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［
論
文
要
旨
］

　

学
界
に
お
い
て
は
、
常
に
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
結
果
の
報
告
が
求
め
ら
れ
、
研
究
者
は
イ
レ
ギ
ュ

ラ
ー
な
結
果
が
期
待
で
き
る
対
象
を
選
ん
で
科
学
分
析
を
行
う
傾
向
に
あ
る
が
、
科
学
分
析
を
通
し

て
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
と
い
う
「
発
見
」
を
す
る
た
め
に
は
、
何
が
レ
ギ
ュ
ラ
ー
で
あ
る
か
が
明
確
に
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
日
本
の
近
世
絵
画
（
特
に
筆
で
描
か
れ
た
絵
画
）
の
色
材

に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
パ
レ
ッ
ト
と
す
る
に
値
す
る
資
料
と
い
う
も
の
が
存
在
し

て
い
な
い
。

　

日
本
近
世
の
色
材
を
対
象
に
し
た
共
同
研
究
「
日
本
近
世
に
お
け
る
彩
色
の
技
術
と
材
料
の
受
容

と
変
遷
に
関
す
る
研
究
」〔
平
成
二
七
（
二
〇
一
五
）
年
度
～
平
成
三
〇
（
二
〇
一
八
）
年
度
、
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
研
究
代
表
者
：
島
津
美
子
〕
に
は
、
科
学
分
析
や
日
本
美
術
史
の
専
門
家
を

軸
に
狩
野
派
や
琳
派
な
ど
の
日
本
絵
画
、
錦
絵
、
洋
風
画
、
彫
刻
な
ど
を
専
門
と
す
る
研
究
者
が
幅

広
く
集
ま
り
、
互
い
の
色
材
観
を
す
り
合
わ
せ
た
が
、
そ
の
結
果
、
他
領
域
と
の
差
異
を
見
極
め
る

に
は
、
そ
の
前
提
と
な
る
各
領
域
の
パ
レ
ッ
ト
が
不
充
分
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
近
世
の
色
材

を
体
系
的
に
整
理
し
て
い
く
た
め
に
は
、
各
領
域
の
研
究
者
が
経
験
則
を
含
め
た
総
合
的
な
情
報
処

理
に
よ
っ
て
パ
レ
ッ
ト
（
叩
き
台
と
な
る
原
案
）
を
設
定
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
り
、
そ
れ
を
分
析

事
例
の
集
積
に
よ
っ
て
地
道
に
修
正
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
近
世
社
会
で
は
階
級

や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ご
と
に
異
な
る
パ
レ
ッ
ト
で
描
か
れ
た
絵
画
が
併
存
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
色
材
を

使
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
と
き
に
物
や
人
が
身
分
の
壁
を
越
境
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
イ
レ

ギ
ュ
ラ
ー
の
「
発
見
」
は
近
世
社
会
の
実
相
を
解
き
明
か
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
具
体
的
な

事
例
を
見
出
し
て
い
く
た
め
に
も
、
ま
ず
は
領
域
を
区
分
し
た
上
で
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
レ
ッ
ト
を
レ

ギ
ュ
ラ
ー
な
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
く
こ
と
が
課
題
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】　

日
本
絵
画
、
近
世
絵
画
、
色
材
分
析
、
技
法
書

色
材
分
析
に
お
け
る
予
測
と
発
見

荒
井
経

Forecasts and D
iscoveries in Painting Colorant A

nalysis : 
Specifying a N

ondestructive A
nalysis of E

arly M
odern Japanese Paintings U

sing a Portable X
-ray F

luorescence (pX
R

F
) A

nalyzer

A
R

A
I K

ei

は
じ
め
に

❶
科
学
分
析
に
よ
る
「
発
見
」
の
例

❷
技
法
書
に
み
る
色
材

❸
情
報
の
整
理
と
統
合

ま
と
め

可
搬
型
蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線
分
析
装
置
に
よ
る
日
本
近
世
絵
画
の
非
破
壊
分
析
を
中
心
に
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は
じ
め
に

　

金
属
工
業
の
世
界
に
お
い
て
、
合
金
で
作
ら
れ
た
製
品
の
品
質
管
理
に
蛍
光
エ
ッ

ク
ス
線
分
析
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
常
に
予
測
さ
れ
た
通
り
の
分
析
結
果
が
期
待

さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
仮
に
予
測
外
の
結
果
が
出
れ
ば
不
良
品
の
発
見
と
い
う

負
の
報
告
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
文
化
財
や
美
術
品
の
絵
画
を
対
象
に
し
た

色
材
分
析
に
お
い
て
金
色
身
の
仏
像
か
ら
金
を
検
出
で
き
た
と
し
て
も
、
盛
り
上
げ

彩
色
で
描
か
れ
た
白
い
花
か
ら
カ
ル
シ
ウ
ム
を
検
出
で
き
た
と
し
て
も
そ
の
分
析
結

果
が
特
別
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
、
学
界
が
新
知
見
す
な
わ
ち
「
発

見
」
を
価
値
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
研
究
者
も
そ
う
し
た
「
発
見
」
を
期
待
し

て
測
定
に
臨
む
こ
と
が
多
い
。

　

