
『
後
見

草』

に
「
富
本
豊
前
太
夫
と
云
浄
る
り
語
り
流
行、

所
々
の

娘
子
供
此
ふ
し
を
か
た
り
候
分
は、

桜
草
の
紋
所
を
つ
け、

髪
を
切
て
若
衆
に
た
ば
ね
結
ひ
候
者
数
多
有
之」

と
書
か
れ

て
い
る
こ
と
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
が、

こ
の
姿
は
む
し
ろ
こ

の
富
本
を
語
る
若
衆
姿
の
娘
子
供
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う。

富

本
豊
前
太
夫
は、

清
長
の
大
判
錦
絵
に
描
か
れ
る
ほ
ど
人
気

の
あ
っ
た
富
本
節
の
語
り
手
で、

富
本
の
マ
ー
ク
は
桜
草
で

あ
っ
た。
『
後
見
草』

の
文
か
ら
は
若
衆
髯
に
結
っ
た
少
女

の
男
装
が
一

般
的
な
流
行
で
あ
っ

た
と
理
解
さ
れ
る
が、

「
叉
江
涼」

に
描
か
れ
た
こ
の
少
女
が、

場
所
柄
か
ら
も
一

清
長
の
代
表
作
は
天
明
期
の
大
判
錦
絵
作
品
に
集
中
し
て

富
本
節
を
語
る
芸
者
の
類
の
一

人
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う。

清
長
の
中
洲
の
図
で
は、

場
所
を
示
す
モ
テ
ィ
ー
フ
も
大

切
で
あ
る。

川
面
が
真
近
で、

茶
屋
に
は
川
側
に
手
す
り
や

梯
子
が
あ
り、

軒
に
吊
り
下
げ
ら
れ
た
丸
い
提
灯、

座
敷
近

く
に
到
着
す
る
船
ま
た
は
そ
の
紬
先
な
ど
も
ま
た、

中
洲
で

あ
る
こ
と
を
示
す
記
号
と
し
て
重
要
で
あ
る。

そ
し
て
「
当

世
遊
里
美
人
合

叉
江
涼」
（
挿
図
16)
に
見
る
よ
う
な
暖
簾

に
提
灯
も
ま
た
―

つ
の
記
号
と
な
っ
て
い
た
も
の
ら
し
い
。

そ
う
す
る
と
挿
図
18
や
挿
図
19
の
よ
う
な
図
柄
の
情
報
の
少

な
い

柱
絵
で
も、

以
上
に
述
べ
た
事
を
前
提
と
す
れ
ば、

「
中
洲
に
来
た
橘
町
芸
者」、
「
中
洲
に
来
た
深
川
芸
者」

と

具
体
的
な
見
方
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る。

挿
図
18

烏
居
清
長

「
水
茶
屋
前
の
踊
子」

柱
絵
判
錦
絵

天
明
初
期

-

tク

挿
図
19

烏
居
清
長

「
芸
者
と
女
箱
屋」

柱
絵
判
錦
絵

天
明
初
期

履
版
元
高
津
屋
伊
助

般
的
な
流
行
の
姿
と
は
思
え
ず、

や
は
り
宴
を
盛
り
上
げ
る

い
る
が、

実
は
安
永
期
に
遡
る
清
長
の
大
判
の
作
品
は
確
認

さ
れ
て
い
な
い。

天
明
期
に
入
っ
て
も、

特
に
そ
の
前
半
期

に
お
い
て
は、

ま
だ
は
る
か
に
中
判
で
出
版
さ
れ
る
こ
と
の

方
が
多
く、

大
判
は
そ
の
絵
具
の
上
質
さ
と
摺
重
ね
る
色
版

の
数
の
多
さ（
註
8
)

か
ら
し
て
も、

高
級
品
と
し
て
出
版
さ

れ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る。

現
存
の
消
長
の
大
判
錦
絵
に
つ

い
て
は、

後
摺
で
も
線
な
ど
を
見
る
と
版
の
荒
れ
が
さ
ほ
ど

目
立
た
な
い
こ
と
か
ら、

大
量
に
摺
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は

な
さ
そ
う
だ。

逆
に
中
判
は
よ
り
版
の
荒
れ
た
も
の
を
見
る

こ
と
が
多
く、

大
鼠
に
摺
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が、

概
し
て
大
判
作
品
の
方
が
1
図
あ
た
り
の
現
存
率
が
高
い
の

は、

上
製
の
作
品
で
あ
る
だ
け
に
高
価
な
商
品
で
あ
り、

大

切
に
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う。

消
長
が
八
頭
身、

九
頭
身
と
い
う
長
身
の
美
人
を
創
作
し

た
の
も、

あ
る
意
味
で
は
大
判
と
い
う
こ
れ
ま
で
ポ
ピ
ュ

ラ

ー
で
は
な
か
っ
た
広
い
画
面
を
印
象
づ
け
る
た
め
の
演
出
で

も
あ
っ
た
と
思
え
る。

同
時
期
の
中
判
と
の
比
較
（
挿
図
20

)

に
よ
っ
て
も、

そ
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
の
違
い
は
明
ら
か
で

あ
る。

紙
の
サ
イ
ズ
に
よ
っ
て
も
柔
軟
に
人
物
の
プ
ロ
ポ
ー

シ
ョ
ン
を
変
化
さ
せ
て、

作
品
と
し
て
の
見
応
え
を
演
出
し

て
い
た
の
だ
ろ
う。
一

方
で
清
長
ら
し
い
西
洋
的
な
バ
ラ
ン

ス
の
と
れ
た
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
は、

西
洋
画
か
ら
の
影
響
も

指
摘
さ
れ
て
い
る（
註
9
)
0

筆
者
が
展
覧
会
図
録
に
お
い
て
も
述
べ
た
よ
う
に、

天
明

前
期
の
大
判
錦
絵
に
は
版
元
印
が
入
っ
て
い
る
も
の
は
少
な
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一

方
で
中
判
は
版
元
印
が
入
っ
て
い
る
方
が
多
数
派

で、

そ
の
版
元
印
の
多
く
は、

明
和
期
の
錦
絵
創
始
期
に
版

元
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
西
村
屋
与
八
の
も

の
で
あ
る。

そ
し
て
現
時
点
で
は、

版
元
印
の
な
い
消
長
の

天
明
期
の
大
判
錦
絵
作
品
が、

西
村
屋
版
で
あ
る
可
能
性
は

最
も
高
く
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う。

天
明
前
期
の
清
長
の
大
判
錦
絵
の
美
人
画
で
版
元
印
が
あ

る
の
は、
「
雛
形
若
菜
の
初
模
様」

と
い
う
シ
リ
ー
ズ
が
唯

一
で
あ
る
が、

こ
れ
は
安
永
中
期
か
ら
磯
田
湖
龍
斎
が
手
掛

け、

順
次
西
村
屋
か
ら
版
行
し
て
い
た
シ
リ
ー
ズ
を、

湖
龍

斎
が
錦
絵
か
ら
基
本
的
に
手
を
引
い
た
の
を
機
に、

清
長
が

引
き
継
い
だ
と
い
う
事
情
が
あ
る。

さ
ら
に
こ
の
シ
リ
ー
ズ

は、

当
初
西
村
屋
と
蔦
屋
重――一
郎
共
版
で
出
版
さ
れ
て
い
る

が、

蔦
屋
が
錦
絵
の
一

枚
絵
を
本
格
的
に
扱
い
は
じ
め
る
の

＜ ヽ 挿
図
20

烏
居
消
長
の
大
判
の
美
人
と
中
判
の
美
人
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
の
比
較

（
右
ー
大
判、

左
ー
中
判）

天
明
後

(

1

)

「
六
郷
の
渡
し」

大
判
錦
絵
2
枚
続

(

2

)

「
大
川
端
の
夕
涼」

大
判
錦
絵
2

枚
続

（
3

)

「（
官
女）」

大
判
錦
絵
5
枚
揃

天
明
中
期

(

4

)

「
菖
蒲
の
池」

大
判
錦
絵
2
枚
続

天
明
中
期

(

5

)

「
吾
妻
橋
下
の
涼
船」

大
判
錦
絵――一
枚
続

期

そ
の
後
「
真
崎
の
渡
し
舟」
（
大
判
錦
絵
三
枚
続

期）
な
ど
か
ら
は、

摺
に
よ
っ
て
版
元
印
が
入
る
よ
う
に
な

る
が（
註
11
)、

大
判
錦
絵、

そ
れ
も
本
格
的
な
続
絵
の
出
版
で

天
明
中
後

は
天
明
後
期
か
ら
の
こ
と
で、

清
長
の
版
元
印
の
な
い
天
明

前
期
の
名
品
の
版
元
と
は
想
定
し
に
く
い。
「
雛
形
若
菜
の

初
模
様」

は、

蔦
屋
に
と
っ
て
は
例
外
的
な
仕
事
で、

こ
の

時
に
は
吉
原
に
店
を
構
え
て
い
た
蔦
屋
が、

西
村
屋
と
吉
原

と
の
仲
立
ち
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ（
註
10
)、

さ

ら
に
吉
原
の
出
資
も
あ
っ
て
の
豪
華
な
大
判
錦
絵
作
品
で
あ

っ
た
と
想
像
さ
れ
る。

し
か
し
天
明
期
の
版
元
印
の
な
い
大
判
錦
絵
作
品
に
つ
い

て
捨
て
き
れ
な
い
も
う―
つ
の
可
能
性
は、

慶
雲
堂
こ
と
高

津
屋
伊
助
が
出
版
し
た
の
で
は
な
い
か、

と
い
う
こ
と
で
あ

る。

消
長
の
天
明
期
の
作
品
に
は、

い
く
つ
か
「
慶
雲
堂」

の
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る。

通
常
浮
世
絵
版
画
で

は、

版
冗
印
を
版
で
摺
る
方
が
圧
倒
的
に
普
通
で
あ
る
の
は

衆
知
の
と
お
り
だ
が、

こ
の
例
外
的
に
摺
り
上
が
っ
た
後
で

捺
さ
れ
て
い
る
「
慶
雲
堂」

印
が
確
認
さ
れ
る
作
品
に
は
左

記
の
も
の
が
あ
る。

天
明
四
年
頃

天
明
四
年
頃

は
最
初
期
段
階
に、

清
長
の
続
絵
の
代
表
作
を
生
み
出
し
て

い
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い。

こ
の
「
慶
雲
堂」

印
は
必
ず
し
も
初
摺
に
捺
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い。

代
表
作
「
大
川
端
の
夕
涼」

も
そ
の
一
っ

で、

シ
カ
ゴ
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
版
の
よ
う
な、

水
面
な

ど
を
露
草
の
青（
ほ
と
ん
ど
は
退
色
し
て
い
る）
で
摺
っ
た
透

明
感
の
あ
る
色
合
い
の
初
摺
に
は
こ
の
印
が
捺
さ
れ
た
版
を

知
ら
な
い
が、

こ
れ
を
本
藍
を
加
え
て
濃
い
青
鼠
色
に
摺
っ

た
後
摺
の
一

群
が
あ
り、

そ
こ
に
「
慶
雲
堂」

の
印
を
捺
し

た
も
の
を
見
る
こ
と
が
あ
る。

こ
れ
に
つ
い
て
は
版
元
直
営

の
本
店
を
離
れ
て、

小
売
の
絵
草
紙
屋
な
ど
に
卸
す
際
に
こ

の
よ
う
な
版
元
印
を
捺
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か、

と

も
想
像
し
て
い
る
の
だ
が、

詳
細
は
不
明
で
あ
る。

そ
の
高
津
屋
に
つ
い
て
は、

元
禄
十
二
年
か
ら
続
く
日
本

橋
の
乾
物
を
商
う
老
舗、

現
在
の
株
式
会
社
に
ん
べ
ん
の
高

津
伊
兵
衛
氏
に
資
料
を
ご
提
供
い
た
だ
い
た
の
で
紹
介
し
た

い。

そ
れ
に
よ
れ
ば
高
津
屋
伊
助
は
店
の
繁
栄
を
導
い
た一――

代
目
伊
兵
衛（
屋
号
は
伊
勢
屋、

通
称
に
ん
べ
ん）
の
四
女
の

婿
に
あ
た
る
と
い
う。

版
元
の
初
代
伏
見
屋
善
六、

通
称

「
伏
善」

の
三
男
善
蔵
が
そ
の
人
で
あ
り、

後
に
伊
助
と
改

名
し
て
い
る。

地
本
絵
草
紙
問
屋
と
な
っ
た
二
代
伏
見
屋
善

六
版
で
出
さ
れ
た
清
長
の
大
判
の
役
者
絵（
出
語
り
図）
も
2

図
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が、

生
家
か
ら
版
元
と
し
て
の
素
養

を
得
て
い
た
善
蔵
も
ま
た
新
た
に
版
元
と
な
っ
て
活
躍
を
は

じ
め
た
ら
し
い。

し
か
し
寛
政
三
年（
一

七
九
一
）
に
若
く、
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三
十一
二
歳
の
頃
に
亡
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
そ
う
で
あ

る（
註
12
)。

天
明
四
年
（
一

七
八
四）
頃
の
「
大
川
端
の
夕
涼」

の
制
作
時
に
は、

高
津
屋
は
ま
だ
二
十
歳
代
半
ば
の
若
さ
で

あ
っ
た
こ
と
に
な
り、

老
舗
で
消
長
の
作
品
を
安
永
期
か
ら

多
く
手
掛
け
た
西
村
屋
与
八
よ
り
三
十
歳
ほ
ど
も
年
下
の
若

手
で
あ
っ
た。

し
か
し
そ
の
西
村
屋
に
負
け
な
い
ど
こ
ろ
か、

確
実
に
代

表
作
の
い
く
つ
か
を
手
掛
け、

当
時
主
流
で
あ
っ
た
中
判
の

出
版
に
は
興
味
を
示
さ
ず
に、

大
判
の、

し
か
も
続
絵
の
先

駆
的
な
仕
事
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
の
は、

新
進
の
版
元
と

し
て
通
常
と
は
思
え
な
い。

作
品
へ
の
意
欲
と
ア
イ
デ
ア、

そ
し
て
多
く
の
浮
世
絵
版
画
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
薄
利
多

売
の
商
売
法
と
は
違
う
企
み
の
で
き
る
立
場
で
な
け
れ
ば、

若
い
版
冗
と
し
て
の
こ
れ
だ
け
の
出
版
は
叶
わ
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う。

井
上
和
雄
氏
の
「
地
本
問
屋
伏
見
屋
善
六
（
上）
（
下）
」

（『
浮
世
絵』

二
四
号、

二
六
号

大
正
六
年

浮
世
絵
社）

に
よ
れ
ば、

伏
見
屋
善
六
と
に
ん
べ
ん
の
関
係
は、

初
代
伏

見
屋
善
六
（
宝
暦
十一

年
没）
の
時
代
か
ら
続
い
て
い
た。

井

上
氏
の
紹
介
す
る一
二
代
目
の
妻
が
七
八
歳
の
明
治
四
年
に
書

い
た
「
聞
伝
書」

に
よ
れ
ば、

初
代
は
京
都
の
伏
見
屋、

植

村
藤
右
衛
門（
至
枝
軒）
に
奉
公
し
て
い
た
が、

分
家
し
て
江

戸（
本）
石
町
に
出
店
を
持
ち
成
功
し
た。

そ
の
次
男
は
美
男

で、

に
ん
べ
ん
の
娘
の
養
子
に
な
っ
て、

小
柳
町
に
伊
勢
屋

太
兵
衛
と
し
て
店
を
構
え
た
と
い
う。

と
こ
ろ
が一
一
代
目
善

玉
樹
軒

橘
瑕
江

六
（
文
政
五
年
に
七
四
歳
で
没）、

つ
ま
り
年
齢
か
ら
す
る
と

高
津
屋
伊
助
の
兄
は、

商
売
に
疎
く、

天
明
の
頃
に
上
野
池

之
端
に
移
っ
て
絵
草
紙
の
店
を
開
い
た
と
い
う。

ま
た
初
代
の
次
男
が
養
子
に
出
て
よ
り、

伏
見
屋
で
は

代
々
男
子
を
に
ん
べ
ん
に
丁
稚
奉
公
さ
せ
て
商
人
と
し
て
の

躾
を
し
て
も
ら
っ
て、

後
に
地
本
問
屋
の
仕
事
を
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と、

ま
た
錦
絵
を
出
版
す
る
時
に

は
必
ず
そ
の
初
摺
を
に
ん
べ
ん
の
家
に
贈
っ
た
と
い
う
伝
聞

や、
『
国
華』

三
―
一

号
（
大
正
五
年）
の
中
で
「
第
十
回
茶

話
会」

の
三
月
十
八
日
開
催
の
展
観
品
に、
「
錦
絵
帖
三
冊

外
錦
絵
摺
物
等」

が、

当
時
の
に
ん
べ
ん
の
当
主
高
津
伊
兵

衛
氏
に
よ
り
出
品
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
お

り、

伏
見
屋
と
に
ん
べ
ん
の
深
い
関
係
が
伝
え
ら
れ
て
輿
味

深
い。

初
代
伏
見
屋
の
三
男
で
婿
と
な
っ
た
高
津
屋
伊
助

が、

に
ん
べ
ん
に
支
え
ら
れ
て
出
版
活
動
を
行
っ
て
い
た
と

い
う
状
況
は
容
易
に
想
像
で
き
る
だ
ろ
う。

高
津
屋
は
天
明
後
期
に
至
っ
て
も、

手
掛
け
た
の
は
清
長

の
大
判
錦
絵
が
中
心
で、

他
の
絵
師
の
作
品
は
ほ
と
ん
ど
な

い。

し
か
し
数
少
な
い
清
長
関
連
以
外
の
出
版
の
中
で
も
興

味
深
い
の
は、

橘
眠
江
の
美
し
い
吹
き
ぼ
か
し
を
用
い
た
合

羽
摺
の
著
名
な
絵
本
『
彩
画
職
人
部
類』
（
明
和
七
年）
の
後

摺
本
を、

天
明
四
年
に
高
津
屋
が
手
掛
け
て
い
る
こ
と
で
あ

る。

初
版
の
橘
眠
江
の
序
と
春
江
亭
普
成
跛
は、

後
版
で
は

四
方
赤
良
の
序
と
朱
楽
菅
江
の
跛
に
変
更
さ
れ
て
い
る。

明
和
七
年
初
版
の
奥
付
に
は
「
蜜
者

ま
た
こ
の
天
明
四
年
版
に
附
さ
れ
た
「
慶
雲
堂
蔵
板
目

本
石
町
三
丁
目

明
和
七

庚
寅
歳
臓
月

東
都
書
舗

植
村
藤
三
郎

鉄
砲
町

澤
伊
助」、

そ

し
て
再
版
の
奥
付
で
は
画
家
と
彫
師
の
名
前
が
消
え
て
お

り、
「
天
明
四
年
甲
辰
正
月
日

再
刻

東
都
書
陣

下
谷

池
之
端
仲
町

植
村
善
六

高
津
伊
助」

と
あ
る。

こ
こ
で

偶
然
と
も
思
え
な
い
の
は、

両
版
の
版
元
の
記
載
の
う
ち

「
植
村」

と
「
伊
助」

と
い
う
部
分
が
共
通
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る。

伏
見
屋
善
六
は
井
上
氏
の
記
述
を
参
考
に
す
れ
ば

植
村
姓
を
用
い
て
い
た
は
ず
で
あ
り、

天
明
四
年
版
が
善

六・
伊
助
兄
弟
の
共
版
に
よ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う。

そ
し
て
明
和
七
年
版
も
ま
た、

当
時
は
本
石
町
に
店
の
あ
っ

た
若
い一
一
代
目
伏
見
屋
そ
の
人
が
植
村
藤――一
郎
と
名
乗
っ
て

版
元
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い。

澤
伊
助
を
高
津
伊
助
と
見

る
に
は
ま
だ
若
す
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が、

い
ず
れ
に
し
ろ
縁

の
深
い
人
物
で
あ
ろ
う。

し
か
も
江
戸
で
は
珍
し
い
精
度
の

高
い
合
羽
摺
の
名
作
を
手
掛
け
て
い
た
と
い
う
の
は、

非
常

に
ユ
ニ
ー
ク
で
面
白
い。

採
算
と
し
て
は
ど
う
か
と
思
う

が、

そ
れ
こ
そ
「
商
売
に
疎
い
」

と
評
さ
れ
た
1

一
代
目
伏
見

屋
な
ら
で
は
の
名
品
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
（
そ

の
二
代
目
も
天
明
期
以
降
の
錦
絵
出
版
で
は
成
功
を
収
め
た

よ
う
に
思
え
る）。

合
羽
摺
が
長
く
上
方
で
行
わ
れ
た
技
法

で
あ
る
こ
と、

初
代
善
六
の
奉
公
し
た
植
村
藤
右
衛
門
の
号

玉
枝
軒
が
橘
眠
江
の
号
玉
樹
軒
に
似
て
い
る
こ
と
も
気
に
な

る
と
こ
ろ
で
あ
る。

彫
工

岡
本
松
魚
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結
語

録」

で
は、

こ
の
『
彩
画
職
人
部
類』

の
他、
「
窪
俊
満
筆

狂
歌
讃

彩
色
摺

真
菜
譜

箱
入
全
部
二
冊」
「
窪
俊
満
筆

彩
画

桃
李
園

箱
入
全
部一
一
冊」、
「
文
談

四
方
赤
良

中
古

窪
俊
満

当
世

北
尾
花
藍

両
子
筆

今
昔
雙
子

山

箱
入
巻
物」
「
深
川
親
孝
書

五
策
千
字
文

全」、
「
四

方
赤
良
・

朱
楽
菅
江
著

無
学
狂
歌
式」、
「
四
方
連
中
著

狂
歌
は
な
し

袋
掃
除」、
「
北
尾
花
藍
筆

彩
色
絵
本

紅

翠
漫
画

箱
入
三
冊」、
「
北
尾
花
藍
筆

味
朝
名
把
園

全

部―
二
冊」

が
挙
げ
ら
れ
る
が、

こ
れ
ら
の
本
類
の
存
在
は
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た。

計
画
段
階
で
終
わ
っ
て
し

ま
っ
た
も
の
か
不
明
で
あ
る
が、
「
箱
入」

と
あ
る
出
版
が

多
い
こ
と
か
ら、

比
較
的
高
級
品
の
出
版
を
目
指
し
て
い
た

ら
し
い
こ
と、

ま
た
天
明
三
年
に
狂
歌
書
の
出
版
が
多
く
な

っ
た
時
流
に
の
っ
て、

高
津
屋
も
狂
歌
関
係
の
書
を
扱
お
う

と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が、

結
局
そ
の
方
向
に
は
進
ま

ず
に、

興
味
は
大
判
錦
絵
の
世
界
へ
と
向
か
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い。

通
常
で
は
考
え
ら
れ
な
い
新
進
の
版
元
高
津
屋
か
ら
の
贅

沢
な
消
長
の
大
判
錦
絵
出
版
は、

恵
ま
れ
た
環
境
と
共
に、

ど
こ
か
一

般
的
な
版
元
と
絵
師
の
商
売
関
係
を
越
え、

新
し

い
も
の
を
創
作
し
よ
う
と
い
う
二
人
の
親
し
い
結
び
つ
き
を

想
像
さ
せ
る。

さ
ら
に
は
三
井
家
の
注
文
に
よ
り
日
本
橋
駿

4
 

3
 

2
 

河
町
の
江
戸
を
代
表
す
る
大
店
越
後
屋
を
清
長
が
描
い
て
い

る
事
実
な
ど
か
ら
は（
註
13
)、

日
本
橋
界
隈
の
旦
那
衆、

武

士、

版
元、

芸
能
関
係
者、

芸
者
と
い
っ
た
人
々
に
信
頼
さ

れ、

個
人
的
な
つ
な
が
り
か
ら
誕
生
し
た
作
品
も
多
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う。

大
判
錦
絵、

ま
た
そ
の
続
絵
と
い
う
当
時
と
し
て
は

最
高
の
出
版
物
を
手
掛
け
る
機
会
を
得
て、

現
実
に
あ
る
江

戸
の
事
象
を
詳
細
に
取
材
す
る
新
感
覚
の
作
品
が
生
ま
れ、

新
た
な
時
代
を
築
い
た
の
で
あ
る。

飢
饉
な
ど、

歴
史
の
中

で
語
ら
れ
る
天
明
期
は
決
し
て
印
象
の
よ
い
時
代
で
は
な
い

が、

消
長
の
浮
世
絵
を
見
る
限
り、

自
由
で
平
和
な
遊
興
の

気
分
が
溢
れ
て
い
る。

本
格
的
な
寛
政
の
改
革
を
迎
え
る
少

し
前、

田
沼
意
次
の
時
代
と
そ
の
余
韻
の
あ
る
う
ち
に
才
能

を
開
花
さ
せ、

市
井
を
活
写
で
き
た
こ
と
は、

こ
の
絵
師
に

と
っ
て
の
幸
運
で
あ
っ
た
だ
ろ
う。

『
江
戸
時
代
の
さ
ま
た
＼』

所
収
（
初
出
は
『
中
央
公
論』

大
正
十

五
年
五
月
号
掲
載）、

ま
た
『
三
田
村
怠
魚
全
集

第
十
巻』

所
収

中
央
公
論
社

一
九
七
五
年）

以
下、

三
田
村
氏
の
「
江
戸
芸
者
の
研
究」
に
引
用
さ
れ
て
い
る

文
献
に
は、
「
」

内
の
引
用
文
の
後
に
〔
三
田
村〕

と
記
す。

ま

た
引
用
文
は
基
本
的
に
三
田
村
氏
の
表
記
に
従
っ
た。

貸
座
敷
に
つ
い
て
は、

花
咲
一
男
『
江
戸
の
出
合
茶
屋』（
三
樹
書

房

一
九
九
六
年）
に
詳
し
い。

『
日
本
随
筆
大
成』

第
二
期
二
十
二
巻
所
収

吉
川
弘
文
館

引
用

文
は
こ
の
表
記
に
従
っ
た。

『
原
色
浮
世
絵
大
百
科
事
典』

第
七
巻
（
大
修
館

一
九
八
0
年）。

大
坂
屋
に
つ
い
て
は、

花
咲一
男
『
川
柳

江
戸
名
物
図
絵』(-――

樹
書
房

一
九
九
四
年）
に
詳
し
い。

13 12 11 10 ，

 

8
 

7
 

6
 

花
咲一
男
編
集
『
江
戸
岡
場
所
図
絵
〈
拾
遺〉』（一

朝
倉
亀
二
著

九
七
0
年）

三
田
村
氏
は
磯
田
湖
龍
斎
の
作
と
見
て
い
る。

こ
こ
で
は
田
中
優

子
『
芸
者
と
遊
び
1

日
本
的
サ
ロ
ン
の
盛
衰」（
学
研
新
書
―1
0

0
七
年）
に
よ
る。

下
山
進
「
清
長
作
品
に
使
用
さ
れ
た
着
色
料
の
非
破
壊
分
析
調
査」

『
鳥
居
清
長
ー
江
戸
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
誕
生』

展
図
録
（
千
葉
市
美
術

館
―1
0
0
七
年）

小
林
忠
「
江
戸
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
ー
八
頭
身
の
清
長
美
人」
『
鳥
居
清

長
—
江
戸
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
誕
生』

展
図
録（
千
葉
市
美
術
館
―1
0

0
七
年）

蔦
屋
重――一
郎
に
つ
い
て
は、

松
木
寛
『
蔦
屋
重
三
郎
ー
江
戸
芸
術

の
浪
出
者』（
日
本
経
済
新
聞
社

一
九
八
八
年）、

鈴
木
俊
幸
『
蔦

屋
重――一
郎』（
若
草
書
房

一
九
九
八
年）
に
詳
し
い。

浅
野
秀
剛
編
『
清
長
作
品
総
目
録』（『
鳥
居
清
長
1
江
戸
の
ヴ
ィ
ー

ナ
ス
誕
生』

展
図
録
の
付
録）
（
千
葉
市
美
術
館

二
0
0
七
年）
に

よ
れ
ば
「
慶
雲
堂」

印
以
外
の
高
津
屋
版
で
は、

天
明
後
期
の

「
真
崎
の
渡
し
舟」

を
含
め、

役
者
絵
を
中
心
と
し
た
17
点
の
大
判

錦
絵
作
品
と、

中
判
で
は、
「
吾
妻
夏
十
景」

と
「
江
都
夏
十
景」、

小
判
の
「
浮
世
十
種
宝」
の
揃
物
を
手
掛
け
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る。

高
津
氏
に
は、

他
に、

高
津
屋
伊
助
が
神
田
子
栖
町
に
分
家
し
て

い
る
こ
と、

戒
名
は
伊
助
が
宝
暦
八
年
生
（
？）
ー
寛
政
三
年
没
で

戒
名
は
「
通
替
逹
禅
倍
士」、

妻
村
（
後
に
勝）
が
明
和
元
年
生
ー
天

保
六
年
没
で
戒
名
が
「
大
安
知
道
禅
女」

で
あ
る
こ
と
な
ど
を
資

料
と
し
て
ご
教
示
い
た
だ
い
た。

記
し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い。

西
本
周
子
「
鳥
居
清
長
筆

駿
河
町
越
後
屋
正
月
風
景
図」『
国
華』

―
―
―
四
号

一
九
八
八
年
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Torii Kiyonaga: Depicted Geisha Customs and Publishing 

Circumstances 

Masako Tanabe 

The TORII-KIYONAGA - Venus in Edo exhibition (April 28 - June 10, 2007) held at the Chiba 

City Museum of Art was a major retrospective exhibition of the arts ofTorii Kiyonaga (1752-1815) 

that provided an opportunity for a reconsideration of Kiyonaga's oeuvre. 

The exhibition catalogue featured an essay entitled Kiyonaga's Bijin-ga by the author that exam

ined Kiyonaga's selection of subjects, the positioning of oban sized full-color prints, and their pub

lishers. The essay used these factors to then consider what "product enhancements" were used to sell 

Kiyonaga's oban prints. This article is based on the knowledge and materials gathered in that essay, 

as it considers the essay's topics on a more detailed and specific level. 

Kiyonaga was active during the Tenmei era (1781-89), a time in which it was said that if one was 

even slightly better looking than average, one could become a geisha. Indeed, it was a period in which 

the geisha culture flourished in Japan. Kiyonaga actively sought out the geisha of the pleasure quar

ters popular during the period and made them the heroes of his works. He then divided his works by 

the customs of the geisha particular to each pleasure quarters area, whether that of Tachibana-cho or 

Fukagawa, etc. Kiyonaga set each geisha image against realistic elements of actual Edo scenery at the 

time, helping the works convey a vivid sense of the real Edo, elements which further heightened the 

fascination of his works. 

This article refers to Edo Geisha no kenkyu [Research on the Edo geisha], a book by Mitamura 

Engyo (1870-1952), and the comic literary and poetic works of the period, along with the works of 

other uk:iyo-e artists active at the time. Using these various tools the essay explores the geisha cus

toms depicted by Kiyonaga, thus providing an all the more detailed interpretation of the works from 

an all the broader perspective. 

The article goes on to consider the publishing circumstances of Kiyonaga's works, particularly 

surrounding the activities of Nishimuraya Yohachi, a publisher thought to have been actively involved 

in selling oban-sized full-color woodblock prints, along with the newly prosperous publisher Takatsuya 

lsuke, whose seal "Keiundo" was impressed on Kiyonaga's early Tenmei era works. 

