
九
九

平
成
三
十
（
二
〇
一
八
）
年
度

日
本
東
洋
美
術
史
の
調
査
研
究
報
告

中
　
谷
　
伸
　
生

日
本
東
洋
美
術
調
査
研
究
班

日
本
東
洋
美
術
史
の
調
査
研
究
に
つ
い
て

　
日
本
東
洋
美
術
史
の
調
査
研
究
は
、
主
と
し
て
、
近
世
近
代
美
術
史
（
絵
画
、
工

芸
、
書
等
）
を
め
ぐ
っ
て
、
関
西
大
学
文
学
部
（
大
学
院
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
科
担

当
教
員
）
と
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
科
に
所
属
す
る
大
学
院
博
士
後
期
課
程
の
大
学
院

生
、
カ
ラ
ヴ
ァ
エ
ヴ
ァ
・
ユ
リ
ヤ
〔K
aravajeva Julija

（
池
大
雅
と
近
世
文
人
画
）〕、

曹
悦
（
篆
書
と
書
学
）、
西
田
周
平
（
日
本
陶
磁
史
）、
邢 

継
萱
（
海
洋
博
物
館
研

究
）、
末
吉
佐
久
子
（
日
本
陶
磁
史
）、
田
邊
咲
智
（
菱
田
春
草
お
よ
び
近
代
日
本
画

と
岡
倉
天
心
）、
高 

絵
景
（
日
本
近
世
の
書
と
絵
画
）
に
よ
っ
て
行
っ
た
。
そ
れ
ぞ

れ
の
資
料
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
各
地
の
美
術
館
、
博
物
館
、
個
人
所
蔵
者
の
お
世

話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

〈
論
文
〉

大
坂
画
壇
の
四
条
派
―
芳
園
、
完
瑛
か
ら
白
鳳
へ
― 

中
谷
　
伸
生

〈
資
料
紹
介
〉

青
木
夙
夜
《
蜆
子
和
尚
図
》（
個
人
蔵
）

 

カ
ラ
ヴ
ァ
エ
ヴ
ァ
・
ユ
リ
ヤ
〔K

aravajeva Julija

〕

浦
上
春
琴
筆
《
山
水
画
巻
》（
関
西
大
学
図
書
館
蔵
） 

高
　
　
絵
景

橋
本
　
雅
邦
《
孟
母
断
機
図
》 

田
邊
　
咲
智

鯉
江
良
二
作
《
信
楽
手
　
沓
茶
碗
》 

末
吉
佐
久
子

長
春
天
山
の
灰
釉
茶
碗
に
つ
い
て 

西
田
　
周
平

江
戸
時
代
に
お
け
る
篆
書
書
法
の
風
格
―
『
篆
説
』
と
『
嶧
山
碑
』
―

 

曹
　
　
　
悦

神
戸
海
洋
博
物
館
「
海
洋
文
化
の
展
示
」
に
つ
い
て 

邢
　
　
継
萱



一
〇
〇

大
坂
画
壇
の
四
条
派

―
芳
園
、
完
瑛
か
ら
白
鳳
へ
―

中
　
谷
　
伸
　
生

は
じ
め
に

　

大
坂
の
四
条
派
画
家
と
言
っ
て
、
誰
の
名
前
が
浮
か
ぶ
か
、
と
い
う
と
、
一
般
の

美
術
愛
好
家
の
み
な
ら
ず
、
研
究
者
に
お
い
て
も
な
か
な
か
名
前
が
浮
か
ば
な
い
と

い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
ま
た
、
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
と
し
て
も
、
大
坂
の
四
条
派
絵

画
を
ど
れ
だ
け
見
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
を
見
た
人
は
少
な
い
。
実
際
、
大
坂
の

絵
画
を
大
阪
で
見
る
こ
と
自
体
が
な
か
な
か
難
し
い
。
大
阪
の
美
術
館
（
博
物
館
）

に
出
か
け
て
も
、
常
時
多
く
が
展
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
見
る
機
会

は
か
な
り
限
定
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
何
か
、
と
問
え
ば
、
結
論
と
し
て
言
え
る
こ

と
は
、
要
す
る
に
、
大
坂
の
四
条
派
画
家
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
忘
れ
ら
れ
た
わ
け
で

あ
る
。
大
阪
の
人
々
自
体
が
大
坂
（
大
阪
）
の
絵
画
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
で
は
、
な
ぜ
大
坂
の
四
条
派
が
忘
れ
ら
れ
た
の
か
。
こ
こ
で
は
、
大
坂
の
四
条

派
を
代
表
す
る
西
山
芳
園
と
西
山
完
瑛
父
子
お
よ
び
完
瑛
の
弟
子
の
武
部
白
鳳
を
採

り
上
げ
て
、
大
坂
四
条
派
の
位
置
づ
け
を
行
っ
て
み
た
い
。

一
　
近
世
四
条
派
の
誕
生

　

近
世
四
条
派
絵
画
の
成
立
は
、
い
か
に
し
て
な
さ
れ
た
の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、

写
生
派
の
絵
画
は
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
か①
。
絵
画
に
お
け
る
写
生
の
登
場
と
い

う
の
は
、
実
は
、
意
外
に
新
し
い
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
写
生
的
絵
画
だ
け
で
は

な
く
、
世
界
の
多
く
の
地
域
に
お
い
て
も
同
様
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

画
家
が
目
の
前
の
対
象
を
写
す
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
的
に
見
て
も
新
し
い
時
代
の

形
式
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
古
代
、
中
世
の
絵
画
は
、
画
家
個
人
の
意
志
で
描
く
も
の

で
は
な
く
、
注
文
制
作
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
常
識
で
あ
る
。
例
え
ば
、
教
皇
や
有

力
な
教
会
の
司
祭
や
寺
院
の
僧
侶
な
ど
が
、「
こ
う
い
う
も
の
を
描
い
て
欲
し
い
」、

あ
る
い
は
国
王
や
有
力
大
名
が
、「
こ
う
い
う
絵
画
を
描
け
」
と
注
文
し
、
そ
れ
を
画

家
が
描
く
わ
け
で
、
画
家
個
人
が
自
分
の
好
き
な
も
の
、
自
分
が
気
に
入
っ
た
風
景

や
静
物
を
写
生
し
て
描
く
と
い
う
こ
と
は
、
近
代
社
会
に
近
づ
か
な
い
と
生
じ
な
い
。

近
世
に
な
っ
て
、
つ
ま
り
近
代
が
近
づ
い
て
き
て
個
人
と
い
う
意
識
や
感
覚
が
生
ま

れ
、
個
人
の
趣
味
や
嗜
好
が
現
れ
な
い
と
、
そ
う
し
た
個
人
の
絵
画
は
成
立
し
な
い
。

だ
か
ら
、
写
生
的
な
絵
画
が
登
場
す
る
こ
と
は
、
世
界
中
を
見
渡
し
て
も
、
新
し
い

時
代
の
到
来
を
告
げ
る
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

い
て
も
言
え
る
こ
と
で
、
た
と
え
ば
、
十
七
世
紀
に
オ
ラ
ン
ダ
で
風
景
画
が
登
場
す

る
が
、
そ
れ
ま
で
は
、
風
景
を
画
題
に
し
て
、
そ
れ
を
写
生
的
に
描
く
こ
と
は
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
も
意
外
に
少
な
い
。
つ
ま
り
、
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
ま
で
は
、
キ
リ
ス
ト

教
に
基
づ
く
宗
教
絵
画
が
ほ
と
ん
ど
で
、
写
生
的
な
風
景
が
描
か
れ
る
場
合
で
も
、

そ
れ
は
画
面
全
体
の
中
の
一
つ
の
要
素
に
す
ぎ
ず
、
風
景
そ
の
も
の
が
画
題
の
中
心

と
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
れ
は
人
類
の
歴
史
の
上
で
、
一
つ
の
あ
り
方
と



一
〇
一

い
え
る
だ
ろ
う
。
日
本
の
場
合
も
同
じ
で
、
江
戸
時
代
の
中
期
、
一
七
五
〇
年
ご
ろ

を
境
に
し
て
、「
写
生
す
る
」
と
い
う
態
度
が
画
家
の
意
識
に
芽
生
え
た
。
た
と
え

ば
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
に
、
大
岡
春
卜
の
《
浪
花
及
澱
川
沿
岸
名
勝
図
巻
》

が
制
作
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
巻
は
、
堺
か
ら
大
坂
の
中
心
部
の
道
頓
堀
を
経
て
八

幡
か
ら
淀
ま
で
の
淀
川
沿
岸
を
写
生
の
要
素
を
交
え
て
描
い
た
絵
画
で
、
や
が
て
二

十
年
ほ
ど
後
の
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
に
円
山
応
挙
が
《
淀
川
両
岸
図
巻
》
と
い

う
近
世
的
な
写
生
の
絵
画
を
描
く
こ
と
に
な
る
。

　

京
都
の
寺
院
の
障
壁
画
を
見
る
と
、
描
か
れ
て
い
る
多
く
は
中
国
の
風
景
や
人
物

で
あ
る
。
江
戸
時
代
は
、
日
本
の
画
家
た
ち
も
中
国
に
憧
れ
て
い
た
の
で
、
鎖
国
で

行
く
こ
と
の
で
き
な
い
中
国
の
情
景
を
想
像
で
描
い
た
。
彼
ら
は
、
中
国
か
ら
輸
入

さ
れ
た
絵
画
や
版
画
集
を
見
な
が
ら
想
像
し
て
描
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
う
い
う
背
景
か
ら
、
江
戸
時
代
の
中
頃
に
「
写
生
の
絵
画
」
が
登
場
し
て
き
た
。

