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は
じ
め
に

キ
ー
ワ
ー
ド

江
戸
琳
派
の
工
芸

江
戸
後
期
の
画
家
、
酒
井
抱
一

江
都
四
時
勝
景
図

（
一
七
六
―
ー

一
八
二
八
）
に
つ
い
て
は

伏
見
屋

四
五
）

の
様
相
を
示
す
具
体
的
な
作
品
や
資
料
に
つ
い
て
は
、
大
和
文
華
館
や
ボ
ス
ト

ン
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
下
絵
帖
や
、
印
籠
、
櫛
な
ど
の
小
品
、
茶
箱
な
ど
若

千
の
蒔
絵
作
品
が
知
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
抱

一
の
絵
画

制
作
の
余
技
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
れ
ま
で
抱

一
研
究
に
お
い
て

酒
井
抱

原
羊
遊
斎

蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆

森
川
佳
続

狩
野
索
川

勘
定
所
御
用
達

結
び

四
注
文
主
森
川
氏
と
森
川
佳
続

五
、
抱
一
・
羊
遊
斎
と
江
戸
の
文
化
人

三
、
「
江
都
四
時
勝
景
図
」
と
の
関
連

一
、
「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」
の
概
要

一
、
抱
一
作
品
と
羊
遊
斎
蒔
絵
に
お
け
る
位
置
づ
け

は
じ
め
に

【論

文】

目

次

近
年
多
方
面
か
ら
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
の
絵
画
様
式
に
関

し
て
は
、
以
前
は
宗
達
、
光
琳
ら
が
上
方
で
築
い
た
琳
派
の
様
式
を
江
戸
に
伝

え
た
点
の
み
が
評
価
さ
れ
て
い
た
が
、
最
近
は
浮
世
絵
制
作
や
写
実
的
な
表
現

な
ど
、
琳
派
以
外
の
様
々
な
要
素
も
指
摘
さ
れ
、
上
方
の
琳
派
を
離
れ
た
新
た

な
表
現
に
つ
い
て
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
大
名
家
の
次
男
に
生
ま
れ
育
ち
、

後
に
出
家
し
て
画
家
、
俳
人
と
し
て
過
ご
し
た
抱
一
は
、
若
い
頃
か
ら
多
く
の

他
の
大
名
家
の
人
々
や
著
名
な
江
戸
の
文
化
人
と
関
わ
り
を
持
ち
、
こ
れ
ら
の

人
々
が
様
々
な
作
品
の
誕
生
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
も
次
第
に
明
ら
か
に
な
り

つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
十
八
世
紀
末
以
降
、
抱
一
が
中
心
と
な
っ

て
江
戸
で
展
開
さ
れ
た
画
風
を
、

画

家

蒔

絵

師

と

豪

商

の

接

酒

井

抱

下

絵

「
蔓

と
く
に

「江
戸
琳
派
」
と
呼
ん
で
い
る
。

(l
)
 

と
こ
ろ
で
、
抱

一
が
江
戸
の
蒔
絵
師
原
羊
遊
斎
（

一
七
六
九
・
七

0
1
一
八

の
た
め
に
下
絵
を
描
い
た
こ
と
は
よ
く
語
ら
れ
て
い
た
が
、

元
当
館
学
芸
員

点

梅

擬

目

白

蒔

絵

軸

盆

」

＊

岡

野

智

子

を

め

ぐ

っ

て

そ
の
制
作
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岡野 智子

も
ほ
と
ん
ど
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
羊
遊
斎
に
つ
い

て
も
そ
の
実
像
が
不
詳
の
ま
ま
、
基
本
的
な
作
例
も
検
討
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

漠
然
と
抱
一
の
下
絵
に
よ
る
羊
遊
斎
蒔
絵
の
存
在
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ

る。
け
れ
ど
も
、
近
年
羊
遊
斎
の
下
絵
帖
五
冊
が
新
た
に
現
わ
れ
（
出
光
美
術
館

本
）
、
大
和
文
華
館
本
、
ポ
ス
ト
ン
美
術
館
本
と
合
わ
せ
て
約
一
九

0
0
枚
の
下

絵
が
確
認
さ
れ
る
に
及
び
、
羊
遊
斎
工
房
に
お
け
る
江
戸
琳
派
様
式
の
作
品
の

制
作
は
、
従
来
の
常
識
を
遥
か
に
上
回
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
約
一
九

0
0
枚
の
下
絵
の
う
ち
、
約
三
六

0
枚
が
江
戸
琳
派
様
式

と
認
め
ら
れ
、
抱
一
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
羊
遊
斎
蒔
絵
の
中
で
大
き
な
位
置
を
占

(2
)

（

3
)
 

め
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
羊
遊
斎
の
伝
記
に
つ
い

て
も
新
し
い
報
告
が
次
々
と
発
表
さ
れ
、
羊
遊
斎
研
究
は
新
た
な
局
面
を
迎
え

(
4
)
 

て
い
る
。

つ
る
う
め
も
ど
き
め
じ
ろ
ま
き
え
じ
く
ぼ
ん

こ
こ
に
紹
介
す
る
当
館
蔵
「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」
は
、
現
存
す
る
抱
一

下
絵
羊
遊
斎
蒔
絵
の
中
で
は
最
大
の
作
品
で
あ
る
と
と
も
に
、
具
体
的
に
制
作

の
状
況
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
作
例
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
蒔
絵
作
品
は

も
と
よ
り
、
抱
一
自
身
に
よ
る
下
絵
と
書
状
、
箱
、
関
連
作
品
な
ど
が
良
好
な

そ
れ
ら
の
資
料
か
ら
制
作
の
事
情
や
制
作
期
が
詳
ら
か
に
な

状
態
で
残
さ
れ
、

る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
作
品
の
依
頼
者
で
あ
る
勘
定
所
御
用
達
の
森
川

家
の
存
在
か
ら
、
豪
商
と
画
家
、
蒔
絵
師
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
背

景
に
抱
一
や
羊
遊
斎
を
取
り
巻
く
大
き
な
文
化
人
の
繋
が
り
が
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
ま
ず
、
美
術
史
の
観
点
か
ら
作
品
そ
の
も
の
の
検
討
を
行
い
、

つ
い

で
制
作
の
背
景
に
視
点
を
移
し
て
以
上
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」

図
ー

軸
盆
は
、
縦
四
一
、

の
概
要

ocrn
X
横
ニ
ニ
、

分
は
縦
三
七
、
三
C
m
x
横
一
八
、
六
Cm

で
あ
る
。
表
側
と
裏
の
側
面
は
、
黒
漆

地
で
、
縁
は
金
蒔
絵
で
縁
取
り
さ
れ
て
い
る
。
左
下
か
ら
右
上
へ
、
対
角
線
状

に
や
や
太
め
の
蔓
梅
擬
の
枝
が
金
蒔
絵
で
配
さ
れ
、
枝
の
中
ほ
ど
に
目
白
が
二

羽
止
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
目
白
を
蔓
梅
擬
の
蔓
が
取
り
巻
く
よ
う
な
形
を
成
し
、

蔓
の
先
端
は
軸
盆
の
右
下
ま
で
伸
び
て
い
る
。
枝
や
蔓
の
一
部
は
裏
側
の
側
面

に
ま
で
ま
わ
り
込
ん
で
い
る
。

蔓
に
は
実
が
二
、
三
個
ず
つ
連
な
っ
て
お
り
、
赤
く
熟
し
た
実
の
様
子
を
珊

瑚
の
半
球
に
よ
っ
て
表
わ
し
て
い
る
。
ま
だ
皮
を
か
ぶ
っ
た
固
い
実
は
、

珊
瑚

の
上
に
金
蒔
絵
を
盛
り
上
げ
、
中
か
ら
少
し
だ
け
珊
瑚
の
赤
み
を
み
せ
る
。
皮

が
は
じ
け
て
中
の
実
が
す
っ
か
り
姿
を
表
わ
し
た
も
の
も
あ
り
、

そ
の
表
情
は

様
々
で
あ
る
。
目
白
も
、
丸
く
ぱ
っ
ち
り
と
し
た
目
、
腹
、
羽
先
な
ど
、
銀
（
現

在
は
酸
化
し
て
黒
味
が
か
っ
た
色
に
変
色
し
て
い
る
）
や
錫
、
赤
金
、
青
金
な

ど
を
使
い
分
け
て
、
柔
ら
か
く
ふ
っ
く
ら
と
し
た
小
鳥
の
姿
を
丁
寧
に
描
写
し

図
3

て
い
る
。

な
お
、
蔓
梅
擬
の
根
元
右
側
に
は
、

金
蒔
絵
で
「
抱
一
暉
真
筆
」
の
署
名
と
、

図

5

朱
漆
に
よ
る
「
抱
式
」
（
朱
文
重
郭
方
印
）
の
印
章
が
施
さ
れ
て
い
る
。
底
裏
と

署
名
、
朱
漆
で
「
更
山
」
（
二
重
長
方
印
）

四
隅
の
足
は
梨
地
で
仕
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
左
下
に
金
蒔
絵
で
「
羊
遊
斎
」
の

図
8

の
印
章
が
あ
る
。

-
C
r
n
X
古

向

さ

五

em
で
、
底
の
部
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酒井抱ー下絵「蔓梅擬目白蒔絵軸盆」をめぐって

う
。
私
よ
り
こ
と
づ
け
す
る
の
は
悪
い
と
思
い
ま
す
の
で

図
12

こ
の
軸
盆
に
は
共
箱
が
つ
い
て
お
り
、

そ
の
箱
の
蓋
の
表
に
は
抱
一
の
筆
で

箱
書
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
蓋
裏
に
は
「
羊
遊
斎
謹
造
」
の
墨
書
と
「
更
山
」

固
14

（
円
印
）
の
印
が
墨
で
捺
さ
れ
て
い
る
。

図
11

さ
ら
に
こ
の
箱
の
蓋
に
は
紙
の
覆
い
が
あ
り
、
そ
の
書
き
付
け
か
ら
軸
盆
の

制
作
年
代
は
、
辛
巳
春
、
す
な
わ
ち
文
政
四
年
(
-
八
ニ
―
)
の
春
で
あ
る
こ

(5
)
 

と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
字
体
は
共
箱
の
抱
一
の
書
風
に
極
め
て
近
い
が
、
抱
一

公
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
や
、
御
筆
と
敬
称
を
用
い
る
こ
と
か
ら
、
抱
一
周
辺

さ
て
こ
の
軸
盆
に
は
、

図
2

そ
の
図
柄
の
元
と
な
っ
た
下
絵
が
と
も
に
伝
来
し
て

い
る
。
下
絵
は
縦
三
八
、
六

c
m
x
横
二
三
、
三

cm
で
、
薄
い
美
濃
紙
に
墨
と
淡

彩
で
図
柄
が
描
か
れ
、
軸
盆
の
形
が
墨
書
で
展
開
図
と
し
て
書
き
込
ま
れ
て
い

る
。
下
絵
の
図
柄
は
蒔
絵
の
図
柄
と
極
め
て
よ
く
似
て
お
り
、
全
体
の
構
図
や

モ
チ
ー
フ
の
構
成
、
目
白
の
表
情
や
蔓
梅
擬
の
小
さ
な
実
、
枝
や
蔓
の
位
置
や

形
、
枝
の
小
さ
な
突
起
や
曲
り
具
合
ま
で
、
蒔
絵
は
こ
の
下
絵
に
ほ
と
ん
ど
忠

実
に
従
っ
て
い
る
。
ま
た
下
絵
の
裏
に
は
図
柄
の
輪
郭
が
赤
い
弁
柄
で
な
ぞ
ら

図
10

れ
て
お
り
、
置
目
の
跡
を
示
す
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
下
絵
は
蒔
絵
に
図

柄
を
実
際
に
写
す
際
用
い
ら
れ
た
、
本
下
絵
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

図
1
5
(
6
)

そ
し
て
こ
の
下
絵
に
は
、
抱
一
の
書
状
も
添
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
書
状
は

