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明
治
以
前
に
関
し
て
は
な
か
な
か
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
油
絵
技
法
の
変
遷
に
つ
い

て
、
文
献
と
実
際
の
作
例
か
ら
た
ど
っ
た
。
七
、
八
世
紀
に
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
っ
て
伝
来
し
た

仏
教
と
と
も
に
乾
性
油
を
使
用
し
た
描
画
技
法
の
漆
工
作
品
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
し
か
し
漆
工
の
一

種
と
し
て
で
あ
っ
て
絵
的
に
は
発
展
し
て
い
な
い
。

　

そ
の
後
、
一
六
か
ら
一
七
世
紀
に
西
洋
人
が
渡
来
し
、
宗
教
画
の
初
期
洋
風
画
が
描
か
れ
た
。
初

期
洋
風
画
に
は
油
彩
画
や
半
油
性
の
技
術
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
セ
ミ
ナ
リ
オ
に
お
け
る
イ
タ
リ

ア
人
指
導
者
の
美
術
教
育
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
セ
ミ
ナ
リ
オ
で
学
ん
だ
学
生
ら
の
作
品
は
、

国
内
の
美
術
工
芸
作
品
に
も
影
響
を
与
え
、
確
実
に
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
の
会
章
の

あ
る
《
聖
ザ
ビ
エ
ル
像
》
に
は
狩
野
派
の
壺
印
が
捺
さ
れ
、一
部
に
半
油
性
の
絵
具
が
使
用
さ
れ
る
。

狩
野
内
膳
に
代
表
さ
れ
る
「
南
蛮
屏
風
」
に
は
、
膠
画
で
あ
り
な
が
ら
も
胡
粉
に
よ
る
盛
り
上
げ
や

金
箔
下
の
赤
色
下
地
な
ど
、
そ
れ
ま
で
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
技
法
が
現
れ
る
。
し
か
し
そ
の
後
の

禁
教
、
鎖
国
で
そ
れ
ら
の
技
法
は
下
火
に
な
る
。
い
っ
ぽ
う
近
年
発
見
さ
れ
た
日
光
東
照
宮
陽
明
門

で
羽
目
板
下
か
ら
発
見
さ
れ
た
壁
画
で
は
、
漆
地
に
乾
性
油
で
描
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

た
。
空
白
時
期
と
考
え
ら
れ
て
き
た
初
期
洋
風
画
と
幕
末
洋
風
画
を
つ
な
ぐ
時
期
に
建
築
や
工
芸
な

ど
に
油
絵
と
漆
技
法
の
つ
な
が
り
が
見
え
隠
れ
す
る
。
そ
の
後
幕
末
の
画
家
は
、
西
洋
の
実
学
的
観

念
を
国
内
で
再
現
す
る
た
め
阿
蘭
陀
通
詞
や
本
草
学
者
の
力
を
借
り
身
近
な
知
識
を
取
り
入
れ
な
が

ら
試
行
錯
誤
し
制
作
し
た
。
そ
の
た
め
源
内
や
秋
田
蘭
画
は
貿
易
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
プ
ル
シ

ア
ン
ブ
ル
ー
を
使
用
す
る
な
ど
海
外
と
の
接
点
が
認
め
ら
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
展
色
剤
の
処
方
に
は
唐

辛
子
や
樟
脳
、
樒
の
葉
と
い
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
に
見
ら
れ
な
い
材
料
が
含
ま
れ
る
ほ
か
、
膠
画
に
油
や

樹
脂
を
塗
っ
て
光
沢
を
出
す
な
ど
の
漆
工
技
法
と
の
共
通
性
が
多
く
み
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
い
っ

た
ん
途
絶
え
た
か
に
見
え
る
初
期
洋
風
画
の
技
法
が
漆
工
分
野
に
伝
わ
り
、
幕
末
期
の
洋
風
画
家
ら

の
あ
い
だ
に
逆
輸
入
さ
れ
た
可
能
性
を
報
告
し
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
初
期
洋
風
画
、
幕
末
洋
風
画
、
絵
画
組
成
、
南
蛮
美
術
、
油
画
、
テ
ン
ペ
ラ
画

近
世
の
油
彩
の
技
法
と
材
料
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は
じ
め
に

　

明
治
期
以
前
の
洋
風
画
で
あ
る
初
期
洋
風
画
や
幕
末
洋
風
画
を
調
査
す
る
と
、
各

時
代
に
特
徴
的
な
描
画
技
法
が
見
ら
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
そ
れ
ら
を
西
洋
画
と
し
て
捉

え
よ
う
と
す
る
と
、
思
い
の
ほ
か
伝
統
絵
画
や
漆
工
と
の
関
連
性
が
あ
る
こ
と
に
気

づ
く
。
そ
し
て
油
彩
で
は
空
白
期
と
さ
れ
る
初
期
洋
風
画
と
幕
末
期
を
結
ぶ
時
期
に

も
、
漆
工
技
法
と
油
彩
に
関
連
性
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
近
世
の
油
彩
の
技
法
と
材
料
に
つ
い
て
、
光
学
調
査
や
再
現
実
験
で
得
ら
れ
た

知
見
を
中
心
に
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
、
ま
た
な
ぜ
変
遷
が
あ
っ
た
の
か
を

考
察
す
る
。

❶
西
洋
に
お
け
る
乾
性
油
の
利
用
史

　

油
は
古
代
か
ら
国
内
外
で
食
用
、
灯
火
用
、
潤
滑
材
、
化
粧
品
な
ど
に
様
々
な
用

途
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
空
気
に
触
れ
て
固
化
す
る
も
の
と
や
や
固
化
す
る
も
の
、

全
く
固
化
し
な
い
も
の
が
あ
り
、
性
質
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
乾
性
油
、
半
乾
性
油
、

不
乾
性
油
と
呼
ば
れ
る
。
油
彩
に
使
用
さ
れ
る
の
は
固
化
し
て
フ
ィ
ル
ム
状
の
塗
膜

と
な
る
乾
性
油
で
、
古
く
は
薬
用
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
本
章
で
は
乾
性
油
を
中
心

と
し
た
固
着
材
の
利
用
史
を
振
り
返
る
。

先
史
～
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス　
　

　

乾
性
油
に
つ
い
て
の
旧
い
記
録
は
医
薬
、
香
料
、
調
理
な
ど
の
記
述
に
見
ら
れ
る
。

一
世
紀
の
ロ
ー
マ
軍
医
デ
ィ
オ
ス
コ
リ
デ
ス

（
（
（

は
『
薬
物
誌
』
で
、
薬
用
と
し
て
く
る

み
油
と
け
し
油
を
取
り
上
げ
、
乾
性
油
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
す
る
。
同
時
代
の
博
物

学
者
プ
リ
ニ
ウ
ス
も
く
る
み
油
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま
た
「
紫
の
絵
具
に
卵
を
混
ぜ

て
塗
る
と
辰
砂
の
輝
き
が
出
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
卵
を
固
着
材
と
し
て
使
用

し
た
こ
と
が
判
る

（
（
（

。
そ
の
ほ
か
イ
ン
ク
に
樹
脂
、
壁
画
に
は
膠
を
使
う
と
し
て
お
り

画
家
ア
ペ
レ
ス
が
絵
の
仕
上
げ
に
常
に
黒
い
ワ
ニ
ス
を
か
け
た
と
報
告
し
て
い
る

（
（
（

。

二
世
紀
の
ロ
ー
マ
の
医
者
ガ
レ
ヌ
ス
は
、
亜
麻
と
は
ぜ
油
の
乾
燥
性
を
述
べ
、
く
る

み
の
搾
油
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る

（
（
（

。
た
だ
し
こ
の
時
代
ま
で
乾
性
油
に
関
す
る
知
識

は
主
に
医
薬
用
で
、
絵
画
用
で
は
な
か
っ
た
。
絵
具
の
固
着
材
と
し
て
乾
性
油
を
使

用
す
る
最
も
古
い
記
述
は
、
五
世
紀
～
六
世
紀
の
ギ
リ
シ
ア
の
医
者
ア
エ
テ
ィ
ウ
ス

だ
ろ
う
。
潰
し
て
圧
搾
し
た
く
る
み
油
を
、
金
箔
や
エ
ン
カ
ウ
ス
テ
ィ
ッ
ク

（
（
（

の
ワ
ニ

ス
と
し
て
推
奨
す
る
が
、
亜
麻
仁
油
は
薬
用
と
し
て
い
る

（
（
（

。
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
絵

画
の
分
析
で
乾
性
油
が
確
認
さ
れ
た
最
古
の
例
は
、
七
世
紀
半
か
ら
八
世
紀
半
に
製

作
さ
れ
た
バ
ー
ミ
ヤ
ー
ン
の
仏
教
壁
画
群
で
あ
る
。
バ
ー
ミ
ヤ
ー
ン
壁
画
の
製
作
時

期
は
一
期
（
五
世
紀
か
ら
六
世
紀
）、
二
期
（
六
世
紀
前
半
か
ら
七
世
紀
半
ば
）、
三

期
（
七
世
紀
半
ば
か
ら
八
世
紀
後
半
）
に
分
け
ら
れ
、
谷
口
ら
は
三
期
に
水
溶
性
固

着
材
と
油
彩
技
法
の
二
種
類
の
技
法
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
一
期
と
二
期

に
は
卵
白
、
卵
黄
、
植
物
性
の
ガ
ム
、
ミ
ル
ク
カ
ゼ
イ
ン
が
使
用
さ
れ
、
三
期
に
は
、

こ
れ
ら
水
溶
性
の
固
着
材
の
ほ
か
油
彩
が
現
れ
る
。
油
彩
は
水
性
の
固
着
材
で
描
か

れ
た
壁
画
と
図
像
の
様
式
も
異
な
る
こ
と
か
ら
、
七
世
紀
半
ば
か
ら
八
世
紀
の
後
半

に
、
そ
れ
以
前
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
技
法
と
様
式
が
外
部
地
域
か
ら
流
入
し
た
と

み
ら
れ
る

（
（
（

。
八
世
紀
に
成
立
し
た
「
ル
ッ
カ
の
手
稿
本
」
に
は
、
各
種
金
箔
処
方
、

金
文
字
、
ゴ
ム
、
エ
マ
ル
ジ
ョ
ン
な
ど
の
絵
具
の
処
方
が
残
る
。
ま
た
錫
箔
の
上
に

油
と
樹
脂
の
混
合
絵
具
で
透
明
な
層
を
重
ね
る
透
明
絵
画
の
技
法
も
見
い
だ
せ
る

（
（
（

。

同
じ
く
八
世
紀
『
ヘ
ラ
ク
リ
ウ
ス
』
に
は
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー
ル
と
細
密
文
字
用
の
卵
白

明
礬
と
油
彩
絵
具
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る

（
（
（

。
一
二
世
紀
末
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ゴ
ッ

ト
ラ
ン
ド
島
ヘ
ム
セ
教
会
の
キ
リ
ス
ト
磔
刑
木
彫
像
で
は
、
分
析
で
彩
色
層
か
ら
乾

性
油
が
検
出
さ
れ
た

（
（1
（

。
一
三
世
紀
の
『
マ
ッ
パ
エ
・
ク
ラ
ヴ
ィ
ク
ラ
』
で
は
細
密
画
、

金
箔
処
方
、
木
板
と
麻
布
の
た
め
の
膠
を
含
む
蠟
絵
具
や
、
絵
具
の
混
合
、
テ
ン
ペ

ラ
と
膠
画
の
ワ
ニ
ス
と
し
て
の
ひ
ま
し
油
が
記
載
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

。
一
五
世
紀
に
な
っ

て
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
の
フ
ラ
ン
ド
ル
地
域
で
板
絵
の
油
彩
技
法
が
確
立
す
る

（
（1
（

。
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フ
ラ
ン
ド
ル
で
も
一
六
世
紀
半
ば
頃
か
ら
イ
タ
リ
ア
美
術
の
影
響
が
強
ま
り
、
一
七

世
紀
に
入
っ
て
キ
ャ
ン
バ
ス
に
描
く
習
慣
が
普
及
す
る

（
（1
（

。

　

イ
タ
リ
ア
で
は
、
一
〇
九
七
年
か
ら
一
二
九
一
年
ま
で
の
お
よ
そ
二
〇
〇
年
間
に

わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
十
字
軍
遠
征
で
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
絵
画
が
も
た
ら
さ
れ
た
が
、
チ

マ
ブ
エ
、
ド
ゥ
ッ
チ
オ
ら
は
徐
々
に
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
様
式
か
ら
の
脱
却
を
は
か
り
、

イ
タ
リ
ア
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
へ
の
礎
を
築
い
た
。
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
絵
画
は
、
膠
、
灰
汁
、

蠟
か
ら
な
る
一
種
の
テ
ン
ペ
ラ
で
、
卵
テ
ン
ペ
ラ
も
あ
っ
た

（
（1
（

。
チ
マ
ブ
エ
ら
の
絵
画

は
板
に
卵
テ
ン
ペ
ラ
で
描
か
れ
て
い
た
。チ
ェ
ン
ニ
ー
ニ
は
師
タ
ッ
デ
オ
・
ガ
ッ
デ
ィ

を
通
じ
て
伝
え
ら
れ
た
ジ
ョ
ッ
ト
の
技
術
を
記
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
脂
肪
分
を
完
全

に
除
去
し
た
パ
ネ
ル
に
何
度
も
膠
を
塗
り
麻
布
で
く
る
み
、
石
膏
と
膠
の
下
地
を
薄

く
何
層
も
塗
り
重
ね
て
平
滑
に
な
る
ま
で
削
る
。
描
画
は
、
卵
黄
テ
ン
ペ
ラ
に
イ
チ

ジ
ク
の
新
芽
の
汁
と
水
を
混
ぜ
た
絵
具
で
描
い
た
。
ド
ゥ
ッ
チ
オ
は
白
色
石
膏
地
塗

り
の
う
え
に
厳
格
な
描
画
手
順
に
則
っ
て
描
画
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
作
風
は
ク
レ

タ
ま
た
ギ
リ
シ
ア
風
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た

（
（1
（

。
画
僧
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
に
よ
っ
て

編
纂
さ
れ
た
ギ
リ
シ
ア
イ
コ
ン
の
技
法
指
南
書
『
ヘ
ル
メ
ネ
イ
ア
』
の
『
ア
ト
ス
山

の
画
術
書
』
に
は
、
中
世
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
以
来
の
処
方
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
系
ク
レ
タ

派
の
技
法
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
膠
、
蠟
、
火
酒
（
こ
の
場
合
テ
レ
ピ
ン
油
か
）
を
固

着
材
と
す
る
絵
具
を
磨
い
て
光
沢
を
出
す
処
方
、
カ
ゼ
イ
ン
、
蜜
蝋
、
石
鹸
テ
ン
ペ

ラ
と
思
わ
れ
る
処
方

（
（1
（

、
石
鹸
と
油
を
加
え
る
石
膏
膠
地
の
法
、
赤
ボ
ー
ロ
を
塗
る
金

箔
地
の
処
方
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
キ
ャ
ン
バ
ス
画
に
は
膠
、
石
鹸
、
蜂
蜜
、
石
膏
の

下
地
に
卵
の
上
描
き
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ワ
ニ
ス
に
は
ア
ル
コ
ー
ル
ワ
ニ
ス
や
黄
色

ワ
ニ
ス
が
あ
り
、
透
明
絵
画
や
金
の
模
造
、
テ
ン
ペ
ラ
画
に
使
用
さ
れ
た

（
（1
（

。
中
世
後

期
は
こ
の
よ
う
に
様
々
な
処
方
箋
が
あ
り
、
乾
性
油
を
使
用
し
た
技
法
も
見
ら
れ
る

が
、
実
際
は
ま
れ
に
し
か
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

（
（1
（

。

　

一
五
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
に
か
け
て
卵
黄
に
乾
性
油
を
混
ぜ
た
テ
ン
ペ
ラ
が
表
れ