し
か
し
、
研
究
者
は
解
析
で
き
な
い
よ
う
な
闇
雲
な
「
発
見
」
を
期
待
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
学
界
の
常
識
に
対
し
て
意
外
性
を
も
っ
た
結
果
を
期
待
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
レ
ギ
ュ
ラ
ー
に
対
す
る
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
と
い
う
相
対
的
な
も

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
分
析
に
お
い
て
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
と
い
う
「
発
見
」
を
す
る
た

め
に
は
、
何
が
レ
ギ
ュ
ラ
ー
で
あ
る
か
が
共
有
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず

で
あ
る
。

　

既
に
当
該
学
界
で
は
、
蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線
分
析
を
は
じ
め
と
す
る
自
然
科
学
分
析

に
よ
っ
て
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
「
発
見
」
を
い
く
つ
も
認
め
て
き
て
い
る
が
、
本
稿

で
取
り
上
げ
る
近
世
絵
画
（
特
に
筆
で
描
か
れ
た
絵
画
）
の
領
域
に
お
い
て
は
、
レ

ギ
ュ
ラ
ー
を
明
確
に
規
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
パ
レ
ッ
ト
に
よ
っ
て
測
定
箇
所
を
選

定
し
、
測
定
結
果
を
評
価
し
て
き
た
と
い
う
傾
向
が
否
め
ず
、
研
究
者
に
よ
っ
て
パ

レ
ッ
ト
の
認
識
に
差
異
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

❶
科
学
分
析
に
よ
る
「
発
見
」
の
例

　

蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線
分
析
を
活
用
す
る
こ
と
で
飛
躍
的
に
進
展
し
た
研
究
の
一
つ
に

プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
の
受
容
に
関
す
る
研
究
が
あ
る
。
近
世
日
本
に
お
け
る
プ
ル
シ

ア
ン
ブ
ル
ー
使
用
の
上
限
を
探
る
研
究
は
西
洋
と
の
関
係
を
探
る
上
で
重
要
で
あ

り
、
幕
末
期
の
普
及
に
関
す
る
研
究
は
庶
民
の
色
彩
観
に
関
わ
る
研
究
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
研
究
で
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
プ
ル
シ
ア
ン
ブ

ル
ー
が
ど
の
よ
う
な
領
域
の
彩
色
技
術
者
に
受
容
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
一
八
世
紀
に
お
け
る
プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
の
受
容
者
は
、
主
に
蘭
学
者
の
平
賀

源
内
（
一
七
二
八
︱
一
七
八
〇
）
ら
で
あ
り
、
源
内
に
直
接
師
事
し
た
秋
田
藩
士
の

小
田
野
直
武
（
一
七
五
〇
︱
一
七
八
〇
）
に
よ
っ
て
秋
田
蘭
画
へ
と
伝
播
し
た
と

さ
れ
て
い
る

（
（
（

。
つ
ま
り
、
特
殊
な
知
識
階
級
と
い
う
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
に
受
容
さ
れ

た
の
で
あ
っ
て
、
狩
野
派
な
ど
の
主
流
絵
画
や
庶
民
の
絵
画
に
ま
で
普
及
し
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
幕
末
期
に
お
け
る
受
容
は
、
中
国
に
製
造
拠
点
が
で
き
た

こ
と
に
よ
る
供
給
量
の
増
加
と
価
格
の
低
廉
化
と
い
う
普
及
の
条
件
が
整
っ
て
い
た

が
、
あ
く
ま
で
錦
絵
を
中
心
に
し
た
庶
民
の
絵
画
へ
の
普
及
で
あ
り

（
（
（

、
武
士
や
公
家

な
ど
の
上
流
階
級
が
受
容
す
る
絵
画
に
ま
で
普
及
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

絵
画
が
総
じ
て
上
流
階
級
の
も
の
で
あ
っ
た
平
安
時
代
や
鎌
倉
時
代
と
は
違
い
、

同
じ
絵
画
と
言
っ
て
も
受
容
す
る
階
級
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
よ
っ
て
区
別
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
近
世
絵
画
の
特
質
で
あ
り
、
近
世
の
色
材
研
究
を
複
雑
化

し
て
い
る
要
因
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
近
世
に
お
い
て
は
、
プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー

が
初
め
て
使
わ
れ
た
こ
と
の
解
明
に
価
値
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
別
の
階
級
や
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
絵
画
に
波
及
し
た
こ
と
を
究
明
す
る
こ
と
に
も
価
値
が
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
実
例
と
し
て
伊
藤
若
冲
（
一
七
一
六
︱
一
八
〇
〇
）
の
《
動
植
綵

絵
》（
一
七
五
七
︱
一
七
六
六
）
に
プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線
分
析
で
発
見
し
た
と
い
う
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る

（
（
（

。
こ
の
発
見
の
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大
き
な
意
義
は
、
プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
の
使
用
の
上
限
を
更
新
し
た
こ
と
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
蘭
学
と
直
接
の
関
係
を
持
た
な
い
伊
藤
若
冲
が
プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
を

使
用
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
そ
の
理
由
を
奇
想
の
絵
師

と
さ
れ
る
若
冲
個
人
の
特
異
性
に
帰
し
て
い
る
感
が
否
め
な
い
。
し
か
し
、
若
冲
作

品
に
プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
分
析
結
果
と
と
も
に
、
い
か
な

