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遡
る
こ
と
十
年
余
り
︒
二
〇
一
〇
年
当
時
の
京
都
芸
大
は
公
立
大
学
法
人
に
移
行
す
る
直
前
で
あ
っ
た
︵
二
〇
一
二
年

移
行
︶︒
法
人
化
す
る
こ
と
を
念
頭
に
様
々
な
大
学
組
織
の
改
編
や
新
し
い
構
想
が
議
論
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の

一
つ
に
現
在
の
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
︵
二
〇
一
四
年
開
設
︑
以
降
芸
資
研
︶
も
含
ま
れ
て
い
た
が
︑
当
時
私
は
情
報

管
理
主
事
と
い
う
役
目
を
仰
せ
つ
か
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
︑
大
学
会
館
情
報
ス
ペ
ー
ス
の
充
実
に
向
け
た
メ
デ
ィ
ア

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
構
想
に
取
り
組
ん
で
い
た
︒
様
々
な
議
論
の
中
で
目
さ
れ
て
い
た
一
つ
が
︑
芸
資
研
と
メ
デ
ィ
ア
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
は
車
の
両
輪
の
よ
う
に
互
い
に
機
能
し
て
い
く
と
い
う
構
想
で
あ
っ
た
︒
芸
術
資
源
と
い
う
素
材
を
ど

う
活
か
す
か
と
い
う
研
究
に
お
い
て
︑
現
在
で
は
当
然
の
こ
と
だ
が
︑
統
合
さ
れ
た
デ
ジ
タ
ル
化
が
非
常
に
優
位
に
機
能

す
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
だ
︒

　

大
学
会
館
情
報
ス
ペ
ー
ス
は
学
内
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
シ
ス
テ
ム
を
担
っ
て
い
る
組
織
で
︑
非
常
勤

講
師
と
企
画
広
報
課
事
務
職
員
と
で
管
理
さ
れ
て
い
た
︒
学
内
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
構
築
や
仕
様
に
つ
い
て
は

美
術
学
部
の
藤
原
隆
男
教
授︵
専
門
は
宇
宙
物
理
学
︶が
構
築
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
そ
れ
は
︑
彼
の
自
発
的
好
意

に
よ
る
も
の
で
あ
り
︑
大
学
と
し
て
は
長
い
期
間
そ
の
好
意
に
甘
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　

そ
こ
で
メ
デ
ィ
ア
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
で
は
専
門
性
の
高
い
教
員
と
技
術
職
員
を
置
い
て
︑
実
働
的
に
機
能
す
る
こ
と

を
目
指
し
た
︒
当
時
美
術
学
部
で
は
近
い
将
来
新
入
生
全
員
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
必
携
化
が
検
討
さ
れ
て
お
り
︑
情
報
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も
極
め
て
存
在
感
を
放
っ
て
い
る
︒
現
在
の
芸
資
研
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ア
ー
カ
イ
ブ
研
究
に
ウ
ェ
イ
ト
が
置
か
れ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
名
称
の
示
す
よ
う
に
重
要
な
役
割
で
あ
る
こ
と
に
違
い
な
い
が
︑
今
後
各
機
関
を

横
断
的
に
繋
ぐ
基
盤
に
な
る
研
究
が
現
れ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
︒

阿
部
裕
之　

ス
ペ
ー
ス
を
利
用
し
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
演
習
科
目
の
必
修
化
も
議
論
さ
れ
て
い
た
︒
そ
れ
と
と
も
に
芸
術
制
作
・
創
造
活

動
に
お
い
て
デ
ジ
タ
ル
機
器
の
利
用
が
拡
大
さ
れ
て
い
て
︑
そ
れ
ら
の
貸
し
出
し
業
務
の
対
応
不
足
と
い
う
現
状
も
抱
え
て

い
た
︒

　

教
員
の
配
置
を
考
え
た
の
は
︑
将
来
の
活
動
を
見
越
し
て
大
学
の
主
要
な
会
議
に
も
参
加
で
き
る
よ
う
に
す
る
目
論
見
も

あ
っ
た
︒
そ
れ
は
大
学
の
活
動
に
対
し
て
対
等
に
関
わ
る
こ
と
で
︑
各
組
織
か
ら
の
要
求
に
素
早
く
対
応
し
た
り
新
し
い
可

能
性
を
提
示
し
た
り
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
︒
メ
デ
ィ
ア
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
は
固
定
さ
れ
た

も
の
で
は
な
く
︑
い
わ
ば
人
間
の
脳
の
神
経
細
胞
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
よ
う
に
︑
必
要
な
と
こ
ろ
に
腕
を
伸
ば
し
て
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
る
と
い
う
柔
軟
性
を
持
た
せ
る
た
め
の
考
え
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
セ
ン
タ
ー
化
す
る
こ
と
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
シ
ス
テ
ム
の
積
極
的
な
運
用
が
可
能
に
な
る
と
い
う
側
面
も
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
大

学
の
運
営
や
活
動
を
創
造
的
に
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
と
い
う
構
想
に
も
つ
な
が
っ
た
︒

　

構
想
の
実
現
の
た
め
に
東
京
藝
術
大
学
や
愛
知
県
立
芸
術
大
学
へ
の
査
察
見
学
も
行
な
っ
た
が
︑
実
際
に
は
実
現
す
る
事

無
く
立
ち
消
え
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
我
々
は
メ
デ
ィ
ア
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
必
要
性
を
説
い
た
電
子
冊
子
ま
で
制
作
し

た
︒
そ
れ
は
音
楽
学
部
の
津
崎
実
教
授
︵
専
門
は
音
響
心
理
学
︶
が
苦
労
し
て
ま
と
め
上
げ
て
く
れ
た
も
の
だ
っ
た
︒
し
か

し
予
算
的
な
こ
と
な
ど
諸
々
の
事
情
が
重
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
進
展
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

そ
し
て
芸
資
研
と
の
車
の
両
輪
構
想
も
頓
挫
し
て
し
ま
う
が
︑
情
報
管
理
主
事
と
し
て
芸
資
研
の
運
営
に
関
わ
る
こ
と

に
な
っ
た
︒
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
芸
資
研
は
少
し
ば
か
り
の
不
安
を
抱
え
つ
つ
も
︑
新
鮮
で
将
来
へ
の
希
望
に
満
ち
て
い
た
︒

そ
の
運
営
方
針
は
幾
つ
か
掲
げ
ら
れ
て
い
た
が
︑﹁
美
術
学
部
︑
音
楽
学
部
︑
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
︑
附
属
図
書
館
︑
芸

術
資
料
館
等
の
独
立
し
た
機
関
を
横
断
的
に
つ
な
ぎ
再
編
す
る
新
し
い
研
究
基
盤
と
な
る
﹂
旨
の
項
目
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑

メ
デ
ィ
ア
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
で
構
想
し
て
い
た
こ
と
に
も
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
︒
考
え
て
み
れ
ば
我
々
が
考
え

て
い
た
こ
と
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
通
し
た
組
織
の
枠
を
超
え
た
人
的
資
源
の
交
流
で
も
あ
っ
た
の
だ
︒
そ
れ
に

よ
っ
て
派
生
す
る
大
学
の
活
性
化
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
で
芸
資
研
に
注
目
し
よ
う
と
思
っ
た
︒

　

芸
資
研
は
二
〇
二
四
年
に
十
周
年
を
迎
え
る
が
︑
歴
代
の
メ
ン
バ
ー
の
尽
力
に
よ
っ
て
︑
あ
ま
た
あ
る
研
究
機
関
の
中
で
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表
紙
の
版
木
を
沓
掛
で
叩
く

　
十
年
間
か
け
て
図
像
を
刻
み
重
ね
ら
れ
て
ゆ
く
素
晴
ら
し
い

作
品
の
制
作
プ
ロ
セ
ス
に
加
え
て
い
た
だ
き
、
大
変
光
栄
に
思

う
と
同
時
に
恐
れ
多
く
も
あ
り
ま
し
た
。
若
造
の
私
に
で
き
る

こ
と
と
い
え
ば
、
と
に
か
く
全
力
で
版
と
ぶ
つ
か
り
合
う
こ
と

く
ら
い
で
す
。
版
木
を
木
槌
で
叩
い
て
音
を
鳴
ら
し
な
が
ら
構

内
各
所
を
巡
り
、
版
木
の
表
面
に
残
る
打
撃
の
痕
跡
を
新
た
な

図
像
と
し
て
加
え
る
こ
と
に
決
め
ま
し
た
。

　
版
木
を
叩
く
に
あ
た
り
設
定
し
た
約
束
事
は
、
以
下
の
通
り

で
す
。

・ 

叩
く
行
為
は
、
あ
る
日
の
朝
六
時
か
ら
夕
方
六
時
ま
で
、
京

都
市
立
芸
術
大
学
沓
掛
キ
ャ
ン
パ
ス
構
内
各
所
で
、
一
時
間

お
き
に
全
十
三
回
、
場
所
を
変
え
て
行
う
。

・ 

各
回
そ
れ
ぞ
れ
、
版
を
叩
く
回
数
は
自
由
。

・ 

構
内
五
ヶ
所
に
マ
イ
ク
を
設
置
し
、
叩
く
タ
イ
ミ
ン
グ
と
同

時
間
帯
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
の
音
を
録
音
す
る
。

・ 

叩
く
様
子
を
写
真
で
記
録
す
る
。

　
実
際
に
版
木
を
叩
い
た
場
所
と
マ
イ
ク
の
設
置
場
所
は
図
に

記
載
し
て
い
ま
す
。
叩
く
音
と
共
に
京
芸
各
所
で
聞
こ
え
て
い

る
音
を
録
音
し
、
あ
る
一
日
の
京
芸
の
サ
ウ
ン
ド
ア
ー
カ
イ
ブ

も
残
せ
な
い
か
と
い
う
試
み
で
す
。
写
真
の
撮
影
は
清
水
花
菜

さ
ん
に
お
願
い
し
、
ま
た
芸
資
研
の
桐
月
沙
樹
さ
ん
に
は
映
像

記
録
も
残
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
木
槌
は
今
回
の
た
め
に
欅
の
木
で
自
作
し
ま
し
た
。

こ
の
木
は
も
と
も
と
京
芸
の
敷
地
内
に
生
え
て
い
た
も
の
で
す

が
、
二
〇
一
八
年
の
台
風
に
よ
り
倒
れ
て
し
ま
っ
た
際
に
彫
刻

専
攻
の
小
山
田
徹
先
生
と
松
井
紫
朗
先
生
が
見
事
な
手
捌
き
で

撤
去
作
業
を
行
わ
れ
、
作
品
制
作
の
素
材
と
し
て
使
え
る
よ
う

保
管
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
版
木
を
鳴
ら
す
こ
と
は
音
（
波
動
）
を
通
し
て
沓
掛
校
舎
に
自

ら
の
存
在
を
知
ら
せ
る
こ
と
で
も
あ
り
、
建
物
や
地
面
に
届
い

た
音
が
反
射
・
吸
収
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
様
々
に
変
化
す
る

そ
の
響
き
を
通
し
て
、
沓
掛
校
舎
の
空
間
を
捉
え
る
と
い
う
こ

と
で
も
あ
り
ま
す
。
版
木
と
関
わ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
沓
掛
校

舎
と
も
関
わ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
と
考
え
ま
し
た
。
京
芸
育
ち

の
木
で
作
っ
た
木
槌
と
版
木
が
ぶ
つ
か
っ
て
ど
の
よ
う
な
音
が

聞
け
る
の
か
、
本
番
を
非
常
に
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
計
画
が
実
行
さ
れ
た
二
〇
二
三
年
一
月
十
七

日
、
こ
こ
ま
で
の
説
明
を
一
気
に
無
に
帰
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の

大
事
件
が
起
き
ま
し
た
。

叩く場所とスケジュール台風で倒れた欅の木　小山田徹先生と松井紫朗先生
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私
の
打
撃
に
よ
っ
て
、
版
木
が
真
っ
二
つ
に
割
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。

　
そ
れ
は
丁
度
一
日
の
計
画
の
折
り
返
し
地
点
の
十
二
時
の
回

の
時
、
円
形
ス
テ
ー
ジ
前
の
広
場
で
の
出
来
事
で
し
た
。

　
私
は
照
明
が
設
置
さ
れ
た
少
し
背
の
高
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

塔
に
よ
じ
登
り
、
柔
ら
か
な
風
が
抜
け
て
い
く
の
を
感
じ
な
が

ら
大
変
気
分
良
く
版
木
を
叩
い
て
い
ま
し
た
。
自
分
が
叩
い
て

い
る
の
が
版
木
の
表
側
な
の
か
、
裏
側
な
の
か
も
分
か
ら
な
く

な
る
く
ら
い
に
…
…
。

　
割
れ
た
版
木
が
落
下
し
て
い
く
そ
の
瞬
間
、
眼
に
映
る
光
景

や
自
分
の
思
考
、
体
感
し
て
い
る
時
間
の
全
て
が
一
瞬
静
止
し

た
か
の
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
私
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
し

て
し
ま
っ
た
！
　
桐
月
沙
樹
さ
ん
、
塩
見
允
枝
子
さ
ん
、
建
畠

晢
さ
ん
と
い
う
、
作
家
の
大
先
輩
方
が
引
き
継
い
で
こ
ら
れ
た

大
切
な
版
木
は
、
私
の
一
打
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
音
と
は
違

う
澄
ん
だ
音
を
京
芸
に
響
か
せ
な
が
ら
、
真
っ
二
つ
に
な
っ
て

飛
ん
で
い
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
何
と
か
気
持
ち
を
落
ち
着
か
せ
て
割
れ
た
版
木
を
手
に
と
っ

て
み
る
と
、
分
断
に
よ
り
現
れ
た
断
面
が
木
の
繊
維
に
沿
っ
て

微
か
に
波
打
ち
な
が
ら
、
美
し
い
線
を
描
い
て
い
ま
す
。
そ
れ

ま
で
表
面
し
か
見
え
て
い
な
か
っ
た
木
の
内
側
が
初
め
て
顔
を

出
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
た
だ
木
の
板
が
打
撃
を
受
け
た
の
だ

と
い
う
、
ご
く
単
純
な
事
実
だ
け
が
生
々
し
く
現
れ
て
い
ま
し

た
。
な
ん
て
恐
ろ
し
く
、
美
し
い
光
景
だ
ろ
う
か
！

　
割
れ
た
版
木
の
美
し
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
そ
れ
ま
で

頭
の
中
で
巡
ら
せ
て
い
た
全
て
の
小
賢
し
い
思
惑
が
一
瞬
の
う

ち
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
う
だ
、
私
は
こ
の
版
木
を
た
だ
叩
き
た
か
っ
た
ん
だ
。
こ

の
沓
掛
校
舎
で
音
を
鳴
ら
し
、
そ
の
響
き
を
思
う
存
分
味
わ
い

た
か
っ
た
ん
だ
。
た
っ
た
そ
れ
だ
け
の
こ
と
だ
っ
た
ん
だ
！

　
二
つ
に
分
か
た
れ
た
版
木
は
、
た
だ
素
直
に
音
を
鳴
ら
す
こ

と
／
聴
く
こ
と
を
全
力
で
愉
し
む
が
良
し
（
し
か
し
、
少
し
は
優

し
く
叩
き
な
さ
い
）
と
私
に
伝
え
て
く
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
し

た
。

　
最
後
に
、
本
番
を
温
か
く
見
守
っ
て
く
れ
た
友
人
た
ち
、
一

緒
に
校
舎
を
巡
っ
て
記
録
を
残
し
て
い
た
だ
い
た
清
水
さ
ん
、

こ
の
未
熟
な
若
者
に
貴
重
な
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
先
生

方
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
共
に
走
り
抜
け
て
い
た
だ
い
た
桐
月

さ
ん
へ
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
割
れ
た
版
木
が
、
こ
れ
か
ら
き
っ
と
魅
力
溢
れ
る
旅
へ
と
出

ら
れ
ま
す
よ
う
に
。

黒
川 

岳
　

講堂にて真っ二つに割れた版木
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京
都
府
画
学
校
に
お
け
る
日
本
絵
画
の
基
礎
教
育
﹁
運
筆
﹂
に
つ
い
て

︱
幸
野
楳
嶺
︽
略
画
運
筆
模
本
︾
の
筆
法
検
証
か
ら

林 

靜
佳
・
高
林
弘
実
・
竹
浪 

遠　
　

は
じ
め
に

本
研
究
は
︑
近
代
の
京
都
に
お
い
て
絵
画
の
基
礎
教
育
で
あ
っ
た
﹁
運
筆
﹂
に
つ
い
て
︑
そ
の
手
本
と
し
て
用
い
ら
れ
た
絵

の
筆
痕
を
詳
し
く
観
察
す
る
こ
と
で
︑
そ
の
手
本
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
た
の
か
を
考
え
︑
さ
ら
に
筆
墨
を
用
い
て
そ
れ
を
実

際
に
紙
上
に
再
現
し
て
実
技
的
に
検
証
す
る
こ
と
で
︑
当
時
の
教
育
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

京
都
画
壇
で
活
躍
し
︑
明
治
十
三
年
︵
一
八
八
〇
︶
の
京
都
府
画
学
校
の
設
立
に
尽
力
し
た
日
本
画
家
の
幸
野
楳
嶺
︵
一
八

八
四
│
一
八
九
五
︶
は
︑
画
学
校
の
設
立
当
時
の
四
宗1

❖

︵
四
専
攻
︶
の
う
ち
︑
北
宗
の
教
員
を
務
め
た
︒
こ
の
北
宗
の
学
習
課

程
を
立
ち
上
げ
る
に
当
た
っ
て
︑
楳
嶺
は
明
治
以
前
の
絵
師
が
弟
子
の
指
導
と
し
て
行
っ
て
い
た
﹁
運
筆
﹂
を
基
礎
教
育
に
導

入
し
た
︒
運
筆
教
育
は
︑
そ
の
後
の
本
学
の
変
遷
に
お
い
て
も
戦
前
ま
で
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
教
科
と
し
て
存
続
し
︑
楳
嶺
四
天

王
と
称
さ
れ
る
竹
内
栖
鳳
ら
の
大
家
︑
孫
弟
子
に
当
た
る
入
江
波
光
や
小
野
竹
喬
ら
京
都
画
壇
を
代
表
す
る
画
家
た
ち
も
︑
そ

の
学
習
の
基
礎
と
し
て
﹁
運
筆
﹂
を
学
ん
だ
︒

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
︑﹁
運
筆
﹂
の
教
育
に
は
︑
近
代
の
画
家
が
初
歩
の
段
階
で
取
得
し
て
い
た
技
術
が
組
み
込
ま
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
一
方
︑﹁
運
筆
﹂
の
教
育
は
近
代
と
同
じ
質
と
規
模
で
は
現
代
に
継
承
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
調
査
取
材
も

困
難
な
状
況
に
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
︑
京
都
市
立
芸
術
大
学
芸
術
資
料
館
に
は
︑﹁
運
筆
﹂
の
授
業
用
に
楳
嶺

が
描
い
た
︽
京
都
府
画
学
校
北
宗
運
筆
臨
模
絵
手
本
︾2

❖

が
現
存
し
て
い
る
︒
本
研
究
の
目
的
は
︑﹁
運
筆
﹂
学
習
の
体
系
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
︑
近
代
の
京
都
の
画
家
た
ち
が
身
に
つ
け
て
い
た
基
礎
的
な
筆
遣
い
を
知
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の

た
め
に
︑
本
研
究
で
は
︑
楳
嶺
が
考
え
た
絵
手
本
に
見
ら
れ
る
筆
遣
い
を
分
析
し
た
上
で
︑
手
本
を
繰
り
返
し
臨
写
す
る
こ
と

で
︑
当
時
の
学
び
を
追
体
験
し
︑
手
本
に
込
め
ら
れ
た
学
び
の
要
素
を
分
析
し
た
︒

研
究
対
象
お
よ
び
方
法

本
研
究
で
対
象
と
す
る
の
は
︑
幸
野
楳
嶺
︽
京
都
府
画
学
校
北
宗
運
筆
臨
模
絵
手
本
︾
計
六
冊3

❖

の
う
ち
︽
略
画
運
筆
模
本
︾

で
あ
る
︒
二
十
点
の
絵
手
本
が
収
録
さ
れ
て
お
り
︑
楳
嶺
が
北
宗
の
﹁
運
筆
﹂
の
授
業
で
実
際
に
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
︒
本
研
究
で
は
︑
ま
ず
︑
こ
の
手
本
二
十
点
が
学
ば
れ
た
順
を
多
田
香
疇4

❖

︽
幸
野
先
生
運
筆
模
本
︾︵
昭
和
十
八
年

︹
一
九
四
三
︺︶
と
の
比
較
か
ら
考
察
し
た
︒
次
に
︑
手
本
に
組
み
込
ま
れ
た
筆
遣
い
の
学
び
の
要
素
や
段
階
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
︑
手
本
の
熟
覧
か
ら
︑
描
い
た
際
の
筆
の
持
ち
方
︑
水
や
墨
の
含
有
量
︑
筆
の
動
き
と
い
っ
た
筆
遣
い
を
推
定
し
た
︒
さ

ら
に
︑
そ
の
推
定
が
妥
当
で
あ
る
か
︑
あ
る
い
は
熟
覧
の
み
で
は
不
明
で
あ
っ
た
点
に
つ
い
て
︑
実
際
に
手
本
を
紙
に
臨
写
し
︑

同
じ
よ
う
な
筆
痕
が
得
ら
れ
る
か
を
検
証
し
た
︒
こ
の
検
証
で
は
︑
筆
遣
い
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
使
用
す
る
紙
と
筆
が
異
な
る

と
筆
痕
は
変
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
︑
道
具
の
吟
味
も
研
究
の
重
要
な
一
端
と
な
る
︒
使
用
し
た
紙
に
つ
い
て
は
︑
原
本
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［表1］ 《略画運筆模本》と《縮図本》の順と図様の対照表

の
観
察
と
文
献
資
料
を
参
考
に
し
て
︑
現
在
入
手
で
き
る
も
の
か
ら
原
本
に
近
い
も
の
を
選
び
︑
筆
に
つ
い
て
は
︑
老
舗
販
売

店
の
筆
の
雛
形
の
名
称
と
穂
の
形
状
を
参
考
に
︑
数
種
を
選
び
︑
手
本
を
臨
写
し
て
最
も
適
し
た
道
具
を
絞
り
込
ん
だ
︒

１
　
絵
手
本
の
学
び
の
順

楳
嶺
の
運
筆
指
導
の
順
序
が
わ
か
る
参
考
資
料
に
︑
多
田
香
疇
︽
幸
野
先
生
運
筆
模
本
︾︵
以
下
︑
縮
図
本
︶
が
あ
る
︒
こ

れ
は
︑
多
田
香
疇
が
︑
明
治
十
五
年
に
幸
野
私
塾
に
入
門
し
︑
楳
嶺
に
描
い
て
も
ら
っ
た
手
本
二
百
三
十
三
図
を
原
本
の
三
分

の
一
強
の
大
き
さ
に
縮
小
し
て
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
巻
頭
に
は
︑
各
手
本
の
題
名
を
記
載
し
た
表
が
あ
り
︑
そ
の

後
︑
表
の
順
に
縮
図
が
続
い
て
い
る
︒︽
略
画
運
筆
模
本
︾
と
縮
図
本
の
手
本
を
比
較
す
る
と
︑
題
材
と
図
様
が
互
い
に
類
似

す
る
︒
そ
の
順
と
縮
図
本
に
お
け
る
名
称
を
表
１
に
示
し
た
︵
以
下
で
は
縮
図
本
の
類
似
す
る
手
本
の
名
称
を
︽
略
画
運
筆
模

本
︾
の
手
本
の
名
称
と
し
て
用
い
︑
順
と
共
に
示
す
︶︒

二
つ
の
資
料
に
お
け
る
手
本
の
順
の
関
係
を
図
１
で
み
る
と
︑
横
軸
の
︽
略
画
運
筆
模
本
︾
に
お
け
る
順
が
大
き
く
な
る
ほ

ど
︑
縦
軸
の
縮
図
本
の
順
も
大
き
く
な
る
傾
向
が
あ
り
︑
二
つ
の
資
料
の
手
本
の
順
に
は
正
の
相
関
が
あ
る
︒
さ
ら
に
詳
細
を