(Translated by Martha J. McClintock) 
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菱
屋
（
藤
井）
孫
兵
衛
は
江
戸
時
代
中
期
か
ら
明
治
に
か
け

て
京
都
で
活
動
し
た
書
陣
で、

画
譜、

絵
本
を
多
く
出
版
し

た。

書
誌
に
留
意
し
て
画
譜、

絵
本
を
み
て
い
く
と
き、

刊

記
で
し
ば
し
ば
目
に
す
る
名
前
で
あ
る。

開
版
も
あ
る
も
の

の、

求
版
に
よ
る
画
譜、

絵
本
の
出
版
が
目
立
ち、

初
版
初

摺
や
そ
れ
に
近
い
も
の
の
み
に
価
値
を
置
く
場
合
に
は、

軽

視
さ
れ
が
ち
な
書
騨
で
あ
る。

美
術
的
な
価
値
と
い
う
点

で、

ま
た
製
作
者
の
意
図
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点

で、

浮
世
絵
版
画
の
場
合
と
同
様、

画
譜、

絵
本
に
お
い
て

も
初
版
初
摺
が
最
も
重
要
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

し
か

し、

初
摺
本
だ
け
が
画
譜、

絵
本
で
は
な
い
。

後
摺
本
も
お

お
む
ね
同
じ
よ
う
に
売
買
さ
れ、

眺
め
ら
れ、

使
わ
れ
た。

後
摺
本
に
も
ま
た
そ
れ
相
応
の
意
義
が
あ
る。

現
在、

美
術
史
に
お
い
て
も、

よ
う
や
く
画
譜、

絵
本
が

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る。

し
か
し、

そ
の
取
り

扱
い
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
る。

例
え
ば、

書
誌
を
軽
視
し
て、

初
摺
本
も
後
摺
本
も
区
別
せ

ず、

そ
れ
ぞ
れ
の
本
の
差
異
は
気
に
と
め
ず、

同
じ
タ
イ
ト

は
じ
め
に

画
譜、

絵
本
の
出
版
を
め
ぐ
る
三
つ
の
事
例

！
菱
屋
孫
兵
衛
の
活
動
に
注
目
し
て
|
|

ル
で
あ
れ
ば
同
一

の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
例
が
見
ら
れ

る。

逆
に、

既
に
初
版
初
摺
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
だ
け

を
対
象
と
し
て、

そ
れ
以
外
の
も
の
を
切
り
捨
て
る
よ
う
な

扱
い
も
見
受
け
る。

画
譜、

絵
本
を
美
術
史
の
資
料
と
し
て

用
い
る
場
合、

摺
り
の
早
い
遅
い、

部
分
的
な
版
の
違
い
に

か
か
わ
ら
ず
使
え
る
部
分
も
あ
る
が、

使
え
る
部
分
が
ど
の

部
分
か
を
知
る
た
め
に
は
異
な
る
本
を
比
較
し
た
上
で
の
書

誌
の
検
討
が
必
要
で
あ
る。

ま
た
初
版
初
摺
の
特
徴
を
よ
く

知
る
た
め
に
も
後
摺
と
の
比
較
が
効
果
的
で
あ
る。

後
摺
本

も
初
摺
本
と
同
じ
よ
う
に
画
譜、

絵
本
と
し
て
流
通
し
て
い

た。

後
摺
は
後
摺
な
り
に
適
切
に
位
置
づ
け
て、

検
討
に
含

め
た
い
と
思
う。

千
葉
市
美
術
館
は
ロ
バ
ー
ト
・

ラ
ヴ
ィ
ッ
ツ
氏
が
収
集
し

た、

江
戸
時
代
か
ら
近
代
に
至
る
日
本
の
絵
入
版
本
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
（
ラ
ヴ
ィ
ッ
ツ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン）
を
有
す
る。

所

蔵
作
品
を
展
示
す
る
中
で
画
譜、

絵
本
に
接
す
る
機
会
が
多

く、

出
版
に
つ
い
て
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た。

館
蔵
本

と
同
タ
イ
ト
ル
の
本
を
他
の
所
蔵
先
で
調
査
す
る
こ
と
を
心

が
け
る
う
ち
に、

菱
屋
孫
兵
衛
の
活
動
に
関
す
る
い
く
つ
か

の
興
味
深
い
事
例
に
気
づ
い
た。

こ
こ
で
は
『
蘭
斎
画
譜』

『
漢
画
独
稽
古』
『
欽
慕
画
譜』

の
事
例
を
紹
介
し、

菱
屋
孫

兵
衛
の
活
動
の
一

端
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

『
蘭
斎
画
譜』

江
戸
時
代
中
期
に
活
動
し
た
南
頻
派
の
画
家、

森
蘭
斎

（
一

七
四
O
S
一

八
0
I

)

の
絵
を
画
譜
と
し
て
出
版
し
た

『
蘭
斎
画
譜』

に
つ
い
て
そ
の
出
版
経
緯、

書
誌
の
整
理
を

試
み
た
こ
と
が
あ
る（
註
l
)。

重
複
す
る
が、

確
認
で
き
て
い

る
四
種
類
の
刊
記
を
あ
げ
よ
う。

①

版
元
が
六
書
陣
で
あ
る
も
の

天
明
弐
年
壬
寅
七
月
発
行
／
書
林

江
府

須
原
茂
兵

衛
／
京
師

山
本
平
左
衛
門
／
同

吉
野
屋
為
八
／
同

大
和
屋
勘
兵
衛
／
同

林
伊
兵
衛
／
浪
華

大
野
木
市
兵

衛
②

版
元
が
七
書
陣
で
あ
る
も
の。

天
明
弐
年
壬
寅
七
月
発
行
／
書
林

江
府

須
原
茂
兵

衛
／
京
師

山
本
平
左
衛
門
／
同

吉
野
屋
為
八
／
同

大
和
屋
勘
兵
衛
／
同

林
伊
兵
衛
／
浪
華

梁
瀬
博
兵

衛
／
同

大
野
木
市
兵
衛

伊

藤

紫

織
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③
ア

藤
井
孫
兵

柳
原
喜
兵
衛
／
同

藤
井
孫
兵

松
村
九
兵
衛
／
同

版
元
が
四
書
陣
で
あ
る
も
の。

天
明
弐
年
壬
寅
七
月
発
行
／
書
林

衛
／
江
府

須
原
茂
兵
衛
／
浪
華

大
野
木
市
兵
衛

③
イ

版
元
が
四
書
陣
で
あ
る
も
の。

天
明
弐
年
壬
寅
七
月
発
行
／
書
林

衛
／
江
府

須
原
茂
兵
衛
／
浪
華

浅
野
弥
兵
衛（
図
1
)

六
書
難
版
が
最
も
早
い
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な

い（
註
2
)。

七
書
陣
版
は
少
な
く
と
も一
一
種
あ
る
よ
う
に
見
え

る
が
刊
記
で
は
区
別
で
き
な
い
。

早
い
ほ
う
を
七
書
陣
版

A、

遅
い
ほ
う
を
七
書
陣
版
B
と
す
る。

四
書
騨
版
の
前
後

関
係
は
紙
質
や
摺
り
の
状
態
で
は
判
別
し
が
た
い
（
註
3
)。

③

イ
四
書
陣
版
に
名
前
の
見
え
る
藤
屋
（
浅
野）
弥
兵
衛
が、

『
蘭
斎
画
譜』

中
に
も
詩
文
を
寄
せ
る
細
合
半
斎
と
関
係
が

深
く、

混
沌
社
メ
ン
バ
ー
の
書
物
の
刊
行
に
も
多
く
関
わ
っ

て
い
る
こ
と
も
注
目
し
て
お
き
た
い（
註
4
)。

京
師

『
享
保
以
後
大
阪
出
版
書
籍
目
録』

に
よ
る
と
『
蘭
斎
画

譜』

八
冊
は、

画
工
森
蘭
斎、

板
元
秋
田
屋
市
兵
衛、

出
願

安
永
八
年
九
月
と
あ
る。

秋
田
屋
市
兵
衛
が
す
な
わ
ち
大
野

木
市
兵
衛
で
あ
る。

三
年
後
の
天
明
二
年（
一

七
八
二）
に
刊

行
さ
れ
た（
註
5
)。
『
大
坂
本
屋
仲
間
記
録』

中
の
寛
政
二
年

改
正
「
板
木
総
目
録
株
帳」、

文
化
九
年
改
正
「
板
木
総
目

録
株
帳」

に
「
秋
市」

と
あ
り、

文
化
九
年
(
-

八
―
二）
ま

で
は
板
株
を
秋
田
屋
市
兵
衛
が
一

軒
で
所
有
し
て
い
た
こ
と

京
師

が
わ
か
る
の
で、

そ
れ
以
前
は
七
書
陣
版
で
も
他
の
六
書
陣

は
売
り
弘
め
て
い
た
だ
け
で
あ
る。

大
野
木
市
兵
衛
の
名
が

見
え
な
く
な
る
③
イ
四
書
陣
版
は
早
く
と
も
文
化
九
年
以
降

の
出
版
と
い
う
こ
と
に
な
る。

『
蘭
斎
画
譜』

は
菱
屋
孫
兵
衛
の
出
版
し
た
本
の
巻
末
に

あ
る
出
版
広
告
「
皇
都
書
陣
五
車
楼
蔵
版
略
書
目」

に
載

る。

千
葉
市
美
術
館
ラ
ヴ
ィ
ッ
ツ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
中、

三

種
の
蔵
版
書
目
へ
の
掲
載
が
確
認
で
き
た。

文
政
元
年
（
一

八
一

八）
の
刊
記
を
伴
う、
『
漢
画
指
南』

で
は
じ
ま
る
五
T

半
の
広
告
(

A

図
2
.
3)、

嘉
永
三
年（
一

八
五
0
)

以
降

で、

嘉
永
六
年
(
-

八
五
三）
以
降
の
可
能
性
も
あ
る、
『
日

本
書
記

小
寺
板』

で
は
じ
ま
る
＋
丁
の
広
告
（
註
6)
(

B

図
4.
5)、

同
様
に
嘉
永――一
年
以
降
と
思
わ
れ、

嘉
永
六
年

以
降
の
可
能
性
も
あ
る、
『
日
本
書
紀』

で
は
じ
ま
る
六
丁

図
6）（
註7）。

の
広
告
で
あ
る
(

C

『
近
世
後
期
書
林
蔵
版
書
目
集』

に
含
ま
れ
る
須
原
屋
茂

兵
衛
の
蔵
版
目
録
に
も
『
蘭
斎
画
譜』

が
載
る（
註
8
)。

出
版
の
権
利
で
あ
る
板
株
は
一

軒
で
所
有
す
る
だ
け
で
な

く、

権
利
を
分
け
合
う
相
版
の
場
合
も
多
い。

相
版
の
場
合

は
そ
れ
ぞ
れ
の
本
屋
が
広
告
に
載
せ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
の

で（
註
9
)、

菱
屋
孫
兵
衛、

須
原
屋
茂
兵
衛
の
出
版
広
告
に
同

時
に
載
っ
て
い
た
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い。

秋
田
屋
市
兵

衛
が
所
持
し
て
い
た
板
株
の
権
利
が
分
割
さ
れ
て、

い
ず
れ

か
の
時
点
で
菱
屋
孫
兵
衛、

須
原
屋
茂
兵
衛
も
権
利
を
持
っ

た、

と
考
え
れ
ば
理
解
で
き
る。

し
か
し
次
の
『
漢
画
独
稽

古』

の
事
例
で
は、

板
株
を
本
屋
仲
間
外
の
和
歌
山
の
本
屋

が
持
つ
と
は
い
え、

恐
ら
く
菱
屋
孫
兵
衛
は
「
売
弘」

の
権

利
で
出
版
広
告
に
載
せ
て
い
る。

出
版
広
告
に
載
る
か
ら
と

い
っ
て
部
分
的
に
で
も
板
株
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
よ
う
で

あ
る（
註
10
)。

『
漢
画
独
稽
古』

『
漢
画
独
稽
古』

は
備
中
出
身、

大
坂
で
活
動
し
た
画
家

宮
本
君
山
の
著
作
で、

画
論、

画
材、

描
法、

画
題
等
を
図

入
り
で
説
明
し、

乾
坤
二
冊
で
文
化
四
年
(
-

八
0
七）
に
刊

行
さ
れ
た。

岡
田
米
山
人、

岡
田
半
江
の
署
名
を
伴
う
二
図

以
外
は
図
も
君
山
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う。

君
山
の
伝

記
を
検
証
し
た
高
杉
志
緒
氏
の
論
考
で
す
で
に
言
及
が
あ

り（
註
11
)、

プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
こ

と
で
も
最
近
注
目
さ
れ
て
い
る（
註
12
)。

諸
芸
に
つ
い
て
＊
＊

独
稽
古
と
称
す
る
本
が
江
戸
時
代
中
期
以
降
何
冊
も
出
版
さ

れ
て
い
た。

刊
記
は
「
紀
藩

赫
鞭
館
蔵
版
／
文
化
四
丁
卯
九
月
／
双

翁
堂
／
南
紀
書
林

和
歌
山
新
通―
1一
丁
目

紹
田
屋
平
右
衛

門
／
同
二
丁
目

帯
屋
伊
兵
衛」

で
帯
屋
伊
兵
衛
の
朱
印
が

「
青
霞
堂
記」

で
あ
る
も
の
（
金
沢
美
術
工
芸
大
学
附
属
図
書

館
本
等）、
「
青
霞
堂」

で
あ
る
も
の（
筆
者
蔵
本
等）
（
図
7
)

が
確
認
で
き
る（
註
13
)。

緒
鞭
館、

双
翁
堂
に
つ
い
て
は
不

明（
註
14
)。

明
治
版
と
し
て
「
紀
藩

赫
鞭
館
蔵
版
／
文
化
四
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丁
卯
九
月
／
双
翁
堂
／
南
紀
書
林

和
歌
山
本
町
二
丁
目

平
井
文
助
／
同
新
通
二
丁
目

帯
屋
伊
兵
衛」（「
和
歌
山」

「
平
井
文
助」「
新
通」
は
入
れ
木）
と
し
た
も
の（
千
葉
市
美

術
館
ラ
ヴ
ィ
ッ
ツ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
本
等）
（
図
8
)

が
あ
る。

千
葉
市
美
術
館
ラ
ヴ
ィ
ッ
ツ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
本
は
半
T
の

「
平
井
五
拌
堂
蔵
版
書
目」
を
伴
う（註
15
)。
平
井
文
助
は
帯

屋
文
助
と
名
乗
っ
た、
帯
屋
伊
兵
衛
の
番
頭
と
い
う（註
16
)。

明
治
六
年(-
八
七――-)
の
「
和
歌
山
縣
管
内
蔵
板
箇
所
取
調

書」
に
も
「
和
歌
山
縣
書
林
高
市
伊
兵
衛
蔵
版」
の
記
載
が

あ
る（註
17
)。

終
始
和
歌
山
の
書
騨
の
蔵
版
で
あ
っ
た
可
能
性

が
高
い。
帯
伊
書
店
に
伝
わ
っ
た
板
木
は
現
在
和
歌
山
市
立

博
物
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る（註
18
)。

さ
て
こ
の
よ
う
に
終
始
和
歌
山
の
書
難
の
蔵
版
と
み
ら

れ、
文
化
四
年
の
刊
記
を
持
つ
『
漢
画
独
稽
古』
で
は
あ
る

が、
『
板
行
御
赦
免
書
目』
に
よ
る
と
文
化
七
年(-
八一

0)、
未
刻
と
し
て
京
都
で
板
行
願
が
出
て
い
る。
『
板
行
御

赦
免
書
目』
は
あ
く
ま
で
も
板
行
を
赦
免
さ
れ
た
書
の
目
録

で
あ
り、
未
刻
に
終
わ
っ
た
も
の
も
載
る
こ
と
は
知
ら
れ
て

い
た
が（註
19
)、
す
で
に
刊
行
済
と
思
わ
れ
る
も
の
を
未
刻
と

し
て
願
い
出
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る。
ま
た
和
歌
山

は
地
理
的
に
近
い
こ
と
か
ら
漠
然
と
大
坂
本
屋
仲
間
の
支
配

下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
り
し
た
が
（註
20
)、
京
都
で
板
行

を
願
い
出
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い。

江
戸
時
代
の
出
版
に
お
い
て
は
板
株
の
権
利
が
保
護
さ

れ、
京・
大
坂・
江
戸――一
都（
寛
政
末
年
以
後
は
名
古
屋
も
含

北
林

平
井
五
将
堂
巌
畝
書
目
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閲

堂
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赫
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版
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南
知
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雙

翁

令
徽
山
新
遁

手
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屋
平
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衡
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屋
伊
兵

衛

鴫
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 文

心
呼
年
九
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靴舘
薇
版

挿図8 『漢画独稽古』明治版刊記と蔵版書目（千葉市美術館 ラヴィッツ・コレクション） 挿図7 『漢画独稽古』刊記 （筆者蔵）

め
た
四
都）
の
本
屋
仲
間
の
厳
重
な
管
理
化
に
あ
っ
た（註
21)

0

和
歌
山
な
ど
地
方
の
本
屋
の
出
版
物
を
全
国
で
売
る
た
め
に

は、

本
屋
仲
間
の
許
可
を
必
要
と
し、
本
屋
仲
間
に
所
属
す

る
書
陣
の
名
義
で
手
続
き
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た。
同
じ
帯

屋
伊
兵
衛
が
同
文
化
四
年
に
刊
行
し
た
『
紀
伊
国
名
所
図

会』
は
大
坂
の
河
内
屋
太
助
を
支
配
人
と
し、
刊
記
に
も
河

内
屋
太
助
の
名
が
見
え
る。

し
か
し
『
漢
画
独
稽
古』
の
場
合、
刊
記
に
は
四
都
の
書

騨
の
名
は
全
く
見
え
ず、
刊
記
か
ら
い
っ
て
実
際
に
刊
行
さ

れ
て
か
ら
板
行
願
を
提
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が、
興

味
深
い。
刊
記
に
は
地
方
の
本
屋
し
か
名
が
出
な
い
の
に、

多
く
の
部
数
が
伝
わ
り
完
成
度
の
高
い
も
の、
例
え
ば
和
歌

山
の
書
陣
五
軒
が
刊
記
に
み
え
る
『
名
数
画
譜』
な
ど
も
ど

こ
か
で
板
行
願
を
出
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い。

『
漢
画
独
稽
古』
も
ま
た
『
蘭
斎
画
譜』
と
同
様、
菱
屋

孫
兵
衛
の
出
版
し
た
本
の
巻
末
に
あ
る
出
版
広
告
「
皇
都
書

騨
五
車
楼
蔵
版
略
書
目」
に
載
っ
て
お
り、
同
じ
く
三
種
の

蔵
版
書
目
へ
の
掲
載
が
確
認
で
き
た。
京
都
で
板
行
願
を
出

し
た
書
騨
が
菱
屋
孫
兵
衛
の
可
能
性
も
あ
る
が、
刊
記
等
か

ら
は
全
く
関
与
が
う
か
が
え
な
い。
板
株
は
終
始
和
歌
山
の

本
屋
が
持
っ
て
い
た
も
の
だ
ろ
う。
高
橋
明
彦
氏
の
ご
教
示

に
よ
る
と、
蔵
版
と
は
別
に
「
売
弘」
自
体
も
そ
れ
な
り
の

権
利
が
あ
っ
た
ら
し
い。
菱
屋
孫
兵
衛
は
「
売
弘」
の
権
利

に
基
づ
き
『
漢
画
独
稽
古』
を
蔵
版
書
目
に
掲
載
し
て
い
る

と
考
え
る。
本
屋
仲
間
に
入
ら
な
い
和
歌
山
の
本
屋
が
板
株
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『
欽
慕
画
譜』

皆
川
漠
園
（

一
七一
二
四
S
一

八
0
七
）

を
偲
ん
で
出
版
さ
れ

た
書
画
集。

丹
波
亀
山
藩
の
家
老
を
勤
め
た
松
平
貞
幹
（

一

七
七
六
S
一

八
二
四
）

の
文
化
十
年
(
-

八
―
――-)
五
月
の
序

文
を
伴
う
（

図
9

)。

文
化
十
年
は
浪
園
の
七
回
忌
に
あ
た

る。

経
緯
は
岡
本
豊
彦
所
蔵
の
呉
春
画
浪
園
題
の
作
品
に
付

し
て
豊
彦
が
書
い
た
文
章
か
ら
も
わ
か
る。

洪
園
が
亀
山
藩

に
賓
師
の
礼
を
持
っ
て
招
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら、

藩
主
の

血
筋
を
引
く
家
老
で、

本
草
学
者
で
も
あ
っ
た
貞
幹
が
序
を

記
す
も
の
で
あ
ろ
う。

洪
園
の
書
画
（

門
人
村
上
松
堂
縮
摸

と
あ
る。

村
上
松
堂
は
画
人
と
し
て
は
岸
駒
の
門
人
で
あ
る

が、

こ
こ
で
「
門
人」

と
記
す
の
は
浪
園
と
も
何
ら
か
の
関

係
が
あ
っ
た
も
の
か
）

に
は
じ
ま
り、

文
化
十
年
五
月
の
時

点
で
す
で
に
没
し
て
い
る
呉
春
（

一
七
五―-
s
一

八
―
-
)、

渡
辺
南
岳
（

一
七
六
七
＼
一
八
一
三

正
月
四
日
に
没
）、

長

沢
芦
雪
（

一

七
五
四
＼
一
七
九
九
）、

円
山
応
挙
（

一

七
三
三

s
一
七
九
五
）

の
四
人
は
物
故
者
な
が
ら
洪
園
の
「
醇
膠
（

じ

ゅ
ん
ろ
う、

混
じ
り
け
の
な
い
濃
厚
な
濁
り
酒
の
意
味
か

ら、

交
際
が
深
い
と
い
う
意
味
か
）

」

の
友
と
し
て
掲
載
し

た
と
あ
る。

物
故
者
掲
載
の
経
緯
を
記
す
伏
見
の
采
寅
な
る

人
物
と
文
中
で
言
及
さ
れ
る
佐
野
冠
（

済
民、

序
文
に
も
済

民
の
名
が
あ
る。
『
平
安
人
物
志』

文
化
十
年
版
医
家
の
部

を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
関
係
す
る
だ
ろ
う。

に
載
る
）

が
実
質
的
な
編
者
か。

続
い
て
吉
村
蘭
洲
（

一
七
三

九
S
一

八
一

六
）

の
作
品
に
七
十
六
翁
と
あ
る。

蘭
洲
の
七

十
六
歳
は
文
化
十
年
に
あ
た
り、

他
の
画
家
に
つ
い
て
も
同

様
に
文
化
十
年
時
点
の
新
作
を
載
せ
る
と
推
定
で
き
る。

以

下
月
峯
（

一

七
六
O
S
一

八
三
九
）、

山
跡
鶴
嶺
（

生
没
年
不

詳
）、

円
山
応
震
（

一
七
九
O
S
一

八
三
八
）、

山
口
素
絢
（

一

七
五
九
＼
一

八
一

八
）、

岡
本
豊
彦
（

一

七
七
三
s
一

八
四

五
）、

松
村
景
文
（

一
七
七
九
＼
一

八
四
三
）、

円
山
応
瑞
（

一

七
六
六
S
一

八
二
九
）、

河
村
文
鳳
（

生
没
年
不
詳
）、

奥
文

嗚
（

不
詳
S
一

八
一
三
）、

吉
村
孝
敬
（

一

七
七
O
S
一

八
三

六
）、

土
岐
瑛
昌
（

生
没
年
不
詳
）、

河
村
埼
鳳
（

一

七
七
八

s
一

八
五
二
）、

東
東
寅
（

一

七
九
三
＼
一

八
五
三
）、

長
沢

芦
洲
（

一

七
八
七
＼
一

八
四
七
）、

八
田
古
秀
（

一

七
六
〇

s
一

八
二
二
）、

岸
岱
（

一
七
八
五
S
一

八
六
五
）、

村
上
東

洲
（

不
詳
＼
一

八―1
0、

七
十
二
翁
と
あ
る
の
が
新
作
で
あ

れ
ば
生
年
は
一

七
四
三
か
）

（

図
10

)、

佐
久
間
草
個
（

不
詳
S

一

八
二
八
）、

佐
々
木
大
寿
（

生
没
年
不
詳）、

東
東
洋(
-
七

五
五
＼
一

八
三
九
）、

村
上
松
堂
（

一
七
七
六
＼一

八
四
一
）、

西
村
楠
亭
（

一

七
五
五
＼
一

八
三
四
）、

森
嶋
和
敬
（

孟
和、

布
袋
庵、

詳
細
不
明
）、

木
下
応
受
（

一

七
七
七
＼
一

八
一

五
）、

岸
駒
（

一

七
四
九
＼
一

八
三
八、

た
だ
し
署
名
は
岸
岱

縮
）、

原
在
明
（

一
七
八
一

＼一

八
四
四
）、

上
田
耕
夫(
-
七

六
〇
＼
一

八――――
-)、

狩
野
永
俊
（
一

七
六
九
＼
一

八
一

六
）

が
参
加
し、
『
平
安
人
物
志』

文
化
十
年
版
の
画
家
の
部
を

そ
の
ま
ま
見
る
よ
う
で
あ
る。

れ
令
町
埠
小
鯰
上
ょ
町

菱
屋
孫
兵
衛

蔵
版

挿図11 「呈都五車楼画譜類蔵版略書目」

惰

村
上
成

韓
文
公
城
南
聯
句
岡 ．

鴨
束
洲

挿図10 r欽慕画譜』 村上東洲挿図
（千葉市美術館 ラヴィッツ ・ コレクション）

曰
為
が戸
伐
笈
尽
必'
i

人

盈
0

罪

ク
な
弯
塁
？一
A

也
山

源
食
許
媒

園

＂

挿図9 『欽慕画譜」序
（千葉市美術館 ラヴィッツ ・ コレクション）
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千
葉
市
美
術
館
ラ
ヴ
ィ
ッ
ツ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
本
の
刊
記

は
「
天
保
十
亥
五
月
新
刻
／
皇
都
書
林
／
寺
町
通
五
條
上

町
／
葛
西
市
郎
兵
衛
／
西
堀
川
通
佛
光
寺
下
町
／
梶
川
七
郎

兵
衛」
（
半
丁）
、
「
皇
都
五
車
楼
画
譜
類
蔵
版
略
書
日
／

（
『
芥
子
園
画
伝』

以
下
全
十
七
タ
イ
ト
ル）
（
図
11）

／
御
幸

町
姉
小
路
上
ル
町

皇
都
書
難

菱
屋
孫
兵
衛

蔵
板」
（
後

表
紙
見
返
全
面）
。

天
王
寺
屋
（
葛
西）
市
郎
兵
衛
の
明
和
期
の
当
主
は
学
者
葛

応
禎
と
し
て
『
平
安
人
物
志』

明
和
五
年
（
一

七
六
八）

版
・

安
永
四
年
（
一

七
七
五）
版・
天
明
二
年
（
一

七
八
二）
版
に
載
る

人
物
で、

皆
川
洪
園
と
同
時
代
人
で
あ
っ
た。

銭
屋
（
梶
川）

七
郎
兵
衛
は
『
平
安
人
物
志』

明
和
五
年
版・
安
永
四
年
版・

天
明
二
年
版
の
版
元
に
名
を
連
ね
る
書
騨
で
あ
り、

偶
然
で

は
あ
ろ
う
が
『
平
安
人
物
志』

的
な
本
書
に
ふ
さ
わ
し
い
。

集
め
た
作
品
は、

文
化
十
年
時
点
で
の
新
作
と
思
わ
れ
る

が、
『
板
行
御
赦
免
書
目』

で
は
文
政
1

一
年
(
-

八
一

九）
に

未
刻
と
あ
る。

天
保
十
年
(
-

八
三
九）
に
出
版
さ
れ
る
ま

で、

板
行
が
許
可
さ
れ
て
か
ら
二
十
年
も
か
か
っ
て
い
る。

巻
末
の
「
皇
都
五
車
楼
画
譜
類
蔵
版
略
書
目」

中
の
『
融

斎
画
譜』

が
弘
化
三
年
（
一

八
四
六）
の
序
を
持
つ
で
あ
ろ
う

こ
と
か
ら、

千
葉
市
美
術
館
ラ
ヴ
ィ
ッ
ツ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

本
『
欽
慕
画
譜』

は
早
く
て
も
弘
化
三
年
以
降
成
立
の
後
印

本
と
み
る。

文
政
元
年
の
刊
記
を
伴
う
『
漢
画
指
南』

で
は

じ
ま
る
五
丁
半
の
「
皇
都
書
郎
五
車
楼
蔵
版
略
書
目」

A
に

は
含
ま
れ
ず、

嘉
永――一
年
（
一

八
五
0
)

以
降
と
思
わ
れ
る、

『
蘭
斎
画
譜』

は
大
坂
で
秋
田
屋
市
兵
衛
が
開
版
し、

板

株
を
所
有
し
て
い
た
が、

菱
屋
孫
兵
衛
は
途
中
か
ら
刊
記
に

名
を
連
ね、

蔵
版
書
目
に
も
載
せ
る。
『
漢
画
独
稽
古』

は

紀
州
和
歌
山
の
本
屋
の
開
板
で
板
株
は
和
歌
山
の
本
屋
が
持

っ
た。

菱
屋
孫
兵
衛
は
恐
ら
く
「
売
弘」

の
権
利
を
持
ち、

蔵
版
目
録
に
も
載
せ
た。
『
欽
慕
画
譜』

は
計
画
か
ら、

実

際
の
刊
行
ま
で
に
長
い
時
間
を
要
し
た。

菱
屋
孫
兵
衛
は
出

版
後
の
早
い
時
点
で
参
入
し、

板
株
を
入
手
し
蔵
版
書
目
に

も
載
せ
る。

今
回、

後
摺
本
の
成
立
時
期
を
絞
り
込
む
た
め
に
蔵
版
書

目
を
使
用
し
た。

こ
こ
で
は
た
ま
た
ま
館
蔵
本
の
巻
末
に
附

属
す
る
蔵
版
害
目
を
使
用
し
た
だ
け
だ
が、

蔵
版
書
目
の
改

変
に
注
目
し
て
成
立
年
代
を
絞
り
込
む
手
法
で
の
成
果
も
報

告
さ
れ
て
い
る（
註
23
)。

蔵
版
書
目
に
出
て
く
る
本
に
つ
い
て

調
査
を
す
す
め、

更
に
蔵
版
書
目
を
活
用
し
て
状
況
を
明
ら

か
に
し
た
い。

菱
屋
孫
兵
衛
は
江
戸
時
代
中
期
か
ら
明
治
に

お
わ
り
に

『
日
本
書
記

小
寺
板』

で
は
じ
ま
る
十
丁
の
広
告
B
に

『
欽
慕
画
譜』

が
含
ま
れ
る
こ
と
と
も
年
代
的
に
合
致
す
る。

『
和
漢
独
稽
古』

の
よ
う
に
板
株
が
本
屋
仲
間
外
に
あ
る
と

い
う
事
情
は
な
い
の
で、

蔵
版
書
目
に
掲
載
す
る
こ
と、

す

な
わ
ち
板
株
の
所
持
と
考
え
る
と、

弘
化
三
年
ま
で
に
板
株

の
権
利
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う。

京

都
書
昇

約
令

平
御
池
＊g

菱
屈
孫
兵
術

和
漢
書
函
詩
都
剣
書
物
祈

か
け
て
京
都
で
画
譜、

絵
本
を
多
く
出
版
し
た。

求
版
に
よ

る
出
版
が
多
く、

必
然
的
に
後
摺
と
い
う
こ
と
に
な
る
が、

後
摺
に
も
ま
た
そ
れ
相
応
の
意
義
が
あ
り、

適
切
に
位
置
づ

け
て
い
き
た
い
。

求
版
に
よ
る、

画
譜、

絵
本
の
出
版
に
つ

い
て
は、

よ
く
似
た
傾
向
の
画
譜、

絵
本
の
板
株
を
ま
と
め

て
所
持
し
て
い
れ
ば
類
版
の
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
ら
れ
る
の
で

求
版
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
し、

出
版
の
権
利
は
利
殖
の

た
め
の
売
り
買
い
で
も
あ
る。

し
か
し、

類
版
の
ト
ラ
ブ
ル

回
避、

利
殖
と
い
う
以
上
に、

菱
屋
孫
兵
衛
は
画
譜、

絵
本

の
権
利
を
ま
と
め
て
所
持
し、

売
る
こ
と
を
戦
略
的
に
行
っ

て
い
た
よ
う
に
見
え
る（
註
24
)。
『
和
漢
衆
画
苑』

の
巻
末
に

「
和
漢
書
画
譜
翻
刻
書
物
所
／
京
都
書
騨

御
幸
町
御
池

南
／
菱
屋
孫
兵
衛」
（
図
12

)

と
あ
る
の
も
画
譜、

絵
本
の
販

売
へ
の
積
極
的
な
取
り
組
み
を
う
か
が
わ
せ
る。

ま
た
『
欽

慕
画
譜』

の
巻
末
に
載
る、
『
芥
子
園
画
伝』

や
『
＋
竹
斎

画
譜』

の
翻
刻
も
含
め
て
画
譜
の
み
を
集
め
た
「
皇
都

五

車
楼
画
譜
類
蔵
版
略
書
目」

も、
『
欽
慕
画
譜』

の
読
者
の

挿図12 『和漢衆画苑」 （千葉市美術館
ラヴィッツ ・ コレクション） 巻末
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挿図13 『賞春芳帖』A 池大雅ほか挿図 （千葉市美術館 ラヴィッツ・コレクション）

,

1;
 

挿図14 『賞春芳帖』A 刊記 （千葉市美術館 ラヴィッツ・コレクション）

挿図15 『賞春芳帖』B 刊記 （千葉市美術館 ラヴィッツ・コレクション）
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2
 