る
。
そ
し
て
時
代
を
下
る
に
従
い
混
ぜ
ら
れ
る
乾
性
油
の
割
合
が
次
第
に
増
え
る
。

や
が
て
国
や
地
域
に
よ
る
特
色
は
残
し
な
が
ら
も
、
油
彩
技
法
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域

へ
と
広
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

❷
油
彩
と
テ
ン
ペ
ラ　

　

絵
具
は
、
色
材
と
そ
れ
を
土
台
と
な
る
平
面
、
つ
ま
り
支
持
体
に
定
着
さ
せ
る
た

め
の
固
着
材
か
ら
な
る
。
固
着
材
に
は
油
性
と
水
性
、
ま
た
そ
の
両
方
の
性
質
を
持

つ
エ
マ
ル
ジ
ョ
ン
が
あ
る
。

　

油
彩
の
固
着
材
に
は
亜
麻
仁
油
や
け
し
油
、
く
る
み
油
、
荏
ノ
油
等
の
乾
性
油

が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
乾
燥
後
は
光
沢
や
透
明
性
、
濡
れ
色
が
感
じ
ら
れ
る
膜
状

の
層
と
な
る
。
水
性
の
固
着
材
に
は
膠
や
ア
ラ
ビ
ア
ゴ
ム
な
ど
が
あ
り
、
水
分
が

蒸
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
濡
れ
色
が
な
く
な
り
か
さ
が
減
っ
て
乾
燥
す
る
。
油
性

と
水
性
の
中
間
の
性
質
を
持
つ
エ
マ
ル
ジ
ョ
ン
の
固
着
材
を
使
用
し
た
絵
具
を
テ
ン

ペ
ラ
と
呼
ぶ
。
テ
ン
ペ
ラ
と
は
混
ぜ
る
と
い
う
意
味
の
ラ
テ
ン
語
の
テ
ン
ペ
ラ
ー
レ

tem
perare

と
い
う
言
葉
か
ら
来
て
お
り
、
広
義
で
は
絵
具
は
す
べ
て
テ
ン
ペ
ラ
で

あ
る
が
、
狭
義
で
は
エ
マ
ル
ジ
ョ
ン
絵
具
と
そ
の
絵
具
で
描
か
れ
た
絵
画
を
指
す
。

テ
ン
ペ
ラ
の
代
表
的
な
材
料
に
卵
黄
が
あ
る
。
卵
黄
は
そ
れ
自
体
が
油
と
水
を
含
ん

だ
エ
マ
ル
ジ
ョ
ン
で
卵
黄
テ
ン
ペ
ラ
＝
テ
ン
ペ
ラ
と
定
義
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
エ

マ
ル
ジ
ョ
ン
の
絵
具
で
描
く
と
半
光
沢
と
な
り
、
絵
具
層
は
不
透
明
で
わ
ず
か
に
濡

れ
色
が
感
じ
ら
れ
る
薄
層
に
な
る
。
エ
マ
ル
ジ
ョ
ン
の
中
の
油
分
量
を
加
減
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
油
彩
に
近
い
も
の
か
ら
水
彩
に
近
い
表
現
ま
で
描
き
分
け
る
こ
と
が
で

き
、
卵
黄
だ
け
で
な
く
、
卵
黄
に
油
分
が
加
え
ら
れ
た
テ
ン
ペ
ラ
や
、
油
分
の
多
い

テ
ン
ペ
ラ
を
油
性
テ
ン
ペ
ラ
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は

卵
黄
テ
ン
ペ
ラ
だ
け
で
な
く
エ
マ
ル
ジ
ョ
ン
で
描
か
れ
た
作
品
全
体
を
テ
ン
ペ
ラ
と

呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
ま
た
本
邦
で
乾
性
油
を
利
用
し
た
と
み
ら
れ
る
絵
画
に
は
、
油

彩
と
エ
マ
ル
ジ
ョ
ン
の
両
方
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
よ
っ
て
油
彩
と
と
も
に
テ
ン
ペ

ラ
や
、
作
品
の
一
部
な
ど
部
分
的
に
乾
性
油
が
含
ま
れ
る
併
用
技
法
の
作
品
に
つ
い

て
も
取
り
上
げ
る
。
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❸
近
世
日
本
の
油
彩
画
の
材
料
・
技
法
史

　

日
本
で
乾
性
油
を
描
画
に
用
い
る
技
法
は
、
古
く
は
飛
鳥
、
奈
良
時
代
の
漆
工
品

に
見
ら
れ
る
。
現
在
こ
の
技
法
は
「
密
陀
絵
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
の
名
称
は
江
戸

時
代
末
期
か
ら
明
治
時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
密
陀
僧
、
つ
ま
り
一
酸
化
鉛
を
混

ぜ
た
乾
性
油
を
使
用
し
た
作
品
を
さ
す
。
密
陀
絵
に
は
顔
料
と
乾
性
油
を
練
っ
て
使

う
「
油
画
」
と
膠
で
描
画
し
た
上
に
乾
性
油
か
ラ
ッ
ク
入
り
の
油
を
塗
る
「
油
色
」

の
二
種
類
の
技
法
が
あ
る
。
し
か
し
飛
鳥
、
時
代
の
作
品
に
つ
い
て
は
数
が
少
な

く
、
ま
た
国
内
で
制
作
さ
れ
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
も
判
然
と
し
な
い
。
荒
川
に
よ

る
と
国
内
に
も
「
奈
良
時
代
に
胡
粉
彩
色
の
上
に
剥
落
止
め
の
油
を
掛
け
る
油
色
の

方
法
」
が
あ
っ
た
が

（
（1
（

、
乾
性
油
の
特
性
を
表
現
に
利
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と

い
う
よ
り
、
保
護
を
目
的
と
し
た
ワ
ニ
ス
の
よ
う
に
使
用
し
て
お
り
、
絵
画
と
し
て

乾
性
油
が
使
用
さ
れ
る
の
は
も
う
少
し
時
代
が
下
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

　

日
本
に
お
い
て
乾
性
油
を
用
い
た
絵
画
の
原
点
は
初
期
洋
風
画
と
幕
末
洋
風
画
の

二
期
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
二
期
の
洋
風
画
そ
れ
ぞ
れ
の
組
成
や
描
画
技
法
に
大
き

な
隔
た
り
が
見
ら
れ
る
理
由
と
し
て
、
後
述
す
る
が
初
期
洋
風
画
に
イ
タ
リ
ア
出
身

の
教
育
者
が
い
て
実
際
の
作
品
を
見
な
が
ら
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
幕
末

洋
風
画
が
蘭

お
ら
ん
だ

通つ
う
じ詞

を
介
し
た
間
接
的
な
知
識
を
も
と
に
し
た
た
め
実
技
面
で
は
手

探
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
た
と
思
わ
れ
る
。
三
章
と
四
章
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時

代
背
景
と
絵
画
表
現
の
特
徴
を
詳
述
す
る
。

❸–

1　

第
一
期　

初
期
洋
風
画
時
代

　

一
五
四
九
（
天
文
一
八
）
年
に
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ

ル
が
来
日
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
活
動
が
始
ま
り
油
彩
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
ザ
ビ

エ
ル
自
身
、
相
当
な
数
の
絵
画
を
携
え
て
来
日
し
、
信
徒
に
《
聖
母
像
》、《
受
胎
告

知
》
な
ど
を
与
え
た
と
い
う
。
イ
エ
ズ
ス
会
は
絵
画
を
布
教
の
有
効
な
手
段
と
捉
え

て
積
極
的
に
利
用
し
た
た
め
、
海
外
か
ら
舶
載
さ
れ
る
油
彩
や
銅
版
画
だ
け
で
は
足

り
ず
、
国
内
の
教
育
機
関
で
あ
る
セ
ミ
ナ
リ
オ
で
も
制
作
さ
れ
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
以

外
の
修
道
会
も
、
一
五
八
二（
天
正
一
〇
）年
に
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
、
一
六
〇
二（
慶

長
七
）
年
に
は
ド
ミ
ニ
コ
会
と
ア
ウ
グ
ス
チ
ノ
隠
修
会
が
来
日
し
た
が
、
組
織
的
に

絵
画
教
育
を
行
っ
た
の
は
イ
エ
ズ
ス
会
で
、
現
存
作
品
に
イ
エ
ズ
ス
会
の
会
章
が
書

き
込
ま
れ
た
作
品
が
散
見
さ
れ
る
の
は
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
代

に
海
外
と
何
ら
か
の
つ
な
が
り
を
認
め
ら
れ
る
作
品
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
分

け
ら
れ
る
。

①　

異
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
作
品

②　

初
期
洋
風
画
（
日
本
の
セ
ミ
ナ
リ
オ
で
学
ん
だ
画
家
が
描
い
た
作
品
や
そ
れ
ら

の
画
家
の
影
響
を
受
け
た
作
品
）

③　

異
国
か
ら
や
っ
て
き
た
人
、
貿
易
品
な
ど
を
題
材
に
日
本
伝
統
の
技
法
で
描
い

た
作
品

こ
の
う
ち
②
が
日
本
人
に
よ
る
乾
性
油
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
る

が
、
後
項
❸-

（
で
詳
細
を
述
べ
る
こ
と
に
し
、
ま
ず
は
そ
れ
以
外
の
作
品
と
特
徴

を
紹
介
す
る
。

①
は
布
教
の
た
め
に
宣
教
師
ら
が
も
た
ら
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
作
品
で
あ
る
。
現

存
す
る
例
と
し
て
、
東
京
国
立
博
物
館
蔵
の《
三
聖
人
図（
原
画
）》【
図
（
】や　
《
人

物
像
》【
図
（
】
な
ど
の
長
崎
奉
行
所
没
収
品
、
大
阪
南
蛮
文
化
館
の
《
悲
し
み
の

聖
母
》【
図
（
】、
大
阪
府
茨
木
市
個
人
蔵
《
ロ
レ
ー
ト
の
聖
母
子
》【
図
（
】
な
ど

に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

東
京
国
立
博
物
館
蔵
《
三
聖
人
図
（
原
画
）》
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
西
村
に

よ
れ
ば
激
し
い
拷
問
で
殉
教
し
た
聖
ロ
レ
ン
ツ
ォ
、
聖
ス
テ
フ
ァ
ノ
、
聖
ヴ
ィ
ン
セ

ン
ツ
ォ
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
迫
害
が
募
る
頃
で
あ
る
。
東
京
国
立
博
物
館
目

録
に
は
「
寛
永
以
前
外
国
よ
り
持
ち
渡
り
し
も
の
ら
ん
。
久
し
く
畳
折
り
て
あ
り
し

を
、
明
治
二
五
年
額
と
な
す
」
と
あ
る

（
11
（

。《
三
聖
人
図
》
は
同
じ
く
長
崎
奉
行
所
没

収
品
と
し
て
本
邦
で
描
か
れ
た
模
写
も
現
存
し
、
原
画
、
模
写
共
に
一
九
八
九
（
平



43

[近世の油彩の技法と材料]……武田恵理

成
元
）
年
に
修
復
と
調
査
が
行
わ
れ
た
【
図
（
】。
原
画
の
調
査
で
は
油
性
の
地
塗

り
に
油
彩
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
当
時
の
日
本
で
入
手
で
き
な

か
っ
た
亜
麻
布
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
作
品
と
思
わ
れ
る

（
1（
（

。

　

東
京
国
立
博
物
館
《
人
物
像
》
は
一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
に
修
復
さ
れ
た
。
修

復
報
告
に
よ
れ
ば
亜
麻
布
に
赤
褐
色
の
膠
下
地
が
施
さ
れ
、
卵
黄
テ
ン
ペ
ラ
や
乾
性

油
を
主
体
に
ご
く
微
量
の
卵
黄
を
加
え
た
絵
具
で
描
か
れ
て
い
た
。
顔
料
を
含
む
ご

く
薄
い
ワ
ニ
ス
層
の
痕
跡
も
認
め
ら
れ
た

（
11
（

。

　

南
蛮
文
化
館
蔵
の
《
悲
し
み
の
聖
母
》
は
、
福
井
で
代
々
藩
医
を
務
め
て
い
た
旧

家
の
土
蔵
の
土
壁
の
中
か
ら
大
正
中
期
に
発
見
さ
れ
た

（
11
（

。
竹
筒
に
納
め
ら
れ
、
同
時

に
銅
版
画
に
よ
る
聖
画
二
〇
枚
、
教
会
歴
祝
日
図
絵
、《
こ
ん
て
む
つ
す
・
む
ん
ぢ
》

な
ど
も
発
見
さ
れ
た
と
い
う
。
筆
者
が
《
悲
し
み
の
聖
母
》
を
観
察
し
た
と
こ
ろ
、

支
持
体
は
細
目
の
亜
麻
布

（
11
（

で
、
画
面
端
で
切
断
さ
れ
て
い
た
。
白
色
の
地
塗
り
の
上

に
油
性
か
半
油
性
か
判
然
と
し
な
い
フ
ィ
ル
ム
状
の
薄
い
絵
具
層
が
あ
り
、
黄
変
し

て
い
る
が
光
沢
や
透
明
感
の
あ
る
ワ
ニ
ス
が
薄
く
塗
ら
れ
て
い
た
。
現
在
も
発
見
当

初
の
ま
ま
一
枚
布
の
状
態
で
額
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。

　

大
阪
府
茨
木
市
の
個
人
宅
に
伝
来
し
た
《
ロ
レ
ー
ト
の
聖
母
子
》
は
、
レ
リ
ー
フ

状
に
鋳
造
さ
れ
た
鉛
と
錫
の
合
金
板
に
彩
色
さ
れ
た
小
品
で
あ
る
。
合
金
板
上
に
薄

層
の
灰
色
の
地
塗
り
が
あ
り
、
そ
の
上
に
油
彩
か
テ
ン
ペ
ラ
技
法
で
描
画
し
、
茶
褐

色
に
黄
化
し
た
ワ
ニ
ス
の
薄
層
が
あ
っ
た

（
11
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
文
献
史
料
や
、
数
は
少
な
い
も
の
の
実
際
の
作
品
か
ら
、
初
期

の
キ
リ
ス
ト
教
布
教
時
代
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
油
彩
や
テ
ン
ペ
ラ
と
み
ら
れ
る
技
法

の
絵
画
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

③
の
異
国
か
ら
や
っ
て
き
た
人
、
貿
易
品
な
ど
を
題
材
に
日
本
伝
統
の
技
法
で
描

い
た
作
品
に
は
南
蛮
屏
風
が
あ
る
。
南
蛮
屏
風
は
、
広
義
に《
南
蛮
船
渡
来
図
屏
風
》

な
ど
に
み
ら
れ
る
交
易
の
様
子
を
描
写
し
た
作
品
群
と
、
先
に
述
べ
た
《
萬
国
絵
図

屏
風
》
や
《
泰
西
王
侯
騎
馬
図
》、《
泰
西
王
侯
図
》
な
ど
の
《
西
洋
風
俗
図
屏
風
》

が
含
ま
れ
る
。
こ
の
う
ち
③
の
グ
ル
ー
プ
は
《
南
蛮
船
渡
来
図
屏
風
》
な
ど
の
作
品

群
で
、
伝
統
的
な
膠
技
法
で
描
か
れ
、
狭
義
に
は
こ
ち
ら
が
南
蛮
屏
風
と
さ
れ
る
。

本
稿
で
も
こ
ち
ら
を
南
蛮
屏
風
と
呼
ぶ
。

　

南
蛮
屏
風
は
M

 

O

 

A
美
術
館
や
神
戸
市
立
美
術
館
、
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
の
国
立
古
美
術
館
【
図
（
、
（
】
の
作
品
な
ど
七
〇
点
を
超
え
る
。
狩
野
派