丁
度
こ
の
頃
を
相
前
後
す
る
時
期
に
、
東
ア
ジ
ア
地
域
で
実
証
主
義
の
精
神
が
芽
生

え
、
そ
れ
は
本
草
学
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
「
事
物
を
正
確
に
観
察
す
る
」

と
い
う
写
生
的
・
写
実
的
精
神
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
は
、
日
中
韓
を
中
心
に
ベ
ト
ナ

ム
ま
で
含
め
て
、
い
わ
ゆ
る
東
ア
ジ
ア
と
い
う
地
域
の
中
で
、
芸
術
だ
け
で
は
な
く
、

学
問
に
お
い
て
も
実
証
主
義
と
い
う
も
の
が
登
場
し
た
。
東
ア
ジ
ア
の
実
証
主
義
に

つ
い
て
は
、
中
国
の
明
朝
と
清
朝
と
の
交
代
期
に
、
唯
心
的
内
容
を
も
つ
陽
明
学
が

衰
え
て
ゆ
き
、
考
証
学
の
実
証
主
義
精
神
が
勃
興
し
て
き
た
が
、
そ
の
背
景
を
推
測

す
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
成
果
が
十
七
世
紀
に
収
斂
さ
れ
、
そ
の
自
然

科
学
の
精
神
が
、
中
国
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
仮
説
も
主
張
さ
れ
て
い
る②
。

　

本
草
学
は
、
今
で
言
う
植
物
学
の
こ
と
で
、
た
と
え
ば
、
大
口
金
谷
と
い
う
尾
張

出
身
の
人
物
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
植
物
学
的
な
体
裁
を
示
す
『
爾
雅
釈
草
図
』
を

ま
と
め
て
い
る
。「
爾
雅
」
と
い
う
の
は
中
国
の
辞
書
で
、「
釈
草
」
と
い
う
の
は
、

植
物
に
関
す
る
内
容
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
爾
雅
」
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
項
目
が
あ
る

が
、
そ
の
中
で
釈
草
の
部
分
を
取
り
上
げ
て
、
画
家
に
植
物
を
描
い
て
も
ら
っ
て
ま

と
め
た
の
が
『
爾
雅
釈
草
図
』
で
あ
る
。
扉
に
は
貫
名
海
屋
が
題
字
を
墨
書
し
た
。

こ
う
い
う
植
物
図
鑑
の
よ
う
な
絵
画
が
出
て
く
る
こ
と
自
体
が
、
実
証
的
な
精
神
、

つ
ま
り
、
自
分
た
ち
の
周
囲
の
も
の
を
見
て
、
正
確
に
描
き
記
録
す
る
と
い
う
流
れ

が
日
本
に
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
爾
雅
釈
草
図
』
を
開
く
と
、
岡
本
豊
彦

や
望
月
玉
川
な
ど
、
お
よ
そ
五
〇
人
の
画
家
に
よ
る
「
草
花
図
」
が
見
ら
れ
る
。

　

本
草
学
、
つ
ま
り
現
在
の
植
物
学
で
は
、
そ
の
時
期
ま
で
何
を
研
究
し
、
研
究
し

た
内
容
を
ど
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
た
の
か
と
い
う
と
、
有
名
な
書
籍
に
、
中
国
の

李
時
珍
の
『
本
草
綱
目
』
と
い
う
本
草
学
の
書
物
が
あ
っ
て
、
膨
大
な
数
の
草
花
の

名
前
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
色
や
形
を
し
て
い
て
、
い
つ
ご
ろ
花
を

咲
か
せ
る
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
文
字
だ
け
で
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
活
字

本
が
日
本
に
入
っ
て
き
て
、
日
本
の
本
草
学
者
は
、
そ
の
中
国
語
版
の
書
籍
の
内
容

を
要
約
し
て
翻
訳
し
た
。
大
部
な
内
容
か
ら
、
日
本
に
関
係
の
あ
る
草
花
を
探
し
て

要
約
し
、
出
版
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
日
本
の
本
草
学
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

十
七
世
紀
前
半
ま
で
の
日
本
の
本
草
学
は
、
中
国
の
本
草
学
の
抄
訳
本
だ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
に
本
草
学
者
の
貝
原
益
軒
（
一
六
三
〇

－

一
七
一
四
）
が
、
日
本
の
本
草
学
と
い
う
べ
き
『
大
和
本
草
』
を
出
版
す
る
。
益
軒

は
、
自
ら
胴
乱
を
持
っ
て
日
本
の
各
地
を
巡
り
、
山
野
に
生
え
て
い
る
草
花
を
調
べ
、

観
察
し
て
記
録
し
た
。
象
徴
的
に
言
う
と
、
益
軒
か
ら
日
本
独
自
の
本
草
学
、
植
物

学
が
始
ま
り
、
草
花
な
ど
の
研
究
は
、
新
し
い
時
代
に
入
っ
た
と
い
う
。
李
時
珍
の

『
本
草
綱
目
』
は
、
活
字
だ
け
の
書
籍
で
あ
っ
た
が
、
益
軒
の
本
に
は
草
花
の
「
図



一
〇
二

（
絵
）」
も
入
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
流
れ
に
棹
さ
し
て
、
同
時
代
的
な
現
象
と
し
て
、

絵
画
の
領
域
で
も
、「
写
生
」
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
大
口
金
谷
の
『
爾
雅
釈
草

図
』
は
、
そ
う
し
た
時
代
思
潮
を
背
景
に
ま
と
め
ら
れ
た
画
帖
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
流
れ
は
、
橘
保
国
の
『
絵
本
野
山
草
』
に
も
結
実
し
、
そ
こ
で
は
五
〇

種
類
ほ
ど
の
肉
筆
に
よ
る
草
花
図
が
収
載
さ
れ
た
。
お
よ
そ
半
世
紀
ほ
ど
前
、
大
阪

と
か
東
京
の
古
本
屋
街
に
、
こ
う
し
た
絵
本
が
山
積
み
に
さ
れ
て
い
て
、
一
冊
千
円

て
い
ど
で
売
り
に
出
て
い
た
が
、
ま
っ
た
く
人
気
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
周
知
の
よ

う
に
、
日
本
は
浮
世
絵
で
知
ら
れ
る
国
で
、
国
際
的
に
見
て
も
木
版
技
術
は
高
く
、

と
く
に
江
戸
時
代
の
十
八
世
紀
頃
か
ら
は
非
常
に
レ
ベ
ル
が
高
く
な
っ
て
ゆ
く
。
そ

う
い
う
高
度
な
技
術
で
刷
ら
れ
た
版
画
が
、
五
〇
枚
ぐ
ら
い
収
録
さ
れ
て
い
る
和
本

が
、
見
向
き
も
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
い
う
古
本
屋
街
に
ア
メ
リ
カ
の

好
事
家
が
や
っ
て
来
て
、「
全
部
も
ら
っ
た
」
と
言
っ
て
紐
で
縛
っ
て
買
っ
て
帰
る
と

い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
半
世
紀
経
っ
て
も
、
状
況
は
大
き
く
変

わ
っ
て
は
い
な
い
。
特
に
大
坂
も
の
の
絵
本
類
に
関
し
て
は
、
今
で
も
大
し
て
高
額

で
は
な
い
が
、
一
般
人
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
研
究
者
も
、
な
か
な
か
関
心
を
も
た

な
い
ま
ま
で
あ
る
。

　

さ
て
、
四
条
派
の
写
生
に
話
を
戻
す
と
、
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
に
清
朝
の

中
国
人
画
家
、
沈
南
蘋
が
日
本
の
長
崎
に
や
っ
て
来
て
、
一
年
十
カ
月
間
滞
在
し
、

享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
に
中
国
へ
帰
国
し
た
。
浙
江
省
湖
州
府
徳
清
県
の
人
だ

と
い
う
。
詳
細
な
記
録
は
、『
長
崎
實
録
大
成
』（
巻
十
）
の
中
の
「
長
崎
渡
来
儒
士

医
師
等
之
事
」、
お
よ
び
『
長
崎
實
録
大
成
』（
巻
十
一
）
の
中
の
「
唐
船
入
津
並
雑

事
之
部
」、
さ
ら
に
『
清
史
稿
』（
巻
五
〇
四
）
の
中
の
「
列
傳
」（
二
九
一
）、「
藝

術
」（
三
）
に
記
さ
れ
て
い
る③
。
徳
川
吉
宗
は
、
学
芸
を
奨
励
し
た
学
問
好
き
の
将
軍

で
、
中
国
の
絵
画
や
さ
ま
ざ
ま
な
書
籍
な
ど
を
集
め
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
中
か
ら
、

中
国
絵
画
、
特
に
明
や
元
の
古
い
時
代
の
絵
画
を
求
め
、
そ
れ
ら
を
模
写
で
も
よ
い

か
ら
取
り
寄
せ
る
よ
う
に
長
崎
奉
行
に
命
令
を
出
し
た
。
し
か
し
、
将
軍
の
命
令
で

あ
っ
て
も
、
中
国
の
古
い
絵
画
を
集
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の

当
時
の
日
本
と
中
国
の
経
済
力
は
、
十
対
一
ど
こ
ろ
で
は
な
い
大
差
が
あ
っ
た
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
当
時
の
日
本
は
小
国
で
、
ア
ジ
ア
で
も
筆
頭
の
貧
し
い
国
だ

っ
た
。
そ
の
た
め
、
将
軍
の
命
令
で
あ
っ
て
も
、
な
か
な
か
古
い
時
代
の
中
国
絵
画

を
取
り
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
困
っ
た
長
崎
奉
行

な
ど
が
、
現
役
の
画
家
で
あ
る
沈
南
蘋
を
呼
ん
で
き
て
辻
褄
を
合
わ
せ
た
、
と
従
来

の
研
究
で
は
説
明
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
資
料
も
乏
し
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
説
明
が