み
る
と
︑︽
略
画
運
筆
模
本
︾
の
⑯
植
木
鉢
ま
で
の
手
本
は
︑
⑨
茄
子
を
除
く
と
︑
縮
図
本
で
は
三
十
一
番
以
内
に
あ
る
︒
⑨

茄
子
は
縮
図
本
で
は
四
十
三
番
目
で
あ
り
︑
縮
図
本
で
三
十
一
番
目
の
⑭
団
扇
と
は
十
番
ほ
ど
の
開
き
が
あ
る
︒︽
略
画
運
筆

模
本
︾
で
十
七
番
目
以
降
の
四
点
の
手
本
は
︑
縮
図
本
で
は
五
十
六
番
目
か
ら
七
十
一
番
目
に
な
っ
て
お
り
︑
⑨
茄
子
か
ら
さ

ら
に
平
均
し
て
二
十
番
ほ
ど
の
開
き
が
あ
る
︒
二
つ
の
資
料
に
お
け
る
手
本
の
順
に
正
の
相
関
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
二
つ
の
資

料
に
お
け
る
手
本
の
順
は
学
ば
れ
る
順
を
反
映
し
た
も
の
で
︑
画
学
校
と
香
疇
が
学
ん
だ
私
塾
で
の
学
び
の
進
め
方
に
は
類
似

す
る
点
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
よ
う
に
学
び
の
順
を
捉
え
る
と
︑︽
略
画
運
筆
模
本
︾
の
⑨
茄
子
を
除
く

⑯
植
木
鉢
ま
で
の
十
五
点
の
手
本
は
︑
縮
図
本
の
手
本
の
は
じ
め
か
ら
お
よ
そ
三
十
番
目
ま
で
を
半
分
に
し
た
よ
う
な
構
成
に

5 4 3 2 1 順

略画運筆
模本

16 8 12 5 4 順

縮図本

壺 芒 藺 槌 玉 名称

10 9 8 7 6 順

略画運筆
模本

15 43 22 2 17 順

縮図本

霊芝 茄子 袋 竹 蕨 名称

15 14 13 12 11 順

略画運筆
模本

29 31 23 24 18 順

縮図本

涼炉 団扇 筆 本 蘭 名称

20 19 18 17 16 順

略画運筆
模本

71 56 64 61 27 順

縮図本

頭芋 麦 蓮根 稲 植木鉢 名称
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な
っ
て
い
る
︒
⑨
茄
子
は
︑
十
五
点
と
は
縮
図
本
に
お
け
る

順
に
隔
た
り
が
あ
る
た
め
︑
十
五
点
と
は
学
び
の
系
統
が
異

な
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
︽
略
画
運
筆
模
本
︾

の
十
六
番
ま
で
の
手
本
の
図
様
を
表
１
で
概
観
す
る
と
︑
十

五
点
は
線
に
よ
っ
て
図
様
が
構
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑

⑨
茄
子
は
実
や
ヘ
タ
が
面
で
表
さ
れ
て
お
り
︑
他
の
十
五
点

と
は
異
な
る
筆
遣
い
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解

で
き
る
︒
十
七
番
目
以
降
の
四
点
の
手
本
は
︑
縮
図
本
で
の

順
に
そ
れ
よ
り
前
の
手
本
と
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
か

ら
︑
よ
り
難
度
が
高
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
︒

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
現
在
の
︽
略
画
運
筆
模
本
︾
の
手
本

の
順
は
︑
北
宗
の
課
業5

❖

に
お
い
て
手
本
が
学
ば
れ
た
当
時
の

順
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
た
め6

❖

︑
筆
遣

い
の
学
び
の
段
階
の
考
察
は
︑
現
在
の
︽
略
画
運
筆
模
本
︾

の
順
で
行
う
こ
と
に
し
た
︒

２
　
道
具
に
つ
い
て

手
本
を
臨
写
す
る
上
で
︑
使
用
す
る
紙
と
筆
が
異
な
れ
ば

筆
遣
い
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
筆
痕
は
変
化
す
る
と
考
え
ら
れ

る
た
め
︑
こ
こ
で
は
道
具
に
つ
い
て
考
察
し
︑
そ
の
上
で
実
技
検
証
に
使
用
す
る
紙
お
よ
び
筆
を
選
定
す
る
︒

２-

１　

紙

︽
略
画
運
筆
模
本
︾
の
手
本
は
画
帖
に
装
丁
さ
れ
て
お
り
︑
各
手
本
の
サ
イ
ズ
︵
縦
×
横
︑以
下
同
︶
は
お
よ
そ
31
×
33
㎝
で

あ
る
︒
紙
を
漉
く
と
き
に
用
い
ら
れ
た
簀す

の
痕
を
背
面
か
ら
光
を
あ
て
て
透
過
光
で
観
察
し
た
と
こ
ろ
︑
一
寸
あ
た
り
三
十
二

の
簀
の
目
が
あ
っ
た
︒
紙
の
表
面
は
︑
平
滑
で
薄
灰
色
を
し
て
い
る
︒
紙
の
簀
の
目
に
沿
っ
て
滲
み
が
観
察
さ
れ
る
た
め
﹇
図

2
﹈︑
礬ど
う
さ水
を
ひ
い
て
滲
み
止
め
の
処
理
な
ど
を
し
て
い
な
い
生
紙
と
推
定
さ
れ
る
︒

当
時
の
記
録
を
み
る
と
︑
楳
嶺
は
運
筆
に
は
﹁
渡
紙
﹂
を
使
用
す
る7

❖

と
書
い
て
お
り
︑
ま
た
︑﹁
唐
紙
﹂
で
練
習
し
た
と
い

う
回
想
が
あ
る

8
❖

︒﹁
渡
紙
﹂
と
は
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
紙
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
﹁
唐
紙
﹂
も
日
本
の
襖
紙
の
唐

紙
︵
か
ら
か
み
︶
で
は
な
く
︑
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
唐と

う
し紙

と
考
え
ら
れ
る
︒
現
代
の
日
本
で
は
︑
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
紙

は
︑
中
国
宣
紙
や
唐
紙
な
ど
で
あ
り
︑
唐
紙
は
一
番
唐
紙
︑
二
番
唐
紙
︑
白
唐
紙
な
ど
の
名
称
が
付
け
ら
れ
た
種
々
の
紙
が
販

売
さ
れ
て
い
る
︒
原
本
の
風
合
い
は
中
国
宣
紙
よ
り
は
唐
紙
に
近
い
︒
ま
た
︑
中
国
宣
紙
と
唐
紙

は
サ
イ
ズ
が
異
な
っ
て
お
り
︑
現
在
手
に
入
る
唐
紙
は
サ
イ
ズ
が
62
㎝
×

140
㎝
で
︑
こ
れ
を
八
分

の
一
に
し
た
サ
イ
ズ
︵
31
×
35
㎝
︶
は
手
本
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
検
証
に
使
用
す
る

紙
は
市
販
の
唐
紙
か
ら
選
定
す
る
こ
と
に
し
た
︒
生
紙
に
お
い
て
墨
の
滲
み
の
走
り
具
合
は
紙
に

よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
た
め
︑
筆
遣
い
に
影
響
を
与
え
る
︒
原
本
で
観
察
さ
れ
る
墨
の
滲
み
具
合

に
近
い
紙
を
選
ぶ
た
め
︑
唐
紙
数
種
を
準
備
し
︑
滲
み
や
掠
れ
具
合
が
原
本
に
近
い
紙
の
う
ち
︑

風
合
い
の
近
い
も
の
を
選
ん
だ
︒
検
証
に
使
用
し
た
紙
は
一
寸
に
簀
の
目
が
三
十
で
あ
り
︑
八
分

の
一
に
し
て
用
い
る
こ
と
に
し
た
︒

［図1］ 《略画運筆模本》と《縮図本》の順の関係

［図2］①玉の右下部分　
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２-

２　

筆

手
本
の
図
様
は
︑
多
様
な
太
さ
の
直
線
や
曲
線
に
加
え
︑
点
︑
面
で
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
画
学
校
の
運
筆
の
授
業
で
使
用
さ

れ
た
筆
の
記
録
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
老
舗
販
売
店
得
應
軒
本
店
の
筆
の
雛
型❖

❖

に
﹁
楳
嶺
用
筆
﹂
四
点
の
雛
形
﹁
楳
嶺
用
筆
︑

同
上
︑
同
上
附
立
筆
︑
同
上
得
應
発
明
之
藁
筆
﹂
が
あ
る
﹇
図
3
⒜
﹈︒﹁
楳
嶺
用
筆
﹂︑﹁
同
上
附
立
筆
﹂
の
雛
形
は
︑
穂
の
長

さ
は
各
々
５
・
５
㎝
お
よ
び
４
・
４
㎝
と
５
㎝
前
後
で
︑
穂
幅
お
よ
び
筆
幅
︵
筆
管
の
径
︶
は
各
々
１
・
３
㎝
お
よ
び
１
・
５
㎝

で
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
︒﹁
同
上
﹂
は
小
筆
で
︑﹁
同
上
得
應
発
明
之
藁
筆
﹂
は
渇
筆
を
描
く
専
用
筆
の
藁
筆
で
あ
る
︒

実
技
検
証
に
使
用
す
る
筆
に
つ
い
て
は
︑﹁
運
筆
﹂
が
筆
遣
い
の
鍛
錬
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
一
本
の
筆

を
使
い
こ
な
す
学
び
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
選
定
を
し
た10

❖

︒
四
点
の
雛
形
の
中
で
は
︑
細
い
筆
は
①
玉
の
太
い
線
を
引
く
こ
と

は
で
き
ず
︑
藁
筆
は
運
筆
の
練
習
に
は
適
さ
な
い
た
め
︑﹁
楳
嶺
用
筆
﹂︑﹁
同
上
附
立
筆
﹂
の
二
点
が
候
補
に
な
る
︒
そ
こ
で
︑

二
点
を
参
考
に
筆
者
所

有
の
筆
か
ら
数
種
を
選

び
︑
手
本
を
構
成
す
る

線
や
点
を
臨
写
し
︑
最

も
適
し
た
筆
を
選
ん
だ

﹇
図
3
⒝
﹈︒
選
ん
だ
筆

は
︑
穂
の
長
さ
は
５
・

５
㎝
︑
穂
幅
は
１
・
４

㎝
︑
毛
組
み
は
︑
先
は

日
本
の
合
狸
で
少
し
強

め
の
馬
の
尾
も
使
用
し
て
い
る
た
め
︑
微
妙
に
弾
力
が
あ
る
︒
腰
に
は
適
度
に
強
さ
の
あ
る
羊
の
尾
を

使
っ
て
製
筆
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
毛
組
み
に
よ
り
︑
こ
の
筆
は
筆
先
が
あ
る
程
度
効
き
︑
穂
幅
が
あ
り
︑

適
度
な
弾
力
を
持
つ
︒

３
　
筆
遣
い
の
分
析

︽
略
画
運
筆
模
本
︾
の
二
十
点
の
筆
痕
の
観
察
と
そ
れ
に
基
づ
く
実
技
検
証
を
交
え
な
が
ら
︑
運
筆
に

欠
か
せ
な
い
①
執
筆
法
︵
筆
の
持
ち
方
︶︑
②
筆
に
含
ま
せ
る
水
や
墨
の
量
の
調
整
︑
③
運
筆
法
を
読

み
解
き
︑
学
び
の
要
素
お
よ
び
そ
の
段
階
を
考
察
し
た
︒

３-

１　

執
筆
法

筆
の
基
本
的
な
持
ち
方
に
つ
い
て
︑
図
４
に
写
真
を
示
し
て
簡
単
に
ま
と
め
る
と
︑
ま
ず
︑
肘
を
上

げ
前
腕
を
机
と
平
行
に
宙
に
あ
げ
て
筆
を
持
つ
懸
腕
法
と
︑
上
腕
を
机
に
つ
け
て
持
つ
提
腕
法
が
あ
る
︒

ま
た
︑
筆
管
の
傾
き
に
着
目
す
る
と
︑
筆
管
を
紙
面
に
対
し
て
垂
直
に
し
て
持
つ
直
筆
と
︑
傾
け
る
側

筆
が
あ
る
︒
執
筆
法
に
つ
い
て
手
本
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を
検
討
し
た
︒

３-

１-

１　

懸
腕
法
と
提
腕
法

懸
腕
法
と
提
腕
法
で
最
も
初
歩
の
学
び
で
あ
っ
た
①
玉
の
一
部
を
描
き
︑
筆
の
持
ち
方
を
検
討
し
た
︒

［図3］（a）『宮内得應先生著　製筆法心得　諸大
家用筆雛形』の雛形（右から楳嶺用筆、同上、同
上附立筆、同上得應発明之藁筆）と実技検証に使
用した筆

［図3］(b) 実技検証に使用した筆をさばいた写真

［図4］執筆法［図5］①玉の正円
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い
線
で
平
ら
に
な
る
の
は
︑
穂
が
刷
毛
の
よ
う
に
左
右
に
開
い
て
い
る
た
め
で
あ
る
︒
細
い
線
で
は
︑

筆
先
は
開
か
ず
︑
筆
を
立
て
て
い
る
た
め
筆
先
が
線
の
中
心
を
通
り
︑
起
筆
は
尖
っ
て
現
れ
る
︒
側
筆

で
は
︑
い
ず
れ
の
線
も
左
上
が
尖
っ
て
お
り
︑
線
の
上
側
を
筆
先
が
通
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
次
に
墨

の
濃
淡
に
着
目
し
て
み
る
と
(a)
は
直
筆
も
側
筆
も
墨
色
が
均
一
で
あ
る
︒
(b)
の
直
筆
の
太
い
潤
筆
の
線

で
は
墨
色
が
均
一
で
あ
る
が
︑
側
筆
の
潤
筆
の
線
で
は
上
側
よ
り
下
側
の
墨
の
色
が
淡
く
滲
ん
で
い
る
︒

(b)
の
側
筆
で
は
︑
筆
の
腹
の
墨
の
濃
度
が
筆
先
と
比
較
し
て
低
く
︑
線
の
上
下
で
濃
度
差
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
直
筆
と
側
筆
で
は
︑
起
筆
の
墨
痕
の
形
状
に
加
え
︑
筆
先
と
腹
の

墨
の
濃
度
差
に
よ
っ
て
濃
淡
が
生
じ
る
様
子
に
も
違
い
が
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
︒
し
か
し
︑
た
と

え
ば
図
５
の
①
玉
の
よ
う
に
起
筆
が
重
な
っ
て
形
を
十
分
に
観
察
で
き
ず
︑
か
つ
墨
色
が
均
一
な
線
で

は
筆
痕
の
み
か
ら
直
筆
・
側
筆
の
解
読
は
難
し
い
こ
と
も
分
か
る
︒

︽
略
画
運
筆
模
本
︾
二
十
点
の
線
を
観
察
す
る
と
︑
明
ら
か
に
側
筆
で
線
に
濃
淡
や
滲
み
を
生
じ
さ
せ

た
手
本
は
確
認
さ
れ
ず
︑
そ
の
よ
う
な
要
素
は
学
び
に
含
ま
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
同
時
に
︑

ほ
と
ん
ど
の
線
が
筆
痕
の
み
か
ら
直
筆
・
側
筆
を
判
断
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
た
め
︑
実
際
に
手
本

を
描
い
て
確
認
を
す
る
こ
と
に
し
た
︒

こ
こ
で
は
︑
⑤
壺
の
胴
の
左
側
﹇
図
7
﹈
の
潤
筆
か
ら
渇

筆
の
曲
線
で
筆
の
持
ち
方
を
検
討
し
た
例
を
述
べ
る
︒
こ
の

線
は
肩
で
曲
線
か
ら
直
線
に
移
行
し
て
い
る
が
︑
図
８
で

は
(a)
直
筆
の
場
合
︑
曲
線
か
ら
直
線
へ
の
移
行
で
潤
筆
か
ら

渇
筆
へ
の
つ
な
が
り
が
表
現
で
き
た
が
︑
(b)
側
筆
の
場
合
は

側
面
の
渇
筆
は
一
定
に
出
る
が
︑
曲
線
の
肩
の
部
分
の
表
現

手
本
は
書
道
用
の
半
紙
よ
り
や
や
横
幅
の
あ
る
紙
で
︑
①
玉
で
は
そ
の
中
心
に
円
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
︒
円
の
線
の
内
側

を
図
５
で
観
察
す
る
と
︑
実
線
で
示
し
た
玉
の
上
部
は
潤
筆
で
︑
点
線
で
示
し
た
下
部
で
は
掠
れ
が
観
察
さ
れ
る
︒
こ
の
こ
と

か
ら
︑
上
か
ら
下
に
向
か
っ
て
左
側
の
半
円
と
右
側
の
半
円
を
描
き
︑
下
部
で
交
差
さ
せ
て
正
円
に
し
て
い
る
と
わ
か
る
︒

次
に
︑
玉
の
正
円
を
直
筆
の
懸
腕
法
と
提
腕
法
で
描
い
て
違
い
を
確
か
め
た
︒
ど
ち
ら
も
手
本
に
似
た
線
を
描
く
こ
と
は
で

き
た
が
︑
懸
腕
法
の
方
が
提
腕
法
よ
り
も
腕
の
運
動
領
域
が
広
く
︑
腕
を
自
由
に
動
か
す
こ
と
が
で
き
た
︒
ま
た
︑
提
腕
法
で

は
自
分
の
手
で
筆
先
を
見
る
視
野
が
狭
め
ら
れ
︑
懸
腕
法
の
方
が
視
界
は
広
い
こ
と
も
確
認
で
き
た
︒
こ
こ
で
︽
略
画
運
筆
模

本
︾
二
十
点
の
手
本
を
み
る
と
︑
①
玉
︑
②
槌
は
中
央
に
大
き
く
描
か
れ
︑
③
藺
︑
④
芒
︑
⑦
竹
︑
⑰
稲
は
対
象
の
一
部
を
画

面
で
切
り
取
っ
た
構
図
で
︑
紙
の
外
に
出
る
線
や
外
か
ら
中
に
入
る
線
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
大
き
な
ス
ト
ロ
ー
ク
で
な
い
と
描

く
こ
と
が
困
難
で
︑
腕
を
自
由
に
動
か
せ
︑
視
界
が
広
く
絵
全
体
を
把
握
で
き
る
懸
腕
法
が
適
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
︑
懸
腕

法
を
習
得
さ
せ
る
学
び
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

３-

１-

２　

直
筆
と
側
筆

直
筆
と
側
筆
で
は
︑
筆
を
持
つ
角
度
︑
傾
き
に
よ
っ
て
筆
が
紙
に
接
す
る
面
が
違
い
︑
接
す
る
面
の
形
や
面
に
お
け
る
水
と

墨
の
濃
度
の
違
い
に
よ
っ
て
も
筆
痕
に
違
い
が
で
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
ど
の
よ
う
な
場
合
に
︑
ど
の
よ
う
に
筆
痕
が
違
う
の
か
︑

双
方
の
持
ち
方
で
線
を
引
い
た
サ
ン
プ
ル
を
示
し
て
確
認
す
る
︒
サ
ン
プ
ル
を
作
製
す
る
と
き
の
筆
に
含
ま
せ
る
水
と
墨
液
の

仕
込
み
で
は
︑
ま
ず
︑
筆
洗
に
筆
を
つ
け
て
水
を
根
元
ま
で
含
ま
せ
て
か
ら
︑
筆
洗
の
端
で
筆
の
中
の
水
を
切
っ
て
水
の
量
を

調
節
し
︑
次
に
硯
上
の
墨
を
取
っ
て
軽
く
皿
の
上
で
な
じ
ま
せ
た
︒
こ
の
時
︑
墨
の
量
を
(a)
穂
の
根
元
ま
で
︑ 

(b)
先
か
ら
１
／

２
ま
で
と
変
化
さ
せ
︑
太
い
線
︑
細
い
線
︑
渇
筆
の
太
い
線
︵
別
の
紙
で
掠
れ
る
ま
で
線
を
引
い
た
︶
の
三
種
を
引
い
た
﹇
図
6
﹈︒

ま
ず
︑
線
の
左
端
の
起
筆
を
み
る
と
︑
直
筆
で
は
︑
太
い
線
は
い
ず
れ
も
平
ら
に
揃
い
︑
細
い
線
は
少
し
尖
っ
て
い
る
︒
太

［図6］直筆・側筆での筆痕の比較［図7］⑤壺の左側部分

［図8］⑤壺の側面の線の検証
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を
再
現
し
づ
ら
い
こ
と
が
わ
か
り
︑
お
そ
ら
く
直
筆
で
描
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
︒

こ
の
ほ
か
︑
⑨
茄
子
を
除
く
⑯
植
木
鉢
ま
で
の
線
で
構
成
さ
れ
る
十
五
点
の
手
本
を
臨

写
し
た
と
こ
ろ
︑
こ
れ
ら
の
手
本
の
線
は
直
筆
で
描
け
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
︒
学
び

の
は
じ
め
の
段
階
で
は
︑
直
筆
を
習
得
さ
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
︒３-

２　

筆
に
含
ま
せ
る
水
や
墨
の
量
の
調
整

筆
に
含
ま
せ
る
水
︑
墨
の
量
や
墨
の
濃
度
は
︑
線
の
滲
み
や
掠
れ
︑
色
の
濃
淡
と
し

て
表
れ
る
た
め
︑
そ
の
調
節
は
筆
遣
い
の
基
本
的
な
要
素
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
こ
の

よ
う
な
水
と
墨
の
筆
中
の
仕
込
み
に
関
わ
る
学
び
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
ま
ず
︑
検
討

の
前
提
と
し
て
︑
筆
に
墨
を
つ
け
る
と
一
度
に
ど
の
く
ら
い
線
が
引
け
る
の
か
︑
サ
ン

プ
ル
を
示
し
て
確
認
す
る
︒
前
節
の
図
６
の
サ
ン
プ
ル
と
同
じ
要
領
で
筆
に
濃
墨
を
穂

の
長
さ
の
(a)
５
／
６
︑
(b)
１
／
３
ま
で
入
れ
た
筆
で
︑
手
本
と
同
じ
大
き
さ
の
紙
に
直

筆
で
横
線
を
引
け
る
だ
け
引
い
た
サ
ン
プ
ル
を
作
製
し
た
﹇
図
9
﹈︒
(a)
で
は
︑
始
め
は

大
き
く
滲
み
︑
下
へ
い
く
ほ
ど
滲
み
は
小
さ
く
な
る
が
︑
線
は
全
体
が
黒
く
︑
最
後
ま

で
潤
筆
で
あ
っ
た
︒
(b)
で
も
︑
紙
の
半
分
ぐ
ら
い
か
ら
掠
れ
が
生
じ
た
が
︑
紙
の
下
ま

で
引
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
雛
形
の
﹁
楳
嶺
用
筆
﹂﹁
同
上

附
立
筆
﹂
く
ら
い
の
筆
幅
と
穂
の
長
さ
で
あ
れ
ば
︑
手
本
を
一
度
の
墨
つ
け
で
描
き
切

る
こ
と
が
可
能
と
理
解
で
き
た
︒
ま
た
︑
墨
含
み
の
調
整
を
行
え
ば
︑
一
度
の
墨
つ
け

で
潤
筆
か
ら
渇
筆
ま
で
を
描
け
る
こ
と
も
わ
か
っ

た
︒次

に
︑
墨
の
濃
淡
や
掠
れ
に
着
目
し
て
二
十
点

の
手
本
か
ら
学
習
の
要
点
を
検
討
す
る
︒
①
玉

の
正
円
﹇
図
5
﹈︑
②
槌
の
輪
郭
線
は
墨
が
濃
い
が
︑

そ
れ
と
比
較
す
る
と
︑
③
藺
﹇
図
10 

(a)
﹈
の
長
く

細
い
茎
の
線
や
実
の
点
は
色
が
淡
い
︒
ま
た
︑
図

10
に
矢
印
を
示
し
た
線
を
掠
れ
に
着
目
し
て
観
察

す
る
と
︑
(b)
上
端
は
掠
れ
て
い
な
い
が
︑
(c)
下
の

方
が
掠
れ
て
い
る
︒
楳
嶺
が
掠
れ
ま
で
忠
実
に
う

つ
す
こ
と
を
強
い
た
と
伝
え
る
弟
子
の
証
言11

❖

が

残
っ
て
お
り
︑
こ
の
掠
れ
を
忠
実
に
描
き
︑
一
本

の
線
の
中
に
潤
筆
か
ら
渇
筆
ま
で
を
描
く
こ
と
も

学
び
と
考
え
ら
れ
る
︒
ど
の
く
ら
い
筆
に
墨
を
入

れ
る
と
こ
の
線
が
描
け
る
の
か
実
験
を
し
た
︒
図

11
に
墨
含
み
を
(a)
筆
先
か
ら
５
／
６
︑
(b)
１
／
３

に
し
て
茎
の
線
を
描
い
た
も
の
を
示
す
︒
(a)
で
は

全
て
の
線
に
掠
れ
が
出
ず
︑
(b)
１
／
３
で
は
手
本

の
よ
う
に
一
本
の
線
の
中
に
潤
筆
と
渇
筆
を
描
く

こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
︒
よ
っ
て
︑
一
本
の
筆
に

［図9］濃淡と水分調整による筆痕の違い  (a)墨⅚  (b)墨⅓

［図11］濃淡と水分調整による筆痕の違い  (a)墨⅚  (b)墨⅓

［図10］（a）③藺  (b)上端  (c)下端 (a)