る
ル
ー
ト
で
若
冲
が
渡
来
品
の
プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
を
入
手
し
た
の
か
と
い
う
人
脈

や
流
通
と
い
う
状
況
証
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
必
須
の
課
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
こ
の
事
例
は
、
蘭
学
者
の
パ
レ
ッ
ト
で
あ
れ
ば
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
色
材
と
さ
れ
る
プ

ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
が
若
冲
の
パ
レ
ッ
ト
に
も
あ
っ
た
と
い
う
越
境
に
よ
る
イ
レ
ギ
ュ

ラ
ー
を
「
発
見
」
し
た
事
例
で
あ
る
か
ら
だ
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
一
八
世
紀
半
ば
に
蘭
学
者
や
若
冲
が
プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
を

使
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
一
九
世
紀
に
な
っ
て
狩
野
派
の
絵
師
が
江
戸
城
の

障
壁
画
に
使
っ
た
と
し
て
も
時
代
的
な
上
限
を
更
新
す
る
発
見
に
は
な
ら
な
い
が
、

領
域
の
越
境
と
し
て
は
重
大
な
発
見
に
な
る
だ
ろ
う
。
仮
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
奥
絵
師
の
身
分
を
も
っ
た
狩
野
派
の
パ
レ
ッ
ト
に
プ
ル
シ
ア

ン
ブ
ル
ー
と
い
う
色
材
が
正
式
に
加
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
ば
か
り
で
な

く
、
最
高
権
力
者
で
あ
る
将
軍
が
渡
来
品
の
色
材
を
受
容
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
幕
末
の
市
井
で
葛
飾
北
斎
（
一
七
六
〇
︱
一
八
四
九
）
や
安
藤
広
重

（
一
七
九
七
︱
一
八
五
八
）の
錦
絵
を
プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
の
青
色
が
鮮
や
か
に
彩
っ

て
い
た
と
し
て
も
、
江
戸
城
内
の
障
壁
画
を
プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
が
彩
る
こ
と
は
な

か
っ
た
と
い
う
の
が
現
時
点
の
常
識
と
な
っ
て
い
る
。

　

筆
者
自
身
も
、
特
に
専
門
と
す
る
近
代
日
本
画
を
対
象
と
し
て
蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線

分
析
（
機
器
操
作
は
保
存
科
学
の
専
門
家
に
依
頼
）
に
よ
る
「
発
見
」
を
報
告
し
て

き
た
。

　

平
成
一
九
（
二
〇
〇
七
）
年
に
実
施
し
た
狩
野
芳
崖
《
仁
王
捉
鬼
図
》（
明
治

一
九
（
一
八
八
六
）
年　

東
京
国
立
近
代
美
術
館
蔵
）
の
蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線
分
析

は
、
弟
子
の
回
顧
録
で
語
ら
れ
て
い
る
西
洋
絵
具
（
輸
入
さ
れ
た
近
代
的
な
合
成
顔

料
）
の
使
用
を
確
認
し
、
具
体
的
な
色
材
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
で
行
っ
た
も
の
で

あ
る
。
果
た
し
て
、
こ
の
分
析
か
ら
従
来
の
日
本
画
で
は
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
ク

ロ
ム
顔
料
や
コ
バ
ル
ト
顔
料
を
は
じ
め
と
す
る
近
代
的
な
合
成
無
機
顔
料
の
使
用
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
顔
料
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
印

象
派
の
色
彩
表
現
を
成
立
さ
せ
た
色
材
で
あ
り
、
当
時
西
洋
画
と
呼
ば
れ
た
日
本
の

油
彩
画
や
水
彩
画
に
も
既
に
使
わ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
事
例
も
西
洋
画
で
使

わ
れ
て
い
た
色
材
が
日
本
画
で
使
わ
れ
た
と
い
う
越
境
を
「
発
見
」
し
た
も
の
と
い

う
こ
と
に
な
る

（
（
（

。

　

ま
た
、
同
じ
平
成
一
九
（
二
〇
〇
七
）
年
に
は
、
横
山
大
観
《
山
路
》（
明
治

四
四
（
一
九
一
一
）
年　

永
青
文
庫
蔵
）
の
蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
新
出
の
近
代
的
な
人
造
岩
絵
具
の
初
期
使
用
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
っ
た

（
（
（

。

一
般
に
現
在
「
新
岩
絵
具
」
と
称
さ
れ
て
い
る
人
造
岩
絵
具
は
、
鉛
ガ
ラ
ス
を
体
質

と
し
て
金
属
酸
化
物
で
発
色
さ
せ
た
フ
リ
ッ
ト
を
人
造
原
石
と
す
る
岩
絵
具
で
、
陶

磁
器
や
七
宝
に
使
わ
れ
る
釉
薬
の
技
術
を
応
用
し
て
作
ら
れ
た
色
材
で
あ
る
。
従
っ

て
、
本
件
も
工
芸
か
ら
日
本
画
へ
の
越
境
を
発
見
し
た
事
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
は
、
測
定
の
目
的
と
な
る
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
が
、
そ
の
領
域
に
お
け
る
新
出

の
色
材
で
あ
る
と
い
う
「
発
見
」
の
事
例
で
あ
り
、
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
パ
レ
ッ
ト
像
を