本
当
に
正
し
い
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。「
模
写
で
も
よ
い
」
と
い
う
こ
と
だ
が
、

名
作
の
あ
る
所
に
出
か
け
て
行
っ
て
、
そ
れ
を
模
写
し
て
、
数
百
点
も
手
に
入
れ
る

と
い
う
の
は
、
時
間
的
に
も
余
計
に
大
変
な
こ
と
で
あ
る
。

　

事
実
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
南
蘋
が
長
崎
に
や
っ
て
来
た
。

南
蘋
は
二
年
ほ
ど
で
中
国
に
帰
国
し
た
が
、
そ
の
四
年
後
に
あ
た
る
乾
隆
二
年
（
一

七
三
七
）
に
制
作
さ
れ
、
日
本
に
入
っ
て
き
た
の
が
住
友
の
所
蔵
し
て
い
た
南
蘋
作

《
雪
中
遊
兎
図
》（
泉
屋
博
古
館
蔵
）
で
あ
る
。
こ
の
絵
画
は
、
比
較
的
大
き
な
絵
画

で
、
図
版
で
見
る
と
、
細
か
い
モ
テ
ィ
ー
フ
が
盛
り
だ
く
さ
ん
に
描
か
れ
て
い
て
、

少
々
「
う
る
さ
い
」
と
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
物
を
見
る
と
、
か
な
り
す
っ

き
り
し
て
い
て
素
晴
ら
し
い
作
品
で
あ
る
。

　

清
朝
に
お
い
て
は
、
南
蘋
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
書
な
ど
に
名
前
が
登
場
し
て
お

り
、
そ
れ
な
り
に
有
名
人
で
あ
っ
た
が
、
お
よ
そ
半
世
紀
ほ
ど
前
に
な
る
と
、
南
蘋

は
中
国
で
は
あ
ま
り
人
気
が
な
く
、
日
本
で
は
高
く
評
価
さ
れ
て
は
い
る
が
、
中
国



一
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絵
画
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
価
値
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
評
価
が
中
国
で
は

広
が
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
十
数
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
上
海
の
国
立

博
物
館
に
行
く
と
、
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
中
国
絵
画
史
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
の

展
観
の
中
で
、
清
朝
の
コ
ー
ナ
ー
に
は
、
南
蘋
の
作
品
が
必
ず
並
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。

要
す
る
に
、
中
国
で
も
南
蘋
が
一
定
の
評
価
を
得
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
中
国

で
評
価
が
高
く
な
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、『
清
史
稿
』
巻
五
〇
四
に
、「
日
本

國
王
聘
往
授
畫
」
と
記
さ
れ
、
日
本
国
王
に
招
か
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ

の
あ
た
り
の
評
価
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
る④
。
つ
ま

り
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
日
中
文
化
交
流
史
と
い
う
意
味
で
は
、
南
蘋
の
絵
画
は
、

大
変
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
南
蘋
の
写
実
（
写
生
）
は
、《
雪
中
遊
兎

図
》
を
検
討
す
れ
ば
、
写
生
と
い
う
以
上
に
、
モ
テ
ィ
ー
フ
を
写
実
的
に
細
か
く
描

い
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
中
国
の
写
実
（
写
生
）
と
い
う
の
は
、
周
囲
の
空
間
、
つ

ま
り
背
景
を
描
か
な
い
。
西
洋
絵
画
の
写
実
（
写
生
）
は
、
遠
く
に
い
く
ほ
ど
、
物

が
小
さ
く
な
る
遠
近
法
で
描
き
、
奥
行
き
を
示
す
よ
う
に
描
く
。
し
か
し
、
中
国
絵

画
で
は
そ
う
は
描
か
な
い
。《
雪
中
遊
兎
図
》
の
場
合
で
も
、
背
景
は
ほ
と
ん
ど
無
地

に
近
く
、
雪
の
積
も
っ
た
丘
が
斜
線
で
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
背
景
を
描
か

ず
に
、
中
心
と
な
る
手
前
の
モ
テ
ィ
ー
フ
、
す
な
わ
ち
、
兎
や
樹
木
を
丁
寧
に
描
い

て
い
る
。
こ
れ
が
中
国
風
の
写
実
（
写
生
）
で
あ
る
。
そ
れ
が
日
本
の
画
家
た
ち
に
も

影
響
を
与
え
た
わ
け
で
、
巨
視
的
に
見
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
東
ア
ジ
ア
の
作
風
で
あ
る
。

　

南
蘋
は
、
当
時
の
規
則
に
従
っ
て
、
長
崎
の
唐
人
屋
敷
に
居
を
構
え
、
そ
こ
か
ら

市
街
に
出
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
生
活
を
送
る
中
、
や
が
て
弟
子

に
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
が
出
た
。
そ
れ
が
日
本
人
と
し
て
の
唯
一
の
弟
子
と
な

っ
た
神
代
彦
之
進
、
中
国
名
の
熊
斐
で
あ
る
。
し
か
し
、
南
蘋
の
作
風
が
一
挙
に
日

本
全
国
に
広
が
っ
た
こ
と
は
、
今
か
ら
振
り
返
っ
て
も
驚
き
で
あ
る
。
と
も
か
く
、

こ
う
し
た
写
実
（
写
生
）
が
日
本
中
に
広
が
り
、
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
わ
け
で

あ
る
。
そ
の
際
、
中
国
的
な
写
実
は
、
日
本
化
さ
れ
た
写
生
と
な
り
、
や
が
て
応
挙

が
登
場
す
る
と
い
う
の
が
教
科
書
的
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

　

南
蘋
の
写
実
（
写
生
）
が
、
そ
う
し
た
状
況
下
に
、
長
崎
か
ら
大
坂
に
入
っ
て
く

る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
研
究
者
の
間
で

は
、
京
阪
で
は
南
蘋
派
が
広
が
ら
な
か
っ
た
と
い
う
見
解
が
大
勢
を
占
め
て
き
た
。

し
か
し
、
長
崎
か
ら
の
船
や
物
資
は
、
太
平
洋
の
波
が
荒
い
の
で
、
当
然
、
穏
や
か

な
瀬
戸
内
海
を
通
っ
て
大
坂
へ
着
く
わ
け
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
江
戸
時
代
に
は
、

す
べ
て
の
物
資
は
ま
ず
大
坂
に
着
く
の
が
常
識
で
あ
る
。
大
坂
で
人
も
物
も
全
部
下

し
て
、
大
坂
か
ら
淀
川
を
使
っ
て
京
へ
持
っ
て
い
く
。
そ
の
意
味
で
は
、
淀
川
は
、

江
戸
時
代
最
大
の
交
通
の
幹
線
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
大
坂
か
ら
陸
路
で
北
陸
あ
る
い

は
紀
州
の
ほ
う
に
運
ぶ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
北
陸
か
ら
北
海
道
ま
で
、

北
前
船
で
運
ぶ
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
い
う
江
戸
時
代
の
流
通

の
こ
と
を
、
多
く
の
研
究
者
が
忘
れ
て
は
い
な
い
か
、
と
宮
崎
市
定
は
述
べ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
単
に
、
大
坂
に
物
資
や
米
な
ど
が
届
く
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
当
然
、

多
く
の
知
識
、
そ
れ
か
ら
人
物
、
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
文
化
そ
の
も
の
が
、

ま
ず
、
大
坂
へ
集
積
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
大
坂
に
は
古
代
に
難
波
宮
と
い

う
都
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
後
、
政
権
の
中
枢
を
持
た
な
か
っ
た
た
め
に
忘
れ
ら
れ
、

そ
し
て
、
江
戸
時
代
、
大
正
、
昭
和
時
代
ま
で
日
本
で
最
大
の
経
済
力
を
持
っ
た
大

坂
（
阪
）
は
、
文
化
面
で
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
と
も
か
く
、
南

蘋
の
作
風
は
、
そ
う
い
う
流
れ
に
乗
っ
て
、
長
崎
お
よ
び
大
坂
か
ら
全
国
に
広
が
っ

て
い
き
、
大
坂
、
江
戸
、
京
の
三
都
を
中
心
に
広
が
っ
た
。
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大
坂
の
南
蘋
派
と
い
え
ば
、
鶴
亭
と
い
う
画
家
が
い
た
が
、
彼
は
大
坂
と
京
で
活

動
し
た
。
そ
し
て
、
大
坂
一
の
画
家
、
大
坂
で
最
も
素
晴
ら
し
い
画
家
と
言
わ
れ
た
。

鶴
亭
は
、
黄
檗
派
の
日
本
人
僧
侶
で
あ
る
。
平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）
に
は
、

神
戸
市
立
博
物
館
で
鶴
亭
の
大
き
な
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
会
場
に
は
、
南

蘋
派
（
長
崎
派
）
の
絵
画
が
ず
ら
り
と
並
べ
ら
れ
た
。
上
方
に
は
南
蘋
派
は
広
が
ら

な
か
っ
た
と
主
張
す
る
研
究
者
は
、
鶴
亭
と
そ
の
周
辺
の
大
坂
画
壇
の
作
品
を
見
て
、

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
越
後
出
身

で
長
崎
に
学
び
、
そ
の
後
に
大
坂
に
出
て
活
動
し
た
森
蘭
斎
が
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
南
蘋
に
は
一
人
だ
け
日
本
人
の
弟
子
が
で
き
、
そ
の
弟
子
が
、
中
国

名
で
熊
斐
と
い
う
神
代
彦
之
進
で
あ
る
が
、
こ
の
弟
子
の
熊
斐
に
は
娘
が
い
て
、
そ

の
婿
が
森
蘭
斎
で
あ
る
。
蘭
斎
は
、
義
理
の
父
親
で
あ
る
熊
斐
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
、