(a)

(b)

(b)

(a) (b) (c)
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含
ま
せ
る
水
や
墨
の
量
の
調
整
か
ら
生
じ
る
潤
筆
・
渇
筆
も
︑
学
び
の
要
点
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

３-

３　

運
筆
法
の
読
み
解
き

本
節
で
は
︑
運
筆
の
手
法
に
着
目
し
て
二
十
点
の
手
本
を
分
析
す
る
︒
二
十
点
の
手
本
は
︑
図
１
で
述
べ
た
縮
図
本
と
の
比

較
か
ら
︑
①
か
ら
⑯
ま
で
の
う
ち
⑨
茄
子
を
除
く
十
五
点
︑
⑨
茄
子
︑
⑰
か
ら
⑳
の
四
点
の
三
つ
に
分
類
で
き
る
︒
十
五
点
は

主
に
線
で
描
か
れ
た
手
本
で
︑
⑨
茄
子
は
面
的
な
表
現
が
な
さ
れ
た
手
本
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
基
本
的
な
線
と
考
え
ら
れ
る

十
五
点
に
お
け
る
筆
法
の
学
び
と
⑨
茄
子
に
お
け
る
学
び
に
つ
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
必
要
な
技
術
と
想
定
さ
れ
る
学
び
の
段
階

を
考
察
す
る
︒

３-

３-

１　

①
か
ら
⑯
の
線
の
学
び

⑴ 

曲
線

は
じ
め
の
手
本
か
ら
線
の
形
状
を
見
て
い
く
と
︑
①
玉
は
正
円
の
太
い
曲
線
と
上
部
の
細
い
曲
線
︑
②
槌
に
は
太
い
楕
円
が

描
か
れ
て
お
り
︑
ま
ず
曲
線
を
描
か
せ
て
い
る
︒
曲
線
に
着
目
し
て
続
け
て
見
て
い
く
と
︑
④
芒
に
は
︑
葉
の
描
写
に
大
き
く

湾
曲
し
た
線
が
あ
る
︒
⑤
壺
に
は
︑
壺
の
肩
や
匙
の
先
に
局
所
的
に
急
に
曲
が
る
曲
率
の
大
き
な
線
が
あ
る
︒
⑥
蕨
に
も
手
前

の
蕨
が
曲
率
の
大
き
な
線
で
描
か
れ
て
い
る
︒
①
玉
の
正
円
は
直
筆
懸
腕
法
で
描
け
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
︑

他
の
曲
線
は
筆
を
ど
の
よ
う
に
動
か
せ
ば
描
け
る
の
か
︑
実
際
に
描
い
て
考
察
し
た
︒

林 靜佳・高林弘実・竹浪 遠　　

④
芒
の
葉

④
芒
の
葉
を
み
る
と
折
れ
た
葉
が
二
本
描
か
れ
て
い
る

﹇
図
12
の
矢
印
﹈︒
茎
の
側
が
起
筆
で
︑
頂
上
で
下
へ
大
き
く

曲
が
り
︑
収
筆
は
細
く
な
っ
て
い
る
︒
実
技
検
証
を
行
っ
た

と
こ
ろ
︑
直
筆
懸
腕
法
で
曲
が
る
部
分
ま
で
太
く
描
き
︑
曲

げ
た
い
部
分
で
そ
の
ま
ま
下
の
方
向
に
動
か
す
だ
け
で
線
が

細
く
な
る
こ
と
が
わ
か
り
︑
こ
の
筆
痕
を
再
現
で
き
た
﹇
図

13
﹈︒

⑤
壺
の
匙

⑤
壺
の
匙
を
熟
覧
す
る
と
︑
図
14
の
矢
印
の
部
分
に
筆
痕

が
重
な
っ
て
い
る
部
分
が
観
察
で
き
る
︒
匙
は
︑
上
側
の
緩

や
か
な
線
と
︑
矢
印
か
ら
小
さ
く
右
へ
円
を
描
い
て
か
ら
左

方
向
へ
引
く
下
側
の
線
の
二
筆
で
描
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
︒
下
側
の
線
を
描
く
筆
の
動
か
し
方
を
検
討
し
た
︒
ま
ず
︑

直
筆
懸
腕
法
で
筆
を
持
っ
て
筆
先
で
小
さ
な
円
か
ら
下
部
の

緩
や
か
な
曲
線
を
描
く
と
︑
筆
が
側
筆
の
よ
う
に
穂
先
が
上

で
腹
が
下
に
な
り
︑
滑
ら
か
で
は
な
い
線
に
な
っ
た
﹇
図
15 

(a)
﹈︒
こ
れ
は
手
本
の
筆
痕
﹇
図
14
﹈
と
は
異
な
り
︑
こ
の
原

因
は
︑
円
の
部
分
で
穂
が
捻
じ
れ
て
線
の
中
央
を
筆
先
が
通

［図12］④芒の葉

［図14］⑤壺の匙

［図15］⑤壺の匙の実技検証　(a)筆管を回さない  (b)回す

［図13］④芒の葉の実技検証　

(a) (b)
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ら
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
穂

が
捻
れ
な
い
よ
う
に
円
の
部
分
で
筆
管
を
指
で

回
し
て
線
を
引
く
こ
と
を
試
み
た
︒
こ
の
場
合

は
︑
筆
先
が
線
の
最
後
ま
で
中
央
を
通
り
︑
円

か
ら
緩
い
曲
線
ま
で
を
滞
り
な
く
描
け
た
﹇
図

15 

(b)
﹈︒

⑥
蕨
（
茎
）

次
に
⑥
蕨
の
茎
の
曲
線
を
観
察
す
る
︒
手
前

の
濃
墨
の
蕨
は
︑
局
所
的
な
曲
り
か
ら
緩
や
か

な
線
に
つ
な
が
る
線
で
描
か
れ
︑
角
度
を
変
え

れ
ば
⑤
壺
の
匙
に
似
た
形
状
に
も
み
え
る
﹇
図

16
﹈︒
ま
ず
︑
こ
の
線
の
筆
運
び
に
つ
い
て
熟

覧
を
行
っ
た
︒
図
17
に
矢
印
を
示
し
た
部
分
に

膨
ら
み
が
観
察
で
き
︑
蕨
の
曲
線
は
二
分
割
で

描
か
れ
て
い
る
可
能
性
が
推
測
さ
れ
た
︒
し
か

し
︑
こ
の
蕨
は
墨
色
に
変
化
が
な
い
た
め
︑
こ

れ
以
上
の
読
み
取
り
が
難
し
い
︒
そ
こ
で
︑
蕨

の
描
き
方
を
さ
ら
に
観
察
す
る
た
め
︑
参
考
と

し
て
︑
楳
嶺
の
弟
子
の
岸
田
鴎
夢
︵
生
年
不

⑵ 

筆
圧
︵
抑
揚
︶　

一
筆
の
中
に
太
い
細
い
が
あ
る
筆
痕
か
ら
︑
④
芒
の
葉
︑
⑦
竹
の
竿
と

葉
︑
⑧
袋
の
口
︑
⑩
霊
芝
の
柄
︑
⑪
蘭
の
葉
と
花
を
図
19
で
観
察
す
る
︒

(a)
④
芒
の
折
れ
た
葉
は
︑
は
じ
め
は
筆
圧
を
か
け
少
し
太
め
に
し
︑
頂
点

で
左
下
に
筆
を
動
か
す
だ
け
で
細
い
線
に
な
る
こ
と
は
⑴
で
述
べ
た
︒
頂

点
か
ら
収
筆
に
か
け
て
は
段
々
と
細
く
な
っ
て
お
り
︑
収
筆
に
向
け
て
少

し
ず
つ
力
を
抜
い
て
い
る
︒
次
の
(b)
⑦
竹
の
竿
は
台
形
︑
細
い
線
︑
台
形

の
繰
り
返
し
で
︑
極
端
に
筆
圧
を
か
け
て
台
形
の
節
を
作
っ
て
い
る
︒
(c)

詳
︶
の
︽
楳
嶺
習
画
帖
︾12

❖

の
蕨
を
挙
げ
る
﹇
図
18 

(a)
﹈︒
こ
の
資
料
は
左
が
岸
田
鴎
夢
の
練
習

作
品
で
右
が
楳
嶺
の
直
筆
と
考
え
ら
れ
る
︒
蕨
の
曲
線
の
指
導
で
は
︑
図
17
と
同
じ
よ
う
に
︑

曲
線
の
頂
点
の
少
し
左
下
あ
た
り
で
︑
矢
印
か
ら
左
下
方
向
と
右
下
方
向
へ
の
曲
線
を
描
い

て
い
る
こ
と
が
鴎
夢
の
筆
痕
か
ら
わ
か
る
﹇
図
18 

(b)
﹈︒
師
の
手
本
は
︑
蕨
の
線
が
直
線
気
味

に
な
っ
て
は
い
る
が
︑
二
分
割
し
て
描
か
れ
て
い
る
﹇
図
18 

(c)
﹈︒
こ
れ
は
︑
曲
が
り
が
急
な

線
を
目
立
た
な
い
よ
う
に
分
割
し
て
描
き
︑
常
に
筆
先
が
線
の
中
心
を
通
る
よ
う
直
筆
で
描

く
技
術
を
学
ば
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
曲
線
の
学
び
を
始
め
か
ら
見
る
と
︑
大
き
な
太
い
円
か
ら
︑
段
々
と
小
さ
く

筆
先
を
常
に
直
筆
に
保
て
る
よ
う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
技
術
を
学
ば
せ
て
い
る
と
推
測
さ
れ

る
︒
そ
れ
に
は
︑
筆
管
を
指
で
回
し
な
が
ら
描
く
︑
又
は
分
割
し
て
描
く
と
い
う
学
び
の
要

素
を
含
ま
せ
︑
徐
々
に
難
度
が
上
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

［図16］⑥蕨［図17］⑥蕨の頭部　筆痕の滲み

［図18］蕨の曲線の学び　岸田鴎夢《楳嶺習画帖》　(a) 画帖の一部  (b)鴎夢筆の蕨  (c)楳嶺筆の蕨

(a) (b) (c)

［図19］(a)④芒の葉  (b)⑦竹の
竿  (c)竹の葉  (d)⑧袋の口  
(e)⑩霊芝の柄  (f)⑪蘭の葉と花

(a)

(e)

(b)

(f)

(c)

(d)



33 32

COMPOST論 文 vol .  042023

林 靜佳・高林弘実・竹浪 遠　　

竹
の
葉
は
︑
葉
の
先
は
尖
り
︑
中
ほ
ど
は
膨
ら
ん
で
い
る
︒
こ
れ
は
︑
筆
先
を
整
え
て
入
り
︑
圧
を
か
け
て
膨
ら
ま
せ
︑
再
び

筆
先
を
整
え
て
収
筆
す
る
こ
と
で
︑
抑
揚
を
付
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
⑧
袋
の
口
の
筆
運
び
の
順
を
見
る
た
め
に
︑
図
19 

(d)
で
熟
覧
す
る
と
１
と
２
に
起
筆
が
あ
り
︑
墨
の
濃
淡
か
ら
潤
筆
の
１
が
︑
２
よ
り
も
先
に
描
か
れ
て
お
り
︑
線
の
節
々
に
墨

の
溜
ま
り
が
観
察
で
き
る
︒
そ
の
溜
ま
り
は
字
を
描
く
と
き
の
点
画
の
よ
う
で
︑
複
雑
な
線
を
筆
の
方
向
を
転
換
さ
せ
な
が
ら

筆
圧
を
か
け
て
何
節
も
描
い
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
︒
次
の
(e)
⑩
霊
芝
の
柄
は
細
か
い
凸
凹
が
観
察
さ
れ
︑
短
い
距
離
で

筆
圧
を
変
え
て
描
い
て
い
る
︒
(f)
⑪
蘭
は
︑
花
と
蕾
は
短
い
線
で
描
か
れ
︑
線
は
端
よ
り
中
が
太
く
な
っ
て
お
り
︑
短
い
距
離

で
筆
圧
を
変
化
さ
せ
︑
更
に
︑
葉
で
は
︑
一
本
の
線
の
中
で
細
い
太
い
細
い
の
変
化
が
二
回
あ
る
線
が
あ
り
︑
一
枚
の
葉
に
二

回
の
筆
圧
を
か
け
て
い
る
と
予
測
さ
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
緩
や
か
な
曲
線
に
お
け
る
長
い
距
離
で
の
筆
圧
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
︑
細
か
い
筆
圧
の
調
節
へ
と
徐
々
に

発
展
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
筆
圧
に
よ
っ
て
筆
の
特
徴
で
あ
る
抑
揚
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
物
の
質
感
を
表

現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

⑶ 

器
物
の
線

前
掲
の
表
１
を
通
覧
す
る
と
︑
題
材
は
自
然
物
と
︑
②
槌
︑
⑤
壺
︑
⑫
本
︑
⑬
筆
︑
⑭
団
扇
︑
⑮

涼
炉
︑
⑯
植
木
鉢
と
い
っ
た
器
物
が
混
在
し
て
い
る
︒
こ
こ
に
挙
げ
た
器
物
は
線
対
称
な
形
で
あ
る
︒

線
に
着
目
す
る
と
︑
ま
ず
︑
②
槌
の
持
ち
手
︑
⑫
本
︑
⑬
筆
の
軸
︑
⑭
団
扇
の
柄
で
は
平
行
線
が
多

く
描
か
れ
て
い
る
︒
槌
の
持
ち
手
の
濃
墨
の
直
線
︑
③
藺
の
淡
墨
の
細
い
重
な
り
の
あ
る
直
線
を
学

ば
せ
て
か
ら
︑
⑫
本
か
ら
⑭
団
扇
の
柄
ま
で
段
階
を
追
っ
て
平
行
線
の
幅
が
徐
々
に
狭
く
な
っ
て
お

り
︑
難
度
が
上
が
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
⑤
壺
︑
⑮
涼
炉
︑
⑯
植
木
鉢
の
側
面
の
線
﹇
図
20
﹈
は
︑
壺

で
は
渇
筆
線
で
︑
涼
炉
と
植
木
鉢
で
は
淡
墨
の
潤
筆
の
線
で
筆
圧
の
調
節
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
繊
細

に
筆
圧
を
変
え
て
線
の
表
情
を
変
化
さ
せ
る
学
び
を
加
え
て
複
合
化
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
︒
⑭
団
扇
の
線
対
称
に
関
し
て
は
︑
同
じ
形
の
曲
線
を
左
右
で
描
く
順
筆

と
逆
筆
の
学
び
と
な
っ
て
い
る
︒
器
物
に
含
ま
れ
る
平
行
線
や
線
対
称
の
線
の
学
び

は
︑
七
点
と
多
く
︑︽
略
画
運
筆
模
本
︾
に
お
け
る
重
要
な
学
び
の
要
素
と
考
え
ら

れ
る
︒

３-

３-

２　

⑨
茄
子

二
十
点
中
︑
墨
の
広
い
痕
跡
が
初
め
て
観
察
で
き
る
の
が
⑨
茄
子
の
実
で
あ
る
︒

手
前
の
実
を
拡
大
し
た
図
21
を
み
る
と
︑
実
の
左
側
の
外
郭
は
濃
墨
で
際
が
シ
ャ
ー

プ
で
あ
り
︑
右
側
は
淡
墨
で
滲
み
が
あ
る
︒
実
の
内
部
に
は
墨
色
の
む
ら
が
あ
り
︑

中
央
よ
り
や
や
右
側
を
小
さ
く
白
く
塗
り
残
し
て
い
る
︒
以
下
︑
詳
細
な
観
察
に

よ
っ
て
推
定
し
た
筆
順
に
つ
い
て
︑
実
技
検
証
の
結
果
を
示
し
な
が
ら
述
べ
る
︒
ま

ず
︑
図
21
で
実
の
左
上
の
１
と
し
た
三
角
の
部
分
の
付
近
は
最
も
墨
色
が
濃
く
︑
１

か
ら
シ
ャ
ー
プ
な
外
郭
が
２
と
し
た
と
こ
ろ
ま
で
続
き
︑
２
の
部
分
に
は
墨
の
滲
み

に
段
差
が
あ
る
︒
１
か
ら
２
ま
で
の
外
郭
の
内
側
で
あ
る
３
の
近
傍
は
淡
墨
で
あ
る
︒

こ
の
こ
と
か
ら
︑
１
か
ら
２
ま
で
の
外
郭
を
描
く
の
が
一
筆
目
で
︑
外
郭
が
濃
墨
で

内
側
が
淡
墨
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
１
か
ら
２
の
外
郭
を
筆
先
が
通
る
よ
う
に

側
筆
で
描
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
﹇
図
22 

(a)
﹈︒
二
筆
目
は
︑
墨
の
濃
さ
か
ら
４
と

し
た
部
分
が
起
筆
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
︒
５
と
し
た
外
郭
が
シ
ャ
ー
プ
で
︑

［図20］(a)⑤壺  (b)⑮涼炉 (c)⑯植木鉢の側面の線

［図22］⑨茄子の実技検証 (a)一筆目  (b)二筆目  (c)三筆目  (d)四筆目

［図21］⑨茄子の実（裏から光を照
射した写真）

(a) (b)

(c) (d)
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⑨
茄
子
か
ら
の
側
筆
の
学
び
と
線
の
学
び
と
が
融
合
し
︑
筆
の
特
質
を
活
か
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

ま
と
め

本
研
究
で
は
︑
京
都
府
画
学
校
設
立
当
時
に
楳
嶺
が
絵
画
の
基
礎
教
育
で
あ
る
﹁
運
筆
﹂
の
教
材
と
し
て
制
作
し
た
︽
略
画

運
筆
模
本
︾
二
十
点
の
絵
手
本
を
対
象
と
し
︑
個
々
の
手
本
に
込
め
ら
れ
た
具
体
的
な
筆
遣
い
の
要
素
と
︑
全
体
的
な
学
習
の

体
系
に
つ
い
て
︑
筆
痕
の
観
察
と
実
技
検
証
か
ら
検
討
を
行
っ
た
︒
ま
ず
︑
検
討
の
基
礎
と
な
る
事
柄
と
し
て
は
︑

・
運
筆
模
本
二
十
点
の
現
在
の
順
序
が
︑
当
時
の
学
習
順
序
を
よ
く
伝
え
て
い
る
こ
と

・ 

当
時
の
運
筆
教
育
に
使
用
さ
れ
た
紙
は
︑
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
﹁
唐
紙
﹂
で
あ
り
︑
礬
水
を
引
か
ず
に
生
紙
の
ま
ま
用

い
た
こ
と

・
穂
の
長
さ
が
５
㎝
程
度
︑
穂
幅
が
１
・
２
㎝
程
度
で
あ
れ
ば
︑
一
本
で
二
十
点
全
て
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と

が
判
明
し
た
︒

そ
の
上
で
︑
筆
の
執
筆
法
を
検
討
す
る
と
︑
自
由
に
腕
を
動
か
せ
︑
視
界
を
広
く
し
て
全
体
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
懸

腕
法
を
習
得
さ
せ
る
ね
ら
い
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
学
び
の
段
階
で
は
︑
ま
ず
直
筆
を
習
得

さ
せ
て
お
り
︑
そ
の
後
︑
⑨
茄
子
で
側
筆
を
学
ば
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
筆
に
含
ま
せ
る
水
や
墨
の
量
の
調
整
に
つ
い
て

は
︑
当
時
用
い
ら
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
穂
の
長
さ
と
穂
幅
の
筆
で
あ
れ
ば
︑
筆
中
の
水
と
墨
の
含
み
具
合
を
調
整
す
る
こ
と
で

潤
筆
か
ら
渇
筆
ま
で
を
表
せ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
︒
水
や
墨
の
量
の
調
整
も
学
習
要
素
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

手
本
を
描
く
た
め
の
具
体
的
な
運
筆
法
に
つ
い
て
︑
特
徴
的
な
も
の
に
つ
い
て
分
析
し
た
︒
最
初
に
学
ぶ
の
は
曲
線
の
描
き

６
の
近
傍
が
淡
墨
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
５
を
筆
先
が
通
る
よ
う
に
側
筆
で
描
き
︑
一
筆
目
と

合
わ
せ
て
︑
ヘ
タ
の
形
に
沿
う
Ｖ
字
を
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
﹇
図
22 

(b)
﹈︒
次
に
︑
実
の
右

半
分
の
外
郭
は
淡
墨
で
滲
み
︑
内
側
は
外
郭
の
近
傍
よ
り
墨
が
濃
く
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
た

め
︑
外
郭
を
筆
の
腹
が
︑
小
さ
く
塗
り
残
し
た
部
分
の
右
下
を
筆
先
が
通
る
よ
う
に
側
筆
で

実
の
右
側
を
描
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
﹇
図
22 

(c)
﹈︒
実
技
検
証
で
は
三
筆
目
に
実
の
右
側

を
描
く
と
︑
塗
り
残
し
の
左
側
の
部
分
が
手
本
よ
り
大
き
く
空
い
た
︒
手
本
の
塗
り
残
し
の

左
側
は
︑
一
筆
目
と
二
筆
目
の
腹
が
通
っ
た
部
分
と
比
較
し
て
墨
の
色
が
濃
い
︒
四
筆
目
を

塗
り
残
し
の
左
側
に
入
れ
て
形
を
整
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
﹇
図
22 

(d)
﹈︒
小
さ
な
空
白
は

腹
に
含
ま
れ
る
水
分
量
の
加
減
に
よ
り
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
︑
水
分
量
の
加
減

も
必
須
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
側
筆
で
腹
を
使
用
し
な
が
ら
物
の
丸
み
を
描
く
要
素
が

含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
⑨
茄
子
の
側
筆
の
学
び
の
展
開
に
つ
い
て
は
︑
図
１
よ
り
︑
⑨
茄
子
の
学
び
の
次
の

段
階
に
︑
⑰
か
ら
⑳
の
四
点
の
手
本
が
あ
る
と
予
測
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
⑳
頭
芋
に
着
目

す
る
︒
図
23 
(a)
の
筆
痕
を
観
察
す
る
と
︑
上
部
か
ら
下
部
ま
で
︑
矢
印
１
~
３
で
示
し
た
潤

筆
か
ら
渇
筆
の
流
れ
が
三
方
向
に
あ
る
事
が
確
認
で
き
る
︒
図
の
上
半
分
は
︑
上
部
︑
左
側
︑

右
側
が
中
墨
で
︑
中
が
淡
墨
で
あ
る
︒
三
筆
に
分
け
て
描
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
︑
墨
の
濃

淡
か
ら
︑
１
は
左
側
の
外
郭
に
筆
先
を
当
て
て
側
筆
で
上
か
ら
描
き
︑
２
︑
３
は
右
側
を
筆

先
に
し
て
側
筆
で
描
い
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
︒
丸
い
物
を
表
し
た
⑨
茄
子
に
対
し
︑
円
柱

形
の
表
現
を
要
素
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
︑
さ
ら
に
︑
図
23 

(b)
で
頭
芋
の
下
部
を
み
る
と
︑

根
は
濃
墨
︑
子
芋
は
淡
墨
で
潤
筆
と
渇
筆
を
交
え
た
線
で
表
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
⑳
頭
芋
は
︑

(a) (b)