が
南
蛮
屏
風
を
描
く
き
っ
か
け
に
つ
い
て
高
見
澤
は
、
秀
吉
が
肥
前
国
（
現
在
の
佐

賀
県
唐
津
市
）
に
名
護
屋
城
を
造
営
し
た
一
五
九
二
（
文
禄
元
）
年
、
狩
野
光
信
た

ち
が
九
州
に
赴
い
た
際
に
南
蛮
人
に
会
い
、
風
俗
を
見
聞
し
て
生
ま
れ
た
と
す
る

（
11
（

。

坂
本
は
、
南
蛮
屏
風
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
豊
富
な
の
は
、
優
品
を
手
本
に
町
絵

師
た
ち
が
制
作
し
て
い
く
う
ち
色
々
な
類
型
が
出
来
上
が
っ
た
と
し
て
い
る

（
11
（

。
宣
教

師
の
持
つ
ロ
ザ
リ
オ
の
形
状
や
服
装
、
風
俗
な
ど
は
実
際
に
目
に
し
な
け
れ
ば
描
け

な
い
ほ
ど
正
確
な
描
写
で
あ
る
い
っ
ぽ
う
、
帆
船
の
ロ
ー
プ
を
サ
ー
カ
ス
の
曲
芸
の

よ
う
に
綱
渡
り
を
す
る
船
乗
り
な
ど
は
想
像
で
描
か
れ
た
と
思
わ
れ
、
図
様
は
バ
ラ

エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
。
南
蛮
風
俗
図
が
セ
ミ
ナ
リ
オ
画
派
に
よ
る
権
力
者
へ
の
贈

答
品
だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
に
対
し
、
所
蔵
者
な
ど
伝
来
の
状
況
か
ら
南
蛮
屏
風
の

需
要
層
は
、
異
国
へ
の
夢
と
あ
こ
が
れ
を
秘
め
た
日
本
の
貿
易
商
人
で
あ
っ
た
と
も

い
わ
れ
る
。
ま
た
、
一
六
〇
九
（
慶
長
一
四
）
年
の
ス
ペ
イ
ン
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
臨
時

総
督
ド
ン
・
ロ
ド
リ
ゴ
の
日
本
見
聞
録
『
日
本
と
新
イ
ス
パ
ニ
ヤ
（
メ
キ
シ
コ
）
と

の
貿
易
開
始
の
利
害
』
に
、
絵
画
・
屏
風

3

3

、（
漆
塗
）
書
箪
笥
を
、
通
常
の
貿
易
品

で
は
な
い
が
取
引
を
推
す
た
め
の
見
本
と
し
て
持
ち
帰
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
こ
の

頃
か
ら
輸
出
品
と
し
て
も
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

（
11
（

。

　

南
蛮
屏
風
に
乾
性
油
を
使
用
し
た
作
品
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
時
期
の
南

蛮
屏
風
か
ら
、
リ
ス
ボ
ン
国
立
古
美
術
館
の
作
品
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
胡
粉
に
よ
る

盛
り
上
げ
技
法
や
【
図
（
】、《
泰
西
王
侯
騎
馬
図
》
な
ど
に
見
ら
れ
る
金
箔
下
の
赤

色
箔
下
砥
粉
の
使
用

（
11
（

な
ど
、
か
つ
て
本
邦
の
伝
統
的
な
膠
画
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た

よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
技
法
と
似
た
特
徴
が
現
れ
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
聖
画
」
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
て
初
期
洋
風
画
の
手
本
と
な
り
、

日
本
の
「
屏
風
」
が
国
外
へ
運
ば
れ
た
こ
と
は
技
法
材
料
の
交
流
面
か
ら
み
て
も
興
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味
深
い
。

❸–

2　

初
期
洋
風
画

　
　

日
本
の
セ
ミ
ナ
リ
オ
で
学
ん
だ
画
家
や
そ
れ
ら
の
画
家
の
影
響
を
受
け
た
作
品

　

前
項
に
続
き
、
本
項
で
は
②
の
日
本
人
に
よ
る
作
品
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
概
説
す

る
。
こ
れ
ら
の
絵
は
初
期
洋
風
画
と
呼
ば
れ
、
当
時
一
般
的
で
あ
っ
た
膠
画
に
は
見

ら
れ
な
い
特
徴
が
あ
る
。
例
え
ば
撮
影
時
に
ス
ト
ロ
ボ
光
を
反
射
す
る
こ
と
、
作
品

に
耐
水
性
が
あ
っ
て
無
理
に
水
を
入
れ
る
と
画
肌
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
膠
画
の

修
復
と
同
じ
よ
う
に
水
を
使
う
修
復
が
難
し
い
こ
と
な
ど
が
、
修
復
家
な
ど
実
際
の

作
品
に
携
わ
る
人
々
の
間
に
知
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
初
期
洋
風
画
に
油
分
が
含
ま

れ
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
絵
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、

初
期
洋
風
画
に
つ
い
て
は
時
代
背
景
と
共
に
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

一
五
九
〇
（
天
正
一
八
）
年
代
か
ら
前
述
の
セ
ミ
ナ
リ
オ
で
は
絵
画
教
育
が
軌
道

に
乗
り
は
じ
め
、
島
原
半
島
の
八
良
尾
や
天
草
の
志
岐
、
長
崎
の
セ
ミ
ナ
リ
オ
で
日

本
人
の
子
弟
が
油
彩
や
水
彩
、
銅
版
画
を
学
ん
だ
。
セ
ミ
ナ
リ
オ
で
の
絵
画
教
育
は

一
五
八
三
（
天
正
一
一
）
年
に
来
日
し
た
ナ
ポ
リ
近
郊
の
ノ
ー
ラ
村
出
身
の
イ
タ
リ

ア
人
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
・
ニ
コ
ラ
オ
、
ニ
ッ
コ
ロ
、
コ
ラ
、
コ
ッ
ラ
（GIO

V
A

N
N

I 

N
ICO

LA
O

, N
ICCO

LO
, CO

LA

）
や
、
名
前
は
知
ら
れ
て
い
な
い
も
う
一
人
の

教
師
が
当
た
り
、
油
彩
画
や
水
彩
画
、
版
画
な
ど
が
制
作
さ
れ
た
。
彼
ら
は
天
正
遣

欧
使
節
が
持
ち
帰
っ
た
絵
画
を
模
写
し
な
が
ら
学
ん
だ

（
11
（

。
先
述
の
《
三
聖
人
図
（
原

画
）》
に
は
、
同
じ
く
長
崎
奉
行
所
没
収
品
と
し
て
イ
エ
ズ
ス
会
章
の
入
っ
た
油
彩

画
の
模
写
も
伝
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
教
育
下
で
制
作
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
の
修
復
報
告
に
よ
れ
ば
、
原
画
の
支
持
体
は
亜
麻
布

だ
が
模
写
は
木
綿
布
、
原
画
の
地
塗
り
は
油
性
で
模
写
は
水
性
と
い
っ
た
違
い
が
あ

る
。
模
写
の
地
塗
り
層
の
上
に
は
絶
縁
の
た
め
の
薄
い
膠
層
が
施
さ
れ
て
お
り
、
描

画
は
油
彩
絵
具
で
薄
く
平
滑
に
描
か
れ
て
い
る
。
ワ
ニ
ス
は
な
い

（
1（
（

。

　

セ
ミ
ナ
リ
オ
の
絵
の
教
師
ニ
コ
ラ
オ
自
身
も
、
国
内
で
出
版
物
の
挿
絵
や
祭
壇
画

を
制
作
し
た
が
、
現
在
ま
で
に
彼
の
絵
で
あ
る
こ
と
が
確
実
に
判
明
し
て
い
る
の

は
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
文
書
館
蔵
の
ニ
コ
ラ
オ
の
書
簡

（
11
（

の
署
名
後
に
描
か
れ
た
、
小
さ

な
キ
リ
ス
ト
の
顔
の
み
で
あ
る
。
こ
の
柔
和
で
優
し
い
表
情
の
キ
リ
ス
ト
像
か
ら
、

セ
ミ
ナ
リ
オ
画
派
の
絵
の
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
こ
の
キ
リ
ス
ト

像
と
極
め
て
近
似
す
る
キ
リ
ス
ト
の
反
転
像
を
、
天
草
コ
レ
ジ
オ
刊
行
の
『
ド
チ
リ

イ
ナ
・
キ
リ
シ
タ
ン
』
一
五
九
二
（
文
禄
元
）
年
表
紙
の
銅
版
画
に
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
セ
ミ
ナ
リ
オ
で
絵
を
学
ん
だ
学
生
に
は
オ
タ
ヲ
／
ワ
タ
ノ
（
大
多
尾
？
）・

マ
ン
シ
ョ
（V

O
T

A
U

O
 M

A
N

CIO

）、
一
六
一
四
（
慶
長
一
九
）
年
に
ニ
コ
ラ
オ

と
共
に
マ
カ
オ
に
亡
命
し
た
マ
ン
シ
ョ
・
ジ
ョ
ア
ン
（M

A
N

CIO
 JO

A
N

）、
長
崎

で
聖
歌
隊
長
も
務
め
た
ペ
ド
ロ
・
ジ
ョ
ア
ン
な
ど
が
お
り
、
優
秀
な
画
家
と
し
て

多
く
の
教
会
に
絵
が
飾
ら
れ
た
マ
ン
シ
ョ
・
タ
イ
チ
ク
（M

A
N

CIO
 T

A
ICH

IK
U

 

S.L

）、
日
本
人
と
中
国
人
の
混
血
ヤ
コ
ブ
・
ニ
ワ
（JA

CO
B N

IW
A

/N
IV

A
 

中

国
名
倪
一
誠
）、後
に
殉
教
し
ジ
ェ
ズ
教
会
蔵《
元
和
五（
一
六
一
九
）
年
大
殉
教
図
》

に
描
か
れ
る
レ
オ
ナ
ル
ド
・
木
村
（LEO

N
A

LD
O

 K
IM

U
RA

 S. L

）、
ル
イ
ス
・

シ
オ
ズ
カ
（LU

IS SH
IO

ZU
K

A
 S. L.

）、
京
都
下
京
の
聖
堂
祭
壇
画
に
多
く
の
油

彩
画
を
描
い
た
タ
ド
ウ
（T

A
D

EU
 S. L.

）、
長
崎
で
画
家
や
楽
長
と
し
て
活
躍
し

た
の
ち
に
マ
カ
オ
に
渡
っ
た
ペ
ド
ロ
・
ジ
ョ
ア
ン
（PED

RO
 JO

A
N

 S. L.

）
の
名

も
残
る
。
製
作
さ
れ
た
絵
は
教
会
を
飾
り
、
権
力
者
ら
へ
の
贈
答
用
や
信
者
へ
の
配

布
用
と
し
て
利
用
さ
れ
、
国
内
だ
け
で
な
く
中
国
や
ゴ
ア
に
も
送
ら
れ
た

（
11
（

。
彼
ら
は

イ
ー
ゼ
ル
に
乗
せ
て
絵
を
描
い
て
い
た
と
い
う
記
録
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
紙
本
だ
け

で
な
く
板
絵
や
枠
に
張
っ
た
絵
を
描
い
て
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
で
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
東
京
大
学
蔵
の
黒
色
漆
塗

り
の
厨
子
入
り
銅
板
油
彩
画《
救
世
主
像
》【
図
（
】で
あ
ろ
う
。
元
絵
は
マ
ル
テ
ン
・

ド
・
ヴ
ォ
ス
原
画
、
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
・
ヴ
ィ
リ
ク
ス
刻
、
テ
オ
ド
ー
ル
・
ハ
レ
刊
行

の
銅
版
画
で
あ
る

（
11
（

。
画
面
右
下
に
一
五
九
七
（
慶
長
二
）
年
の
年
記
が
あ
り
、
裏
面

に
鉛
白
の
油
彩
絵
具
で 

“Sacam
, İacobus

” 

と
署
名
が
あ
る
【
図
（
】。
こ
の
絵
に

つ
い
て
西
村
は
、
一
見
外
国
人
作
に
見
え
る
ほ
ど
巧
み
な
描
画
技
術
で
は
あ
る
が
形
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態
の
把
握
が
拙
く
不
正
確
で
、
ヤ
コ
ブ
丹
羽
に
よ
る
師
ニ
コ
ラ
オ
作
品
の
模
写
と
推

測
し
た
。
以
降
、
多
く
の
研
究
者
が
賛
同
し
て
い
る
が
確
定
さ
れ
て
は
い
な
い

（
11
（

。《
救

世
主
像
》
が
発
見
さ
れ
た
村
で
は
、
さ
ら
に
別
の
民
家
か
ら
銅
板
油
彩
《
聖
母
子
像
》

も
発
見
さ
れ
た
。《
救
世
主
像
》
と
共
通
す
る
特
徴
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
ち

ら
も
日
本
人
の
作
品
だ
ろ
う
。

　
《
救
世
主
像
》
や
《
聖
母
子
像
》
の
発
見
さ
れ
た
大
阪
府
茨
木
市
で
は
多
く
の
キ

リ
シ
タ
ン
遺
物
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
に
千
提
寺
村
の
、

東
家
で
発
見
さ
れ
た
《
開
け
ず
の
櫃
》
か
ら
は
神
戸
市
立
博
物
館
蔵
《
聖
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
像
》【
図
（0
】
や
後
述
す
る
《
東
家
本
「
マ
リ
ア
十
五
玄
義
図
」》

が
見
つ
か
り
、
ま
た
隣
の
下
音
羽
村
か
ら
京
都
大
学
総
合
博
物
館
蔵
紙
本
著
色
《
原

田
家
本
「
マ
リ
ア
十
五
玄
義
図
」》【
図
（（
】
や
、
厨
子
入
り
の
象
牙
彫
《
磔
刑
像
》

な
ど
が
見
つ
か
っ
た
。

　

神
戸
市
立
博
物
館
蔵
《
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
像
》
は
、
ザ
ビ
エ
ル
の
持

つ
十
字
架
に
イ
エ
ズ
ス
会
の
I

 

H

 

S
の
文
字
が
あ
る
こ
と
か
ら
イ
エ
ズ
ス
会
信
徒

に
よ
っ
て
描
か
れ
た
作
品
で
あ
ろ
う
。
朱
印
は
狩
野
派
の
壺
印
で
、
漁
夫
環
人
と
い

う
署
名
が
あ
る
。
漁
師
ペ
ド
ロ
の
後
継
者
と
し
て
指
輪
を
持
つ
ロ
ー
マ
教
皇
と
の
関

連
も
指
摘
さ
れ
る
が
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
二
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
）
年
の

神
庭
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
黄
色
の
文
字
に
は
油
を
含
む
絵
具
の
特
徴
が
あ
り
、
墨
文

字
の
あ
る
黄
色
地
に
は
朱
印
の
周
囲
に
油
染
み
が
あ
る
た
め
膠
絵
具
と
思
わ
れ
る
。

背
景
か
ら
前
景
へ
と
描
き
進
め
る
手
順
や
明
部
の
絵
具
を
厚
く
、
暗
部
を
薄
く
塗
る

と
い
っ
た
絵
具
の
厚
み
を
調
整
す
る
描
法
も
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
派
や

バ
ロ
ッ
ク
時
代
以
降
の
西
洋
絵
画
技
術
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
る

（
11
（

。

　
《
東
家
本
「
マ
リ
ア
十
五
玄
義
図
」》
に
も
近
似
す
る
特
徴
が
み
ら
れ
た
。
カ
ー
テ

ン
の
黄
色
部
分
は
、
膠
を
固
着
材
と
す
る
絵
具
の
特
徴
に
近
く
、
有
機
系
染
料
で
染

め
た
胡
粉
が
使
用
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
レ
ー
ス
や
聖
杯
の
黄
色
は
鉛
白
が