す
ぐ
に
大
坂
に
出
て
、
大
坂
で
画
塾
を
開
い
て
い
る
。
だ
か
ら
、
大
坂
で
南
蘋
派
が

広
が
ら
な
い
わ
け
は
な
い
。
南
蘋
派
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
こ
の
あ
た
り
の
重
要
な

事
実
関
係
が
、
こ
れ
ま
で
曖
昧
に
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

　

さ
て
、
蘭
斎
の
作
品
《
西
王
母
図
》（
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
蔵
）
は
、
少
々

洋
風
画
の
要
素
も
入
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
比
較
的
大
き
な
画
面
の
立
派
な
作

品
で
あ
る
。
驚
く
べ
き
は
、
こ
の
絵
画
が
、
骨
董
商
に
お
い
て
六
万
円
て
い
ど
で
売

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
絵
画
は
、
日
本
の
美
術
史
、
文
化
交
流
史
の
中

で
も
決
定
的
に
重
要
な
も
の
で
、
第
一
級
史
料
で
あ
る
。
こ
う
い
う
作
品
が
数
万
円

で
売
ら
れ
て
い
る
国
は
、
世
界
中
で
も
日
本
し
か
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
関
西

大
学
に
勤
め
て
い
た
ア
メ
リ
カ
人
教
員
で
コ
レ
ク
タ
ー
で
も
あ
っ
た
ス
コ
ッ
ト
・
ジ

ョ
ン
ソ
ン
氏
が
、「
私
は
英
語
を
教
え
に
日
本
に
来
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、
二
百
年

ぐ
ら
い
前
の
肉
筆
絵
画
が
京
都
や
大
阪
の
骨
董
店
に
山
の
よ
う
に
置
い
て
あ
り
ま
し

た
。
た
だ
み
た
い
な
値
段
の
作
品
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
自
分
の
ポ
ケ
ッ
ト
マ

ネ
ー
で
買
え
る
。
こ
ん
な
国
は
世
界
で
日
本
し
か
な
い
」
と
言
っ
て
い
た
。
こ
う
し

た
例
は
数
多
く
あ
り
、
欧
米
の
人
々
は
、
日
本
に
来
る
と
美
術
作
品
の
コ
レ
ク
タ
ー

に
な
る
人
が
多
い
。
そ
れ
は
、
あ
る
点
で
、
明
治
期
に
日
本
に
や
っ
て
来
た
フ
ェ
ノ

ロ
サ
と
基
本
的
に
は
同
じ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
や
は
り
大
坂
の
四
条
派
画
家
で
《
槇
檜
群
鹿
図
屛
風
》（
関
西
大
学
図
書
館

蔵
）〔
十
八
世
紀
後
半
～
十
九
世
紀
後
半
〕
を
制
作
し
た
中
井
藍
江
（
一
七
六
六

－

一

八
三
〇
）
を
紹
介
す
る
と
、
樹
木
の
下
に
鹿
が
群
れ
て
い
る
絵
画
で
あ
る
。
鹿
を
描

い
た
と
い
え
ば
、
や
は
り
南
蘋
が
想
起
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
う
い

う
鹿
図
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
京
都
も
同
じ
だ
が
、
大
坂
は
歴
史
の
古
い
地
域
な
の
で
、
江
戸
と
違
っ
て
、
過

去
の
文
化
の
遺
産
が
多
く
残
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
南
蘋
派
の
作
風
が
、
そ
っ

く
り
そ
の
ま
ま
定
着
し
に
く
い
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
新
し
い
も
の
に
対
し
て
は
、

過
去
の
文
化
に
よ
る
抵
抗
が
生
じ
る
。
だ
か
ら
、
南
蘋
の
作
風
を
採
り
入
れ
て
も
、

そ
れ
を
改
変
し
て
普
及
さ
せ
る
と
い
う
の
が
大
坂
や
京
都
で
あ
る
。
江
戸
は
、
京
、

大
坂
と
異
な
っ
て
、
歴
史
的
な
文
化
の
蓄
積
が
乏
し
い
の
で
、
南
蘋
派
の
よ
う
な
新

し
い
も
の
が
入
っ
て
き
た
場
合
、
そ
れ
を
目
新
し
い
も
の
と
し
て
、
直
接
に
採
り
入

れ
や
す
い
。
海
外
の
文
化
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
点
で
も
、
こ
こ
が
江
戸
と
上
方
で

は
状
況
が
異
な
る
。
そ
こ
で
、
大
坂
に
は
南
蘋
派
が
流
行
ら
な
か
っ
た
、
と
言
っ
て

し
ま
っ
て
い
い
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　

さ
て
、
南
蘋
の
影
響
は
円
山
応
挙
に
ま
で
及
ん
だ
。
応
挙
は
、
若
い
と
き
に
南
蘋

風
の
絵
画
を
描
い
て
お
り
、
そ
の
一
点
が
大
英
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
初
期
の

「
花
鳥
図
」
で
あ
る
。
応
挙
の
写
生
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
そ
っ
く
り
に
写
す
と
い



一
〇
五

う
こ
と
で
は
な
い
。
代
表
作
で
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
の
《
藤
花
図
屛
風
》（
根
津

美
術
館
蔵
）
で
は
、
幹
を
一
本
の
太
い
筆
の
側
面
を
使
っ
て
一
気
に
引
い
て
立
体
感

を
出
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
付
立
て
の
技
法
で
あ
る
。
応
挙
は
中
国
人
物
を
描
い
た
。

だ
か
ら
、
本
来
、
写
生
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
中
国
か
ら
写
実
（
写
生
）
が
日
本
に

入
っ
て
き
て
広
が
る
が
、
日
本
の
そ
れ
は
中
国
文
化
を
想
像
し
て
描
い
た
も
の
で
、

目
の
前
の
対
象
を
描
く
写
実
（
写
生
）
と
そ
れ
を
混
淆
さ
せ
た
作
風
を
生
み
出
す
時

代
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
流
れ
の
中
、
大
坂
の
円
山
派
・
四
条
派
が
、
応
挙
、
呉
春

の
影
響
の
も
と
に
成
立
し
た
わ
け
で
あ
る
。

二
　
西
山
芳
園

　

西
山
芳
園
の
《
秋
江
漁
舟
図
》（
関
西
大
学
図
書
館
蔵
）
で
あ
る
が
、
四
手
網
を
使

っ
て
小
魚
な
ど
を
取
る
漁
の
絵
画
に
な
っ
て
い
る
。
構
図
の
バ
ラ
ン
ス
が
良
く
、
い

か
に
も
芳
園
と
い
っ
た
作
品
で
あ
る
が
、
芳
園
に
は
多
様
な
作
品
が
あ
る
。
芳
園
に

つ
い
て
は
、「
同
じ
よ
う
な
作
品
ば
か
り
あ
り
、
型
が
決
ま
っ
て
い
る
」
と
感
じ
る
こ

と
が
多
い
が
、
そ
れ
に
は
理
由
が
あ
っ
て
、
つ
ま
り
、
大
坂
画
壇
に
関
し
て
は
、
日

本
の
作
品
収
集
が
遅
れ
た
せ
い
で
も
あ
る
。
大
英
博
物
館
に
は
、「
こ
れ
は
ど
こ
で
見

つ
け
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
変
わ
っ
た
作
品
も
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

日
本
人
が
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
芳
園
、
あ
る
い
は
西
山
完
瑛
に
つ
い
て
は
、
特
色

の
あ
る
個
性
的
な
作
品
の
多
く
が
海
外
に
出
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、

日
本
で
見
る
芳
園
や
完
瑛
の
作
品
は
、
意
外
に
特
色
の
な
い
も
の
が
多
い
と
感
じ
る

に
ち
が
い
な
い
。

　

芳
園
の
《
銀
杏
に
蝉
図
》（
個
人
蔵
）
は
、
画
面
に
大
き
な
空
間
（
余
白
）
を
と

り
、
非
常
に
あ
っ
さ
り
し
た
絵
画
に
な
っ
て
い
る
。
四
条
派
と
い
う
の
は
、
も
と
も

と
余
白
を
大
き
く
と
る
絵
画
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
作
風
も
ま
た
、
近
世
絵
画
が
近

代
社
会
へ
と
向
か
う
流
れ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絵
画

で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
わ
け
で
、
近
代
絵
画
は
、
画
面
の
隅
々
ま
で
描
き

切
る
と
い
う
、
い
わ
ば
中
世
的
な
絵
画
で
は
な
く
、
特
定
の
主
要
な
モ
テ
ィ
ー
フ
だ

け
に
集
中
し
て
、
そ
の
周
囲
を
あ
っ
さ
り
と
仕
上
げ
る
の
が
基
本
で
あ
る
。
狩
野
永

徳
の
よ
う
に
、
一
つ
の
画
面
に
た
く
さ
ん
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
充
填
す
る
や
り
方
で
描

き
尽
く
す
と
い
う
の
は
、
近
代
人
の
感
覚
に
は
合
わ
な
い
。
そ
れ
で
芳
園
の
江
戸
後

期
に
は
《
銀
杏
に
蝉
図
》
の
よ
う
な
絵
画
が
好
ま
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も

「
何
だ
か
寂
し
い
絵
画
だ
」
と
感
じ
る
が
、
歴
史
家
で
美
術
史
家
の
明
尾
圭
造
氏
が
し

ば
し
ば
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
大
き
な
余
白
に
つ
い
て
は
、「
床
の
間
に
掛
け
た
と
き

に
雰
囲
気
的
に
ど
う
な
る
の
か⑤
」
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
大
坂
の
絵
画
は
、
い
わ
ば