明
確
化
す
る
た
め
の
分
析
事
例
で
は
な
い
。
科
学
分
析
が
パ
レ
ッ
ト
を
形
成
す
る
た

め
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
分
析
結
果
を
蓄
積
し
て
い
く
こ

と
に
重
点
が
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
報
告
が
、
自
ず
と
新
出
の
色

材
を
推
定
す
る
に
至
っ
た
分
析
結
果
を
前
面
に
出
し
た
も
の
と
な
り
、
レ
ギ
ュ
ラ
ー

な
パ
レ
ッ
ト
を
確
認
す
る
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
つ
い
て
の
関
心
に
乏
し
い
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
（
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
こ
と
）
は
否
め
な
い
。

❷
技
法
書
に
み
る
色
材

　

先
に
掲
げ
た
よ
う
な
分
析
事
例
で
研
究
者
が
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
パ
レ
ッ
ト
と
し
て
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想
定
し
て
き
た
の
は
、
先
行
す
る
科
学
分
析
の
事
例
ば
か
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

技
法
書
な
ど
の
文
献
資
料
も
少
な
か
ら
ず
参
酌
し
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
技
法
書

な
ど
の
文
献
資
料
に
は
当
時
の
色
材
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
明
文
化

さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
パ
レ
ッ
ト
の
共
有
に
は
大
変
有
益
で
あ
る
。
平
成
三
〇

（
二
〇
一
八
）
年
三
月
に
日
本
画
家
の
染
谷
香
理
が
、
近
世
の
絵
画
技
法
書
に
つ
い

て
江
戸
中
期
一
〇
篇
、
江
戸
後
期
六
篇
を
翻
刻
し
た
研
究
資
料
を
作
成
し
た
が
、
こ

う
し
た
参
照
の
便
に
資
す
る
資
料
の
作
成
は
従
来
か
ら
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
（
（
（

。

　

し
か
し
、
技
法
書
類
に
は
難
点
も
あ
る
。
そ
こ
に
記
載
さ
れ
た
色
材
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
記
載
さ
れ
た
す
べ
て
の
色
材
が
常
用
さ
れ
て

い
た
も
の
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
研
究
者
の
間
に
広
く
知
ら
れ
て

い
る
技
法
書
の
一
つ
で
あ
る
『
本
朝
画
法
大
伝
』
は
、
土
佐
派
を
再
興
し
た
土
佐
光

起
（
一
六
一
七
︱
一
六
九
一
）
が
最
晩
年
の
元
禄
三
（
一
六
九
〇
）
年
に
著
し
た

も
の
で
、
現
存
す
る
日
本
最
古
の
絵
画
技
法
書
と
い
う
点
で
も
貴
重
な
文
献
資
料
で

あ
る
。
同
書
の
「
画
具
並
染
法
極
秘
伝
」
の
項
に
は
色
材
が
数
多
く
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
色
材
の
な
か
で
単
一
と
考
え
ら
れ
る
色
材
（
混
色
や
重
色

な
ど
を
除
く
）
を
色
相
ご
と
に
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
名
称
は

な
る
べ
く
現
在
よ
く
使
わ
れ
る
名
称
に
変
換
し
た
。

白　

：
白
亜
、
鉛
白
、
胡
粉

黒　

：（
墨　

※
独
立
し
た
記
載
で
は
な
い
）

赤　

：
朱
、
紫
土
、
朱
土
、
弁
柄
、
臙
脂
、
辰
砂
、
珊
瑚
末
、
綿
臙
脂

橙　

：
丹

黄　

：
黄
土
、
雄
黄
、
石
黄
、
雌
黄
、
藤
黄

緑　

：
緑
青
、
二
番
緑
、
白
緑
青
、
銅
緑

青　

：
紺
青
、
群
青
、
花
紺
青
、
藍

茶　

：
丁
子
、
焚
黄
土
、
岱
赭

金　

：
金
泥
（
金
箔
）

銀　

：
銀
泥
（
銀
箔
）、
雲
母

　

同
書
に
は
、
白
と
し
て
三
つ
の
色
材
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
白
亜
や
鉛
白
を

土
佐
派
の
絵
師
が
常
用
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
筆
で
描
か
れ
た
日
本
絵
画
で

は
、
室
町
時
代
を
目
安
に
し
て
白
の
色
材
が
鉛
白
か
ら
貝
殻
を
粉
砕
し
た
胡
粉
に
変

わ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
胡
粉
が
使
わ
れ
た
と
い
う
の

が
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
な
っ
て
い
る

（
（
（

。
土
佐
派
の
絵
画
を
含
め
、
狩
野
派
、
四
条
円
山

派
、
琳
派
、
仏
画
な
ど
江
戸
時
代
に
描
か
れ
た
絵
画
の
分
析
事
例
で
も
例
外
な
く
白

色
か
ら
は
カ
ル
シ
ウ
ム
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
分
析
事
例
の
数
が
現
存
す
る
作
品
数

に
対
し
て
充
分
で
あ
る
か
と
い
う
統
計
上
の
量
的
な
基
準
は
な
い
に
せ
よ
、
少
な
く

と
も
白
亜
や
鉛
白
を
併
記
す
る
よ
う
な
状
況
で
は
な
か
っ
た
と
類
推
で
き
る
だ
け
の

事
例
数
は
あ
る
。
そ
の
他
、
銅
緑
や
丁
子
も
常
用
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
色
材
で