傾
向
を
踏
ま
え
て、

画
譜
を
宣
伝
す
る
営
業
活
動
で
あ
る。

販
売
す
る
画
譜、

絵
本
を
増
や
す
手
段
と
し
て、

出
版
に

関
与
し
た
私
家
版
的
な
本
を
売
品
に
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
ろ

う。

例
え
ば
「
皇
都

五
車
楼
画
譜
類
蔵
版
略
書
目」

な
ど

に
載
る
恵
美
長
敏
編
『
賞
春
芳
帖』
（
図
13
ー
図
15

)

は、

著

名
な
画
人
や
文
人
以
外
に
詩
文
や
絵
を
寄
せ
る
岩
垣
龍
渓
主

催
の
詩
社
松
羅
館
関
係
者
が
金
銭
的
に
も
関
与
し
て
菱
屋
孫

兵
衛
か
ら
出
版
し
た
も
の
を
後
に
売
品
に
し
た
と
考
え
ら
れ

る（
註
25
)。

菱
屋
孫
兵
衛
は
画
譜、

絵
本
を
積
極
的
に
出
版
し
売
ろ
う

と
し
た。

そ
の
蔵
版
書
目
に
あ
ら
わ
れ
る
画
譜、

絵
本
に
注

目
し
た
結
果、

三
点
の
本
に
つ
い
て
そ
の
板
株
の
異
動
や
出

版
経
緯
の
一

端
を
示
す
こ
と
が
で
き
た。

菱
屋
孫
兵
衛
の
蔵

版
書
目
と
画
譜、

絵
本
の
出
版
活
動
に
つ
い
て
今
後
更
に
研

究
を
進
め
て
い
き
た
い。

な
お、

書
誌
の
重
要
性
を
十
分
認
識
し、

力
及
ぶ
範
囲
で

真
摯
に
取
り
組
む
よ
う
心
が
け
て
い
る
が、

手
探
り
の
状
態

で
あ
り、

間
違
い
や
誤
解
も
多
々
あ
る
よ
う
に
思
う。

ご
教

示
を
お
願
い
す
る
し
だ
い
で
あ
る。

拙
稿
「
森
蘭
斎
に
つ
い
て
—
支
持
者
と
の
か
か
わ
り
を
中
心
に
—」

（『
美
術
史』
一
五
六‘
―1
0
0
四
年
三
月）。

大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
本（
六
書
牌
版）
に
つ
い
て、

及
び
七
書

騨
版
と
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照。

『
大
阪
府
立
図
書
館
蔵
稀
書
解
題
目
録

和
漢
書
の
部』
一
九
六―――

年、
一
〇
八
s1
0
九
頁。

な
お
六
書
陣
版
は
こ
の一
本
し
か
確
認
で
き
て
い
な
い。

『
蘭
斎
画
譜』
は
『
日
本
古
典
籍
総
合
目
録』
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ

り
以
下
の
所
蔵
が
知
ら
れ
る。
国
会
図
書
館・
国
会
図
書
館
伊
藤
文

廂（
蘭
部―――

一
冊）•
関
西
大
学（
三
冊

関
西
大
学
図
書
館
の
書
誌

に
よ
る
と、
巻――
＼
四
の一
二
冊
で
刊
年
等
が
不
明
と
い
う
こ
と
は

蘭
部
か）
・
京
都
大
学・
東
京
藝
術
大
学・
東
北
大
学
狩
野
文
郎（
蘭

部
四
一
冊）・
龍
谷
大
学（
四
冊）・
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館・
長

崎
歴
史
文
化
博
物
館
（
蘭
部一
ー＝―
-―-
冊）
・
新
潟
県
立
図
書
館・

神
宮
文
庫・
山
口
大
学
棲
息
堂
文
庫（
竹
部
四・
蘭
部一

―一
冊）
．

茨
城
大
学
菅
文
血（
竹
部――
・
蘭
部
三

二
冊）
•
新
潟
大
学
佐
野
文

廂（
蘭
部

四
冊）・
金
沢
市
立
図
書
館
村
松
文
庫（
竹
部―

一
冊）．

豊
田
市
立
図
書
館・
京
都
大
学
大
惣
本・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ

サ
ン
ゼ
ル
ス
校。

ま
た
コ
ー
ニ
ッ
キ
ー
版
欧
州
所
在
日
本
古
書
総
合
目
録
に
よ
り

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
東
洋
図
書
館（
竹
部―――

一
冊）
の
所
蔵
が
知
ら
れ

る。他
に
千
葉
市
美
術
館（
ラ
ヴ
ィ
ッ
ツ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン）
・
神
戸
市

立
博
物
館・
滝
沢
定
春
氏・
国
会
図
書
館
所
蔵
相
見
香
雨
旧
蔵
本（
相

見
本）・
永
青
文
郎（
熊
本
大
学
寄
託）
•
佐
賀
県
立
図
書
館（
蘭
部
四

冊）
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
パ
ブ
リ
ッ
ク
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
・
国
文
学
研
究

資
料
館
に
所
蔵
さ
れ
る。

調
査
し
た
範
囲
で
は
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
本
が
①
六
書
騨

版、

国
会
図
書
館
本・
新
潟
県
立
図
書
館
本・
滝
沢
定
春
氏
蔵
本
が

②
七
書
騨
版
A、
欠
落
が
多
い
が
豊
田
市
立
図
書
館
本
も
恐
ら
く

②
七
書
騨
版
A、

東
京
藝
術
大
学
本・
神
戸
市
立
博
物
館
本・
山
口

大
学
附
属
図
書
館
棲
息
堂
文
庫
が
③
ア
四
書
帥
版、
千
葉
市
美
術

館
本
が
③
イ
四
書
騨
版
に
相
当
す
る。
ま
た
刊
記
の
記
載
の
あ
る

目
録、

報
告
に
よ
り
京
都
大
学
大
惣
本、

国
文
学
研
究
資
料
館
本、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
パ
ブ
リ
ッ
ク
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
本
が
②
七
書
陣
版、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
校
本
が
③
イ
四
書
騨
版
と

わ
か
る。

相
見
本
は
七
書
騨
の
刊
記
だ
が、

紙
質、

摺
り
の
状
態
か
ら
い

っ
て
遅
い
時
期
の
も
の
と
み
ら
れ、
七
書
陣
版
B

と
い
う
こ
と
に

な
る。

蘭
部
巻
三、

十
三
丁
裏
の
矢
倉
安
安
の
印
が
な
い
の
が
顕

著
な
相
違
で
あ
る
（
相
見
本
に
矢
倉
安
安
の
印
が
な
い
こ
と
に
つ

い
て
は
安
永
拓
世
氏
の
ご
教
示
に
よ
る）。
国
会
図
書
館
伊
藤
文
庫

本
は
蘭
部
巻―
二
の
み、

新
潟
大
学
図
書
館
佐
野
文
庫
本
は
闊
部
四

冊
の
み
だ
が、

紙
や
摺
の
比
較
に
よ
り
七
書
陣
版
と
推
定
す
る。

細
合
半
斎
と
藤
屋
弥
兵
衛
に
つ
い
て
は、
以
下
を
参
照。

山
口
恭
子
「
細
合
半
斎
と
書
陣•
藤
屋
弥
兵
衛

ー
滝
本
流
中
興
の

背
漿

ー」（『
日
本
文
学
誌
要』
六―11‘
―1
0
0一
年）。

刊
行
の
経
緯
に
つ
い
て
は
注
1
拙
稿、

及
び
拙
稿
「
大
坂
の
『
唐

画』
と
南
頻
風

森
蘭
斎
を
中
心
に」（『
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
21』
第

一
七
号、
二
0
0
八
年
五
月
刊
行
予
定）
で
も
述
べ
た。

出
願
か
ら

刊
行
ま
で
に
三
年
か
か
っ
て
い
る
の
は、

沈
南
頻
の
画
法
を
紹
介

す
る
点
で、
既
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
建
部
凌
岱
の
画
譜
『
寒
葉
斎

画
譜』
や
宋
紫
石
の
画
譜
『
宋
紫
石
画
譜』『
古
今
画
藪
後
八
種』、

安
永
九
年（一
七
八
0)
刊
行
の
『
古
今
画
藪
後
八
種
四
体
譜』
と

の
調
整
が
生
じ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い。
な
お、

当
時
の
江
戸
の

代
表
的
な
本
屋、

須
原
屋
茂
兵
衛
は
『
蘭
斎
画
譜』
に
も、
す
べ

て
の
宋
紫
石
の
画
譜
に
も
名
前
を
連
ね
て
い
る。

6

広
告
に
含
ま
れ
る
『
応
挙
画
譜』
の
刊
年
が
嘉
永
三
年
で
あ
る
た

め。

嘉
永
六
年
以
降
で
あ
る
可
能
性
は、
『
融
斎
画
譜』
が
嘉
永
六

年
の
序
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
た
め。
『
融
斎
画
譜』

に
つ
い
て
は
ラ
ヴ
ィ
ッ
ツ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
確
認
す
る
だ
け
で

も、
天
保―一
年(-
八
三一
）
序、
天
保
十
二
年（一
八
四一
）
求
版、

弘
化
三
年
六
月
発
行
の
刊
記、
嘉
永
六
年(-
八
五――-)
の
新
序
を

持
つ
菱
屋
孫
兵
衛
版
二
帖
と、

弘
化
三
年
十
月
の
序
を
持
ち、
刊

記
が
な
い
二
帖
の一一
種
類
が
あ
り、
今
後
の
検
討
を
要
す
る。
蔵

版
書
目
B
に
は
「
花
鳥
彩
色
一
帖」、

蔵
版
書
目
C
に
は
「
花
鳥

の
部
一
冊」
と
あ
る。
題
材
が
花
鳥、

菱
屋
孫
兵
衛
版
と
い
う

条
件
に
は
前
者
の
ほ
う
が
近
い
が、

後
者
も
決
定
的
に
異
な
る
と

は
い
え
な
い。

千
葉
市
美
術
館
ラ
ヴ
ィ
ッ
ツ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
本
『
和
漢
衆
画
苑』

の
巻
末
の
蔵
版
書
目
は
最
初
の一
丁
が
欠
落
し
て
い
る
が、
二
丁

目
以
降
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り、

書
誌
研
究
会
編
『
近
世
後
期

書
林
蔵
版
習
目
集』（
ゆ
ま
に
書
房、
一
九
八
四
年）
掲
載
の
菱
屋
孫

兵
衛
蔵
版
書
目
と一
致
す
る
と
判
断
し
た。

註
7、
前
掲
書。
な
お
『
蘭
斎
画
譜』
の
後
に
載
る
『
五
之
画
数』

『
八
之
画
数』
は
数
が
「
藪」
の
誤
り
で、
冊
数
か
ら
い
っ
て
そ
れ

ぞ
れ
宋
紫
石
『
古
今
画
藪
後
八
種
四
体
譜』（
五
巻
五
冊）、

宋
紫
石

8
 

7
 

5
 

4
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『
古
今
画
藪
後
八
種』
（
八
巻
八
冊）
に
対
応
す
る
と
考
え
た
い

。
『

後

八
種』
r

後
八
種
四
体
譜』

の
刊
記
に
は
当
初
か
ら
須
原
屋
茂
兵
衛

の
名
が
見
え
る 。

書
誌
学
と
し
て
は
基
本
事
項
な
の
か
も
し
れ
な
い
が 、

筆
者
は
以

下
の
記
述
を
読
む
ま
で
は
認
識
し
て
い
な
か
っ
た 。

橋
口
侯
之
介
『

続
和
本
入
門

江
戸
の
本
屋
と
本
作
り』

（
平
凡
社 、

―
1
0
0
七
年）
一

六
六
頁
＼

一

六
七
頁 。

鈴
木
淳
氏
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば 、
『

蘭
斎
画
譜』

の
錯
綜
し
た
出
版

事
情
は
書
騨
が
三
都
に
ま
た
が
る
た
め
だ
ろ
う
と
の
こ
と 。

七
書

騨
版
は
『

蘭
斎
画
譜

後
編』

と
表
紙
の
色 、

題
箋
の
書
体
が
よ

く
似
る 。

相
見
本
『

蘭
斎
画
譜

後
編』

は
巻
末
に
須
原
屋
茂
兵

衛
の
薬
の
広
告
を
伴
い 、

薬
の
売
弘
所
と
し
て
秋
田
屋
市
兵
衛
の

名
が
見
え
る 。
『

蘭
斎
画
譜』

七
書
難
版
B
は
③
イ
四
書
陣
版
以
降

に
『

蘭
斎
画
譜

後
編』

と
合
わ
せ
て
須
原
屋
茂
兵
衛
が
売
り
出

し
た
可
能
性
を
考
え
た
い 。

高
杉
志
緒
「

宮
本
君
山
研
究
序
論」
（
『

下
関
短
期
大
学
紀
要』
―
―

五 、

二
0
0
七
年）

。

展
覧
会
図
録
『

西
洋
の
青

プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
を
め
ぐ
っ
て
』

（
神
戸
市
立
博
物
館 、
―
1
0
0
七
年）

。

な
お 、

高
杉
志
緒
氏
・

岩
佐
伸
一

氏
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば 、

見
返
し

を
持
つ
も
の
も
あ
り 、

体
裁
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
と
の
こ
と 。

今

後
調
査
を
進
め
た
い

。

「
紀
藩

緒
鞭
館
蔵
版」

は 、

文
化
七
年
刊
大
原
東
野
編
『

名
数
画

譜』

の
「

紀
藩

南
嶺
館
蔵
版」

と
よ
く

似
た
蔵
版
表
記
で
あ
る 。

須
山
高
明
「

近
世
紀
州
書
陣
出
版
物
編
年
目
録
稿」
（
上）
（
『

和
歌

山
県
立
博
物
館
紀
要』

五 ‘
―
1
0
0
0
年）
に
よ
れ
ば
文
化
十
一

年

刊
森
川
竹
窓
『

證
語
録』

に
「

紀
藩

四
以
寓
蔵
版」

の
表
記
が

あ
る 。

こ
の
三
件
は
和
歌
山
書
陣
の
み
が
刊
記
に
あ
り 、
一

見
藩

校
や
藩
関
係
の
蔵
版
と
見
ま
が
う
よ
う
な
表
記
に
は 、

本
屋
仲
問

か
ら
の
追
求
に
備
え
る
意
図
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い

。

し
か
し 、

文
化
十
五
年
刊
武
部
子
芸
『

発
泡
打
膜
考』

の
「

紀
藩

普
済
堂

蔵
版」

な
ど 、

刊
記
に
本
屋
仲
間
の
書
騨
が
入
る
場
合
に
も
見
ら

れ
る
表
記
で
は
あ
る 。

双
翁
堂
に
つ
い
て
は
不
明 。

紹
田
屋
平
右

衛
門 、

帯
屋
伊
兵
衛
両
者
を
指
す
も
の
か
と
推
測 。

「
平
井
五
特
堂
蔵
版
書
目」

に
は
明
治
時
代
の
教
科
書
に
混
じ
っ

て 、
『

名
数
画
譜』

が
み
え
る
の
も
興
味
深
い

。
『

名
数
画
譜』

は

23 22 21 20 19 18 17 16 

紀
藩

南
嶺
館
蔵
版
と
し
て
文
化
七
年
刊 。

坂
本
屋
喜
一

郎
／
坂

本
屋
大
治
郎
／
銭
屋
喜
十
郎
／
認
田
屋
平
右
衛
門
／
帯
屋
伊
兵
衛

の
五
書
騨
が
刊
記
に
み
え
る 。

他
に
阪
本
屋
喜
一

郎
／
阪
本
屋
大

―
一
郎
の
二
書
罪
版
が
あ
り 、

平
井
文
助
が
刊
行
し
た
明
治
版
も
あ

る 。

千
葉
市
美
術
館
ラ
ヴ
ィ
ッ
ツ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
本
明
治
版
『

名

数
画
譜』

も
「

平
井
五
拌
堂
蔵
版
書
目」

を
伴
う 。

明
治
六
年
（
一

八
七――-)
の
「

和
歌
山
縣
管
内
蔵
板
箇
所
取
調
書」

に
は
和
歌
山
縣

書
林
野
田
大
二
郎
・

和
歌
山
縣
書
林
野
田
喜
一

郎
・

和
歌
山
縣
書
林

高
市
伊
兵
衛
蔵
版
と
あ
り 、

和
歌
山
の
書
陣
の
間
で
板
株
の
権
利

の
移
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る 。

内
容
面
で
『

漢
画
独
稽
古』

と
直
接
は
関
連
し
な
い 、

今
井
元

雄
編
『

漢
画
独
稽
古

後
編』

を
明
治
十
三
年
(
-

八
八
0)
に
平

井
文
助
が
出
版
し
て
お
り 、

明
治
版
『

漢
画
独
稽
古』

と
合
わ
せ

て
販
売
し
た
も
の
か 。

大
和
博
幸
「

和
歌
山
の
出
版
と
書
陣」
（
朝
倉
治
彦
・

大
和
博
幸
編

『
近
世
地
方
出
版
の
研
究』

東
京
堂
出
版 、
一

九
九
三
年）

、

ニ
―

八
頁 。

大
和
博
幸
「

研
究
ノ
ー
ト

江
戸
時
代
若
山
の
出
版
と
書
誌
の
基

礎
的
考
察
補
遺
ー
『

和
歌
山
縣
館
内
蔵
板
箇
所
取
調
習』

考」
（
『

出

版
研
究』

二
ニ

、
一

九
九
一

年）
。

高
市
績
『

青
霞
堂
板
木
目
録』
（
帯
伊
書
店 、
一

九
九
三
年）

。

な
お

同
書
あ
と
が
き
に
よ
れ
ば 、
「

幕
末
か
ら
明
治
の
初
期
に
か
け
て
再

版
し
た
板
木
は
明
治
十
八
年
に 、

本
町
七
丁
目
和
泉
屋
酒
蔵
に
て

消
失
し 、

現
存
の
板
木
は
そ
の
時
の
焼
け
残
っ
た
板
木
を
保
存
し

て
い
る
の
で
す 。
」

と
あ
る 。

宗
政
五
十
緒
・

若
林
正
治
編
『

近
世
京
都
出
版
資
料』
（
日
本
古
書
通

信
社 、
一

九
六
五
年） 、
一

九
二
頁 。

蒔
田
稲
城
『

京
阪
書
籍
商
史』
（
『
日
本
出
版
大
観』

上
巻 、

タ
イ
ム

ス
社 、
一

九―
―
九
年 。

改
題
複
製
本 、

臨
川
書
店 、
一

九
八―
一
年

に
よ
る） 、

三一
二
七
頁 。

註
9
前
掲
書 、

七
四
頁 、
一

五
二
＼

一

五
九
頁 。

註
9
前
掲
書 、

七
四
頁 、
一

六
八
頁 。

松
田
泰
代
「

近
世
商
業
出
版
に
お
け
る
蔵
版
目
録
の
あ
り
方
に
つ

い
て

書
陣
須
原
屋
市
兵
衛
の
事
例
よ
り」

（
日
本
出
版
学
会
二
〇

0
七
年
度
春
季
研
究
発
表
会
に
お
け
る
研
究
発
表 、

二
0
0
七
年

五
月
十
九
日）

。

な
お
内
容
を
知
り
え
た
の
は
松
田
氏
の
ご
好
意
に

25 24 

よ
る
も
の
で
あ
る 。

記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す 。

『
日
本
古
典
籍
書
誌
学
辞
典』

の
長
島
弘
明
「

菱
屋
孫
兵
衛」

項
目

解
説
に
も
「

求
版
本
を
含
め
た
画
本
・

画
譜
の
類
の
出
版
が
多
く」

と
の
記
述
が
あ
る 。

『
賞
春
芳
帖』

に
つ
い
て
は
別
稿
を
準
備
し
て
い
る 。

菱
屋
孫
兵
衛

に
つ
い
て 、

初
代
は
岩
垣
松
苗
（
龍
渓
の
養
子
の
名
だ
が 、

年
代
的

に
は
符
号
し
な
い）

家
の
学
僕
を
し
て
い
た
が 、

の
ち
同
家
の
著
書

を
譲
り
う
け
出
版
し
た
の
が
始
ま
り 、

と
い
わ
れ
て
お
り 、

岩
垣

家
と
の
つ
な
が
り
も
あ
っ
て
『

買
春
芳
帖』

に
か
か
わ
っ
た
の
だ

ろ
う 。

菱
屋
孫
兵
衛
の
出
自
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照 。

京
都
書
騨
変
遷
編
纂
委
員
会
編
『

京
都
書
陣
変
遷
史』
（
京
都
府
書

店
商
業
組
合 、
一

九
九
四
年）

。
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Three case studies of Ehon (Japanese picture book) pub
lishing in the Edo period: A study of the activities of the 
Kyoto publisher and bookseller Hishiya Magobei 

Ito Shiori 

Hishiya Magobei published many picture books from the mid-Edo period through to the Meiji period, 

in Kyoto. In many cases, Hishiya Magobei acquired the original woodblocks following the first 

printing and printed many later editions as a new publisher and printed many later editions. It is true 

that the frrst edition of earlier impressions is the most important in the study of the ehon picture book. 

Not withstanding the beauty of a first edition, later editions are equally as important. Later editions 

were bought and sold, seen and read, and used in the same way. They have their own significance to 

which we pay attention in our study. In this article, I present three examples, Ransai Gafu, Kanga 

Hitori Geiko and Kimbo Gafu in order to study the publications by Hishiya Magobei. 

Ransai Gafu (Ransai Painting Album), is a picture book of paintings by Mori Ransai. Mori Ransai 

(1746-1801) was a Japanese painter who studied the Chinese painter, Shen Nanpin. Akitaya Ichibei 

originally published this book and owned the copyright to the work and all related woodblocks. In 

later editions, Hishiya Magobei's name also appears in publication notes at the end of the book. 

Hishiya Magobei listed this title amongst his own publications in his advertisements. However Suharaya 

Mohei also included this title in his publication advertisements. Copyright was subsequently divided 

after 1812, with at least two publishers sharing publication rights. 

Kanga Hitori Geiko (Self Study Guide on Chinese Style Painting) was written by the painter 

Miyamoto Kunzan. He explained the theories, materials, manners and subjects for painting in text 

and illustrations. This book was published in 1807 by publishers in Wakayama. But in 1810 there 

was a formal request for permission to publish the work in Kyoto. According to the document Hankou 

Goshamen Shomoku, the blocks had not yet been carved for this book. In the Edo period, it was 

necessary to have permission from bookseller guilds in order to sell local books in other areas. "Lo

cal" meant outside of Kyoto, Osaka and Edo (and Nagoya in the 19th century). Only publishers 

belonging to the guild could make such formal requests. Likely after the initial publication, some 

Kyoto publisher made such a request. Hishiya Magobei included this title in his advertisement for his 

publications. However, the publishers of Wakayama always retained the original woodblocks with 

copyright. I think Hishiya Magobei only had sales rights for this work. Such "sales-only rights" were 

also permitted. This "sales-rights only" title can be found in advertisements for publications by Hishiya 

Magobei. 

Kinbo Gafu was made in memory of the great scholarMinagawa Kien (1734-1807). This book' s 

preface is dated 1813, and the pictures and texts were newly made for this book at that time. But 

according to the Hankou Goshamen Shomoku document, this book was not yet engraved by 1819. It 

was finally published in 1839. Twenty years passed between the time permission was granted until 

the book was finally published. In this case, Hishiya Magobei included this title in his advertisement 

for publications as owner of the copyright. From my study of advertisements, he acquired the copy

right before 1846. 

Hishiya Magobei tried to publish and sell a lot of picture books. From my study of some of the 

titles in his advertisement for publications, I have chosen the above three cases regarding formal 

requests to publish and copyright transfers. I hope to continue this study of Hishiya Magobei's pub

lication of picture books through a further examination of historical advertisements for publications. 
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こ
れ
か
ら、
「
文
承
根
十
八
木
正

建
畠

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

哲（
美
術
評
論
家
・
国
立
国
際
美
術
館
館
長）

峯
村
敏
明（
美
術
評
論
家）

中
原
佑
介（
美
術
評
論
家
・
兵
庫
県
立
美
術
館
館
長）

藁
科
英
也（
司
会
進
行
／
本
館
学
芸
係
長）

一

九
七
三
—
八
三
の

仕
事」

展
に
関
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
い
た
い
と
思
い
ま

す。
ま
ず、

建
畠
さ
ん
か
ら
文
承
根
（
一

九
四
七
—
八
二
）
と
八

木
正
（
一

九
五
六
ー
八
三）
の
作
品、

あ
る
い
は
作
家
に
関
る

お
話
を
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す。

建
畠

文
承
根
は
一

九
四
七
年
生
ま
れ
で
し
た
か
ら
私
と
同

い
年
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
比
較
的
近
し
く
感
じ
ら
れ
ま
し

た。

八
木
正
は
五
六
年
生
ま
れ
で
す
か
ら、

私
よ
り
若
く、

ま
だ
京
都
市
立
芸
術
大
学
の
学
生
だ
っ
た。

こ
の一
一
人
は、

今
の
関
西
ア
ー
ト
・

シ
ー
ン
の
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
な、

ポ
ス

ト
・

モ
ダ
ン
的
な
ニ
ュ

ー
・

ウ
ェ

ー
ヴ
と
は
違
う。

ニ
ュ

ー

ウ
ェ

ー
ヴ
が
登
場
す
る
以
前
の
七
0
年
代
後
半
は、

今
か
ら

見
れ
ば
何
も
な
か
っ
た
よ
う
に
も
見
ら
れ
か
ね
な
い
と
こ
ろ

が
あ
る。

一

般
的
に
言
う
と
す
れ
ば、

文
の
場
合
は
日
本
で
生
ま
れ

日
本
で
育
っ
た
け
れ
ど
も
国
籍
は
異
な
っ
て
い
ま
し
た。

作

家
活
動
の

途
中
か
ら
「
藤
野
登
（
ふ
じ
の

の
ぼ
る）
」

を

「
文
承
根
（
ム
ン

ス
ン
グ
ン
）
」

と
変
え
た
こ
と
が
示
す
よ
う

に、

ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
に
対
す
る
問
い
か
け
を、

自
分
の

根
幹
に
納
め
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
れ
は
中
原
（
佑
介）

さ
ん
も
書
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も、

当
時
の
韓
国
に
「
エ
コ
ー
ル
・

ド
・

ソ
ウ
ル」

と
い
う
動
向

が
あ
っ
た。

こ
れ
は
「
白
派」

と
か
「
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
派」

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど、

非
常
に
禁
欲
的
で
一

種
ミ

ニ
マ
リ
ズ
ム
的
な
繰
り
返
し
の
法
則
に
よ
っ

て
描
い
て
い

た。

日
本
で
も
東
京
画
廊
で
の
展
覧
会
や
中
原
さ
ん
の
言
説

を
中
心
に
紹
介
さ
れ
て
い
た（
註
l
)。

こ
の
動
向
に
対
す
る
文

の
関
心
は
今
回
展
示
さ
れ
て
い
る
文
の
ラ
バ
ー
テ
ッ
ク
ス
を

用
い
た
水
彩
に
良
く
現
わ
れ
て
い
る。

ど
こ
か
で
意
識
し
な

が
ら
自
分
独
自
の
非
常
に
繊
細
で
エ
レ
ガ
ン
ト
な
…
…

作

品
と
し
て
は
エ
レ
ガ
ン
ト
だ
け
ど、

本
人
は
わ
り
と
存
在
感

の
強
い
、

観
念
的
な
人
で
し
た。

結
構
「
重
い
」

人
で
し

た。

い
つ
も
考
え
て
い
て、

ボ
ソ
ボ
ソ
と
話
し
て
い
た。

軽

や
か
な
人
で
は
な
か
っ
た。

「
一

九
七
0
年
代
・

高
松
次
郎
以
後」

《
無
窮
詩
》
(
-

九
七
三）
と
い
う
作
品
が
あ
り
ま
す。

巻
紙

み
た
い
な
紙
の
上
を、

表
面
に
活
字
が
つ
い
て
い
る
球
を
転

が
し
た
作
品。

そ
れ
を
彼
は
尽
き
る
こ
と
の
な
い
詩、

い
く

ら
で
も
で
き
る
詩
と
い

う
こ
と
で
「
無
窮
詩」

と
名
付
け

た。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
読
ん
で
解
る
も
の
で
は
な
い
し、

読

ま
せ
る
こ
と
を
前
提
と
は
し
て
い
な
い
。

文
字
に
よ
る
非
常

に
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
世
界。

今
私
は
詩
集
を
出
版
し
て
い

ま
す
が、

そ
の
頃
は
美
術
館
に
勤
め
な
が
ら、

発
表
の
意
図

も
な
く、

一

人
で
詩
を
書
い
て
い
た。

詩
と
美
術
の
か
か
わ

り
の
こ
と
を
考
え
た
時
に、

彼
の
あ
る
意
味
で
は
オ
ー
ト
マ

テ
ィ
ッ
ク
な
詩
を
産
出
す
る
方
法
に
つ
い
て、

彼
と
意
見
が

合
っ
た。

文
字
性
と
い
う
よ
う
な
こ
と、

絵
画
と
文
字
の
境

目、

あ
る
い
は
《
無
窮
詩
》

を
生
み
出
す
活
字
の
球
に
お
け

る
オ
ブ
ジ
ェ
と
文
字
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
彼
と
話

を
し
た。

彼
は
非
常
に
強
い
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
た
け
れ

ど
も、

し
か
し
そ
の
方
向
の
仕
事
は
《
無
窮
詩
》

を
生
み
出

す
だ
け
だ
っ
た。
一
二
十
六
オ
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め

に
そ
の
後
の
彼
の
展
開
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
残
念

で
す
け
れ
ど。

八
木
さ
ん
に
対
し
て
箇
条
書
き
に
言
え
ば、

ひ
と
つ
は
ミ
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ニ
マ
ル
・

ア
ー
ト
に
最
も
近
い
と
こ
ろ
に
い
た。

素
材
は
全

部
木
で
す
か
ら
「
戸
板
の
ジ
ャ
ッ
ド」

と
言
い
た
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
す。

そ
れ
と
同
時
に
一

方
で
は、

こ
れ
は
誤
解
が

多
い
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も、

表
面
の
あ
り
よ
う
と
か
素

材
の
味
の
中
に
や
は
り
ど
こ
か
京
都
的
な
体
質
と
言
う
か、

ク
ラ
フ
ト
的
な
感
党
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か。

こ
れ

は
も
ち
ろ
ん
八
木
一

夫
(
-

九
一

八
—
七
九）
さ
ん
の
家
で
育

っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
し、

彼
の
直
接
的
な
教

師
が
小
清
水
漸
（
一

九
四
四
生）
さ
ん
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も

あ
る
で
し
ょ
う。

今
思
え
ば
八
木
さ
ん
の
仕
事
は、

非
常
に
知
的
で
洗
練
さ

れ
た
仕
事
で
は
あ
る
け
れ
ど
も、

木
を
使
う
と
い
う
こ
と
の

中
に、

あ
る
チ
ー
プ
な
感
覚
と
い
う
も
の
が
あ
る。

こ
れ
は

若
い
ひ
と
た
ち
に
と
っ
て
は、

ス
ー
ツ
と
入
っ
て
行
く
こ
と

が
で
き
る
世
界
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね。

彼
が
そ
の
頃
チ

ー
プ
な
も
の、

プ
ラ
ス
の
意
味
で
チ
ー
プ
な
も
の
を
目
指
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
ど
こ
か
先
駆
的
に、

世
代
的
に
あ
っ

た
の
で
は
な
か
っ
た
か。

当
時
は
重
厚
長
大
な
思
考
と
い
う

も
の
に
対
し
て
批
判
的
な
風
潮
が
あ
っ
た
か
ら。

こ
れ
は
全

く
の
誤
解
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど、

今
か
ら
見
れ
ば、

そ
の

よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る。

続
い
て
峯
村
さ
ん。

峯
村

非
常
に
困
っ
て
お
り
ま
す。

と、

言
い
ま
す
の
は
こ

の
二
人
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト、

東
京
で
も
そ
こ
そ
こ
発
表
を
行

っ
て
い
ま
し
た
の
で、

あ
る
程
度
見
て
い
た
記
憶
は
あ
り
ま

す
が、

さ
ほ
ど
強
烈
な
印
象
を
（
私
に）
残
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。