鶯
邦

(11
抱
一
）

が
佳
続
宛
に
出
し
た
も
の
で
、

そ
の
内
容
を
要
約
す
れ
ば
次

御
頼
み
の
軸
盆
下
絵
が
出
来
た
の
で
、
私
（
抱
一
）
よ
り
お
持
ち
し
て
も

い
い
の
で
す
が
、
其
方
様
（
佳
続
）
よ
り
お
持
ち
く
だ
さ
る
べ
き
で
し
ょ

の
よ
う
に
な
る
。

の
人
物
の
手
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
あ
な
た
が
）

抱
一
下
絵
、
羊
遊
斎
蒔
絵
の
蒔
絵
作
品
は
し
ば
し
ば
散
見
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
諸
作
品
を
比
較
し
、
絵
画
と
の
関
わ
り

も
含
め
た
そ
の
評
価
は
ま
だ
検
討
過
程
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

実
際
、
両
者
の
手
に
な
る
蒔
絵
作
品
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
の
は
、

「
竹
製
椿
柳

(
7
)
 

文
蒔
絵
茶
入
れ
」
（
大
和
文
華
館
蔵
）
や
、
「
千
両
図
蒔
絵
茶
箱
」
（
個
人
蔵
）
な

ど
の
優
品
の
ほ
か
、
櫛
、

印
籠
な
ど
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
櫛
や
印
籠
の
大
き

な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
は
、

必
ず
―
つ
は
見
出
だ
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
は

絵
軸
盆
」
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

の
下
絵
、

そ
れ
で
は
、
抱
一
や
羊
遊
斎
の
諸
作
品
の
な
か
で
、
こ
の
「
蔓
梅
擬
目
白
蒔

二
、
抱
一
作
品
と
羊
遊
斎
蒔
絵
に
お
け
る
位
置
づ
け

一
覧
し
た
上
で

す
つ
も
り
で
す
。

そ
の
後
こ
の
下
絵
は
宛
名
の
佳
続
と
い
う
人
に
も
、
ま
た
注
文
主
に
も
満
足

の
い
く
出
来
栄
え
だ
っ
た
と
み
え
、
蒔
絵
の
図
柄
と
こ
の
下
絵
に
ほ
と
ん
ど
変

更
の
な
い
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
軸
盆
の
制
作
が
文
政
四
年

春
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
書
状
は
そ
の
前
年
す
な
わ
ち
文
政
三
年
の
秋
に
書

か
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」
は
、
蒔
絵
作
品
と
そ

そ
れ
に
制
作
過
程
で
下
絵
を
担
当
し
た
画
家
が
認
め
た
書
状
が
伝
来

し
、
共
箱
な
ど
の
関
連
資
料
も
合
わ
せ
て
、
制
作
年
代
や
依
頼
者
の
手
掛
か
り

を
も
つ
、
稀
有
な
作
例
な
の
で
あ
る
。

（
先
方
に
）

お
持
ち
く
だ
さ
い
。
悪
い
所
は
お
直
し
い
た
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岡野 智子

ど
そ
の
数
は
知
ら
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
多
く
は
エ
房
作
と
み
ら
れ
、
中

に
は
近
代
の
も
の
も
混
在
し
、
粗
悪
な
蒔
絵
に
羊
遊
斎
や
抱
一
の
銘
を
入
れ
た

だ
け
の
も
の
も
多
い
。
そ
の
こ
と
が
抱
一
下
絵
、
羊
遊
斎
蒔
絵
の
基
準
作
の
設

一
方
、
大
和
文
華
館
と
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
分
蔵
さ
れ
る
羊
遊
斎
の
下
絵
帖

に
は
、
良
質
の
抱
一
下
絵
が
多
く
含
ま
れ
、
抱
一
の
蒔
絵
下
絵
制
作
の
広
が
り

を
示
唆
し
て
い
た
。
近
年
、
こ
の
下
絵
帖
の
分
か
れ
と
見
ら
れ
る
下
絵
帖
五
冊

の
発
見
に
よ
り
、
抱
一
の
蒔
絵
下
絵
制
作
の
様
相
は
新
た
な
研
究
の
局
面
の
迎

え
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

の
手
に
な
る
下
絵
、
ま
た
抱
一
の
画
風
を
模
し
た
多
数
の
下
絵
が
含
ま
れ
る
こ

は
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
質
も
様
々
で
、
下
絵
そ
の
も
の
も

抱
一
個
人
だ
け
で
な
く
、
江
戸
琳
派
工
房
の
関
連
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
、
羊
遊

斎
工
房
に
お
い
て
、
抱
一
様
式
が
か
な
り
重
要
な
位
置
を
占
め
る
ひ
と
つ
の
大

(
8
)
 

き
な
商
標
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

に
お
い
て
新
た
に
世
に
出
た
も
の
で
、
現
存
す
る
抱
一
下
絵
・
羊
遊
斎
蒔
絵
の

(9
)
 

中
で
は
最
大
の
作
品
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
蒔
絵
の
技
法
か
ら
み
て
も
非
常
に
手

の
込
ん
だ
作
品
で
あ
る
こ
と
、
制
作
に
際
し
、

る
だ
ろ
う
か
。

そ
の
中
に
抱
一
や
そ
の
弟
子

そ
の
依
頼
者
や
制
作
期
が
判
明

す
る
こ
と
か
ら
、
抱
一
、
羊
遊
斎
双
方
の
代
表
的
な
蒔
絵
作
品
と
い
え
よ
う
。

で
は
、
抱
一
の
絵
画
の
諸
作
品
と
比
較
し
て
、
ど
の
よ
う
な
点
が
指
摘
さ
れ

ま
ず
、
蔓
梅
擬
や
目
白
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
抱
一
作
品
に
は
時
々
見
出
だ

「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」
は
こ
う
し
た
抱
一
や
羊
遊
斎
の
研
究
史
の
転
機

と
か
ら

い
ま
ま
で
余
技
と
考
え
ら
れ
て
い
た
抱
一
の
蒔
絵
下
絵
制
作
が
、
実

定
に
困
難
を
も
た
ら
し
て
い
た
と
も
い
え
る
。

る。

）
の
太
い
松
と
は
対
照
的
な
藤
の
細
い

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
十
ニ
カ
月
花
鳥
図
」
（
十
二
幅
対
、
御
物
本
）

の
十
月
は
、
柿
と
三
羽
の
目
白
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
元
は
十
ニ
カ

月
花
鳥
図
と
し
て
十
二
図
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
ひ
と
つ
、
「
柿
に

目
白
図
」
（
フ
ァ
イ
ン
バ
ー
グ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
も
目
白
を
主
役
と
し
た
作
品
で

あ
る
。
ま
た
、
蔓
梅
擬
の
花
を
取
り
上
げ
た
例
と
し
て
は
、

や
は
り
「
十
ニ
カ

月
花
烏
図
」
（
十
二
幅
対
、
プ
ラ
イ
ス
本
）
の
六
月
に
紫
賜
花
に
蔓
梅
擬
を
描
い

(10
)
 

た
も
の
が
あ
る
。
蒔
絵
と
し
て
は
、
羊
遊
斎
の
下
絵
帖
（
ポ
ス
ト
ン
美
術
館
本
）

図
19

に
、
蔓
梅
擬
を
配
し
た
印
籠
の
下
絵
が
三
点
見
出
だ
さ
れ
る
。

「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」
に
お
い
て
、
蔓
梅
擬
の
蔓
が
果
た
し
て
い
る
役

割
は
大
き
い
。
す
な
わ
ち
軸
盆
の
向
か
っ
て
左
下
か
ら
右
上
に
か
け
て
、
蔓
梅

擬
の
枝
が
配
さ
れ
、
こ
れ
に
細
い
蔓
が
軸
盆
の
周
緑
部
を
め
ぐ
る
よ
う
に
取
り

巻
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
対
角
線
に
曲
線
を
取
り
合
わ
せ
た
構
図
と
な
っ
て
い

る。

目
白
は
枝
の
ほ
ぼ
中
央
に
い
て
、
蔓
梅
擬
の
赤
い
実
は
す
べ
て

蔓
の
方
に
つ
い
て
い
る
。
装
飾
的
な
も
の
は
周
縁
部
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

ま
た
、

細
く
長
く
ゆ
る
や
か
な
曲
線
を
描
く
と
い
う
特
徴
を
も
つ
モ
チ
ー
フ
は
、
抱

(11) 

一
が
と
く
に
好
ん
で
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
の
代
表
作
品
「
夏
秋
草
図

屏
風
」
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
は
、
こ
う
し
た
蔓
を
組
み
合
わ
せ
て
全
体
と
し

図
21

て
美
し
い
曲
線
の
連
な
り
を
み
せ
て
い
る
。
ま
た
、
「
松
に
藤
図
屏
風
」
（
ア
ジ

ア
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
蔵
）

は
、
金
箔
地
に
大
き
く
対
角
線
状
の
松
を
配
し
、
こ
れ

に
藤
を
か
ら
ま
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、

蔓
が
画
面
の
随
所
に
配
さ
れ
、
動
き
を
与
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
四
季
花
鳥
図

巻
」
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
は
、
四
季
の
花
や
鳥
を
、
二
巻
に
わ
た
り
描
き
連
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酒井抱ー下絵「蔓梅擬目白蒔絵軸盆」をめぐって

ね
た
作
品
で
あ
る
が
、
こ
の
小
さ
な
画
面
に
お
い
て
も
、
蔓
は
巻
物
の
横
長
な

画
面
を
対
角
線
で
結
ん
だ
り
、
花
と
花
と
の
間
を
自
然
に
連
結
さ
せ
、

し
か
も

絵
巻
と
い
う
右
か
ら
左
に
画
面
が
移
動
す
る
特
徴
を
生
か
し
た
構
成
と
な
っ
て

い
る
。
「
十
ニ
カ
月
花
鳥
図
」
（
十
二
幅
対
、
プ
ラ
イ
ス
本
）
の

「紫
隔
花
に
蔓

梅
擬
図
」
に
お
い
て
も
、
画
面
下
半
分
に
大
き
な
紫
隔
花
の
花
が
三
枝
も
配
さ

れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
半
分
は
上
部
に
向
か
っ
て
た
だ
ひ
と
枝
伸
ば

さ
れ
た
蔓
の
み
で
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

蔓
の
し
な
や
か
で
、
大
小
い
ろ
い
ろ
な
弧
の
連
続
や
、

を
み
せ
る
。

の
違
い
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
う
し
た
蔓
が
か
ら

み
あ
い
重
な
り
あ
う
こ
と
で
生
じ
る
不
整
形
な
余
白
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
こ
の

よ
う
に
抱

一
が
極
め
て
意
図
的
に
用
い
た
も
の
で
、
他
の
絵
画
作
品
と
同
様
、

「
蔓
梅
擬
目
臼
蒔
絵
軸
盆
」
に
お
い
て
も
こ
の
手
法
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な

「蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」
の
構
成
は
、
従
米
の
琳
派

の
蒔
絵
様
式
と
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
光
琳
作
と
伝
え
ら
れ

る
蒔
絵
は
、
例
え
ば

「
八
橋
蒔
絵
硯
箱
」
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
の
よ
う
に
、

多
く
奇
抜
な
構
成
や
素
材
を
使
用
し
て
近
世
の
蒔
絵
の
中
で
も
際
だ
っ
た
様
式

モ
チ
ー
フ
は
単
純
な
形
で
大
き
く
捉
え
ら
れ
、
蒔
絵
の
施
さ
れ
る

面
一
杯
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
こ
の
「蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」

は
蔓
梅
擬
に
目
白
と
い
う
モ
チ
ー
フ
も
琳
派
の
絵
画
や
蒔
絵
に
は
前
例
を
見
な

い
ば
か
り
か
、
黒
漆
地
の
余
白
を
多
く
残
し
て
、
従
来
の
琳
派
系
と
さ
れ
る
蒔

絵
と
は
全
く
異
な
る
様
式
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
違
い
は
絵
画
に
つ
い
て

も
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
蒔
絵
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
に
明
確
な
様
式