実
用
的
な
絵
画
と
い
う
性
格
を
も
ち
、
料
亭
や
家
庭
な
ど
で
用
い
る
絵
画
、
す
な
わ

ち
、
生
活
の
中
で
使
う
た
め
の
絵
画
が
多
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
絵
画
だ
け
を
純
粋

に
見
て
鑑
賞
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
芳
園
の
よ
う
な
あ
っ
さ
り
し
た
絵

画
の
方
が
、
部
屋
の
雰
囲
気
も
落
ち
着
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
食
事
を
し
て
歓
談

す
る
場
所
に
相
応
し
い
絵
画
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
芳
園
は
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
大
坂
本
町
周
辺
の
立
派
な
木
綿

問
屋
に
生
ま
れ
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
に
亡
く
な
っ
た
大
坂
画
壇
の
写
生
派
の

代
表
的
な
画
家
で
あ
る
。
大
坂
の
西
山
派
を
率
い
た
重
鎮
で
、
名
は
成
章
、
字
が
子

達
、
号
が
芳
園
、
俗
称
を
辰
吉
と
い
う
。
住
所
は
晩
年
に
浮
世
小
路
で
あ
っ
た
と
伝

え
ら
れ
る
。
兄
弟
二
人
の
弟
で
、
家
業
の
破
産
に
よ
っ
て
、
木
綿
問
屋
が
潰
れ
た
。

そ
れ
で
三
井
の
呉
服
店
な
ど
の
小
僧
と
な
っ
た
。
店
の
番
頭
に
絵
画
制
作
を
勧
め
ら



一
〇
六

れ
、
琳
派
の
中
村
芳
中
を
紹
介
さ
れ
、「
芳
中
」
の
一
字
を
も
ら
っ
て
「『
芳
園
』
と

号
し
た
。
そ
の
後
、
壮
年
に
な
っ
て
京
都
に
上
り
、
四
条
派
の
松
村
景
文
に
入
門
し
、

再
び
大
坂
に
戻
っ
た
と
い
わ
れ
る⑥
。
し
か
し
、
師
に
つ
い
て
は
異
説
も
あ
り
、
景
文

の
弟
子
の
横
山
清
暉
に
師
事
し
た
と
い
う
記
録
も
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
確
か
に
、
景
文
に
師
事
し
た
が
、
実
際
に
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
の
が
横
山
清
暉

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
昔
の
師
弟
関
係
で
は
よ
く
あ
る
話
で
、
直
接

の
師
が
高
齢
、
あ
る
い
は
有
名
人
で
忙
し
い
場
合
な
ど
、
入
門
し
て
来
た
新
人
に
対

し
て
は
、
師
匠
の
一
番
弟
子
が
指
導
す
る
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
関
係

は
、
明
治
に
な
っ
て
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
景
文
に
習
っ
た
の

は
、
ご
く
一
時
期
に
限
ら
れ
る
。
や
が
て
大
坂
に
帰
っ
て
活
動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

芳
園
の
変
わ
っ
た
作
品
と
い
え
ば
、《
急
火
焼
図
》（
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所

蔵
）
が
あ
る
。
画
家
で
も
あ
り
、
陶
工
で
も
あ
っ
た
青
木
木
米
の
煎
茶
道
具
を
描
い

た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
急
須
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
女
性
の
顔
が
描
い
て
あ
る
。
茶
席

で
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
賛
が
頼
山
陽
の
長
男
の 

庵
（
一
八
〇
一

－

一
八
五
六
）

で
、
画
面
右
下
に
「
寫
木
米
作 

芳
園
」
の
墨
書
と
「
平
印
成
章
」
の
朱
文
方
印
お
よ

び
「
芳
園
」
の
白
文
方
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
画
面
左
手
に
は
「
寒
流
石
工
一
株
松　

今
日
曽
部
此
處
逢　

何
事
先
生
移
杖
勉　

茶
煙
影
裡
夕
陽
春
」
の
墨
書
が
見
ら
れ
る
。

《
急
火
焼
図
》
を
見
る
と
、
芳
園
が
、
素
朴
に
写
生
の
絵
画
を
制
作
し
続
け
た
の
で
は

な
く
、
新
し
い
時
代
に
も
対
応
で
き
る
進
取
の
気
性
の
あ
る
眼
の
良
い
画
家
だ
っ
た

と
跡
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

三
　
西
山
完
瑛

　

西
山
完
瑛
に
つ
い
て
簡
潔
に
述
べ
て
お
く
と
、
芳
園
の
子
の
完
瑛
は
、
天
保
五
年

（
一
八
三
四
）
に
芳
園
の
子
と
し
て
大
坂
に
生
ま
れ
、
明
治
三
八
年
（
一
九
〇
五
）
に

七
二
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
名
を
謙
、
字
を
子
受
、
号
を
完
瑛
と
言
い
、
通
称
は

謙
一
郎
で
あ
る
。
幼
少
の
頃
か
ら
父
の
芳
園
に
就
い
て
絵
画
の
修
業
を
積
み
、
や
は

り
、
人
物
・
山
水
・
花
鳥
を
得
意
と
す
る
平
明
な
四
条
派
を
引
き
継
い
だ⑦
。
父
の
芳

園
と
異
な
る
の
は
、
美
人
画
を
得
意
と
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
作
風
と
し
て
は
、
浮

世
絵
を
採
り
入
れ
た
美
人
図
も
あ
り
、
花
卉
図
や
山
水
図
な
ど
幅
が
広
い
が
、
全
体

と
し
て
風
俗
画
が
多
い
。
ま
と
ま
り
の
よ
い
画
面
構
成
を
誇
る
父
の
芳
園
と
比
較
す

る
と
、
完
瑛
の
場
合
、
構
図
や
形
態
モ
テ
ィ
ー
フ
が
平
板
に
な
り
や
す
く
、
若
干
の

難
が
見
て
と
れ
る
が
、
秀
逸
な
作
品
が
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

完
瑛
は
、
父
親
を
早
く
亡
く
し
た
の
で
、
三
〇
歳
過
ぎ
に
独
立
し
た
。
と
い
う
よ

り
も
、
独
立
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
現
実
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
時
代
は

も
う
明
治
の
近
代
に
入
り
込
ん
で
い
た
。
明
治
に
な
る
と
、
黒
田
清
輝
や
岸
田
劉
生

ら
の
洋
画
家
が
次
々
に
登
場
し
て
く
る
。
油
絵
の
い
わ
ば
裏
番
組
と
い
っ
て
よ
い
伝

統
的
な
日
本
画
、
つ
ま
り
、
江
戸
時
代
を
引
き
継
ぐ
日
本
画
が
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
っ
た
の
は
、
作
品
の
質
が
ど
う
こ
う
と
い
う
よ
り
も
、

日
本
社
会
の
近
代
化
の
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
近
代
社
会
は
、
広
義
に

西
洋
化
を
加
速
さ
せ
、
近
世
的
な
中
国
趣
味
を
忘
却
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の

あ
お
り
を
受
け
て
、
伝
統
的
な
日
本
画
、
つ
ま
り
大
坂
の
芳
園
や
完
瑛
、
京
都
の
田

中
日
華
や
望
月
玉
泉
（
一
八
三
四

－

一
九
一
三
）
ら
の
日
本
の
伝
統
的
絵
画
が
忘
れ

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
絵
画
は
、
近
代
化
に
逆
行
す
る
旧
態



一
〇
七

依
然
と
し
た
守
旧
的
作
品
で
あ
る
と
い
う
評
価
で
あ
る
。
日
本
画
の
領
域
で
も
、
横

山
大
観
な
ど
が
率
い
る
日
本
美
術
院
は
、
岡
倉
天
心
の
発
言
力
を
背
景
に
し
て
、
か

な
り
の
政
治
力
が
あ
る
の
で
、
表
舞
台
に
登
場
し
て
き
た
が
、
近
代
の
大
坂
の
絵
画

が
忘
れ
ら
れ
た
大
き
な
理
由
の
一
つ
に
は
、
そ
う
い
う
背
景
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。
要
す
る
に
、
一
般
の
美
術
愛
好
家
が
、
西
洋
文
化
の
ほ
う
に
眼
を
向
け
る
時
代

と
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
日
本
趣
味
、
中
国
趣
味
に
対
し
て
、
何
だ
か
遅
れ

た
古
い
絵
画
だ
、
と
い
う
印
象
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ

の
意
味
で
は
、
大
坂
の
伝
統
的
な
日
本
画
系
の
絵
画
な
ど
は
、
時
代
の
価
値
観
か
ら

離
れ
、
忘
却
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
百
年
の
近
代
化
が
過
ぎ
た

今
、
も
う
一
度
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
洋
画
家
の
名
前
は
膨
大
に
残
っ
て
い
る
が
、

日
本
画
系
の
画
家
の
名
前
は
ほ
と
ん
ど
消
え
て
い
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
西

洋
文
化
を
憧
憬
す
る
近
代
化
の
流
れ
の
中
、
油
絵
を
描
く
洋
画
家
は
、
前
衛
的
で
西

洋
風
の
新
し
い
作
品
に
取
り
組
ん
で
い
る
、
と
考
え
ら
れ
た
が
、
前
衛
的
と
い
っ
て

も
、
所
詮
、
西
洋
の
後
追
い
に
す
ぎ
な
い
。
要
す
る
に
、
日
本
の
「
小
さ
な
島
」
の

中
で
の
前
衛
で
あ
る
。
長
い
ス
パ
ン
で
時
代
を
洞
察
す
る
と
、
近
代
化
に
棹
さ
し
て

西
洋
化
し
た
油
彩
画
よ
り
も
、
明
治
期
に
入
っ
て
も
伝
統
を
守
り
抜
い
た
日
本
画
系

絵
画
の
方
が
、
今
後
は
徐
々
に
評
価
を
上
げ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