何
か
食
い
足
り
な
い
感
じ
で
す
ね。

特
に
八
木
さ

ん
の
場
合
は
仕
事
が
丁
寧
な
だ
け
に、

作
品
の
学
ん
で
い
る

問
題
の
種
子
み
た
い
な
も
の
が、

ち
ょ
っ
と
酵
母
菌
不
足
な

の
か、

パ
ン

粉
そ
の
も
の
の
栄
養
が
足
り
な
い
の
か
…

「
不
思
議
な
と
こ
ろ
で
仕
事
を
し
て
い
る
人
だ
な」

と
い
う

思
い
で
作
品
を
見
て
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す。

早
く
亡
く
な

ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て、

ほ
と
ん
ど

私
の
記
憶
か
ら
は
落
ち
て
い
ま
し
た。

二
人
は、
一

九
七
0
年
代
と
い
う
一

種
の
冬
の
時
代、

谷

間
の
時
代
の
あ
る
典
型、

そ
の
中
の
非
常
に
消
潔
な、

美
術

家
と
し
て
非
常
に
清
潔
な
生
き
方
を
保
っ
た
な、

と
い
う
好

も
し
い
印
象
は
持
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も、

自
分
で
そ
れ
ほ

ど
後
追
い
し
て
み
よ
う、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
な
か
っ

た。

今
回
の
カ
タ
ロ
グ
な
ど
を
見
ま
し
て
も、

私
は
一

遍
も

こ
の
二
人
に
対
し
て
言
及
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
で
す
ね。

私
の
評
論
活
動
は
だ
い
た
い
七
0
年
代、

六
0
年
代
の
終
わ

り
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら、

本
来
な
ら
ば
七
0
年
代
か

ら
八
0
年
代
の
初
頭
に
か
け
て
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
す
と、

何
か
書
い
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
で
す
が、

そ
れ
が
全
く
あ
り

ま
せ
ん。

今
回
の
鼎
談
は、

以
前
高
松
次
郎
(
-

九一
二
六
ー
九
八）
、

そ
れ
か
ら
斎
藤
義
重
(
-

九
0
四
—―
1

0
0
1
)

に
つ
い
て
行

っ
た
同
じ
顔
ぶ
れ
で、

引
き
続
き
み
た
い
な
も
の
で
こ
ち
ら

の
美
術
館
で
考
え
た
ら
し
い
で
す
が、

私
が
出
て
来
て
い
い

も
の
か
ど
う
か、

内
心
俯
泥
た
る
も
の
が
あ
り
ま
す（
註
2
)
0

先
程
昼
食
の
お
り
の
話
で、

こ
の
二
人
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

は
別
に
一

組
と
い
う
こ
と
で
は
な
く、

別
々
で
も
い
い
の
で

す
け
れ
ど、

こ
こ
ま
で
美
術
館
で
ち
ゃ
ん
と
所
蔵
し
て、

持

ち
っ

放
し
で
は
な
く
研
究
を
し
て、

と
に
か
く
今
度
こ
う
い

う
か
た
ち
で
展
覧
会
を
行
う
ま
で
持
続
的
に
相
手
に
な
る
と

い
う
こ
と
は、

こ
の
美
術
館
の
学
芸
員
の
情
熱
と
い
う
か、

不
思
議
な
情
熱
だ
と
思
う
の
で、

本
当
は
こ
の
席
の
一

番
端

の
藁
科
さ
ん
が
私
の
と
こ
ろ
に
坐
っ
て
浴
浴
と
彼
ら
に
つ
い

て
話
を
す
る
の
が
筋
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す。

だ
か
ら、

私
か
ら
こ
の
各
人
に
つ
い
て
積
極
的
な
意
見
を
申

し
述
べ
る
機
会
が
な
い
ま
ま、

今
日
ま
で
参
り
ま
し
た。

こ

う
い
う
席
を
汚
す
者
と
し
て
ま
ず
い
こ
と
な
の
で
す
け
れ

ど。

前
回、

前
々
回
の
高
松
さ
ん、

斎
藤
さ
ん
の
時
に
は
そ

こ
そ
こ
に
想
う
と
こ
ろ
が
あ
り、

他
の
方
が
し
ゃ
べ
ら
な
け

れ
ば
私
か
ら
話
さ
な
け
れ
ば
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た。

今
回、

そ
れ
に
値
す
る
何
を
見
出
す
べ
き
か
わ
か
ら
な
い
ま

ま
で
来
て
お
り
ま
す。

で
す
か
ら
話
が
進
行
す
る
過
程
で、

同
時
代
を
生
き
た
批
評
家
と
し
て
コ
メ
ン
ト
程
度
は
い
く
ら

で
も
申
し
上
げ
ま
す
が。

そ
れ
で
は
中
原
さ
ん。

中
原

私
は、

文
さ
ん
も
八
木
君
も
生
前
面
識
が
あ
り
ま
し

た。

文
さ
ん
は
一

九
八
二
年、

八
木
さ
ん
は
そ
の
翌
年
に
亡

く
な
っ
た。

し
か
も
文
さ
ん
は
三
十
代
前
半
に
腎
臓
癌、

八

木
さ
ん
は
二
十
五
オ
で
急
性
白
血
病
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
た
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も
の
で
す
か
ら
非
常
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
た。

私
は
ず
ぼ
ら
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て、

そ
れ
ぞ
れ
二
人
と
最

初
に
あ
っ
た
の
が
い
つ
だ
っ
た
か
と
い
う
よ
う
な
記
録
を
全

然
残
さ
な
い
も
の
で
す
か
ら、

正
確
に
何
時
ど
う
だ
っ
た
か

と
い
う
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん。

た
だ
八
木
君
の
場
合、

私
は

彼
の
お
父
さ
ん
で
あ
る
有
名
な
陶
芸
家
の
八
木
一

夫
さ
ん
と

個
人
的
に
親
し
か
っ
た。

京
都
に
行
く
と、

八
木
（
一

夫）
さ

ん
が
夕
方
手
ぐ
す
ね
引
い
て
待
ち
構
え
て
い
て、
「
こ
れ
か

ら
呑
み
に
行
こ
う」

と。

京
都
に
行
っ
た
ら
必
ず
酒
を
呑
ん

で
い
ま
し
た。

そ
れ
で、

八
木
一

夫
さ
ん
の
息
子
が
彫
刻
を

や
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た。

こ
れ
は
峯
村
君
も
言
わ
れ
ま
し
た
が、

二
人
の
作
品
に
共

通
性
が
あ
る
か
と
言
う
と、

そ
れ
を
云
々
す
る
こ
と
は
難
し

い
と
思
う。

八
木
正
の
方
は
木
を
使
っ
た
立
体
的
な
作
品

で、

文
承
根
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
平
面
的
な、

水
彩
や
写

真
を
使
っ
た
仕
事
で、

作
品
の
形
態
が
違
う。

文
さ
ん
は
一

九
六
八
年、

芦
屋
市
展
に
出
品
し
て、

こ
の
市
展
に
具
体
美

術
協
会
の
メ
ン
バ
ー
が
関
っ
て
い
た
こ
と
か
ら、

具
体
に
出

品
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す。

八
木
さ
ん
は
七
七
年、

京
展
に

出
品
し
た
こ
と
が
初
め
て
の
対
外
的
な
発
表
で、

二
人
の
作

品
の
発
表
活
動
が
重
な
る
時
期
は
七
七
年
か
ら
八
二
年、

五

年
間
だ
け
だ
っ
た
わ
け
で
す。

そ
の
頃、

私
は
関
西
に
お
り

ま
せ
ん
で
し
た。

時
々
行
っ
て、

二
人
が
出
品
し
て
い
る
展

覧
会
や
個
展
に
ぶ
つ
か
る
と、

作
品
を
見
て
い
ま
し
た。

文

さ
ん
に
関
し
て
言
い
ま
す
と、

六
九
年
に
京
都
で
野
外
彫
刻

展
が
あ
り
ま
し
て、

鴨
川
の
岸
で
や
っ
て
お
り
ま
し
た。

た

ま
た
ま
そ
の
時
に
彼
は
立
体
作
品
を
出
品
し
て
い
た。

そ
れ

か
ら、

八
木
さ
ん
は
生
前
そ
ん
な
に
個
展
を
や
っ
て
い
た
わ

け
で
は
な
く、

五
回
ぐ
ら
い
。

亡
く
な
っ

た
八
三
年
に
す

ぐ、

い
い
作
家
が
若
く
し
て
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
私
が
京

橋
の
伊
奈
ギ
ャ
ラ
リ
ー（
現
・

I
N
A
X
ギ
ャ
ラ
リ
ー）

で
遺

作
展
を
企
画
し
ま
し
た（
註
3
)
0

私
が
建
畠
君
と
峯
村
君
の
考
え
と
違
う
点
は、

関
西
の
一

九
七
0
年
代
の
美
術
は
非
常
に
活
発
だ
っ
た
と
い
う
こ
と。

む
し
ろ
静
か
だ
っ
た
の
は
東
京
の
方
で。

あ
の
頃、

関
西
は

今
で
も
仕
事
を
し
て
い
る
連
中
が
次

、々

ほ
と
ん
ど
毎
週
の

よ
う
に
展
覧
会
を
や
っ
て
お
り
ま
し
た。

た
と
え
ば、

今
で

は
有
名
な
彫
刻
家
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も、

現
在
こ
の
美

術
館
で
も
作
品
が
展
示
さ
れ
て
い
る
村
岡
三
郎
(
-

九
二
八

生）

さ
ん、

そ
れ
か
ら
狗
巻
賢
二
(
-

九
四――一
生）
、

野
村
仁

（
一

九
四
五
生）
、

福
岡
道
雄
(
-

九―
二
六
生）
、

柏
原
え
つ
と

む
(
-

九
四
一

生）
。

沢
居
曜
子
（
一

九
四
九
生）
さ
ん
も
そ
う

で
す
し、

木
下
佳
通
代
(
-

九一
二
九
ー
九
四）
さ
ん
も
そ
う。

み
ん
な
七
0
年
代
の
前
半
か
ら
後
半
に
か
け
て、

関
西
の
み

な
ら
ず
東
京
で
も
よ
く
展
覧
会
を
や
り
ま
し
た。

建
畠
君
は

そ
う
い
う
も
の
を
余
り
見
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か。

し
か
も、

今
と
は
違
っ
て
菅
木
志
雄
（
一

九
四
四
生）
や
彦
坂

尚
嘉
（
一

九
四
六
生）
な
ど
も、

せ
っ
せ
と
関
西
で
個
展
を
や

り
ま
し
た。

だ
か
ら
私
は
静
か
ど
こ
ろ
か
非
常
に
活
気
が
あ

っ
た
一

時
期
だ
っ
た
と
思
い
ま
す。

一

年
前
に

美
術
の
形
式
と
し
て
は、

だ
ん
だ
ん
絵
画
が
表
に
出
て、

平
面
が
ど
う
だ
こ
う
だ
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
し
た。
一

九

六
0
年
代
は
そ
の
時
代
の
活
発
な
動
向
が
あ
り
ま
し
た
が、

私
は
日
本
の
戦
後
美
術
に
お
け
る
七
0
年
代
は
そ
れ
と
は
違

っ
た
か
た
ち
な
が
ら、

そ
れ
ほ
ど
静
か
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
認
識
し
て
い
ま
す。

そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
中
で
文
さ

ん
も
八
木
君
も
仕
事
を
し
て
い
た
と
思
い
ま
す。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た。

一

九
七
三
年
か
ら
八
三
年
と
言
う
と、

建
畠
さ
ん
は
当
時

で
き
た
ば
か
り
の
国
立
国
際
美
術
館
で
勤
務
し
て
お
ら
れ

た。建
畠

美
術
館
の
開
館
は
一

九
七
七
年
で
す
が、

は
準
備
室
に
お
り
ま
し
た。

今
回
の
二
人
展
と
は
関
ら
な
い
と
思
い
ま
す
が、

中
原
さ

ん
の
指
摘
は
認
め
ざ
る
を
得
な
く
て、

私
の
知
識
は
村
岡
さ

ん
と
そ
の
周
辺
の
作
家
た
ち
に
片
寄
っ
て
い
ま
し
た。

考
え
て
み
れ
ば、

私
は
当
時
も
企
画
展
を
や
っ
た
り
評
論

を
書
い
た
り
し
て
い
た。

な
ぜ
「
一

九
七
0
年
代
は
何
も
な

か
っ
た」

と
う
っ
か
り
言
っ
て
し
ま
っ
た
か。

い
わ
ゆ
る
ニ

ュ
ー
・

ウ
ェ
ー
ヴ
台
頭
の
直
前
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で、

本

質
的
な
部
分
は
大
き
く
展
開
さ
れ
て
い
た。

そ
れ
は、

中
央

の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
う

け
れ
ど
も、

確
か
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す。

た
だ、

こ
の
二

人
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
悲
し
い
想
い
の
中
で、

そ
ん
な
幻
想
が
湧
い
て
し
ま
っ
て。

そ
こ
は
訂
正
し
ま
す。
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た
と。 先

程
名
前
が
挙
が
っ
た
野
村
仁
や
狗
巻
賢一
一
は、

い
い
意

味
で
も
悪
い
意
味
で
も
マ
イ
ナ
ー
な
エ
キ
セ
ン
ト
リ
シ
テ
ィ

み
た
い
な
も
の
を
抱
え
て
い
て、

非
常
に
本
質
的
な
も
の
は

あ
っ
た
け
れ
ど
も、

孤
立
し、

屹
立
す
る
精
神
と
い
う
も
の

だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い。

確
か
に
巷
の
話
題
な
ど
に
は
な

ら
ず、

村
岡
さ
ん
と
は
ま
た
違
っ
た
方
向
で
の
密
室
の
実
験

と
し
て
あ
っ
た。

文
さ
ん
と
八
木
さ
ん
の
場
合、

彼
ら
も
密
室
の
実
験
の
影

響
は
受
け
た
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど、

異
端
と
し
て
の
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
を
潔
し
と
し
た
あ
り
よ
う
と
は
違
う。

ミ
ニ
マ
リ

ズ
ム
で
あ
れ、
「
エ
コ
ー
ル
・
ド
・
ソ
ウ
ル」

で
あ
れ、

そ
の

時
代
の
文
脈
に
非
常
に
近
い
と
こ
ろ
に
い
て、

今
見
る
と
非

常
に
ユ
ニ
ー
ク
な
個
性
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
け
れ
ど
も、

当
時
の
状
況
の
中
で
孤
立
す
る
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
と
は
違

っ
て
い
た。

や
は
り、

当
時
の
時
代
性、

時
代
の
メ
ジ
ャ
ー

な
流
れ
と
の
関
係
で
理
解
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か。

メ
ジ
ャ
ー
と
い
う
こ
と
で
は、

当
時
の
高
松
次
郎
と
か

あ
る
い
は
「
も
の
派」

と
呼
ば
れ
た
動
向
は
や
は
り
関
東、

と
言
う
か
東
京
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
良

い
で
し
ょ
う
か。

す
る
と、

関
西
に
彼
ら
の
仕
事
が
波
及
し

峯
村

展
覧
会
の
二
人
に
つ
い
て
は
そ
う
で
し
ょ
う
ね。

ぼ

く
が
密
か
に
思
っ
た
の
は、

藁
科
君
な
ん
か
は
ど
う
も
商
松

に
連
な
っ
て
い
る
と
い
う
思
い
が
強
い
の
で
は
な
い
か。

だ

か
ら
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
タ
イ
ト
ル
が
「
一

九
七
0
年

代
・

高
松
次
郎
以
後」

で
す
よ
ね。

や
は
り
高
松
を
入
れ
た

い
ん
だ
な
あ
…
…

そ
れ
は
解
り
ま
す。

そ
こ
で
本
題
に
戻
り
ま
す。

今
の、
一

九
七
0
年
代
に
何

も
な
か
っ
た、

い
や
大
い
に
充
実
し
て
い
た、

と
い
う
話
で

す
け
れ
ど
も、

複
雑
な
思
い
が
あ
り
ま
す。

と
い
う
の
は、

歴
史
を
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
七
0
年
代
と
い
う
時
代
相
を

見
る
か
に
よ
っ
て、

同
じ
現
象
が
全
く
違
っ
て
見
え
る
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す。
「
何
も
な
い」

と
言
う
の
は
ち
ょ
っ
と
極

端
な
言
い
方
で
す
け
れ
ど
も。

私
は
「
谷
間
の
季
節」

と
言

い
ま
し
た。

つ
ま
り
何
か
雌
伏
す
る、

我
慢
す
る、

冬
の
季

節
で
す
ね。

そ
の
時
に
家
の
中
で
何
か
紡
い
で
い
る
わ
け

で、

春
が
来
た
ら
そ
れ
が
発
芽
す
る
だ
ろ
う、

そ
れ
ま
で
種

を
蒔
い
て
い
る
時
期。

実
を
言
う
と、

東
京
の
方
も
あ
る
意
味
で
そ
の
よ
う
な
季

節
だ
っ
た。

そ
れ
は、

も
の
派
は
か
な
り
派
手
な、

陽
性
の

季
節
の
最
後
を
飾
っ
た。
一

九
六
0
年
代
的
な
ア
ー
ト
で
は

な
い
の
だ
け
れ
ど、

六
0
年
代
的
な
ア
ー
ト
が
崩
壊
現
象
に

向
か
う
中
で、

そ
の
崩
壊
を
全
部
裏
返
し
に
し
て
派
手
に
見

せ
る
…
…

い
や、

そ
ん
な
風
に
言
う
と、

も
の
派
を
莫
迦

に
し
た
言
い
方
で、

た
だ
見
せ
た
だ
け
で
は
な
く
て
根
源
的

な
も
の
を
出
し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど、

現
わ
れ
方
と
し
て
は

陽
性
で
す
ね。

じ
め
じ
め
し
た
よ
う
な、

も
う
何
も
で
き
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
凌
い
で
い
こ
う、

と
い
う
あ
り
方

で
は
全
然
な
い。

非
常
に
積
極
的
に
新
し
い
時
代
を
開
い
て

行
く
と
い
う
強
い
自
負
心
を
持
っ
て
い
た
人
た
ち。

こ
れ
が

あ
る
意
味
で
言
う
と、
「
田
ん
ぼ
を
み
ん
な
荒
ら
し
て
し
ま

っ
た」

と
い
う
と
こ
ろ
が
少
し
あ
る。
「
荒
ら
し
た」

と
言

う
と
変
に
な
り
ま
す
が、

や
っ
て
い
た
人
た
ち
は
ご
く
自
然

に
や
っ
て
い
た
け
れ
ど
も、
「
も
の」

が
作
れ
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た。

つ
ま
り、
一

九
六
0
年
代
に
も
そ
ん
な
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
す
が、

も
の
派
の
と
こ
ろ
で、
「『
も
の』

を
作

る」

と
い
う
こ
と
が
後
ろ
め
た
く
な
る
よ
う
な
季
節
に
入
っ

て
し
ま
っ
た。

私
は
実
際
に
何
人
も
の
意
気
錯
沈
し
て
し
ま

っ
た
人
た
ち
の
声
を
聞
い
て
い
る
の
で、

私
が
そ
う
思
う
以

上
に
そ
の
時
期
は
そ
う
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す

、"
0

彦
坂
や
堀
浩
哉（
一

九
四
七
生）
は
学
園
紛
争
と
い
う
特
殊

な
事
情
が
あ
っ
た
に
せ
よ、

必
ず
し
も
紛
争
み
た
い
な
こ
と

で
特
に
強
い
社
会
的
な
意
識
を
持
っ
た
人
で
な
く
と
も、
一

九
七
0
年
前
後
か
ら
多
く
の
人
が
「
も
の」

を
作
れ
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た。

し
か
し、

自
分
が
芸
術
家
で
あ
る、

芸
術

が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
疑
い
は、

ど
ん
な
に

疑
っ
て
み
て
も
そ
れ
で
満
足
で
き
な
く
て、

や
っ
ぱ
り
「
何

か
始
ま
る
は
ず
だ」
「
何
か
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い」

と
い

う
風
に、

谷
間
の
季
節
の
中
で
シ
コ
シ
コ
と
種
を
蒔
く、

糸

を
紡
ぐ
と
い
う
こ
と
を
や
っ
た。

そ
れ
が
七
0
年
代
い
つ
ば

い
東
京
で
も
続
い
た
と
思
い
ま
す。

彦
坂
た
ち
の
場
合
か
な

り
社
会
的
な
発
言
が
強
か
っ
た
し、

文
章
家
で
も
あ
っ
た
か

ら、

か
な
り
賑
や
か
な
よ
う
だ
っ
た
け
れ
ど、

実
際
に
や
っ

て
い
る
仕
事
を
見
る
と
全
く
谷
間
の
仕
事
を
苦
労
し
て、

我
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（
六
枚
組）
》
（
オ
リ
ジ
ナ
ル

対
し
て
共
感
す
る
人
を
探
し
に
行
っ
て
い
た
よ
う
な
と
こ
ろ

が
あ
っ
た
と
思
う。
一

時
的
に
せ
よ
北
辻
良
央
の
《
「
作
品」

一

九
七
一
）
な
ど
は、

私
も
驚
き

く
て
そ
れ
を
観
察
す
る
観
者
の
位
置
を
時
間
的
に
も
空
間
的

慢
し
て
続
け
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た。

関
西
の
方
を
見
る
と、

私
は
中
原
さ
ん
の
発
言
に
反
対
は

し
な
い
。

そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す。
一

九
六
0
年
代
の
終

わ
り
出
て
来
た
人
で
す
け
れ
ど、

狗
巻
賢一
一
の
よ
う
な
大
変

不
思
議
な
個
性
に
つ
い
て、

今
で
も
私
は
深
い
印
象
を
持
っ

て
い
ま
す。

そ
れ
と、

彼
と
ほ
ぼ
同
年
輩
で
今
H
お
二
方
か

ら
名
前
が
出
て
来
な
か
っ
た
北
辻
良
央
（
一

九
四
八
生）
。

彼

は
私
が
非
常
に
注
目
し
た
人
で、

そ
れ
と
野
村
仁。

こ
の一――

人
は
ほ
ぼ
一

緒
の
世
代
で
す
け
れ
ど、

七
0
年
頃
の、

そ
れ

ま
で
の
派
手
な
芸
術
に
対
す
る
主
張
が
中
々
で
き
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
て、

谷
間
に
突
入
し
て
し
ま
っ
た
時
の
代
表
で
す

ね。

谷
間
の
世
代
を
代
表
す
る
人
た
ち。

し
か
し
そ
れ
が、

種
を
蒔
い
て
糸
を
紡
い
で、

そ
の
後
不
思
議
な
か
た
ち
で
出

て
来
る
人
と、

必
ず
し
も
出
て
来
な
い
人
が
い
る。

そ
の
点

で
は
東
京
と
極
め
て
似
て
い
ま
す。

そ
の
頃、

彦
坂
尚
嘉
な

ど
は
よ
く
関
西
へ

出
向
い
て
い
た。

関
西
の
人
は
東
京
を
莫

迦
に
し
て、

と
言
う
か
ひ
ね
く
れ
て
い
て、

出
て
来
な
い
。

け
れ
ど
も、

京
都
で
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
や
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ

が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て、

東
京
の
人
は
よ
く
向
う

へ

行
っ
て
交
流
も
し
ま
し
た。

彦
坂
君
な
ど
は
意
識
の
持
ち

方
と
し
て、

今
堪
え
て
「
芸
術」

が
も
う
一

度
成
り
立
っ
た

め
の
道
筋
を
付
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、

と
い
っ
た
考
え
に

ま
し
た
が
彦
坂
も
あ
の
作
品
に
打
た
れ
た。

冬
の
時
代
に
堪

え
る

彦
坂
は
「
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」

と
い
う
言
い
方
を

し
ま
し
た
が

こ
と
に
希
望
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と

感
得
し
た。

野
村
仁
さ
ん、

そ
れ
か
ら
狗
巻
賢一
一
な
ど
も
そ
の
頃
は
も

の
す
ご
く
輝
い
て
い
ま
し
た
が、

た
だ
表
れ
方
が
少
し
違
っ

て
い
た。

狗
巻
と
い
う
人
は
と
て
も
面
白
い
作
家
だ
け
れ
ど
も、

何

と
言
い
ま
し
ょ
う
か、

大
変
な
ひ
ね
く
れ
者
で
し
て。

京
都

の、

と
て
も
東
京
の
人
間
に
は
あ
り
得
な
い
よ
う
な
不
思
議

な
人
で。

高
い
教
養
を
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も、

芸
術
な
ん

て
言
う
も
の
は
偉
そ
う
な
顔
を
し
て
や
る
に
は
値
せ
ん
わ、

て
な
顔
を
し
て。

で
も、

ち
ゃ
ん
と
細
々
と
や
っ
て
い
る。

谷
間
の
季
節
に
糸
を
紡
い
で
次
の
時
期
に
機
織
り
を
す
る
と

こ
ろ
ま
で、

行
っ
た
の
か、

行
か
な
か
っ
た
の
か。

彼
は
ま

だ、

最
近
ま
で
魅
力
の
あ
る
作
品
を
細
々
と
作
っ
て
い
る。

こ
れ
は
不
思
議
で
す。

そ
う
か
と
言
っ
て、

そ
ん
な
に
派
手

で
は
な
い
で
す
ね。

も
う
息
も
絶
え
絶
え
で、
「
あ
の
人、

止
め
て
し
ま
う
の
か
な」

と
思
っ
て
い
る
と、

ま
た
そ
の
う

ち
に
何
か
作
っ
て
い
る。

野
村
さ
ん
の
場
合
は
一

時、

映
像
を
や
っ
て
い
た
り
し
ま

し
た
が、

自
分
の
位
置
と
い
う
も
の
を
…
…

大
体、

彫
刻

を
や
っ
て
い
た
人
で
す
か
ら、

も
の
の
存
在
と
い
う
こ
と
を

強
く
意
識
し
て
い
た
人
で
す
が、

も
の
の
存
在
だ
け
で
は
な

に
も
大
変
シ
ャ
ー
プ
に
考
え
て
い
た。

か
な
り
し
ん
ど
い
の

で
は
な
い
か、

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
現
象
的
な
も
の
を
追
い

つ
め
て
い
た。

あ
の
ま
ま
行
く
と、

実
存
主
義
的
な
自
己
閉

塞
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
ら、

長
い
こ

と
苦
労
し
て、

眼
を
天
空
に
向
け
た。

毎
晩、

真
夜
中
に
月

を
見
上
げ
て
写
真
を
収
め
る
よ
う
に
な
っ
た。

そ
れ
を
独
特

の
不
思
議
な
仕
掛
け
と
結
び
付
け
て、

自
分
の
問
題
で
は
な

く、
「
月
が
見
え
る」

と
い
う
現
象
を、

ち
ょ
っ
と
強
引
で

す
が
音
に
変
換
し
て
し
ま
う
と
か、

普
通
の
美
術
が
扱
っ
た

分
野
か
ら
離
れ
て
も、

誠
実
に
月
の
観
察
を
続
け
て
い
た。

お
そ
ら
く
当
時
彼
の
行
く
末、

今
日
の
野
村
さ
ん
と
い
う
も

の
を
予
見
す
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
と
思
う。

後
に
な
っ

て、

ま
す
ま
す
彼
の
不
思
議
な
世
界
が
現
わ
れ
て
き
た。

極

小
的
な、

芸
術
家
あ
る
い
は
人
間
の
実
存
的
な
存
在
の
あ
り

方
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て。

そ
の
対

極
み
た
い
な
と
こ
ろ
に、

こ
の
地
球
の
成
り
立
ち
や
人
間
の

発
生
の
始
ま
り、

宇
宙
の
存
在
の
あ
り
方
と
い
う
と
こ
ろ
ま

で、

大
き
な
射
程
を
持
っ
て
彼
の
芸
術
の
世
界
は
拡
が
っ
て

い
っ

た。

元
々
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が、

そ
れ
を

次
々
と
表
に
出
す
よ
う
に
な
っ
た。

こ
れ
は
一

九
七
0
年
代
の
初
め
に
見
る
と、

谷
間
の
時
代

に
あ
っ
て
い
く
ら
活
動
的
だ
と
言
っ
て
も
…
…

私
も
端
く

れ
で
す
が、

中
原
さ
ん
の
よ
う
に
美
術
評
論
家
と
し
て
新
し

い
こ
と
を
一

所
懸
命
模
索
し
て
い
る
人
に
つ
い
て
共
感
を
持

っ
て
見
て
い
れ
ば、

そ
れ
は
「
活
発」

と
い
う
こ
と
に
な
り
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中
原

ま
す
が、
別
の
観
点
か
ら
す
れ
ば、
作
家
が
あ
ま
り
自
分
の

問
題
に
首
を
突
っ
込
み、
の
め
り
込
ん
で
浮
上
で
き
な
い
よ

う
に
も
見
え
る。
や
っ
ぱ
り、
谷
間
を
必
死
に
な
っ
て
這
っ

て
い
た
と
い
う
姿
だ
け
が
見
え
る。

そ
れ
と
関
連
し
て、
そ
ん
な
芸
術
家
は
他
に
も
沢
山
い
る

わ
け
で
す。
残
念
な
が
ら
野
村
君
の
よ
う
に
不
思
議
な
と
こ

ろ
に
自
分
を
開
放
し
た
人
ば
か
り
で
は
な
く、
紡
い
だ
糸
を

錦
に
ま
で
織
り
上
げ
る
暇
が
な
か
っ
た
人、
あ
る
い
は
そ
れ

ま
で
力
が
及
ば
な
か
っ
た
人
が
沢
山
い
る
わ
け
で
す。
だ
か

ら、
時
間
が
な
か
っ
た
文
と
八
木
の
二
人
は、
一
九
七
0
年

代
の
ひ
と
つ
の
代
表
的
な
現
れ
な
の
か
と
思
っ
た。

中
原

私、
今
の
峯
村
君
の
谷
間
説
に
も
反
対
で
す。
要
す

る
に、
自
分
が
関
心
を
持
っ
て
い
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
い
な

か
っ
た
と
い
う
だ
け
の
事
な
の
で、
そ
れ
を
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

の
才
能
だ
と
か
持
続
す
る
力
が
云
々
な
ん
て
…
…

だ
っ
て
同
じ
で
す
よ。

峯
村

ち
ょ
っ
と一
言
だ
け。
私、
関
心
を
持
っ
て
い
た
人

は
い
ま
す。
今
だ
か
ら
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て。
東
京
の

方
で
も
そ
う
で
す
け
れ
ど、
も
の
す
ご
く
関
心
を
持
っ
て
い

る
人
が
い
て
…
…

私
は
関
西
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て、
東

京
の
こ
と
は
い
い
ん
で
す。
延
々
と
野
村
君
の
こ
と
を
言
っ

て、
肝
心
の
八
木
君
の
こ
と
を
全
然
触
れ
な
い。

私
は
峯
村
君
と
違
っ
て、
野
村
君
は
「
や
る」
と
思
い
ま

し
た。
実
際
に。
峯
村
君
は
触
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も、
彼

評
論
家

は
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て
ソ
ー
ラ
ー
・
カ
ー
で
縦
断
し
た
り、

色
々
な
こ
と
を
や
っ
た。
実
存
と
か
何
と
か、
そ
ん
な
こ
と

は
全
然
関
係
あ
り
ま
せ
ん。
あ
の
人
は
何
で
も
観
察
す
る、

そ
ん
な
タ
イ
プ
の
人
で
す。

峯
村

ソ
ー
ラ
ー
・
カ
ー
は
ず
い
ぶ
ん
後
に
な
っ
て
か
ら
の

作
品
で
し
ょ。
私
が
言
っ
て
い
る
実
存
的
云
々
と
い
う
の
は

早
い
時
期
の
作
品。

中
原

何
も
月
の
写
真
を
撮
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
「
実
存

的」
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
よ。
要
す
る
に

あ
れ
は
五
線
紙
に
月
の
偶
然
の
位
置
を
置
い
た
も
の
で。
音

楽
に
変
え
て
D
V
D
で
売
っ
て
い
ま
す
か
ら、

関
心
の
あ
る

人
は
ぜ
ひ
聴
い
て
下
さ
い。
も
う
ひ
と
つ
野
村
君
に
関
し
て

言
え
ば、
さ
つ
き
文
さ
ん
が一
九
六
九
年
の
鴨
川
の
野
外
彫

刻
展
に
野
村
君
も
出
品
し
て
い
ま
し
た。
私
そ
れ
を
見
て、

す
ご
い
作
家
が
出
た
と
思
い、
彼
に
東
京
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
ヘ

出
品
し
て
も
ら
っ
た。

そ
れ
か
ら
狗
巻
君。
こ
の
人
は
チ
ャ
ラ
ン
ポ
ラ
ン
な
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
す
が。
今
回
文
さ
ん
の
白
い
作
品
を
展
示
し
て