［図23］（a）⑳頭芋の上部　(b)⑳頭芋の下部
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方
で
︑
大
き
く
均
一
な
太
さ
の
①
玉
に
始
ま
り
︑
⑥
蕨
の
よ
う
に
次
第
に
小
さ
な
曲
線
の
修
練
へ
と
進
ん
だ
︒
そ
の
際
︑
筆
先

を
常
に
直
筆
に
保
つ
た
め
に
︑
筆
を
指
で
回
し
な
が
ら
描
く
方
法
︑
曲
線
を
分
割
し
て
描
く
方
法
な
ど
︑
徐
々
に
難
度
が
上

が
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
線
に
抑
揚
を
生
み
出
す
筆
圧
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
は
︑
④
芒
か
ら
⑪
蘭
へ
と
段
階
を

踏
ん
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
の
質
感
を
表
現
し
つ
つ
︑
徐
々
に
細
か
い
変
化
を
描
き
だ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒
ま
た
︑
後

半
に
続
け
て
現
れ
る
⑫
本
︑
⑮
涼
炉
︑
⑯
植
木
鉢
な
ど
の
器
物
で
は
︑
線
対
称
の
形
状
や
平
行
線
の
直
線
を
描
く
こ
と
が
必
要

で
あ
り
︑
こ
れ
も
基
礎
学
習
と
し
て
身
に
着
け
る
べ
き
要
素
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
筆
の
腹
を
使
っ
て
面
を
表
現
す
る
側

筆
の
筆
遣
い
は
︑
⑨
茄
子
か
ら
始
ま
り
終
盤
の
⑳
頭
芋
へ
と
続
い
て
お
り
︑
直
筆
︑
側
筆
︑
潤
筆
︑
渇
筆
と
筆
の
特
質
を
活
か

す
筆
遣
い
を
総
合
的
に
習
得
す
る
学
び
へ
と
発
展
し
て
い
く
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒

以
上
の
検
証
に
よ
っ
て
︑︽
略
画
運
筆
模
本
︾
二
十
点
に
は
︑
筆
線
︑
没
骨13

❖

と
を
一
本
の
筆
に
よ
っ
て
描
く
た
め
の
筆
遣
い

が
段
階
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
具
体
的
に
理
解
さ
れ
た
︒

︽
略
画
運
筆
模
本
︾
は
︑
楳
嶺
が
構
想
し
た
絵
画
教
育
の
教
材
︽
京
都
府
画
学
校
北
宗
運
筆
模
本
︾
画
帖
六
冊
の
一
冊
で
あ
り
︑

そ
の
最
初
の
段
階
に
当
た
る
︒
楳
嶺
は
﹁
修
画
綱
要
﹂
に
お
い
て
︑
運
筆
は
﹁
凡
ソ
畫
ヲ
教
ユ
ル
ニ
ハ
先
第
一
ニ
此
法
ヲ
授
ケ

ル
ヲ
以
テ
其
手
腕
ヲ
正
整
勁
健
ニ
運
用
自
在
ナ
ラ
シ
ム
是
レ
初
学
ノ
最
緊
用
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
﹂14

❖

と
そ
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
︒

ま
た
︑
当
時
の
私
塾
生
の
回
想
で
は
﹁
筆
の
か
す
れ
ま
で
忠
実
に
写
す
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
﹂15

❖

こ
と
や
︑﹁
袋
の
皺
の
数
は
幾

本
と
決
ま
っ
て
い
る
﹂16

❖

な
ど
の
回
想
が
残
っ
て
い
る
︒
こ
れ
も
ま
た
︑
楳
嶺
が
熱
意
を
傾
け
て
﹁
運
筆
﹂
の
手
本
を
定
め
て
い

た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
︒　

よ
り
多
数
の
絵
手
本
を
収
録
す
る
縮
図
本
が
そ
の
構
想
の
広
さ
を
伝
え
る
の
に
対
し
て
︑
学
校
教
育
用
に
選
定
さ
れ
た
い
わ

ば
凝
縮
さ
れ
た
姿
が
︽
略
画
運
筆
模
本
︾
二
十
点
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
楳
嶺
の
思
い
の
詰
ま
っ
た
﹁
運
筆
﹂
教
育
が
︑
画

学
生
や
︑
塾
生
︑
更
に
は
そ
の
後
の
世
代
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
︑
ど
の
よ
う
な
展
開
を
生
ん
で
い
っ
た
の
か
に
つ
い

て
は
︑
更
に
追
求
し
て
い
き
た
い
︒

今
回
︑﹁
運
筆
﹂
の
基
礎
教
育
の
絵
手
本
を
対
象
に
筆
法
検
証
を
行
っ
た
中
で
︑
解
読
で
き
る
も
の
と
判
断
が
難
し
い
も
の

と
が
あ
る
こ
と
も
分
か
っ
た
︒
そ
の
点
は
な
お
検
討
課
題
で
あ
る
が
︑
肉
筆
資
料
を
用
い
た
古
典
技
法
の
実
技
的
追
体
験
に
よ

る
研
究
の
手
法
と
︑
そ
の
実
効
性
に
つ
い
て
は
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
︒

︹
付
記
︺

本
研
究
は
︑
二
〇
二
二
年
一
月
︑
美
術
史
学
会
西
支
部
例
会
に
て
林
靜
佳
が
発
表
し
た
﹁
明
治
日
本
絵
画
の
基
礎
教
育
﹁
運
筆
﹂
に
つ
い
て

│
幸
野
楳
嶺
筆
︽
京
都
府
画
学
校
北
宗
運
筆
臨
模
絵
手
本
︾
を
中
心
と
し
て
│
﹂
の
一
部
で
あ
る
︒

　
　

注

❖
1 

四
宗
と
は
︑
東
宗
︵
大
和
絵
・
円
山
派
︶︑
西
宗
︵
西
洋
画
︶︑
南
宗

︵
文
人
画
︶︑
北
宗
︵
狩
野
派
・
雪
舟
派
︶
で
あ
る
︒

❖
2 

絵
手
本
に
は
︑
筆
者
の
署
名
や
押
印
は
な
い
︒
し
か
し
︑﹁
北
宗
教

場
用
﹂︑﹁
京
都
画
学
校
﹂
の
方
印
お
よ
び
画
学
校
の
円
印
が
共
に
押
さ
れ
て

い
る
た
め
︑
開
校
時
か
ら
︑
四
宗
に
分
か
れ
て
い
た
明
治
二
十
一
年
ま
で
の

も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る 

︒北
宗
の
教
員
は
楳
嶺
と
鈴
木
松
年
で
あ
っ

た
が
︑
資
料
館
蔵
の
折
帖
以
外
の
運
筆
絵
手
本
に
︑
楳
嶺
印
が
あ
る
同
じ
主

題
・
同
じ
図
様
の
絵
手
本
が
あ
る
た
め
︑
楳
嶺
が
描
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ

る
︒
更
に
︑
楳
嶺
は
開
校
か
ら
翌
明
治
十
四
年
四
月
ま
で
在
職
し
て
い
た
た

め
︑
明
治
十
三
年
開
校
当
時
に
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

❖
3 

︽
略
画
運
筆
模
本
︾︑︽
減
筆
花
卉
運
筆
模
本
︾︑︽
屋
宇
舟
車
運
筆
模

本
︾︑︽
樹
木
諸
法
臨
模
模
本
︾︑︽
山
水
小
景
臨
模
模
本
︾︑︽
花
卉
臨
模
模

本
︾
の
各
画
帖
か
ら
な
る
︒

❖
4 

香
疇
は
︑
明
治
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日
︑
三
本
樹
旧
邸
で
行
わ
れ

た
楳
嶺
の
七
十
七
忌
遺
弟
集
合
記
念
撮
影
の
写
真
に
写
っ
て
お
り
︑
弟
子
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
竹
内
栖
鳳
編
︵
一
九
四
〇
︶﹃
楳
嶺
遺
墨
﹄
便
利
堂
︑

六
一
頁
︒

❖
5 

明
治
十
三
年
六
月
第
二
百
六
十
号
﹁
京
都
府
令
書
﹂
に
﹁
北
宗
の
課

業
を
定
る
左
の
如
し
／
第
一
期
第
六
級
／
運
筆
縦
横
線
略
画
﹂
と
あ
り
︑
ま

た
︑
明
治
十
三
年
七
月
十
二
日
︑
北
宗
副
教
員
幸
野
楳
嶺
が
画
学
校
御
係
︑

明
石
博
高
氏
に
送
っ
た
上
言
書
﹁
北
宗
塾
中
規
則
草
稿
﹂
中
に
も
︑﹁
北
宗

画
学
日
課
時
間
表
﹂
第
一
期
六
級
︑
一
日
五
時
間
中
三
時
間
﹁
略
画
﹂
の
授

業
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︵
京
都
市
立
芸
術
大
学
芸
術
資
料
館
蔵
︶︒﹁
北
宗
塾

中
規
則
草
稿
﹂
は
京
都
市
立
芸
術
大
学
百
年
史
編
纂
委
員
会
︵
一
九
八
一
︶

﹃
百
年
史　

京
都
市
立
芸
術
大
学
﹄
京
都
市
立
芸
術
大
学
︑
一
六
一
頁
に
収

録
さ
れ
て
い
る
︵﹃
百
年
史　

京
都
市
立
芸
術
大
学
﹄
は
以
下
﹃
百
年
史
﹄

と
略
す
︶︒

❖
6 

︽
略
画
運
筆
模
本
︾
で
竹
は
七
番
目
で
あ
る
が
︑︽
縮
図
本
︾
で
は
︑

二
番
目
と
な
っ
て
い
る
︒
竹
内
逸
﹁
楳
嶺
先
生
の
教
育
法
﹂︵
竹
内
栖
鳳
編

﹃
楳
嶺
遺
墨
﹄︶
に
は
﹁
子
弟
は
入
門
と
同
時
に
楳
嶺
が
松
竹
梅
の
手
本
を
貰

ふ
﹂
と
い
う
記
録
が
あ
り
︑
筆
者
の
把
握
し
て
い
る
他
の
楳
嶺
筆
の
絵
手
本

類
で
も
松
竹
梅
が
巻
頭
に
あ
る
た
め
︑
縮
図
本
は
︑
私
塾
で
は
入
門
の
祝
い
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と
し
て
最
初
に
渡
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

❖
7 

前
掲
５
︑﹁
北
宗
塾
中
規
則
草
稿
﹂
に
﹁
第
二
章
教
則
第
十
二
条
運

筆
の
清
写
本
紙
は
一
番
渡
紙
を
用
ゆ
可
し
︒﹂
と
あ
る
︒﹃
百
年
史
﹄︑
一
六

二
頁
︒

❖
8 

前
掲
５
︑
美
工
︑
実
技
実
習
内
容
卒
業
者
調
査
中
︑﹁
明
治
三
十
三

年
・
三
十
四
年
予
備
科
一
年
臨
模
ば
か
り
︑
一
本
の
線
を
手
本
を
見
て
か
く
︑

唐
紙
︑︵
三
谷
︶︹
中
略
︺
明
治
三
十
五
年
絵
画
科
一
年
運
筆
︵
曽
文
︑
松
年

の
手
本
︑
唐
紙
八
切
︶
星
野
︒﹂﹃
百
年
史
﹄︑
一
七
六
頁
︒

❖
9 
宮
内
得
應
︵
一
八
九
〇
︶﹃
宮
内
得
應
先
生
著　

製
筆
法
心
得　

諸

大
家
用
筆
雛
形
﹄︒

❖
10 

嘉
永
五
年
︵
一
八
五
二
︶
に
楳
嶺
と
同
じ
年
に
中
島
来
章
に
入
門
し

た
川
端
玉
章
は
︑
東
京
美
術
学
校
で
教
員
を
し
︑
付
け
立
て
画
手
本
を
遺
し

て
い
る
︒
こ
の
手
本
に
つ
い
て
︑
福
田
徳
樹
は
﹁
た
だ
一
本
の
筆
で
描
か
れ

て
い
る
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
福
田
徳
樹
︵
二
〇
〇
二
︶﹃
川
端
玉
章
付
け
立

て
画
手
本　

東
京
芸
術
大
学
大
学
美
術
館
蔵
﹄
東
方
出
版
︑
五
頁
︒

❖
11 

平
野
重
光
編
︵
二
〇
一
三
︶﹃
竹
内
栖
鳳
﹄
光
村
推
古
書
院
︑
一
九

六
頁
︒

❖
12 

岸
田
鴎
夢
︵
一
九
三
一
︶﹃
楳
嶺
習
画
帖
﹄︵
海
の
見
え
る
杜
美
術
館

蔵
︶
奥
書
き
に
次
の
よ
う
に
記
載
が
あ
る
︒
幸
野
西
湖
︵
一
八
八
一
│
一
九

四
五
︶﹁
此
図
先
考
楳
嶺
真
蹟
也
為
鷗
夢
雅
君
描
處
習
画
帖
而
今
／
茲
装
潢

新
成
因
嘱
其
意
誌
／
昭
和
辛
未
歳
蒲
月
中
旬
／
於
嵯
峨
凌
雪
園
／
西
湖
幸
野

誠
敬
識
﹂︑
大
江
良
起
︵
一
八
七
四
│
？
︶﹁
明
治
の
中
頃
幸
野
楳
嶺
翁
／
画

塾
に
窓
を
同
じ
く
し
て
共
に
／
学
べ
る
岸
田
鴎
夢
氏
／
先
師
の
筆
な
る
習
画

手
本
を
／
装
潢
成
れ
り
と
て
携
へ
来
ら
れ
／
一
々
観
畢
り
帖
未
余
白
に
／
運

筆
画
の
一
を
写
し
其
文
／
を
識
し
茲
に
証
と
す
／
祇
園
千
紫
萬
紅
處
に
て
／

後
学　

大
江
良
起
／
千
紫
萬
紅
處
主
人
﹂︒

❖
13 

輪
郭
線
を
引
か
ず
︑
墨
面
や
絵
具
の
色
面
だ
け
で
対
象
物
の
形
を
描

く
技
法
︒

❖
14 

前
掲
４
︑﹃
楳
嶺
遺
墨
﹄︑
四
四
頁
︒

❖
15 

前
掲
11
︑﹃
竹
内
栖
鳳
﹄︑
一
九
六
頁
︒ 

❖
16 

前
掲
４
︑﹃
楳
嶺
遺
墨
﹄︑
三
〇
頁
︒

財
産
目
録
か
ら
読
み
取
る
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
品
の

展
示
状
況
と
そ
の
変
化

︱
︽
キ
リ
ス
ト
の
埋
葬
︾︵
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
︶
を
中
心
に

大
熊
夏
実　
　

は
じ
め
に

テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
・
ヴ
ェ
チ
ェ
ッ
リ
オ
︵
一
四
八
八
／
九
〇
︱
一
五
七
六
︶
は
︑
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
お
い
て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
・

ロ
ー
マ
と
並
ぶ
芸
術
の
中
心
地
で
あ
っ
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
拠
点
に
活
動
し
た
画
家
で
あ
る
︒﹁
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
派
﹂
と
総
称

さ
れ
る
画
家
た
ち
の
中
で
も
︑
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
は
最
も
大
き
な
成
功
を
収
め
た
芸
術
家
で
あ
り
︑
イ
タ
リ
ア
内
外
に
数
多
く

の
有
力
な
パ
ト
ロ
ン
を
有
し
た
︒
ま
た
晩
年
に
は
︑
絵
の
具
の
厚
塗
り
や
大
胆
な
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ス
ト
ロ
ー
ク
を
用
い
た
斬
新

な
油
彩
技
法
を
確
立
し
︑
後
世
に
続
く
西
洋
絵
画
の
諸
動
向
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
︒

テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
は
そ
の
長
い
生
涯
の
中
で
数
々
の
傑
作
を
残
し
た
が
︑
本
稿
で
は
主
に
︽
キ
リ
ス
ト
の
埋
葬
︾﹇
図
1
﹈
と
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い
う
作
品
に
着
目
す
る
︒
本
作
は
︑
磔
刑
に
処
さ
れ
た
後
の
キ
リ
ス

ト
が
墓
へ
と
運
ば
れ
る
場
面
を
描
い
た
も
の
だ
︒
生
気
の
な
い
キ
リ

ス
ト
が
二
人
の
男
性
に
抱
え
ら
れ
て
お
り
︑
中
央
で
彼
の
右
腕
を
持

つ
聖
ヨ
ハ
ネ
や
︑
左
端
に
佇
む
聖
母
と
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
は
悲
痛

の
表
情
を
浮
か
べ
る
︒
画
面
右
端
の
暗
が
り
に
︑
石
棺
と
思
し
き
も

の
を
か
ろ
う
じ
て
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
︑
本
作
の
風
景
描
写

は
最
小
限
に
留
め
ら
れ
︑
登
場
人
物
た
ち
が
画
面
の
ほ
と
ん
ど
を
占

め
て
い
る
︒
ま
た
︑
全
体
的
に
ほ
の
暗
い
色
彩
表
現
や
︑
キ
リ
ス
ト

の
顔
を
覆
い
隠
す
劇
的
な
明
暗
法
に
よ
り
︑
こ
の
悲
劇
の
場
面
を
情

感
豊
か
に
描
い
た
作
品
で
あ
る
︒

本
作
は
現
在
フ
ラ
ン
ス
︑
パ
リ
の
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
が
︑
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
間
に
は
︑
こ
の
絵
画
の
所
有
者
と

し
て
名
だ
た
る
著
名
人
た
ち
が
名
を
連
ね
た
︒
後
に
詳
述
す
る
よ
う

に
︑
本
作
の
存
在
を
記
す
最
も
古
い
史
料
は
一
六
二
七
年
に
作
成
さ

れ
た
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家
の
財
産
目
録
で
あ
り
︑
そ
れ
に
よ
る
と
こ
の
絵

画
は
当
時
︑
北
イ
タ
リ
ア
の
小
国
マ
ン
ト
ヴ
ァ
を
統
治
し
て
い
た
ゴ

ン
ザ
ー
ガ
家
の
宮
廷
に
あ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
一
六
三
九
年
に
作
成
さ

れ
た
イ
ギ
リ
ス
王
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
財
産
目
録
に
本
作
の
記
録
が

再
び
登
場
し
︑
そ
し
て
一
六
八
三
年
に
は
︑
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
の
礎

と
な
る
フ
ラ
ン
ス
王
ル
イ
十
四
世
の
絵
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
見

出
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
本
作
の
来
歴
は
比
較
的
明
瞭
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︵
あ
る
い
は
そ
れ
故
に
︶︑
そ

れ
ぞ
れ
の
持
ち
主
の
下
で
の
詳
細
な
状
況
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
な
い
︒
よ
っ
て
本
稿
で
は
︑
前
述
の
財
産
目
録
を

精
査
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
作
品
や
設
置
場
所
に
関
す
る
従
来
の
同
定
を
め
ぐ
る
問
題
点
を
批
判
的
に
明
ら
か
に
し
︑
ま
た
︑
複

数
の
目
録
の
比
較
か
ら
︑
作
品
の
移
動
に
伴
う
位
置
づ
け
の
変
化
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
同
時
に
︑
こ
の
作
業
を
通
じ
て
︑
作

品
の
同
定
や
来
歴
の
確
認
と
い
っ
た
西
洋
美
術
史
研
究
に
お
け
る
伝
統
的
な
活
用
に
加
え
︑
財
産
目
録
を
よ
り
広
く
﹁
芸
術
資

源
﹂
と
し
て
捉
え
直
し
た
際
に
︑
ど
の
よ
う
な
可
能
性
を
見
出
し
得
る
の
か
と
い
う
点
に
も
目
を
向
け
た
い
︒
と
り
わ
け
︑
後

に
詳
述
す
る
が
︑
財
産
目
録
が
有
す
る
作
品
展
示
の
﹁
場
﹂
の
記
録
は
︑
か
つ
て
作
品
が
ど
ん
な
場
所
に
飾
ら
れ
︑
評
価
さ
れ

て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
三
次
元
的
に
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
貢
献
を
な
し
得
る
と
考
え
る
︒

で
は
早
速
︑
ま
ず
は
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家
の
財
産
目
録
か
ら
確
認
し
て
い
こ
う
︒

ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家
の
財
産
目
録
（
一
六
二
七
年
）

十
四
世
紀
中
頃
か
ら
北
イ
タ
リ
ア
の
都
市
マ
ン
ト
ヴ
ァ
で
力
を
有
し
た
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家
は
︑
そ
の
発
展
と
と
も
に
芸
術
と
の

関
わ
り
を
深
め
て
い
っ
た
︒
第
二
代
侯
爵
ル
ド
ヴ
ィ
コ
三
世
の
治
世
か
ら
︑
宮
廷
画
家
と
し
て
ア
ン
ド
レ
ア
・
マ
ン
テ
ー
ニ
ャ

が
重
用
さ
れ
︑
マ
ン
ト
ヴ
ァ
は
北
イ
タ
リ
ア
美
術
の
中
心
地
の
一
つ
と
な
る
︒
さ
ら
に
︑
第
四
代
侯
爵
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
二
世

と
そ
の
妻
イ
ザ
ベ
ラ
・
デ
ス
テ
の
時
代
に
は
︑
イ
タ
リ
ア
各
地
か
ら
著
名
な
人
文
主
義
者
や
芸
術
家
た
ち
が
招
か
れ
︑
ゴ
ン

ザ
ー
ガ
の
宮
廷
は
当
時
の
イ
タ
リ
ア
の
文
化
︑
美
術
の
最
先
端
で
あ
っ
た
︒1

❖

し
か
し
︑
第
六
代
公
爵
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
一
世

の
死
後
︑
代
々
続
い
て
い
た
慢
性
的
な
財
政
難
か
ら
︑
マ
ン
ト
ヴ
ァ
の
貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
一
部
売
却
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
︒
こ
れ
に
伴
い
︑
一
六
二
六
年
十
一
月
に
後
継
者
の
ヴ
ィ
ン
チ
ェ
ン
ツ
ォ
二
世
に
よ
っ
て
︑
財
産
目
録
の
作
成
が
決
定
さ
れ

た
︒2

❖

［図1］ティツィアーノ《キリストの埋葬》
1525年頃、カンヴァスに油彩、148×212cm
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現
在
マ
ン
ト
ヴ
ァ
国
立
公
文
書
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
の
目
録

は
全
十
二
の
分
冊
か
ら
成
り
︑
そ
の
う
ち
の
第
三
冊
と
第
四
冊
が
絵

画
の
蒐
集
品
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
︒3

❖

長
ら
く
︑
美
術
史
家
た
ち
の

主
要
な
情
報
源
は
カ
ル
ロ
・
ダ
ル
コ4

❖

や
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
ル
ツ
ィ

オ5
❖

に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
絵
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
リ
ス
ト
で
あ
っ

た
︒
し
か
し
近
年
︑
国
立
公
文
書
館
が
保
管
す
る
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家
の

書
簡
記
録
や
財
産
目
録
が
﹃
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
︵Le 

collezioni G
onzaga

︶﹄
シ
リ
ー
ズ6

❖

と
し
て
順
次
出
版
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
︑
一
六
二
七
年
の
財
産
目
録
も
二
〇
〇
〇
年
に
出
版
さ
れ
て

い
る
︒7

❖

さ
ら
に
二
〇
〇
六
年
に
は
︑
こ
の
目
録
に
記
録
さ
れ
た
絵
画

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
再
構
築
が
試
み
ら
れ
︑
全
体
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
と

な
る
約
二
〇
〇
点
の
絵
画
が
同
定
さ
れ
た
︒8

❖

以
下
で
は
こ
れ
ら
の

出
版
物
を
参
照
し
な
が
ら
︑
財
産
目
録
の
具
体
的
な
内
容
を
確
認
す

る
︒こ

の
目
録
で
は
︑
ま
ず
宮
廷
内
に
あ
る
各
部
屋
の
名
称
が
記
さ
れ
︑

続
い
て
そ
の
部
屋
に
飾
ら
れ
た
作
品
が
列
挙
さ
れ
て
い
く
︒
ル
ー
ヴ

ル
美
術
館
の
︽
キ
リ
ス
ト
の
埋
葬
︾
と
同
定
し
得
る
作
品
は
︑
絵

画
リ
ス
ト
の
最
初
に
挙
げ
ら
れ
る
﹁
閉
ざ
さ
れ
た
開
廊
︵logion 

serato
︶﹂
と
い
う
部
屋
に
登
場
し
︑
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
︒

マ
リ
ア
た
ち
と
聖
ヨ
ハ
ネ
を
伴
う
︑

十
字
架
か
ら
下
ろ
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
が

描
か
れ
た
一
点
の
絵
画
︑
テ
ィ
ツ
ィ

ア
ー
ノ
の
手
に
な
る
作
品
︑
ク
ル
ミ
材

の
額
縁
に
入
れ
ら
れ
る
︑
査
定
額
五
〇

ス
ク
ー
デ
ィ
︑
三
〇
〇
リ
ラ
︒9

❖

同
じ
部
屋
に
は
本
作
の
他
に
︑︽
ル
ク
レ
テ
ィ

ア
︾﹇
図
2
﹈
な
ど
十
四
点
の
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー

ノ
作
品
に
加
え
︑
マ
ン
ト
ヴ
ァ
の
宮
廷
画
家

で
あ
っ
た
ジ
ュ
リ
オ
・
ロ
マ
ー
ノ
や
︑
ラ
フ
ァ

エ
ロ
﹇
図
3
﹈︑
コ
レ
ッ
ジ
ョ
の
作
品
﹇
図
4
・

5
﹈
を
含
む
計
四
十
三
点
の
絵
画
が
飾
ら
れ
て

い
た
よ
う
だ
﹇
表
2
﹈︒
本
作
の
設
置
場
所
で

あ
る
﹁
閉
ざ
さ
れ
た
開
廊
﹂
は
︑
そ
の
名
が

示
す
と
お
り
︑
本
来
開
廊
で
あ
っ
た
場
所
を

壁
で
塞
い
で
作
ら
れ
た
空
間
で
あ
る
︒
残
存

す
る
文
書
記
録
か
ら
詳
細
な
経
緯
を
窺
い
知

る
こ
と
は
出
来
な
い
が
︑
第
四
代
公
爵
ヴ
ィ

ン
チ
ェ
ン
ツ
ォ
一
世
の
治
世
下
︑
お
そ
ら
く

初代侯爵（在位：1407-1444） ジャンフランチェスコ・ゴンザーガ（1395-1444）

第2代侯爵（1444-1478） ルドヴィコ3世・ゴンザーガ（1414-1478）

第3代侯爵（1478-1484） フェデリコ1世・ゴンザーガ（1442-1484）

第4代侯爵（1484-1519） フランチェスコ2世・ゴンザーガ（1466-1519）

第5代侯爵（1419-1530）
フェデリコ2世・ゴンザーガ（1500-1540）

初代公爵（1530-1540）

第2代公爵（1540-1550） フランチェスコ3世・ゴンザーガ（1533-1550）

第3代公爵（1550-1587） グリエルモ1世・ゴンザーガ（1538-1587）

第4代公爵（1587-1612） ヴィンチェンツォ1世・ゴンザーガ（1562-1612）

第5代公爵（1612） フランチェスコ4世・ゴンザーガ（1586-1612）

第6代公爵（1612-1626） フェルディナンド1世・ゴンザーガ（1587-1626）

第7代公爵（1626-1627） ヴィンチェンツォ2世・ゴンザーガ（1549-1627）

［表1］マントヴァ歴代君主
参考：Brinton, 1927, p. 353.