海
外
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
状
況
を
眺
め
る
と
、
大
英
博
物
館
に
し
て
も
、
メ
ト
ロ
ポ

リ
タ
ン
美
術
館
や
フ
ラ
ン
ス
の
美
術
館
・
図
書
館
に
し
て
も
、
価
格
の
高
さ
と
い
う

こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
基
本
的
に
、
日
本
の
油
彩
画
を
買
う
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
い
。
そ
れ
が
国
際
的
な
価
値
観
で
あ
る
。
国
際
化
が
い
い
と
は
言
わ
な
い
が
、

日
本
の
油
彩
画
に
は
、
国
際
的
な
普
遍
性
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
海
外
の
コ

レ
ク
タ
ー
は
、
そ
れ
ら
の
魅
力
を
認
め
ず
、
ま
っ
た
く
買
わ
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
日
本
が
明
治
維
新
後
に
近
代
化
し
た
百
年
の
日
本
人
の
価
値
観
と
、
世

界
の
価
値
観
が
ず
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四
　
完
瑛
を
継
ぐ
武
部
白
鳳
『
大
阪
風
物
十
二
カ
月
』

　

次
に
西
山
完
瑛
の
弟
子
で
あ
る
大
坂
四
条
派
画
家
の
武
部
白
鳳
（
一
八
七
一

－

一

九
二
七
）
の
作
品
を
紹
介
す
る
。
白
鳳
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
大
阪
に
生
ま

れ
た⑧
。
父
は
挿
絵
画
家
の
武
部
芳
峰
で
あ
る
。
芳
峰
は
朝
日
新
聞
の
創
刊
時
か
ら
挿

絵
を
描
い
た
。
白
鳳
は
父
の
芳
峰
の
影
響
を
受
け
て
、
始
め
は
浮
世
絵
を
学
び
、
明

治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
に
浪
華
画
学
校
に
入
学
し
て
、
そ
こ
で
日
本
画
の
道
を
選

ん
だ
。
こ
の
画
学
校
で
西
山
完
瑛
に
出
会
い
、
以
後
、
師
事
す
る
こ
と
に
な
る
。
明

治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
に
白
鳳
の
号
を
も
ら
い
、
大
阪
四
条
派
の
画
家
と
し
て

歩
む
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
完
瑛
の
回
顧
展
覧
会
を
し
ば
し
ば
企
画
開
催
し
て

い
る
。

　

さ
て
、
白
鳳
の
《
大
坂
風
物
十
二
カ
月
》（
十
二
面
各
々
絹
本
著
色
、
縦
二
十
二
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
〇
、
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
関
西
大
学
文
学
部
美
学
美
術
史

研
究
室
蔵
）
は
、
十
二
場
面
に
よ
る
画
帖
で
、
武
部
白
鳳
が
大
坂
の
風
物
・
風
俗
・

風
景
を
描
い
た
絵
画
を
綴
じ
込
ん
で
い
る
。

　

第
一
図
「
正
月
準
備
図
」、
第
二
図
「
花
鳥
図
」、
第
三
図
「
ゼ
ン
マ
イ
と
つ
く
し
」、

第
四
図
「
牧
童
図
」、
第
五
図
「
海
老
と
蛤
図
」、
第
六
図
「
海
浜
風
景
図
」、
第
七
図

「
山
桃
と
桃
図
」、
第
八
図
「
布
団
太
鼓
図
」、
第
九
図
「
鮎
図
」、
第
十
図
「
稲
穂
図
」、

第
十
一
図
「
水
仙
図
」、
第
十
二
図
「
箕
面
瀧
図
」【
図
1
～
37
】
と
な
っ
て
い
る
。

絵
画
化
さ
れ
た
図
様
と
し
て
は
、
比
較
的
め
ず
ら
し
い
風
物
と
し
て
は
、
第
八
図
の



一
〇
八

「
布
団
太
鼓
図
」
で
あ
ろ
う
。「
布
団
太
鼓
」
に
特
化
し
て
解
説
し
て
お
く
と
、
次
の

よ
う
で
あ
る
。

　
「
布
団
太
鼓
」
と
は
、
大
坂
の
河
内
や
泉
州
の
祭
り
で
、
播
磨
や
淡
路
で
も
行
わ
れ

た
。
八
幡
宮
に
伝
わ
る
満
月
を
祝
う
祭
り
と
、
稲
の
生
長
に
と
も
な
う
豊
作
を
祝
う

祭
り
と
が
合
体
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
お
よ
そ
三
〇
〇
年
の
歴
史
が
あ
る

ら
し
い
が
、
そ
の
歴
史
は
分
か
っ
て
い
な
い
。
一
説
に
は
、
享
保
年
間
に
堺
住
吉
祭

礼
で
行
わ
れ
た
と
い
う
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
山
車
の
形
態
と
し
て
は
、
座
布

団
を
重
ね
た
よ
う
で
、
上
に
載
せ
る
座
布
団
を
大
き
く
し
て
、
全
体
と
し
て
は
逆
ピ

ラ
ミ
ッ
ド
型
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
台
形
を
し
て
お
り
、
布
団
の
頂
上
の
四
隅
に
は
、

縛
ら
れ
た
太
い
紐
が
見
ら
れ
、
そ
れ
は
湧
き
立
つ
雲
を
表
し
て
い
る
と
い
う
。
十
八

世
紀
に
刊
行
さ
れ
た
『
摂
津
名
所
図
会
』
に
賑
や
か
し
く
版
画
化
さ
れ
て
お
り
、
そ

こ
で
は
、
投
げ
頭
巾
を
被
っ
た
「
敲
き
児
」
と
呼
ば
れ
る
乗
り
子
の
子
供
た
ち
が
、

派
手
な
着
物
を
着
て
厚
化
粧
を
し
、
内
部
に
置
か
れ
た
太
鼓
の
叩
き
手
と
な
っ
て
い

る⑨
。
そ
う
し
た
山
車
が
あ
ち
こ
ち
を
練
り
歩
く
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
山
車
の
周
辺

で
は
、
山
車
の
担
ぎ
手
に
商
家
が
西
瓜
を
ふ
る
ま
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

画
面
の
ト
書
き
に
は
、
太
鼓
の
音
が
雷
の
よ
う
に
大
き
く
鳴
り
響
き
、
中
国
古
代
の

周
に
伝
わ
る
中
国
人
（
韓
人
）
の
叩
く
太
鼓
も
こ
れ
に
は
及
ば
な
い
と
記
さ
れ
た
。

こ
の
布
団
太
鼓
で
は
、
堺
の
も
の
が
有
名
だ
が
、
そ
の
理
由
は
、
推
測
す
る
と
こ
ろ
、

布
団
太
鼓
の
山
車
が
、
多
く
は
堺
で
作
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

武
部
白
鳳
は
、「
布
団
太
鼓
図
」
で
、
五
段
に
積
ま
れ
た
真
っ
赤
な
座
布
団
を
逆
ピ

ラ
ミ
ッ
ド
型
に
描
い
て
お
り
、
そ
こ
に
は
人
影
は
見
え
な
い
。
祭
り
の
情
景
を
示
す

た
め
に
、
先
に
樹
木
の
枝
を
つ
け
た
提
灯
が
二
本
描
か
れ
て
い
る
。
白
鳳
は
こ
の
山

車
を
か
な
り
写
生
的
に
描
い
た
。
白
鳳
の
力
量
は
、
第
九
図
の
「
鮎
図
」
に
お
い
て

も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
正
確
な
形
態
描
写
、
対
象
の
質
感
の
表
現
、
ま
と
ま
り
の
良

い
構
図
な
ど
、
幕
末
明
治
期
の
写
生
派
の
標
準
的
な
描
写
力
を
示
し
て
お
り
、
確
か

に
、
前
衛
的
な
性
格
は
見
ら
れ
な
い
が
、
前
衛
的
な
近
代
絵
画
と
比
べ
て
、
質
的
に

は
何
ら
見
劣
り
は
し
な
い
。
十
九
世
紀
初
頭
頃
か
ら
明
治
大
正
期
ま
で
の
日
本
絵
画

史
を
通
観
し
て
、
こ
う
い
う
絵
画
を
い
か
に
位
置
づ
け
る
か
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
そ

れ
ほ
ど
簡
単
な
問
題
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
明
治
大
正
期
の
油
彩
画
で
あ
れ

ば
、
か
な
り
質
の
悪
い
作
品
で
も
、
そ
れ
な
り
に
評
価
し
て
き
た
美
術
史
研
究
は
、

技
術
力
の
あ
る
白
鳳
の
よ
う
な
無
名
の
画
家
の
絵
画
を
い
か
に
評
価
す
べ
き
か
、
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、「
近
代
化
」、「
前
衛
志
向
」、「
西
洋
化
」
の

キ
ー
ワ
ー
ド
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
時
代
に
あ
っ
て
、
時
代
思
潮
の
価
値
観
が
流

行
す
る
中
、
埋
没
さ
せ
ら
れ
た
絵
画
だ
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

　

白
鳳
の
評
価
に
対
す
る
疑
問
は
、
大
坂
を
代
表
す
る
芳
園
と
完
瑛
に
も
当
て
は
ま

る
。
芳
園
と
完
瑛
父
子
に
よ
る
版
画
集
『
有
聲
楼
画
稿
』
は
、
彼
ら
の
実
力
を
如
実

に
示
す
貴
重
な
作
品
で
あ
る⑩
。
計
十
二
面
の
絵
画
の
中
、
芳
園
の
「
白
蔵
主
」
と
完

瑛
の
「
道
成
寺
」
は
圧
巻
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ま
こ
と
に
優
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
他
の
論
文
で
紹
介
し
て
い
る
の
で⑪
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
素
晴
ら
し
い
作
品
を
、
日
本
の
研
究
者
た
ち
は
、
な
ぜ
評
価
し