い
ま
す
が、
白
い
作
品
は
狗
巻
君
の
方
が
早
い。
一
九
七
0

年
代
の
早
い
時
期
に
制
作
し
て
い
た。
そ
れ
は
別
に
文
さ
ん

が
真
似
し
た
と
か
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
て、
色
を
白
に

限
定
し
た
作
品
は
日
本
だ
け
で
は
な
く
て
洋
の
東
西
色
々
あ

る
わ
け
で、
狗
巻
君
も
そ
う
い
う
仕
事
を
個
展
で
発
表
し
て

お
り
ま
す。
全
体
的
に
見
て
関
西
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

ヽ
＞

_「
関
西」
と
括
る
の
は
良
く
な
い
と
思
い
ま
す

な
ぜ
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
禁
欲
的
で
す
ね。
非
常

に
考
え
て
作
品
を
作
る
と
い
う、
そ
う
い
う一
般
的
な
傾
向

が
あ
っ
て、
文
さ
ん
も
八
木
君
も
そ
う
い
う
大
き
な
流
れ
の

中
に
あ
る
と
思
い
ま
す。

彦
坂
君
は
学
園
紛
争
の
た
め
に
多
摩
美
術
大
学
で
籠
城
し

て
い
ま
す
が、
そ
の
籠
城
の
最
中、
彼
は
教
室
で
個
展
を
行

い
ま
し
た。
も
ち
ろ
ん
大
学
の
中
に
は
入
れ
ま
せ
ん
か
ら、

私
た
ち
は
学
生
た
ち
が
籠
城
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で一
晩
過

ご
し
て、
翌
日
彦
坂
の
展
覧
会
を
見
ま
し
た。
あ
の
人
は一

生
懸
命
片
方
で
学
園
紛
争
を
が
ん
ば
っ
て
い
ま
し
た
け
れ

ど、
や
っ
ば
り
作
品
を
発
表
す
る
こ
と
が
自
分
の
仕
事
だ
と

い
う
こ
と
を、
ち
ゃ
ん
と
考
え
て
い
た。

峯
村
君
が
さ
つ
き
触
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も、
京
都
ア
ン
デ

パ
ン
ダ
ン
に
つ
い
て。
東
京
で
行
わ
れ
て
い
た、
例
の
読
売

新
聞
社
の
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
は一
九
六
三
年
に
終
わ
り
ま
し

た
が、
京
都
で
は
続
き
ま
し
た。
文
さ
ん
も
京
都
ア
ン
パ
ン

に
出
品
し
て
い
た。
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
と
い
う
の
は
力
に

な
る
ん
で
す。
北
山
善
夫(-
九
四
八
生）
君
が
京
都
ア
ン
パ

ン
に
出
品
し
て、
私
は
「
こ
れ
は
面
白
い
仕
事
を
や
っ
て
い

る
な」
と
思
い
ま
し
た
し、
河
口
龍
夫(-
九
四
0
生）
君
も

そ
う
で
す。
無
審
査
で
す
か
ら
自
分
の
や
り
た
い
仕
事
を
や

る
と
い
う
こ
と
で、
京
都
ア
ン
バ
ン
は
関
西
の
美
術
家
に
と

っ
て
非
常
に
良
い
発
表
場
所
だ
っ
た。
私
は
京
都
ア
ン
パ
ン

を
も
っ
と
高
く
評
価
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す。
た
だ、
八
木

君
は
京
都
ア
ン
パ
ン
に
は
出
品
し
て
お
り
ま
せ
ん。
文
さ
ん

ヽAカ
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峯
村文

さ
ん
の
白
の
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る

ア
ン
パ
ン
も
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
も
関
係
な
い
で
す
が、

私
は
建
畠
君
が
冒
頭
に

言
及
し
た
「
五
つ
の
ヒ
ン
セ
ク

〈
白〉」

と
い
う
韓
国
の
現
代
絵
画
展
を
一

九
七
五
年
に
企
画

し
ま
し
た。

実
は、

韓
国
の
現
代
絵
画
が
積
極
的
に
展
開
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
七
五
年
で、

し
か
も
京
都
・

大
阪

は
東
京
に
較
べ
る
と
半
島
系
の
人
が
多
い
か
ら
み
ん
な
歓
迎

し
て
く
れ
る。

私
は
韓
国
の
紙
を
使
っ
た
展
覧
会
の
組
織
を

頼
ま
れ
て
京
都
の
美
術
館
で
開
催
し
た
こ
と
も
あ
り
ま

す（
註
4
)。

韓
国
の
絵
画、

こ
の
影
響
は
多
分
非
常
に
大
き
い

も
の
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す。

何
に
対
す
る、

ど
こ
へ
の
影
響
？

文
さ
ん
で
す。

は
い
は
い
。

そ
れ
は
よ
く
解
る。

中
原
峯
村

中
原

は
確
か
二
度
か――一
度
出
品
し
て
い
ま
す。

峯
村

今
カ
タ
ロ
グ
を
見
る
と、

文
さ
ん
は
一

九
七
三
年
と

七
五
年
に
出
品
し
て
い
ま
す
ね。

京
都
ア
ン
パ
ン
は
も
っ
と
前
か
ら
開
催
さ
れ
て
い
て、

中

原
さ
ん
が
色
々
見
て
狗
巻
や
野
村
に
着
目
し
た
の
は
一

九
六

八、

九
年
ご
ろ
で
す
ね。

私
も
そ
の
頃
見
て
い
た。

非
常
に

シ
ャ
ー
プ
で
し
た
ね。

私
が
知
っ
て
い
る
限
り
で
は
一

九
七
六
年
に
京
都
ビ
エ
ン

ナ
ー
レ
が
あ
っ
た。

こ
の
時
は
（
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
に）
も
う
初

期
の
シ
ャ
ー
プ
さ
は
な
く
て。

批
評
家
が
オ
ー
ガ
ナ
イ
ズ
す

る
よ
う
に
な
っ
た
ら、

も
う
お
し
ま
い
で
す。

絵
に
つ
い
て、

今
回
の
展
覧
会
図
録
で
尾
崎
信
一

郎
さ
ん
が

根
源
的
な
と
こ
ろ
に
立
と
う
と
し
た
優
れ
た
も
の
だ
と
い
う

こ
と
で
大
変
評
価
し
て
い
ま
す。

そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
読
み
ま

す
と、そ

れ
ら
は
水
彩
同
様
に
表
面
の
テ
ク
ス
チ
ュ

ア
を
強
調

し
た
繊
細
き
わ
ま
り
な
い
絵
画
で
あ
り、

色
調
は
白
い
モ
ノ

ク
ロ
ー
ム
で
統
一

さ
れ
て
い
る。

水
彩
に
は
な
お
残
っ
て
い

た
ス
ト
ラ
イ
プ
と
い
う
禁
欲
的
な
構
成
要
素
も
解
消
さ
れ

．

．

．

．

．

．

 

（
註
5
)

や
っ
ぱ
り、

中
原
さ
ん
が
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
ね。

で、

…
…
画
面
は
明
ら
か
に
絵
画
の
零
度
を
志
向
し
て
い
る。

私
は
こ
れ
ら
の
絵
画
を
イ
ヴ
・

ク
ラ
イ
ン、

ロ
バ
ー
ト
・

ラ

ウ
シ
ェ
ン
バ
ー
グ
か
ら
ロ
バ
ー
ト
・

ラ
イ
マ
ン、

日
本
に
お

い
て
は
村
上
友
睛
か
ら
五
十
嵐
彰
雄
に
い
た
る
モ
ノ
ク
ロ
ー

ム
絵
画
の
系
譜
の
中
で
検
証
し
て
み
た
い
と
い
う
誘
惑
に
駆

ら
れ
る。

…
…（
註
6
)

私
は
こ
れ
を
読
ん
で
ウ
ー
ン
と
思
い
ま
し
た。

こ
れ
は
ま

あ
尾
崎
さ
ん
に
は
限
ら
な
い
け
れ
ど
も、

日
本
の
美
術
の
展

開
を
ア
メ
リ
カ
の
美
術、

こ
こ
に
は
ク
ラ
イ
ン
も
挙
げ
ら
れ

て
い
ま
す
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
美
術
だ
け
で
は
な
い
で
す
け
れ

ど、

ア
メ
リ
カ
の
文
脈
に
引
き
寄
せ
て
い
る。

こ
れ
は
影
響

で
は
な
く
て
あ
く
ま
で
比
較
参
照
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る

の
で
す
が、

実
際
に
は
日
本
あ
る
い
は
韓
国
も
含
め
た
身
近

な
と
こ
ろ
の
文
脈
の
中
に、

既
に
そ
の
よ
う
な
も
の
が
存
在

し、

そ
れ
は
明
ら
か
に
（
文
に
対
す
る）
影
善
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
も
の
が
視
野
に
入
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は、

ち
ょ
っ
と

手
落
ち
で
は
な
い
か。

だ
か
ら、

中
原
さ
ん
が
今
言
っ
た
こ

と
は
全
く
そ
の
通
り
で
す。

中
原
さ
ん
が
言
っ
た、
「
五
つ
の
ヒ
ン
セ
ク
〈
白〉」

と
い

う
展
覧
会
は
重
要
で
す
が、

も
と
も
と
関
西
に
は
鄭
相
和

（
一

九
三
二
生）
さ
ん
が
い
て、

こ
の
方
が
細
や
か
な、

ま
あ

白
と
言
っ
て
も
純
白
で
は
な
く
て
少
し
温
か
い
色
調
を
帯
び

た
絵
画
を
制
作
し、

桐
密
な
展
開
を
遂
げ
て
い
た。

実
際
に

は
解
り
ま
せ
ん
が、

そ
れ
が
縦
と
横
の
線
に
よ
っ
て
で
き
た

か
の
ご
と
く
細
か
な
升
目
の
よ
う
な
も
の
で
画
面
が
全
部
埋

め
ら
れ
て
い
る。

ち
ょ
っ
と
離
れ
て
見
る
と
細
か
な
四
角
が

並
ん
で
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
し、

縦
と
横
の
線
が
交
差
し

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
四
角
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
よ

う
に
も
見
え
る。

今
回
出
品
さ
れ
て
い
る
文
さ
ん
の
作
品
の

作
り
方
は
違
い
ま
す
が、

ど
こ
か
そ
の
へ
ん
の
と
こ
ろ
が
意

識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か。

そ
れ
か
ら、

別
に
日
本
で

紹
介
さ
れ
な
く
て
も
エ
コ
ー
ル
・

ド
・

ソ
ウ
ル
な
ど
に
集
ま

っ
た
人
た
ち
は
当
時
の
韓
国
の
若
い
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で、

非

常
に
似
た
資
質
を
持
っ
て
い
た。

似
た
よ
う
な
絵
を
描
い
て

い
た。

そ
の
と
こ
ろ
が
お
そ
ら
く
影
響
関
係
と
言
い
ま
す
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か、

そ
れ
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う。

建
畠

文
さ
ん
の
話
で
す
が、

彼
が
活
動
し
て
い
た
時
代
が

逼
塞
し
て
い
た
の
か、

そ
れ
と
も
活
発
な
時
期
だ
っ
た
の

か。

こ
れ
は、

ひ
と
つ
の
事
の
考
え
方
の
両
面
だ
と
い
う
気

が
し
て
し
ま
い
ま
す。

文
さ
ん
が
意
欲
的
に
展
開
し
た
作
品

を
尾
崎
さ
ん
が
ミ
ニ
マ
ル
な
絵
画
に
結
び
つ
け
て
高
く
評
価

し
た
こ
と
に
つ
い
て
言
え
ば、

彼
は
具
体
美
術
協
会
の、

特

に
初
期
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
国
際
的
な
相
互
比
較
で、

あ
る

意
味
劇
的
に
成
功
す
る
ん
で
す
ね。

ダ
ダ
集
団
と
し
て
の
具

体、

絵
画
空
間
と
し
て
の
具
体
の
タ
ブ
ロ
ー
の
質
の
高
さ
と

い
う
も
の
を
評
価
す
る
際、

相
互
的
な
影
響
関
係
が
な
か
っ

た
は
ず
の
ア
メ
リ
カ
抽
象
表
現
主
義
の
絵
画
と
引
き
較
べ

た。

そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
文
さ
ん
と
ア
メ
リ
カ
の
ミ

ニ
マ
ル
絵
画
を
比
較
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す。

そ

れ
は
そ
れ
で
興
味
深
い
に
し
て
も、

も
し
比
較
を
す
る
の
な

ら
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く、

直
接
的
な
影
響
関
係
が
あ
っ
た

と
憶
測
さ
れ
る
エ
コ
ー
ル
・

ド
・

ソ
ウ
ル、

韓
匡
の
モ
ノ
ク

A

つ
と
…
…

ロ
ー
ム
絵
画
を
正
当
に
参
照
す
べ
き
だ
っ
た
と
思
い
ま
す

し、

あ
る
い
は
文
よ
り
わ
ず
か
に
先
行
し
て
い
た
は
ず
の
狗

巻
賢
二
の
絵
画
な
ど
が
参
照
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
と
思
い
ま

す。

狗
巻
と
の
場
合、

相
互
的
な
影
密
関
係
が
あ
っ
た
か
ど

う
か
は
解
り
ま
せ
ん
が、

韓
国
の
画
家
た
ち
に
つ
い
て
は、

か
れ
の
生
い
立
ち
か
ら
考
え
て
影
響
関
係
は
あ
っ
た
は
ず
で

す。

た
だ、

そ
の
流
れ
だ
け
で
同
質
に
評
価
す
べ
き
か
と
言

も
し
文
さ
ん
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
取
り
上
げ

る
と
す
る
な
ら
ば、

も
う
少
し
コ
ン
セ
プ
チ
ュ

ア
ル
だ
っ
た

と
思
い
ま
す。

や
り
方
だ
と
か、

シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
考
え

方
が。

全
体
的
に
も
《
無
窮
詩
》

の
よ
う
な
コ
ン
セ
プ
チ
ュ

ア
ル
な
方
法
論
が
ど
こ
か
に
引
き
継
が
れ
て、

シ
ス
テ
ム
の

反
復
に
関
し
て
も
版
の
方
法
に
近
い
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う

気
が
し
ま
す。

そ
し
て、

こ
れ
は
全
開
し
な
い
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
た

め
に
憶
測
に
な
り
ま
す
が、

彼
に
は
社
会
的
な
問
題
意
識
が

あ
っ
た
と
思
い
ま
す。

在
日
と
し
て
置
か
れ
た
立
場
を
前
提

と
し
た
上
で。

も
ち
ろ
ん
社
会
派
で
も
な
か
っ
た
し、

禁
欲

的
に
自
分
の
世
界
に
止
ま
っ
た
人
だ
け
れ
ど
も、

そ
の
裏
側

に、

お
そ
ら
く
鄭
相
和
に
も
郭
仁
植
(
-

九
一

九
ー
八
八）

さ
ん
に
も
郭
徳
俊
(
-

九一
二
七
生）

さ
ん
に
も、
一

世
と
ニ

世
の
違
い
、

半
島
か
ら
来
た
か
日
本
で
生
ま
れ
た
か
の
違
い

は
あ
る
に
せ
よ、

名
前
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
を
生
涯
の
あ

る
時
期
に
経
験
さ
れ
て
い
る
点
で、

重
な
る
と
こ
ろ
が
あ

る。

文
さ
ん
の
作
品
か
ら
は
全
く
見
え
な
い
で
す
が、

そ
の

よ
う
な
問
題
意
識
が
ど
こ
か
に
あ
っ
た。
「
コ
ン
セ
プ
チ
ュ

ア
ル
な
方
法
論」

が
《
無
窮
詩
》

に
結
び
付
い
て
い
る
と
す

れ
ば、

何
か
メ
ッ
セ
ー
ジ
的
な
も
の
を
ど
こ
か
に
持
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
か。

た
だ、

自
分
の
世
界
を
確
立
し
た
上
で

亡
く
な
っ

た
作
家
で
は
な
い。

三
十
代
半
ば
と
い

う
の

は

人
に
よ
っ
て
は
全
部
成
し
遂
げ
て
死
ぬ
人
も
い
る

わ
け
で
す
が

往
々
に
し
て
可
能
性
の
あ
る
人
は
二
十

代
に
制
作
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
現
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
け
れ

力
に
出
て
来
た
ニ
ュ
ー
・

イ
メ
ー
ジ
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
と

ど。

文
さ
ん
は
や
は
り
絵
画
空
間
そ
の
も
の
を
尾
崎
さ
ん
の

言
う
よ
う
に
探
求
し
た
人
で
は
な
く
て、

も
う
ち
ょ
っ
と
コ

ン
セ
プ
チ
ュ

ア
ル
な
方
法
を
持
っ
た
人
で
し
た。

そ
の
延
長

上
に
彼
が
置
か
れ
た
在
日
と
い
う
立
場
と
美
術
の
批
評
性
み

た
い
な
も
の
を
融
合
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と、

ぼ
く

は
思
い
た
い
。

そ
れ
は
多
少
個
人
的
な
接
触、

接
点
が
あ
っ

た
た
め
に
そ
う
思
う
だ
け
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が。

お
話
を
伺
っ
て
展
示
を
担
当
し
た
者
が
言
う
の
も
は
ば

か
り
が
あ
り
ま
す
が、

ち
ょ
っ
と
申
し
上
げ
た
い
の
は、

文

承
根
の
現
存
す
る
作
品
に
限
っ
て
見
る
と
《
活
字
球
》

と
そ

れ
以
後
の
水
彩
や
版
画、

油
彩
画
と
の
間
に
は
ど
こ
か
切
れ

て
い
る
部
分
が
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
す。

こ
れ
は
八
木
正

に
も
関
っ
て
き
ま
す
が、

文
さ
ん
な
ら
平
面、

八
木
の
場
合

で
あ
れ
ば
彫
刻
と
い
っ
た
も
の
を
も
う
一

度
自
分
の
手
で
建

設
し
直
そ
う
と
い
う
よ
う
な
感
じ
が
し
た
の
で
す
が。

峯
村

そ
れ
は
ね
え
…

今
回
思
っ
た
の
は、

や
っ
ぱ
り
谷

間
の
典
型
で
す
ね。

そ
れ
は
ふ
た
つ
の、

前
の
時
期
の
メ
ン

タ
リ
テ
ィ
と
そ
の
後
で
出
て
来
る
か
も
知
れ
な
い、

そ
れ
が

ど
う
い
う
か
た
ち
で
出
て
来
る
か
判
ら
な
い
も
の
と。

建
畠

さ
ん
が
言
っ
た、
一

九
八
0
年
代
の
関
西
に
出
て
来
た
「
イ

エ
ス
・

ア
ー
ト」

や
「
フ
ジ
ャ
マ
ゲ
イ
シ
ャ
」

と
か、

八
二

年
ご
ろ
の
兵
庫
県
立
近
代
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
「
ア
ー

ト
・

ナ
ウ」

な
ど
で
派
手
に
出
て
来
た
中
西
學
（
一

九
五
九

生）

君
と
か
ね。

東
京
で
言
っ
た
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
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同
調
し
た
よ
う
な
も
の。
で
も、
そ
れ
と
は
違
う
も
の
も
あ

り
ま
す。
私
は
そ
ち
ら
の
方
し
か
興
味
が
な
く
て
…
…

も
の
派
か
ら
し
ば
ら
く
後
の
一
九
七
0
年
代
の
季
節
は

「
表
現」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
成
り
立
た
な
く
な
る
く
ら

い
に
芸
術
家
自
身
の
積
極
的
な
打
ち
出
し
方
が
で
き
な
く
な

っ
た
時
期
で、
も
の
派
独
特
の
哲
学
的
な
言
い
方
で
芸
術
家

が
主
体
と
し
て
表
に
出
る
事
を
禁
じ
る、
出
な
く
て
い
い
ん

だ
と
積
極
的
に
主
張
し
ま
し
た。
そ
の一
翼
を
少
し
担
っ
た

小
清
水
漸、
こ
れ
は
も
の
派
云
々
で
は
な
く
て
彼
の
師
匠
だ

っ
た
斎
藤
義
重
さ
ん
に
対
す
る
彼
の
コ
メ
ン
ト
の
中
で、
斎

藤
さ
ん
を
尊
敬
し
て
い
る
け
れ
ど
斎
藤
さ
ん
が
「
表
現
は
し

な
い」
と
言
っ
た
け
れ
ど
も
自
分
は
そ
う
で
は
な
く
て
「
表

現
を
す
る」
と
い
う
方
向
で
道
を
開
き
た
い
と
は
っ
き
り
言

っ
て
い
る（註
7
)。
そ
れ
は
彼
が
も
の
派
の
時
期
を
経
て
い
な

が
ら
か
な
り
過
剰
な
く
ら
い
の
装
飾
性、
技
巧・
技
法
を
探

求
す
る
方
向
に
自
分
を
変
え
て
行
っ
た。
彫
刻
と
い
う
概
念

も
そ
れ
な
り
に
も
う一
度
呼
び
戻
し
た。
彼
は
そ
う
い
う
こ

と
で
た
く
ま
し
く、
そ
の
前
も
経
験
し
て
い
る
け
れ
ど、
そ

の
後
も
彼
な
り
の
行
く
道
と
い
う
も
の
を
示
し
た
わ
け
で
す

ょ゚
八
木
さ
ん
と
い
う
の
は、
こ
れ
は
私
な
ど
の
固
定
概
念
か

も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も、
小
清
水
さ
ん
の
弟
分、
舎
弟
分
と

い
う
感
じ
が
し
ま
す。
小
清
水
君
の
よ
う
に
想
像
力
と
か、

あ
る
い
は
物
質
そ
の
も
の
が
命
じ
る、
新
し
い
「
創
造
さ
れ

得
る
世
界」
を
ど
ん
ど
ん
出
す
と
い
う
わ
け
に
は
行
か
ず、

手
法
で
す。
工
芸
的
な
ま
で
に
「『
も
の』
を
作
る」
と
い

う
こ
と
の
自
覚
は
小
清
水
漸
に
近
似
し
た
と
こ
ろ
が
あ
っ

て、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
小
清
水
の
方
が
も
の
に
よ
れ
ば
影
響

を
受
け
て
い
る
の
か
と
思
い
た
く
な
る
局
面
も
あ
り
ま
す。

だ
け
れ
ど
も
小
消
水
の
よ
う
に
派
手
な
物
質
的
想
像
力
を
ポ

ー
ン
と
前
に
出
す
こ
と
は
や
ら
な
か
っ
た、
や
る
に
は
ち
ょ

っ
と
時
間
が
足
り
な
か
っ
た
の
か、
気
質
と
し
て
も
っ
と
ミ

ニ
マ
ル
な
場
に
止
ま
り
た
い
と
い
う
思
い
が
強
く、
あ
え
て

し
な
か
っ
た
の
か。
ど
ち
ら
に
し
て
も
谷
間
で
あ
る
こ
と
に

ず
っ
と
耐
え
た
感
じ
が
す
る。

文
さ
ん
の
場
合、
さ
っ
き
の
話
だ
け
ど
も、
李
萬
換（一

九―
二
六
生）
の
展
開
が
す
ご
く
大
き
な
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す。
一
九
七
三
年
の

《
活
字
球》
は
そ
れ
自
体
興
味
が
あ
っ
て
面
白
い
も
の
だ
と

思
い
ま
す
が、
六
0
年
代
の
芸
術
家
で
も
充
分
に
で
き
る
よ

う
な
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
な
仕
事
だ
と
思
い
ま
す。
そ
の
後

は、
あ
え
て
自
分
の
身
体
的
な
連
続
性
と
言
う
か、
一
回
性

と
連
続
性
を
兼
ね
備
え
た
よ
う
な
と
こ
ろ
で
絵
を
作
る、
版

画
的
な
手
法
で
絵
を
作
る
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る。
そ

れ
か
ら、
写
真
を
用
い
た
版
画
の
場
合、
イ
メ
ー
ジ
を
あ
え

て
否
定
し
な
い
で
そ
れ
を
絵
の
中
に
取
り
込
む
と
い
う
点
で

む
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
や
る。
ま
あ
ち
ょ
っ
と
工
芸
的
な

か
と
言
っ
て
前
の
時
代
の
ま
ま
で、
も
の
派
の
よ
う
に
「
も

の」
を
「
関
係」
の
中
に
置
い
て
提
示
す
る
だ
け
で
は
飽
き

足
り
ず、
や
っ
ぱ
り
作
っ
て
い
る。
木
の
中
に
木
を
埋
め
込

は、
あ
れ
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
吉
田
克
朗（一
九
四
三
ー

九
九）
さ
ん
の
仕
事
が
ヒ
ン
ト
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か。

つ
ま
り、

表
現
と
か
イ
メ
ー
ジ
の
活
用
を一
度
遮
断
し
た
人

た
ち
が
自
ら
先
に
進
み
出
て
い
た。
吉
田
克
朗
な
ど
は
七―――

年
ご
ろ
に
は
も
う
そ
の
よ
う
な
仕
事
を
開
始
し
て
い
た。
李

さ
ん
も
七
三
年
ご
ろ
か
ら
点
を
打
つ
よ
う
な
絵
を
作
っ
て
い

る。
そ
れ
が
文
さ
ん
の
仕
事
に
大
き
な
力
を
添
え
た
と
思
い

ま
す。
そ
れ
が
自
分
な
り
に
充
分
や
る
に
は
ち
ょ
っ
と
力
不

足
だ
っ
た
か、
時
間
が
足
り
な
か
っ
た
か。

建
畠

今
の
話
で
納
得
で
き
ま
す。
文
さ
ん
の一
九
八
二
年

の
個
展
を
見
た
の
で
す
が、
亡
く
な
る
数
週
間
前
の
個

展（註
8
)

で、
も
う（
体）
力
が
な
か
っ
た。
必
死
に
な
っ
て
描

い
て
い
て、
色
を
使
っ
た
ス
ト
ラ
イ
プ
で、
思
う
よ
う
に
線

が
引
け
て
い
な
か
っ
た。
素
晴
ら
し
い
作
品
で
あ
っ
た
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は、
も
う一
度
見
て
み
な
い
と
判
り
ま
せ
ん

が、
そ
れ
は
明
ら
か
に
李
さ
ん
的
な
方
法
の
導
入
で、
さ
っ

き
ミ
ニ
マ
ル
・
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
と
言
っ
た
け
れ
ど
も
絵

画
的
な
志
向
が
強
か
っ
た。
そ
れ
が
も
し
彼
の
方
向
だ
っ
た

と
す
れ
ば、
逆
に
ぼ
く
が
言
っ
た
方
向
と
同
じ
で
あ
っ
て、

李
さ
ん
の
絵
画
が
動
機
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い。

峯
村

何
点
ぐ
ら
い
出
て
い
た
の。

建
畠

ギ
ャ
ラ
リ
ー
白
で
す
か
ら
ね、
ま
あ
五
点
と
か
六
点

と
か。
「
も
う
フ
レ
ー
ム
を
打
つ
釘
が
打
て
な
い」
と
言
っ

て
泣
い
て
い
ま
し
た。

I
水
彩
が
多
い
の
も
そ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
で
し
ょ
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う
ね。

油
絵
具
は
ど
う
し
て
も
体
力
が
必
要
で
す。

自
分
で
下
地
を
塗
る
だ
け
で
も
大
変
で
す
よ。

彼、

体
力
な
か
っ
た
ね。

顔
色
も
悪
か
っ
た
し。

文
さ
ん
も
そ
う
で
す
し
八
木
君
も
そ
う
だ
け
れ
ど
も、

今

日
は
色
々
な
作
品
の
影
善
を
論
じ
る、

最
初
か
ら
そ
う
い
う

こ
と
を
取
り
上
げ
て
話
を
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
け
れ

ど、

特
に
文
さ
ん
の
場
合
は
李
萬
換
さ
ん
の
影
響
が
非
常
に

強
か
っ
た、

そ
ん
な
こ
と
を
言
え
ば
八
木
君
の
作
品
も
李
さ

ん
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
と
思
う。

な
ぜ
か
と
言
う
と、

こ

の
美
術
館
で
同
時
開
催
さ
れ
て
い
る
「
一

九
七
0
年
代
の
美

術」

の
入
っ
た
と
こ
ろ
に
李
さ
ん
が
木
を
彫
っ
た
作
品
が
あ

る。

板
に
傷
を
つ
け
た
作
品（
註
9
)。

何
を
し
て
い
る
か
と
言

う
と、

表
面
の
面
積
を
拡
大
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で、

あ
れ
は
傷
を
…
…

そ
の
隣
に
孔
を
開
け
た
作
品
が
あ
っ

て（
註
10
)、

こ
れ
は
同
じ
こ
と
で
す
が、

李
さ
ん
は
一

貫
し
て

「
表
面」

と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
来
た
人
な
の
で、

最

近
の
作
品
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も、

今
回
並
ん
で
い
る
作
品

も
み
ん
な
そ
う
で
す。

あ
の
人
は
布
で
あ
ろ
う
と
板
で
あ
ろ

う
と
「
表
面」

と
い
う
こ
と
を
重
視
す
る。

八
木
君
も
そ
う

で
す。

非
常
に
板
の
表
面
に
こ
だ
わ
っ
た
人
で
す。

彼
の
作

品
は
三
次
元
の
立
体
作
品
で
す
が、

た
と
え
ば
角
材
で
あ
れ

ば
四
つ
あ
る
面
を
ど
う
や
っ
て
際
立
た
せ
よ
う
か
と
し
て
他

の
違
っ
た
木
を
嵌
め
込
ん
だ
り
す
る。

別
に
嵌
め
込
ん
だ
木

の
か
た
ち
が
ど
う
こ
う
で
は
な
く、
「
表
面」

と
い
う
こ
と

を
ど
う
や
っ
て
見
る
人
に
意
識
さ
せ
る
か、

と
い
う
点
で
は

中
原
峯
村

つ
ば
り
見
た
時
に

李
さ
ん
の
作
品
と
ど
こ
か
で
繋
が
っ
て
い
る
と
言
え
ば、

そ

う
い
う
こ
と
も
言
え
る。

文
さ
ん
の
写
真
を
使
っ
た
作
品
も

そ
う
で
す
ね。

つ
ま
り
面
と
い
う
も
の
に
は
一

切
奥
行
き
を

作
る
操
作
は
不
必
要
だ、

と
い
う
こ
と
が
彼
の
中
に
あ
る。

そ
の
証
拠
に、

藁
科
君
は
《
活
字
球
》

と
そ
の
後
の
仕
事
は

違
う
と
言
っ
た
が
そ
う
で
は
な
い
。

あ
れ
は
転
が
し
て、

紙

の
上
に
字
を
印
す。

大
事
な
点
は
「
面」

で
す。

そ
こ
で、

基
本
的
な
発
想
は
そ
の
後
の
作
品
と
変
わ
っ
て
い
な
い
。

建
畠

八
木
さ
ん
に
つ
い
て
で
す
が、

確
か
に
小
清
水
さ

ん、

あ
る
い
は
そ
の
当
時
先
験
的
な、

日
本
で
は
厳
密
な
ミ

ニ
マ
ル
・

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
あ
っ
た
福
嶋
敬
恭
(
-

九
四
0

生）

さ
ん
と
い
う
二
人
が
身
近
に
い
た
わ
け
で
す
か
ら、

木

を
使
う
と
い
う
こ
と
と
ミ
ニ
マ
ル
な
反
復
の
方
法
は
直
接
的

に
は
そ
の
二
人
の
影
響
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
し、

も
ち
ろ

ん
李
さ
ん
の
「
表
面」

に
関
す
る
意
識
も
作
用
し
て
い
た
か

も
知
れ
な
い
。

つ
ま
り、

ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
と
か
量
塊
性
と
い

う
こ
と
よ
り
も
「
表
面」

が
彼
に
と
っ

て
は
大
き
な
意
識

で、

木
に
ラ
ッ
カ
ー
を
塗
っ
て
木
目
と
対
比
さ
せ
る
と
い
う

こ
と
も
李
さ
ん
と
は
違
っ
た
意
味
で
の
「
表
面」

へ
の
関
心

の
表
明
だ
と
思
い
ま
す。

ぼ
く
は
先
程
「
チ
ー
プ」

と
言
い
ま
し
た。

こ
れ
は
非
常

に
難
し
い
言
い
方
で、

そ
れ
は
当
時
「
チ
ー
プ
の
美
学」

な

ん
か
全
く
な
い
こ
ろ
で
し
た
か
ら、

彼
の
世
界
に
つ
い
て
マ

イ
ナ
ス
の
言
い
方
に
な
っ
て
し
ま
う
け
れ
ど
も、

ぼ
く
は
や

作
品
に
見
ら
れ
る
ラ
ッ
カ
ー
が
塗

ら
れ
た
幾
何
学
的、

ミ
ニ
マ
ル
な
反
復
と
対
比
さ
れ
て
い
る

木
目
の
パ
タ
ー
ン
は
違
い
ま
す。

こ
れ
は
文
字
通
り
チ
ー
プ

な
材
料
で、

大
作
家
の
よ
う
に
金
属
な
ん
か
使
え
な
か
っ
た

と
か、

加
工
の
理
由
な
ど
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
け
れ

ど
も、

ポ
ジ
テ
イ
ヴ
に
反
復
さ
れ
る
全
く
の
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム

の
ミ
ニ
マ
ル
な
面
と、

あ
る
意
味
で
は
我
々
に
と
っ
て
色
々

な
感
情
と
か
表
情
を
喚
起
さ
せ
る
木
目
の
よ
う
な
も
の
を
導

入
し
た
と
い
う
こ
と
は、

厳
密
な
ミ
ニ
マ
ル
の
方
法
に
対
す

る
あ
る
種
の
批
評
性
が
あ
っ
た
の
か
と
も
思
い
ま
す。

そ
の

批
評
性
を、

あ
え
て
拡
大
し
て
行
く
と
す
れ
ば、

木
の
持
つ

軽
や
か
さ
と
か
薄
さ、
「
表
面」

に
還
元
さ
れ
る
薄
さ
も
含

め
て
そ
の
後
の
ポ
ス
ト
・

モ
ダ
ン
に
繋
が
る
感
覚
が
あ
っ
た

の
か
な
あ
と。

し
か
し、

彼
が
活
躍
し
た
時
代、

そ
の
予
兆

は
関
西
で
は
全
く
な
か
っ
た
で
す
か
ら。

全
く
独
自
に
次
の

時
代
の
ア
ン
テ
ナ
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ
た
の
か、

と
い
う

気
は
し
ま
す。

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ、

藁
科
さ
ん
で
し
た

か、

若
林
奮
(
-

九―
二
九
ー
ニ
0
0
三）
さ
ん
と
の
関
係
に
つ

い
て
触
れ
た
の
は。

確
か
に、

木
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
別
の
木
に

埋
め
込
む
時
に
「
表
面」

で
は
な
く
て
あ
る
物
質
性
に
対
す

る
眼
差
も
あ
っ
た。

た
だ、

フ
エ

テ
ィ
シ
ズ
ム
な
ど
の
方
向

に
展
開
し
て
行
か
な
い
で、

ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
に
も
触
れ
な
が

ら
そ
の
ミ
ニ
マ
ル
に
対
す
る
時
代
の
予
兆
と
し
て
の
批
評
の

眼
差
と
い
う
も
の
が
…
…

こ
れ
は
当
た
っ
て
い
る
か
も
知

れ
な
い
し、

当
た
っ
て
い
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
（
亡
く
な

っ
た
の
は）
二
十
六
オ
だ
か
ら
ね。
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「
チ
ー
プ
の
美
学」、

い
い
こ
と
を
言
う
け
れ
ど、

も

う
ち
ょ
っ
と
き
れ
い
な
言
葉
で
言
っ
て
欲
し
い。

チ
ー
プ
と

言
う
か
…
…

で
も
「
チ
ー
プ」

は
い
い
言
葉
で
す
ね。

私

は
八
木
さ
ん
の
作
品
を
見
て
い
て、

い
か
に
も
き
れ
い
過
ぎ

て
変
だ
な、

と。

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と、

こ

う
い
う
板
を
使
っ
た
仕
事
の
前
に
何
を
や
っ
て
い
た
か
と
い

う
こ
と
が
全
然
見
え
て
来
な
い。

全
く
そ
う
い
う
資
料
が
残

っ
て
い
な
い
か
ら
な
の
か、

彼
は
本
当
に
大
学
で
彫
刻
の
こ

と
を
や
る
時
に
初
め
か
ら
こ
の
よ
う
な
仕
事
だ
っ
た
の
か。

極
め
て
不
思
議
だ
と
思
う
ん
で
す。

今
の
時
代
で
す
か
ら
大

学
で
は
首
あ
る
い
は
人
体
像
を
課
題
と
し
て
出
す
こ
と
が
な

か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も、

そ
の
辺
は
ど
う
で
し

ょ
A

つ。
記
録
に
残
っ
て
い
る
も
の
と
言
え
ば、

他
に
は
大
学
の

課
題
ぐ
ら
い
で
す
ね。

最
初
か
ら、

今
回
の
展
覧
会
に
出
品

さ
れ
た
作
品
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
す。

峯
村

建
畠
君
が
言
っ
た
「
チ
ー
プ
の
美
学」

は
実
を
言
う

と、

さ
っ
き
か
ら
話
に
出
し
て
い
た
狗
巻
賢
1

1、

こ
の
人
が

非
常
に
鋭
い
か
た
ち
で
提
示
し
て
い
た
と
思
う。

彼
は
京
都

教
育
大
学
で
普
通
の
彫
刻
を
勉
強
さ
せ
ら
れ
て、

そ
れ
が
大

学
在
学
中
急
速
に、

非
常
に
論
理
的
に
展
開
し
て
行
く。

外

国
の
影
響
か
ら一
足
飛
び
に
ポ
ー
ン
と
別
の
こ
と
を
や
る
と

い
う
の
で
は
な
く、

彼
は
ま
ず
量
塊
を
ど
の
よ
う
に
抜
く

か、

脱
11
量
塊
を
論
理
的
に
展
開
す
る
ん
で
す
ね。

そ
れ
で

球
体
み
た
い
な
も
の
を
作
る
け
れ
ど、

そ
の
球
体
が
視
覚
的

峯
村

に
は
球
体
で
あ
り
な
が
ら
中
が
抜
け
て
い
る。

そ
の
よ
う
な

場
数
を
踏
ん
で、

三、

四
年
生
の
こ
ろ、

中
原
さ
ん
が
東
京

ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
で
選
ぶ
こ
ろ
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す

が、

糸
だ
け
で
美
術
館
の
空
間
に
立
体
性
を
仮
想
さ
せ
た。

そ
の
後
彼
は、

極
小
だ
け
れ
ど
も
そ
の
量
塊
性
を
ち
ゃ
ん
と

把
握
し
て
い
る
よ
う
な
作
品
を
制
作
し
て
い
る。

今
度
の
展

覧
会
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で、

中
谷
至
宏
さ
ん
が
書
い
て
い
る

一
文
で
狗
巻
が
矩
形
の
ラ
ワ
ン
材
を
継
ぎ
合
わ
せ
て
レ
ン
ガ

ブ
ロ
ッ
ク
く
ら
い
の
大
き
さ
に
し
た
も
の
を
七
つ
繋
げ
た
と

い
う
作
品
が
写
真
入
り
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
（註
11
)。

こ
れ

は
一
九
七
六
年
の
京
都
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
際、

私
が
構
成
し

た
コ
ー
ナ
ー
で
出
品
し
て
も
ら
っ
た
も
の
で。

こ
れ
が、

変

な
言
い
方
に
な
り
ま
す
が、

狗
巻
賢
二
に
と
っ
て
は
も
う
晩

年
で
す。

早
熟
な
芸
術
家
で、

こ
の
仕
事
に
行
く
前
に
も
う

こ
れ
以
上
や
る
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
く
ら
い
の
極
小

を
目
指
し
て、

自
分
の
ア
ト
リ
エ
に
た
ま
た
ま
あ
っ
た、

と

言
つ
よ
り
も
自
分
が
勤
め
て
い
た
工
場
で
使
っ
て
い
た
粘
土

を
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
会
場
の
隅
に
押
し
付
け
て、

そ
れ
を

（
隅
か
ら）
少
し
離
し
て
置
い
た。

リ
チ
ャ
ー
ド・
セ
ラ(-
九

三
九
生）
の
鉛
の
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
と
い
う
壮
大
な
作
品
が

あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
そ
れ
を
皮
肉
る
よ
う
な、

チ
ー
プ
な
素

材
で。

素
材
と
場
と
の
関
係、
「
場
所」

と
い
う
意
識
を
そ

れ
な
り
に
抱
え
た
仕
事
だ
っ
た
と
思
い
ま
す。

そ
ん
な
こ
と

を
や
っ
て
い
る
内
に、
「
も
の」

は
や
っ
ぱ
り
自
立
し
て
い

な
い
と
仕
方
が
な
い
と
思
っ
た
ら
し
く、

場
に
規
制
さ
れ
な

い
で
自
立
す
る
よ
う
な
も
の
を、

板
を
貼
り
合
わ
せ
て
立
方

体
で
レ
ン
ガ
大
の
大
き
さ
で
い
く
つ
か
作
っ
た。

図
録
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
写
真
は、

レ
ン
ガ
状
の
も
の
を
七
つ
繋
げ
た

か
ら
お
の
ず
と
切
れ
目
が
見
え
て
い
ま
す。

結
果
的
に
は
八

木
さ
ん
の
仕
事
に
ど
こ
か
非
常
に
強
く
響
く
も
の
だ
と
思
い

ま
す。私

が
思
う
に
は
狗
巻
賢
二
と
い
う
人
は、

ニ
マ
ル
・
ア
ー
ト
の
展
開
と
も
う
ひ
と
つ、

そ
の
横
に
あ
っ

ア
メ
リ
カ
の
ミ

に
見
て
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た。

プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
ス
ト

ラ
ク
チ
ャ
ー
ズ
を
観
察
し
て、

そ
の
先
に
行
っ
て
本
当
の
ミ

ニ
マ
ル
・
ア
ー
ト、

ほ
と
ん
ど
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
に
近
い

と
こ
ろ
ま
で
見
つ
め
て
し
ま
っ
た
人
で
す。

こ
の
人
の
「
チ

ー
プ
な
美
学」、

こ
れ
は
ど
こ
か
ら
か
有
難
い
と
こ
ろ
か
ら

持
っ
て
来
た
美
学
で
は
な
く
て
…
…

ご
め
ん
な
さ
い、

京

都
に
つ
い
て
あ
ま
り
知
ら
な
い
け
れ
ど、

私
の
中
で
は
京
都

の
ケ
チ
ン
ボ
精
神、
「
つ
ま
し
さ」

と
言
い
ま
す
か、

最
小

で
素
晴
ら
し
い
効
果
を
得
る、

派
手
派
手
し
い
こ
と
は
莫
迦

に
す
る、

そ
ん
な
古
く
か
ら
あ
る
伝
統
的
な
メ
ン
タ
リ
テ
ィ

を
巧
く
動
員
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
た
ん
で
す。

八

木
さ
ん
も、

お
父
さ
ん
か
ら
し
て
そ
う
だ
け
れ
ど
も、

根
っ

か
ら
の
京
都
人
で
し
ょ
う。

お
そ
ら
く
狗
巻
を
知
ら
な
か
っ

た
は
ず
は
な
い。

注
目
し
て
見
て
い
た
と
思
い
ま
す。

そ
れ

と
同
時
に
深
く
共
感
す
る
ほ
ど
に、

彼
の
京
都
的
な
「
チ
ー

プ
の
美
学」

が
出
て
来
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る

た
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
ズ
を
ま
さ
に
同
時
代
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他
に
は
そ
う
い
う
人
は
い
る
ん
で
す
か 、

チ
ー
プ
な
…
…

建
畠

京
都
ぐ
ら
い
か
…
…

八
木
さ
ん
は
立
体
で
す
け
れ
ど 、

沢
居
曜
子
さ
ん
の
仕

事
な
ど
は
ど
う
で
し
ょ
う 。

峯
村

雰
囲
気
と
し
て
そ
れ
を
と
て
も
強
く

感
じ
ま
す
ね 。

沢
居
さ
ん
は
立
体
も
や
っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど 。

峯
村

彼
女
は
存
在
そ
の
も
の
が
非
常
に
魅
力
的
だ
っ
た
も

の
で 。

い
や 、

こ
れ
は
変
な
意
味
で
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
で
す 。

自
己
抑
制
が
利
い
た
人 。

派
手
に
パ
ッ
と
出
た

人
で
は
な
く
て 。

そ
れ
が
ち
ょ
っ
と 、

東
京
の
自
己
主
張
の

激
し
い
人
が
向
か
う
と

恥
ず
か
し
く
な
る
よ
う
な 。

中
原

「
チ
ー
プ」

と
言
う
の
は
意
味
が
あ
り
ま
す
か
？

建
畠

ぼ
く
が
言
っ
た
の
は
峯
村
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
の

と
違
っ
て
い
て 、

も
っ
と
安
手 。

安
手
と
言
っ
て
し
ま
う
と

ま
す
ま
す
悪
い
意
味
に
聞
こ
え
て
し
ま
う
の
で
す
が 、

若
い

人
た
ち
の
間
に
流
通
し
て
い
る
感
覚
で 、

八
木
さ
ん
の
時
代

に
は
な
か
っ
た
も
の
で
す
が 。

だ
か
ら
こ
の
時
代
に
対
す
る

形
容
と
し
て
は
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
す
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん 。

福
嶋
さ
ん
的
な
ミ
ニ
マ
ル 、

金
属
の
ミ
ニ
マ
ル
と

八
木
さ
ん

の
作
品
で
は
八
木
さ
ん
の
方
が
軽
い
で
す
ね 。

そ
れ
を
肯
定

的
に
作
り
直
そ
う
と
す
る
と
そ
ん
な
言
葉
が
出
て
く
る
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
た
ん
で
す
ね 。

こ
れ
は
今
の
時
代
の
若
者

の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
感
覚
で 、

そ
れ
を
八
木
さ
ん
が
共
有
し
て

い
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
か
ら 、

む
し
ろ
正
統
的
な
解
釈
と
し

の
で
す
が 。

て
は 、

八
木
さ
ん
の
作
品
が
チ
ー
プ
だ
と
す
れ
ば
狗
巻
さ
ん

の
作
品
は
共
通
性
が
あ
る
で
し
ょ
う
ね 。

ぼ
く
は
中
谷
さ
ん

が
挙
げ
て
い
た
狗
巻
さ
ん
の
作
品
は
見
て
い
な
い
け
れ
ど

も 、

写
真
で
見
る
限
り
非
常
に
近
い
感
じ
で
す
ね 。

そ
れ
は

京
都
人
の
感
覚
か
ど
う
か
は
解
り
ま
せ
ん
が 、

八
木
さ
ん
は

少
な
く
と
も
福
嶋
さ
ん
的
な
ミ
ニ
マ
ル
・

ア
ー
ト
で
は
な
く

て 、

寡
少
な
物
質
を
使
う
こ
と
に
意
味
を
感
じ
て
い
た
の
で

は
な
い
か 。

峯
村

狗
巻
は
大
阪
の
人
で
す 。

た
だ
大
学
が
京
都
教
育
大

学
だ
っ
た 。

私
は
会
う
の
が
ほ
と
ん
ど
京
都
で 、

ま
さ
に
チ

ー
プ
な
呑
み
屋
で
会
っ
て
い
た 。

語
弊
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
贅
肉
と
い
う
も
の
が
な

く 、

肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
余
計
な
も
の
は
一

切
身
に
付

け
た
く
な
い
と
い
う
生
き
方
は 、

は
っ
き
り
し
て
い
た 。

結

構
も
の
を
読
ん
で
い
た
は
ず
だ
け
れ
ど
も 、

人
前
に
出
る
と

気
取
っ

て
「

わ
し
ゃ 、

そ
ん
な
も
の
は
知
ら
ん」

と
言
っ

て 。

実
際
に 、

身
に
付
い
た
部
分
だ
け
し
か
知
ら
ん
と 。

外

か
ら
持
っ
て
来
た
知
識
を
丸
呑
み
す
る
こ
と
は
ゴ
メ
ン
だ
と

い
う
こ
と
を
実
践
し
て
い
た
人
で
す 。

あ
の
こ
ろ 、

私
は
よ

く
彼
に
会
い
ま
し
た
け
れ
ど 、

周
り
に
同
じ
よ
う
な
人
が
い

た
か
と
言
え
ば
そ
う
で
も
な
か
っ
た 。

野
村
仁
さ
ん
は
素
朴

な
人
だ
け
れ
ど
も
狗
巻
君
と
は
仲
が
良
く 、

狗
巻
も
野
村
に

は
一

目
置
い
て
い
た 。

た
だ 、

狗
巻
は
生
き
様
と
言
う
か
美

学
に
ま
で
自
分
を
鍛
え
て
い
た 。

私
は
八
木
さ
ん
の
作
品
に
つ
い
て 、

昔
見
た
時
も
そ
う
で

た
ぶ
ん 、

い
き
な
り
だ
っ
た
よ
う
な 。

二
十
六
オ
で
亡

し
た
が 、

も
の
づ
く
り
の
前
向
き
な
姿
勢
と
し
て
強
く

感
じ

る
の
は 、

小
清
水
さ
ん
と
の
同
質
性
で
す 。

非
常
に
近
い
も

の
を
感
じ
ま
す 。

マ
イ
ナ
ス
評
価
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど

も 、

ち
ょ
っ
と
装
飾
的
・

エ
芸
的
な
傾
き
が
強
い
と
い
う
こ

と
も
含
め
て 。

で
も 、

板
と
い
う
も
の
に
取
り
組
む
姿
勢
の

丁
寧
さ 、

ゆ
っ
く
り
と
だ
け
ど
き
ち
っ
と
前
方
を
見
つ
め
て

少
し
ず
つ
突
破
し
て
い
る 。

建
畠
君
が
言
っ
た
こ
と
と
同
じ

に
な
る
の
か 、
「

チ
ー
プ
の
美
学」

と
言
い
ま
す
か 、

今
は

流
行
ら
な
い
け
れ
ど
渋
さ
と
か 。

極
小
に
「
も
の」

を
切
り

詰
め
て
い
る
が
故
の
不
思
議
な
色
気
み
た
い
な
も
の
を
八
木

さ
ん
に
感
じ
る 。

こ
れ
は
芸
術
そ
の
も
の
の
発
露
と
言
う
よ

り
も
む
し
ろ 、

気
質
・

体
質
的
な
も
の
か 、

あ
る
い
は
民
族

的
な
資
質
な
の
か
と
も
思
う
の
で
す
が 、

そ
れ
な
ら
ば
日
本

人
な
ら
ば 、

あ
る
い
は
京
都
の
人
だ
っ
た
ら
そ
れ
が
良
い
か

た
ち
で
出
て
来
る
と
は
言
え
な
い
わ
け
で 。

だ
か
ら 、

こ
の

人
が
自
ら
開
発
し
た
も
の
な
の
か
と 。

で 、

そ
れ
に
つ
け
て
も
こ
う
い
う
こ
と
を
や
る
前
に
何
を

作
っ
て
い
た
の
か 。

い
き
な
り
だ
っ
た
の
か 。

非
常
に
不
思

議
に
思
う 。

く
な
っ
て
い
ま
す
し 、

生
涯
で
「

作
品」

と
呼
べ
る
も
の
は

五
十
点
を
切
る
程
度
し
か
作
っ
て
い
な
い

。

他
は
学
校
の
課

題
に
類
す
る
も
の
で
し
ょ
う 。

本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
タ
イ
ト
ル
を
「

高
松
次
郎
以

後」

と
し
た
の
も 、

文
承
根
は
高
松
次
郎
の
影
唇
を
受
け
易
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_
そ
こ
ま
で
今
回
は
調
べ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が、

高

今
回
の
展
覧
会
に
展
示
さ
れ
て
い
る
作
品
の
ク
オ
リ
テ
ィ
そ

そ
れ
は
多
分
本
人
で
し
ょ
う
か。

峯
村

こ
れ
は
今
回
展
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が、

《
O
N
E
N
ESS》（一
九
七
九）
も
あ
り
ま
す
ね。

こ
れ
も
本
人
で
し
ょ
う
か（註
12
)。

峯
村

す
る
と、
こ
れ
は
や
は
り
高
松
次
郎
を
意
識
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
は
は
っ
き
り
言
え
る
と
思
え
ま
す。

高
松
の

場
合
O
N
E
N
ESS、

単
体
に
対
し
て
複
合
体
は
C
O
M
P
LE
X

と
は
言
わ
ず、
C
O
M
P
O
U
N
D
で
す。

そ
れ
は
違
う
け
れ
ど

も、
こ
の
人
が
高
松
の
作
品
の
英
訳
名
を
知
ら
な
い
ま
ま
に

複
合
体
と
い
う
の
で
そ
れ
を
C
O
M
P
LE
X
と
表
現
し
た
の
か

も
知
れ
な
い。

文
さ
ん
と
八
木
君
は
非
常
に
短
命
だ
っ
た
け
れ
ど
も、

ち

ゃ
ん
と
し
た
仕
事
を
残
し
た
と
思
い
ま
す。

建
畠

最
初
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に、

た
ま
た
ま
個
人
的
に

知
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て、

な
か
な
か
言
い
難
い
の
で
す

が、

夭
折
の
美
学
は
芸
術
の
本
質
と
は
関
係
が
な
い
か
も
知

れ
な
い
け
れ
ど
も、

受
け
手
で
あ
る
我
々
の
心
理
は
ど
う
し

て
も
そ
の
よ
う
に
見
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
る。

た
ぶ
ん、

中
原

ね。

峯
村
《
C
O
M
P
L
E
X
W
O
RKS》（一
九
七
九）
は
ど
う
で
し

ょ
う'。 こ

れ
は
第
三
者
が
付
け
た
の
だ
と
思
い
ま
す。

い
世
代
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が、

八
木
正
も
現
存
す
る
最
初

の
作
品
で
あ
る
《
W
O
RK
T
RI
LO
G
Y》（一
九
七
八）
の
三
点

組
の
う
ち
の
一
点
が、
一
九
七
0
年
代
の
高
松
の
「
複
合

体」
を
木
に
慨
き
換
え
た
か
た
ち
を
し
て
い
る。

そ
れ
を
強

調
す
る
こ
と
は
い
い
か
ど
う
か
判
り
ま
せ
ん
が。

峯
村

そ
れ
で、

か
ね
て
か
ら
知
り
た
か
っ
た
の
で
す
が、

残
さ
れ
た
作
品
は
八
木
の
作
品
集
が
編
纂
さ
れ
る
時
に
第一――

者
が
付
け
た
作
品
名
が
ほ
と
ん
ど
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

を
築
科
君
が
書
い
て
い
ま
す
ね。
《
W
O
RK
TI
臼L
O
G
Y》
は

ど
う
で
し
ょ
う。

松
次
郎
が
関
西
で
初
め
て、

当
時
東
京
で
も
な
か
っ
た
最
大

規
模
の
回
顧
展
が
ち
ょ
う
ど
建
畠
さ
ん
が
勤
務
し
て
い
た
国

立
国
際
美
術
館
で
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
ね。

建
畠
一
九
八
0
年
で
す。

そ
れ
を
見
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も、

東
京
に
出
て

来
て
展
覧
会
を
見
て
い
る
可
能
性
は
高
い
で
し
ょ
う。

井
田

彪（一
九
四
五
生）
さ
ん
は
八
木
が
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
に
対
す
る

関
心
が
強
か
っ
た
と
証
言
し
て
お
ら
れ
ま
す
が、

私
は
個
人

的
に
高
松
の
一
九
七
0
年
代
の
「
複
合
体」
に
対
す
る
関
心

も
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す。

余
り
関
西

に
限
定
し
て
考
え
る
気
は
あ
り
ま
せ
ん
が、

当
時
の
関
西
で

八
木
以
外
に
高
松
の
影
響
が
明
ら
か
な
立
体
作
品
を
制
作
し

て
い
た
作
家
は
い
た
で
し
ょ
う
か。

中
原

い
な
い
で
し
ょ
う
ね。

そ
ろ
そ
ろ
時
間
で
す
が、

最
後
に
一
言
ず
つ、

何
か。

や
っ
ば
り、
一
九
七
0
年
代
は
谷
間
じ
ゃ
な
か
っ
た

の
も
の
と
そ
れ
を
作
っ
た
作
家
の
像
と
い
う
も
の
が
ロ
マ
ン

テ
ィ
ッ
ク
に
重
な
っ
て
し
ま
っ
て、

そ
れ
を
「
お
か
し
い」

と
言
わ
れ
た
ら
ど
う
し
よ
う
も
な
い。

で
も、

そ
う
い
う
見

方
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か。

中
原
さ
ん
は
「
ち
ゃ
ん
と
し
た
仕
事
を
残
さ
れ
た」

と
お
っ
し
ゃ
っ
た。
こ
の
時
代
と
し
て
は
そ
う
だ
と
思
い
ま

す。先
程、

そ
の
文
章
を
く
さ
し
た
よ
う
に
な
っ
て、

本
当
は

良
い
所
も
紹
介
し
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
の
で
す
が、

尾

崎
信一
郎
さ
ん
が
書
い
た
長
い
文
章
に
は
先
程
の
よ
う
に
納

得
が
行
か
な
い
点
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た。

そ
れ

は
仕
方
あ
り
ま
せ
ん。

し
か
し、

彼
が
冒
頭
に
記
し
た
文
章

は
実
に
き
れ
い
で、

素
晴
ら
し
か
っ
た。

彼
は
文
さ
ん
に
つ

い
て
書
い
て
い
ま
す
が、

彼
は
《
活
字
球》
に
つ
い
て
「
自

動
的
に
転
写
す
る
版
画
の
中
で
な
い
交
ぜ
に
さ
れ
た
規
則
性

と
偶
然
性、
一
回
性
と
反
復
性
は
一
九
七
0
年
代
中
盤
の
現

代
美
術
の
気
風
を
み
ご
と
に
反
映
し
て
い
る」
と
冒
頭
で
要

約
し
て
い
ま
す（註
13
)。

そ
の
規
則
性
と
偶
然
性、

そ
れ
よ
り

も
解
る
の
は
一
回
性
と
反
復
性
を
な
い
交
ぜ
に
し
て
持
っ
て

い
た
の
が
七
0
年
代
中
盤
の
特
徴
だ
と
い
う
指
摘
は
私
の
認

識
で
も
共
通
し
て
い
ま
す。
一
回
性
は
七
0
年
ご
ろ
の
も
の

派
の
人
た
ち
の
作
品
の
著
し
い
特
徴
で
す。

そ
の
後、
一
回

性
で
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
多
く
の
若
い
芸
術
家
た

ち、

そ
れ
か
ら
も
の
派
の
中
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
自
身、

李
萬

換
が
典
型
で
す
が
小
清
水
漸
が
紙
に
ク
レ
ヨ
ン
で
描
い
た
作

峯
村
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品
な
ど
も
そ
う
で
す。

反
復
性
と
い
う
も
の
を
取
り
戻
そ
う

と
意
識
的
に
や
っ
て
い
た。

こ
れ
は
彼
ら
の
私
へ
の
個
人
的

な
発
言
か
ら
も
は
っ
き
り
と
記
憶
し
て
い
ま
す。
一

回
性
と

い
う
も
の
を
強
い
か
た
ち
で
表
現
に
出
し
た、

そ
れ
自
体
も

す
ご
い
造
形
だ
っ
た
の
で
す
が、

そ
れ
で
は
そ
の
ま
ま
で
は

行
け
な
い
だ
ろ
う、

と
い
う
こ
と
で
谷
間
の
季
節
に
反
復
と

い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
た。

そ
の
両
面
を
文
さ
ん
が
持
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
尾
崎
さ
ん
は
指
摘
し
て
い
る。

そ
れ
で

は
八
木
さ
ん
は
ど
う
だ
っ
た
か
と
言
え
ば、

や
は
り
一

回
性

と
反
復
性
を
両
面
に
抱
え
て
い
る。

文
さ
ん
に
し
ろ
八
木
さ

ん
に
し
ろ、

も
う
ひ
と
つ
の
問
題
は
も
の
派
の
展
開
か
ら
そ

の
後
八
0
年
代
に
な
っ
て
顕
在
化
す
る、

相
矛
盾
す
る
「
表

現
し
な
い
こ
と
」

と
「
あ
え
て
表
現
す
る
こ
と」、

表
現
性

の
有
無
で
す。

そ
れ
が
こ
の
二
人
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
モ
ヤ

モ
ヤ
と
し
た
か
た
ち
で
な
い
交
ぜ
と
な
っ
て
い
る。

必
死
に

な
っ
て
表
現
の
実
体
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
け
れ
ど
も、

そ

れ
が
道
半
ば
で
終
わ
っ
た。

で
は
何
も
や
ら
な
か
っ
た
か
と

言
え
ば
そ
ん
な
こ
と
は
な
く
て、

か
な
り
模
索
し
て
い
た。

私
は
今
日、
一
一
人
の
展
覧
会
を
見
た
後
で
八
階
の
「
一

九

七
0
年
代
の
美
術」

を
見
た
の
で
す
が、

そ
こ
で
し
み
じ
み

思
っ
た
の
は、

少
な
く
と
も
現
在
こ
の
美
術
館
で
展
示
さ
れ

て
い
る
作
品
に
限
っ
て
言
え
ば、
「
日
本
の
芸
術
家
は
あ
る

意
味
で
言
う
と
仕
方
な
く
や
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
あ
る

な」

と。

つ
ま
り
体
の
内、

精
神
の
内
側
か
ら
溢
れ
出
し

て、

ど
う
し
て
も
こ
れ
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
の
で
は
な
く、
「
こ
な
し
モ
ー
ド」

な
ん
で
す（
註
14
)。

い
み
じ
く
も
こ
の
展
覧
会
の
タ
イ
ト
ル
は

「
仕
事」

と
言
っ
て
い
ま
す
ね。

私
は
仕
方
が
な
い
こ
と
と

し
て
解
る
の
で
す
が、

ア
ー
ト
の
あ
り
よ
う
と
し
て
は
か
な

り
特
異
で
は
な
い
か。

日
本
の
美
術
家
は
そ
の
面
が
強
い
の

か
も
知
れ
な
い
。

時
代
的
に
言
え
ば、

こ
れ
は
ミ
ニ
マ
ル
・

ア
ー
ト
の
あ
る
時
期
ま
で
の
特
色
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す。

文

さ
ん
の
仕
事
の
あ
り
方
に
も
見
ら
れ
る
こ
の
禁
欲
的
な
繰
り

返
し
に
つ
い
て、

尾
崎
さ
ん
は
本
日
会
場
に
来
て
お
ら
れ
る

林
道
郎
さ
ん
の
文
章
を
引
用
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
書
い
て

い
ま
す。

…
…
一

回
的、

直
感
的
な
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン

グ
ヘ
の
批
判
と
も
い
え
る
こ
の
よ
う
な
姿
勢
に
林
道
郎
は
タ

ス
ク
と
い
う
呼
称
を
与
え
て
い
る。

タ
ス
ク
と
は
自
発
的
な

仕
事
と
い
う
よ
り
も
課
さ
れ
た
務
め
と
い
っ
た
ニ
ュ

ア
ン
ス

を
も
ち、

あ
ら
か
じ
め
仕
事
の
総
体
が
与
え
ら
れ、

そ
の
遂

行
は
苦
役
に
近
い
印
象
を
与
え
る。

例
え
ば
ル
ウ
ィ
ッ
ト
の

ウ
ォ
ー
ル
・

ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
お
い
て
は
作
品
の
サ
イ
ズ
や

引
か
れ
る
線
の
長
さ
や
数
が
あ
ら
か
じ
め
タ
イ
ト
ル
の
中
に

明
示
さ
れ、

条
件
を
満
た
す
線
が
全
て
引
か
れ
た
時
点
で
作

品
は
完
成
す
る。

…
…（
註
15
)

大
き
な
枠
組
で
何
を
作
る
か
と
決
定
し
た
後
タ
ス
ク
ta
s
k

で
や
る
と
い
う
こ
と
は、

ご
く
自
然
な
解
決
だ
ろ
う
と
思
い

二
0
0
七
年
十
月
六
日
（
土）

於

千
葉
市
美
術
館
―
一

階
講
堂

ん
で
す。

ま
す
が、

大
き
な
枠
組
が
よ
く
解
ら
な
い
け
れ
ど
も
と
り
あ

え
ず
タ
ス
ク
で
や
る、

芸
術
家
だ
か
ら
何
か
や
ら
な
け
れ

ば、

と
い
う
こ
と
で
作
る
と
い
う
こ
と
も
当
然
あ
る
わ
け

で。

私
は
別
に
一

九
七
0
年
代
だ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す

が、

タ
ス
ク
と
い
う
こ
と
を
す
ご
く
感
じ
ま
す。

そ
う
言
っ

て
し
ま
う
と
私
が
や
っ
て
き
た
批
評
と
い
う
も
の
も
多
分
に

タ
ス
ク
み
た
い
な
も
の
か
と
い
う
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。

日
本
の
七
0
年
代
と
い
う
の
は
一

番
そ
の
側
面
が
強
か
っ
た

よ
う
に
思
う。

六
0
年
代
は
弾
け
る
よ
う
に、

何
か
を
突
破

し
よ
う、

何
か
内
側
か
ら
突
き
上
げ
て
来
る
も
の
を
表
出
し

よ
う、

時
代
に
対
し
て
挑
み
か
か
ろ
う
と
し
た。

七
0
年
代

は
外
側
に
挑
む
対
象
が
見
え
な
く
な
っ
た
だ
け
に、

タ
ス
ク

が
消
極
的
な
も
の
と
な
っ
た。

こ
れ
は
「
一

九
七
0
年
代
の

美
術」

展
だ
け
で
は
な
く、

二
人
の
展
覧
会
に
お
い
て
も
感

じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た。

あ
ま
り
景
気
の
い
い
話
で
は
な
い
け
れ
ど。

今、

千
葉
の
テ
レ
ビ
で
も
盛
ん
に
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
を
流

し
て
い
る、

京
都
伝
統
工
芸
大
学
校
の
略
称
が
T
A
s
k
な
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1註