含
ま
れ
て
お
り
、
油
性
分
を
含
む
絵
具
に
特
徴
的
な
透
明
感
と
光
沢
の
あ
る
膜
状
の

層
が
確
認
で
き
た
。
同
じ
黄
色
で
も
対
象
ご
と
に
意
図
を
も
っ
て
色
材
や
固
着
材
を

変
え
て
描
き
分
け
た
と
み
ら
れ
る

（
11
（

。

　
《
開
け
ず
の
櫃
》
発
見
か
ら
一
〇
年
後
の
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
、
近
隣
の
下

音
羽
村
の
民
家
の
屋
根
の
葺
き
替
え
時
に
屋
根
裏
の
竹
筒
の
中
か
ら
東
家
本
と
そ
っ

く
り
の
《
マ
リ
ア
十
五
玄
義
図
》
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
が
京
都
大
学
総
合
博
物
館

蔵
紙
本
著
色
《
原
田
家
本
「
マ
リ
ア
十
五
玄
義
図
」》
で
あ
る
。
一
九
九
八
年
の
神

庭
ら
の
調
査
で
、文
字
や
ハ
ロ
ー
な
ど
特
別
な
質
感
を
必
要
と
す
る
黄
色
の
絵
具
に
、

や
は
り
油
の
使
用
が
報
告
さ
れ
た
。
絵
具
表
面
に
は
艶
、
油
彩
と
近
似
す
る
亀
裂
、

ク
レ
ー
タ
ー
状
の
気
泡
の
跡
の
よ
う
な
、
絵
具
が
弾
か
れ
た
様
子
が
あ
る

（
11
（

。

　

一
九
九
九
年
、
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
紙
本
著
色
《
萬
国
絵
図
屏
風
》
が
修
復
さ
れ
東

京
国
立
文
化
財
研
究
所
の
調
査
チ
ー
ム
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
絵
具
試
料
の
ガ
ス
ク

ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
分
析
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
当
初
は
膠
と
予
想
さ
れ
て
い

た
箇
所
を
含
む
ほ
ぼ
す
べ
て
の
部
分
か
ら
植
物
性
の
油
と
膠
が
検
出
さ
れ
、
一
部
の

試
料
か
ら
は
漆
も
検
出
さ
れ
た
。
報
告
で
は
、
油
に
つ
い
て
は
油
と
膠
を
は
じ
め
か

ら
混
ぜ
て
使
用
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
膠
下
地
の
上
に
油
性
の
絵
具
で
彩
色
し
た
の

か
は
っ
き
り
し
な
い
と
す
る
が
、
漆
に
つ
い
て
は
後
か
ら
塗
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、

当
初
か
ら
混
ぜ
ら
れ
た
と
し
て
い
る

（
11
（

。

　

二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
に
は
早
川
ら
に
よ
っ
て
永
青
文
庫
蔵
《
洋
人
奏
楽
図

屏
風
》
と
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
《
泰
西
王
侯
騎
馬
図
》
が
調
査
さ
れ
た
。
報
告
書

に
掲
載
さ
れ
た
紫
外
線
蛍
光
写
真
に
は
油
彩
絵
具
と
近
似
す
る
蛍
光
が
見
ら
れ
る

（
11
（

。

　
《
萬
国
絵
図
屏
風
》
も
《
洋
人
奏
楽
図
屏
風
》
も
有
力
者
の
家
に
伝
来
す
る
こ
と

か
ら
、
坂
本
満
氏
は
贈
呈
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
作
さ
れ
た
と
み
る
。
こ
の
よ

う
な
装
飾
画
に
は
、
群
馬
県
満
福
寺
発
見
《
泰
西
王
侯
図

（
1（
（

》【
図
（（
、
（（
】
や
、
堺

市
立
博
物
館
蔵
《
西
洋
女
性
図

（
11
（

》【
図
（（
、
（（
】、
南
蛮
文
化
館
蔵
《
西
洋
婦
人
図
》

【
図
（（
、
（（
、
（（
】
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
表
向
き
華
麗
な
王
侯
や
騎
馬
、
地
図

な
ど
が
描
か
れ
る
が
、
葡
萄
の
収
穫
や
羊
と
羊
飼
い
な
ど
隠
喩
が
読
み
取
れ
る
こ
と

か
ら
、ニ
コ
ラ
オ
の
弟
子
ら
が
制
作
し
た
可
能
性
が
高
い
。
早
け
れ
ば
一
六
一
四（
慶

長
一
九
）
年
の
禁
教
令
ま
で
、
遅
く
と
も
一
六
三
〇
（
寛
永
七
）
年
ま
で
に
描
か
れ
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た
と
み
ら
れ
る

（
11
（

。
こ
れ
ら
も
他
の
初
期
洋
風
画
と
同
様
に
油
分
を
調
節
し
た
テ
ン
ペ

ラ
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

　

文
献
か
ら
は
初
期
洋
風
画
時
代
に
油
彩
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
実

際
の
作
品
の
観
察
か
ら
は
油
彩
の
ほ
か
テ
ン
ペ
ラ
も
認
め
ら
れ
る
。
初
期
洋
風
画
の

一
部
の
絵
具
試
料
か
ら
は
漆
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
何
度

か
行
わ
れ
た
禁
教
令
の
う
ち
、
一
六
一
四
（
慶
長
一
九
）
年
の
禁
教
令
で
ジ
ョ
バ
ン

ニ
・
ニ
コ
ラ
オ
と
セ
ミ
ナ
リ
オ
画
派
の
信
徒
ら
は
マ
カ
オ
に
流
さ
れ
る
。
一
六
一
九

（
元
和
五
）
年
に
は
京
都
の
大
殉
教
、
一
六
二
二
（
元
和
八
）
年
に
は
長
崎
、
西
坂

の
大
殉
教
な
ど
が
起
こ
る
。
一
六
四
四
（
正
保
元
）
年
の
小
西
マ
ン
シ
ョ
の
殉
教
で

キ
リ
シ
タ
ン
が
ほ
ぼ
消
滅
す
る
ま
で
の
三
〇
年
間
で
状
況
は
刻
々
と
変
化
し
、
描
画

技
法
と
し
て
の
油
彩
や
テ
ン
ペ
ラ
も
表
向
き
は
忘
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。

❸–

3　

初
期
洋
風
画
の
絵
具

　

そ
れ
で
は
②
の
日
本
人
グ
ル
ー
プ
の
初
期
洋
風
画
と
は
ど
の
よ
う
な
組
成
、
技
法

で
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
作
品
の
特
徴
と
し
て
絵
具
に
は
フ
ィ
ル

ム
状
の
層
な
ど
の
油
や
エ
マ
ル
ジ
ョ
ン
絵
具
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
同
一
の
画

面
上
に
油
分
の
特
徴
が
強
く
表
れ
た
部
分
と
膠
画
の
よ
う
な
特
徴
が
混
在
す
る
作
品

も
多
い
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
固
着
材
の
分
析
は
非
常
に
困
難
で
、
作
品
数
自
体
も

少
な
い
こ
と
か
ら
報
告
例
は
わ
ず
か
で
あ
る
。　

　

そ
こ
で
筆
者
は
復
元
制
作
の
手
法
に
よ
り
二
〇
〇
一（
平
成
一
三
）
年
に
《
原
田

家
本
「
マ
リ
ア
十
五
玄
義
図
」》
の
技
法
調
査
を
行
っ
た

（
11
（

。
聖
母
マ
リ
ア
の
背
景
の

黒
色
は
つ
や
や
か
だ
が
乾
燥
し
た
漆
の
よ
う
な
光
沢
が
あ
り
、
光
輪
や
イ
エ
ズ
ス
会

の
会
章
「
I

 

H

  

S
」
の
文
字
、
衣
服
の
縁
飾
り
の
金
色
に
見
え
る
部
分
は
な
め
ら
か

で
油
彩
絵
具
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
た
【
図
（（
】。
同
じ
黒
色
で
も
聖
人
の
黒

衣
は
膠
画
の
よ
う
に
光
沢
が
な
く
、
カ
ー
テ
ン
や
栄
光
の
五
玄
義
の
背
景
の
黄
色
も

同
様
で
あ
っ
た
。
描
画
対
象
に
よ
っ
て
固
着
材
を
変
化
さ
せ
て
描
き
分
け
て
い
る
と

感
じ
た
。
そ
こ
で
筆
者
は
描
画
部
の
特
徴
を
見
な
が
ら
、
油
性
、
半
油
性
、
水
性
の

固
着
材
と
顔
料
と
で
絵
具
を
作
っ
て
サ
ン
プ
ル
を
作
り
《
原
田
家
本
「
マ
リ
ア
十
五

玄
義
図
」》
の
各
色
絵
具
と
の
比
較
を
行
っ
た
。
材
料
は
当
時
の
日
本
で
入
手
可
能

な
乾
性
油
と
し
て
荏
ノ
油
を
使
用
し
、
エ
マ
ル
ジ
ョ
ン
と
し
て
卵
黄
、
水
性
の
固
着

材
と
し
て
膠
を
使
用
し
た
。
そ
し
て
作
品
の
特
徴
と
似
た
絵
具
を
選
び
、
再
現
模
写

を
行
っ
た
。
作
成
し
た
絵
具
と
原
本
を
比
較
す
る
と
、
大
部
分
の
絵
具
の
質
感
は
水

性
や
テ
ン
ペ
ラ
の
絵
具
に
近
似
し
て
い
た
。
ま
た
光
線
や
金
文
字
な
ど
の
光
沢
は
意

識
的
に
油
分
を
増
や
し
た
テ
ン
ペ
ラ
で
な
い
と
描
き
分
け
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
も

判
っ
た
。
た
だ
し
模
写
で
は
分
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
聖
母
周
辺
の

黒
色
に
は
光
沢
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
手
板
は
濃
い
墨
や
膠
分
を
多
く
し
た
墨
、
卵
白

や
卵
黄
と
荏
ノ
油
を
混
ぜ
た
油
性
テ
ン
ペ
ラ

（
11
（

な
ど
を
作
成
し
た
。
し
か
し
濃
い
墨
も

膠
分
を
多
く
し
た
墨
も
、
原
本
の
絵
具
に
見
ら
れ
る
層
と
し
て
の
厚
み
が
感
じ
ら
れ

ず
、
ま
た
聖
母
周
辺
の
黒
色
と
は
質
感
が
異
な
っ
た
。
油
性
テ
ン
ペ
ラ
で
は
周
辺
部

の
紙
に
暗
色
の
油
染
み
が
で
き
、
そ
の
部
分
が
暗
色
化
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
可

能
性
は
低
い
。
実
験
で
塗
布
し
た
中
で
最
も
光
沢
の
あ
っ
た
絵
具
は
卵
白
テ
ン
ペ
ラ

で
、
原
本
に
近
い
と
感
じ
た
こ
と
か
ら
模
写
に
は
卵
白
を
使
っ
た
が
、
原
本
よ
り
キ

ラ
キ
ラ
と
し
た
過
剰
な
強
い
光
沢
と
光
沢
む
ら
が
出
て
お
り
違
和
感
が
残
っ
た
。
ま

た
原
本
の
黒
色
は
薄
層
で
あ
る
も
の
の
抵
抗
感
と
被
覆
力
が
あ
る
が
、
卵
白
の
絵
具

は
、
乾
燥
後
に
目
減
り
し
て
層
状
の
黒
色
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
漆
の
可
能
性
な
ど

も
含
め
て
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　

ま
た
二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
に
行
っ
た
南
蛮
文
化
館
蔵
《
西
洋
女
性
図
》
の

調
査
で
は
、
女
性
の
被
る
薄
い
白
色
の
ベ
ー
ル
に
透
明
感
の
あ
る
褐
色
が
か
っ
た
粘

着
物
質
が
塗
ら
れ
て
お
り
、
紫
外
線
灯
下
で
は
油
分
を
示
す
蛍
光
反
応
が
見
ら
れ

た
。
ベ
ー
ル
の
薄
い
透
け
感
を
狙
っ
て
塗
っ
た
と
み
ら
れ
る
【
図
（（
、
（（
】

（
11
（

。

　

初
期
洋
風
画
で
は
色
味
と
共
に
絵
具
の
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
も
表
現
と
し
て
重
視
さ

れ
、
乾
性
油
の
増
減
に
よ
る
光
沢
や
透
明
感
も
表
現
方
法
の
一
つ
と
し
て
描
き
分
け

た
と
考
え
ら
れ
る
。
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❹
幕
末
洋
風
画
時
代

　

禁
教
と
鎖
国
に
よ
っ
て
描
き
手
た
ち
が
海
外
に
移
り
、
わ
ず
か
に
残
っ
た
者
た
ち

も
達
磨
な
ど
キ
リ
ス
ト
教
と
無
関
係
の
題
材
を
描
き
、
初
期
洋
風
画
は
や
が
て
幕
を

下
ろ
す
。
禁
教
後
は
幕
府
に
よ
っ
て
海
外
と
の
外
交
や
貿
易
が
禁
じ
ら
れ
、
オ
ラ

ン
ダ
船
と
唐
船
の
み
長
崎
の
出
島
に
入
港
を
許
さ
れ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
知
識
は

阿
蘭
陀
通
詞
を
通
じ
て
国
内
に
伝
え
ら
れ
、
西
洋
を
知
る
唯
一
の
手
掛
か
り
と
な
っ

た
。
当
時
蘭
学
は
実
学
、
つ
ま
り
庶
民
の
救
済
に
と
っ
て
実
用
性
の
高
い
学
問
と
捉

え
ら
れ
、
医
学
や
本
草
学
を
中
心
に
強
い
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
時
代
、
阿
蘭
陀
通

詞
や
本
草
学
者
、
画
家
と
の
交
流
で
生
ま
れ
た
洋
風
の
作
品
は
「
幕
末
洋
風
画
」
と

呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
前
期
に
か
け
て
の
キ
リ
ス
ト
教

関
連
の
作
品
を
「
南
蛮
画
」
と
呼
ぶ
の
に
対
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る

絵
画
は
「
紅
毛
画
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
越
中
に
よ
れ
ば
、
新
井
白
石
『
西
洋
紀
聞
』

一
七
〇
九
（
宝
永
六
）
の
頃
か
ら
「
紅
毛
画
」
が
制
作
さ
れ
た

（
11
（

。

　

一
七
一
九
（
享
保
四
）
年
の
西
川
如
見
『
長
崎
夜
話
草
』
に
よ
れ
ば
、
長
崎
土
産

の
項
に
「
南
蛮
紅
毛
油
絵
の
風
を
伝
え
る
者
あ
り
。
世
界
の
図
な
ど
は
長
崎
畫
師
を

根
本
と
す
。
周
硯
、
生
嶋
殊
に
異
国
人
直
伝
に
て
周
硯
は
唐
風
、
生
嶋
は
蛮
流
な
り

し
」
と
あ
る
。
ま
た
一
七
三
一
（
享
保
一
六
）
年
の
長
崎
の
儒
者
、
盧
千
里
『
長
崎

先
民
伝
』
の
技
芸
の
部
に
も
「
一　

生
島
三
郎
左
、
善
ニ
蕃
画
一
（
後
略
）、
一
、
野

澤
久
右
為
二
螺
鈿
一
、
又
善
ニ
蕃
画
一
。
生
島
三
郎
左
之
弟
子
也

（
11
（

」
と
あ
る
。
一
八
世

紀
前
半
の
長
崎
に
、
土
産
物
と
し
て
南
蛮
紅
毛
の
油
彩
画
を
描
く
も
の
と
そ
の
弟
子

が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
作
品
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
技
法
や
材
料
に
つ
い

て
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
判
ら
な
い
。
こ
の
頃
の
長
崎
は
、
明
朝
末
か
ら

清
朝
に
か
け
て
の
中
国
文
化
の
影
響
や
町
絵
師
、
唐
畫
目
利
き
職
に
あ
っ
た
画
家
ら

が
相
互
に
影
響
し
合
い
、
多
様
な
様
式
が
併
存
し
て
い
た
。
た
だ
、
紅
毛
画
の
中
心

地
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
全
国
的
に
は
江
戸
の
本
草
学

者
ら
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
の
影
響
の
ほ
う
が
強
か
っ
た
。