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」
の
下
絵
と
蒔
絵
と
の
関
わ
り

る
か
、
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

い
羽
毛
も
、
背
や
腹
、
鼻
毛
な
ど

一
部
細
い
筆
で
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
蔓

の
目
白
は
反
対
を
向
い
て
は
い
る
が
、
仲
良
く
体
を
寄
せ
合
い

ま
ず
、
下
絵
の
目
白
の
生
き
生
き
と
し
た
表
現
が
注
目
さ
れ
る
。
上
の
目
白

は
左
を
向
い
て
、
ま
る
で
さ
え
ず
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
口
を
開
け
て
い
る
。

下
の
目
白
は
右
を
向
き
、
背
を
丸
め
て
尾
を
下
げ
首
を
す
く
め
て
い
る
。

っ
て
い
る
。
左
右
の
羽
や
尾
羽
は
淡
墨
で
描
か
れ
て
い
る
が
、
体
を
覆
う
細
か

梅
擬
の
実
は
、
殻
を
薄
い
黄
色
で
描
き
、
中
の
実
は
朱
の
顔
料
で
盛
り
上
げ
る

よ
う
に
描
い
て
お
り
、
実
の
質
感
を
出
し
て
い
る
。
複
雑
に
か
ら
ま
る
枝
や
蔓

は
や
や
薄
い
茶
と
青
み
を
帯
た
薄
い
茶
で
表
わ
さ
れ
、

ど
の
蔓
が
ど
こ
へ
絡
ま

こ
う
し
た
下
絵
の
表
現
に
対
し
、
羊
遊
斎
は
、
抱
一
の
下
絵
の
も
つ
蔓
梅
擬

の
曲
線
の
伸
び
や
か
さ
や
目
白
の
愛
ら
し
さ
を
見
事
に
軸
盆
に
再
現
し
た
。
例

え
ば
下
絵
の
目
白
の
羽
毛
の
よ
う
な
細
か
い
部
分
も
、
細
い
銀
蒔
絵
で
丁
寧
に

仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
し
、
蔓
梅
擬
の
枝
や
蔓
の
ゴ
ツ
ゴ
ツ
と
し
て
枯
れ
た
表
現

は
、
下
絵
以
上
に
豊
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
羊
遊
斎
は
、
抱
一
が
特
に
目
白

の
羽
の
様
子
や
蔓
の
も
つ
存
在
感
に
固
執
し
て
い
た
こ
と
を
、
よ
く
理
解
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

ま
だ
は
じ
け
て
い
な
い
蔓
梅
擬
目
の
実
を
、

半
球
状

の
珊
瑚
に
金
粉
を
か
ぶ
せ
、
中
か
ら
少
し
だ
け
珊
瑚
を
の
ぞ
か
せ
る
こ
と
で
表

も
そ
う
し
た
制
作
の
経
緯
を
知
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

に
つ
い
て
も
言
及
し
て
み
た
い
。
画
家
の
作
品
を
検
討
す
る
際
、

が
発
見
さ
れ
、

下
絵
の
存
在

は
そ
の
制
作
過
程
を
知
る
好
資
料
で
あ
る
が
、
近
代
以
前
は
こ
れ
が
残
る
例
は

少
な
い
。
抱
一
の
場
合
、
近
年

「夏
秋
草
図
屏
風
」
の
下
絵
（
出
光
美
術
館
蔵
）

(12
)
 

そ
の
成
立
過
程
や
背
景
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
軸
盆
の
下
絵

二
羽

一
体
感
を
伴
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岡野 智子

っ
た
添
え
書
き
も
珍
し
く
な
い
。

[
坤
巻
]

柳
嶋
初
秋

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」
は
、
ま
ず
抱
一
の
下
絵

に
お
い
て
、
こ
ま
や
か
な
筆
づ
か
い
や
そ
の
筆
致
、

ま
た
蒔
絵
に
す
る
に
あ
た

っ
て
の
配
慮
か
ら
、
抱
一
自
身
が
手
が
け
た
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
ま

た
軸
盆
で
は
、

そ
の
下
絵
の
特
徴
を
よ
く
捉
え
て
下
絵
以
上
に
抱
一
ら
し
い
蒔

絵
表
現
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
珊
瑚
な
ど
の
高
価
な
材
料
を
惜
し
み
な
く
使

用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
羊
遊
斎
本
人
が
制
作
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

抱
一
と
羊
遊
斎
の
両
者
が
お
互
い
に
よ
く
制
作
の
事
情
や
そ
の
作
風
に
通
じ
て

い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
作
品
の
成
立
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」
の
蒔
絵
の
表
現
と
そ
の
意
匠
は
、
江

(13) 

戸
後
期
の
蒔
絵
に
お
け
る
写
実
性
の
流
行
と
共
通
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
個
々
の
モ
チ
ー
フ
は
写
実
的
で
あ
っ
て
も
、
曲
線
と
そ
の
連
続
に
よ

っ
て
生
じ
る
余
白
に
重
点
を
お
い
た
構
成
は
、
当
時
の
ほ
か
の
蒔
絵
と
も
一
線

を
画
し
て
、
抱
一
下
絵
、
羊
遊
斎
蒔
絵
独
自
の
様
式
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

写
生
を
生
か
し
な
が
ら
蔓
や
葉
の
曲
線
を
優
美
に
連
ね
る
こ
の
よ
う
な
構
成
は
、

む
し
ろ
桃
山
時
代
の
高
台
寺
蒔
絵
を
想
起
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

実
際
、
羊
遊
斎
下
絵
帖
に
は
鎌
倉
、
室
町
、
桃
山
時
代
の
蒔
絵
を
模
写
し
た

(14) 

図
が
数
多
く
見
出
だ
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
単
に
文
様
や
技
法
が
写
さ
れ
た
ば
か

り
で
な
く
、
羊
遊
斎
が

A
と
い
う
大
名
の
持
っ
て
い
た
蒔
絵
の
調
度
を
写
し
、

そ
の
文
様
を

B
と
い
う
大
名
や

C
と
い
う
豪
商
の
た
め
に
印
籠
に
施
す
、

う
し
た
好
み
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
ら
し
く
、

わ
す
な
ど
、
質
感
に
富
ん
だ
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

『ヽ

と
し

つ
ま
り
、
江
戸
後
期
の
大
名
や
豪
商
の
間
で

は
、
古
典
的
な
蒔
絵
文
様
の
流
行
も
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
高
台
寺
蒔
絵
も
そ

下
絵
帖
に
は
い
く
つ
か
の
下
絵
や

(15) 

写
し
が
含
ま
れ
て
い
る
。
抱
一
の
曲
線
を
多
用
し
た
意
匠
は
、
こ
う
し
た
古
典

や
写
実
性
を
加
味
し
た
様
式
と
し
て
、

三
、
「
江
都
四
時
勝
景
図
」
と
の
関
連

で
は
、
こ
の
軸
盆
は
誰
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
こ
の

軸
盆
に
乗
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
巻
物
が
偶
然
当
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ

で
次
に
そ
の
巻
物
を
紹
介
し
た
い
。

そ
れ
は
「
江
都
四
時
勝
景
図
」
と
題
さ
れ
る
絹
本
著
色
の
画
巻
で
、
文
化
十

(16)
（

17) 

三
年
(
-
八
一
六
）
秋
、
狩
野
索
川
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
二
巻
の
作
品
で
あ
る
。

絵
は
、
高
価
な
絵
具
を
随
所
に
使
用
し
て
江
戸
の
十
二
月
の
風
俗
を
記
し
た
も

図
23

の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
事
は
絵
の
前
に

「
十
二
月
行
事
略
記
」
と
題
し
て
配
さ

れ
た
題
と
詞
書
に
よ
っ
て
、
以
下
の
よ
う
に
知
ら
れ
る
。

東
叡
山
櫻
花

日
本
橋
の
堅
魚
時
鳥

両
国
橋
納
涼

三
囲
山
倉
稲
魂
神
の
祭

列
侯
登
城

[
乾
巻
]

で
あ
る
。

江
戸
の
上
流
階
層
に
広
く
好
ま
れ
た
の

蒔
絵
の
流
行
の
な
か
で
、
伝
統
的
な
要
素
を
満
た
し
つ
つ

独
自
の
モ
チ
ー
フ
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一
流
の
学

絵
師
で
猿
屋
町
代
地
狩
野
家
五
代
目
を
継
ぎ
、
外
記
と
称
し
、
大
玄
斎
と
号
し

(18)

図
24

図
26

乾
巻
の
初
め
に
松
平
定
信
に
よ
る
題
辞
、
末
尾
に
索
川
の
落
款
、
ま
た
坤
巻

図
27

と
し
つ
よ

(19)

図
25

の
末
尾
に
索
川
に
よ
る
附
記
と
、
富
山
藩
主
前
田
利
幹
に
よ
る
和
歌
が
あ
る
。

図
31

外
箱
の
蓋
裏
に
は
、
漢
学
者
大
田
錦
城
に
よ
る
箱
書
が
、
内
箱
の
蓋
裏
に
は
国

す
え
た
か

(21)

図
29

学
者
賀
茂
季
鷹
の
和
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
。
題
箋
と
箱
の
上
書
は
、
書
家
の
市

図

30

川
米
庵
で
あ
る
こ
と
が
蓋
の
覆
紙
か
ら
知
ら
れ
る
。

巻
物
を
描
い
た
狩
野
索
川
章
信
（
一
七
六
五
ー
一
八
二
六
）
は
、
幕
府
の
表

浅
草
市

両
町
戯
場

玄
猪
登
城

神
田
神
社
の
祭

新
吉
原
燈
籠

高
縄
望
月

た
。
寛
政
十
二
年
(
-
八

0
0
)
出
家
し
て
吉
原
に
よ
く
出
入
り
し
た
と
伝
え

る
。
大
村
西
崖
の
『
東
洋
美
術
大
観
』
五
(
-
九

0
九
年
）
に
よ
れ
ば
、
「
素
川

筆
意
老
硬
、
粉
本

二
椅
ラ
ズ
、
揮
奄
ス
ル
ニ
、
其
得
意
ノ
豊
ア
リ
。
（
中
略
）
伊

川
院
卜
相
敵
ス
」
ま
た
『
石
亭
藍
談
』
に
「
其
蓋
同
輩
蓋
院
中
に
越
へ
、
豊
風

自
一
派
を
な
す
に
似
た
り
。
索
川
風
と
称
す
。
書
を
乞
ふ
も
の
門
前
市
を
為
す
。
」

と
あ
る
。
当
時
奥
絵
師
と
し
て
著
名
な
狩
野
伊
川
院
と
匹
敵
す
る
力
量
が
あ
り
、

素
川
流
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
狩
野
派
の
な
か
で
も
独
自
の
画
風
を
以
て
人
気

を
博
し
て
い
た
絵
師
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
江
都
四
時
勝
景
図
」
は
こ
の
よ

う
に
、
当
時
一
流
の
絵
師
の
作
品
に
著
名
な
大
名
が
序
抜
を
寄
せ
、

者
や
書
家
が
箱
の
制
作
に
携
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

、。
し る。

と
こ
ろ
で
、
軸
盆
の
箱
の
覆
紙
の
小
口
に
は
二
枚
の
貼
札
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
「
索
川
筆
江
都
四
景
巻
へ
添
」
「
索
川
巻
物
添
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
素

川
筆
江
都
四
景
巻
」
「
索
川
巻
物
」
と
は
、
こ
の
「
江
都
四
時
勝
景
図
」
の
こ
と

を
指
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

図
32

そ
こ
で
、
「
江
都
四
時
勝
景
図
」
の
二
枚
の
貼
札
と
「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」

図

33

の
貼
札
を
比
較
す
る
と
、

「
江
都
四
時
勝
景
図
」

の
①
と
、
「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵

軸
盆
」
の
③
は
、
と
も
に
細
く
線
の
入
っ
た
四
隅
を
切
っ
た
茶
色
の
紙
に
、
朱

筆
で
番
号
が
書
か
れ
て
い
る
。
①
は

「
レ
第
七
号
」

③
は
「
ヌ
ノ
第
六
十
五
号
」

と
あ
る
。
カ
タ
カ
ナ
で
記
さ
れ
た
「
レ
」
や
「
ヌ
」
は
、

か
つ
て
同
じ
所
有
者

が
蔵
あ
る
い
は
台
帳
の
整
理
に
用
い
た
符
号
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
第
や
号
の