あ
る
。『
本
朝
画
法
大
伝
』
に
は
、
絵
馬
（
画
馬
）
や
旗
（
の
ぼ
り
）
な
ど
の
描
法

も
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
色
材
は
土
佐
派
が
担
っ
て
い
た
掛
軸
、

屏
風
、
襖
と
い
っ
た
絵
画
の
形
態
で
は
な
い
領
域
に
お
け
る
画
業
で
使
わ
れ
る
パ

レ
ッ
ト
に
含
ま
れ
る
色
材
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
珊
瑚
末
に
つ
い
て
は
「
唐

画
山
水
の
中
に
一
種
紅
色
年
を
経
て
変
せ
ざ
る
あ
り
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
が
、
同

様
の
記
載
が
中
国
の
清
時
代
に
刊
行
さ
れ
、
日
本
に
も
元
禄
期
に
伝
来
し
た
と
さ
れ

る
『
芥か

い
し
え
ん
が
で
ん

子
園
画
伝
』（
初
集 

一
六
七
九
年
）
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
伝
承
的
な

記
述
を
転
載
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
幕
末
期
の
狩
野
派
の
技
法
を
記
し
た
文
献
と
し
て
『
丹
青
指
南
』（
東
京

美
術
学
校
校
友
会
、
大
正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
刊
）
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。『
丹

青
指
南
』
を
著
し
た
市
川
守し

ゅ
じ
ょ
う

静
（
生
没
年
不
明
）
は
、
幕
末
の
鍛か

じ冶
橋ば

し
狩
野
家
で
彩

色
に
従
事
し
て
い
た
と
い
う
人
物
で
あ
り
、
狩
野
派
時
代
の
経
験
を
も
と
に
大
正
元

（
一
九
一
二
）
年
か
ら
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
に
か
け
て
同
書
を
ま
と
め
た
。
そ

れ
を
当
時
の
東
京
美
術
学
校
校
長
で
あ
っ
た
正
木
直
彦
（
一
八
六
二
︱
一
九
四
〇
）
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が
、
大
正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
に
な
っ
て
か
ら
校
友
会
誌
の
別
冊
と
し
て
刊
行
し

た
も
の
で
あ
る
。
同
書
は
、
幕
末
に
書
か
れ
た
同
時
代
資
料
で
は
な
い
が
、
幕
末
を

生
き
た
守
静
本
人
が
彩
色
技
法
を
中
心
に
近
代
的
な
視
点
と
文
体
で
書
い
た
技
法
書

と
い
う
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
同
書
に
つ
い
て
も
『
本
朝
画
法
大
伝
』
と
同
様
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
色
材
の
な
か
で
単
一
と
考
え
ら
れ
る
色
材
（
混
色
や
重
色
な
ど
を
除

く
）
を
色
相
ご
と
に
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
名
称
は
な
る
べ
く

現
在
よ
く
使
わ
れ
る
名
称
に
変
換
し
た
。

　
白　

：
胡
粉

黒　

：（
墨　

※
独
立
し
た
記
載
で
は
な
い
）

赤　

：
朱
、
キ
エ
ン
ジ
、
洋
紅
、
臙
脂

橙　

：
丹

黄　

：
黄
土
、
藤
黄

緑　

：
粉
緑
青
、
青
二
番
、
小
二
番
、
青
三
番
、
白
二
番
、
白
緑
青

青　

：
藍
、
紺
青
、
群
青
、
薄
群
青 

甲
、
薄
群
青 
乙
、
白
群
青

茶　

：
岱
赭
、
朱
土

金　

：
金
泥
（
金
箔
）

銀　

：
銀
泥
（
銀
箔
）

　
『
丹
青
指
南
』
で
は
、
お
そ
ら
く
幕
末
期
の
狩
野
派
で
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
洋
紅
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
一
定
の
使
用
が
考
え
ら
れ
る
弁
柄
、
使

用
頻
度
は
少
な
い
ま
で
も
身
近
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
花
紺
青
や
石
黄
が
記
載
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
な
ど
に
気
付
く
。

　

こ
の
よ
う
に
、
近
世
絵
画
の
技
法
書
は
そ
の
時
代
に
常
用
さ
れ
て
い
た
色
材
だ
け

を
記
載
し
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
逆
に
記
載
に
値
す
る
色
材
が
欠
落
し
て
い
る
な

ど
、
い
ず
れ
か
の
技
法
書
を
取
り
出
し
て
即
パ
レ
ッ
ト
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
る
。

❸
情
報
の
整
理
と
統
合

　

お
そ
ら
く
技
法
書
な
ど
の
文
献
資
料
に
記
載
さ
れ
た
内
容
と
こ
れ
ま
で
に
報
告
さ

れ
た
科
学
分
析
の
事
例
だ
け
で
パ
レ
ッ
ト
は
明
確
な
像
を
結
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。
パ

レ
ッ
ト
が
一
つ
の
像
を
結
ぶ
た
め
に
は
、
技
法
書
に
よ
る
情
報
と
科
学
分
析
に
よ
る

事
例
報
告
を
有
機
的
に
整
理
統
合
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。そ
の
役
割
を
担
う
の
は
、