［表2］マントヴァ宮の「閉ざされた開廊」に飾られた絵画
参考：Luzio, 1913, pp. 89-92; Lapenta & Morselli, 2006, pp. 180-192.

作者 主題 同定されている作品

ティツィアーノ 古代の皇帝の肖像画11点 不明

ジュリオ・ロマーノ 同様の皇帝の肖像画1点 不明

記載なし ヴィーナスと眠るクピド、サテュロスの絵
画1点

《眠れるヴィーナスとク
ピド、サテュロス》パリ、
ルーヴル美術館［図4］

アンドレア・デル・サルト 天使と聖ヨハネを伴う聖母子の絵画1点 《階段の聖母》マドリッ
ド、プラド美術館

ティツィアーノ 聖家族の絵画1点 不明

ジュリオ・ロマーノ 座って観想する聖ヒエロニムスの絵画1点 不明

ティツィアーノ ルクレティアの絵画1点 《ルクレティア》ウィー
ン、美術史美術館［図2］

ラファエロ 聖エリザベトと洗礼者ヨハネを伴う聖母
子の絵画1点

《聖家族（ペルラ）》マドリ
ッド、プラド美術館［図3］

コレッジョ ヴィーナスとクピドを教えるメルクリウ
スの絵画1点

《キューピッドの教育》ロ
ンドン、ナショナル・ギ
ャラリー［図5］

パオロ・ヴェロネーゼ ナイルの川岸で幼いモーセの世話をする
エジプトの王女と女性たちの絵画1点

《モーセの発見》マドリッ
ド、プラド美術館

ティツィアーノ 十字架から下ろされたキリストの絵画1
点

《キリストの埋葬》パリ、
ルーヴル美術館［図1］

ジュリオ・ロマーノ 寓意画12点 不明

ジュリオ・ロマーノ 馬に跨がる皇帝の絵画10点
ジュリオ・ロマーノの工
房《皇帝の騎馬像》ロイ
ヤル・コレクション他
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［図2］ティツィアーノ《ルクレティア》
1515年頃、板に油彩、82×68cm

［図4］コレッジョ《眠れるヴィーナスとクピド、サテュロス》 
1524/27年、カンヴァスに油彩、188×125cm

［図3］ラファエロ（とジュリオ・ロマーノ）《聖家族》
1518年頃、板に油彩、147.4×116cm

［図5］コレッジョ《キューピッドの教育》
1525年頃、カンヴァスに油彩、155.6 × 91.4cm

一
六
〇
〇
年
の
始
め
に
こ
の
開
廊
の
改
築
が
始
め
ら
れ
︑10

❖

一
六
一
一
年
頃
に
は
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家
の
重
要
な
絵
画
を
飾
る
ギ
ャ

ラ
リ
ー
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
さ
れ
る
︒11

❖

こ
の
部
屋
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
た
レ
ナ
ー
ト
・
ベ
ル
ザ
ー
ギ
は
︑
一
六

二
八
年
に
印
刷
さ
れ
た
マ
ン
ト
ヴ
ァ
の
展
望
図
﹇
図
6
﹈
に
あ
る
﹁
新
し
い
回
廊
︵G

alleria N
ova

︶﹂﹇
図
7
・
8
﹈
を
目
録
の

﹁
閉
ざ
さ
れ
た
開
廊
﹂
と
同
定
し
て
い
る
︒12

❖

な
お
︑
こ
こ
に
飾
ら
れ
た
作
品
が
全
て
著
名
な
画
家
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み

れ
ば
︑
少
な
く
と
も
こ
の
部
屋
が
︑
君
主
の
権
力
や
経
済
力
︑
審
美
眼
を
示
す
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ

う
︒し

か
し
︑
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
絵
画
が
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
の
︽
キ
リ
ス
ト
の
埋
葬
︾
で
あ
る
こ
と
を
確
証
づ
け
る
も
の

は
な
い
︒
先
行
研
究
に
お
い
て
︑
こ
の
記
述
と
本
作
の
関
連
は
ほ
ぼ
確
実
視
さ
れ
て
い
る
が
︑13

❖

一
方
で
筆
者
は
こ
の
点
に
関
し

て
や
や
慎
重
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑﹁
十
字
架
か
ら
下
ろ
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
︵N

ostro Signore deposto di croce

︶
と
い

う
記
述
か
ら
は
︑﹁
キ
リ
ス
ト
の
埋
葬
﹂
よ
り
も
む
し
ろ
﹁
十
字
架
降
下
﹂
の
場
面
が
想
起
さ
れ
る
か
ら
だ
︒
そ
し
て
こ
の
目

録
に
は
︑
以
下
の
よ
う
に
︑
本
作
と
同
定
し
得
る
別
の
記
述
が
見
受
け
ら
れ
る
と
い
う
点
も
無
視
で
き
な
い
︒

踊
り
の
た
め
の
サ
ロ
ン
に
隣
接
す
る
新
し
い
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
第
一
の
部
屋
︒
扉
の
上
に
二
点
の
絵
画
︑
一
点
は
音

楽
を
奏
で
る
人
物
た
ち
の
半
身
像
︑
額
縁
に
い
れ
ら
れ
る
︑
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
︑
査
定
額
五
〇
ス
ク
ー
デ
ィ
︑
も
う
一

点
は
墓
に
下
ろ
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
︑
額
縁
に
入
れ
ら
れ
る
︑
査
定
額
二
〇
ス
ク
ー
デ
ィ
︑
合
計
で
四
二
〇
リ
ラ
︒14

❖

目
録
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
部
屋
に
飾
ら
れ
た
の
は
二
点
の
絵
画
の
み
で
あ
り
︑
う
ち
一
点
は
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
品
で
あ
る
こ
と

が
明
記
さ
れ
て
い
る
︒
も
う
一
方
の
﹁
墓
に
下
ろ
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
︵N

. S. deposto sopra il sepolcro

︶﹂
の
作
者
は
記
さ

れ
て
い
な
い
が
︑
作
者
が
異
な
る
二
点
の
絵
画
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
画
家
名
を
記
す
と
い
う
別
の
部
屋
の
記
述
例15

❖

に
鑑
み

る
と
︑
こ
の
二
点
が
同
じ
画
家
の
作
品
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
考
え
る
︒
ま
た
︑
比
較
的
重
要
な
画
家
の
作
品
に
お
い
て
作
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者
名
が
省
略
さ
れ
る
例
は
こ
の
他
に
も
多
数
見
受
け
ら
れ
る
た
め
︑16

❖

後
者
の
絵
画
が
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
に
よ
る
も
の
で
な
い

と
断
言
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
こ
の
﹁
墓
に
下
ろ
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
﹂
が
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
品
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
︑
ル
ー
ヴ
ル
の
︽
キ
リ
ス
ト
の
埋
葬
︾
を
示
す
も
の
と
し
て
よ
り
適
切
な
の
は
こ
ち
ら
の
記
述
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒
画
面
右
端
に
覗
く
石
棺
が
示
す
よ
う
に
︑﹁
キ
リ
ス
ト
を
墓
へ
運
ぶ
﹂
場
面17

❖

を
描
い
た
本
作
に
は
︑﹁
十
字
架
﹂
よ
り
も

﹁
墓
﹂
の
言
葉
が
相
応
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
︒

絵
画
の
同
定
に
関
し
て
や
や
疑
問
は
残
る
も
の
の
︑
本
作
が
か
つ
て
マ
ン
ト
ヴ
ァ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
存
在
し
て
い
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
次
の
持
ち
主
で
あ
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
財
産
目
録
に
お
い
て
︑
本
作
は
マ
ン
ト
ヴ
ァ
か
ら

来
た
作
品
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
︒
で
は
次
に
︑
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
財
産
目
録
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒

チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
財
産
目
録
（
一
六
三
九
年
）

イ
ギ
リ
ス
王
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
︵
一
六
〇
〇
︱
一
六
四
九
︶
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
規
模
は
歴
史
上
最
も

大
き
な
も
の
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
︑
そ
の
膨
大
な
蒐
集
品
を
記
録
し
た
目
録
は
大
き
く
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
︒
ま

ず
一
つ
目
は
︑
当
時
宮
廷
の
財
産
管
理
を
任
さ
れ
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
出
身
の
芸
術
家
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ド
ー
ル

ト
の
指
揮
の
下
︑
一
六
三
九
年
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
目
録
に
は
︑
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
蒐
集
品
の
中
で
も
と
り

わ
け
重
要
な
芸
術
作
品
が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒18

❖

二
つ
目
は
︑
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ド
ー
ル
ト
目
録
に
含
ま
れ
て
い
な
い
物
品
を
記

録
し
た
も
の
で
︑
こ
れ
は
一
六
四
〇
年
頃
に
廷
臣
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
パ
ー
マ
ー
卿
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒19

❖

そ
し
て
三
つ
目
は
︑
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
処
刑
後
に
行
わ
れ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
売
却
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
売
立
目
録
で
あ
り
︑

こ
こ
に
は
絵
画
や
彫
刻
と
い
っ
た
芸
術
作
品
だ
け
で
な
く
︑
宝
石
や
調
度
品
な
ど
を
含
め
た
王
の
私
有
財
産
が
網
羅
的
に
記
録

さ
れ
て
い
る
︒20

❖

［図6］ガブリエーレ・ベルタツォーロ「都市マントヴァの解説」
1628年、マントヴァ、テレジアーナ図書館

［図7］図6拡大図（1）［図8］図6拡大図（2）
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多
量
か
つ
散
在
的
な
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
財
産
目
録
は
︑
ジ
ョ
ー
ジ
・
ヴ
ァ
ー
チ
ュ
ー
に
よ
っ
て
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ド
ー
ル

ト
目
録
を
中
心
に
ま
と
め
ら
れ
︑
一
七
五
七
年
に
現
代
語
訳
で
出
版
さ
れ
た
︒21

❖

以
降
長
ら
く
ヴ
ァ
ー
チ
ュ
ー
版
が
活
用
さ
れ

て
き
た
が
︑
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
ミ
ラ
ー
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
ま
と
め
ら
れ
︑
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・

ド
ー
ル
ト
目
録
が
一
九
六
〇
年
に
︑
売
立
目
録
が
一
九
七
〇
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
︒22

❖

以
下
で
は
︑
こ
れ
ら
の
出
版
物
を
参
照

し
な
が
ら
目
録
の
内
容
を
確
認
し
て
い
く
が
︑
本
稿
の
引
用
文
は
ヴ
ァ
ー
チ
ュ
ー
版
の
現
代
語
訳
に
準
ず
る
︒

目
録
の
基
本
的
な
形
式
と
し
て
は
︑
ま
ず
最
初
に
部
屋
の
名
称
を
記
し
︑
そ
の
部
屋
に
飾
ら
れ
た
作
品
を
列
挙
す
る
形
で
進

め
ら
れ
る
︒
各
作
品
に
は
番
号
が
ふ
ら
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
や
サ
イ
ズ
︑
主
題
︑
額
縁
に
つ
い
て
の
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
目
録
に
よ
れ
ば
︑
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
︽
キ
リ
ス
ト
の
埋
葬
︾
は
︑
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
宮
殿
の
中
に
あ
る
﹁
第
一
の
私
寝

室
︵the first privy lodging-room

︶﹂23
❖

と
い
う
部
屋
に
設
置
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
︒

か
つ
て
テ
ム
ズ
川
の
ほ
と
り
に
建
っ
て
い
た
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
宮
殿
は
︑
国
王
の
邸
宅
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
︒
当
時
は

二
千
以
上
も
の
部
屋
を
有
す
る
か
な
り
広
大
な
建
物
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
︑24

❖

一
六
九
八
年
の
火
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
︑
現

在
は
舞
踏
会
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
た
バ
ン
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
ハ
ウ
ス
と
︑
一
階
部
分
の
平
面
図
﹇
図
9
﹈
が
残
存
す
る
の
み
で

あ
る
︒
宮
殿
の
と
り
わ
け
奥
ま
っ
た
場
所
︑
国
王
の
寝
室
を
含
む
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
ス
ペ
ー
ス
に
位
置
す
る
三
つ
の
﹁
私
寝

室
﹂﹇
図
10
﹈
に
は
︑
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
が
有
す
る
最
も
貴
重
な
絵
画
作
品
が
飾
ら
れ
︑
そ
れ
ら
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
国

王
の
重
要
な
客
人
の
み
だ
っ
た
と
い
う
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
第
一
の
私
寝
室
﹂
に
置
か
れ
た
︽
キ
リ
ス
ト
の
埋
葬
︾
は
︑
チ
ャ
ー

ル
ズ
一
世
の
下
で
極
め
て
高
い
評
価
を
得
て
い
た
と
み
な
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
︒

目
録
に
お
い
て
︑︽
キ
リ
ス
ト
の
埋
葬
︾
は
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
︒

七
番
目
︑
ほ
ぼ
等
身
大
の
六
人
の
人
物
像
を
含
む
キ
リ
ス
ト
の
埋
葬
︑
木
製
の
額
縁
に
入
れ
ら
れ
る
︒
マ
ン
ト
ヴ
ァ
の

作
品
︑
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
︒
高
さ
四
フ
ィ
ー
ト
四
イ
ン
チ
︑
幅
七
フ
ィ
ー
ト
︒25

❖

［図9］「ホワイトホール宮殿の平面図（1680）のコピー」
1747年、ロイヤル・コレクション

［図10］図9拡大図
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前
述
の
よ
う
に
︑
こ
こ
で
は
本
作
に
﹁
マ
ン
ト
ヴ
ァ
の
作
品
︵A

 M
antua piece

︶﹂
と
い
う
表
記
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
マ

ン
ト
ヴ
ァ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
絵
画
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家
の
財
産
目
録
に
は
存
在
し

な
か
っ
た
サ
イ
ズ
の
表
記
︵
四
フ
ィ
ー
ト
四
イ
ン
チ
×
七
フ
ィ
ー
ト
=
約
一
二
三
×
二
一
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
︶
に
鑑
み
て

も
︑
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
絵
画
が
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
の
︽
キ
リ
ス
ト
の
埋
葬
︾
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒26

❖

ま

た
︑
本
作
と
同
じ
部
屋
に
飾
ら
れ
た
他
の
絵
画
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
︑﹁
第
一
の
私
寝
室
﹂
と
い
う
場
所
は
非
常
に
興
味
深

い
特
徴
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
﹇
表
3
﹈︒
驚
く
べ
き
こ
と
に
︑﹁
第
一
の
私
寝
室
﹂
に
飾
ら
れ
た
計
十
二
点
の
絵
画
の

う
ち
︑
十
一
点
が
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
品
な
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
こ
は
も
は
や
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
品
の
た
め
の
部

屋
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
く
︑
ま
た
こ
の
王
宮
に
お
い
て
︑
一
人
の
画
家
の
作
品
が
こ
れ
ほ
ど
集
中
的
に
集
め
ら
れ
た
部
屋

は
他
に
見
ら
れ
な
い
︒
さ
ら
に
︑﹁
第
二
の
私
寝
室
﹂
と
﹁
第
三
の
私
寝
室
﹂
を
含
め
︑
三
つ
の
﹁
私
寝
室
﹂
に
は
計
四
十
六

点
の
絵
画
が
設
置
さ
れ
た
が
︑27

❖

そ
の
お
お
よ
そ
半
数
に
あ
た
る
二
十
二
点
を
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
品
が
占
め
て
い
る
こ
と
は
注

目
に
値
す
る
︒
既
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
三
つ
の
﹁
私
寝
室
﹂
が
王
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
の
最
も
重
要
な
絵
画
に
充
て
ら
れ
た

場
所
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
︑
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
は
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
品
に
か
な
り
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が

窺
え
る
の
で
あ
る
︒28

❖

展
示
状
況
の
変
化

こ
こ
ま
で
︑
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
︽
キ
リ
ス
ト
の
埋
葬
︾
に
つ
い
て
二
つ
の
目
録
か
ら
展
示
状
況
を
検
討
し
て
き
た
︒
本
作

が
マ
ン
ト
ヴ
ァ
宮
で
﹁
閉
ざ
さ
れ
た
開
廊
﹂
に
設
置
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
︑
そ
の
展
示
状
況
は
イ
ギ
リ
ス
に
渡
っ
た
後

も
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
︒
つ
ま
り
本
作
は
︑
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家
お
よ
び
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

に
お
い
て
重
要
な
位
置
づ
け
に
あ
り
︑
双
方
の
下
で
︑
君
主
の
権
力
を
象

徴
す
る
部
屋
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世

の
財
産
目
録
に
は
︑
第
一
~
第
三
の
私
寝
室
に
置
か
れ
た
計
四
十
六
点
の

絵
画
の
う
ち
︑﹁A

 M
antua piece

﹂
と
表
記
さ
れ
た
絵
画
が
本
作
の
他

に
あ
と
十
五
点
見
ら
れ
る
︒29

❖

こ
れ
ら
の
作
品
に
つ
い
て
も
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家

の
財
産
目
録
と
突
き
合
わ
せ
て
見
て
み
る
と
︑
中
に
は
マ
ン
ト
ヴ
ァ
と
イ

ギ
リ
ス
で
展
示
環
境
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
の

だ
︒例

え
ば
︑
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
下
で
︽
キ
リ
ス
ト
の
埋
葬
︾
と
同
じ

﹁
第
一
の
私
寝
室
﹂
に
飾
ら
れ
た
︽
エ
マ
オ
の
晩
餐
︾﹇
図
11
﹈
に
着
目
し

て
み
た
い
︒
本
作
も
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
手
に
な
る
も
の
で
︑
こ
こ
で
は
︑

復
活
し
た
キ
リ
ス
ト
と
知
ら
ず
食
事
を
共
に
し
た
弟
子
た
ち
が
︑
パ
ン
を

配
る
姿
を
見
て
そ
の
正
体
に
気
付
き
驚
く
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
︒
財
産

目
録
に
よ
れ
ば
︑﹁
第
一
の
私
寝
室
﹂
に
お
い
て
こ
の
絵
画
は
︽
キ
リ
ス

ト
の
埋
葬
︾
の
対
作
品
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
︒30

❖

し
か
し
︑
ゴ
ン

ザ
ー
ガ
家
の
財
産
目
録
で
は
︑
本
作
は
マ
ン
ト
ヴ
ァ
宮
の
﹁
フ
ェ
ル
デ
ィ

ナ
ン
ド
公
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
新
し
い
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
﹂
と
い
う
建

物
の
一
室
に
飾
ら
れ
た
絵
画
群
の
中
の
一
つ
で
あ
る
︒31

❖

つ
ま
り
︑
マ
ン
ト

ヴ
ァ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
部
屋
に
設
置
さ
れ
︑
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
の

な
か
っ
た
二
点
の
絵
画
が
︑
イ
ギ
リ
ス
の
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
宮
殿
で
は
同

［図11］ティツィアーノ《エマオの晩餐》
1530年頃、カンヴァスに油彩、169×224cm
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13 ポリドーロ 舟遊びの場面 《舟遊び》ロイヤル・コレクション

14 ティツィアーノ 手を組んで頭を右肩に向け
るマグダラのマリア 不明

15 ティツィアーノ 聖母子とヨセフの小作品 不明

16 ティツィアーノ パルドのヴィーナス 《ユピテルとアンティオペ（パルドのヴィーナス）》パリ、
ルーヴル美術館

17 ティツィアーノ 男性の腕の中にいる女性 ティツィアーノに帰属《恋人たち》ロイヤル・コレクショ
ン

18 ティツィアーノ 正面と横顔の3つの頭部 ロレンツィオ・ロット《金細工師の三重肖像画》ウィーン、
美術史美術館

19 ミヒール・コク
シー伝

黒い甲冑を身につけたブル
ゴーニュ公 ドッソ・ドッシ《聖ウィリアム》ロイヤル・コレクション

第3の私寝室

1 ジュリオ・ロマ
ーノ

ウェスパシアヌスとティト
ゥス

《ウェスパシアヌスとティトゥスの凱旋》パリ、ルーヴル
美術館

2 コレッジョ伝 細長い十字架を持つ洗礼者
ヨハネ

コレッジョに基づく《洗礼者ヨハネ》トロント、トーマス・
フィッシャー図書館

3 アンドレア・デ
ル・サルト

天使を伴う聖母子と聖ヨハ
ネ 《階段の聖母》マドリッド、プラド美術館

4
ルイーニまたは
レオナルドの別
の弟子

聖母子とヨセフ、アンナ、
カタリナ コレッジョ《聖カタリナの神秘の結婚》デトロイト美術館

5 ティツィアーノ 総督アンドレア・グリッテ
ィ

《総督アンドレア・グリッティ》ワシントン、ナショナル・
ギャラリー

6 パルミジャニー
ノ

イタリア人の女性と鏡を抱
える男性 ティツィアーノ《鏡の前の女性》パリ、ルーヴル美術館

7 ポリドーロ 釣りの場面 《網を引くクピドたち》ロイヤル・コレクション

8 ティツィアーノ 聖母子と聖ルカ、ジェノヴ
ァの紳士

ティツィアーノに帰属《聖母子と聖ルカ、寄進者》ロイヤ
ル・コレクション

9 ジョルジョーネ
聖母子とヨセフ、セバステ
ィアヌス、カタリナ、寄進
者

セバスティアーノ・デル・ピオンボ《聖家族と聖カタリナ、
聖セバスティアヌス、寄進者》パリ、ルーヴル美術館

10 ポリドーロ 白鳥と戯れる6人の人物像 《クピドと白鳥》ロイヤル・コレクション

11 ラファエロ 聖母子とヨセフ、ヨハネ、
アンナ 《聖家族（ペルラ）》マドリッド、プラド美術館［図3］

12 コレッジョ 眠るヴィーナスとクピド、
サテュロス

《眠れるヴィーナスとクピド、サテュロス》パリ、ルーヴ
ル美術館［図4］

13 コレッジョ 裸のヴィーナスと座ってク
ピドに教えるメルクリウス

《キューピッドの教育》ロンドン、ナショナル・ギャラリ
ー［図5］

14 アンドレア・デ
ル・サルト 聖母子とヨセフ フランチャビージオ《聖家族》ウィーン、美術史美術館

15 ティツィアーノ 右手に短剣を持つルクレテ
ィアと背後の男性 《ルクレティア》ウィーン、美術史美術館［図2］

番号 作者 主題 同定されている作品

第1の私寝室

1 ティツィアーノ タルクィニウスとルクレテ
ィア 《タルクィニウスとルクレティア》ボルドー美術館

2 ティツィアーノ 聖ペテロに海軍大将を推薦
する教皇

《聖ペテロにヤコポ・ペーザロを執り成す教皇アレクサ
ンドル6世》アントワープ王立美術館

3 ティツィアーノ 聖マルガリータ 《聖マルガリータ》ハインツ・キスターズ・コレクション
4 ティツィアーノ 座る裸婦 《衣服を脱ぐヴィーナス》ロイヤル・コレクション