書
体
も
、
両
者
で
よ
く
筆
跡
が
共
通
す
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
②
と
④
は
と
も

に
筆
跡
に
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」
と
「
江

都
四
時
勝
景
図
」
は
、
箱
の
体
裁
に
も
似
通
っ
た
点
が
多
く
見
出
だ
さ
れ
、
か

つ
て
同
一
の
所
有
者
の
も
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
充
分
に
う
か
が
わ
せ
る
の
で
あ

そ
こ
で
、
「
江
都
四
時
勝
景
図
」
二
巻
を
「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」
に
乗
せ

て
み
た
。
「
江
都
四
時
勝
景
図
」
の
縦
寸
法
は
、
装
丁
部
分
ま
で
入
れ
て
、

三

三
、
六

em
で
あ
る
。
軸
を
巻
い
た
時
の
直
径
は
約
七
、
八

em
で
、
二
巻
は
ま
さ

図

34

に
こ
の
軸
盆
に
ぴ
っ
た
り
で
あ
っ
た
。
下
絵
の
上
部
に
書
か
れ
て
い
た
二
つ
の

弧
を
描
く
墨
線
は
、
ま
さ
に
こ
の
二
巻
を
表
わ
し
て
い
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

そ
し
て
、
こ
の
軸
盆
を
実
際
に
使
用
し
た
様
子
を
想
定
す
る
と
、
さ
ら
に
興

味
深
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
ず
「
江
都
四
時
勝
景
図
」
を
見
る
た
め
に
、
軸
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盆
か
ら
は
じ
め
に
乾
巻
を
外
し
て
み
る
。
乾
巻
を
取
り
上
げ
る
と
、
軸
盆
の
右

図
35

半
分
、
つ
ま
り
蔓
梅
擬
の
蔓
先
が
見
え
る
。
続
い
て
坤
巻
を
外
す
と
、
左
半
分

の
目
白
や
抱
一
の
落
款
が
形
を
表
わ
す
。
巻
物
の
観
賞
時
に
お
い
て
、
そ
の
は

じ
め
に
は
軸
盆
の
意
匠
の
さ
わ
り
し
か
み
せ
な
い
と
い
う
、

心
憎
い
演
出
が
う

か
が
わ
れ
る
。
さ
ら
に
巻
物
を
軸
盆
に
戻
す
時
の
状
況
も
再
現
し
て
み
よ
う
。

乾
巻
か
ら
戻
す
と
す
る
と
、
右
半
分
に
巻
物
が
置
か
れ
た
時
に
は
、
軸
盆
の
左

半
分
だ
け
が
見
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
左
半
分
で
も
目
白
や
蔓
梅
擬
の
鮮
や

か
な
実
は
充
分
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
観
賞
者
は
「
江
都
四
時
勝
景
図
」

の
余
韻
を
、
こ
の
目
白
と
と
も
に
し
め
く
く
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
、
巻
物
と
軸
盆
と
の
具
体
的
な
相
互
関
係
は
、

示
し
て
い
る
。

非
常
に
重
要
な
こ
と
を

つ
ま
り
、
こ
の
軸
盆
は
初
め
か
ら
「
江
都
四
時
勝
景
図
」
の
た

め
に
制
作
さ
れ
、
巻
物
の
寸
法
や
体
裁
に
つ
い
て
、
蒔
絵
担
当
の
羊
遊
斎
や
、

一
は
、
巻
物
を
実
際
に
手
に
と
っ
て
鑑
賞
し
、
ま
た
軸
盆
に
戻
す
動
作
を
想
定

し
、
ど
の
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
が
ふ
さ
わ
し
い
か
、

よ
く
思
案
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

あ
く
ま
で
軸
盆
は
「
江
都
四
時
勝
景
図
」
の
添
え
物
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
つ

つ
、
両
者
が
注
文
主
の
身
近
で
よ
り
調
和
を
古
向
め
た
存
在
に
な
る
よ
う
に
、

を
砕
い
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

画
家
が
実
用
品
で
あ
る
工
芸
品
の
意
匠
を
手
掛
け
た
場
合
、

心

そ
の
対
象
と
な

る
物
の
構
造
や
使
わ
れ
方
に
心
を
配
る
場
合
と
、
そ
れ
に
は
関
係
な
く
、
絵
を

描
く
時
と
同
様
に
平
面
と
し
て
描
く
場
合
と
大
き
く
二
通
り
あ
る
。
琳
派
の
画

家
の
場
合
、
例
え
ば
光
琳
は
香
包
み
の
デ
ザ
イ
ン
に
、
包
み
を
開
け
る
手
順
を

(23) 

考
慮
し
て
こ
れ
を
描
い
て
い
る
。
光
琳
は
呉
服
商
の
家
に
生
ま
れ
、
蒔
絵
や
弟

そ
の
下
絵
を
担
当
し
た
抱
一
は
よ
く
承
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
抱

う
立
場
か
ら
、

軸
盆
の
側
面
に
ま
で
意
匠
を
施
す
こ
と
な
ど
も
、
実
用
と
装
飾
を
兼
ね
た
意
匠

の
在
り
方
を
、
抱
一
が
よ
く
理
解
し
て
い
た
表
わ
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」
が
独
立
し
た
軸
盆
と
し
て
制
作

さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
豪
商
の
愛
蔵
し
た
「
江
都
四
時
勝
景
図
」
の
た
め
に
、

蒔
絵
師
と
も
協
力
し
、
様
々
な
配
慮
の
上
に
完
成
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
、

さ
て
、
軸
盆
が
「
江
都
四
時
勝
景
図
」

に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
注
文
主
の
問
題
に
視
点
を
移
し
て
み
よ
う
。

「
江
都
四
時
勝
景
図
」
は
、
索
川
の
附
記
に
「
森
川
氏
需
に
應
し
て
」
と
あ

り
、
ま
た
大
田
錦
城
の
箱
書
に
も
「
狩
野
素
川
所
画
江
戸
名
勝
図
二
巻
森
川
氏

所
蔵
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
森
川
氏
の
依
頼
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

一
方
、
「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」
は
、
抱
一
の
書
状
に
よ
り
、
佳
続
と
い
う

人
を
経
由
し
て
誰
か
の
た
め
に
持
え
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
佳
続
は
、
抱
一

と
は
極
め
て
親
し
い
人
物
ら
し
く
、
抱
一
か
ら
佳
続
に
宛
て
た
書
状
は
よ
く
知

ら
れ
て
お
り
、

の
た
め
に
作
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か

そ
の
交
流
の
様
子
も
し
ば
し
ば
伝
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
資
料

に
よ
れ
ば
、
佳
続
は
、
豪
商
で
森
川
佳
続
と
称
し
、
作
品
の
依
頼
を
多
く
す
る

四
、
注
文
主
森
川
氏
と
森
川
佳
続

）
れ
ら
の
関
連
作
品
や
資
料
か
ら
明
確
で
あ
る
。

工
芸
の
下
絵
に
は
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

な
る
立
体
的
な
デ
ザ
イ
ン
に
も
独
自
の
様
式
を
確
立
し
た
。
抱
一
も
光
琳
を
慕

乾
山
の
陶
器
の
デ
ザ
イ
ン
を
数
多
く
手
掛
け
て
お
り
、
平
面
的
な
絵
画
と
は
異
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翌
寛
政
元
年
に
三
名
が
追
加
さ
れ
た
。
森
川
五
郎
右
衛
門
は
こ
の
時
の
三
名
の

う
ち
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
こ
の
森
川
家
の
繁
栄
ぶ
り
は
、
江
戸
の
長
者
番
付
で

も

ち

ま

る

図

37

罰

38

あ
る
、
「
江
戸
持
0
長
者
番
付
」
「
江
戸
自
慢
」
な
ど
の
摺
物
に
お
い
て
、
伏
見

(26) 

屋
の
名
で
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

金
銭
を
用
立
て
る
大
手
の
商
人
で
、
天
明
八
年
に
七
人
が
任
命
さ
れ
た
あ
と

郎
右
衛
門
）

が
跡
目
を
継
い
で
い
る
。

(25) 

勘
定
所
御
用
達
と
は
、
幕
府
が
抱
え
た
御
用
商
人
、

つ
ま
り
幕
府
の
た
め
に

一
方
、
抱

一
の
生
活
の
世
話
も
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
「
江
都

四
時
勝
景
図
」
を
作
ら
せ
た
森
川
氏
と
、
「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」
の
制
作
に

関
与
し
た
森
川
佳
続
と
は
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
佳
続
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
早
く
か
ら
そ
の
存
在
が
指
摘
さ

れ
な
が
ら
、
深
川
の
材
木
商
と
か
、
神
田
佐
久
間
町
の
伏
見
屋
の
分
家
で
あ
る

と
か
、
そ
の
妻
で
あ
る
栖
霞
が
抱
一
の
俳
句
の
弟
子
で
あ
る
と
い
っ
た
断
片
的

な
こ
と
し
か
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
森
川
氏
に
つ
い
て
も
実
像
は
明
ら
か

で
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
次
に
森
川
家
と
佳
続
、
ま
た
抱
一
と
の
関
係
に
つ
い
て

(24) 

考
察
を
加
え
た
い
。

森
川
家
に
つ
い
て
最
も
詳
し
い
の
は
、
「
外
神
田
町
方
書
上
三
」
（
国
立
国
会

図
書
館
蔵
、
『
東
京
市
史
稿
』
産
業
篇
第
三
十
三
所
収
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
森
川
五
郎
右
衛
門
は
江
戸
初
期
よ
り
江
戸
神
田
佐
久
間
町
一
丁
目
に
住
む

図

36

材
木
商
の
家
持
ち
商
人
で
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
に
勘
定
所
御
用
達
に
追

加
任
命
さ
れ
た
。
文
化
四
年
(
-
八

0
七
）
に
は
子
孫
ま
で
苗
字
を
許
さ
れ
、

武
家
に
継
ぐ
処
遇
を
得
て
い
る
。
文
化
十
三
年
(
-
八
一
六
）
閏
八
月
こ
の
勘

定
所
御
用
達
で
あ
っ
た
五
郎
右
衛
門
が
病
死
し
、
そ
の
子
長
次
郎
（
七
代
目
五

文

政

四

年

春

(28
)
 

そ
の
ほ
か
、
抱
一
の
書
状
や
、

日
記
の
よ
う
に
つ
け
て
い
た
俳
句
集
『
軽
挙

観
句
藻
』
（
静
嘉
堂
文
庫
）
な
ど
か
ら
、
抱
一
と
佳
続
、
森
川
家
の
関
係
は
次
の

文
政
二
年

文
政
二
年

文
政
三
年
五
月

文
政
三
年

春

よ
う
に
知
ら
れ
る
。

る。

台
の
）
に
賛
を
寄
せ
る
。

(27) 

一
方
佳
続
に
つ
い
て
は
、
岡
野
知
＋
著
『
雨
華
抱
一
』
に
、
「
抱
一
の
女
弟
子

に
栖
霞
と
い
ふ
か
あ
り
き
、
豪
商
伏
見
屋
五
郎
作
の
妻
な
り
」
「
巨
商
森
川
佳
続

（
伏
見
屋
五
郎
作
）
の
酒
井
家
用
達
と
し
て
、
又
雨
華
庵
の
豪
所
を
賄
ひ
、
茶

に
俳
に
抱
一
と
交
深
し
、
河
東
ぶ
し
仲
間
と
し
て
、
時
々
其
會
を
催
ふ
せ
り
、

伏
見
屋
の
町
内
よ
り
祭
證
の
踊
屋
豪
を
出
す
と
あ
り
し
が
、
た
だ
の
躍
も
興
薄

し
と
て
、
抱
一
自
ら
『
洲
崎
の
汐
く
み
』
な
る
河
東
の
一
曲
を
新
作
し
て
、

シ
付
し
て
こ
の
躍
り
に
用
ひ
き
と
」
な
ど
と
あ
る
。
抱
一
の
最
期
に
つ
い
て
も
、

「
平
生
雨
華
庵
の
取
賄
ひ
を
な
し
居
り
し
豪
商
伏
見
屋
（
森
川
佳
続
）
を
招
き
、

後
の
萬
事
を
托
し
、
十
一
月
二
十
九
日
遷
化
す
。
」
と
あ
り
、
佳
続
と
抱
一

の
極

め
て
親
し
い
関
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
本
に
は
森
川
家
の
子
孫
と
み
ら