　

オ
ラ
ン
ダ
の
通
商
が
徳
川
家
康
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
た
の
は
一
六
〇
九
（
慶
長

一
四
）
年
七
月
で
あ
る
。
八
月
に
は
平
戸
に
オ
ラ
ン
ダ
商
館
が
建
設
さ
れ
、
ヤ
ク
エ

ス
・
ス
ペ
ッ
ク
ス
が
初
代
商
館
長
と
な
っ
た
。
一
六
三
三
（
寛
永
一
〇
）
年
、
ピ
ー

テ
ル
・
フ
ァ
ン
・
サ
ン
テ
ン
の
江
戸
参
府
以
降
は
恒
例
化
し
て
毎
年
行
わ
れ
た
が
、

一
七
九
〇
（
寛
政
二
）
年
か
ら
は
四
年
に
一
度
と
な
り
、
船
が
遅
れ
た
場
合
は
五
年

目
に
な
っ
た
。
そ
の
後
江
戸
参
府
は
一
八
五
〇
（
嘉
永
三
）
年
ま
で
続
く
。
参
府
の

目
的
は
通
商
免
許
の
御
礼
と
継
続
の
た
め
で
、
江
戸
で
は
将
軍
に
謁
見
し
て
贈
品
を

献
上
し
た

（
11
（

。
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
の
江
戸
参
府
の
期
間
は
凡
そ
三
ヶ
月
余
り
だ
っ
た
と

い
う
。
一
六
六
三
（
寛
文
三
）
年
の
『
通
航
一
覧
六
』
に
よ
る
幕
府
へ
の
献
上
品

を
み
る
と
「
阿
蘭
陀
絵
大
小
二
一
枚
、
阿
蘭
陀
本
草
一
冊
、
作
花
二
折
、
び
い
ど
ろ

鏡
五
面
、
び
い
ど
ろ
絵
板
五
〇
、
砂
時
計
一
つ
、
入
子
皿
一
つ
」
と
あ
り
、
絵
画
も

相
当
数
含
ま
れ
る
こ
と
が
判
る

（
11
（

。
江
戸
滞
在
中
の
オ
ラ
ン
ダ
人
は
、
将
軍
拝
謁
前
は

外
出
が
禁
止
さ
れ
た
が
、
拝
謁
後
は
定
宿
を
訪
問
す
る
蘭
学
者
と
対
話
で
き
、
持
参

の
蘭
書
や
品
物
を
売
却
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
江
戸
の
蘭
学
者
が
オ
ラ
ン

ダ
の
書
籍
や
品
物
を
希
望
す
る
場
合
は
参
府
中
の
オ
ラ
ン
ダ
人
か
ら
購
入
す
る
の
が

最
も
楽
な
方
法
で
あ
っ
た
し
、
平
賀
源
内
も
こ
の
よ
う
な
形
で
い
く
つ
か
購
入
し
て

い
る
。

　

一
七
二
二
（
享
保
七
）
年
、
徳
川
吉
宗
は
江
戸
参
府
中
の
商
館
長
に
油
彩
画
を
発

注
し
た
。
内
訳
は
、
亜
麻
布
に
油
彩
で
描
い
た
《
動
物
画
》、《
鳥
類
画
》、《
オ
ラ
ン

ダ
花
卉
画
》、《
狩
猟
画
》、《
城
郭
戦
闘
》
の
五
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
注
文
は
バ
タ
ヴ
ィ

ア
（
現
在
の
ジ
ャ
カ
ル
タ
）
の
東
イ
ン
ド
会
社
に
送
ら
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
オ
ラ
ン

ダ
で
絵
が
制
作
さ
れ
た
。
四
年
後
の
一
七
二
六
（
享
保
一
一
）
年
に
五
点
が
長
崎
に

届
き
、
町
年
寄
、
乙
名
、
蘭
通
詞
ら
の
吟
味
の
後
、
陸
路
よ
り
安
価
で
あ
る
こ
と
か

ら
船
で
江
戸
に
送
ら
れ
て
吉
宗
の
元
に
届
け
ら
れ
た

（
1（
（

。
こ
の
な
か
の
一
枚
が
ウ
ィ
レ

ム
・
フ
ァ
ン
・
ロ
イ
エ
ン
《
花
卉
図
》
一
七
二
五
（
享
保
一
〇
）
年
で
あ
る
。
こ
の

絵
は
一
八
二
〇
（
文
政
三
）
年
の
暴
風
雨
で
損
傷
し
残
っ
て
い
な
い
が
、
石
川
大
浪
、
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孟
高
兄
弟
、
谷
文
晁
ら
の
模
写
が
残
る
。
何
枚
も
の
模
写
か
ら
、
人
々
が
立
体
感
や

迫
真
性
に
魅
せ
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
技
法
面
か
ら
み
れ
ば
模
写
は

す
べ
て
膠
で
、
原
本
の
油
彩
画
の
物
質
的
な
新
し
さ
よ
り
、
写
実
的
表
現
に
関
心
が

向
け
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

平
賀
源
内
は
江
戸
の
蘭
学
者
た
ち
と
の
交
流
や
長
崎
遊
学
で
蘭
学
を
学
ん
だ
。
ま

た
、
先
述
の
と
お
り
江
戸
参
府
中
の
商
館
長
か
ら
蘭
書
を
入
手
し
て
い
る
。
彼
が
描

い
た
と
さ
れ
る
油
彩
の
「
西
洋
婦
人
図
」（
一
七
七
〇
年
代

（
11
（

）【
図
（0
】
に
は
、
舶
載

顔
料
で
あ
る
プ
ル
シ
ャ
ン
ブ
ル
ー
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
油
彩
の
技
術
だ
け
で
な

く
、
材
料
の
入
手
も
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る

（
11
（

。

　

源
内
か
ら
油
彩
の
知
識
を
伝
え
ら
れ
た
秋
田
藩
主
の
佐
竹
曙
山
は
、
初
め
狩
野
派

に
学
ん
だ
。
し
か
し
東
洋
画
は
写
実
よ
り
意
を
尊
び
、
画
図
の
実
用
性
を
失
っ
て
い

る
と
し
て
洋
風
画
に
進
む
。源
内
の
技
法
は
小
田
野
直
武
を
通
し
曙
山
に
伝
わ
っ
た
。

曙
山
が
残
し
た
画
帖
の
中
の
「
丹
青
部
」
に
は
源
内
か
ら
伝
授
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

顔
料
や
油
の
用
い
方
が
記
さ
れ
て
い
る
。
プ
ル
シ
ャ
ン
ブ
ル
ー
の
記
述
も
あ
り
、
直

武
《
江
の
島
図
》
や
曙
山
《
燕
子
花
に
ナ
イ
フ
図
》【
図
（（
】
に
実
際
に
使
用
さ
れ

て
い
る

（
11
（

。
源
内
の
教
え
に
つ
い
て
は
、
直
武
と
同
じ
く
源
内
に
学
ん
だ
小
木
津
孫
太

郎
勝
孝
一
七
四
六
～
一
八
〇
九
（
延
享
三
～
文
化
六
）
年
の
孫
助
吉
の
明
治
の
回
顧

録
が
あ
る
。「
油
絵
の
書
き
方
は
今
（
明
治
）
と
昔
（
祖
父
の
小
木
津
孫
太
郎
が
源

内
に
学
ん
だ
頃
）
と
は
大
分
な
変
化
で
あ
る
。（
中
略
）
絵
を
描
い
た
後
に
チ
ャ
ン

を
ひ
く
の
で
、
而
し
て
そ
の
チ
ャ
ン
の
作
り
方
は
紙
、
絹
、
木
に
よ
り
各
混
合
の
量

を
異
に
し
て
居
る
。
し
か
る
に
今
の
は
之
を
一
処
に
す
る
か
ら
画
面
は
如
何
し
て
も

キ
タ
ナ
ク
見
え
る
」「
油
絵
の
未
だ
乾
燥
せ
ざ
る
内
は
、
よ
く
塵
埃
の
懸
り
た
い
も

の
で
、
之
を
拭
き
と
る
手
際
の
如
何
に
よ
り
て
は
、
ま
っ
た
く
絵
を
ダ
イ
な
し
に
し

て
仕
舞
う
場
合
が
あ
る
、
今
は
之
を
如
何
に
す
る
か
知
ら
ね
ど
、
源
内
の
伝
授
し
た

所
に
よ
る
と
髪
の
毛
で
以
て
拭
く
と
奇
麗
に
塵
埃
を
取
り
、
決
し
て
損
害
な
ど
す
る

憂
い
が
な
い

（
11
（

」。膠
で
描
い
た
後
に
チ
ャ
ン

（
11
（

を
ひ
く
と
い
う
の
は
、
密
陀
絵
の「
油
色
」

技
法
や
ワ
ニ
ス
と
近
似
す
る
技
法
と
思
わ
れ
る
。
実
際
に
部
分
的
に
ア
ラ
ビ
ア
ゴ
ム

の
よ
う
な
樹
脂
状
の
も
の
を
塗
っ
た
作
品
は
見
ら
れ
る
。
し
か
し
色
材
と
油
を
練
り

合
わ
せ
た
油
彩
絵
具
を
使
用
し
た
絵
は
見
ら
れ
な
い
。
曙
山
を
中
心
と
す
る
秋
田
蘭

画
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
の
興
味
の
対
象
は
、
実
学
や
写
実
に
向
い
て
い
た
と
い
え

る
。

　

司
馬
江
漢
も
曙
山
と
同
じ
く
、西
洋
の
知
識
を
「
実
用
の
技
に
し
て
治
術
の
具
（
西

洋
画
壇
）」
と
考
え

（
11
（

、
遠
近
、
陰
影
、
彩
色
法
な
ど
を
踏
ま
え
て
描
い
た
。
油
彩
画

の
実
技
は
小
田
野
直
武
か
ら
受
け
継
い
だ
と
い
わ
れ
る
。
江
漢
が
秋
田
蘭
画
と
異
な

る
の
は
、
実
際
に
油
彩
絵
具
を
用
い
て
描
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
東
京
藝
術
大
学

に
は
江
漢
筆
と
伝
わ
る
三
点
の
絵
画
が
あ
る
。《
二
見
ガ
浦
図
》
、《
開
港
図
》
、《
大

井
川
》
で
、
そ
の
う
ち
《
二
見
ガ
浦
図
》
が
油
彩
と
思
わ
れ
る
【
図
（（
】。
筆
者
の

観
察
で
は
、
支
持
体
は
絹
本
で
絵
具
層
は
薄
か
っ
た
。
顔
料
に
多
め
の
乾
性
油
を
加

え
、
滑
ら
か
に
塗
り
広
げ
る
よ
う
に
描
画
し
て
い
た
。
フ
ィ
ル
ム
状
を
な
す
厚
み
の

薄
い
絵
具
層
に
は
油
彩
特
有
の
深
い
亀
裂
が
認
め
ら
れ
た
が
、
固
着
は
良
好
で
あ
っ

た
【
図
（（
、
（（
】。

　

亜
欧
堂
田
善
は
、
白
川
藩
主
松
平
定
信
の
命
を
受
け
て
、
洋
風
画
と
銅
版
画
を

熱
心
に
研
究
し
た
。
筆
者
の
観
察
に
よ
れ
ば
《
江
戸
城
辺
風
景
図
》
の
絵
具
の
固
着

材
は
膠
と
乾
性
油
の
併
用
で
あ
っ
た
。
城
壁
な
ど
凹
凸
の
あ
る
表
現
は
胡
粉
と
膠
の

厚
塗
り
で
、
人
物
、
木
、
石
垣
、
広
場
な
ど
は
膠
絵
具
で
描
画
し
た
上
に
、
部
分
的

に
油
を
塗
っ
た
と
思
わ
れ
る
【
図
（（
、
（（
】。
た
だ
、
田
善
が
後
年
に
描
い
た
と
み

ら
れ
る
《
江
戸
街
頭
風
景
図
》
は
、
全
面
が
紫
外
線
蛍
光
を
示
し
、
油
彩
絵
具
で
描

か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
【
図
（（
、
（（
】。
密
陀
絵
技
法
で
言
え
ば
、
前
者
は
「
油
色
」

技
法
、
後
者
は
「
油
画
」
技
法
に
近
い
。
田
善
の
油
彩
画
に
も
、
技
法
の
幅
が
あ
る

こ
と
が
判
る
。

❹–

1　

幕
末
洋
風
画
の
絵
具

　

幕
末
洋
風
画
の
処
方
は
文
献
に
い
く
つ
か
残
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
う
ち
二
処
方

の
固
着
材
を
紹
介
す
る
。
一
つ
は
、
高
森
観か

ん

好こ
う

、
二
つ
目
は
遠
藤
香こ

う
そ
ん村

の
処
方
で
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あ
る
。
観
好
の
『
西
洋
画
談
』
は
書
名
が
江
漢
の
も
の
と
同
じ
で
江
漢
の
師
の
前
野

良
沢
の
名
が
あ
る
こ
と
、
観
好
や
良
沢
は
画
家
で
は
な
い
が
記
述
が
具
体
的
で
、
江

漢
の
処
方
を
反
映
す
る
と
思
わ
れ
る
。
遠
藤
香
村
は
田
善
の
門
人
で
、
そ
の
処
方
を

『
絵
画
の
法
』
に
残
し
た
。
こ
れ
ら
の
処
方
に
は
樒

し
き
み

葉
や
唐
辛
子
な
ど
が
含
ま
れ
、

筆
者
の
知
る
神
社
の
修
理
用
の
密
陀
絵
技
法
と
近
似
す
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
絵
描
き
の

中
に
狩
野
派
絵
師
が
い
た
こ
と
は
、《
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
像
》
の
狩
野

派
壺
印
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
ま
た
ザ
ビ
エ
ル
の
持
つ
十
字
架
に
は
イ
エ
ズ
ス
会
の
会

章
が
書
か
れ
て
お
り
セ
ミ
ナ
リ
オ
画
派
と
の
つ
な
が
り
も
窺
え
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
絵
画
と
漆
工
技
法
と
の
接
点
は
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
に
一
度
あ
っ
た
と
考
え
て
い

る
。
後
述
す
る
が
初
期
洋
風
画
の
油
彩
技
法
が
禁
教
時
代
に
工
芸
分
野
の
み
に
、
い

わ
ゆ
る
密
陀
絵
技
法
と
し
て
残
り
、
幕
末
洋
風
画
時
代
に
工
芸
か
ら
絵
画
に
再
導
入

さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
よ
っ
て
、
資
料
と
し
て
建
造
物
彩
色
の
密

陀
絵
技
法
も
あ
わ
せ
て
示
す
【
表
（
】。

❹–

2　

幕
末
洋
風
画
家
の
固
着
材
の
再
現

　

観
好
、
香
村
に
よ
る
処
方
に
つ
い
て
は
実
際
に
何
度
も
固
着
材
を
作
っ
て
み
た

が
、
両
者
は
外
観
や
使
用
感
が
似
て
い
た
。
い
ず
れ
の
処
方
も
投
入
順
序
な
ど
を
簡

単
に
記
す
の
み
で
、
加
熱
時
間
な
ど
詳
細
が
判
ら
ず
当
初
は
試
行
錯
誤
で
あ
っ
た
。

加
熱
し
た
油
に
樒
の
青
葉
を
入
れ
た
途
端
、
油
が
危
険
な
ほ
ど
湧
き
立
っ
て
し
ま
っ

た
り
、
処
方
に
含
ま
れ
る
鉛
丹
を
入
れ
た
と
こ
ろ
油
全
体
が
真
っ
赤
に
な
っ
て
困
惑

し
た
り
と
、
初
め
の
う
ち
は
戸
惑
う
こ
と
ば
か
り
で
あ
っ
た
【
図
（（
、
（0
】。
た
だ
、

何
度
も
繰
り
返
す
う
ち
に
明
ら
か
に
な
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
例
え
ば
樒
葉
は
低
温