5 ティツィアーノ ヴィーナスとオルガン奏者 《オルガン奏者と犬を伴うヴィーナス》マドリッド、プラド美術館
6 コレッジョ 洗礼者ヨハネ 《洗礼者ヨハネ》ロイヤル・コレクション
7 ティツィアーノ キリストの埋葬 《キリストの埋葬》パリ、ルーヴル美術館［図1］
8 ティツィアーノ ヴァスト候の大きな肖像画《ヴァスト候の訓示》マドリッド、プラド美術館
9 ティツィアーノ エマオの晩餐 《エマオの晩餐》パリ、ルーヴル美術館［図11］

10 ティツィアーノ ヴァスト候の肖像画 《アルフォンソ・ダヴァロスの寓意》パリ、ルーヴル美術
館

11 ティツィアーノ ティツィアーノとその友人
の肖像画

《ティツィアーノとその友人たち》ロイヤル・コレクショ
ン

12 ティツィアーノ イタリア人女性の半身像 《毛皮を着た女性》ウィーン、美術史美術館

第2の私寝室

1 ティツィアーノ 音楽を奏でる5人の半身像 《音楽のレッスン》ロンドン、ナショナル・ギャラリー［図12］

2 ポリドーロ ヤギや羊と戯れる4人の子
供たち 《ヤギとプットー》ロイヤル・コレクション

3 ティツィアーノ 聖母子とヨセフ 《風景の中の聖家族》ローマ、個人蔵

4 ジュリオ・ロマ
ーノ ノアの洪水 不明

5 ティツィアーノ 地球儀のある机に肘をつく
黒い服の男

ティツィアーノと工房《ゲラルドゥス・メルカトル》イェ
ール大学美術館

6 ポリドーロ 2人のサテュロスと子を隠
す女性

《ニンフとサテュロス、プットーたち》ロイヤル・コレク
ション

7 ジュリオ・ロマ
ーノ

4人の人物像と山羊を含む
犠牲の場面

ジュリオ・ロマーノの工房《ユピテルへの山羊の犠牲》
ロイヤル・コレクション

8 ジュリオ・ロマ
ーノ イタリア人の高位聖職者 不明

9 ジュリオ・ロマ
ーノ ヘラクレスの誕生 ジュリオ・ロマーノの工房《ディアナとアポロンの誕生》

ロイヤル・コレクション

10 ポリドーロ 釣りの場面 《木槌とボールを持つプットーたち》ロイヤル・コレクシ
ョン

11 ジュリオ・ロマ
ーノ

キリスト降誕の大きな祭壇
画 《羊飼いの礼拝》パリ、ルーヴル美術館

12 ジュリオ・ロマ
ーノ

柳細工のかごに横たわるク
ピド

ジュリオ・ロマーノの工房《幼少のユピテル》ロンドン、
ナショナル・ギャラリー

［表3］ホワイトホール宮殿の「私寝室」に飾られた絵画（　　　内は「A Mantua piece」の表記があるもの）
参考：Vertue, 1757, pp. 96-107; Millar, 1960, pp. 14-22; “The lost collection of Charles I” HP.
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じ
部
屋
に
対
作
品
と
し
て
展
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
確
か
に
両
作
は
︑︽
エ
マ
オ
の
晩
餐
︾
の
方
が
や
や
大
き
い
も
の
の

同
じ
長
方
形
の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
で
あ
り
︑
主
題
に
お
い
て
も
﹁
キ
リ
ス
ト
の
死
﹂
か
ら
﹁
復
活
﹂
と
い
う
関
連
性
を
見
出
す
こ
と

が
出
来
る
だ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
キ
リ
ス
ト
を
画
面
中
央
に
描
き
両
端
を
そ
の
他
の
人
物
が
固
め
る
と
い
う
配
置
や
︑
白
い
布

︵
キ
リ
ス
ト
の
遺
体
を
の
せ
た
布
／
食
卓
に
か
け
ら
れ
た
布
︶
の
横
軸
と
︑
並
置
さ
れ
た
人
物
像
の
縦
軸
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
安
定
的
な
構
図
な
ど
に
も
共
通
点
が
見
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
こ
こ
で
両
作
は
︑
形
状
や
主
題
︑
構
図
の
関
連
性
か
ら
対
作
品

と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
︑
こ
の
こ
と
か
ら
︑
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
宮
殿
で
は
絵
画
を
展
示
し
た
時
の
﹁
見
栄
え
﹂
が
あ
る
程
度
考

慮
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑﹁
第
二
の
私
寝
室
﹂
に
飾
ら
れ
た
次
の
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
品
に
も
着
目
し
て
み
た
い
︒

一
番
目
︑
ま
ず
︑
五
人
の
半
身
像
の
絵
画
︒
そ
の
う
ち
の
一
人
が
教
え
て
い
て
︑
も
う
一
人
が
歌
っ
て
い
る
︒
三
人
目

は
バ
ン
ド
ー
ラ
を
︑
四
人
目
は
縦
笛
を
演
奏
し
︑
五
人
目
の
女
性
は
音
楽
に
耳
を
傾
け
て
い
る
︒
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
描
か
れ

た
等
身
大
の
人
物
た
ち
︒
木
製
の
額
縁
に
入
れ
ら
れ
る
︒
マ
ン
ト
ヴ
ァ
の
作
品
︑
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
︒
高
さ
三
フ
ィ
ー

ト
三
イ
ン
チ
︑
幅
四
フ
ィ
ー
ト
三
イ
ン
チ
︒32

❖

 

こ
の
絵
画
は
︑
現
在
ロ
ン
ド
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
︽
音
楽
の
レ
ッ
ス
ン
︾﹇
図
12
﹈
と
同
定

さ
れ
て
お
り
︑
こ
こ
で
は
︑
歌
の
レ
ッ
ス
ン
を
し
て
い
る
二
人
組
と
︑
そ
の
背
後
で
楽
器
を
演
奏
す
る
男
性
た
ち
︑
そ
し
て
彼

ら
の
音
楽
に
耳
を
傾
け
て
こ
ち
ら
に
視
線
を
送
る
女
性
の
半
身
像
が
描
か
れ
て
い
る
︒
ま
た
本
作
は
︑
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家
の
財
産

目
録
に
お
い
て
﹁
音
楽
を
奏
で
る
人
物
た
ち
の
半
身
像
﹂
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
が
︑33

❖

こ
れ
は
前
述
の
﹁
墓
に
下
ろ
さ
れ
る

キ
リ
ス
ト
﹂
と
同
じ
部
屋
で
扉
の
上
に
置
か
れ
て
い
た
作
品
で
あ
る
︒34

❖

こ
れ
ら
の
絵
画
が
飾
ら
れ
た
部
屋
に
つ
い
て
現
時
点
で

は
詳
細
不
明
で
あ
る
が
︑
少
な
く
と
も
扉
の
上
と
い
う
設
置
場
所
は
作
品
鑑
賞
に
適
し
て
い
る
と
は
言
い
難
く
︑
マ
ン
ト
ヴ
ァ

宮
に
お
け
る
︽
音
楽
の
レ
ッ
ス
ン
︾
の
重
要
性
は
さ
ほ
ど
高
く
な
か
っ

た
よ
う
だ
︒
し
か
し
︑
一
転
し
て
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
下
で
本
作
は
︑

王
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
も
特
に
貴
重
な
絵
画
を
飾
る
部
屋
に
置
か

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に
：
美
術
史
研
究
に
お
け
る
財
産
目
録
と
そ
の
可
能
性

 

チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
熱
心
な
蒐
集
活
動
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
に
も
た

ら
さ
れ
た
傑
作
の
数
々
は
︑
王
の
処
刑
後
再
び
世
界
中
へ
分
散
す
る

こ
と
と
な
っ
た
︒︽
キ
リ
ス
ト
の
埋
葬
︾
も
例
外
で
は
な
く
︑
本
作
は

パ
リ
の
著
名
な
銀
行
家
で
あ
り
蒐
集
家
で
も
あ
っ
た
エ
ー
ヴ
ェ
ル
ハ
ル

ト
・
ヤ
ー
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
た
の
ち
︑35

❖

一
六
六
二
年
に
フ

ラ
ン
ス
王
ル
イ
十
四
世
の
所
有
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒36

❖

マ
ン
ト
ヴ
ァ
︑

イ
ギ
リ
ス
︑
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
君
主
た
ち
の
財
産
目
録
が
伝
え
る
こ

の
よ
う
な
華
々
し
い
来
歴
は
︑
本
作
の
芸
術
作
品
と
し
て
の
価
値
︑
そ

し
て
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
と
い
う
画
家
の
評
価
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
︒

一
方
︑
同
時
に
︑
本
作
に
関
す
る
財
産
目
録
の
記
録
は
︑
こ
の
絵
画
に

内
包
さ
れ
た
﹁
揺
ら
ぎ
﹂
を
示
唆
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
前
出
の
よ
う

な
︑
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家
の
財
産
目
録
に
見
ら
れ
る
作
品
同
定
の
不
確
定
性

は
︑﹁
各
国
の
君
主
に
重
宝
さ
れ
た
絵
画
﹂
と
し
て
の
一
貫
し
た
評
価

［図12］ティツィアーノに帰属《音楽のレッスン》
1535年頃、カンヴァスに油彩、99×120cm
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を
揺
ら
が
せ
る
だ
ろ
う
︒
さ
ら
に
本
作
の
場
合
︑
財
産
目
録
は
絵
画
の
依
頼
主
を
め
ぐ
る
重
大
な
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
︒

︽
キ
リ
ス
ト
の
埋
葬
︾
に
は
︑
作
品
の
注
文
経
緯
や
制
作
時
期
を
知
ら
せ
る
史
料
が
残
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
現
時
点
で
は
︑
一
六

二
七
年
の
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家
の
財
産
目
録
が
本
作
に
関
す
る
最
も
古
い
記
録
と
な
る
︒37

❖

テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
は
︑
第
四
代
侯
爵
フ
ラ

ン
チ
ェ
ス
コ
二
世
の
妻
で
あ
る
イ
ザ
ベ
ラ
・
デ
ス
テ
や
︑
そ
の
息
子
フ
ェ
デ
リ
コ
二
世
の
た
め
に
多
く
の
作
品
を
手
掛
け
た
こ

と
か
ら
︑
本
作
の
依
頼
主
も
こ
の
両
者
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
と
み
な
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
︑
こ
の
目
録
は
︽
キ
リ
ス
ト
の
埋
葬
︾
が
描
か
れ
た
時
期
か
ら
お
よ
そ
一
〇
〇
年
後
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
だ
︒
こ
の
長
い
年
月
の
間
に
︑
本
作
が
別
の
持
ち
主
か
ら
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
可
能

性
も
否
め
な
い
︒
実
際
︑
前
述
の
︽
エ
マ
オ
の
晩
餐
︾
は
長
ら
く
︑
本
作
と
同
様
に
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家
の
人
物
に
よ
っ
て
依
頼
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
︑
近
年
の
研
究
に
よ
り
新
た
な
注
文
主
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

グ
イ
ド
・
レ
ベ
ッ
キ
ー
ニ
は
︑
マ
ン
ト
ヴ
ァ
の
有
力
貴
族
ニ
コ
ラ
・
マ
ッ
フ
ェ
イ
︵
孫
︶
の
死
後
︑
一
五
八
九
年
に
作
成
さ

れ
た
財
産
目
録
の
中
に
︑
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
︽
エ
マ
オ
の
晩
餐
︾
と
同
定
し
得
る
記
述
を
見
出
し
た
︒38

❖

こ
の
目
録
に
記
録
さ

れ
て
い
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
大
部
分
は
︑
彼
の
祖
父
で
有
名
な
蒐
集
家
で
あ
っ
た
ニ
コ
ラ
・
マ
ッ
フ
ェ
イ
︵
祖
父
︶
に
よ
っ
て

集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
人
物
は
︑
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
二
世
と
フ
ェ
デ
リ
コ
二
世
の
治
世
に
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家
に
仕
え
︑

テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
と
も
個
人
的
な
交
流
を
持
っ
て
い
た
︒
目
録
中
に
こ
の
絵
画
の
作
者
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
同
時
代
の
書

簡
記
録
に
よ
れ
ば
︑
マ
ッ
フ
ェ
イ
家
が
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
に
よ
る
﹁
エ
マ
オ
の
晩
餐
﹂
の
絵
画
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で

あ
る
︒39

❖

し
た
が
っ
て
レ
ベ
ッ
キ
ー
ニ
は
︑
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
︽
エ
マ
オ
の
晩
餐
︾
は
当
初
ニ
コ
ラ
・
マ
ッ
フ
ェ
イ
︵
祖
父
︶

に
よ
っ
て
依
頼
さ
れ
︑
十
六
世
紀
末
に
マ
ッ
フ
ェ
イ
家
の
絵
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
一
部
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家
に
譲
ら
れ
た
際
に
︑
こ

の
絵
画
が
マ
ン
ト
ヴ
ァ
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
結
論
付
け
た
の
で
あ
る
︒40

❖

︽
キ
リ
ス
ト
の
埋
葬
︾
の
依
頼
主
に
つ
い
て
は
︑
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
と
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家
の
結
び
つ
き
が
非
常
に
強
い
も
の
で
あ

る
が
故
に
︑
決
定
的
な
証
拠
が
無
い
ま
ま
推
測
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑︽
エ
マ
オ
の
晩
餐
︾
の
事
例
に
鑑
み
る
と
︑
本
作
の

依
頼
主
は
別
に
存
在
し
︑
後
に
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家
へ
移
さ
れ
て
き
た
と
い
う
可
能
性
を
改
め
て
検
討
す
る
意
義
は
十
二
分
に
あ
る

と
考
え
る
︒
そ
し
て
︑
や
は
り
︽
エ
マ
オ
の
晩
餐
︾
の
よ
う
に
︑
こ
の
問
題
の
解
決
の
た
め
の
重
要
な
鍵
は
財
産
目
録
に
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
︒

西
洋
美
術
史
研
究
に
お
け
る
財
産
目
録
の
役
割
は
︑
芸
術
作
品
の
存
在
や
来
歴
を
裏
付
け
る
資
料
と
し
て
の
補
助
的
な
も
の

に
留
ま
る
場
合
が
多
い
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
﹁
芸
術
資
源
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
財
産
目
録
を
捉
え
直
し
て
み
る
と
︑
作
品
が
あ

る
時
点
に
存
在
し
た
﹁
場
﹂
の
記
録
と
し
て
の
重
要
な
一
側
面
が
見
え
て
き
た
︒
作
品
に
与
え
ら
れ
た
場
所
の
性
質
や
︑
如
何

な
る
作
品
群
と
並
べ
ら
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
や
作
者
に
対
す
る
当
時
の
所
有
者
の
態
度
を
雄
弁
に
物

語
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
よ
う
な
偉
大
な
画
家
で
あ
っ
て
も
︑
そ
の
作
品
の
全
て
が
必
ず
し
も
重
要
な
場
所

に
置
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
財
産
目
録
の
記
録
は
︑
従
来
の
史
料
研
究
が
言
説
に
よ
っ
て
形
成
し

て
き
た
芸
術
家
お
よ
び
芸
術
作
品
の
受
容
や
評
価
を
︑
よ
り
実
際
的
な
視
点
で
複
合
的
に
再
構
築
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
く

れ
る
だ
ろ
う
︒

︻
附
記
︼

本
稿
は
︑
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
第
三
十
六
回
ア
ー
カ
イ
ブ
研
究
会
﹁
西
洋
美
術
史
研
究
と
芸
術
資
源
︱
目
録
や
テ
ク
ス
ト
が
伝
え
る
情

報
︱
﹂︵
二
〇
二
二
年
八
月
五
日
︑
於
オ
ン
ラ
イ
ン
︶
で
の
口
頭
発
表
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
す
︒

な
お
︑
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
︵22J21804

︶
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
す
︒
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注

❖
1 

ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家
や
君
主
た
ち
の
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
主
に
次

を
参
照
︒B

rinton, 1927; C
ust, 1914, pp. 255-256. 

ま
た
︑
歴
代
の
君

主
に
つ
い
て
は
﹇
表
１
﹈
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

❖
2 

公
爵
の
命
を
受
け
︑
マ
ン
ト
ヴ
ァ
宮
の
様
々
な
専
門
家
で
構
成
さ
れ
た

チ
ー
ム
に
よ
り
一
六
二
六
年
十
二
月
か
ら
翌
年
の
四
月
に
か
け
て
財
産
目
録
が

作
成
さ
れ
た
︒
な
お
︑
こ
の
目
録
は
当
時
の
宮
廷
の
全
財
産
を
記
録
し
た
も
の

で
は
な
い
︒Luzio, 1913, p. 89; Lapenta &

 M
orselli, 2006, p. 37.

❖
3 

In
ven

tario hon
orum

 haereditatis quon
dam

 Seren
. D

ucis 

Ferdinandi confecto ordine Ser. D
ucis V

incentii li, anno 1627. (A
rch. 

G
onzaga. D

. V
I, N

. 1. )

❖
4 

D
’A

rco, 1857, pp. 160-173.

❖
5 

Luzio, 1913, pp. 89-136.

❖
6 

テ
宮
殿
で
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
﹁G

onzaga – La C
eleste G

aleria 

M
antova

﹂︵
二
〇
〇
〇
︱
二
〇
〇
三
︶
の
た
め
に
︑
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家
関

連
史
料
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
進
め
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
一
九
九
八
年
か

ら
始
め
ら
れ
︑
そ
の
一
環
と
し
て
本
シ
リ
ー
ズ
が
出
版
さ
れ
た
︒﹁
テ
宮

殿
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
﹂
二
〇
二
二
年
九
月
二
日
閲
覧
︒https://w

w
w

.

centropalazzote.it/le-collezioni-gonzaga/

❖
7 

M
orselli, 2000.

❖
8 

Lapenta &
 M

orselli, 2006. 

❖
9 

筆
者
訳
︒

❖
10 

バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ヴ
ィ
ジ
リ
オ
に
よ
る
マ
ン
ト
ヴ
ァ
の
年
代
記
に
よ

れ
ば
︑
一
六
〇
二
年
に
は
既
に
こ
の
﹁loggia

︵
開
廊
︶﹂
を
建
設
す
る
た
め

の
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
︒Ferrari &

 M
ozzarelli, 1992, p. 118.

❖
11 

マ
ン
ト
ヴ
ァ
の
宮
廷
画
家
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ボ
ル
ガ
ー
ニ
が
公
爵

の
側
近
に
送
っ
た
一
六
一
一
年
九
月
八
日
︑
九
日
付
の
二
通
の
手
紙
で
言
及

さ
れ
る
﹁galleria

︵
回
廊
︶﹂
は
︑
多
く
の
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
品
を
含
む

金
の
装
飾
が
施
さ
れ
る
︑
一
五
〇
ス
ク
ー
デ
ィ
︑
九
〇
〇
リ
ラ
︒﹂Luzio, 

1913, p. 90, n. 3. 

筆
者
訳
︒
ま
た
︑
後
述
す
る
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
︽
エ

マ
オ
の
晩
餐
︾
に
お
い
て
も
作
者
は
記
さ
れ
て
い
な
い
︵
注
31
を
参
照
︶︒

❖
17 

キ
リ
ス
ト
教
美
術
の
図
像
に
つ
い
て
分
析
し
た
ル
イ
・
レ
オ
に
よ

れ
ば
︑﹁
キ
リ
ス
ト
の
埋
葬
﹂
の
図
像
は
次
の
四
つ
の
場
面
に
分
類
さ
れ
る
︒

①
キ
リ
ス
ト
に
油
を
塗
る
︑
②
キ
リ
ス
ト
を
墓
へ
運
ぶ
︑
③
キ
リ
ス
ト
を
墓

に
入
れ
る
︑
④
墓
で
天
使
を
伴
う
キ
リ
ス
ト
像
︒
本
作
に
該
当
す
る
②
の
場

面
は
︑
十
五
世
紀
に
登
場
す
る
新
し
い
図
像
で
あ
り
︑
類
例
も
少
な
い
た
め
︑

キ
リ
ス
ト
教
絵
画
に
お
い
て
例
外
的
な
位
置
づ
け
に
あ
る
︒R

éau, 1957, 

pp. 521-525.

❖
18 

一
人
の
写
字
生
に
よ
っ
て
草
案
さ
れ
︑
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ド
ー
ル

ト
自
身
が
注
釈
・
修
正
を
施
し
た
写
本
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
ボ
ド
リ

ア
ン
図
書
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
︵M

S. A
shm

ole 1514

︶︒
ま
た
︑
王
の

個
人
的
な
使
用
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
個
別
の
部
屋
ご
と
の
目
録
が
計
三
つ

の
写
本
で
現
存
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
王
室
図
書
館
︵R

C
IN

 1047433

︶︑
ボ
ド

リ
ア
ン
図
書
館
︵M

S. A
shm

ole 1513

︶︑
大
英
図
書
館
︵B

L A
dd. M

S. 

10112

︶
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒

❖
19 

現
在
は
ロ
ン
ド
ン
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
＆
ア
ル
バ
ー
ト
博
物
館
の
所
蔵

︵M
S. 86. J. 13.

︶︒

❖
20 

ロ
ン
ド
ン
の
国
立
公
文
書
館
に
最
も
ま
と
ま
っ
た
形
で
写
本
が
保
存

さ
れ
て
い
る
︵LR

 2/124

︶︒

❖
21 
Vertue, 1757.

❖
22 

M
illar, 1960; 1972.

❖
23 

Vertue, 1757, p. 96.

❖
24 

フ
ラ
ン
ス
の
廷
臣
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ソ
ル
ビ
エ
ー
ル
は
︑
一
六
六
三
年

の
イ
ギ
リ
ス
訪
問
に
つ
い
て
記
し
た
紀
行
文
に
お
い
て
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
宮

殿
に
言
及
し
て
い
る
︒﹁
こ
れ
は
ル
ー
ヴ
ル
宮
殿
よ
り
も
快
適
な
住
居
を
形

成
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
そ
こ
に
は
二
〇
〇
〇
以

上
の
部
屋
が
あ
る
か
ら
だ
︒
ま
た
︑
こ
の
建
物
は
素
晴
ら
し
い
公
園
と
美
し

絵
画
群
と
い
う
特
徴
か
ら
︑
本
目
録
の
﹁
閉
ざ
さ
れ
た
開
廊
﹂
を
指
す
と
み

な
さ
れ
て
い
る
︒﹁︵
九
月
八
日
付
︶
︙
殿
下
の
回
廊
︵galleria di S. A

.