れ
る
森
川
佳
易
が
協
力
し
て
お
り
、
佳
続
が
五
郎
作
と
名
乗
っ
た
こ
と
が
わ
か

（
神
田
明
神
祭
礼
の
た
め
）

抱
一
、
森
川
氏
の
稲
荷
の
額
を
頼
ま
れ
る
。

抱
一
と
佳
続
、
栖
霞
、
向
島
花
屋
敷
で
焼
物
遊
び
を
す
る
。

抱
一
、
五
郎
八
の
塩
釜
図
（
山
王
祭
礼
河
東
連
に
送
る
嶋

抱
一
と
羊
遊
斎
、
森
川
家
所
蔵
の
「
江
戸
四
時
勝
景
図
」

の
た
め
に
軸
盆
を
制
作
す
る
。

抱
一
、
佳
続
の
た
め
に
河
東
節
「
七
草
」
を
代
作
す
る
。

フ
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さ
れ
る
。

文
政
五
年
五
月

さ
ら
に
、
抱
一
は
佳
続
に
た
び
た
び
「
三
幅
対
」
や
「
花
扇
二
幅
」
、
「
十
二

月
御
屏
風
」
「
花
鳥
の
事
旱
」
「
御
襖
三
組
」
な
ど
の
絵
を
収
め
、
画
料
や
身
の
回

り
の
も
の
を
都
合
し
て
も
ら
っ
て
い
た
。
ま
た
佳
続
は
抱
一
に
絵
の
手
解
き
を

以
上
の
検
討
か
ら
森
川
家
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。

•

森
川
家
は
神
田
佐
久
間
町
の
材
木
商
で
、
家
号
を
伏
見
屋
と
い
い
、
幕
府

の
勘
定
所
御
用
達
も
勤
め
る
豪
商
で
あ
る
。

•
森
川
家
の
当
主
は
代
々
五
郎
右
衛
門
と
名
乗
り
、

る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
。

佳
続
も
、
伏
見
屋
、

分
家
は
五
郎
某
と
称
す

ま
た
五
郎
作
と
称
し
て
い
る
。
従
っ
て
佳
続
は
勘
定
所

御
用
達
で
神
田
佐
久
間
町
の
材
木
商
森
川
五
郎
右
衛
門
と
極
め
て
近
い
関
係
に

(29) 

あ
る
森
川
家
の
一
員
で
、
佐
久
間
町
に
住
み
、
絵
の
制
作
や
河
東
節
を
通
じ
て

抱
一
の
親
し
い
友
人
で
あ
り
、

「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」

し
て
も
ら
っ
て
い
た
ら
し
い
。

パ
ト
ロ
ン
的
な
存
在
で
も
あ
っ
た
人
物
と
特
定

の
下
絵
に
関
す
る
抱
一
の
書
状
か
ら
察
す
れ
ば
、

抱
一
は
佳
続
を
通
し
て
「
御
本
店
」

へ
こ
の
下
絵
の
出
来
を
伺
っ
て
ほ
し
い
と

い
っ
て
い
る
。
「
御
本
店
」
こ
そ
「
江
都
四
時
勝
景
図
」
を
愛
蔵
し
て
い
た
森
川

(30) 

五
郎
右
衛
門
で
あ
る
。
「
江
都
四
時
勝
景
図
」
に
描
か
れ
た
十
ニ
カ
月
の
風
俗

は
、
「
列
侯
登
城
」
や
「
玄
猪
登
城
」
な
ど
の
武
家
の
年
中
行
事
と
、
「
両
国
橋

る。

文
政
五
年

抱
一
、
養
老
瀧
図
に
五
郎
右
衛
門
に
乞
わ
れ
て
賛
を
寄
せ

納
す
る
。

佳
続
、
神
田
明
神
に
抱
一
下
絵
、
羊
遊
斎
蒔
絵
の
額
を
奉

五
、
抱
一
・
羊
遊
斎
と
江
戸
の
文
化
人

納
涼
」
や
「
浅
草
市
」
な
ど
の
庶
民
の
風
俗
が
混
在
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
幕

府
の
御
用
達
を
勤
め
た
豪
商
の
注
文
で
あ
れ
ば
納
得
さ
れ
る
取
合
わ
せ
で
あ
る
。

軸
盆
の
完
成
し
た
文
政
四
年
春
に
は
、
「
江
都
四
時
勝
景
図
」
を
作
ら
せ
た
六

(31) 

代
目
五
郎
右
衛
門
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
「
御
本
店
」
は
七
代
目
五
郎
右

衛
門
が
継
い
で
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
軸
盆
の
直
接
の
注
文
主
は
七
代
目
五
郎

右
衛
門
と
思
わ
れ
、
彼
と
親
し
い
五
郎
作
こ
と
佳
続
が
抱
一
と
の
仲
介
を
取
り

持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
佐
久
間
町
と
羊
遊
斎
の
住
ん
で
い
た
神
田
下

駄
新
道
と
は
近
距
離
に
あ
り
、
森
川
家
の
た
め
に
制
作
し
た
と
思
わ
れ
る
他
の

(32) 

蒔
絵
の
下
絵
も
羊
遊
斎
の
下
絵
帖
に
見
出
だ
さ
れ
る
。
抱
一
も
羊
遊
斎
も
、
と

も
に
森
川
家
、
こ
と
に
佳
続
と
密
接
な
間
柄
に
あ
り
、
本
家
愛
蔵
の
巻
物
の
軸

盆
の
制
作
に
、
抱
一
や
羊
遊
斎
が
起
用
さ
れ
た
の
は
以
上
の
よ
う
な
背
景
に
よ

(33) 

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
森
川
家
の
あ
っ
た
神
田
佐
久
間
町
一
丁
目
付
近
は
、
江
戸
の
大

(34) 

火
の
な
か
で
も
有
名
な
、
文
政
十
二
年
三
月
二
十
一
日
の
佐
久
間
町
火
事
の
火

元
（
佐
久
間
町
二
丁
目
尾
張
屋
徳
右
衛
門
）
に
極
め
て
近
い
。
森
川
家
は
こ
の

大
火
の
後
も
佐
久
間
町
で
商
売
を
営
ん
で
お
り
、
今
日
に
「
江
都
四
時
勝
景
図
」

や
「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」
ば
か
り
か
、
制
作
当
初
か
ら
の
箱
や
下
絵
、
書

状
ま
で
残
っ
た
の
は
、
奇
跡
的
に
火
災
を
免
れ
た
か
、
火
事
の
際
大
切
に
持
ち

出
さ
れ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」
が
豪
商
森
川
家
の
注
文
に
よ
っ
て
制
作
さ
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酒井抱ー下絵「蔓梅擬目白蒔絵軸盆」をめぐって

抱ー・羊遊斎•森川家をめぐる文化人

画家・蒔絵師・書家・儒者など

蔓梅擬目白蒔絵軸盆

江都四時勝景図

羊遊斎下絵帖

--—高陽闘飲図巻
----—その他

原羊遊斎==

狩
市川米

大名家

酒井抱―::、--• 大田南畝、
ヽ
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中屋六・右衛F

加義兵衛／
川家・森川佳続 -----豪商

＊今回本文中で扱った諸作品を中心に作成した。

より広い交流関係についてはさらに整理し提示したい。

れ
た
こ
と
は
、
抱
一
を
取
り
巻
く
当
時
の
状
況
を
極
め
て
象
徴
的
に
示
し
て
い

ひ
と
つ
は
、
抱
一
が
豪
商
の
注
文
制
作
に
応
じ
て
い
た
こ
と
が
改
め
て
証
明

さ
れ
た
点
で
あ
る
。
酒
井
家
を
出
て
出
家
し
た
抱
一
が
、
絵
の
注
文
に
応
じ
て

収
入
を
得
て
い
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
例
え
ば
行
田
の
呉
服
商
大
澤
栄
之
や

南
茅
場
町
の
酒
問
屋
鴻
池
儀
兵
衛
は
抱

一
に
と
っ
て
有
力
な
後
援
者
で
あ
っ
た
。

従
来
書
状
な
ど
か
ら
こ
う
し
た
豪
商
と
の
関
わ
り
は
推
察
さ
れ
て
は
い
た
が
、

森
川
家
が
勘
定
所
御
用
達
を
勤
め
る
豪
商
と
判
明
し
た
こ
と
で
、
多
く
の
作
品

が
森
川
家
の
た
め
に
描
か
れ
、
抱
一
は
森
川
家
か
ら
潤
箪
料
を
得
て
い
た
こ
と

が
裏
付
け
さ
れ
た
。
酒
井
家
と
い
う
名
門
大
名
家
に
生
ま
れ
た
と
は
い
え
、
出

家
し
て
表
向
き
酒
井
家
か
ら
の
援
助
を
断

っ
て
か
ら
は
、
こ
う
し
た
豪
商
と
の

も
う
一
点
は
、
こ
の
軸
盆
の
制
作
に
抱
一
周
辺
の
文
化
人
が
多
く
関
わ
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
江
都
四
時
勝
景
図
」
の
成
立
に
は
、
松
平
定
信
、
前
田
利

幹
、
市
川
米
庵
、
狩
野
索
川
、
賀
茂
季
鷹
、
大
田
錦
城
が
関
わ
っ
て
い
る
が
、

実
は
こ
の
中
の
数
人
は
抱

一
自
身
と
も
親
し
い
関
係
に
あ
る
人
々
で
あ
る
。
例

え
ば
市
川
米
庵
や
賀
茂
季
魔
は
、
『
軽
挙
観
句
藻
』
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
ま

た
「
江
都
四
時
勝
景
図
」
や
「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」
と
、
比
較
的
似
た
よ

う
な
経
緯
と
メ
ン
バ
ー
で
制
作
さ
れ
た
別
の
作
例
も
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
高

図

39

賜
闘
飲
図
巻
」
と
題
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。

文
化
十
二
年
(
-
八
一
五
）
、
千
住
の
鯉
隠
居
こ
と
飛
脚
問
屋
中
屋
六
右
衛
門

(35
)
 

の
六
十
の
賀
を
祝
っ
て
行
わ
れ
た
酒
合
戦
に
は
、
抱

一
、
亀
田
鵬
斎
、
谷
文
塊

ら
も
招
か
れ
た
。
こ
の
酒
合
戦
の
様
子
を
巻
物
に
描
い
た
も
の
が

「
高
陽
闘
飲

関
係
も
よ
り
親
密
に
自
由
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

る
。
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図
巻
」
と
題
さ
れ
、

よ
る
と
、
原
本
は
谷
文
麗
と
文
一
、
狩
野
索
川
が
手
が
け
て
お
り
、

以
上
「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」

こ
と
が
判
明
し
た
。

一
方
抱
一
研
究
、

結
び

(36) 

現
在
数
種
の
写
本
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
に

ま
た
そ
の

時
に
記
念
と
し
て
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
大
盃
は
羊
遊
斎
の
蒔
絵
で
、

(37) 

に
も
こ
の
大
杯
の
下
絵
が
残
っ
て
い
る
。

下
絵
帖

試
み
に
、
抱
一
を
取
り
巻
く
こ
れ
ら
の
人
々
の
関
係
や
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た

作
品
を
次
に
図
示
し
て
み
た
。
抱
一
や
羊
遊
斎
、
索
川
ら
を
中
心
と
し
た
江
戸

の
文
化
人
は
、
当
時
よ
く
こ
う
し
た
親
し
い
人
間
関
係
の
な
か
で
作
品
を
生
み

出
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」
も
、
抱
一
、
羊
遊
斎
、

素
川
、
佳
続
の
密
接
な
関
わ
り
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
が
、
こ
こ
に
改
め
て