絵
画
制
作
の
実
践
を
積
ん
で
き
た
彩
色
技
術
者
の
経
験
や
数
多
く
の
絵
画
を
観
察
し

て
き
た
美
術
史
家
の
眼
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
筆
者
が
専
門
と
す
る
筆
で
描
か
れ
た

日
本
絵
画
の
領
域
に
お
い
て
、
研
究
者
間
に
そ
の
よ
う
な
整
理
と
統
合
に
よ
っ
て
一

定
の
パ
レ
ッ
ト
が
共
有
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。

　

一
方
、
版
本
で
あ
る
錦
絵
の
領
域
に
お
い
て
は
、
石
井
研
堂
が
著
し
た
『
錦
絵
の

彫
と
摺
』（
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
芸う

ん
そ
う
ど
う

艸
堂
）
が
き
わ
め
て
総
合
的
か
つ
専
門
的
な

内
容
を
整
理
統
合
し
た
資
料
と
し
て
評
価
さ
れ
、
今
日
に
お
い
て
も
色
材
研
究
の
基

本
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
石
井
研け

ん
ど
う堂

（
一
八
六
五
︱
一
九
四
三
）

は
錦
絵
の
蒐
集
家
で
あ
っ
て
制
作
者
で
は
な
い
が
、
錦
絵
の
技
法
を
熟
知
し
た
上
で

紙
や
色
材
に
つ
い
て
も
詳
細
に
理
解
し
て
い
た
。
同
書
に
は
、
五
五
点
の
作
品
に
つ

い
て
筆
者
、
画
題
、
絵
の
種
類
（
サ
イ
ズ
）
を
示
し
た
上
で
色
彩
表
現
の
時
代
差
と

技
法
差
を
読
み
解
く
試
み
が
行
わ
れ
、
色
相
ご
と
に
色
材
が
解
説
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

こ
う
し
た
パ
レ
ッ
ト
の
提
示
と
も
言
え
る
好
著
が
編
ま
れ
る
に
い
た
っ
た
背
景
に

は
、
石
井
研
堂
と
い
う
人
物
の
資
質
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
錦
絵
が
特
に
技
術
と
不

可
分
で
あ
る
こ
と
や
近
世
か
ら
近
代
初
頭
に
か
け
て
技
術
が
変
遷
し
て
い
っ
た
領
域

で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
同
書
で
統
計
に
供
さ
れ
た
作
品
の
色

彩
や
色
材
の
記
載
は
あ
く
ま
で
目
視
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
科
学
的
な
測
定
に
よ
っ

て
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
目
的
が
明
確
に
さ
れ
た
科
学
調
査
と

い
う
も
の
が
、
分
析
の
結
果
に
関
わ
ら
ず
裏
付
け
調
査
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
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『
錦
絵
の
彫
と
摺
』
の
よ
う
に
一
定
の
信
頼
性
を
も
っ
た
パ
レ
ッ
ト
の
提
示
が
先
行

し
て
い
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

ま
と
め

　

日
本
近
世
の
色
材
を
テ
ー
マ
に
し
た
共
同
研
究
「
日
本
近
世
に
お
け
る
彩
色
の
技

術
と
材
料
の
受
容
と
変
遷
に
関
す
る
研
究
」（
平
成
二
七
（
二
〇
一
五
）
年
度
～
平

成
三
〇
（
二
〇
一
八
）
年
度
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
研
究
代
表
者
：
島
津
美
子
）

に
は
、
琳
派
や
狩
野
派
な
ど
の
近
世
日
本
絵
画
、
錦
絵
、
洋
風
画
、
彩
色
彫
刻
な
ど

を
専
門
と
す
る
幅
広
い
領
域
の
研
究
者
が
集
ま
り
、
幅
広
い
作
品
に
お
け
る
色
材
を

対
象
に
し
て
き
た
。
こ
の
研
究
の
テ
ー
マ
設
定
か
ら
は
、
近
世
と
い
う
時
代
に
よ
っ

て
色
材
の
普
及
状
況
を
輪
切
り
に
し
て
み
よ
う
と
い
う
研
究
代
表
者
の
意
図
が
窺
わ

れ
る
わ
け
だ
が
、
実
際
に
時
代
を
限
定
す
る
こ
と
で
見
え
て
き
た
の
は
、
領
域
ご
と

に
異
な
る
色
材
観
の
多
様
性
で
あ
っ
た
。
近
世
社
会
で
は
階
級
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

に
よ
っ
て
異
な
る
絵
画
が
受
容
さ
れ
て
き
た
た
め
、
階
級
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ご
と

に
異
な
る
絵
画
が
併
存
し
た
。
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
彩
色
技
術
者
に
そ
れ
ぞ
れ
の

パ
レ
ッ
ト
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
、
近
代
に
入
る
と
近
世
に
林
立
し
て
い
た
流
派
や
、
各
流
派
の
受
容
者
と

い
っ
た
区
分
は
徐
々
に
解
消
さ
れ
、
絵
画
は
「
美
術
」
と
い
う
近
代
的
な
枠
組
み
の

も
と
に
統
合
さ
れ
て
い
く
。
日
本
画
と
洋
画
と
い
う
二
大
領
域
は
形
成
さ
れ
た
も
の

の
、
と
も
に
展
覧
会
や
学
校
と
い
う
制
度
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
く
構
造
に
違
い
は