な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
や
、
そ
う
い
う
作
品
は
、
京
都
や
東
京
に
も

山
の
よ
う
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
多
く
の
美
術
史

家
た
ち
は
、
最
初
か
ら
研
究
対
象
の
地
域
を
限
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

研
究
対
象
は
京
都
、
東
京
で
、
大
阪
で
は
な
い
、
と
い
う
偏
見
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
海
外
に
目
を
や
る
と
、
こ
う
し
た
大
坂
画
壇
の
絵
画
を
収
集
し
て
き
た
大

英
博
物
館
所
蔵
の
作
品
で
は
、
西
山
芳
園
《
虫
の
行
列
》、
森
狙
仙
《
猿
図
》、
森
周



一
〇
九

峯
ほ
か
《
寄
合
亀
図
》
な
ど
、
興
味
深
い
作
品
が
数
多
く
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
岡
倉

天
心
が
『
日
本
美
術
史
』
の
中
で
、「
探
幽
ノ
検
束
ヲ
破
リ
テ
一
機
軸
ヲ
出
シ
タ
ル
應

舉
ハ
知
ラ
ス
識
ラ
ス
卻
テ
自
カ
ラ
検
束
ヲ
作
リ
テ
畫
道
ノ
開
達
ヲ
障
害
シ
タ
リ
而
シ

テ
應
舉
ヲ
學
フ
モ
ノ
ハ
其
應
舉
ノ
影
ヲ
模
倣
シ
テ
、（
中
略
）
狩
野
ノ
末
流
ト
其
末
路

ヲ
同
シ
ク
セ
シ
ム
ル
ニ
至
レ
リ
。」
と
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
円
山
応
挙
が
出
て
、

応
挙
の
弟
子
た
ち
は
応
挙
を
真
似
し
て
ど
ん
ど
ん
悪
く
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
、

マ
ン
ネ
リ
化
し
た
狩
野
派
の
末
裔
と
同
じ
だ
、
と
い
う
厳
し
い
批
判
で
あ
る
。
天
心

の
美
術
史
は
、
あ
る
種
の
天
才
的
な
画
家
が
画
壇
を
引
っ
張
り
、
そ
の
末
流
は
進
化

せ
ず
に
堕
落
す
る
、
と
い
う
価
値
観
で
あ
る
。
天
心
の
美
術
史
は
、
概
ね
そ
の
よ
う

な
見
解
で
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
の
美
術
史
を
基
に
近
代
の
研
究
者
は
、
美
術
史
研
究

を
今
日
ま
で
や
っ
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
大
坂
の
画
家
た
ち
は
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
応
挙
や
呉
春
の
弟
子
た
ち
の
末
裔
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
大
坂
画
壇
の
多
く

の
画
家
た
ち
は
、
天
心
の
目
に
は
留
ま
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
日
本
美
術
史
へ
の
大
坂

の
貢
献
度
は
ほ
と
ん
ど
ゼ
ロ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
天
心
が
大
坂
画
壇
を
除
外
し

た
こ
と
は
、
後
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
一
方
で
、
天
心
は
、「
蕭
白
、
若
冲
、
一

蝶
（
英
一
蝶
）
の
ご
と
き
、
画
に
巧
み
な
り
と
い
え
ど
も
、
品
位
の
下
る
の
は
そ
の

人
物
に
よ
る⑫
。」
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
絵
は
う
ま
い
け
れ
ど
も
品
位
が
低
い
と

言
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
評
価
が
成
り
立
つ
な
ら
、
大
坂
の
絵
画
は
品
格
が
高
い
。

若
冲
、
蕭
白
と
は
か
な
り
違
う
と
い
っ
て
よ
い
。
ど
ち
ら
が
う
ま
い
か
、
う
ま
く
な

い
か
、
と
い
う
議
論
を
超
え
て
、
ま
ず
品
格
が
高
い
。
天
心
も
、
い
く
ら
う
ま
く
た

っ
て
、
品
格
が
な
け
れ
ば
駄
目
だ
、
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
天
心
も
大

坂
の
絵
画
を
採
り
上
げ
る
べ
き
だ
っ
た
と
い
う
気
は
す
る
が
、
近
世
の
大
坂
画
壇
を

調
査
し
な
か
っ
た
。

　

最
後
に
、
近
年
、「
大
正
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
」
の
研
究
が
進
展
し
て
い
る
が
、
要
す
る

に
、
こ
れ
は
近
代
の
ポ
ス
タ
ー
や
絵
葉
書
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の

研
究
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
規
制
の
権
威
主
義
的
な
価
値
づ
け
に
よ
る
序
列
を
超
え
て
、

同
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
た
視
覚
芸
術
を
す
べ
て
扱
う
と
い
う
研
究
姿
勢
を
示

し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
評
価
の
美
術
史
を
想
定
す
れ
ば
、
日
本
美
術
史
上
、
円
山

四
条
派
の
竹
内
栖
鳳
は
価
値
が
高
く
、
白
鳳
は
価
値
が
低
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
が
、「
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
」
研
究
の
立
場
で
は
、
栖
鳳
も
白
鳳
も
時
代
を
背
負
っ
た
同

価
値
の
「
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
」
な
の
で
、
そ
の
観
点
で
は
、
栖
鳳
の
研
究
は
意
味
が
あ

る
が
、
白
鳳
の
研
究
は
意
味
が
な
い
、
と
は
い
え
な
い
。
白
鳳
を
栖
鳳
と
同
列
に
並

べ
て
日
本
美
術
史
を
考
え
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
あ
る
時
代
の
特
徴
を
反
映
す
る
白

鳳
を
無
視
し
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
白
鳳
の
絵
画
も
ま
た
、
特
定
の
文
化
を
凝
縮

し
た
「
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
」
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
と
り
わ
け
、
大
坂
画
壇
の
絵
画
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
忘
却
さ
れ
て
き
た
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
、

一
度
は
、
再
評
価
の
対
象
と
考
え
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

　

大
坂
の
四
条
派
絵
画
は
な
ぜ
忘
れ
ら
れ
た
の
か
。

　

ま
ず
一
番
目
に
は
、
大
坂
の
四
条
派
は
、
岡
倉
天
心
に
よ
る
評
価
か
ら
洩
れ
て
し

ま
っ
た
こ
と
が
大
き
い
。
天
心
が
評
価
し
た
画
家
の
一
部
は
、
そ
れ
ほ
ど
素
晴
ら
し

い
画
家
で
は
な
く
て
も
、
そ
の
後
の
研
究
対
象
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
、
日
本
美
術
史
草
創
期
に
あ
っ
て
、
研
究
・
批
評
・
社
会
活
動
、
そ
し
て
日

常
生
活
に
お
い
て
も
、
天
心
が
さ
ま
ざ
ま
な
非
難
を
浴
び
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
彼
の
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日
本
美
術
史
研
究
に
対
し
て
は
、
研
究
者
た
ち
の
信
頼
感
が
長
く
続
い
た
と
い
わ
ざ

る
を
え
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
に
天
心
は
巨
峰
で
あ
っ
た
。
大
坂
画
壇
に
つ
い
て
言
及
を

避
け
た
天
心
は
、『
日
本
美
術
史
』
に
お
い
て
、
唯
一
大
坂
の
森
徹
山
に
触
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
徹
山
が
京
都
の
円
山
応
挙
に
師
事
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

二
番
目
に
は
、
日
本
社
会
の
近
代
化
、
と
り
わ
け
、
日
清
戦
争
以
後
に
日
本
の
西

洋
化
が
決
定
的
に
押
し
進
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
西
山
芳
園
な
ど
の
絵
画
は
、

日
本
の
伝
統
に
つ
な
が
る
と
共
に
、
大
局
的
に
見
れ
ば
、
中
国
風
の
要
素
を
含
ん
だ

絵
画
で
あ
る
。
そ
う
い
う
ア
ジ
ア
的
な
も
の
が
、
評
価
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
状

況
が
あ
る
。
そ
こ
で
西
洋
風
の
油
彩
画
が
時
代
の
表
舞
台
に
登
場
し
て
く
る
中
、
芳

園
ら
は
、
一
般
人
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
研
究
者
の
関
心
を
呼
ば
な
く
な
っ
た
。
レ

ベ
ル
の
低
い
、
片
々
た
る
油
彩
画
ま
で
も
が
、
そ
れ
な
り
に
評
価
さ
れ
て
い
く
中
、

伝
統
を
踏
ま
え
、
質
的
に
も
一
定
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
た
芳
園
ら
の
大
坂
四
条
派

は
、
近
世
近
代
絵
画
史
の
埒
外
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

三
番
目
に
は
、
西
洋
の
価
値
観
に
よ
る
芸
術
観
の
流
入
で
あ
る
。
西
洋
近
代
の
芸

術
観
は
、
模
倣
は
い
け
な
い
、
独
創
的
な
も
の
に
価
値
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
強

調
し
た
。
そ
う
し
た
価
値
観
に
立
て
ば
、
狩
野
派
が
終
焉
し
た
の
と
同
様
に
、
江
戸

時
代
以
来
の
伝
統
を
守
っ
て
繰
り
返
し
定
型
の
図
様
を
描
い
た
芳
園
や
完
瑛
ら
の
四

条
派
画
家
た
ち
の
絵
画
は
、
芸
術
作
品
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
芸
術
的
に
は
劣
る
、