確
認
さ
れ
よ
う
。

の
成
立
に
つ
い
て
、
作
品
の
構
成
と
制
作

者
、
注
文
主
の
各
側
面
か
ら
検
討
し
て
き
た
。
そ
し
て
作
品
が
絵
画
と
は
異
な

る
立
体
的
な
形
態
を
し
て
い
て
も
、
画
家
の
工
夫
は
存
分
に
凝
ら
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
背
景
に
画
家
の
意
図
を
よ
く
反
映
し
得
る
、
豊
か
な
人
間
関
係
の
あ
っ
た

近
年
、
都
市
江
戸
や
、
江
戸
と
地
方
を
つ
な
ぐ
文
化
人
の
交
流
、
ま
た
そ
れ

に
よ
っ
て
生
じ
た
様
々
な
動
き
に
つ
い
て
、
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
豪
商
と

画
家
、
蒔
絵
師
の
関
係
を
具
体
的
に
示
す
「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」
は
、

そ

の
よ
う
な
よ
り
広
い
視
野
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
作
品
と
い
え
よ
う
。

ま
た
江
戸
琳
派
研
究
に
お
い
て
、
絵
画
作
品
と
と
も
に
、

蒔
絵
、
染
織
な
ど
の
工
芸
品
も
、
今
後
検
討
の
範
囲
に
入
れ
る
必
要
が
改
め
て

制
作
し
た
作
品

そ
れ
が
「
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
」
な
の
で
あ
る
。

作
に
関
わ
っ
て
い
た
か
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

(38
)
 

痛
感
さ
れ
る
。
羊
遊
斎
と
抱
一
の
共
同
制
作
に
か
か
る
蒔
絵
作
品
を
、

光
琳
銘
の
蒔
絵
の
問
題
も
含
め
て
さ
ら
に
広
い
視
野
か
ら
整
理
検
討
す
る
必
要

(39
)
 

性
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

ま
た
興
味
深
い
こ
と
に
は
、

明
治
維
新
後
、
輸
出
用
の
工
芸
品
の
制
作
販
売

を
行
っ
た
起
立
工
商
会
社
の
製
品
の
下
絵
を
、
江
戸
琳
派
の
末
裔
た
ち
が
多
く

作
し
た
の
は
、

工
房
や

手
が
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
琳
派
は
明
治
期
に
日
本
の
美
術
を
代
表
す
る
様
式

(40
)
 

と
し
て
海
外
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
数
多
く
の
琳
派
的
な
作
品
を
制

(41) 

江
戸
琳
派
の
画
家
た
ち
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
明
治
初
期

に
お
い
て
、

江
戸
琳
派
の
蒔
絵
下
絵
制
作
は
な
お
健
在
だ
っ
た
と
い
え
る
。
こ

れ
は
い
か
に
抱
一
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
画
家
が
、
親
し
く
工
芸
的
な
作
品
の
制

江
戸
後
期
の
江
戸
に
お
い
て
新
た
な
絵
画
様
式
を
確
立
し
た
江
戸
琳
派
は
、

蒔
絵
の
デ
ザ
イ
ン
に
お
い
て
も
近
代
を
先
取
り
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
基

盤
を
築
い
た
抱
一
と
羊
遊
斎
の
ふ
た
り
が
、

お
互
い
の
技
量
を
充
分
に
発
揮
し

[
註
]

(
1
)
羊
遊
斎
の
生
年
に
つ
い
て
は
従
来
諸
説
あ
り
、
近
年
の
研
究

で
も
明
和
六
年
説
と
七
年
説
の
両
方
が
支
持
さ
れ
て
い
る
。

（註

4
参
照
）

(
2
)

羊
遊
斎
の
蒔
絵
下
絵
帖
は
、
現
在
計
七
冊
が
確
認
さ
れ
、
大
和
文
華
館
、
ボ

ス
ト
ン
美
術
館
、
出
光
美
術
館
に
分
蔵
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
ボ
ス
ト
ン
美
術
館

本
は
画
帖
か
ら
マ
ッ
ト
貼
に
体
裁
を
変
更
し
て
い
る
。
下
絵
帖
の
年
紀
、
題
箋

の
文
字
と
下
絵
や
覚
え
の
内
容
を
大
ま
か
に
整
理
し
た
の
が
次
の
表
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
七
冊
に
は
二
千
枚
近
く
の
下
絵
や
古
い
蒔
絵
の
写
し
が
貼
り
込
ま
れ
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表 羊遊斎下絵帖の概要と図様の傾向

て
お
り
、
羊
遊
斎
の
蒔
絵
制
作
の
み
な
ら
す
、
漆
工
史
全
体
に
お
い
て
も
非
常

に
興
味
深
い
資
料
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
下
絵
は
抱

一
、
羊
遊
斎
本
人
の
箪
ば

か
り
と
は
思
わ
れ
ず
、
抱
一
、
羊
遊
斎
そ
れ
ぞ
れ
に
工
房
を
抱
え
て
い
た
こ
と

が
示
唆
さ
れ
る
。
な
お
一
部
に
近
代
の
輸
出
用
工
芸
品
の
下
絵
も
含
ま
れ
て
い

る。

一
枚
の
内
に
全
く
異
な
る
図
様
が
混
在
す
る

＊原則として紙葉一枚を一図と数えるが、

場合は別に数えた。

＊巻末に記されている年紀順にイから卜としたが、図様の中には巻末の年紀より

下る年紀を伴うものも少なくない。

下絵帖種顆
抱一 其一

江戸
琳派風 漢画風

古典蒔絵
その他 計

下絵帖題箋・年紀 琳派風 の写し

大和文華館木

イ 下 絵 集 B全二亀 17 8 I 0 72 278 385 

亨和元九月

出光本

ロ下絵集 A全四禄 25 8 I 33 4 63 7 259 499 

天保十二八月

出光本

ハ 下絵集 C全三寿 4 6 159 I 69 

天保十二八月

出光本

二 （題箋無） II 4 42 13 2 153 225 

天保十二八月

出光本

ホ 下絵集 J全十一 24 2 I 38 65 
丁子

天保十四七月

ポス トン本

ヘ （題箋無） 47 30 37 2 148 66 330 

天保十四七月

出光本

ト琳派風T画 24 2 I 38 65 

（年紀無）

計 360 65 224 204 1,038 1,90 I 

＊
作
風
の
判
別
は
、
「
抱
こ
、
「
其
こ
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
落
款
の
あ
る
も
の
、
「
江
戸
琳

派
風
」
は
そ
の
他
の
弟
子
の
署
名
や
無
記
名
で
も
明
ら
か
に
江
戸
琳
派
の
様
式
を
示
す
も
の

に
限
っ
た
。
ま
た
「
琳
派
風
」
は
、
光
琳
の
蕗
款
を
伴
う
も
の
か
、
江
戸
琳
派
と
は
異
な
る

典
型
的
な
琳
派
様
式
を
示
す
も
の
、

「漢
画
風
」
は
中
国
の
山
水
人
物
の
図
様
、
「
古
典
蒔
絵

の
写
し
」
は
、
鎌
倉
、
室
町
、
桃
山
期
の
蒔
絵
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
そ
の
他
」
に
分
類

せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
半
数
以
上
あ
り
、
こ
の
分
類
に
は
検
討
の
余
地
が
多
く
残
さ
れ
て

い
る
が
、

「江
戸
琳
派
風
」
と
「
琳
派
風
」
が
明
ら
か
に
識
別
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ら
の

全
体
に
占
め
る
割
合
な
ど
を
考
え
る
上
の
沢
料
と
し
て
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

(
3
)

大
野
智
子

「江
戸
琳
派
の
工
芸
意
匠
ー
蒔
絵
を
中
心
に
ー
」（
『琳
派
』
第
五

巻
「
綜
合
」
紫
紅
社
、
一
九
九
二
年
）
お
よ
び
、
岡
野
智
子
（
大
野
に
同
じ
、

以
下
同
）

「
抱
一

の
デ
ザ
イ
ン
ー
蔓
梅
擬
目
白
蒔
絵
軸
盆
を
中
心
に
ー
」
第
九
六

回
近
世
絵
画
研
究
会
口
頭
発
表
に
よ
る
。
後
者
の
際
配
布
し
た
資
料
（
前
掲
表
）

の
一
部
は
今
回
加
箪
訂
正
し
た
。

(
4
)

小
川
裕
久
「
蒔
絵
師
原
羊
遊
斎
と
鷹
見
泉
石
」
（
『史
友
』
第
二
五
号
、

九
三
年
五
月）

小
林
祐
子

「蒔
絵
師
原
羊
遊
斎
研
究
」（
『
哲
学
会
誌
』
第
十
七
号
、

学
習
院
大

学
哲
学
会
、
一

九
九
三
年
六
月
）

郷
家
忠
臣
「
江
戸
遊
里
門
前
蒔
絵
盃
ー
蒔
絵
師
・
原
羊
遊
斎
の
風
景
ー
」
（
『
三

浦
古
文
化
』
第
五
四
号
、
一
九
九
四
年
）

な
お
脱
稿
後
発
表
さ
れ
た
次
の
二
本
の
論
考
は
、
羊
遊
斎
研
究
を
よ
り
進
展
さ

せ
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

小
川
裕
久
「
鷹
見
泉
石
作

『日
光
駅
路
里
数
之
表
』
を
め
ぐ
っ
て
」（
『史
友
』

第
二
六
号
、
一
九
九
五
年
三
月）

小
林
祐
子

「蒔
絵
師
原
羊
遊
斎
と
松
平
不
昧」

四
号
、

一
九
九
五
年
三
月
）

（『野
村
美
術
館
研
究
紀
要
』
第

(
5
)

抱
一
の
代
表
作
「
夏
秋
草
図
屏
風
」
も
、
下
絵
貼
張
屏
風
に
裏
の
書
付
か
ら
、

文
政
四
年
あ
る
い
は
五
年
頃
描
か
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
以
前
は
文
政

前
期
の
年
紀
を
伴
う
抱

一
作
品
は
少
な
く
、
画
風
展
開
上
の
空
白
地
帯
と
な
っ

て
い
た
が
、
軸
盆
や
「
夏
秋
草
図
屏
風
」
な
ど
の
作
品
の
年
代
が
特
定
さ
れ
た

こ
と
で
、
む
し
ろ
こ
の
時
期
に
は
抱
一
様
式
が
明
白
に
確
立
さ
れ
た
こ
と
が
わ

一
九
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(
6
)

書
状
は
宛
名
の
左
右
に
糊
封
の
際
に
墨
引
き
の
跡
が
あ
り
、

図
17
、

18

て
巻
く
と
当
時
の
形
態
が
再
現
で
き
る
ほ
ど
状
態
が
よ
い
。

(
7
)

こ
の
作
品
は
見
込
み
に
施
さ
れ
た
藪
柑
子
を
千
両
と
誤
解
さ
れ
て
き
た
た
め

こ
の
名
称
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
茶
箱
の
外
側
は
春
草
の
蒔
絵
お
よ
び
盛
り
上

げ
菊
を
描
い
た
稲
妻
型
の
紙
片
を
貼
り
込
ん
だ
図
様
、
ま
た
内
側
に
は
水
蓮
の

意
匠
も
あ
り
、
本
来
「
四
季
草
花
蒔
絵
茶
箱
」
と
称
す
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
藪
柑
子
の
実
は
軸
盆
の
蔓
梅
擬
の
実
と
同
様
珊
瑚
の
半
球
で
表
わ
さ
れ
て

い
る
。註

3
参
照
。

(
9
)

相
見
香
雨
「
抱
一
上
人
年
譜
稿
」
（
『
日
本
美
術
協
会
報
告
』
第
六
輯
、
一
九

二
七
年
十
二
月
）
お
よ
び
中
村
蕉
『
神
田
文
化
史
』
（
秀
峰
閣
、
一
九
三
五
年
）

に
は
、
震
災
前
ま
で
神
田
明
神
に
森
川
佳
続
の
依
頼
で
抱
一
下
絵
、
羊
遊
斎
蒔

絵
の
「
四
季
草
花
図
蒔
絵
額
」
一
面
の
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
神
田
明