︶

で
の
仕
事
に
際
し
て
︑
殿
下
へ
の
奉
仕
の
為
だ
け
に
︑
私
は
他
の
あ
ら
ゆ
る

仕
事
を
放
棄
し
ま
し
た
が
︑
そ
れ
は
す
ぐ
に
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
で
し
ょ

う
︒
ま
た
私
は
︑
公
爵
閣
下
も
ご
存
じ
の
よ
う
に
︑
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
や
そ

の
他
の
画
家
た
ち
の
多
く
の
絵
画
を
修
復
し
ま
し
た
︙
﹂﹁︵
九
月
九
日
付
︶

︙
回
廊
︵G

alleria

︶
の
た
め
の
前
述
の
絵
画
群
に
殿
下
が
完
全
に
満
足
し

て
く
だ
さ
る
ま
で
は
︑
私
は
そ
う
し
た
請
求
の
た
め
の
支
払
い
を
何
一
つ
要

求
い
た
し
ま
せ
ん
︙
﹂ Luzio, 1913, pp. 43-44. 

筆
者
訳
︒　

❖
12 

B
erzaghi, 1995, p. 50. 

ま
た
次
も
参
照
︒Besutti, 1999, p. 453.

❖
13 

現
時
点
で
唯
一
で
あ
る
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
を

執
筆
し
た
ウ
ェ
ゼ
イ
も
︑
ル
ー
ヴ
ル
の
︽
キ
リ
ス
ト
の
埋
葬
︾
を
こ
の
記
述

と
結
び
つ
け
て
い
る
︒W

ethey, 1969, p. 90.

❖
14 

Luzio, 1913, p. 113, n. 300. 

傍
線
お
よ
び
訳
は
筆
者
に
よ
る
︒

❖
15 

﹁
新
し
い
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
第
一
の
部
屋
﹂
に
続
く
﹁
第
二
の
部

屋
﹂
と
﹁
第
三
の
部
屋
﹂
に
も
︑
各
二
点
ず
つ
絵
画
が
置
か
れ
た
が
︑
こ
こ

で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
が
明
記
さ
れ
て
い
る
︒﹁
第
二
の
部
屋
︒
戸
口
の
上

に
二
点
の
絵
画
︑
一
点
は
一
人
の
女
性
像
︑︵
中
略
︶
ボ
ル
ド
ー
ネ
作
︑
査

定
額
三
〇
ス
ク
ー
デ
ィ
︑
も
う
一
点
は
女
性
た
ち
の
物
語
画
︑︵
中
略
︶

ジ
ュ
リ
オ
・
ロ
マ
ー
ノ
の
作
品
︑
査
定
額
二
五
ス
ク
ー
デ
ィ
︑
合
計
で
一
五

〇
リ
ラ
︒
第
三
の
部
屋
︒
戸
口
の
上
に
二
点
の
絵
画
︑
一
点
は
テ
ィ
ツ
ィ

ア
ー
ノ
の
手
に
な
る
キ
リ
ス
ト
降
誕
︑︵
中
略
︶
査
定
額
四
〇
ス
ク
ー
デ
ィ
︑

も
う
一
点
は
雄
牛
に
乗
る
エ
ウ
ロ
パ
︑
ジ
ュ
リ
オ
・
ロ
マ
ー
ノ
の
作
品
︵
中

略
︶
査
定
額
二
〇
ス
ク
ー
デ
ィ
︑
合
計
で
三
六
〇
リ
ラ
︒﹂Luzio, 1913, p. 

114. 

筆
者
訳
︒

❖
16 

例
え
ば
︑﹁
閉
ざ
さ
れ
た
開
廊
﹂
に
設
置
さ
れ
た
﹁
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と

ク
ピ
ド
﹂
の
絵
画
に
つ
い
て
作
者
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
本
作
は
︑
現
在

ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
あ
る
コ
レ
ッ
ジ
ョ
の
作
品
﹇
図
４
﹈
と
同
定
さ
れ
て
い

る
︒﹁
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
眠
る
ク
ピ
ド
︑
サ
テ
ュ
ロ
ス
を
描
い
た
一
点
の
絵
画
︑

い
川
の
間
に
位
置
し
て
い
る
の
で
︑
散
歩
に
も
町
の
用
事
の
た
め
に
も
申
し

分
な
く
便
利
な
場
所
だ
ろ
う
︒﹂Sorbière, 1666, p. 31. 

筆
者
訳
︒
ホ
ワ

イ
ト
ホ
ー
ル
宮
殿
に
つ
い
て
は
次
も
参
照
︒C

ox, 1930, pp. 10-115. 

❖
25 

Vertue, 1757, p. 97.

筆
者
訳
︒

❖
26 

現
在
の
サ
イ
ズ
が
目
録
に
記
録
さ
れ
た
高
さ
よ
り
も
や
や
大
き
い

の
は
︑
一
七
八
六
年
の
修
復
で
上
部
に
八
イ
ン
チ
︑
下
部
に
三
イ
ン
チ

の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
が
継
ぎ
足
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒B

ailly &
 

E
ngerand, 1899, p. 69.

❖
27 

こ
れ
ら
の
絵
画
は
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
お
お
よ
そ
同
定
さ
れ
て
い

る
︒
二
〇
一
八
年
の
展
覧
会
に
合
わ
せ
て
︑
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
イ
ヤ
ル
・
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
・
ト
ラ
ス
ト
の
研
究
チ
ー
ム
が
実
施
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
︑

チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
財
産
目
録
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
や
︑
目
録
に
記
録
さ
れ

て
い
る
作
品
の
同
定
︑
そ
し
て
︑
三
つ
の
﹁
私
寝
室
﹂
の
再
構
築
が
試
み
ら

れ
た
︒
な
お
︑
こ
れ
ら
の
成
果
は
全
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
て

い
る
︒﹁T

he lost collection of C
harles I

﹂︒
二
〇
二
二
年
九
月
七
日
閲

覧
︒https://lostcollection.rct.uk/

❖
28 

チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
熱
心
な
蒐
集
活
動
︑
と
り
わ
け
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー

ノ
作
品
へ
の
強
い
関
心
に
は
︑
王
太
子
時
代
に
訪
問
し
た
ス
ペ
イ
ン
王
宮
で

の
経
験
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
さ
れ
る
︒
一
六
二
三
年
に
︑
ス
ペ
イ
ン

王
フ
ェ
リ
ペ
三
世
の
娘
と
の
結
婚
を
画
策
し
マ
ド
リ
ッ
ド
へ
渡
っ
た
王
太
子

は
︑
八
カ
月
間
滞
在
し
た
﹁
ア
ル
カ
サ
ル
﹂︵
旧
王
宮
︶
の
膨
大
な
美
術
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
に
魅
了
さ
れ
た
︒
結
婚
の
交
渉
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
が
︑
ス
ペ

イ
ン
王
宮
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
十
六
世
紀
イ
タ
リ
ア
絵
画
を
中
心
に
二

十
数
点
を
イ
ギ
リ
ス
に
持
ち
帰
っ
て
い
る
︒
そ
の
中
に
は
︑︽
犬
を
連
れ
た

カ
ー
ル
五
世
の
肖
像
︾︵
マ
ド
リ
ッ
ド
︑
プ
ラ
ド
美
術
館
︶
や
︽
毛
皮
を
着

た
女
性
︾︵
ウ
ィ
ー
ン
︑
美
術
史
美
術
館
︶
な
ど
の
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
品

も
含
ま
れ
て
い
た
︒B

row
n, 1995, pp. 33-37.

❖
29 

チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
は
︑
一
六
二
三
年
頃
に
は
既
に
マ
ン
ト
ヴ
ァ
公
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
て
い
た
よ
う
で
︑
一
六
二
五
年
に
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即
位
す
る
と
す
ぐ
︑
絵
画
購
入
の
た
め
の
代
理
人
を
イ
タ
リ
ア
へ
派
遣
し
た
︒

一
六
二
七
年
の
売
却
時
に
は
総
額
一
六
︑〇
〇
〇
ポ
ン
ド
に
お
よ
ぶ
絵
画
群

を
購
入
し
︑
一
六
二
八
年
に
も
再
び
マ
ン
ト
ヴ
ァ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
マ

ン
テ
ー
ニ
ャ
の
油
彩
画
九
点
を
購
入
し
て
い
る
︒Ibid., pp. 40-45.

❖
30 

﹁
九
番
目
︑
前
述
の
埋
葬
と
似
た
よ
う
な
額
の
中
に
あ
る
対
と
な
る

一
方
の
作
品
で
︑
そ
こ
に
は
エ
マ
オ
で
テ
ー
ブ
ル
に
座
る
キ
リ
ス
ト
と
二
人

の
弟
子
︑
立
っ
て
い
る
給
仕
と
ホ
ス
ト
と
い
っ
た
︑
ほ
ぼ
等
身
大
の
五
人
の

人
物
像
が
含
ま
れ
る
︒
大
き
な
木
製
の
額
縁
入
れ
ら
れ
る
／
マ
ン
ト
ヴ
ァ
の

作
品
︑
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
／
高
さ
五
フ
ィ
ー
ト
三
イ
ン
チ
︑
幅
八
フ
ィ
ー

ト
﹂Vertue, 1757, pp. 97-98. 

傍
線
お
よ
び
訳
は
筆
者
に
よ
る
︒

❖
31 

﹁
同
じ
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
︵
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
公
に
よ
っ
て
建
設

さ
れ
た
新
し
い
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
︶
の
中
の
小
さ
な
部
屋
︙
キ
リ
ス
ト
の
最

後
の
晩
餐
を
描
い
た
大
き
な
絵
画
︑
額
に
お
さ
め
ら
れ
る
︑
一
二
〇
リ
ラ
︒﹂

Luzio, 1913, p. 130. 

筆
者
訳
︒

❖
32 

Vertue, 1757, p. 99.

筆
者
訳
︒

❖
33 

Lapenta &
 M

orselli, 2006, p. 266.

❖
34 

注
14
を
参
照
︒.

❖
35 

W
olohojian et al., 2017, p. 15.

❖
36 

王
室
付
主
席
画
家
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
ブ
ラ
ン
に
よ
っ
て
一
六
八
三
年

に
作
成
さ
れ
た
﹁
国
王
蒐
集
室
の
絵
画
目
録 (Inventaire des tableaux du 

C
abinet du R

oy )

﹂
に
本
作
が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒﹁
四
十
六
番
︒
上
述
の

テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
に
よ
る
別
の
絵
画
で
︑
墓
に
下
ろ
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
が
画

布
に
描
か
れ
て
い
る
︒
高
さ
四
フ
ィ
ー
ト
六
イ
ン
チ
︑
幅
六
フ
ィ
ー
ト
半
イ

ン
チ
︒
金
メ
ッ
キ
と
彫
刻
が
施
さ
れ
︑
金
の
装
飾
品
で
飾
ら
れ
た
部
分
を
有

す
る
額
縁
に
入
れ
ら
れ
る
︒﹂B

rejon, 1987, p. 124. 

筆
者
訳
︒

❖
37 

フ
ェ
デ
リ
コ
二
世
の
死
後
︑
一
五
四
〇
年
代
に
も
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家

の
財
産
目
録
が
作
成
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
ご
く
簡
潔
な
記
述

に
留
ま
る
も
の
で
︑
作
品
の
作
者
や
主
題
な
ど
の
詳
細
が
ほ
と
ん
ど
不
明
で

あ
る
た
め
︑
こ
の
目
録
か
ら
作
品
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
︒Ferrari, 

2003.

❖
38 

﹁
入
っ
て
右
手
に
あ
る
下
の
部
屋
︙
エ
マ
オ
に
赴
く
キ
リ
ス
ト
と
二

人
の
巡
礼
者
た
ち
の
絵
画
一
点
︒﹂R

ebecchini, 2002, p. 279. 

筆
者
訳
︒

❖
39 

一
五
八
一
年
九
月
十
日
︑
マ
ン
ト
ヴ
ァ
の
貴
族
出
身
で
あ
る
カ
ミ
ッ

ロ
・
カ
ピ
ル
ピ
は
ロ
ー
マ
か
ら
︑
マ
ン
ト
ヴ
ァ
に
い
る
彼
の
い
と
こ
に
宛
て

て
︑
以
下
の
絵
画
の
コ
ピ
ー
を
求
め
る
手
紙
を
書
い
て
い
る
︒﹁
テ
ィ
ツ
ィ

ア
ー
ノ
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
エ
マ
オ
に
赴
い
た
キ
リ
ス
ト
で
︑
そ
れ
は
フ
ェ

デ
リ
コ
・
マ
ッ
フ
ェ
イ
伯
﹇
ニ
コ
ラ
・
マ
ッ
フ
ェ
イ
︵
祖
父
︶
の
息
子
﹈
の

下
に
あ
り
ま
す
︙
﹂B

raghirolli, 1881, p. 96. 

筆
者
訳
︒

❖
40 

R
ebecchini, 2002, pp. 62-66.
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ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
研
究
と
古
文
書
史
料 

今
井
澄
子　
　

1　

は
じ
め
に

 ﹁
画
家
の
王
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
︑
そ
の
作
品
は
完
璧
で
細
部
ま
で
入
念

に
描
か
れ
て
お
り
︑
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
た
り
︑
忘
れ
去
ら
れ
た

り
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒﹂1

❖

こ
れ
は
︑
一
六
世
紀
初
め
に
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
総
督
マ
ル

グ
リ
ッ
ト
・
ド
ー
ト
リ
ッ
シ
ュ
に
仕
え
た
詩
人
ジ
ャ
ン
・
ル

メ
ー
ル
・
ド
・
ベ
ル
ジ
ュ
︵
一
四
七
三
︱
一
五
二
五
年
頃
︶

が
︑
一
五
世
紀
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
画
家
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ

ク
︵
一
三
九
〇
頃
︱
一
四
四
一
年
︶
を
評
し
て
述
べ
た
言
葉
で
あ

る
︒
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
は
︑
一
四
二
五
年
よ
り
三
代
目
ブ

ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
フ
ィ
リ
ッ
プ
︵
善
良
公
︑
一
三
九
六
︱
一
四
六
七

年
︑
在
位
一
四
一
九
︱
六
七
年
︶
の
﹁
部
屋
付
侍
従
に
し
て
画

家
﹂
と
し
て
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
宮
廷
に
仕
え
た
︒
そ
の
間
︑
兄
フ
ー

ベ
ル
ト
と
の
共
作
で
あ
る
︽
ヘ
ン
ト
の
祭
壇
画
︾︵
一
四
三
二
年
︑

ヘ
ン
ト
︑
シ
ン
ト
・
バ
ー
フ
大
聖
堂
︶
を
は
じ
め
︑︽
ロ
ラ
ン
の

聖
母
子
︾︵
一
四
三
〇
年
代
中
頃
︑
パ
リ
︑
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
︶

や
︽
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
パ
ー
レ
の
聖
母
子
︾︵
一
四
三
六
年
︑
ブ

リ
ュ
ッ
ヘ
︑
市
立
美
術
館
︶
な
ど
︑
精
緻
な
描
写
と
宝
石
の
よ
う

な
輝
き
を
誇
る
数
々
の
名
作
を
生
み
だ
し
た
︒
ド
・
ベ
ル
ジ
ュ
が

賞
賛
し
た
と
お
り
︑
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
が
歴
史
の
な
か

で
忘
れ
去
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
そ
の
後
も
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・

デ
ュ
ー
ラ
ー
︑
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
︑
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・

パ
チ
ェ
ー
コ
︑
カ
ー
レ
ル
・
フ
ァ
ン
・
マ
ン
デ
ル
な
ど
︑
ア
ル
プ

今井澄子

ス
南
北
の
主
要
な
美
術
理
論
家
・
批
評
家
た
ち
に
注
目
さ
れ
︑
精

緻
で
再
現
力
の
高
い
描
写
を
高
く
評
価
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
う

か
が
え
る
︒2

❖

ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
は
︑
美
術
史
研
究
が
進
む
一
九
世

紀
以
降
に
も
︑
初
期
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
画
派
の
巨
匠
と
し
て
注

目
さ
れ
続
け
た
︒
二
〇
世
紀
に
は
︑
マ
ッ
ク
ス
・
Ｊ
・
フ
リ
ー

ト
レ
ン
ダ
ー
に
代
表
さ
れ
る
様
式
論
的
分
析
や
︑
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・

パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
︵
図
像
解
釈
学
︶︑
そ
し
て
近

年
で
は
赤
外
線
な
ど
を
利
用
し
た
科
学
調
査
の
成
果
を
通
し
て
︑

ヤ
ン
と
そ
の
作
品
を
め
ぐ
る
資
料
が
蓄
積
さ
れ
て
い
く
︒3

❖

さ
ら

に
︑
二
〇
二
〇
年
に
は
︑﹁
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
年
﹂
と
し
て
ベ
ル

ギ
ー
各
地
で
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
に
関
す
る
展
覧
会
が
企
画
さ
れ

た
︒
な
か
で
も
︑
ヘ
ン
ト
美
術
館
で
同
年
二
月
か
ら
始
ま
っ
た

﹁
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク　

視
覚
の
革
命
︵Van E

yck: A
n O

ptical 

R
evolution

︶﹂
展
は
最
も
大
規
模
な
も
の
と
な
っ
た
﹇
図
1
﹈︒4

❖

折
り
悪
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
と
重
な
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
に
よ
り
︑
予
定
さ
れ
た
企
画
や
イ
ベ
ン
ト
の
多
く
が
実
施
さ

れ
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
大
変
残
念
な
こ
と
で
あ
っ
た

が
︑
そ
れ
で
も
︑
こ
の
﹁
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
年
﹂
に
お
い
て
は
︑

二
〇
一
〇
年
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
︽
ヘ
ン
ト
の
祭
壇
画
︾
の
詳

［図1］ ファン・エイク　視覚の革命展（ヘント美術館、2020年2月、筆者撮影）
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細
な
科
学
調
査
に
よ
り
判
明
し
た
﹁
神
秘
の
子
羊
﹂
の
﹁
当
初
の

姿
﹂﹇
図
2
・
3
﹈が
公
表
さ
れ
る
な
ど
︑
新
た
な
情
報
を
共
有
す

る
貴
重
な
機
会
と
な
っ
た
︒5

❖

こ
の
よ
う
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
各
種

資
料
は
︑
単
な
る
歴
史
の
記
録
で
は
な
く
︑
新
し
い
芸
術
や
文
化

の
創
造
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
﹁
芸
術
資
源
﹂
と
な
り
う
る
も
の

で
あ
ろ
う
︒

さ
て
︑
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
を
め
ぐ
る
様
々
な
芸
術
資
源

の
な
か
で
︑
テ
ク
ス
ト
に
よ
る
同
時
代
史
料
︵
古
文
書
史
料
︶
の

研
究
は
︑
今
日
に
お
い
て
も
な
お
新
し
く
提
供
さ
れ
る
高
画
質
な

画
像
デ
ー
タ
な
ど
の
陰
に
隠
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
︒
特
に
︑

ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
に
関
し
て
は
︑
主
要
な
史
料
情
報
は
出

尽
く
し
た
と
見
な
さ
れ
る
傾
向
も
あ
る
が
︑
他
方
で
︑
史
料
に
丹

念
に
目
を
配
っ
た
研
究
も
存
在
す
る
︒6

❖

古
文
書
史
料
は
︑
作
家

の
行
動
や
人
と
な
り
な
ど
の
実
像
に
迫
る
と
い
う
点
で
作
家
研
究

の
基
盤
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑
新
た
な
創
造
に
活
用
さ
れ
る
芸
術

資
源
と
も
な
る
こ
と
か
ら
︑
い
か
な
る
時
代
に
お
い
て
も
軽
視
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
ま
ず
︑
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
研
究
に

お
け
る
古
文
書
史
料
の
重
要
性
を

示
す
た
め
に
︑
同
分
野
の
研
究

の
パ
イ
オ
ニ
ア
的
存
在
と
し
て

知
ら
れ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ヘ
ン

リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ウ
ィ
ー
ル

︵
一
八
三
二
︱
一
九
一
七
年
︶
の

功
績
と
そ
の
後
の
研
究
の
変
遷
を

辿
り
︑
ヤ
ン
を
め
ぐ
る
史
料
情
報

と
研
究
の
現
在
を
確
認
す
る
︒
つ

ぎ
に
︑
近
年
の
研
究
動
向
を
踏
ま

え
︑
ヤ
ン
と
同
様
に
ブ
ル
ゴ
ー

ニ
ュ
公
の
﹁
部
屋
付
侍
従
に
し
て
画
家
﹂
を
つ
と
め
た
宮
廷
画
家

に
関
す
る
史
料
と
比
較
・
検
討
す
る
こ
と
で
︑
同
時
代
史
料
か
ら

画
家
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
を
取
り
巻
く
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
浮

か
び
あ
が
ら
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
︒

2　

ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
を
め
ぐ
る
史
料
と
研
究
の
現
在

2-

1　
ウ
ィ
ー
ル
に
よ
る
史
料
調
査

古
文
書
史
料
が
持
つ
意
義
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
ま
ず
︑

一
五
世
紀
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
画
家
に
つ
い
て
残
さ
れ
た
同
時
代

史
料
が
︑
近
代
以
降
の
芸
術
家
と
比
べ
る
と
き
わ
め
て
少
な
い
と

い
う
状
況
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ヤ
ン
・
フ
ァ

ン
・
エ
イ
ク
に
ま
つ
わ
る
史
料
は
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
︑
宮
廷
画

家
と
し
て
仕
え
て
い
た
時
の
支
払
い
文
書
に
限
ら
れ
て
い
る
︒
ヤ

ン
は
そ
も
そ
も
︑
生
年
や
生
地
す
ら
確
定
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
特
に

修
業
時
代
や
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
に
仕
え
る
前
の
活
動
に
関
す
る
情

報
は
十
分
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
︒
も
し
も
ヤ
ン
が
宮
廷
画
家
で

な
か
っ
た
と
し
た
ら
︑
現
存
す
る
史
料
は
さ
ら
に
少
な
か
っ
た
か

も
し
れ
ず
︑
我
々
は
ヤ
ン
の
自
画
像
と
推
定
さ
れ
る
肖
像
画
﹇
図

4
﹈を
む
な
し
く
眺
め
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な

い
︒ヤ

ン
を
め
ぐ
る
現
存
史
料
の
絶
対
的
な
少
な
さ
は
︑
同
時
代
の

イ
タ
リ
ア
と
比
べ
て
も
顕
著
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
︑
美
術
理
論
や

美
術
の
歴
史
に
高
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン

ス
特
有
の
態
度
が
影
響
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
︒7

❖

そ
の
傾
向
を

反
映
し
て
か
︑
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
早
く
も
一
四
五
六
年
に
ヤ

ン
作
品
の
素
晴
ら
し
さ
が
語
ら
れ
て
い
る
︒8

❖

そ
れ
は
︑
ナ
ポ
リ
王

ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
に
仕
え
た
バ
ル
ト
ロ
メ
オ
・
フ
ァ
ツ
ィ
オ
が
著
し

た
﹃
名
士
伝
︵D

e V
iris Illustribus

︶﹄
に
見
出
す
こ
と
が
で

今井澄子

［図2］ ファン・エイク兄弟「神秘の子羊」（修復前）《ヘ
ントの祭壇画》1432年、ヘント、シント・バーフ大聖
堂、Martens et al. (2020)

［図3］ ファン・エイク兄弟「神秘の子羊」（修復後、ニ
スと補筆を除去）、Martens et al. (2020)

［図4］ヤン・ファン・エイク《赤いターバンの男
性》1433年、ロンドン、ナショナル・ギャラリー、
Wikimedia Commons
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き
︑
フ
ァ
ツ
ィ
オ
は
ヤ
ン
を
﹁
我
々
の
時
代
の
卓
越
し
た
画
家
﹂

と
絶
賛
し
て
い
る
︒
そ
の
文
章
に
﹁
生
き
た
姿
そ
の
ま
ま
の
ヒ
エ

ロ
ニ
ム
ス
﹂
な
ど
の
詳
細
な
デ
ィ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
が
並
ぶ
こ
と

か
ら
は
︑
ヤ
ン
作
品
が
確
か
に
こ
の
地
域
に
あ
り
︑
フ
ァ
ツ
ィ
オ

が
じ
っ
く
り
と
観
賞
す
る
機
会
を
得
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
同

様
に
︑
ア
ン
コ
ー
ナ
の
ピ
ツ
ィ
コ
ッ
リ
︵
一
四
五
〇
年
頃
︶
や
ア

ン
ト
ニ
オ
・
フ
ィ
ラ
レ
ー
テ
︵
一
四
六
四
年
︶
な
ど
︑
ヤ
ン
に
関

す
る
最
初
期
の
評
価
を
含
む
史
料
が
イ
タ
リ
ア
周
辺
に
多
く
残
る

の
も
偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒

一
九
世
紀
に
な
る
と
︑
美
術
史
研
究
と
並
行
し
て
古
文
書
史
料

の
整
備
も
進
め
ら
れ
た
︒
こ
の
観
点
に
お
い
て
は
︑
イ
ギ
リ

ス
の
美
術
史
家
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ウ
ィ
ー
ル
が
ヤ
ン
・
フ
ァ

ン
・
エ
イ
ク
研
究
に
な
し
た
功
績
を
無
視
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
︒9

❖

ウ
ィ
ー
ル
は
︑
ヤ
ン
が
ア
ト
リ
エ
を
構
え
た
ブ

リ
ュ
ッ
ヘ
に
滞
在
し
︑
初
期
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
美
術
に
関
す

る
史
料
を
集
中
的
に
調
査
し
た
︒
並
行
し
て
︑
ブ
ル
ゴ
ー

ニ
ュ
公
の
ア
ー
カ
イ
ブ
調
査
で
功
績
を
残
し
た
ラ
ボ
ル
ド
の

誤
り
を
指
摘
す
る
な
ど
し
て
︑
慎
重
に
作
業
を
進
め
て
い
く
︒

そ
し
て
︑
そ
の
成
果
は
一
八
九
五
年
に
ヘ
ラ
ル
ト
・
ダ
ー

フ
ィ
ッ
ト
︑
一
九
〇
一
年
に
ハ
ン
ス
・
メ
ム
リ
ン
ク
の
モ
ノ

グ
ラ
フ
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
︒

ウ
ィ
ー
ル
は
ま
た
︑
一
九
〇
二
年
に
ブ
リ
ュ
ッ
ヘ
で
開
催
さ
れ

た
初
期
フ
ラ
ン
ド
ル
︵
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
︶
美
術
の
記
念
碑
的
な

展
覧
会
に
も
携
わ
っ
た
﹇
図
5
﹈︒
こ
の
展
覧
会
を
契
機
に
初
期

ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
絵
画
へ
の
学
術
的
関
心
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て

い
く
︒
そ
の
盛
り
上
が
り
の
な
か
で
一
九
〇
八
年
に
出
版
し
た
の

が
︑
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
兄
弟
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
﹃
フ
ー
ベ
ル
ト
と
ヤ

ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
︵H

ubert and John van E
yck

︶﹄
で

あ
っ
た
︒10

❖

同
書
で
示
さ
れ
た
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
作
品
の
分
類
に

つ
い
て
は
︑
そ
の
後
の
研
究
に
よ
り
修
正
さ
れ
た
箇
所
も
少
な
く

今井澄子

［図5］アメデ・リナン、初期フランドル展ポスター
（1902年、ブリュッヘ）、Wikimedia Commons

［図6］ヤン・ファン・エイクへの支払い記録（1425

年8月2日）、リール、ノール県文書館、B1931. 