の
油
か
ら
入
れ
て
徐
々
に
熱
し
、
か
ら
っ
と
揚
が
っ
た
ら
取
り
出
せ
ば
安
全
で
あ

る
。
樒
に
は
毒
性
が
あ
る
と
い
う
が
独
特
の
爽
や
か
な
香
り
が
あ
り
、
実
験
で
油
に

加
え
た
と
こ
ろ
香
り
が
油
に
移
り
、
香
り
づ
け
と
防
虫
目
的
で
加
え
ら
れ
た
の
だ
ろ

う
と
感
じ
た
。
ま
た
油
に
加
え
た
鉛
丹
や
樒
葉
、
鉛
の
粉
な
ど
の
油
に
溶
け
な
い
添

加
物
は
、
灯
心
で
濾
す
と
大
部
分
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
た
。
灯
心
は
火
を
と
も

表１　幕末洋風画の処方

年代 筆者 固着剤の材料 処方 油絵に使用する顔料として記載

（（（（ 
（文化（（）年

高森観好『西洋画壇』
にみる司馬江漢の油
絵処方

荏ノ油 （ 合，唐辛子 （0 ～
（0 本，鉛白 （ 分，密陀僧
（ 匁，鉛丹 （ 匁，鉛粉 （ 匁，
滑石 （ 匁，薫陸 （ 匁，樒
葉 （0 匁

土鍋に入れた荏ノ油に唐辛子を二つに
折入れ煮る。唐辛子が黒くなったら捨
て，鉛白，密陀僧，鉛丹，鉛粉，滑石，
薫陸，樒葉を加えて煮る。煮えたら灯
心で澱みを濾し，蓋をして土中に （0
日間埋めておく。

白－鉛白（上品） 
青－プルシアンブルー，藍ロウ 
黄－キオウ（石黄） 
赤－朱，弁柄 
黒－灰墨（このほかセイシツと
　　あるが何かは不明）

（（（（ 
（文化 （（/ 
文政元）年

遠藤香村に伝授され
た亜欧堂田善の油絵
処方〔大槻 （（（（〕

荏ノ油 （ 合，唐辛子 （0 本，
鉛粉 （ 匁，密陀僧 （ 匁 （ 分，
生煙硝（硝酸カリウム）（
匁，白蝋 （ 匁 （ 分，灯心
（ 匁，樟脳 （ 匁

鍋に樟脳以外の （ 品の材料を入れ，
時々に立てて弱火にて煎じ，煮上がっ
たら樟脳を加えて濾す。

白－鉛白（上品） 
青－プルシアンブルー 
黄－石黄 
赤－朱 
黒－油煙 
褐色－代赭・弁柄 
緑－黄＋青

（（（0 年頃
関東地方の神社建造
物用密陀処方例（東
京芸術大学大学院に
おける講義メモ）

油 （（ℓ（青桐油 （：荏ノ
油 （），密陀僧小さじ （ 杯，
三千本膠 （ 本，唐辛子 （0
本，ぼろ木綿適宜

鉄鍋に青桐油と荏ノ油を入れ火にか
け，（（0 ～ （（0℃になったら三千本膠
と唐辛子 （0 本を入れる。膠がポップ
コーン状になり，唐辛子が黒くなれば
取り出す（（00℃以上にしない）。再度，
三千本膠とぼろ布を投入（取り出す時
期や投入量は不明），一昼夜煮込み，
最終段階で （（0℃まで上げ，沸騰直前
まで加熱して冷却。

白，黒
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す
だ
け
で
な
く
、
濾
過
紙
の
役
割
が
あ
る
事
も
わ
か
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
こ
と
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
鉛
丹
で
赤
く
な
っ
た
油
は
一
晩
ほ
ど
静
置
す
る
と
鉛
丹
が
下
に
沈

ん
で
油
色
が
戻
る
た
め
、
上
澄
み
を
使
用
す
れ
ば
固
着
材
と
し
て
問
題
な
い
こ
と
も

判
っ
た
。
唐
辛
子
は
、
油
へ
の
熱
の
入
り
具
合
を
知
る
目
印
に
も
な
っ
た
。
透
明
な

油
に
火
が
通
っ
た
か
否
か
は
見
た
目
で
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
赤
い
唐
辛
子
が
真
っ

黒
に
な
る
ま
で
弱
火
で
じ
っ
く
り
と
火
を
通
す
と
比
較
的
よ
い
固
着
材
に
な
っ
た

【
図
（（
、
（（
】【
表
（
】。

　

完
成
し
た
油
は
赤
黒
く
、
鉛
白
と
混
ぜ
て
絵
具
に
す
る
と
白
色
が
わ
ず
か
に
赤
み

を
帯
び
た
色
の
絵
具
に
な
る
。
し
か
し
理
由
は
不
明
だ
が
、
一
週
間
ほ
ど
経
つ
と
絵

具
の
赤
み
は
徐
々
に
薄
色
化
す
る
よ
う
に
感
じ
た
。
厚
く
塗
っ
た
部
分
に
は
、
数
か

月
後
に
黄
変
や
縮ち

り
め
ん緬

皺じ
わ

が
起
き
た
。
観
好
、
香
村
の
処
方
は
と
も
に
乾
く
ス
ピ
ー
ド

が
速
く
、
塗
布
後
数
時
間
で
固
化
す
る
ほ
ど
で
、
現
代
の
油
彩
絵
具
と
比
較
し
て
も

早
か
っ
た
。
そ
の
た
め
お
そ
ら
く
希
釈
す
る
た
め
の
揮
発
油
を
用
い
ず
に
描
く
の
は

か
な
り
難
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
現
に
北
斎
は
「
蜜
陀
の
油
は
粘
り
が
強
く
筆
が

自
在
に
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
日
が
経
つ
と
黄
ば
む
」、「
油
を
多
く
合
わ
せ
れ
ば
使

い
や
す
い
。
た
だ
し
黄
ば
み
が
出
る
」
と
記
し
た

（
11
（

。【
表
（
】
は
作
成
し
た
幕
末
洋

風
画
処
方
の
再
現
固
着
材
と
塩
基
性
炭
酸
鉛
（
日
本
の
顔
料
メ
ー
カ
ー
製
の
鉛
白
顔

料
／
シ
ル
バ
ー
ホ
ワ
イ
ト
、
以
下
鉛
白
）
や
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
（
胡
粉
、
以
下
胡
粉
）

を
煉
り
合
せ
、
キ
ャ
ン
バ
ス
に
塗
布
し
た
塗
布
サ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
鉛
白
は
白
色
と

し
て
十
分
使
用
可
能
な
絵
具
に
な
っ
た
が
、
胡
粉
と
練
っ
た
サ
ン
プ
ル
は
黄
褐
色
に

な
っ
て
白
色
を
呈
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
実
験
の
よ
う
に
胡
粉
は
色
が
沈
む
た
め
油
彩

絵
具
の
白
色
と
し
て
は
適
さ
な
い
。
白
色
に
は
鉛
白
や
胡
粉
の
ほ
か
、
現
代
で
は
亜

鉛
華
（
酸
化
亜
鉛
／
ジ
ン
ク
ホ
ワ
イ
ト
）
や
酸
化
チ
タ
ン
（
チ
タ
ニ
ウ
ム
ホ
ワ
イ
ト
）

も
使
用
さ
れ
る
が
、
亜
鉛
華
が
販
売
さ
れ
た
の
は
早
く
て
も
一
八
三
四
（
天
保
五
）

年
以
降

（
11
（

、
酸
化
チ
タ
ニ
ウ
ム
が
市
場
に
現
れ
た
の
は
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
代

後
半
か
ら
で
あ
る
。
幕
末
洋
風
画
の
時
代
ま
で
、
油
彩
絵
具
と
し
て
使
用
可
能
な
顔

料
は
鉛
白
の
み
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

❺
初
期
洋
風
画
と
幕
末
洋
風
画
の
間

　

初
期
洋
風
画
の
制
作
者
ら
は
、
固
着
材
の
特
性
を
知
り
、
描
く
対
象
に
よ
っ
て
発

色
を
調
整
し
た
り
光
沢
や
透
明
感
な
ど
を
描
き
分
け
た
と
み
ら
れ
る
。
テ
ン
ペ
ラ
に

足
す
油
分
量
を
増
減
し
て
対
象
物
を
描
き
分
け
る
こ
の
よ
う
な
技
法
は
、
テ
ン
ペ
ラ

か
ら
油
彩
画
へ
の
移
行
期
で
あ
っ
た
イ
タ
リ
ア
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
絵
画
技
法
と
一

致
し
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
布
教
に
伴
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
み

ら
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
幕
末
洋
風
画
は
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
情
報
を
も
と
に
描
か
れ
た

と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
処
方
は
荏
ノ
油
や
唐
辛
子
な
ど
を
煮
て
作
る
も

の
で
、
膠
で
描
画
し
た
上
か
ら
油
を
塗
る
技
法
も
オ
ラ
ン
ダ
の
絵
画
技
法
と
は
考
え

に
く
い
。
し
た
が
っ
て
初
期
洋
風
画
と
幕
末
洋
風
画
と
の
直
接
の
つ
な
が
り
を
見
出

す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
、
平
成
の
大
修
理
に

入
っ
た
日
光
東
照
宮
陽
明
門
の
東
西
壁
面
で
《
大
和
松
岩
笹 

巣
籠
鶴
》
と
《
岩
笹

梅
の
立
木 

錦
花
鳥
三
羽
》
の
油
彩
が
発
見
さ
れ
た
【
図
（0
、
（（
】。
東
壁
面
を
覆
っ

て
い
た
羽
目
板
が
取
り
外
さ
れ
た
の
は
二
一
八
年
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
日
光
社
寺
文
化

財
保
存
会
の
浅
尾
ら
に
よ
れ
ば

（
11
（

、
日
光
東
照
宮
は
一
六
一
七
（
元
和
三
）
年
に
創
建

さ
れ
、
一
六
三
四
（
寛
永
一
一
）
年
か
ら
一
六
三
六
（
寛
永
一
三
）
年
に
全
面
的
な

大
造
替
工
事
が
お
こ
な
わ
れ
て
正
遷
宮
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
奥
社
ほ
か
周
辺
施
設

の
整
備
が
継
続
さ
れ
、
一
六
四
三
（
寛
永
二
〇
）
年
に
完
成
、
現
在
の
境
内
景
観
の

構
成
が
出
来
上
が
っ
た
。
陽
明
門
も
こ
の
造
替
工
事
で
元
和
創
建
時
の
楼
門
が
改
め

ら
れ
、
ほ
ぼ
現
状
の
形
式
で
現
在
地
に
建
て
替
え
ら
れ
た
と
い
う
。
陽
明
門
の
壁
画

に
関
す
る
具
体
的
修
理
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
は
乏
し
い
が
、
境
内
の
中
で
も

重
要
な
建
築
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
塗
装
な
ど
の
更
新
が
絶
え
ず
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
現
れ
た
絵
は
一
六
九
〇
（
元
禄
三
）
年
か
ら
一
七
五
三
（
宝
暦
三
）
ご
ろ
の
間

に
膠
彩
色
か
ら
「
桐
油
絵
」
に
描
き
な
お
さ
れ
た
も
の
で
、
一
七
五
三
（
宝
暦
三
）

年
か
ら
一
七
六
四
（
明
和
元
）
年
頃
に
《
牡
丹
唐
草
》
の
「
桐
油
絵
」
を
「
唐
油
蒔
絵
」
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と
呼
ば
れ
る
技
法
で
描
き
な
お
し
た
も
の
で
下
絵
は
狩
野
祐
清
に
よ
る

（
1（
（

。
上
か
ら
被

せ
た
羽
目
板
は
、
寛
政
の
修
理
中
の
一
七
八
六
（
天
明
六
）
年
に
取
り
付
け
ら
れ
た

も
の
で
、《
牡
丹
立
木
》
の
浮
彫
り
に
着
彩
さ
れ
て
い
る
。
羽
目
板
下
の
絵
の
調
査

を
行
っ
た
北
野
ら
のpy-GC/M

S

（
熱
分
解
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
装

置
）
に
よ
る
絵
具
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
一
七
五
三
（
宝
暦
三
）
年
の
固
着
材
に
は
乾

性
油
の
み
、そ
の
上
に
塗
り
重
ね
ら
れ
た
一
七
六
四
（
明
和
元
）
年
と
一
七
七
九
（
安

永
八
）
年
と
思
わ
れ
る
試
料
で
は
、
乾
性
油
と
漆
の
組
み
合
わ
せ
や
乾
性
油
と
膠
の

組
み
合
わ
せ
、
乾
性
油
と
膠
と
松
脂
の
組
み
合
わ
せ
が
確
認
さ
れ
、
変
遷
が
あ
る
こ

と
な
ど
が
判
明
し
た

（
11
（

。
筆
者
は
、
こ
の
陽
明
門
東
西
壁
面
に
描
か
れ
た
油
彩
の
修
復

に
参
加
し
た
が
、
筆
者
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
松
の
緑
は
現
代
の
油
彩
絵
具
に
使
用
さ

れ
る
よ
り
も
粒
径
の
大
き
な
顔
料
が
用
い
ら
れ
、
乾
性
油
の
影
響
で
ほ
ぼ
黒
く
見
え

る
ほ
ど
変
色
し
、
金
箔
の
上
に
厚
塗
り
さ
れ
た
部
分
を
中
心
に
漆
の
下
地
か
ら
の
多

数
の
浮
き
上
が
り
が
み
ら
れ
た
。
油
彩
絵
具
は
下
地
に
適
度
な
吸
収
性
が
あ
る
ほ
ど

固
着
が
良
い
。金
箔
の
上
や
滑
ら
か
な
漆
の
上
に
は
油
彩
絵
具
が
乗
り
に
く
い
う
え
、

厚
塗
り
で
は
固
着
力
に
無
理
が
あ
っ
た
と
み
え
る
。
し
か
し
鉛
白
を
用
い
た
白
色
部

は
、
細
か
な
亀
裂
が
見
ら
れ
た
も
の
の
固
着
は
良
好
で
、
鉛
白
と
乾
性
油
の
相
性
の

良
さ
を
改
め
て
感
じ
た
。
な
お
日
光
で
は
「
桐
油
絵
」
は
元
禄
の
頃
か
ら
と
伝
え
ら

れ
、
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
詳
し
い
こ
と
が
判
っ
て
い
な
い
そ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
油

彩
空
白
期
の
こ
の
時
期
に
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
壁
画
が
あ
る
の
か
。
こ
の
こ
と
が

気
に
な
り
、
修
復
完
了
後
も
調
査
を
続
け
て
い
た
と
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
江
戸
小
日
向

の
キ
リ
シ
タ
ン
屋
敷
を
研
究
し
た
高
木
の
本
の
中
で
、
一
六
三
四
～
一
六
三
六
（
寛

永
一
一
～
寛
永
一
三
）
年
に
日
光
東
照
宮
の
絵
師
を
務
め
た
和
歌
山
藩
御
用
絵
師
、

狩
野
彌
右
衛
門
興
甫
と
息
子
興
益
が
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
驚
い
た
。

彼
ら
は
陽
明
門
の
仕
事
の
後
、
島
原
の
乱
の
後
に
江
戸
送
り
に
な
り
、
一
六
四
三
～

一
六
四
五
（
寛
永
二
〇
～
正
保
二
）
年
ま
で
江
戸
の
キ
リ
シ
タ
ン
屋
敷
に
幽
閉
さ
れ

た
。
よ
っ
て
彼
ら
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ
た
狩
野
派
絵
師
と
セ
ミ
ナ
リ
オ
画
派
の
絵
師

と
の
技
術
の
交
流
も
気
に
か
か
る
と
こ
ろ
で
現
在
も
調
査
を
続
け
て
い
る
。

　