な
か
っ
た
。
近
代
絵
画
の
色
材
研
究
は
、
無
機
、
有
機
の
化
学
合
成
に
よ
る
新
し
い

色
材
の
受
容
が
一
見
複
雑
な
様
相
を
見
せ
て
は
い
る
が
、
画
家
や
受
容
者
に
階
級
的

な
区
分
が
な
く
、
色
材
の
流
通
も
市
場
に
開
か
れ
て
い
る
た
め
、
概
ね
一
元
的
な
把

握
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

近
世
絵
画
の
色
材
を
体
系
的
に
整
理
し
て
い
く
た
め
に
は
、
い
つ
？
と
い
う
年
代

区
分
だ
け
で
は
な
く
、
誰
が
？
と
い
う
受
容
者
の
階
級
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
、
彩
色

（
（
）　

勝
盛
典
子
「
空
が
こ
ん
な
に
あ
お
い
の
は
︱
近
世
に
お
け
る
プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
受
容
の
諸

相
」、
朽
津
信
明
「
日
本
に
お
け
る
プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
の
初
期
使
用
例
と
そ
の
意
義
」、
と

も
に〈
西
洋
の
青
︱
プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
を
め
ぐ
っ
て
〉展
図
録
、（
平
成
一
九（
二
〇
〇
七
）年
、

神
戸
市
立
博
物
館
）。
両
論
文
は
、
日
本
に
お
け
る
プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
の
初
輸
入
を
延
享
四

（
一
七
四
七
）
年
、
絵
画
へ
の
使
用
の
上
限
を
平
賀
源
内
《
西
洋
婦
人
図
》（
一
七
七
〇
年
代

前
半
、神
戸
市
立
博
物
館
蔵
）
と
特
定
し
、蘭
学
者
に
よ
る
受
容
と
秋
田
蘭
画
に
波
及
し
て
い
っ

た
状
況
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線
分
析
に
よ
る
自
然
科
学
的
な
裏
付
け
を

提
示
し
た
。

（
（
）　

勝
盛
典
子
に
よ
っ
て
企
画
さ
れ
た〈
西
洋
の
青
︱
プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
を
め
ぐ
っ
て
〉展（
平

成
一
九
（
二
〇
〇
七
）
年
、
神
戸
市
立
博
物
館
）
で
は
、
錦
絵
に
プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
の
流

行
を
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
る
葛
飾
北
斎
の
《
富
嶽
三
十
六
景
》
シ
リ
ー
ズ
の
一
部
が
分
析
結

果
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
た
。
こ
れ
を
契
機
に
全
国
で
行
わ
れ
る
幕
末
錦
絵
を
取
り
上
げ
た
数
々

の
展
覧
会
で
プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。〈
広
重
ブ
ル
ー
︱
世
界

を
魅
了
し
た
青
〉（
平
成
二
六
（
二
〇
一
四
）
年
、
太
田
記
念
美
術
館
）
な
ど
。
ま
た
、
東
京

文
化
財
研
究
所
の
朽
津
信
明
は
、
幕
末
の
庶
民
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
絵
馬
の
集
中
的
な
蛍
光

エ
ッ
ク
ス
線
分
析
か
ら
プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
の
受
容
状
況
を
報
告
し
て
い
る
。
朽
津
信
明
・
笠

松
雅
弘
・
下
山
進
「
夢
楽
洞
絵
馬
に
お
け
る
青
色
顔
料
の
変
遷
に
つ
い
て
」、『
福
井
県
立
博

物
館
紀
要
』
九
、
平
成
一
五
（
二
〇
〇
三
）
年
、
福
井
県
立
博
物
館
。

（
（
）　

早
川
泰
弘
・
太
田
彩
「〔
報
告
〕
伊
藤
若
冲
『
動
植
綵
絵
』
に
見
ら
れ
る
青
色
材
料
」、『
保

存
科
学
』
四
九
、
平
成
二
二
（
二
〇
一
〇
）
年
、
東
京
文
化
財
研
究
所
。
早
川
ら
は
、《
動
植

綵
絵
》
第
二
八
作
《
群
魚
図
》（
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
）
に
描
か
れ
た
ル
リ
ハ
タ
の
青
色
に
プ
ル

シ
ア
ン
ブ
ル
ー
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線
分
析
な
ら
び
に
可
視
反
射
分

註 技
術
者
の
属
性
と
い
っ
た
担
い
手
に
つ
い
て
も
考
慮
し
た
領
域
区
分
を
設
定
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
近
世
社
会
で
は
階
級
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ご
と
に
異
な
る

パ
レ
ッ
ト
で
描
か
れ
た
絵
画
が
併
存
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
色
材
を
使
っ
て
い
た
は
ず
で

あ
る
が
、
と
き
に
物
や
人
が
身
分
の
壁
を
越
境
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
イ
レ
ギ
ュ

ラ
ー
の
「
発
見
」
は
近
世
社
会
の
実
相
を
解
き
明
か
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