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
展
覧
会
は 、

束
京
画
廊（
東
京）
が
開
催

し
た
「

五
つ
の
ヒ
ン
セ
ク〈
白〉

韓
国・
五
人
の
作
家
11

展」(-
九

七
五
年
五
月
六
ー

ニ
四
日）
を
指
す 。

本
展
は
李
東
燒（一
九
四
八

生） 、

徐
承
元(-
九
四
一
生） 、

朴
栖
甫
(-
九―――
一
生） 、

許
視

（一
九
四
六
生） 、

権
京
萬(-
九一一
六
生）
の
五
人
が
出
品（
パ
ン

フ
レ
ッ
ト

記
載
順） 。
同
展
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は 、
次
の
ふ
た
つ
の

テ
ク
ス
ト
が
収
録
さ
れ
て
い
る 。

・
中
原
佑
介
「

白」

・
李
逸

李
萬
換（
訳）「
白
色
は
考
え
る」

な
お
一
九
七
0
年
代
後
半
の
日
本
に
お
け
る
現
代
韓
国
美
術
の
紹

介
に
つ
い
て 、

参
考
と
な
る
い
く
つ
か
の
文
献
を
次
に
掲
げ
る 。

．
朴
栖
甫

沈
文
雙

高
松
次
郎

菅
木
志
雄

彦
坂
尚
嘉

李
萬

換（
司
会）（
座
談
会）「
展
覧
会
か
ら
11
「

韓
国・
現
代
美
術
の
断
面

展」

現
代
絵
画
の
色
彩
を
め
ぐ
っ
て」『
美
術
手
帖』（
第一一
九
巻）

第
四
二
五
号
一
九
七
七
年一
0
月
一
六
八
ー一

八
九
頁

・
李
慶
成
「

韓
国
近
代
美
術
展
に
寄
せ
て」『
韓
国
現
代
美
術
展

七

0
年
代
後
半・
ひ
と
つ
の
様
相』
韓
国
文
化
芸
術
振
興
院
一
九
八

三
年

八
ー

九
頁

当
館
で
開
催
さ
れ
た
高
松
次
郎
お
よ
び
斎
藤
義
頂
に
関
す
る
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
は 、
次
を
参
照
の
こ
と
（
出
席
者
は
今
回
と

同） 。
・
「

鼎
談
「

高
松
次
郎
を
発
見
す
る」
『

千
葉
市
美
術
館
研
究
紀
要

採
蓮』
第
四
号
―1
0
0一
年
三
月
三一
日

四
三
ー

六
二
頁

・
「

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「

斎
藤
義
重 、
そ
の
造
形
を
索
め
て」『
千
葉
市

美
術
館
研
究
紀
要
採
蓮』
第
七
号
―1
0
0
四
年
三
月
三
一
日

ニ
―
—

四一
頁

伊
奈
ギ
ャ
ラ
リ
ー
2

（
東
京）

開
催
さ
れ
た
展
覧
会 。

．
「

八
木
正
遺
作
展

板
の
構
成
に
よ
る

C
O
N

S'IR
U
CTI
O
N
O
F

P

IAN
K」（一
九
八
三
年
七
月一
ー

ニ
九
日）

同
展
は
出
品
作
品
を
増
や
し 、
京
都
芸
術
短
期
大
学

ギ
ャ
ラ
リ
ー

楽
で
も
開
催
さ
れ
た 。

・
「

八
木
正
逍
作
展

木
の
表
情
ー

時
間 、
空
間 、

記
憶 、
そ
し
て

直
感
ー」(-

九
八――一
年
十一
月―-
|―

四
日）

こ
の
展
覧
会
は
「

現
代
紙
の
造
形
1

日
本
と
韓
国
1」

を
指
す 。

中
原
氏
は
日
本
側
作
家
選
考
委
員
と
し
て
参
加 。

本
展
は
一
九
八

木
正

15 14 13 12 11 10 9 8
 

7 6 5
 一一

年
に
韓
国
の
国
立
現
代
美
術
館（
十
二
月
十―――
ー

ニ
七
日）
で
開

催
さ
れ 、
日
本
で
は
翌
八――一
年 、
京
都
市
美
術
館（―-
月―――一
日
1

1

1一
月
六
日） 、

埼
至
県
立
近
代
美
術
館（
四
月
二
日
ー

五
月
八
日） 、

熊
本
県
伝
統
工
芸
館（
五
月――
六
日
1

六
月
七
日）
を
巡
回
し
た

（
本
展
に
つ
い
て
は
光
田
由
里 、

後
藤
結
美
子
両
氏
に
御
教
示
を
得

ま
し
た 。
こ
こ
に
感
謝
の
意
を
記
し
ま
す） 。

尾
崎
信一
郎
「

文
承
根

あ
る
い
は
シ
ス
テ
ム
と
プ
ロ
セ
ス」『
文
承

根
十
八
木
正
一
九
七―――
ー

八
三
の
仕
事』
京
都
国
立
近
代
美
術
館

千
葉
市
美
術
館

二
0
0
七
年

0一
四
頁

註
5
と
同 。

恐
ら
く

次
の
発
言
を
指
す 。

・
小
清
水
漸

菅
木
志
雄

高
橋
雅
之
――
村
裕
子

本
田
真
吾

守
屋
行
彬

山
下
菊
二

針
生
一
郎（
司
会）（
座
談
会）「
座
談
会

ゼ
ロ
の
基
軸

斎
藤
義
重
を
語
る」『
美
術
手
帖』（
第
二
五
巻）
第

三
七一
号
一
九
七――一
年
九
月
一
―
―
頁

文
承
根
は
一
九
八―一
年
四
月一
三
日
に
歿
し
た 。
生
前
最
後
の
個

展
は
ギ
ャ
ラ
リ
ー
白（
大
阪）
で
開
催
さ
れ
た
「

文
承
根
油
彩
画
展」

（
三
月
二
五
日
ー

四
月一二
日） 。

李
昂
燥
〈
刻
み
よ
り〉(-
九
七―-)

李
萬
換
〈
突
き
よ
り〉(-
九
七――-)

中
谷
至
宏
「

臨
界
の
生
ー

八
木
正」
註
5、

01――
―
|

[
O―
ニ―-]

頁八
木
正
の
作
品
名
の
決
定 、
改
名
の
経
緯
に
つ
い
て
は
不
明
な
点

が
多
い 。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
言
及
さ
れ
て
い
る
作
品
名
も 、
歿
後

第
三
者
に
よ
る
改
名
が
さ
れ
た
可
能
性
も
未
だ
に
考
え
得
る 。

註
5、

01
―
頁

峯
村
氏
に
よ
れ
ば 、
仕
事
を
と
に
か
く

処
理
す
る 、
と
い
う
意
味

で
の
「
こ
な
し」
で
あ
り 、
こ
れ
は
「

ブ
リ
コ
ラ
ー

ジ
ュ
に
一
寸

通
じ
て
い
る」
と
い
う 。

註
5、

0一
六
頁

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
当
美
術
館
の
展
覧
会
「

文
承
根
十
八

一

九
七
三

—
八
三
の
仕
事」
（
二
0
0
七
年
九
月
二
十

三
日
ー

十一

月
四
日）
に
あ
わ
せ
て
開
催
さ
れ
た 。

本
誌
掲
載
に
あ
た
っ
て 、

筆
耕
な
ら
び
に
註
記
は
藁
科
が

行
い 、

出
席
さ
れ
た
各
氏
に
ご
確
認
を
お
願
い
し
た 。
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Symposium: "The 1970s: After Takamatsu Jiro" 

Panelists: Nakahara Yusuke, Minemura Toshiaki, Tatehata Akira 

Chair: Warashina Hideya 

This symposium was held in conjunction with the MOON Seung-Keun + YAGI Tadashi: Works on 
paper and sculptures 1973-83 from two collections exhibition held at the Chiba City Museum of Art. 

The exhibition featured two artists active in Kyoto during the late 1970s and early 1980s, Moon 
Seung-Keun (1947-1982) and Yagi Tadashi (1956-1983), as it considered the age in which the two 
artists were active. With this goal in mind the exhibition also traveled to the National Museum of

Modern Art, Kyoto. 
The 1970s, particularly the late 1970s, stood between the late 1960s-early 1970s, when the Mono

ha movement of artists, now recognized overseas as well as in Japan, sought a reconsideration of the 
concept of "art," and the 1980s and later periods with their affirmation of "art." This symposium 
considering the 1970s ended with a split in opinion between those participants summed up by Minemura, 
who dubbed the time a "chasm" in the field of art and Nakahara, who considered it a period in which 
artists raised questions that are still relevant today. 

In 1995, the Museum of Contemporary Art, Tokyo, held an inaugural exhibition entitled Art in 
Japan Today (1985-1995). In the catalogue for that exhibition, Yaguchi Kunio, then Chief Curator of

the museum, emphasized "growing international contacts and changing values," while also making 

the following comment about the artists who began their creative activities in the 1980s. 
、、The new generation of artists who have emerged in the eighties and nineties want nothing to do 

with the Mono-ha. In fact, artists who actively resist being discussed in terms of Mono-ha or Post

Mono-ha are becoming the majority." 

This is an absolute statement. Later Yaguchi noted that "international contacts and changing val
ues" had become the standard form in the art world throughout Japan. However, the west considered 
such a stance "an irredeemable position" that raised the undeniable possibility that such denial of 

tradition and absorbtion of external stimulus was simply "a history of repeated negation and destruc
tion, as suicide-bombing follows suicide-bombing" (Tono Yoshiaki)."

Unlike Takamatsu Jir6 (1936-1998) and Sai6 Yoshishige (1904-2001), two other artists whose 
works were the theme of a symposium held at the museum and who both considered the 1970s to be 
a specific period within their oeuvre history, the 1970s (including the beginning of the 1980s) them
selves were the entire careers of Moon and Yagi, indeed, their very lives. During the 1970s Takamatsu 
was involved in the creation of a series of three-dimensional works best represented by his Com
pound. In this work Takamatsu considered the relationship between art work and artist, and in the 
end, he stopped production of those works. Moon and Yagi, on the other hand, had opened the genie's 
jar and discovered the potential of their own art works. Moon, whose creative activities coincided 
with his participation in the late Gutai movement, experimented with a variety of expressive forms, 
whether three-dimensional works, film, prints or watercolors. In particular, Tatehata has indicated 
that Moon's watercolors and print works can be understood within the context of Minimal Art, but we 
must also not overlook his connection with the works of the contemporary Ecole de Seoul movement. 
Yagi's creative production, however, began later than Moon's, only starting in the late 1970s. Yagi

met two sculptors at Kyoto Art University, Fukushima Noriyasu (b. 1940) whose sculpture is based on 
Minimalism, and Koshimizu Susumu (b. 1944) who was part of the Mono-ha movement and whose 
three-dimensional works reconsidered the relationship between art works and their materials. It was 
through his interactions with these two sculptors that Yagi began his own creation of wooden sculp

tures. In this regard, the works of Yagi and Moon, and indeed their creative stance overall, can be seen 
as "one of the omens that an internalized dialectical historical movement had begun in post-war art" 

(Tono). 
(Translated by Martha J. McClintock) 
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四=-
H
間
／
入
場
者
二
六 、
八
五
七
人）

六
月
十
六
日（
土）

I
七
月
二
十
九
H（
日）

「
シ
ャ

ガ
ー

ル
展」

※
《
軽
業
師〉
を
は
じ
め
と
す
る
油
彩
画
二
四
点
を
含
む一
九
八
点
に
よ
り 、
マ
ル
ク
・

シ
ャ
ガ
ー

ル
の

画
業
を
紹
介 。

チラシ

（
一
）

企
画
展
（
八
件）

展
覧
会

鳥
居
清
長

四一
日
間
／
入
場
者―
――- 、
八
0
六
人）

平
成
十
九
年
度

千
葉
市
美
術
館
の
活
動

七
・

八
階
展
示
室

二
0
0
七
年
四
月
二
十
八
日（
土）

I
六
月
十
日（
日）

「
鳥
居
清
長

江
戸
の
ヴ
ィ
ー

ナ
ス
誕
生」

※
天
明
期
の
美
人
画
を
中
心
に 、

役
者
絵
を
代
々
手
掛
け
る
鳥
居
派
当
主
と
し
て
の
清
長
の
活
躍 、

初
期

の
作
品 、
肉
筆
画 、

版
本
な
ど 、
国
内
外
か
ら
選
ば
れ
た
二
六
七
点
に
よ
り

構
成
さ
れ
た
大
規
模
な
展
覧

会 。

七
階
第
五
展
示
室
・

八
階
展
示
室

九
階
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

六
月
二
十
六
日（
火）

I
七
月
八
日（
日）

「
千
葉
市
美
術
協
会
特
別
展
『

秀
作
展
二
0
0
七』」
（―
二
日
間
／
入
場
者一

、
七
六
八
人）

八
月
七

旦
火）

I
九
月
十
七

旦
月）

八
階
展
示
室

「
都
市
の
フ
ラ
ン
ス

自
然
の
イ
ギ
リ
ス

ー

十
八
・

十
九
世
紀
絵
画
と

挿
絵
本
の
世
界」

※
コ
ン
ス
タ
ブ
ル 、
タ
ー

ナ
ー

の
油
彩
画
を
は
じ
め 、
栃
木
県
立
美
術
館
が
所
蔵
す
る
西
洋
絵
画・
版
画・

挿
絵
本
四一
四
点
を 、
「

都
市
の
フ
ラ
ン
ス
自
然
の
イ
ギ
リ
ス」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
概
観 。

（
四
0
日
間
／
入
場
者
九 、
九
四一
人）

チラシ

、、 I

---――--
- ..,_  

「シャガール展」会場
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文承根十八木正
1973-83の仕事
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チラシ チラシ

冒]

七
階
展
示
室

「文承根十八木正」展会場

九
月
二
十一
二
日（
日）
—
+
一

月
四
日（
日）

「
文
承
根
十
八
木
正
一

九
七
三
ー
八
三
の
仕
事」

※
一

九
七
0
年
代
か
ら
八
0
年
代
初
頭
の
京
都
で
活
動
し、

若
く
し
て
世
を
去
っ
た
文
承
根
と
八
木
正。

京
都
国
立
近
代
美
術
館
が
所
蔵
す
る
文
の
作
品
と
千
葉
市
美
術
館
が
所
蔵
す
る
八
木
の
作
品
を
中
心
に
五

二
点
を
展
示。

（
四―一
日
間
／
入
場
者
二、
三
八
八
人）

「都市のフランス自然のイギリス」展会場

二
0
0
八
年
一

月
八
日（
火）
I
-

月
二
十
日（
日）

九
階
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

「
市
民
の
た
め
の
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ケ
ア
展

家
庭
で
で
き
る
作
品
の
管
理」

※
油
彩
画、

日
本
画、

彫
刻、

工
芸
作
品
を
中
心
に、

家
庭
で
で
き
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
ケ
ア
の
方
法

と、

保
存
修
復
の
専
門
家
に
よ
る
修
復
工
程
写
真
や
道
具、

作
品
の
構
造
や
技
法
の
特
徴
を
展
示
解
説。

A
C
P
美
術
保
存
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
と
の
共
催
事
業。

（一
三
日
間
／
入
場
者
五
六
四
人）

一

月
十
二
日（
土）
I
三
月
1

一
日（
日）

七
階
展
示
室

「
日
本
の
版
画
一

九
四
一

ー
一

九
五
0

|
『
日
本
の
版
画』

と
は
何
か
」

※
一

九
九
七
年
以
来
当
館
で
開
催
し
て
い
る
シ
リ
ー
ズ
展
「
日
本
の
版
画」

の
第
五
弾。

こ
れ
ま
で
あ
ま

り
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
一

九
四
0
年
代
の
日
本
版
画
を、

出
品
作
約一一
五
0
点
に
よ
り
概
観。

（
五
0
日
間
／
入
場
者
五、
一

九
九
人）

三
月
八
日（
土）
—
三
月
二
十
八
日（
金）

階
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー、

―
一

階
講
堂

「
第
三
十
九
回
千
葉
市
民
美
術
展
覧
会」

※
市
民
芸
術
祭
の
一

閑
と
し
て、

千
葉
市
美
術
協
会
会
貝
お
よ
び
公
募
入
選
作
品
約―
1

0
0
点
を、

七

部
門
に
分
け
て
展
示。

チラシ

一

階
さ
や
堂
ホ
ー
ル、

七
・

八
階
展
示
室、

九

I -� 且

「日本の版画 1941-1950」展会場
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四
三
日
間
／
入
場
考一
六、
九
八
三
人）

四
月
一

日（
日）
I
四
月
二
十
二
日（
日）

――
一
日
間
／
入
場
者一
、
七一
六
人）

――
一
日
間
／
入
場
者一
六、
六
0
八
人）

七
階
展
示
室

二
0
0
七
年
四
月一

日（
日）
ー
四
月
二
十
二
日（
日）

「
浮
世
絵
黄
金
期
へ
の
道」

※
鳥
居
清
長
誕
生
ま
で
の
浮
世
絵
の
流
れ
を
た
ど
る、

消
長
展
の
予
告
編
と
も
い
う
べ
き
展
覧
会。

菱
川

師
宣
か
ら、

鈴
木
春
信、

勝
川
春
章
な
ど、
江
戸
時
代
前
期
の
版
画、
肉
筆
画、

版
本
ニ
二
0
点
を
展

示。

八
階
展
示
室

「
郷
土
の
芸
術
家」

※
房
総
の
地
で
活
躍
し
て
き
た
芸
術
家
た
ち
を
紹
介。

書、

陶
芸、

油
彩
画、

素
描
な
ど、
さ
ま
ざ
ま
な

ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
六
八
点
を
出
品。

(-―
―
日
間
／
入
場
者一
、
七一
六
人）

六
月
十
六
日（
土）
—

七
月
二
十
九
日（
日）

七
階
第
六
ー
八
展
示
室

「
寄
贈
作
品
に
よ
る
近
代
日
本
画
展
—

楠
原
コ
レ
ク
シ
ョ
ン、

島
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
中
心
に」

※
楠
原
豊
松
氏
よ
り
平
成
十
八
年
度
に
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
か
ら、
近・
現
代
の

日
本
画
十
三
点
を
初
め
て
紹
介。
こ
れ
ま
で
受
贈
し
た
近
代
日
本
画
の
関
連
作
品
も
あ
わ
せ、
四
0
点
を

展
示。

七
階
展
示
室

八
月
七

旦
火）
I
九
月
十
七

旦
月）

「
若
沖
と
そ
の
時
代」

※
江
戸
時
代
中
期
の
京
都
で
活
躍
し
た
伊
藤
若
沖。
寄
託
品
・
所
蔵
品
の
若
沖
作
品
八
点
を
中
心
に、

若

（
二）

所
蔵
品
を
中
心
と
し
た
テ
ー
マ
展
（
八
件）

「1970年代の美術」展会場

九
月
二
十
三
日（
日）
I
十
一

月
四
日（
日）

八
階
展
示
室

「
一

九
七
0
年
代
の
美
術
ー
文
承
根
・
八
木
正
展
理
解
の
た
め
に」

※
「
文
承
根
十
八
木
正」
展
開
催
に
あ
わ
せ、
二
人
が
活
動
し
た一
九
七
0
年
代
の
美
術
の
動
向
に
つ
い

て、

当
館
の
所
蔵
作
品
を
中
心
に
概
観。
李
浜
換、

福
嶋
敬
恭、
小
清
水
漸
ら
の
作
品
三
五
点
を
展
示。

（
四―一
日
間
／
入
場
者―-、
八
0
七
人）

「寄贈作品による近代日本画展」会場

「若沖とその時代」展会場

沖
の
出
現
と
関
連
す
る
南
頻
派
の
作
品、
同
時
代
の
曾
我
蒲
白・
円
山
応
挙・
長
沢
芦
雪
ら
の
作
品、
岡

本
秋
暉
な
ど
若
沖
以
後
の
花
鳥
画
の
作
品、
五
九
点
を
紹
介。

（
四一
日
間
／
入
場
者一
0、
二
八
六
人）
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十
一

月
十
一

日（
日）
I
-

月
六
B（
日）

「
逝
き
し
芸
術
家
を
偲
ん
で」

七
階
展
示
室

※
当
館
が
所
蔵
す
る
現
代
美
術
の
中
か
ら
近
年
物
故
し
た
作
家
の
作
品
を
展
示
し、

併
せ
て
そ
の
業
績
を

回
顧。

こ
の
四
年
間
に
逝
去
し
た
柳
原
義
達、

土
谷
武、

清
水
九
兵
衛、

金
山
明、

田
中
敦
子
ら
十
作
家

の
作
品――一
三
点
を
展
示。

（
四
九
日
間
／
入
場
者
二
、
八―

二

人）

一

月
十
二
日（
土）
—
三
月
二
日（
日）

八
階
展
示
室

「
芳
年
・

芳
幾
の
錦
絵
新
聞
—
東
京
日
々
新
聞
・

郵
便
報
知
新
聞
全
作
品」

※
東
京
日
々
新
聞
と
郵
便
報
知
新
聞
の
大
判
作
品
を
一

堂
に
展
示
し、

二
つ
の
錦
絵
新
聞
を
担
当
し
た
浮

世
絵
師、

大
蘇
芳
年
と
一

窓
斎
芳
幾
の
絵
を
比
較
検
討
す
る
展
覧
会。

リ
ッ
ケ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
寄

二｀
’ L9'’び． ― ：OO•,!?土

..・

.......—. •-エ·l • • • ••一

チラシ

f●9心約鱈、一<< ● 

八
階
展
示
室

「星をさがして」展会場

十
一

月
十
一

日（
日）
I
二
0
0
八
年
一

月
六
日（
日）

「
千
葉
市
科
学
館
開
館
記
念
協
賛

星
を
さ
が
し
て
ー
宇
宙
と
ア
ー
ト
の
意
外
な
関
係」

※
宮
島
達
男
《
地
の
天
〉、

野
村
仁
《
ム
ー
ン
・
ス
コ
ア
〉、

ト
ー
マ
ス
・
ル
フ、

草
間
禰
生
の
作
品
な
ど、

星
と
宇
宙
と
関
連
す
る
現
代
ア
ー
ト
三
五
点
を
展
示。

（
四
九
日
間
／
入
場
者―
-
、

八
ニ
―

人）

託
品
を
中
心
に
一

七
六
点
を
出
品。

（
五
0
日
間
／
入
場
者
四、
五
二
四
人）

講
演
会
等
(
-
―
一
件
一

八
回）

「
特
別
講
演
会
こ

鳥
居
派
の
仕
事」

二
0
0
七
年
五
月
十
九
日（
土）

講
師
こ

鳥
居
清
光
（
画
家
／
鳥
居
派
九
代
目）

「
学
芸
員
に
よ
る
消
長
日
曜
講
座」

―
一

階
講
堂

五
月
六
日（
日）

「
鳥
居
派
当
主
と
し
て
ー
清
長
役
者
絵
の
世
界」

講
師
こ

浅
野
秀
刷
（
当
館
学
芸
課
長）

「
江
戸
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
ー
清
長
美
人
の
誕
生」

五
月
十
三
日（
日）

―
一

階
講
堂

「
学
芸
員
に
よ
る
ス
ラ
イ
ド
＆
レ
ク
チ
ャ
ー
こ

鳥
居
清
長
展
の
見
ど
こ
ろ」

「
鳥
居
清
長」

展
会
期
中
毎
金
曜
日
（
六
回
実
施）

講
師

は
口
辺
昌
子
（
千
葉
市
文
化
振
興
課
学
芸
員）

※
講
師
等
の
所
属
先
は
イ
ベ
ン
ト
開
催
時
の
も
の
を
記
載。

.5 ,..竺

チラシ

（
計―
一
回
／
参
加
者

（
参
加
者
一
―
1
0
人）

計
―

二
八
人）
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講
師
g
竹
下
都
（
金
沢
工
業
大
学
F
D
I
研
究
員）

計
二
三
四
人）

九
階
講
座
室

講
師
こ
田
辺
昌
子
（
千
葉
市
文
化
振
興
課
学
芸
員）
／
浅
野
秀
剛
（
当
館
学
芸
課
長）

「
シ
ャ
ガ
ー
ル
と
ユ
ダ
ヤ
神
秘
主
義」

七
月
八
日（
日）

―
一

階
講
堂

講
師
こ
有
木
宏
二
（
宇
都
宮
美
術
館
学
芸
員）

七
月
二
十一
日（
土）

―
一

階
講
堂

「
十
九
世
紀
の
パ
リ、

都
市
の
自
画
像」

九
月
十
五
日（
土）

―
一

階
講
堂

講
師
了
小
倉
孝
誠
（
慶
應
義
塾
大
学
教
授） （

参
加
者
七
三
人）

「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
"
-
九
七
0
年
代
・
高
松
次
郎
以
後」

十
月
六
日（
土）

―
一

階
講
堂

（
参
加
者一一
四
人）

パ
ネ
ラ
ー
＂
中
原
佑
介
（
兵
庫
県
立
美
術
館
館
長）、

峯
村
敏
明
（
美
術
評
論
家）

建
畠
哲
（
国
立
国
際
美
術
館
館
長）

司
会
る
藁
科
英
也
（
当
館
学
芸
係
長）

「
一

九
七
0
年
代
と
は
何
か
ー
思
想
的
見
地
か
ら」

十
月
七
日（
日）

―
一

階
講
堂

（
参
加
者
三
0
人）

講
師
二
千
葉
成
夫
（
中
部
大
学
教
授）

「
シ
ャ
ガ
ー
ル
の
故
郷
に
て」

（
計
六
回
／
参
加
者

（
参
加
者一
〇
二
人）

（
参
加
者一
三
九
人）

「
素
材
と
の
対
話
ー
京
都
の
作
家
た
ち
の
造
形
を
め
ぐ
っ
て」

十
二
月
二
日（
日）

―
一

階
講
堂

（
参
加
者一
五
人）

講
師
は
外
舘
和
子
（
茨
城
県
つ
く
ば
美
術
館
主
任
学
芸
員）

「
家
庭
で
で
き
る
日
本
画
と
油
彩
画
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ケ
ア」

二
0
0
八
年一

月
十
二
日（
土）

―
一

階
講
堂

（
参
加
者
二
八
人）

講
師
口
仲
裕
次
郎
（
一

世
保
存
修
復
研
究
所）

／
鈴
木
淳
(
beacon

art
 s
tu
d
io)
 

「
家
庭
で
で
き
る
彫
刻
と
工
芸
作
品
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ケ
ア」

一

月
十
三
B（
日）

―
一

階
講
堂

（
参
加
者一
八
人）

講
師
こ
信
太
司
（
彫
刻
修
復
家）

／
渡
辺
林
太
郎
（
株
式
会
社
ウ
ェ
イ）

「
ス
ペ
シ
ャ
ル
講
洞
会
こ
江
代
日
本
の
版
画
を
考
え
る」
（
共
催
る
国
際
浮
世
絵
学
会）

二
月
九
日（
土）

―
一

階
講
堂

（
参
加
者
八
0
人）

第一

部
「
伝
統
版
画
の
系
譜
を
た
ず
ね
て」

講
師
は
右
切
信一

郎
（
東
京
文
化
短
期
大
学
教
授）

第
二
部
「
創
作
版
画
の
展
開
を
た
ど
っ
て」

講
師

こ一
木
哲
夫
（
国
立
新
美
術
館
副
館
長）
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第
七
回

十
二
月
十
五
日（
土）

「
清
水
九
兵
衛
ー
戦
後
を
生
き
る」

講
師

？
水
沼
啓
和
（
当
館
学
芸
員）

―
一

階
講
堂

講
師

る
築
科
英
也
（
当
館
学
芸
係
長）

第
五
回

十
月
二
十
七
日（
上）

「
八
木
正
—
彫
刻
と
は
何
か」

―
一

階
講
堂

講
師
3

藁
科
英
也
（
当
館
学
芸
係
長）

第
四
回

「
酒
井
抱
一

ー
ニ
0
0
年
前
の
展
覧
会」

九
月
二
十
九
日（
土）

十
一

月
二
十
四
日（
土）

（
参
加
者―1
0
人）

第
六
回

―
一

階
講
堂

「
星
を
つ
く
る
／
星
を
み
る
ー
宮
島
達
男
と
野
村
仁
に
と
っ
て
の
宇
宙」

（
参
加
者
二
五
人）

（
参
加
者一一
五
人）

―
一

階
講
堂

講
師

ぶ
松
尾
知
子
（
当
館
学
芸
員）

四
「
『
都
市
の
フ
ラ
ン
ス

自
然
の
イ
ギ
リ
ス
』

展
に
つ
い
て」

（
主
催
こ

千
葉
市
こ
と
ぶ
き
大
学
校）

九
月
四
日（
火）

九
階
講
座
室

（
参
加
者――1
0
人）

講
師
る

藁
科
英
也
（
当
館
学
芸
係
長）

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ、

そ
の
他
イ
ベ
ン
ト
等
(
-

0
件
一

四
回）

※
講
師
等
の
所
属
先
は
イ
ベ
ン
ト
開
催
時
の
も
の
を
記
載。

（
参
加
者
七
二
人）

第
三
回

「
伊
藤
若
沖
—
若
沖
と
そ
の
時
代」

八
月
二
十
五
日（
土）

―
一

階
講
堂

講
師
；

伊
藤
紫
織
（
当
館
学
芸
員）

「
千
葉
市
民
文
化
大
学
�

マ
ル
ク
・

シ
ャ
ガ
ー
ル
の
生
涯
と
芸
術」

（
主
催

二
十
葉
市
文
化
振
興
財
団）

二
0
0
七
年
六
月
二
十
五
日（
月）

講
師

？
水
沼
啓
和
（
当
館
学
芸
員）

（
参
加
者一
五
二
人）

（
二
）

学
芸
員
出
前
講
座
等

第
二
回

「
橋
本
関
雪
—
南
画
へ
の
道
程」

七
月
二
十
八
日（
土）

―
一

階
講
堂

講
師

ぶ
松
尾
知
子
（
当
館
学
芸
員）

（
参
加
者
四
0
人）

第
一

0
回

「
橋
口
五
葉
の
素
描
と
版
画」

第
一

回

「
葛
飾
北
斎」

（
一
）

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
理
解
の
た
め
の
市
民
美
術
講
座
（
計
一

0
回）

―
1
0
0
七
年
六
月
二
十
三
日（
土）

講
師
こ

浅
野
秀
剛
（
当
館
学
芸
課
長）

市
民
美
術
講
座
・

学
芸
員
出
前
講
座
等

―
一

階
講
堂

（
参
加
者
七
0
人）

第
八
回

二
0
0
八
年
一

月
十
九
日（
土）

「
芳
年
と
芳
幾
ー
錦
絵
新
聞
を
中
心
に
」

第
九
回

一
一
月
十
六
日（
土）

「
恩
地
孝
四
郎
ー
版
に
詩
を
刻
む
ひ
と」

三
月
一

日（
土）

―
一

階
講
堂

（
参
加
者―
二
四
人）

―
一

階
講
堂

講
師
：

小
林
忠
（
当
館
館
長）

（
参
加
者一
0
0
人）

―
一

階
講
堂講

師

二
四
山
純
子
（
当
館
学
芸
員）

（
参
加
者
四
五
人）

―
一

階
講
堂

講
師
こ

浅
野
秀
剛
（
当
館
学
芸
課
長）

（
参
加
者
六――一
人）
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（
参
加
者一
一
八
人）

「
私
と
私
の
好
き
な
動
物
で
つ
く
る
物
語」

七
月
二
十
八
日（
土）

九
階
講
座
室

講
師
こ

濱
田
清
（
当
館
嘱
託
職
員）

※
シ
ャ
ガ
ー
ル
の
絵
画
を
参
考
に、

大
好
き
な
動
物
と
一

緒
に
や
り
た
い
こ
と
を
絵
に
描
く。

小
学
校
低

学
年
の
児
童
と
保
護
者
が
対
象。

※
シ
ャ
ガ
ー
ル
の
生
涯
を
紹
介
す
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
を
上
映。