こ
れ
を
全
国
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
会
の
神
山
氏
に
伝
え
た
と
こ
ろ
驚
い
て
お

ら
れ
、
そ
の
後
の
彼
女
の
調
べ
で
興
甫
、
興
益
は
狩
野
道
味
と
同
じ
く
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
会
に
所
属
す
る
信
徒
で
あ
っ
た
こ
と
、
彼
ら
が
会
の
中
で
も
か
な
り
中
枢
の
立
場

に
あ
っ
た
こ
と
が
判
っ
た

（
11
（

。

　

い
っ
ぽ
う
陽
明
門
で
は
、「
桐
油
絵
」
や
「
唐
油
蒔
絵
」
な
ど
漆
と
油
彩
の
併
用

が
見
ら
れ
る
が
、「
桐
油
絵
」
の
「
桐
油
」
の
語
で
想
起
さ
れ
る
の
は
中
国
唯
一
の

漆
芸
専
門
書
と
し
て
漆
工
家
黄
成
が
明
時
代
隆
慶
年
間
（
一
五
六
七
～
一
五
七
二
）

に
著
し
、
明
時
代
天
啓
年
間
（
一
六
二
〇
～
一
六
二
七
）
に
嘉
興
の
漆
工
家
揚
明

が
註
釈
と
序
文
を
加
え
た
『
髤

き
ゅ
う

飾し
ょ
く
ろ
く

録
』
で
あ
る
。
中
国
に
原
本
は
現
存
し
な
い
が
、

本
草
家
の
木
村
蒹け

ん
葭か

堂ど
う 

（
一
七
三
六
～
一
八
〇
二
）
抄
本
が
東
京
国
立
博
物
館
に
収

め
ら
れ
て
い
る

（
11
（

。
髤
飾
と
は
漆
を
塗
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
本
の
「
油
飾
」
の
項

に
は
「
即
桐
油
調
色
也
各
色
鮮
明
復
髤
飾
中
之
一
奇
也
然
不
宜
黒
」
つ
ま
り
、
桐
油

で
描
く
と
色
が
鮮
や
か
で
、黒
く
な
り
に
く
い
と
あ
る

（
11
（

。「
桐
油
絵
」
と
「
唐
油
蒔
絵
」

は
音
を
漢
字
に
当
て
た
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
日
光
社
寺
文
化
財
保
存
会
の
浅
尾
、
佐

藤
の
報
告
に
よ
れ
ば
一
七
四
五
（
延
享
二
）
年
に
境
内
全
般
の
定
期
修
理
が
お
こ
な

わ
れ
た
が
陽
明
門
の
修
理
の
詳
細
は
不
明
で
、「
桐
油
絵
」
で
描
か
れ
た
大
羽
目
の

修
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
ま
で
は
判
る
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
一
七
五
三
（
宝
暦
三
）
年

の
結
構
書
の
記
録
に
、
側
面
大
羽
目
の
旧
「
桐
油
絵
」
を
現
存
す
る
「
唐
油
蒔
絵
に

改
め
た
」
と
あ
る
。
前
記
両
氏
ら
は
修
理
者
の
感
触
と
し
て
「
唐
油
蒔
絵
」
が
桐
油

よ
り
亜
麻
仁
油
に
近
い
こ
と
か
ら
、
輸
入
さ
れ
た
油
の
可
能
性
を
挙
げ
て
い
る

（
11
（

。
今

後
は
材
料
の
輸
入
状
況
に
つ
い
て
も
視
野
に
入
れ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
こ
れ
ま
で
油
彩
と
漆
工
と
は
別
々
に
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、初
期
洋
風
画
の《
萬

国
絵
図
屏
風
》
の
固
着
材
に
乾
性
油
と
漆
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
幕
末
洋
風
画
の

処
方
が
密
陀
絵
の
技
法
と
極
め
て
似
て
い
る
こ
と
、
漆
工
技
法
の
油
色
と
思
わ
れ
る

技
法
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
双
方
の
分
野
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
る
。
初

期
洋
風
画
と
幕
末
洋
風
画
を
つ
な
ぐ
空
白
期
に
、
特
に
建
築
彩
色
の
漆
工
芸
の
中
に

乾
性
油
の
技
法
が
様
々
に
表
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絵
画
技
法
と
共
に
中
国
、
ア
ジ
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ア
の
漆
工
技
法
と
の
か
か
わ
り
な
ど
も
検
討
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
と
め

　

日
本
に
お
け
る
油
彩
の
材
料
と
技
法
に
つ
い
て
、
文
献
と
実
際
の
作
例
か
ら
た

ど
っ
て
み
た
。
七
、
八
世
紀
に
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
っ
て
伝
来
し
た
仏
教
と
と
も

に
乾
性
油
を
使
用
し
た
描
画
技
法
の
漆
工
作
品
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
し
か
し
あ
く
ま

で
も
漆
工
の
一
種
と
し
て
の
認
識
で
絵
画
に
は
発
展
し
て
い
な
い
。

　

そ
の
後
、
一
六
か
ら
一
七
世
紀
に
西
洋
人
が
渡
来
し
、
宗
教
画
と
し
て
初
期
洋
風

画
が
描
か
れ
た
。
初
期
洋
風
画
に
は
油
彩
画
や
半
油
性
の
技
術
が
見
ら
れ
る
が
、
そ

れ
は
イ
タ
リ
ア
人
指
導
者
に
よ
る
組
織
的
な
美
術
教
育
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

描
画
対
象
に
よ
っ
て
光
沢
や
透
明
感
を
変
え
る
た
め
に
油
分
で
調
整
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。彼
ら
セ
ミ
ナ
リ
オ
で
学
ん
だ
画
家
た
ち
の
描
画
技
術
は
高
く
、そ
の
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
の
影
響
を
受
け
た
技
法
も
国
内
に
確
実
に
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
。
イ
エ
ズ
ス

会
の
会
章
の
あ
る
《
聖
ザ
ビ
エ
ル
像
》
に
は
狩
野
派
の
壺
印
が
捺
さ
れ
テ
ン
ペ
ラ
と

み
ら
れ
る
絵
具
が
使
用
さ
れ
る
。
狩
野
内
膳
に
代
表
さ
れ
る
南
蛮
屏
風
に
は
膠
画
で

あ
り
な
が
ら
も
胡
粉
に
よ
る
盛
り
上
げ
や
金
箔
下
の
赤
色
下
地
な
ど
、
そ
れ
ま
で
の

日
本
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
技
法
が
現
れ
た
。
し
か
し
禁
教
と
そ
れ
に
つ
づ
く
鎖
国

で
そ
れ
ら
の
技
法
も
下
火
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

い
っ
ぽ
う
近
年
発
見
さ
れ
た
日
光
東
照
宮
陽
明
門
の
壁
面
の
羽
目
板
下
の
壁
画

は
、
漆
地
に
乾
性
油
で
描
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
東
照
宮
で
は

な
ぜ
、
い
つ
か
ら
乾
性
油
が
使
用
さ
れ
た
か
な
ど
謎
が
多
い
が
、
狩
野
派
絵
師
や
と

漆
工
と
の
つ
な
が
り
が
見
え
隠
れ
す
る
。
初
期
洋
風
画
と
幕
末
洋
風
画
を
つ
な
ぐ
空

白
時
期
に
、
漆
工
分
野
に
乾
性
油
に
よ
る
描
画
技
法
が
現
れ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す

る
だ
ろ
う
。
幕
末
の
画
家
は
、
西
洋
の
実
学
的
観
念
を
国
内
で
再
現
す
る
た
め
蘭
通

詞
や
本
草
学
者
の
力
を
借
り
な
が
ら
試
行
錯
誤
し
、
身
近
な
知
識
を
取
り
入
れ
な
が

ら
制
作
し
た
。
彼
ら
の
処
方
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
油
彩
画
処
方
に
あ
る
は
ず
の
な
い

（
（
）　

ペ
ダ
ニ
ア
ス
・
デ
ィ
オ
ス
コ
リ
デ
ス
。
酒
井
シ
ヅ
「
医
史
学
名
著
解
デ
ィ
オ
ス
コ
リ
デ
ス
の

『
薬
物
誌
』」、『
医
学
図
書
館
（（
』、
一
九
八
四
、
二
〇
九
～
二
一
〇
頁
。

（
（
）　

中
野
定
雄
他
訳
『
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
博
物
誌
（
』、
雄
山
閣
出
版
、一
九
九
二
、一
四
一
六
頁
〔
第

（（
巻
（（
・
（（
［
（（
～
（（
］〕
他
に
も
「
紫
の
艶
を
出
そ
う
と
思
え
ば
青
で
下
塗
り
を
し
、
そ
の

上
に
深
紫
絵
具
に
卵
を
混
ぜ
て
塗
る
」
と
も
記
す
。

（
（
）　

ガ
イ
ウ
ス
・
プ
リ
ニ
ウ
ス
・
セ
ク
ン
ド
ゥ
ス
。
中
野　

定
雄
他
訳
『
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
博
物
誌

（
』、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
二
、一
四
二
七
頁
〔
第
（（
巻
（（
［
（（-

（（
］〕
に
は
「
そ
れ
は
た

い
へ
ん
薄
い
の
で
、
そ
の
反
射
が
す
べ
て
の
絵
画
の
輝
き
を
引
き
立
て
、
そ
れ
を
埃
や
汚
れ

か
ら
守
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
近
寄
っ
て
み
る
人
に
し
か
見
え
な
か
っ
た
。
だ
が
ま
た
光
に
つ

い
て
は
十
分
な
考
慮
が
払
わ
れ
て
い
た
の
で
、
人
々
が
そ
れ
を
見
る
と
き
、
あ
た
か
も
白
雲

母
を
透
か
し
て
で
も
見
る
か
の
よ
う
に
、
絵
具
の
輝
き
が
目
に
不
快
で
な
い
よ
う
、
そ
し
て

そ
の
同
じ
工
夫
が
、
遠
く
か
ら
は
見
え
な
い
の
だ
が
、
余
り
ギ
ラ
ギ
ラ
す
る
絵
具
に
薄
暗
さ

が
与
え
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
」。

（
（
）　R. J. Gettens, G. L. Stout, 

森
田
恒
之
訳
『
絵
画
材
料
事
典
』、
美
術
出
版
社
、
一
九
七
三
、

　

四
三
頁
。

註 唐
辛
子
や
樟
脳
、
樒
の
葉
な
ど
が
含
ま
れ
、
膠
画
に
油
や
樹
脂
を
塗
っ
て
光
沢
を
出

す
な
ど
、
漆
工
技
法
と
の
共
通
性
が
多
く
み
ら
れ
る
。
い
っ
た
ん
途
絶
え
た
か
に
見

え
る
初
期
洋
風
画
の
技
法
が
漆
工
分
野
に
伝
わ
り
変
化
し
、
幕
末
期
の
洋
風
画
家
ら

の
あ
い
だ
に
再
導
入
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

初
期
洋
風
画
時
代
、
幕
末
洋
風
画
時
代
な
ど
、
描
画
技
法
や
材
料
に
は
そ
れ
ぞ
れ

の
時
代
の
社
会
背
景
の
影
響
が
色
濃
く
表
れ
る
。
一
見
繋
が
り
が
な
く
見
え
る
そ
れ

ぞ
れ
の
時
代
の
技
法
で
あ
る
が
、
油
彩
の
空
白
期
を
つ
な
い
だ
の
は
漆
工
の
役
割
が

大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

　

日
本
の
油
彩
画
は
西
洋
画
と
も
呼
ば
れ
、
い
ま
だ
に
伝
統
技
法
と
し
て
は
認
識
さ

れ
に
く
い
。
し
か
し
文
献
史
料
や
現
存
作
品
か
ら
は
、
画
家
ら
が
時
代
ご
と
に
油
を

使
い
こ
な
す
た
め
の
努
力
を
続
け
て
き
た
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
油
彩
画
＝

西
洋
画
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
乾
性
油
と
い
う
素
材
と
日
本
人
と
が
ど
の
よ
う
に
向

か
い
合
っ
て
き
た
の
か
に
焦
点
を
当
て
、
今
後
も
研
究
を
続
け
た
い
と
考
え
る
。
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（
（
）　

エ
ン
カ
ウ
ス
テ
ィ
ッ
ク
：
熱
し
て
融
解
し
た
蝋
と
顔
料
を
混
合
し
た
も
の
を
絵
具
と
し
て
描

く
。
蠟
画
。
主
に
蜜
蝋
が
使
わ
れ
る
。
古
代
で
は
、
絵
画
技
術
目
的
の
た
め
に
蜜
蝋
の
融
点
を

高
く
し
た
、
ポ
エ
ニ
蝋
（
カ
ル
タ
ゴ
蝋
）
が
有
名
だ
っ
た
。
ク
ル
ト
・
ヴ
ェ
ー
ル
テ
著
、
佐

藤
一
郎
監
修
、
戸
川
英
夫
他
訳
『
絵
画
技
術
全
書
』、
一
九
九
三
、
四
九
七
～
四
九
八
頁
。

（
（
）　

森
田
、
一
九
七
三
、
七
八
頁
。

（
（
）　

谷
口
陽
子
「
油
彩
画
の
起
源
と
展
開
に
つ
い
て
」、『
工
房
の
実
践
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
問
う
』、

大
阪
大
谷
大
学
文
化
財
学
科
、
二
〇
一
三
、
一
一
五
～
一
四
一
頁
。

（
（
）　

マ
ッ
ク
ス
・
デ
ル
ナ
ー
、
佐
藤
一
郎
訳
『
絵
画
技
術
体
系
』、
美
術
出
版
社
、
一
九
九
三
、

　
　

四
五
五
頁
。

（
（
）　

前
掲
マ
ッ
ク
ス
・
デ
ル
ナ
ー
、
一
九
九
三
、
四
五
五
頁
。
た
だ
し
、
テ
オ
フ
ィ
ル
ス
、
マ
ッ

パ
エ
・
ク
ラ
ヴ
ィ
ク
ラ
と
の
類
似
も
多
く
、
成
立
は
一
二
～
一
三
世
紀
と
思
わ
れ
る
。

（
（0
）　

谷
口
、
二
〇
一
三
、
一
一
五
頁
。

（
（（
）　

前
掲
マ
ッ
ク
ス
・
デ
ル
ナ
ー
、
一
九
九
三
、
四
五
五
頁
。

（
（（
）　

森
田
恒
之
「
マ
イ
エ
ル
ヌ
手
記
覚
書
」、『
別
冊
み
づ
ゑ　

冬
』、
一
九
七
〇
、
九
九
頁
。

（
（（
）　

一
世
紀
の
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
、
カ
ン
バ
ス
画
を
描
い
た
画
家
に
大
き
な
名
誉
が
与
え
ら
れ
た

と
述
べ
る
。
ま
た
カ
ン
バ
ス
画
の
利
点
は
フ
レ
ス
コ
画
の
よ
う
に
財
産
や
家
を
持
っ
て
い
る

人
だ
け
の
も
の
で
な
く
、
火
災
時
に
持
ち
出
せ
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
ほ
か
皇
帝
ネ
ロ
が
自

ら
の
肖
像
を
一
二
〇
フ
ィ
ー
ト
の
巨
大
な
リ
ン
ネ
ル
に
描
か
せ
た
が
、
完
成
し
た
絵
が
マ
イ

ウ
ス
公
園
に
掲
げ
ら
れ
た
際
に
雷
に
打
た
れ
、
公
園
の
一
番
良
い
部
分
も
ろ
と
も
焼
け
て
し

ま
っ
た
と
記
録
し
て
い
る
。
中
野
定
雄
他
訳
『
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
博
物
誌
』、
雄
山
閣
出
版
、