具
体
的
な
事
例
を
見
出
し
て
い
く
た
め
に
も
、
ま
ず
は
領
域
を
区
分
し
た
上
で
そ
れ

ぞ
れ
の
パ
レ
ッ
ト
を
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
く
こ
と
が
懸
案
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
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[色材分析における予測と発見]……荒井 経

（
東
京
藝
術
大
学
大
学
院
美
術
研
究
科
）

（
二
〇
一
八
年
六
月
一
日
受
付
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
一
〇
日
審
査
終
了
）

光
分
析
に
よ
っ
て
確
認
し
た
と
報
告
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
日
本
に
お
け
る
プ
ル
シ
ア
ン
ブ

ル
ー
の
使
用
は
、
平
賀
源
内
《
西
洋
婦
人
図
》（
一
七
七
〇
年
代
前
半
、
神
戸
市
立
博
物
館
蔵
）

が
上
限
と
さ
れ
て
き
た
た
め
、
遅
く
と
も
一
七
六
六
年
ま
で
に
は
完
成
し
て
い
た
《
群
魚
図
》

が
上
限
を
更
新
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
（
）　

荒
井
経
、
他
八
名
「
狩
野
芳
崖
筆
「
仁
王
捉
鬼
」
の
蛍
光
Ｘ
線
分
析
に
よ
る
顔
料
調
査
報

告
」、『
東
京
学
芸
大
学
紀
要
』
芸
術
・
ス
ポ
ー
ツ
科
学
系
第
五
九
集
、
平
成
一
九
（
二
〇
〇
七
）

年
、
東
京
学
芸
大
学

（
（
）　

荒
井
経
・
平
諭
一
郎
・
小
川
絢
子
「
岩
絵
具
の
新
表
現
︱
《
山
路
》
の
材
料
と
技
法
」、
東

京
文
化
財
研
究
所
編
『
横
山
大
観
《
山
路
》』
美
術
研
究
作
品
資
料
第
六
冊
、
二
〇
一
三
年
、

東
京
文
化
財
研
究
所

（
（
）　

染
谷
香
理
『
日
本
画
画
材
関
連
史
料
翻
刻
集
Ⅰ
（
江
戸
中
期
篇
）』、『
日
本
画
画
材
関
連
史

料
翻
刻
集
Ⅱ
（
江
戸
後
期
篇
）』。
と
も
に
科
学
研
究
費
補
助
金　

基
盤
研
究
（
C
）「
経
験
と

感
性
の
継
承
︱
技
法
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
」（
平
成
二
六
年
度　

研
究
代
表
者
：
染
谷
香

理
）
の
成
果
報
告
書
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
。

（
（
）　

早
川
泰
弘
「
日
本
絵
画
に
お
け
る
白
色
顔
料　

江
戸
期
の
絵
図
に
使
わ
れ
て
い
る
鉛
白
と
胡

粉
に
つ
い
て
」、〈
色
の
博
物
誌
〉
展
図
録
、
平
成
二
八
（
二
〇
一
六
）
年
、
目
黒
区
美
術
館
。

蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線
分
析
を
専
門
と
す
る
早
川
は
、
日
本
絵
画
の
白
色
顔
料
は
室
町
期
を
境
に

鉛
白
（
鉛
系
顔
料
）
か
ら
胡
粉
（
カ
ル
シ
ウ
ム
系
顔
料
）
に
見
事
に
切
り
替
わ
っ
た
と
い
う

転
換
を
手
掛
け
て
き
た
分
析
結
果
の
統
計
か
ら
報
告
し
て
い
る
。
な
お
、
江
戸
期
に
鉛
白
が

使
わ
れ
た
例
と
し
て
、
初
期
洋
風
画
、
元
禄
薩
摩
国
絵
図
、
琉
球
絵
画
を
挙
げ
て
い
る
が
、
い

ず
れ
も
江
戸
期
の
主
流
で
あ
っ
た
狩
野
派
の
絵
画
な
ど
と
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
異
に
し
て
い
る
。
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In academia, researchers are required to find irregularities in cultural and historical matters concerning their 

fields. To achieve this, they conduct scientific analyses of target objects. This process requires knowledge of 

the regularities that should be established using the same methodology. However, the colorants of the “regular” 

palette used in Japanese paintings of the Edo period, especially those made by hand using brushes, remain 

unknown.

Focusing on the colorants used mainly in the Edo period, a collaborative research project on the acceptance 

and changes of Japanese early modern painting techniques and materials was conducted from 2014 to 2016 by 

researchers specializing in different categories such as material analysis, Japanese art history, Kano and Rinpa 

school paintings, Nishiki-e (Japanese wood prints), Western-style paintings, and sculptures. The researchers 

exchanged knowledge about the colorants and realized that none of the categories had a concrete palette that 

could be compared with each other.     

To systematically understand the colorants used around the Edo period, each specialist must set up their 

category’s palette based on their knowledge and experience. When a regular palette is established, it is 

reconsidered with the analytical results. In the Edo period, paintings were made with a palette assigned for each 

grade or community. These were painted by each category’s professionals with selected colorants, although they 

were sometimes used in categories other than the original. Finding these irregularities reveals an aspect of the 

actual society in the Edo period. To delve deeper, the first goal was to establish a regular palette for each category.

Keywords: Japanese paintings, Early modern paintings, colorants analysis, treatise 
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