「
江
戸
の
粋

人
形
浄
瑠
璃
の
世
界」

六
月
二
日（
土）

―
一

階
講
堂

出
演

云口
田
玉
女
（
文
楽
／
人
形
遣）

※
文
楽
の
歴
史
の
解
説
と
実
派
に
よ
り、

そ
の
魅
力
を
わ
か
り
や
す
く
紹
介。
「
鳥
居
消
長」

展
関
連
イ

ベ
ン
ト。

（
計―
一
回
／
参
加
者

計
二
七
五
人）

「
映
画
上
映
会
�
シ
ャ
ガ
ー
ル
ロ
シ
ア
と
ロ
バ
と
そ
の
他
の
も
の
に」

六
月
二
十
四
日（
日）、

七
月
十
五
日（
日）

―
一

階
講
堂

（
参
加
者一

四
五
人）

※
美
術
館
と
国
際
浮
世
絵
学
会
の
共
催
事
業。

五
月
二
十
日（
日）

「
国
際
浮
世
絵
学
会
―
1
0
0
七
年
度
春
季
大
会」

―
一

階
講
堂

（
参
加
者一
―
一
五
人）

七
階
展
示
室

橘
家
闘
蔵
・

橘
家
富
蔵

古
今
亭
菊
之
丞

五
月
十
九
日（
土）

※
「
鳥
居
清
長」

展
会
場
内
に
高
座
を
設
け
行
わ
れ
た
落
語
会。

「
清
長
土
曜
寄
席」

二
0
0
七
年
五
月
＋―
-
日（
土）

（
計
二
回
／
参
加
者

計
二
五
六
人）

へ

」

「
変
身
・
ヘ
ん
し
ん
・
ヘ
ン
シ
ー
ン
！」―

一

階
講
堂、

他

八
月
十
八
8（
士）、

十
九
日（
日）

講
師
ぇ

森
下
真
樹
（
ダ
ン
サ
ー
／
振
付
家）

※
目
で
見
た
も
の、

イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
を、

自
分
の
か
ら
だ
を
自
由
に
使
っ
て
表
現
す
る
楽
し
さ
を
体

験。

大
人
と
子
供
が
取
り
組
む
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ。

「
中
学
生
の
た
め
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ク
ル
ー
ズ

「清長土躍寄席」

（
二
日
間
連
続
／
参
加
者

（
参
加
者

八
月
十
二
日（
日）、

二
十
六
日（
日）

八
階
展
示
室

※
中
学
生
だ
け
で
の
来
館
を
サ
ポ
ー
ト。

小
グ
ル
ー
プ
を
組
み、

リ
ー
ダ
ー
の
案
内
で
「
都
市
の
フ
ラ
ン

ス

自
然
の
イ
ギ
リ
ス」

展
の
会
場
を
ま
わ
る。

計
六
0
人）

時
間
旅
行
—
革
命
か
ら
鉄
道
と
万
博
の
時
代

八
人）

「江戸の粋 人形浄瑠璃の世界」
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絵
の
中
の
森
ヘ
ピ
ク
ニ
ッ
ク
に
行
こ
う」

「
ふ
ぁ
み
＊
く
る
S
ず

八
月
十
三
日（
月）、
二
十
五
日（
土）

八
階
展
示
室

（
計
二
回
／
参
加
者

計一
六
人）

※
「
都
市
の
フ
ラ
ン
ス

自
然
の
イ
ギ
リ
ス
」

展
に
出
品
さ
れ
た
油
彩
風
景
画
の
中
か
ら
作
品
を
選
び、

ス
タ
ッ
フ
の
サ
ポ
ー
ト
に
よ
り
親
子
で
鑑
賞。

小
学
校
中
学
年
の
児
童
と
保
護
者
が
対
象。

「
個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
公
開
相
談
会」

二
0
0
八
年一
月
十
四
日（
月）

―
一
階
講
堂

相
談
貝こ
浅
野
秀
剛
（
当
館
学
芸
課
長）

仲
裕
次
郎
／
入
江
啓
（一
世
保
存
修
復
研
究
所）

鈴
木
淳
／
鈴
木
久
恵
（beacon

art
 s
tud
io)
 

大
島
宏
（
愉
楽
古
典
彫
刻
研
究
所）

／
信
太
司
／
藤
田
尚
樹
（
彫
刻
修
復
家）

「中学生のためのギャラリークルーズ」

（
参
加
者
四
七
人）

「変身・ヘんしん・ヘンシ～ン！」

「
東
欧
ユ
ダ
ヤ
人
音
楽
ク
レ
ズ
マ
ー・
コ
ン
サ
ー
ト
ー
シ
ャ
ガ
ー
ル
が
愛
し
た
故
郷
の
旋
律」

―
一
階
講
堂

（
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン）

／
高
橋
延
吉
（
ド
ラ
ム）

「
東
京
フ
ィ
ル・
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
ー
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
作
曲
家
達

の
タ
ベ」
（
主
催：
千
葉
市
文
化
振
興
財
団）

九
月
七
日（
金）

一
階
さ
や
堂
ホ
ー
ル

出
演
二
束
京
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
交
響
楽
団

七
月一
日（
日）

出
演
？
オ
ル
ケ
ス
テ
ル
・
ド
レ
イ
デ
ル

（
参
加
者―
二
0
人）

樋
上
千
寿
（
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト）

／
白
石
雅
子

弦
楽
四
重
奏
団

（
参
加
者一
三
六
人）

二
0
0
七
年
五
月
十
二
旦
土）

出
演
孟
弔
磐
津
初
勢
太
夫
／
他

「
邦
楽
コ
ン
サ
ー
ト
＂
常
磐
津
の
世
界」―

一
階
講
堂

五

渡
辺
林
太
郎
（
株
式
会
社
ウ
ェ
イ）

※
個
人
が
所
蔵
す
る
作
品
の
状
態
を
保
存
修
復
の
専
門
家
が
診
断。

今
後
の
保
存
•

取
り
扱
い
方
法
を
ア

ド
バ
イ
ス。

「
市
民
の
た
め
の
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ケ
ア
展

一
月
十
九
日（
土）

九
階
講
座
室、

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

講
師＂
鈴
木
淳
／
鈴
木
久
恵
(beacon

art
 s
tud
io)
 

※
絵
ハ
ガ
キ
あ
る
い
は
同
サ
イ
ズ
の
作
品
を
マ
ッ
ト
装
す
る。

コ
ン
サ
ー
ト
（一
二
件）

中
学
生
の
た
め
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ」

（
参
加
者一
九
人）

（
参
加
者
九
0
人）
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「
浮
世
絵
黄
金
期
へ
の
道」

「
郷
土
の
芸
術
家」

二
回

「
シ
ャ
ガ
ー

ル
展」

二
回

「
寄
贈
作
品
に
よ
る
近
代
日
本
画
展」

「
都
市
の
フ
ラ
ン
ス

自
然
の
イ
ギ
リ
ス
」

「
若
沖
と
そ
の
時
代」

二
回

「
文
承
根
十
八
木
正
一

九
七
三
ー

八
三
の
仕
事」

「
一

九
七
0
年
代
の
美
術」

「
星
を
さ
が
し
て」

二
回

「
逝
き
し
芸
術
家
を
偲
ん
で」

六

二
回

回
二
回

二
回

学
芸
員
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
（
二
六
回）

「東欧ユダヤ人音楽クレズマー ・コンサート」

二
回

回

（
二
）
「

職
場
体
験」

学
習

一

四
校

四
0
人

二
件

四
五
人

②

教
職
員
の
団
体
鑑
賞
（
研
修 、

研
究
会
に
よ
る
利
用）

七 「
日
本
の
版
画

「
芳
年
・

芳
幾
の
錦
絵
新
聞」

一

回

一

九
四
―

|
―

九
五
0」

学
校
と
の
連
携
事
業

（
一
）

学
校
団
体
の
受
け
入
れ

①
「

小
中
学
生
鑑
賞
教
育
推
進
事
業」

※
遠
隔
校
等
の
来
館
に
対
応
す
る
た
め、

美
術
館
が
無
料
送
迎
バ
ス
を
用
意
し
鑑
賞
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提

供。

「
シ
ャ
ガ
ー

ル
展」

―
一

校

四
七
二
人

「
都
市
の
フ
ラ
ン
ス

自
然
の
イ
ギ
リ
ス
」

「
星
を
さ
が
し
て」

三
校
一

七
九
人

「
日
本
の
版
画
一

九
四
―

|
―

九
五
0」

合
計

ニ
ニ
校
一

、
一

九
六
人

三
校

ニ
―

八
人

五
校

三
二
七
人

回
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「猫道のたどり方」

展
示

こ
一
0
0
八
年
一

月
十
九
日（
金）
I
二
月
一

日（
金）

八
(-―-)
「
千
葉
市
図
エ
・

美
術
科
担
当
等
教
職
員
鑑
賞
一

日
研
修」

二
0
0
七
年
八
月
二
十
二
日（
水）

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
参
加
者
五一
人）

（
四）

千
葉
市
教
育
研
究
会
造
形
部
会

美
術
館
連
携
グ
ル
ー
プ
と
の
連
携

※
連
携
事
例
の
調
査
研
究
を
行
い
報
告
書
を
提
出 。
次
年
度
実
施
予
定
の
鑑
質
教
育
案
を
検
討 。

※
千
葉
大
学
や
地
域
N
P
O
と
の
連
携
事
業
で
あ
る
「

千
菓
ア
ー
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

(
W
i,C
と）」
を
実
施 。
詳
細
は
報
告
書
を
参
照 。

「
猫
道
の
た
ど
り
方」
（
小
山
田
徹
・

美
術
家）

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

こ
一
0
0
七
年
十
二
月
十
五
日（
土）
、

十
六
日（
日）

（
一
）

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

九

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

※
今
年
度
は一
二
二
人
が
活
動
を
継
続 。

定
例
五
回

自
主
五
回

定
例
二
回

自
主
三
四
回

自
主
一

0
回

「
浮
世
絵
黄
金
期
へ
の
道」

「
鳥
居
清
長」

定
例
五
回

「
シ
ャ
ガ
ー
ル
展」

定
例
五
回

「
寄
贈
作
品
に
よ
る
近
代
日
本
画
展」

「
都
市
の
フ
ラ
ン
ス

自
然
の
イ
ギ
リ
ス
」

「
若
沖
と
そ
の
時
代」

自
主
二
五
回

「
文
承
根
十
八
木
正
一

九
七――一
ー
八
三
の
仕
事
／
一

九
七
0
年
代
の
美
術」

自
主
二
回

「
星
を
さ
が
し
て」

定
例
六
回

自
主
一

回

「
逝
き
し
芸
術
家
を
偲
ん
で」

自
主
一

回

「
日
本
の
版
画
一

九
四
―

_
―

九
五
0」

定
例
六
回

「
芳
年
・

芳
幾
の
錦
絵
新
聞」

自
主
一

五
回

合
計

定
例
三
三
回

自
主
―

二
八
回

（
二
）

鑑
賞
リ
ー
ダ
ー

※
「

小
中
学
生
鑑
賞
教
育
推
進
事
業」（
七
ー

(-
)
①）

等
へ
の
協
力
活
動 。

学
校
側
の
希
望
に
応
じ
て 、

少
人
数
グ
ル
ー
プ
で
の
鑑
賞
を
行
う 。

対
応
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
の
べ
人
数
を
記
録 。

自
主
七
回

自
主
一

九
回

自
主
九
回

定
例
四
回

※
会
期
中
毎
水
曜
日
に
行
う
定
例
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
に
加
え 、

各
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
自
主
的
に
行
う
ギ

ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
も
不
定
期
に
実
施 。

56 



「
シ
ャ
ガ
ー
ル
展」

本
日
創
刊。
△
△
新
聞」

八
階
展
示
室、
一
一
階
講
堂

十一
校
五
九
人

「
都
市
の
フ
ラ
ン
ス

自
然
の
イ
ギ
リ
ス」

「
星
を
さ
が
し
て」

三
校
―
二
人

「
日
本
の
版
画
一
九
四―
|
―
九
五
0」

合
計
ニ
ニ
校
一
三
二
人

(-―-)
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
の
運
営
補
助

「
地
域
提
携
事
業

千
葉
銀
座・
菜
の
花
ロ
ー
ド」

二
0
0
七
年
四
月
三
十
日（
月）

千
葉
銀
座
商
店
街

千
葉
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

「
木
版
画
多
色
摺
体
験
コ
ー
ナ
ー
（
ま
な
び
フ
ェ
ス
タ）」

十
二
月
九
日（
日）

「
蔵
書
票
を
作
ろ
う
ー
本
好
き
の
た
め
の
小
さ
な
世
界
を
摺
る」

二
0
0
八
年
二
月
二
旦
土）、
一
言口（
日）

一
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
奥

二
月
十一
日（
月）

（
計
二
回
／
参
加
者

「
集
ま
れ
1・
キ
ッ
ズ
・
リ
ポ
ー
タ
ー

（
四）
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会
企
画
に
よ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等

「
私
と
私
の
好
き
な
動
物
で
つ
く
る
物
語」

計
三
四
六
人）

五
人

五
校
一
二
五
人（

参
加
者一
1一
五
人）

（
参
加
者
九一
人）

（
参
加
者
五
人）

二
校
一一
六
人

（
五）

そ
の
他

※
参
加
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
の
べ
人
数
を
記
載

「
中
学
生
の
た
め
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ク
ル
ー
ズ」
の
サ
ポ
ー
ト

（
計――一
人）

「
ふ
ぁ
み
＊
く
る
S
ず」
の
サ
ポ
ー
ト

「
市
民
の
た
め
の
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ケ
ア
展」
の
サ
ポ
ー
ト

「
リ
ッ
ケ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン」
整
理
作
業
へ
の
協
力

（
計一
0
人）

「蔵書票を作ろう」

（
計一
九
人）
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『
シ
ャ
ガ
ー
ル
展』

編
集
る

宇
都
宮
美
術
館

発
行

ぶ
合
口
事
務
所

『
鳥
居
清
長

江
戸
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
誕
生
』

『
都
市
の
フ
ラ
ン
ス

自
然
の
イ
ギ
リ
ス

ー

十
八
・

十
九
世
紀
絵
画
と
挿
絵
本
の
世
界』

編
集
こ
砺
木
県
立
美
術
館
／
群
馬
県
立
館
林
美
術
館

発
行
�

川
越
市
立
美
術
館
／

千
葉
市
美
術
館
／
群
馬
県
立
館
林
美
術
館
／
美
術
館
連
絡
協
議
会

『
文
承
根
十
八
木
正
一

九
七―――
ー
八
三
の
仕
事』

編
集
•

発
行
�

京
都
国
立
近
代
美
術
館
／
千
葉
市
美
術
館

編
集
•

発
行
二

千
葉
市
美
術
館

（
一
）

展
覧
会
図
録
等
（
六
冊）

＋

出
版
活
動

町
・
5

忙
ァ，．

1

4

cn

-

5
 

od
 

M

、'
が、‘

n
 
i

`
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際

i
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n
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dCo
ぶ
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生
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(
1
 

1)

展
覧
会
の
作
品
目
録
・

鑑
賞
補
助
の
た
め
の
小
冊
子

※
企
画
展
・

所
蔵
作
品
展
ご
と
に 、

作
品
目
録
ま
た
は
解
説
付
き
小
冊
子
を
発
行 。

文
明
開
化
の
錦
絵
新
聞

『
文
明
開
化
の
錦
絵
新
聞

編
集

こ
十
葉
市
美
術
館

発
行
る

国
書
刊
行
会

※
「

芳
年
・

芳
幾
の
錦
絵
新
聞」

展
関
連
刊
行
物 。

東
京
日
々
新
聞
・

郵
便
報
知
新
聞
全
作
品』

懇讐N

編
集
•

発
行
二

千
葉
市
美
術
館

『
日
本
の
版
画
一

九
四
―

|
―

九
五
O

|
「
日
本
の
版
画」

と
は
何
か
』

梅
原
龍
三
郎
《
は
る
の
そ
の
》

他

十
(-―-)

定
期
刊
行
物

①

美
術
館
ニ
ュ
ー

ス
『

C'n』

第
四
二
S

四
五
号
（
四
回
発
行）

②

千
葉
市
美
術
館
研
究
紀
要
『

採
蓮』

第
一
―

号

③

千
葉
ア
ー
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

ニ
0
0
七
ド
キ
ュ
メ
ン
ト

ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
の
公
開

三
0
0 、

七
0
0

-
、

-――
―

四 、

九
八
七

（
二
0
0
八
年
三
月一
二
十
一

日
ま
で）

※
サ
ー

バ
ー

入
れ
替
え
の
た
め
の
十一
月
の
時
期
を
除
く 。

作
品
の
収
集

（
一
）

寄
贈

七――一
件

土
屋
幸
夫
《
群
生
》

他

田
岡
春
径
《
秋
晴
》

訪
問
者
総
数

閲
覧
ペ
ー

ジ
総
数

＋ 

―
―――
―

点
全
ニ―
1一
点

全
二
二
点

（
大
野
由
美
子
氏
寄
贈）

（
楠
原
豊
松
氏
寄
贈）

（
土
屋
裕
美
氏
寄
贈）
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A"
》
他

全
五
六
点

井
田
照

高
松
次
郎
《
P
H
O
T
O
G

RAP
H》
他

全
四
点

種
谷
扇
舟
《
感
謝》
他

吉
田
天
行
《
楽
在
人
和》

雲
松
《
四
季
山
水
図》

佐
藤
太
消
《
静
物》

(
1

-

)

寄
託

烏
居
消
長
《
草
摺
曳
図》
他

山
谷
鉄

石
井
光
楓
《
自
画
像》
他

《
隣
組
休
息》
他

計一
六
件

（
吉
田
治
郎
氏
寄
贈）

全
三
点

全
六
点
（
石
井
万
里
子
氏
寄
贈）

（
山
谷
晴
美
氏
寄
贈）

（
版
画
を
作
る
会
寄
贈）

（
種
谷
萬
城
氏
寄
贈）

（
押
火
美
奈
子
氏
寄
贈）

（
斎
藤
好
明
氏
寄
贈）

《Su
rfac
e

is
 
the
 
B

e

tw
e
en,
B
e

tw
e
en
 Ve
rtical
 and
 Hor
izon,ミ
Th
e

B
rook,
 

（
イ
ダ
シ
ョ
ウ
イ
チ
ス
タ
ジ
オ
寄
贈）

船
崎
光
治
郎
《
車
百
合》
他

全
八
点

全
五
点

（
青
木
功一
氏
寄
贈）

所
蔵
作
品
の
修
復
・
保
存
等

（一
）

修
復
（
七
件）

沢
居
曜
子
《
L
in
e,
Work》
他

波
打
ち
変
形
修
復
等

宮
島
達
男
《
地
の
天》

電
源
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
配
線
交
換
等

諏
訪
直
樹
《
無
限
連
鎖
す
る
絵
画

Pと
a
乏｝

パ
ネ
ル
あ
く
止
め
等

諏
訪
直
樹
《
I
n

C
ir
cl
e

 No.
2》

パ
ネ
ル
あ
く
止
め
等

山
本
芳
翠
《
花
を
抱
く
少
女》

画
面
洗
浄
等

歌
川
広
重
《
木
曾
街
道
六
捨
九
次
之
内》

棟
方
志
功
《
星
座
の
花
嫁》

郭
徳
俊
《
フ
ォ
ー
ド
と
郭》
他

(-―-)

写
真
撮
影

立
原
杏
所
《
秋
郊
牧
牛
図》
他

ス
タ
ン
プ
除
去
等

計
ニ
―
七
カ
ッ
ト

所
蔵
作
品
の
貸
出、

特
別
利
用
等

（一
）

作
品
の
貸
出
（
二
七
件―
-
0
点）

※
平
成
十
九
年
度
開
催
展
に
つ
い
て
記
載

十
四

（
二）

所
蔵
作
品
の
マ
ッ
ト
装

+-

計
六
点

一
点

欠
損
部
補
填
等
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石
版
に
描
か
れ
た
都
市
風
景」
（
武
蔵
野
市
立
吉
祥
寺
美
術
館、
二
〇

三
0
点

①
「
織
田一
磨
展

0
七
年
四
ー

五
月）

織
田一
磨
《
東
京
風
景

愛
宕
山》
他

②
「
三
国
志
を
い
ろ
ど
る
馬
た
ち」
（
馬
の
博
物
館、

四
ー

六
月）

堤
等
琳
《
三
国
志》

一
点

③
「
池
大
雅
•
徳
山
玉
瀾」
（
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
美
術
館、

四
ー

七
月）

池
大
雅
《
柳
渓
渡
渉
図》
他

二
点

④
「
勅
使
河
原
宏
展

限
り
な
き
越
境
の
軌
跡」
（
埼
玉
県
立
近
代
美
術
館、

七
ー

十
月）

勅
使
河
原
宏
《
サ
イ
レ
ン
島》
（
財
団
法
人
草
月
会
寄
託）

他

七
点

⑤
「
西
洋
の
青

プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
を
め
ぐ
っ
て」
（
神
戸
市
立
博
物
館、

七
ー

九
月）

葛
飾
北
斎
《
冨
嶽
三
十
六
景

神
奈
川
沖
浪
裏》
他

四
点

⑥
「
日
展一
0
0
年」
（
国
立
新
美
術
館
他、

七
月
1
二
0
0
八
年
五
月）

恩
地
孝
四
郎
《
岩
間》
他

四
点

⑦
「
描
か
れ
た
武
士
（
ヒ
ー
ロ
ー）
た
ち
ー
武
者
絵
の
世
界
展」
（
長
野
県
信
濃
美
術
館、

七
ー
八
月）

《
平
家
物
語
図
（
木
曽
義
仲
合
戦
図
屏
風）
》

一
点

⑧
「
水
の
か
た
ち」
（
茨
城
県
近
代
美
術
館、

七
月
ー

九
月）

杉
本
博
司
《
Aege
an
Seà
P
ilion》
他

三
点

⑨
「
磯
辺
行
久
展」
（
東
京
都
現
代
美
術
館、

七
ー

九
月）

磯
辺
行
久
《
W
O
RK6
5-6
0》

―
点

⑩
「
美
術
に
み
る
花
火
ー
広
重
か
ら
現
代
ま
で」
（
い
わ
き
市
立
美
術
館、

八
ー

九
月）

横
尾
芳
月
《
線
香
花
火》
他

四
点

⑪
「
谷
文
屍
と
そ
の
一
門」
（
板
橋
区
立
美
術
館、

九
ー

十
月）

鈴
木
鵞
湖
《
救
蟻
図》
他

三
点
（
寄
託
作
品
を
含
む）

⑫
「
ね
り
ま
の
美
術
二
0
0
七
ー
柳
原
義
達
・
土
谷
武
・
江
口
週
彫
刻
三
人
展」
（
練
馬
区

立
美
術
館、

九
ー

十
月）

江
口
週
《
死
者
の
ふ
ね》
他

⑬
「
秋
田
蘭
画
と
そ
の
時
代
展」
（
秋
田
市
立
千
秋
美
術
館、

九
ー

十一
月）

『
芥
子
園
画
伝』

他

三
点

⑭
「
上
村
松
園
—
近
代
と
伝
統」
（
福
島
県
立
美
術
館‘

+
|
+―
月）

菱
川
師
宣
《
立
美
人
図》

一
点

⑮
「
北
斎
研
究
所
開
設
記
念

秋
季
展」
（
財
団
法
人
北
斎
館‘

+
|
+―
月）

葛
飾
北
斎
《
井
手
の
玉
川》

四
点

⑯
「
妙
見
信
仰
と
羽
衣
伝
承」
（
千
葉
市
立
郷
土
博
物
館、

十
ー

十一
月）

菱
川
師
宣
《
天
人
採
蓮
図》

一
点

⑰
「-―一
都
の
女
—
東
京
・
京
都
・
大
阪
に
お
け
る
近
代
女
性
表
現
の
諸
相」
（
笠
岡
市
立
竹

喬
美
術
館
他、

九
ー
十
二
月）

鏑
木
清
方
《
黛
風》
他

二
点

⑱
「
山
を
愛
し
た
風
景
画
家
—
吉
田
博
展」
（
黒
部
市
美
術
館、

九
ー
十
二
月）

吉
田
博
《
富
士
十
景

朝
日》
他

十一
点

⑲
「
木
版
画
東
西
対
決

仏
教
版
画
か
ら
現
代
ま
で」
（
町
田
市
立
国
際
版
画
美
術
館、

+
1
十一
月）

山
本
鼎
《
漁
夫》
他

五
点

⑳
「
大
名
の
旅
ー
本
陣
と
街
道」
（
松
戸
市
立
博
物
館、

十
ー

十
二
月）

《
駿
府
城
下
行
列
図》

一
点

＠
「
河
口
龍
夫
ー
見
え
な
い
も
の
と
見
え
る
も
の」
（
兵
庫
県
立
美
術
館、

十
ー

十
二
月）

河
口
龍
夫
《
陸
と
海》

一
点

@
「
Yuasa
J

oji
に
よ
る
湯
浅
譲
二
展」
（
郡
山
市
立
美
術
館、

十一
ー

十
二
月）

北
代
省――
《
メ
タ
ル
・
フ
ィ
ッ
シ
ュ
》
他

五
点

⑳
「
心
の
風
景

名
所
絵
の
世
界」
（
静
岡
県
立
美
術
館、

十一
ー

十
二
月）

二
点
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会
員

六
四
0
人
(
―1
0
0
八
年一
二
月
三
十一
日
現
在）

十
五

友
の
会

喜
多
III
歌
麿
《
江
戸
高
名
美
人

計
七一
件
一
四
四
点

(-―)

写
真
の
貸
出、

撮
影
等
（
所
蔵
作
品
の
特
別
利
用）

二
月）

川
西
英
《
静
物》
(『
H
A
N
G
A』
一
六
輯
よ
り）

他

六
点

⑮
「
北
斎
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
魅
了
し
た
江
戸
の
絵
師」
（
江
戸
東
京
博
物
館
他、

十
二
月
1

二
0
0
八
年
五
月）

葛
飾
北
斎
《
生
首
図》
（
摘
水
軒
記
念
文
化
振
興
財
団
寄
託）

一
点

⑯
「
川
端
康
成
と
東
山
魁
夷
—
響
き
あ
う
美
の
世
界」
（
京
都
文
化
博
物
館、
一
ー一一
月）

東
山
魁
夷
《
深
秋》
一
点

＠
「
誌
上
の
ユ
ー
ト
ピ
ア

近
代
日
本
の
絵
画
と
美
術
雑
誌一
八
八
九
ー
一
九一
五」
（
神

奈
川
県
立
近
代
美
術
館
葉
山
他、

『
方
寸』
（
創
刊
号）

他

点

一
月
ー
七
月）

木
挽
町
新
や
し
き

二
点

小
伊
勢
家
お
ち
ゑ》
他

円
山
応
挙
《
富
士
山
三
保
松
原
図
屏
風》
他

函
「
あ
か
り
／
光
／
ア
ー
ト」
（
松
下
電
工
汐
留
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム、

十
二
月
ー
ニ
0
0
八
年

二
0
0
七
年
十一
月
六
旦
火）
I
十
八
旦
日）

（一
）

特
別
企
画
展

十
九

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
い
な
げ

さ
や
堂
ホ
ー
ル

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

講
堂

講
座
室

十
八

博
物
館
実
習

二
0
0
七
年
八
月
二
十
日
1

二
十
四
H、

二
十
七
日、
二
十
八
日

計一
九
大
学
二
0
人

図
書
室
の
運
営

施
設
の
利
用
（
利
用
日
数）

ニ
八―
二
日
（
三
四
団
体、
二
四、

0
六
六
人）

一
四
六
日
（一
般
七
六
日、

市
関
係
二
二
日、

美
術
館
四
八
日）

ニ
八
九
日
（一
般
二
0
八
日、

市
関
係
八
日、

美
術
館
七
三
日）

二―1
0
日
（一
般
七
一
日、

市
関
係
五
六
日、

美
術
館
三
日）

公
開
日
数

利
用
人
数

四
七
日

、

七一
五
人

十
七

十
六
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「
旧
神
谷
伝
兵
衛
稲
毛
別
荘」

「
ゆ
か
り
の
家
・
い
な
げ」

展
示
室

一
五、

八
九
八
人

制
作
室

四、

九
八
八
人

「
C
h
i

b
a

Art
 Fl
a
s
h'
0
7
」

※
「
極
私
的
空
間
か
ら
の
…」

と
い
う
副
題
の
も
と、

若
手
現
代
作
家
の
作
品
を
展
示。

秋
山
保
久、

A

S
A
D
A、

荒
井
恵
子、

伊
藤
み
ち
ょ、

大
場
匠、

白
水
ロ
コ
、

立
花
光
朗、

西
澤
利
高、

深
井
聡
一

郎、

百
田
智
行
が
参
加。

(
-
―
一
日
間
／
入
場
者
八
二
0
人）

二
0
0
八
年
二
月
五
旦
火）
—
+
七
日（
日）

「
千
葉
市
美
術
館
所
蔵
作
品
展
稲
垣
知
雄」

※
千
葉
市
美
術
館
で
開
催
中
の
「
日
本
の
版
画
一

九
四
一

ー
一

九
五
〇」

展
に
関
連
し
て、

美
術
館
が

所
蔵
す
る
版
画
家
の
稲
垣
知
雄
と
関
連
作
家
の
作
品
八
四
点
を
展
示。

（

ご
一
日
間
／
入
場
者
二
六
九
人）

(-―)

施
設
の
利
用
者

(-―-)

施
設
の
公
開
（
公
開
日
数
と
見
学
者
数）

――1
0
八
日

一一
八
三
日

七、

七
九
二
人

六、

四
二
七
人

63 



平成19年度利用者数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

鳥居消長 788 8,039 4,979 13,806 

シャガール展 6,497 20,360 26,857 

郁市の7ランス自然のイギリス 4,901 5,040 9,941 

文＋八木正1913-83の仕靡 382 1,684 322 2,388 

I 
日本の版画1941-1950 1,414 3,186 599 5,199 

第39回千葉市民美術展 16,608 16,608 

浮阻蹟金罰への逍／昴士の封稼 1,716 1,716 

寄贈作品による近代日本画展 6,557 20,426 26,983 

若沖とその時代 5,077 5,209 10,286 

1970年代の美術 459 1,987 361 2,807 

駆をさがして／逝きし芸傭家を偲んで 1,300 1,169 352 2,821 

芳年・芳幾の錦絵新聞 1,252 2,715 557 4,524 

展覧会観覧者 計 2,504 8,039 18,033 40,786 9,978 11,090 3,671 1,983 1,169 3,018 5,901 17,764 123,936 

i 〗

市民ギャラリー 418 941 1,780 2,293 484 1,878 824 3,301 564 1,107 7,200 3,276 24,066 

講座室 196 354 412 223 235 428 242 339 334 165 98 253 3,279 

講堂 394 791 1,170 1,401 702 759 420 301 136 122 3,825 1,846 11,867 

さや堂ホール 7,481 4 421 9,586 207 446 34 250 483 270 9,030 1,780 29,992 

貸出施設利用者 計 8,489 2,090 3,783 13,503 1,628 3,511 1,520 4,191 1,517 1,664 20,153 7,155 69,204 

! ＄ 

図害室 168 336 253 346 318 260 215 142 119 184 214 160 2,715 

講座・講演会等 380 206 281 152 175 74 25 40 109 125 100 1,667 

コンサート・ワークショップ等 35 471 297 287 84 120 91 66 351 1,802 

学校プログラム・実習等 2 195 523 166 303 34 243 35 152 229 1,882 

その他利用者 計 203 1,189 951 1,437 720 858 323 410 285 511 919 260 8,066 

美術館 利用者総計 11,196 11,318 22,767 55,726 12,326 15,459 5,514 6,584 2,971 5,193 26,973 25,179 201,206 

： 
Chiba Art Flash'07 820 820 

稲垣知雄 269 269 

展示室利用者 1,062 1,217 1,804 1,151 1,407 1,973 1,658 1,827 889 557 973 1,380 15,898 

制作室利用者 564 578 197 262 236 520 506 986 198 199 481 261 4,988 

旧神谷伝兵衛稲毛別荘 894 993 863 508 449 736 646 967 511 385 401 439 7,792 

ゆかりの家・いなげ 848 708 841 390 281 381 442 729 297 535 340 635 6,427 

市民ギャラリーいなげ 利用者総計 3,368 3,496 3,705 2,311 2,373 3,610 3,252 5,329 1,895 1,676 2,464 2,715 36,194 
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千
葉
市
美
術
館
研
究
紀
要

採
蓮

第
十
一

号

二
0
0
八
年
三
月――-
+―

日
発
行

編
集
•
発
行
—
財
団
法
人
千
葉
市
教
育
振
興
財
団

千
葉
市
美
術
館

二
六
O
I
八
七――――――
千
葉
市
中
央
区
中
央―――
—
十
ー
八

俎
話
0
四
三
ー――――
一
ー――――――
一
（
代）

制
作

印
象
社
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