一
九
九
二
、
一
四
一
八
頁
。

（
（（
）　

前
掲
マ
ッ
ク
ス
・
デ
ル
ナ
ー
、
一
九
九
三
、
四
五
五
頁
。

（
（（
）　

厳
格
な
描
画
手
順
を
ド
イ
ツ
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
デ
ル
ナ
ー
は
肌
身
絵
画
術
（Fleichm

al
erei

）
と
呼
ん
で
い
る
。
聖
像
画
な
ど
に
見
ら
れ
る
人
物
表
現
の
衣
服
で
覆
わ
れ
て
い
な
い
顔

面
や
手
足
の
皮
膚
の
部
分
を
、
肌
身
と
呼
び
、
一
定
の
規
範
に
よ
っ
て
描
く
方
法
を
肌
身
絵

画
術
と
す
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
デ
ル
ナ
ー
、
一
九
九
三
、
四
五
五
頁
。

（
（（
）　

石
鹸
は
乳
化
材
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
工
芸
分
野
で
使
用
さ
れ
る
。
乳

濁
液
が
混
ざ
り
に
く
い
と
き
に
石
鹸
を
入
れ
る
と
滑
ら
か
に
描
く
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
。
し
か
し
多
く
の
石
鹸
が
強
ア
ル
カ
リ
性
の
た
め
絵
具
が
暗
色
化
し
や
す
く
剥
落
も
起

き
や
す
い
こ
と
か
ら
、
絵
画
作
品
で
は
め
っ
た
に
使
わ
れ
な
い
。
マ
ッ
ク
ス
・
デ
ル
ナ
ー
、

一
九
九
三
、
三
一
六
、
三
一
七
頁
。

（
（（
）　

前
掲
マ
ッ
ク
ス
・
デ
ル
ナ
ー
、
一
九
九
三
、四
五
五
頁
。
上
田
恒
夫
、
寺
田
栄
次
郎
、「
デ
ィ

オ
ニ
シ
オ
ス
の
『
エ
ル
ミ
ニ
ア
』
―
技
法
編
の
翻
訳
―
」、『
金
沢
美
術
工
芸
大
学
紀
要
』、

一
九
九
五
、
八
三
～
一
〇
八
頁
。

（
（（
）　

上
田
恒
夫
、
寺
田
栄
次
郎
、
一
九
九
五
、
八
五
頁
。

（
（（
）　

荒
川
浩
和
『
南
蛮
漆
芸
』、
美
術
出
版
社
、
一
九
七
一
、
一
三
九
頁
。

（
（0
）　

西
村
貞
『
南
蛮
美
術
』、
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
一
九
五
八
、
一
一
〇
頁
。

（
（（
）　

歌
田
眞
介
、
渡
辺
一
郎
「
作
者
不
詳
《
長
崎
奉
行
所
旧
蔵
キ
リ
シ
タ
ン
遺
物
三
聖
人
図
》
原

画
、
模
写
修
復
報
告
」、『
創
形
美
術
学
校
修
復
研
究
所
報
告
（
』、
創
形
美
術
学
校
修
復
研
究

所
（
現
修
復
研
究
所
（（
）、
一
九
八
八
・
八
九
、四
～
二
〇
頁
。

（
（（
）　

神
庭
信
幸
「
長
崎
奉
行
所
旧
蔵
キ
リ
シ
タ
ン
遺
物
《
人
物
像
》
の
材
料
と
技
術
」、『
創

形
美
術
学
校
修
復
研
究
所
報
告
（0
』、
創
形
美
術
学
校
修
復
研
究
所
（
現
修
復
研
究
所
（（
）、

一
九
九
二
、
五
～
一
二
頁
。

（
（（
）　

北
村
芳
郎
編
、『
南
蛮
文
化
館
』、
南
蛮
文
化
館
、
二
〇
〇
九
、
五
六
頁
。

（
（（
）　

縦
糸
、
緯
糸
と
も
に
（
㎝
当
た
り
（（
本
の
亜
麻
と
思
わ
れ
る
平
織
り
の
画
布
に
描
か
れ
て
い

た
。
現
代
の
キ
ャ
ン
バ
ス
の
場
合
、
中
目
で
（
㎝
当
た
り
（（
本
前
後
。

（
（（
）　

浅
野
ひ
と
み
、
武
田
恵
理
、
‘A Study on a Plaquette of M

adonna of Loreto

’、『
純

心
人
文
研
究 

（（
』、
長
崎
純
心
大
学
、
二
〇
一
二
、
一
一
三
～
一
三
六
頁
。

（
（（
）　

高
見
沢
忠
雄
、
坂
本
満
「
対
談　

南
蛮
屏
風
蒐
集
の
逸
話
」「
南
蛮
屏
風
（（（
」、『
日
本
の
美

術
（
』、
至
文
堂
、
一
九
七
七
、
九
六
～
九
七
頁
。

（
（（
）　

坂
本
満
「
南
蛮
屏
風
（（（
」、『
日
本
の
美
術
（
』、
至
文
堂
、
一
九
七
七
、一
七
頁
。

（
（（
）　

荒
川
浩
和
編
著
『
南
蛮
漆
器
』、
美
術
出
版
社
、
一
九
七
一
、一
二
四
頁
。 

た
だ
し
リ
ス
ボ

ン
の
古
美
術
館
が
蔵
す
る
南
蛮
屏
風
の
（
作
品
は
、
⒈
狩
野
道
味
作
品
は
大
阪
に
近
い
大
名

家
か
ら
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
代
に
高
見
沢
忠
雄
が
入
手
し
当
時
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
大
使
コ
ス

タ
・
カ
ル
ネ
イ
ロ
に
贈
っ
た
も
の
、
⒉
内
膳
作
品
は
、
リ
ス
ボ
ン
の
古
美
術
館
が
一
九
五
四

（
昭
和
二
九
）
年
に
入
手
し
た
も
の
、
⒊
一
九
七
四
（
昭
和
（（
）
年
に
古
美
術
館
が
ロ
ン
ド
ン

で
入
手
し
た
も
の
で
あ
る
。M

aria H
elena M

endes Pinto, Biom
bos N

am
ban, M

useu 
N

acional de A
rte A

ntiga, （（（（, pp. （（, （（, （（.

（
（（
）　

早
川
泰
弘
、
城
野
誠
治
「
泰
西
王
侯
騎
馬
図
屏
風
の
彩
色
材
料
調
査
」、『
泰
西
王
侯
騎
馬
図

屏
風　

光
学
調
査
報
告
書
』、
二
〇
一
五
、
一
一
七
頁
。

（
（0
）　

坂
本
満
「
南
蛮
美
術
」、『
原
色　

日
本
の
美
術
（0　

南
蛮
美
術
と
洋
風
画
』、
小
学
館
、 

一
九
七
〇
、一
八
〇
～
一
八
一
頁
。

（
（（
）　

歌
田
眞
介
、
渡
辺
一
郎
「
作
者
不
詳
《
長
崎
奉
行
所
旧
蔵
キ
リ
シ
タ
ン
遺
物
三
聖
人
図
》
原

画
、
模
写
修
復
報
告
」、『
創
形
美
術
学
校
修
復
報
告
（
』
、
創
形
美
術
学
校
修
復
研
究
所
（
現

修
復
研
究
所
（（
）、
一
九
八
八
・
八
九
、
四
～
二
〇
頁
。

（
（（
）　A

RSI, Goa （（. （（（v.

イ
エ
ズ
ス
会
文
書
館
。

（
（（
）　

坂
本
満
「
Ⅲ
キ
リ
シ
タ
ン
美
術
と
九
州
」、『
九
州
文
化
論
集
（　

九
州
の
絵
画
と
陶
芸
』、

平
凡
社
、
一
九
七
五
、
二
〇
三
～
二
〇
四
頁
。

（
（（
）　

坂
本
満
「
補
論　

マ
リ
ア
十
五
玄
義
図
の
図
像
に
つ
い
て
」、『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究

紀
要
』、
一
九
九
八
、
二
〇
〇
、
二
〇
一
頁
。

（
（（
）　
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Oil Painting Techniques and Materials in Early Modern Japan

TAKEDA Eri

The transition of the oil painting technique before modern times, which has rarely been discussed, was 

studied using bibliographical studies and related paintings. Oil paintings on the Urushi (Japanese lacquer) 

artifacts were made in the 7th and 8th centuries. However, this has not become an established practice in Japan. 

Subsequently, when Westerners arrived in around 1600 AD, early Western paintings were executed as 

Christian paintings. An educational system in Seminario, a place where Italian instructors taught Japanese 

students, promoted the creation of early Western paintings using half-mixed (i.e., with egg) drying oils as a 

medium. The students’ paintings, in turn, influenced Japanese craftwork and painting techniques.

The Kano school’s seal and the Jesuit mark are observed in the portrait of St. Xavier, the first Jesuit to have 

set foot in Japan. It was also observed that it partially used mixed oil medium. Animal glue was the medium 

used in Early European screen paintings by Kano Naizen. In addition, modeling paint using shell lime (Gofun) 

and red underpaint beneath the gold leaves were newly introduced techniques. Unfortunately, such techniques 

did not spread wide enough due to the ban on Catholicism and restrictions on trade with foreign countries 

(Sakoku). The painting, which was recently found under a wooden panel of the Yomeimon gate in the Nikko-

Toshogu shrine, had an Urushi-coated panel overcoated with a drying oil. Western painting techniques, between 

1600 AD and the late 19th century, are presumed to be rare in Japan. However, these findings in the Urushi 

lacquerware and architectural paintings suggest an association between the Urushi lacquer technique and the 

oil painting technique. The Japanese painters in the late Edo period tried to reproduce the Western technique 

with the help of interpreters and scholars. The use of Prussian blue by Gennai Hiraga and the painters of the 

Akita-ranga school indicates a connection to the Western world. However, the recipes for oil media contained 

additives such as red pepper, camphor, and leaves of Shikimi (Illicium anisatum), that were unfamiliar with 

the Western techniques. It is also remarkable that the technique of coating oil or resin over glue paintings is 

common in Urushi lacquerware. This article outlines the possibility that the architectural Urushi technique 

might connect the oil painting technique from the early to the late Edo period.

Key words: Early Western-style paintings, Late Edo period Western-style paintings, painting materials, Namban 

art, oil paintings, tempera paintings



図 1　「三聖人図（原画）」
江戸時代　亜麻布／油彩
東京国立博物館蔵（旧長崎奉行所宗門蔵保管）
Image: TNM Image Archives

図 3　「悲しみの聖母」
江戸時代　亜麻布／油彩　南蛮文化館蔵

図 2　「人物像」
江戸時代　亜麻布／油性テンペラ　　　
東京国立博物館蔵（旧長崎奉行所宗門蔵保管）
Image: TNM Image Archives

図 4　「ロレートの聖母」　
江戸時代　錫・鉛合金　鋳造／油彩　個人蔵

図 5　「三聖人図（模写）」
江戸時代　綿布／油彩　東京国立博物館蔵

（旧長崎奉行所宗門蔵保管）
Image: TNM Image Archives



図 7　狩野道味「南蛮屏風」（部分）　
江戸時代　紙本著色　胡粉を盛り上げてから金箔を
貼るギルディングの技法が見られる。
国立古美術館蔵（リスボン，ポルトガル）

© Each image must have a credit line, mentioning the museum/palace or department from which it comes, title and author, 
the photographer’s name and Direção-Geral do Património Cultural / Arquivo de Documentação Fotográfica (DGPC/ADF)

図 8　「救世主像」
江戸時代　銅板／油彩　東京大学蔵

図 9　「救世主像」（裏面　部分）
“Sacam. İacobus” とある。
東京大学蔵

図 10　「聖フランシスコ・ザビエル像」
江戸時代　紙／油を含む混合技法　
神戸市立博物館蔵

図 6　狩野内膳「南蛮屏風」（部分）
江戸時代　紙本著色　国立古美術館蔵　

（リスボン，ポルトガル）



図 11　「原田家本『マリア十五玄義図』」
江戸時代　紙／油を含む混合技法　
京都大学蔵，「京都大学研究資源アーカイブ」提供

図 12，13　「泰西王侯図」　
江戸時代　紙／油を含む混合技法　
群馬県満福寺蔵

図 14　「西洋女性図」
江戸時代　紙／油を含む混合技法　
堺市博物館蔵

図 15 「西洋女性図」　
髪飾りの盛り上げ表現（斜光線を当てて凹凸を際立たせた）
堺市博物館蔵



図 19　「原田家本『マリア十五玄義図』」
画面中央部の文字（撮影倍率 7.6）油を使用した絵具の特徴である亀裂
や気泡が見られる。京都大学蔵，「京都大学研究資源アーカイブ」提供

図 16　「西洋女性図」（部分）
通常光による写真　紙／テンペラ，油彩　
南蛮文化館蔵

図 17　「西洋女性図」（部分）（上からの斜光線写真）
ベールの部分に茶褐色で透明感のある油か樹脂
のようなものが塗られている。画面のテクスチュ
アも周辺とは異なる。
南蛮文化館蔵

図 18　「西洋女性図」（部分　外線蛍光写真）
透明感のあるベールの部分が強く蛍光している。また襟元と顔の肌
では，肌の方が強く蛍光しており，油分が多いことがうかがえる。
南蛮文化館蔵



図 20　伝 平賀源内「西洋婦人図」　
江戸時代　画布／油彩　神戸市立博物館蔵

図 21　佐竹曙山「燕子花にナイフ図」
江戸時代　紙本著色　葉や萼の緑は，白緑とプルシャ
ンブルーと黄色の彩色材料。裏彩色にもプルシャン
ブルーが使用されている。秋田市立千秋美術館蔵　

図 22　司馬江漢「二見ガ浦図」　
江戸時代（寛政後期）　絹布／油彩　東京藝術大学蔵

図 23　司馬江漢「二見ガ浦図」（絵具表面拡大）
　　　　東京藝術大学蔵

図 24　司馬江漢「二見ガ浦図」（署名拡大）
　　　　東京藝術大学蔵



図 25　亜欧堂田善「江戸城辺風景図」　
江戸時代（寛政後期―文化年間）　絹布／膠，部分的に油塗　東京藝術大学蔵

図 26　亜欧堂田善「江戸城辺風景図」（部分　紫外線蛍光写真）
手前の二人の後ろ向きの男性や奥に点在する人物，木の幹周辺に油
染みの形の蛍光がみられる。部分的に油絵具を使用したか，上から
塗ったとみられ，完全な油絵になってはいない。東京藝術大学蔵

図 27　亜欧堂田善「江戸街頭風景図」　
江戸時代後期　絹布／油彩　
東京藝術大学蔵

図 28　亜欧堂田善「江戸街頭風景図」（紫外線蛍光写真）
「江戸城辺風景図」と異なり，油彩で全面を仕上げた
と思われる蛍光を示している。東京藝術大学蔵



図 30　 木綿布に灯心を広げ，絞ると油以外の大きな不
純物を取り除くことができる。
東洋美術学校学生実習風景

図 31　完成した高森観好の処方の固着剤
　　　　（司馬江漢の処方に近似すると考

えられる）

図 32　完成した遠藤香村の処方の固着剤
（亜欧堂田善の処方に近似すると考
えられる）

図 29　高森観好の固着剤処方の再現
（司馬江漢の処方に近似すると考えられる）
作成中の鍋の中は鉛丹で真っ赤になる。
東洋美術学校学生実習風景

図 33　日光東照宮陽明門西壁面壁画「大和松岩笹　巣籠鶴」
2013 年に日光陽明門西壁の羽目板下から発見された。漆
の下地に油絵で描かれている。
日光東照宮提供

図 34　日光東照宮東壁面壁画「岩笹梅の立木　
錦花鳥三羽」

　　　　日光東照宮提供



表 2　幕末洋風画の処方による絵具の塗布サンプル　
東洋美術学校学生制作

鉛白　厚塗→薄塗 炭酸カルシウム　厚塗→薄塗

高森親好による
処方

（司馬江漢）

遠藤香村による
処方

（亜欧堂田善）

亜麻仁油

卵黄