神
の
祭
礼
に
佳
続
が
依
頼
し
た
も
の
ら
し
く
、
大
き
さ
は
長
さ
一
丈
高
さ
約
二

尺
と
い
い
、
文
政
四
年
五
月
奉
納
と
い
う
。
こ
れ
が
現
存
し
て
い
れ
ば
、
か
な

り
大
き
い
羊
遊
斎
の
蒔
絵
と
し
て
知
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

(10)

こ
れ
ら
の
十
ニ
カ
月
花
鳥
図
に
つ
い
て
は
、
河
野
元
昭
「
抱
一
筆
十
二
か

月
花
鳥
図
考
」
（
『
國
華
』
―
―
七
五
号
、
一
九
九
三
年
十
月
）
に
、
元
装
は
す

べ
て
押
絵
貼
屏
風
で
あ
っ
た
可
能
性
が
新
た
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
抱
一
の
森

川
佳
続
宛
の
書
状
に

「
十
二
月
御
屏
風
之
内
金
七
園
御
持
せ
被
下
あ
り
が
た
＜

候
」
（
註

28
参
照
）
と
あ
る
の
も
こ
う
し
た
十
二
月
花
鳥
図
の
押
絵
貼
屏
風
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

(11)

抱

一
が
蔓
や
葉
の
描
く
曲
線
を
効
果
的
に
画
面
構
成
に
取
り
入
れ
て
い
る
こ

と
は
、
大
野
智
子
「
酒
井
抱
一
の
画
風
展
開
と
そ
の
特
色
」
（
『
美
術
史
』
―
二

六
号
、
一
九
八
九
年
三
月
）
に
詳
述
し
た
。

(12)

山
根
有
三
「
酒
井
抱
一
筆
夏
草
雨
・
秋
草
風
図
屏
風
下
絵
」
（
『
國
華
』
一

一
五
四
号
、
一
九
九
二
年
一
月
）
、
岡
野
智
子
「
東
京
国
立
博
物
館
保
管

酒

井

8
 か

る
。

宛
名
を
表
に
し

抱
一
筆
『
夏
秋
草
図
屏
風
』
の
成
立
と
そ
の
背
景
」
(
『

M
U
S
E
U
M
』
四
九

三
号
、

一
九
九
二
年
四
月
）
参
照
。

(13)

小
松
大
秀
「
技
と
写
実
の
世
界
ー
江
戸
後
期
の
工
芸
」
（
『
日
本
美
術
全
集
』

浮
世
絵
江
戸
の
絵
画

IV
・
エ
芸

II
、
講
談
社
、
一
九
九
一
年
）
参
照
。

(14)

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
近
世
以
前
の
蒔
絵
の
ス
ケ
ッ
チ
が
見
出
だ
さ
れ
る
。

〇
籠
菊
螺
細
蒔
絵
手
箱
鎌
倉
時
代

（
原
品
は
明
治
六
年
、
ウ
ィ
ー
ン
万
国

博
覧
会
出
品
の
帰
途
伊
豆
沖
で
沈
没
し
た
。
図
様
は
鎌
倉
国
宝
館
の
「
政
子

手
箱
図
」
で
確
認
さ
れ
る
。
）
「
下
絵
帖
ハ
」
に
所
収

〇
籠
菊
螺
細
蒔
絵
硯
箱
鎌
倉
時
代
（
現
鎌
倉
国
宝
館
蔵
）
「
下
絵
帖
ハ
」
に

所
収

〇
片
輪
車
螺
細
手
箱
鎌
倉
時
代
（
現
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
「
下
絵
帖
ハ
」

に
所
収

0
花
白
川
蒔
絵
硯
箱
室
町
時
代
（
現
根
津
美
術
館
蔵
）
「
下
絵
帖
ハ
」
に
所

又

＇ 
ほ
か
に
も
「
塩
山
蒔
絵
硯
箱
」
（
「
下
絵
帖
口
」
に
所
収
）
や
「
蔦
細
道
蒔
絵
硯

箱
」
（
「
下
絵
帖
ホ
」
に
所
収
）
を
は
じ
め
、
多
く
の
古
典
的
な
蒔
絵
の
図
様
が

見
出
だ
さ
れ
る
が
、
筆
者
は
漆
工
史
に
は
門
外
漢
で
あ
る
の
で
、
そ
の
元
と
な

っ
た
蒔
絵
の
年
代
等
に
つ
い
て
は
、
大
方
の
ご
教
示
を
お
願
い
し
た
い
。

な
お
羊
遊
斎
が
こ
の
「
片
輪
車
螺
細
手
箱
」
か
ら
「
片
輪
車
螺
細
蒔
絵
棗
」
を

制
作
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲
小
林
祐
子
氏
論
文
（
註

4
)
に
具
体
的
な

考
察
が
あ
る
。

(15)

「
下
絵
帖
ハ
」
に
は
、
「
（
不
昧
公
）
御
所
持
高
憂
寺
ヲ
棗

二
写
ス
」
「
不
昧
公

時
代
高
憂
寺
様
当
時
数
二
十
壱
有
之
其
中
第
一
之
様
を
写
置
之
」
な
ど
、
羊
遊

斎
が
高
壼
寺
蒔
絵
を
丹
念
に
写
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

(16)

「
江
都
四
時
勝
景
図
」
に
つ
い
て
は
修
復
の
必
要
が
認
め
ら
れ
た
た
め
、
一

九
九
三
年
九
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
、
①
か
び
の
除
去
②
本
紙
の
裏
打
ち
③

表
紙
裂
の
補
強
を
中
心
と
す
る
修
復
を
施
し
た
。
そ
の
際
、
作
品
本
体
の
体
裁
、

外
箱
、
内
箱
と
も
制
作
当
初
の
形
態
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
の
で
、
表
紙
裂
や
緑

紙
な
ど
、
極
力
原
装
の
も
の
を
使
用
し
、
収
納
も
太
巻
に
せ
ず
元
の
箱
に
収
め
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23)

西
本
周
子
「
尾
形
光
琳
筆

九
年
十
月
）
参
照
。

一
九

一
九
七

(17)

小
澤
弘
「
江
戸
時
代
を
語
る
・
雷
門
江
戸
ば
な
し
続
編
（
六
十
四
）
ー
『
江

都
四
時
勝
景
図
』
に
つ
い
て
」
（
『
浅
草
寺
』
第
四
一

0
号
、
一
九
九
三
年
五
月
）

に
概
要
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(18)

松
平
定
信
（
一
七
五
八
ー
一
八
二
九
）
と
画
家
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
最

近
特
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
定
信
と
文
晶
」
展
（
福
島
県
立
博
物

館
、
一
九
九
二
年
十
月
）
と
い
っ
た
よ
う
に
意
欲
的
に
こ
の
問
題
に
取
り
組
む

特
別
展
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

(19)

前
田
利
幹
（
一
七
七
一
ー
一
八
三
六
）
は
富
山
藩
前
田
家
九
代
目
藩
主
。
八

代
目
藩
主
前
田
利
謙
は
寛
政
三
年
、
市
川
寛
斎
（
米
庵
の
父
）
を
藩
校
に
招
い

こ。t
 

(20)

大
田
錦
城
（
一
七
六
五
ー
一
八
二
五
）

四
年
江
戸
で
山
本
北
山
に
儒
学
を
学
ぶ
。

藩
に
仕
え
た
。

(21)

賀
茂
季
鷹
（
一
七
五
一
ー
一
八
四
一
）
は
上
賀
茂
神
社
の
祠
官
を
勤
め
た
国

学
者
で
歌
人
。
江
戸
で
橋
千
蔭
ら
と
交
流
し
、
抱
一
と
も
親
し
い
。

(22)

市
川
米
庵
（
一
七
七
九
ー
一
八
五
八
）
は
江
戸
の
書
家
で
、

を
学
ぶ
。
文
政
―
二
年
父
の
没
後
、
富
山
前
田
家
に
仕
え
る
。

こ。t
 

は
京
都
で
皆
川
渫
園
に
つ
き
、
天
明

江
戸
浅
草
に
塾
を
開
き
、
の
ち
加
賀

菊
園
香
包
」
（
『
國
華
』

父
寛
斎
よ
り
書

-
0
二
七
号
、

(24)

森
川
佳
続
に
つ
い
て
は
主
に
次
の
文
献
に
記
述
が
あ
る
。

岡
野
知
十
『
雨
華
抱
一
』
（
裳
華
房
、
一
九

0
0
年）

大
村
西
崖
『
東
洋
美
術
大
観
』
五
（
審
美
書
院
、
一
九

0
九
年
）

相
見
香
雨
「
抱
一
上
人
年
譜
稿
」
（
『
日
本
美
術
協
会
報
告
』
第
六
輯
、

七
年
十
二
月
）

中
村
薫
『
神
田
文
化
史
』
（
秀
峰
閣
、
一
九
三
五
年
）

脇
本
十
九
郎
「
抱
一
に
つ
い
て
．
抱
一
の
手
紙
」（
『
画
説
』
十
八
号
、

一
九
三

八
年
）

遠
藤
幸
威

「
『
閑
談
数
刻
』
に
見
る
酒
井
抱
一
周
辺
」
（
三
古
會
編

藝
ー
史
博
と
考
証
』
八
木
書
店
、
一
九
七
六
年
）

三
村
清
三
郎

「抱

一
上
人
」（
『
日
本
書
誌
学
大
系
二
三

青
裳
堂
書
店
、
一
九
八
四
年
）

『
近
世
の
学

(25)

勘
定
所
御
用
達
に
つ
い
て
は
本
文
中
で
触
れ
た
『
東
京
市
史
稿
』
（
産
業
篇
第

三
十
三
）
の
ほ
か
、

竹
内
誠
「
寛
政
の
改
革
と
『
勘
定
所
御
用
達
』
の
成
立
（
上
）
（
下
）
」
（
『
日
本

歴
史
』
―
二
八
．
―
二
九
号
、
一
九
五
九
年
）
お
よ
び
、
同
「
『
寛
政
の
改
革
と

勘
定
所
御
用
達
』
再
論
」
（
『
徳
川
林
政
史
研
究
所
紀
要
』
一
九
七
一
年
）
が
参

照
さ
れ
る
。

(26)

但
し
図
37
、
38
に
掲
げ
た
長
者
番
付
類
は
嘉
永
年
間
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

な
お
岩
淵
令
治
氏
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば
、
文
化
十
二
年
の
「
江
戸
自
慢
」
に
、

伏
見
屋
五
郎
左
衛
門
が
前
頭
に
次
ぐ
位
鷹
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(27)

同
書
の
記
述
は
第
一
次
史
料
に
基
づ
か
な
い
と
し
て
、
抱
一
の
伝
記
を
こ
の

書
に
依
ら
な
い
立
場
が
あ
る
（
脇
本
十
九
郎
前
掲
論
文
[
註
訊
『
山
根
有
三
「
酒

井
抱
一
筆
八
橋
図
屏
風
」
『
國
華
』
―
一
九
一
号
、
一
―
九
五
年
一
月
）
。
確
か

に
同
書
に
は
伝
承
に
よ
る
部
分
が
あ
り
、
典
拠
と
す
る
場
合
は
慎
重
な
配
慮
を

必
要
と
す
る
。
し
か
し
近
代
に
お
け
る
抱
一
の
個
人
研
究
の
最
も
早
い
著
書
で

あ
り
、
『
東
洋
美
術
大
観
』
は
じ
め
こ
れ
を
下
敷
と
す
る
記
述
は
多
い
。
野
崎
真

一
、
酒
井
道
一
、
森
川
佳
易
ら
、
雨
華
庵
の
後
裔
た
ち
に
直
接
取
材
し
て
い
る

点
か
ら
も
他
書
に
は
な
い
示
唆
が
少
な
か
ら
ず
見
出
さ
れ
、
史
料
批
判
を
行
い

つ
つ
も
看
過
で
き
な
い
文
献
と
考
え
る
。

(28)

抱
一
の
書
状
は
東
京
国
立
博
物
館
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
な
ど
に
ま
と
ま
っ
て
所

蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
い
く
つ
か
の
書
状
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
に
紹
介

さ
れ
て
い
る
。

脇
本
十
九
郎
前
掲
論
文
（
註

24
参
照
）

千
澤
禎
治
『
日
本
の
美
術
』
一
八
六
酒
井
抱
一
（
至
文
堂
、
一
九
八
一
年
）

河
野
元
昭

「画
家
の
手
紙

5

酒
井
抱
一

」（
『
日
本
美
術
工
芸
』
四
五
二
、
一

二
村
竹
清
集

ハ
』
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31)

註
2
5
『
東
京
市
史
稿
』
参
照
。

(29)

東
京
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
佳
続
宛
の
抱
一
書
状
の
中
に
封
筒
が
あ
り

（
未
公
刊
）
、
そ
れ
に
は
「
佐
久
間
町
様
金
杉
」
と
あ
る
（
金
杉
は
下
谷
金
杉

に
住
ん
で
い
た
抱
一
が
自
分
を
指
し
て
い
っ
た
言
葉
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
佳

続
が
佐
久
間
町
に
居
を
構
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(30)

六
代
目
森
川
五
郎
右
衛
門
が
亡
く
な
っ
た
の
は
文
化
十
三
年
閏
八
月
で
、
索

川
が
「
江
都
四
時
勝
景
図
」
の
乾
巻
の
末
尾
に
記
し
た
年
紀
「
文
化
十
三
丙
子

中
秋
」
に
極
め
て
近
い
。
し
か
し
十
二
図
を
描
く
こ
と
は
比
較
的
長
期
の
作
業

と
思
わ
れ
、
こ
の
作
品
は
六
代
目
五
郎
右
衛
門
の
た
め
に
描
か
れ
た
と
す
る
の

が
自
然
で
あ
ろ
う
。

(32)

羊
遊
斎
下
絵
帖
に
見
出
だ
さ
れ
る
森
川
家
関
係
の
下
絵
は
次
の
と
お
り
。

•
森
川
佳
屋
の
八
十
三
の
賀
の
た
め
の
寿
の
字
入
り
盃
（
「
下
絵
帖
口
」
に
所
収
）

•
森
川
五
郎
八
の
た
め
の
香
合
（
「
下
絵
帖
ハ
」
に
所
収
）

•
森
川
本
店
の
た
め
の
高
台
寺
蒔
絵
写
（
「
下
絵
帖
ハ
」
に
所
収
）

(33)

佳
続
を
取
り
巻
く
森
川
家
の
人
々
に
つ
い
て
は
な
お
未
詳
な
点
が
多
い
。
註

24
ー26、

32
の
諸
文
献
に
は
、
五
郎
右
衛
門
、
五
郎
八
、
五
郎
作
、
五
郎
左
衛

門
、
佳
屋
、
佳
右
衛
門
（
小
川
裕
久
氏
前
掲
論
文
、
天
保
十
四
年
、
十
五
年
の

項
参
照
）
な
ど
の
名
前
が
混
在
し
て
登
場
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
五

郎
作
が
佳
続
本
人
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
、
五
郎
右
衛
門
と
い
う
名
が
勘
定
所
御

用
逹
の
森
川
本
店
の
主
人
の
通
称
と
し
て
代
々
継
が
れ
る
こ
と
は
本
文
中
で
述

べ
た
と
お
り
で
あ
る
（
な
お
図

38
の

「江
戸
自
慢
」
で
は
五
左
衛
門
と
な

っ
て

い
る
）
。
ま
た
『
江
府
流
行
誌
』
（
『
神
田
文
化
史
』
所
収
）
の
安
政
四
年
の
記
事

に
は
、
「
神
田
佐
久
間
町
壼
丁
目
家
持
森
川
五
郎
右
衛
門
同
五
郎
八
」

と
あ
り
、
五
郎
八
は
本
店
と
同
じ
佐
久
間
町
に
住
む
分
家
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る。

(34)

一
説
に
伏
見
屋
火
事
と
も
い
わ
れ
た
江
戸
の
大
火
。
『
武
江
年
表
』
『
甲
子
夜

話
続
編
』
『
春
の
紅
葉
』
な
ど
記
録
は
多
く
、
焼
失
家
屋
は
三
六
万
九
五
―
二
軒

九
七
六
年
）

に
及
ぶ
と
い
う
。
神
田
か
ら
日
本
橋
、
京
橋
、
芝
ま
で
江
戸
の
中
心
部
が
被
害

に
あ
っ
た
。

(35)

千
住
の
酒
合
戦
に
つ
い
て
は
『
甲
子
夜
話
巻
十
こ
、
『
足
立
区
史
』
(
-
九
六

七
年
）
、
「
千
住
の
酒
合
戦
と
江
戸
の
文
人
展
」
（
『
足
立
区
立
郷
土
博
物
館
紀
要
』

第

3
号
、
一
九
八
七
年
十
月
）
な
ど
に
特
に
詳
し
い
。

プ

本

、

、
フ
リ
ッ
ク
ラ
イ
ラ
リ
ー

(36)

「
高
隔
闘
飲
図
巻
」
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
ノ

福
島
家
本
、
内
田
家
本
、
個
人
蔵
本
等
が
知
ら
れ
る
。

(37)

こ
の
大
盃
は
「
都
鳥
」
の
銘
で
大
田
南
畝
の
箱
書
き
が
あ
る
。
『
乾
山
・
抱
一
』

（
高
見
澤
版
限
定
本
）
に
も
モ
ノ
ク
ロ
図
版
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
下
絵
は
「
下

絵
帖
卜
」
に
所
収
。

(38)

魚
屋
北
渓
画
『
北
里
十
二
時
』
（
文
化
八
年
刊
）
の
挿
絵
に
は
、
吉
原
の
妓
楼

の
一
室
の
小
澳
に
、
抱
一
の
落
款
を
伴
う
波
に
千
鳥
の
絵
が
描
き
込
ま
れ
て
い

る
。
ま
た
渓
斎
英
泉
は
「
女
三
題
」
（
太
田
記
念
美
術
館
）
の
美
人
の
襟
元
に
抱

一
の
落
款
を
入
れ
、
こ
の
下
着
が
抱
一
の
描
絵
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

歌
川
国
貞
は
「
江
戸
自
慢
仲
之
町
の
燈
籠
」
（
千
葉
市
立
美
術
館
建
設
準
備
室
）

に
、
抱
一
の
名
前
の
入
っ
た
団
扇
を
も
つ
遊
女
を
描
い
て
い
る
。
「
抱
一
」
と
い

う
名
が
当
時
吉
原
を
中
心
に
流
行
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
名
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

(39)

幕
末
か
ら
明
治
期
に
使
用
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
「
刀
装
具
金
工
下
絵
帖
」
（
当

館
蔵
）
に
は
、
抱
一
の
落
款
を
伴
う
秋
草
図
や
抱
一
の
印
、
弟
子
の
山
田
抱
玉

の
印
な
ど
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
資
料
は
見
返
し
に
嘉
永
七
年
の
年
紀
と
野
沢

是
度
と
い
う
人
物
の
署
名
を
伴
う
。
こ
の
時
期
、
抱
一

の
落
款
が
羊
遊
斎
以
外

の
蒔
絵
や
金
工
具
の
工
房
で
も
使
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

(40)

た
と
え
ば
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ビ
ン
グ
は

『芸
術
の
日
本
』
二
三
号
を
光
琳
特

集
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
挿
図
の
多
く
は
、
抱
一
の
編
集
し
た
版
本
『
光

琳
百
図
』
か
ら
引
用
し
て
い
る
。

(41)

東
京
芸
術
大
学
に
所
蔵
さ
れ
る
起
立
工
商
会
社
の
工
芸
品
の
下
絵
一
九
六
九

枚
の
中
に
は
、
山
本
光
一
、
鈴
木
誠
一
、
稲
垣
其
達
、
野
沢
堤
雨
ら
、
江
戸
琳
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酒井抱ー下絵「蔓梅擬目白蒔絵軸盆」をめぐって

派
の
末
裔
の
名
前
を
多
く
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
羊
遊

斎
の
下
絵
帖
に
混
入
し
て
い
る
輸
出
用
陶
器
の
下
絵
な
ど
の
存
在
も
関
連
づ
け

て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
う
。
明
治
維
新
以
降
あ
ま
り
明
確
で
な
か

っ
た
江
戸
琳
派
の
動
向
が
思
い
が
け
な
い
方
面
で
明
ら
か
に
な
り
、
こ
の
件
に

つ
い
て
は
別
稿
で
整
理
検
討
す
る
用
意
が
あ
る
。
な
お
今
回
は
樋
田
豊
次
郎
『
起

立
工
商
会
社
工
芸
下
図
集
明
治
の
輸
出
工
芸
図
案
』
（
京
都
書
院
、
一
九
八
七

年
）
に
よ
っ
た
。

（
一
九
九
四
年
十
一
月
末
日
脱
稿
）
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図 1 蔓梅擬目白蒔絵軸盆

図 2 蔓梅擬目白蒔絵軸盆 下絵
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酒井抱ー下絵「蔓梅擬目白蒔絵軸盆」をめぐって

図 3 軸 盆 部 分

図 4 下 絵 部 分
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賛

莫

蒼
｛ゴ

9

、,g
ー

⇒1、

図 6 下絵抱ー落款 図 5 軸盆抱ー落款

図 8 軸盆裏面羊遊斎落款 図 7 軸 盆 裏面

図 9 軸 盆 裏面

図10 下絵裏面
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酒井抱ー下絵「蔓梅擬目臼蒔絵軸盆」をめぐ って

軸
盆

繍
目
鳥

梅
も
と
き

む
勾
・ータ

t
{

"
J
}

栓
そ
魯
房

由

一

花
k

車
条

祁
．jii

．

．
 ト孔
§

―-

2ダ
仕
ふ
・
人

~r
、

一

抱
一
暉
真
豊

図
12

同

箱

蓋ー

．
 

ふ＇。し

i
t
k

¥‘ぐ

軸
盆

繍
目
鳥

抱
一
公
御
箪

筈
書
附
御
同
箪

蒔
絵
原
更
山
作

固
11

軸
盆

箱

覆
紙

辛
巳
春
出
来

梅
も
と
き

口
口
亭
所
蔵

図
13

同

箱
蓋
裏
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図15 佳続宛 抱一書状

佳

績

様

鶯

郁

秋
冷
相
増
候
。
愈
御

平
安
奉
賀
候
。
此
間
は

罷
出
い
ろ
／
＼
御
馳
走

相
成
難
有
奉
存
候
。
掠
又

御
頼
の
軸
盆
下
綸

出
来
致
候
。
私
よ
り
遣
申
候

は
や
す
く
候
へ
と
も
其
方

様
よ
り
可
被
遣
事
に
候
。

私
よ
り
こ
と
つ
て
斗
あ
し
と

存
候
ま
>
御
一
覧
の
う
へ

可
被
遣
候
。
あ
し
き
虞
ハ

認
直
し
上
可
申
候
。

何
事
も
萬
々
拝
顔
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酒井抱ー下絵 「蔓梅擬 目白蒔絵軸盆」をめぐって

図19 羊遊斎下絵帖部分ボストン美術館本

図20 夏秋草図屏風部分東京国立博物館蔵

図21 松藤図屏風部分 アジアソサエティ蔵

図22 四季花鳥図巻 部分東京国立博物館蔵
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図23 江都四時勝景図 東叡山花見
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図33 蔓梅擬目白蒔絵軸盆
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岡野智子

図34 軸盆に「江都四時勝景図」二巻をのせたところ

図35 乾巻を外したところ

図36 佐久間町付近 □□~にモリ川の名が見える

図37 江戸持〇長者番付 行司の一番左に伏見屋の名がある
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図39

酒井抱ー下絵「蔓梅擬目白蒔絵軸盆」をめぐって

図38 江戸自慢 部分 行司の右から 2行目

に伏見屋の名がある

高陽闘飲図巻 部分 個人蔵 桟敷上の僧形の人物が抱ーと思われる
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