と
い
う
考
え
が
広
が
っ
て
、
つ
い
に
評
価
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
皮

肉
な
こ
と
に
、
日
本
に
お
け
る
西
洋
へ
の
傾
斜
史
観
が
、
芳
園
ら
を
認
め
な
か
っ
た
の

に
対
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
評
価
の
方
が
高
い
と
い
う
逆
転
現
象
が
起
こ
っ
た
。

　

四
番
目
に
は
、
大
阪
経
済
界
の
衰
退
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
話
す
と
長
い
の

で
簡
単
に
述
べ
て
お
く
が
、
大
阪
の
経
済
界
は
第
二
次
世
界
大
戦
を
挟
ん
で
徐
々
に

衰
退
に
向
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
大
坂
画
壇
の
絵
画
を
購
入
し
て
支
援
し
て
い
た
パ

ト
ロ
ン
が
い
な
く
な
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
財
閥
の
住
友
家
な
ど
も
、
大
坂
（
阪
）

の
絵
画
を
多
く
収
集
し
て
お
り
、
名
品
図
録
『
泉
屋
博
古
館
―
近
代
日
本
画
―
』
を

概
観
す
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、
か
つ
て
は
大
阪
の
絵
画
を
た
く
さ
ん
購
入
し
て

い
た
。
だ
が
戦
後
は
、
徐
々
に
後
退
し
て
い
る⑬
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
経
済
界
は
、

東
京
の
資
本
を
原
資
に
し
て
、
京
都
と
江
戸
（
東
京
）
の
絵
画
の
収
集
に
力
を
入
れ

る
こ
と
に
な
る
。
多
く
の
偉
大
な
画
家
た
ち
を
輩
出
し
て
層
の
厚
い
京
都
に
つ
い
て

は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
東
京
も
、
日
本
美
術
院
の
根
拠
地
で
あ
っ
た
の
で
、
天

心
の
思
想
的
な
弟
子
た
ち
、
す
な
わ
ち
、
横
山
大
観
ら
の
新
し
い
日
本
画
に
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
軸
を
移
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。

　

五
番
目
に
は
、
大
阪
人
に
よ
る
無
関
心
と
い
う
問
題
が
控
え
て
い
る
。
と
い
う
の

は
、
大
阪
の
人
々
が
大
阪
の
絵
画
に
関
し
て
無
関
心
な
の
で
、
展
覧
会
な
ど
、
大
坂

画
壇
の
紹
介
と
研
究
は
進
ま
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
事
態
は
、
本
来
、
大
坂
画
壇

の
展
覧
会
を
開
催
す
る
使
命
を
も
つ
大
阪
市
立
美
術
館
が
、
あ
ま
り
大
坂
画
壇
の
展

覧
会
を
開
催
し
な
い
こ
と
が
一
因
で
あ
る
。
大
阪
市
民
に
し
て
み
れ
ば
、「
観
な
け
れ

ば
、
知
り
よ
う
が
な
い
」
わ
け
で
、
大
阪
で
は
、
北
野
恒
富
や
菅
楯
彦
ら
の
近
代
を
代

表
す
る
画
家
た
ち
で
す
ら
、
永
ら
く
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
ず
、「
西
山
芳
園
・
完
瑛
展
」

も
、
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
の
戦
前
に
開
か
れ
た
だ
け
で
あ
る⑭
。
京
都
で
は
、
京

都
国
立
近
代
美
術
館
を
中
心
に
し
て
、
非
常
に
マ
イ
ナ
ー
な
画
家
に
つ
い
て
も
、
毎

年
展
覧
会
を
開
催
し
、
画
家
の
知
名
度
も
評
価
も
上
が
っ
て
い
く
流
れ
で
あ
る
。

　

六
番
目
に
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
後
の
時
代
に
あ
っ
て
、
日
本
美
術
史
の
研
究

者
が
、
東
京
と
京
都
に
集
中
し
た
こ
と
も
一
つ
の
要
因
で
あ
ろ
う
。
大
阪
の
大
学
は
、

美
術
史
研
究
に
お
い
て
後
発
で
あ
り
、
戦
後
し
ば
ら
く
経
っ
て
か
ら
、
よ
う
や
く
体
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制
が
整
い
は
じ
め
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
現
在
に
お
い
て
も
、
東
京
の
研
究
者
が
、

大
坂
画
壇
の
研
究
を
行
う
に
し
て
も
、
い
さ
さ
か
地
の
利
が
悪
い
と
い
う
状
況
も
残

さ
れ
て
い
る
。
狭
い
日
本
の
島
の
中
で
、
東
京
と
大
阪
は
、
相
対
的
に
近
い
地
域
だ

と
思
わ
れ
る
が
、
現
実
に
は
、
か
な
り
の
心
理
的
な
距
離
を
感
じ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
と
い
う
の
も
、
大
坂
画
壇
の
絵
画
を
、
美
術
館
・
博
物
館
で
見
る
こ
と
が
難

し
く
、
大
阪
・
京
都
の
骨
董
街
や
個
人
宅
を
廻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
調
査
研
究
は
、
地

の
利
と
い
う
点
で
は
、
東
京
で
は
進
め
る
の
が
多
少
と
も
困
難
を
伴
う
か
ら
で
あ
る
。

伊
藤
若
冲
や
長
澤
蘆
雪
ら
の
京
都
の
画
家
た
ち
が
、
大
坂
の
橘
守
國
や
大
岡
春
卜
の

絵
手
本
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
し
、
江
戸
の
谷
文
晁
が
、

江
戸
と
大
坂
と
を
行
き
来
し
て
、
木
村
蒹
葭
堂
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
大
坂
の
画
家
た

ち
と
交
流
し
て
、
自
己
の
作
風
を
変
え
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

最
後
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
大
き
な
観
点
か
ら
俯
瞰
す
れ
ば
、
大
坂
（
阪
）
と

い
う
地
域
が
、
中
央
か
ら
半
ば
意
図
的
に
は
じ
か
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
明
治
維
新

以
後
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
積
極
的
に
東
京
を
充
実
さ
せ
、
消
極
的
に
で
は
あ
っ
て

も
大
阪
の
経
済
力
を
弱
め
よ
う
と
す
る
、
か
な
り
意
識
的
な
政
策
が
と
ら
れ
た
こ
と

も
見
逃
せ
な
い
。
要
す
る
に
官
界
・
経
済
界
と
も
に
、
富
も
知
識
も
東
京
へ
移
転
さ

せ
て
き
た
。
そ
の
結
果
が
、
何
に
つ
け
て
も
東
高
西
低
の
状
況
を
生
じ
さ
せ
、
日
本

で
最
大
の
経
済
都
市
大
阪
は
、
ボ
ク
シ
ン
グ
で
い
え
ば
、
ス
ト
レ
ー
ト
パ
ン
チ
こ
そ

受
け
な
か
っ
た
が
、
繰
り
返
し
ボ
デ
ィ
ー
ブ
ロ
ー
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
て
、
斜
陽

が
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

明
治
維
新
以
後
の
東
京
と
大
阪
と
の
関
係
は
、
い
わ
ば
中
国
に
お
け
る
北
京
と
蘇

州
の
関
係
に
多
少
と
も
似
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
繁
栄
を
誇
っ
た
蘇
州
は
、
繰
り
返

し
苦
難
を
味
わ
っ
た
。
と
く
に
、
明
の
永
楽
帝
の
時
代
に
は
、
北
京
を
発
展
さ
せ
て
、

蘇
州
の
繁
栄
を
弱
め
よ
う
と
す
る
政
策
が
押
し
進
め
ら
れ
、
蘇
州
の
富
民
を
北
京
へ

強
制
的
に
移
住
さ
せ
た
例
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
北
京
と
蘇
州
ほ
ど
極
端
で
は
な

い
に
し
て
も
、
東
京
と
大
阪
の
関
係
は
、
大
局
的
に
は
類
似
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば

な
ら
な
い⑮
。

　

以
上
、
大
坂
の
四
条
派
が
忘
れ
ら
れ
た
理
由
に
は
、
上
記
以
外
に
も
、
さ
ま
ざ
ま

な
原
因
が
考
え
ら
れ
る
が
、
大
坂
の
絵
画
を
貪
欲
に
集
め
た
海
外
の
美
術
館
（
博
物

館
）
や
個
人
コ
レ
ク
タ
ー
と
日
本
の
公
的
機
関
や
個
人
と
の
価
値
観
の
差
を
考
え
る

と
、
も
う
一
度
、
大
阪
か
ら
大
坂
画
壇
の
評
価
を
立
て
直
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な

い
。
ま
ず
は
質
量
と
も
に
、
充
実
し
た
展
覧
会
の
開
催
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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・
近
代
日
本
の
水
脈
』、
平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）、
関
西
大
学
出
版
、
一
一
七

－

一
五
二
頁
。

⑫　

岡
倉
天
心
『
日
本
美
術
史
』、
平
凡
社
、
二
三
一
頁
。

⑬　

泉
屋
博
古
館
編
『
泉
屋
博
古
館
―
近
代
日
本
画
―
』、
平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一

七
）。
拙
稿
「
大
坂
画
壇
の
特
質
と
そ
の
再
評
価
―
木
村
蒹
葭
堂
、
岡
倉
天
心
か
ら
東

ア
ジ
ア
へ
―
」、『
泉
屋
博
古
館
紀
要
』
第
三
十
三
号
、
平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）、

一

－

一
三
頁
。

⑭　

大
阪
市
立
美
術
館
編
『
西
山
芳
園
・
完
瑛
展
』、
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）。

⑮　

前
掲
書
、
宮
崎
市
定
『
中
国
史
』
下
、
二
〇
六
頁
。
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