Martens et al. (2020)

［図7］ヤン・ファン・エイクへの支払い記録（1425

年8月2日）、リール、ノール県文書館、B1931. 

Martens et al. (2020)

は
な
か
っ
た
が
︑
こ
こ
に
集
成
さ
れ
た
史
料
は
︑
今
日
に
お
い
て

も
な
お
︑
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
研
究
の
基
盤
を
な
す
重
要
な
情
報
と

し
て
参
照
さ
れ
て
い
る
︒

ウ
ィ
ー
ル
の
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
一
四
二
二
年
以
降

の
ヤ
ン
の
生
涯
に
関
す
る
同
時
代
史
料
と
︑
先
に
挙
げ
た
フ
ァ

ツ
ィ
オ
の
よ
う
な
︑
ヤ
ン
の
評
価
を
含
む
一
五
世
紀
中
頃
以
降
の

史
料
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
︑
同
時
代
史
料
の
数
は
約
四
〇
点
で
あ

り
︑
ヤ
ン
が
バ
イ
エ
ル
ン
公
の
宮
廷
に
仕
え
て
い
た
一
四
二
五
年

ま
で
は
デ
ン
・
ハ
ー
グ
に
所
蔵
さ
れ
る
会
計
情
報
︑
一
四
二
五
年

以
降
は
リ
ー
ル
の
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
管
轄
下
の
会
計
院
に
お
け
る

支
払
い
記
録
が
大
半
を
占
め
て
い
る
︒
ほ
と
ん
ど
が
会
計
文
書
の

類
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
の
文
書
は
︑
淡
泊
な
数
字
の
記
録
と
し
て

済
ま
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
︒
実
の
と
こ
ろ
︑
そ
れ

ら
は
︑
ヤ
ン
が
フ
ィ
リ
ッ
プ
善
良
公
に
い
か
に
高
く
評
価
さ
れ
て

い
た
か
な
ど
の
様
々
な
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点

で
︑
き
わ
め
て
有
益
な
史
料
群
な
の
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
リ
ー

ル
の
ノ
ー
ル
県
古
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
﹁
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
統

括
勘
定
会
計
簿
﹂
を
紐
解
く
と
︑
一
四
二
四
年
一
〇
月
三
日
か
ら

一
四
二
五
年
一
〇
月
三
日
の
記
録
の
中
に
︑
以
下
の
よ
う
な
記
述

が
見
ら
れ
る
﹇
図
6
・
7
﹈︒



71 70

COMPOST研究ノート vol .  042023

部
屋
付
侍
従
に
し
て
画
家
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
デ
・
ヘ
ー
ク
に
対

す
る
支
払
い
︒
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
は
︑
そ
の
技
量
で
見
事
な
作
品
を

制
作
し
た
こ
と
に
よ
り
わ
が
殿
が
新
た
に
雇
っ
た
画
家
で
あ
り
︑

わ
が
殿
が
彼
を
呼
び
よ
せ
た
都
市
リ
ー
ル
に
お
い
て
環
境
を
整

え
る
助
け
と
な
る
よ
う
に
︑
ま
た
画
家
が
か
つ
て
住
ん
で
い
た

前
述
の
都
市
ブ
リ
ュ
ッ
ヘ
か
ら
荷
物
を
運
ぶ
た
め
に
︑
二
〇

リ
ー
ヴ
ル
︵
一
リ
ー
ヴ
ル
に
つ
き
グ
ロ
銀
貨
四
〇
枚
相
当
と
し

て
計
算
︶︒
︙
︙
一
四
二
五
年
八
月
二
日
︑
リ
ー
ル
に
お
い
て
︑

わ
が
殿
が
下
し
た
こ
の
件
に
つ
い
て
の
命
令
書
と
︑
こ
れ
に
関

わ
る
領
収
書
を
も
っ
て
決
済
︒11

❖

こ
れ
は
︑﹁
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
デ
・
ヘ
ー
ク
︵
=
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・

エ
イ
ク
︶﹂
が
﹁
わ
が
殿
﹂
す
な
わ
ち
フ
ィ
リ
ッ
プ
善
良
公
に
仕

え
始
め
た
時
の
記
録
で
あ
り
︑
ヤ
ン
の
住
環
境
を
整
え
る
た
め
に

要
し
た
経
費
に
対
す
る
支
払
い
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
う

ち
︑﹁
そ
の
技
量
で
見
事
な
作
品
を
制
作
し
た
こ
と
に
よ
り
わ
が

殿
が
新
た
に
雇
っ
た
﹂
と
い
う
文
言
に
は
︑
ヤ
ン
が
善
良
公
に
か

な
り
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
他
の
文
書
に

も
フ
ィ
リ
ッ
プ
善
良
公
に
よ
る
賞
賛
の
言
葉
が
頻
出
し
て
お
り
︑

今井澄子

た
と
え
ば
一
四
三
五
年
に
は
﹁
こ
の
者
ほ
ど
技
芸
と
科
学
に
秀
で

た
画
家
は
お
ら
ず
﹂
と
ヤ
ン
が
絶
賛
さ
れ
て
い
る
﹇
図
8
﹈︒
さ

ら
に
︑
別
の
史
料
で
は
︑
ヤ
ン
が
フ
ィ
リ
ッ
プ
善
良
公
の
命
に
よ

り
︑
詳
細
を
明
か
す
こ
と
は
望
ま
れ
な
い
と
注
記
さ
れ
た
﹁
秘
密

の
旅
行
︵voyaiges secrez

︶﹂
を
幾
度
も
遂
行
し
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
︒12

❖

こ
の
よ
う
な
情
報
も
︑
ヤ
ン
が
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ

公
に
信
頼
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒

以
上
に
挙
げ
た
よ
う
に
︑
フ
ィ
リ
ッ
プ
善
良
公
が
ヤ
ン
を
評
価

し
︑
ヤ
ン
に
と
っ
て
も
フ
ィ
リ
ッ
プ
善
良
公
が
重
要
な
パ
ト
ロ
ン

で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
︒
他
方
で
い
さ
さ
か
驚
く
べ
き
こ

と
に
︑
こ
の
公
の
た
め
に
ヤ
ン
が
制
作
し
た
と
断
定
で
き
る
確
実

な
作
品
は
現
存
し
て
い
な
い
︒
後
述
す
る
よ
う
に
︑
可
能
性
が
高

い
の
は
ワ
シ
ン
ト
ン
に
所
蔵
さ
れ
る
︽
受
胎
告
知
︾
の
み
で
あ

る
﹇
図
9
﹈︒
と
は
い
え
︑
文
書
史
料
は
﹁
ヤ
ン
が
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ

公
の
た
め
に
作
成
中
の
絵
画
へ
の
支
払
い
﹂
が
な
さ
れ
た
こ
と
や
︑

ヤ
ン
が
公
の
使
節
団
の
一
員
と
し
て
イ
ベ
リ
ア
半
島
を
訪
れ
た
際

に
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
イ
サ
ベ
ラ
の
肖
像
を
描
い
た
こ
と
な
ど
︑
ヤ
ン

が
確
か
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
善
良
公
に
作
品
を
提
供
し
た
こ
と
を
伝
え

て
く
れ
る
︒13

❖

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
も
︑
古
文
書
史
料
は
き
わ
め

て
有
用
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

［図8］「フィリップ善良公によるリール財務局宛の手紙（1435年3月12日）」リール、ノール県文書館、B1955.

Martens et al. (2020)
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並
行
し
て
︑
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
を
取
り
巻
く
や
や
間
接

的
な
史
料
も
調
査
さ
れ
て
き
た
︒
近
年
で
は
︑
ヤ
ン
の
ブ
リ
ュ
ッ

ヘ
の
住
居
と
彼
の
隣
人
に
関
わ
る
調
査
の
成
果
が
示
さ
れ
る
な
ど
︑

ヤ
ン
の
制
作
環
境
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
試
み
が
積
極
的
に
進
め

ら
れ
て
い
る
︒17

❖

同
様
に
︑
作
品
の
注
文
主
に
関
わ
る
史
料
に
つ
い
て
は
︑

ウ
ィ
ー
ル
以
降
に
か
な
り
多
く
の
情
報
が
集
め
ら
れ
た
︒
本
稿

で
は
︑
よ
く
知
ら
れ
た
例
と
し
て
︑︽
ア
ル
ノ
ル
フ
ィ
ー
ニ
夫
妻

の
肖
像
︾﹇
図
10
﹈の
像
主
を
突
き
止
め
る
た
め
︑
キ
ャ
ン
ベ
ル

が
﹁
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ア
ル
ノ
ル
フ
ィ
ー
ニ
﹂
と
名
乗
る
人
物
が

一
五
世
紀
当
時
に
複
数
存
在
し
た
こ
と
を
確
認
し
︑
各
人
の
家
族

構
成
や
一
四
三
〇
年
代
当
時
の
状
況
を
分
析
し
た
こ
と
を
挙
げ
て

お
き
た
い
︒18

❖

キ
ャ
ン
ベ
ル
の
研
究
か
ら
は
︑
失
わ
れ
た
情
報
を
推

定
す
る
た
め
に
は
︑
探
偵
の
よ
う
に
緻
密
な
調
査
と
忍
耐
強
い
考

察
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

現
在
︑
ヤ
ン
に
関
わ
る
同
時
代
史
料
は
決
し
て
豊
か
に
は
残
っ

て
お
ら
ず
︑
個
々
の
文
書
は
断
片
的
な
情
報
を
提
供
す
る
に
と
ど

ま
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・

エ
イ
ク
と
い
う
巨
匠
に
対
す
る
関
心
が
長
く
保
た
れ
て
き
た
こ
と

も
幸
い
し
︑
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
史
料
調
査
・
検
討
が
積
み
重
ね

ら
れ
︑
史
料
研
究
と
し
て
の
一
定
の
成
熟
を
見
せ
て
い
る
︒
他
方

で
︑
こ
れ
か
ら
ヤ
ン
に
関
わ
る
重
要
な
同
時
代
史
料
を
発
見
す
る

の
は
︑
不
可
能
で
は
な
く
と
も
容
易
で
は
な
く
︑
運
に
も
左
右
さ

れ
る
と
い
う
状
況
に
あ
る
だ
ろ
う
︒
ヤ
ン
の
隣
人
情
報
を
検
討
し

た
デ
・
メ
ー
ス
テ
ル
ら
が
提
案
す
る
よ
う
に
︑
今
後
は
︑
個
々
の

地
道
な
調
査
分
析
を
行
い
つ
つ
も
︑
一
人
の
芸
術
家
や
注
文
主
に

限
定
さ
れ
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
包
括
的
な
観

点
か
ら
研
究
す
る
態
度
が
ま
す
ま
す
必
要
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ

う
︒19

❖

そ
れ
は
︑
初
期
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
美
術
研
究
が
蓄
積
し
て
き

た
豊
か
な
芸
術
資
源
を
い
か
に
適
切
に
活
用
し
て
い
く
か
と
い
う

か
︑
常
に
精
力
的
に
新
し
い
文
書
情
報
が
調
査
さ
れ
︑
そ
の
位
置

づ
け
が
再
検
討
さ
れ
て
き
た
点
は
正
当
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
︒
中
に
は
︑
フ
ー
ベ
ル
ト
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
の
存
在
を
一
六

世
紀
の
創
作
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
完
全
否
定
し
た
り
︑
フ
ァ
ン
・

エ
イ
ク
兄
弟
と
リ
エ
ー
ジ
ュ
と
の
結
び
つ
き
を
や
や
強
引
に
主
張

す
る
よ
う
な
挑
戦
的
な
見
解
も
出
さ
れ
た
︒15

❖

だ
が
︑
一
九
九
〇
年

に
は
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家
パ
ヴ
ィ
オ
に
よ
り
︑
ヤ
ン
の
絵
画
制
作

や
秘
密
の
旅
行
に
対
す
る
支
払
い
を
示
す
史
料
が
発
掘
さ
れ
る
な

ど
︑
新
し
く
価
値
の
あ
る
情
報
も
着
実
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
︒16

❖

今井澄子

2-

2　
ウ
ィ
ー
ル
後
の
史
料
調
査

ウ
ィ
ー
ル
の
調
査
は
︑
当
時
と
し
て
は
例
外
的
と
言
っ
て
よ
い

ほ
ど
正
確
に
行
わ
れ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
が
︑
皮
肉
に
も
そ
れ

ゆ
え
に
︑
そ
の
後
の
研
究
が
彼
の
成
果
に
依
存
し
す
ぎ
て
し
ま
っ

た
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒14

❖

た
し
か
に
︑
ウ
ィ
ー
ル
以
後
に

ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
観
を
覆
す
よ
う
な
決
定
的
な
史
料
は
発

掘
さ
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
か
と
い
っ
て
︑
研
究
者

た
ち
が
何
も
し
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ
ど
こ
ろ

［図9］ヤン・ファン・エイク《受胎告知》1434-36年、
ワシントン、ナショナル・ギャラリー、Wikimedia 

Commons

［図10］ヤン・ファン・エイク《アルノルフィーニ夫
妻の肖像》1434年、ロンドン、ナショナル・ギャラ
リー、Wikimedia Commons
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ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
と
な
っ
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
善
良
公
に
仕
え
︑
作

品
制
作
の
依
頼
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
そ
し
て
︑

一
四
二
〇
年
代
は
順
調
に
仕
事
を
し
て
お
り
︑
多
い
時
で
八
名
の

助
手
と
二
名
の
徒
弟
を
抱
え
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
一
四
三
〇
年

代
に
は
状
況
が
一
変
し
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
︑
以
下
の
本
人

の
訴
え
︵
一
四
三
一
︱
三
二
年
︶
か
ら
分
か
る
︒

ベ
ル
シ
ョ
ー
ズ
は
こ
の
街
デ
ィ
ジ
ョ
ン
に
お
い
て
︑
彼
が
住

ん
で
い
る
家
の
半
分
を
相
続
す
る
以
外
に
財
源
が
な
く
︑
職
務

の
遂
行
が
減
り
︑
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
が
減
っ
て
し
ま
っ

た
た
め
︑
生
計
を
立
て
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
こ
で

彼
は
︑
妻
に
塩
や
そ
の
他
食
料
品
を
売
ら
せ
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
︙
︙
︒22

❖

哀
れ
に
も
︑
ベ
ル
シ
ョ
ー
ズ
は
仕
事
が
減
り
︑
妻
に
食
料
品
を

売
ら
せ
る
ほ
ど
困
窮
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
後
の
記
録

か
ら
︑
ベ
ル
シ
ョ
ー
ズ
は
一
四
四
五
年
一
月
ま
で
に
は
亡
く
な
っ

て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
ま
で
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
善
良

公
か
ら
新
た
な
仕
事
を
受
注
し
た
と
い
う
可
能
性
を
示
唆
す
る
記

録
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒

問
い
に
も
つ
な
が
る
こ
と
で
あ
る
︒

コ
ン
テ
ク
ス
ト
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
観
点
か
ら
は
︑
同
時

代
あ
る
い
は
前
後
の
時
代
の
画
家
た
ち
と
の
比
較
も
有
用
な
も
の

で
あ
る
︒
だ
が
︑
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
に
仕
え
た
画
家
に
関
し
て
は
︑

各
々
が
個
別
に
検
討
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
︑
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ

イ
ク
と
の
比
較
が
十
分
に
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
︒
そ
こ

で
以
下
で
は
︑
ヤ
ン
と
同
時
代
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
善
良
公
に
仕
え
た

画
家
の
史
料
と
比
較
・
検
討
す
る
こ
と
で
︑
宮
廷
画
家
と
し
て
の

ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
に
対
す
る
理
解
を
深
め
た
い
︒

3　

ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
宮
廷
の
「
部
屋
付
侍
従
に
し
て
画
家
」

3-

1　
ア
ン
リ
・
ベ
ル
シ
ョ
ー
ズ
と

　
　
　
　

ジ
ャ
ン
・
ド
・
ペ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ン

先
に
確
認
し
た
よ
う
に
︑
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
は
フ
ィ

リ
ッ
プ
善
良
公
の
﹁
部
屋
付
侍
従
に
し
て
画
家
﹂
と
し
て
雇

用
さ
れ
た
︒﹁
部
屋
付
侍
従
︵Valet de cham

bre/varlet de 

cham
bre

︶﹂
と
い
う
呼
称
は
︑
一
四
世
紀
頃
に
は
使
用
さ
れ
て

お
り
︑
宮
廷
の
主
君
に
親
し
く
仕
え
︑
年
給
も
貰
え
る
と
い
う

名
誉
あ
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
︒20

❖

画
家
以
外
の
芸
術
家
や
学

者
︑
あ
る
い
は
医
者
な
ど
の
専
門
家
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
︑

ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
宮
廷
に
関
わ
る
史
料
に
も
︑
部
屋
付
侍
従
を
務
め

た
彫
刻
家
や
金
銀
細
工
師
の
記
録
が
見
出
さ
れ
る
︒
ヤ
ン
が
フ
ィ

リ
ッ
プ
善
良
公
に
仕
え
た
一
四
二
五
年
か
ら
四
一
年
頃
ま
で
の
間

に
は
︑
ヤ
ン
の
他
に
も
ヒ
ュ
ー
・
ド
・
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
や
ア
ン
リ
・

ベ
ル
シ
ョ
ー
ズ
︑
そ
し
て
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ペ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ン
な
ど
︑

複
数
の
画
家
が
部
屋
付
侍
従
を
務
め
て
い
た
︒
以
下
で
は
︑
こ
の

中
か
ら
ア
ン
リ
・
ベ
ル
シ
ョ
ー
ズ
と
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ペ
ス
テ
ィ
ニ

ア
ン
に
焦
点
を
当
て
︑
ヤ
ン
の
支
払
い
関
連
の
記
録
と
の
比
較
を

行
い
た
い
︒

ア
ン
リ
・
ベ
ル
シ
ョ
ー
ズ
は
︑
二
代
目
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
ジ
ャ

ン
無
畏
公
︵
在
位
一
四
〇
四
︱
一
九
年
︶
の
も
と
で
働
い
た
ジ
ャ

ン
・
マ
ル
エ
ル
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
︑
一
四
一
五
年
に

ジ
ャ
ン
無
畏
公
の
﹁
部
屋
付
侍
従
に
し
て
画
家
﹂
に
任
命
さ
れ
た
︒

こ
の
経
緯
か
ら
︑
マ
ル
エ
ル
が
未
完
の
ま
ま
残
し
た
︽
聖
ド
ニ
の

祭
壇
画
︾﹇
図
11
﹈を
完
成
し
た
と
も
推
定
さ
れ
て
い
る
︒21

❖

残
念

な
こ
と
に
︑
ベ
ル
シ
ョ
ー
ズ
が
携
わ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
確
実
な

作
品
は
︑
他
に
は
現
存
し
な
い
︒
文
書
史
料
か
ら
は
︑
一
四
一
九

年
に
ジ
ャ
ン
無
畏
公
が
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
後
も
︑
三
代
目

今井澄子

［図11］アンリ・ベルショーズ《聖ドニの祭壇画》1415年以降、パリ、ルーヴル美術館
Wikimedia Commons
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い
と
の
知
ら
せ
を
受
け
た
︒
支
払
い
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
︑
彼

は
余
の
も
と
を
離
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ

れ
は
ま
こ
と
に
遺
憾
な
こ
と
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
余
は
彼

が
す
で
に
取
り
掛
か
っ
て
い
る
偉
大
な
作
品
の
制
作
を
続
け
る

こ
と
を
切
に
願
い
︑
ま
た
︑
こ
の
者
ほ
ど
技
芸
と
科
学
に
秀
で

た
画
家
は
お
ら
ず
︑
そ
の
た
め
︑
こ
の
命
を
受
け
次
第
︑
遅
滞

な
く
イ
ェ
ハ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
へ
の
年
金
の
支
払
い
が
実

行
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
望
む
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
書
簡
の
要
望

を
確
認
次
第
︑
い
か
な
る
変
更
を
す
る
こ
と
な
く
︑
た
だ
ち
に

実
行
さ
れ
た
い
︒
こ
の
こ
と
で
他
の
誰
か
に
相
談
し
︑
あ
る
い

は
︑
協
議
す
る
こ
と
は
無
用
の
こ
と
と
察
せ
ら
れ
た
い
︒
敬

具
︒
聖
霊
の
お
恵
み
が
あ
ら
ん
こ
と
を
︒
デ
ィ
ジ
ョ
ン
に
て
︒

一
四
三
五
年
五
月
一
二
日
︒25

❖

こ
の
史
料
で
は
︑
前
の
二
例
と
同
様
に
支
払
い
の
不
履
行
が
伝

え
ら
れ
て
い
る
が
︑
特
に
注
目
す
べ
き
点
は
︑
ベ
ル
シ
ョ
ー
ズ
や

ド
・
ペ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ン
の
場
合
と
大
き
く
異
な
り
︑
事
態
を
改
善

す
る
よ
う
に
と
働
き
か
け
て
い
る
の
が
画
家
で
は
な
く
フ
ィ
リ
ッ

プ
善
良
公
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
善
良
公
は
﹁
特
別
に

目
を
か
け
て
い
る
﹂
画
家
ヤ
ン
を
﹁
こ
の
者
ほ
ど
技
芸
と
科
学
に

今井澄子

ベ
ル
シ
ョ
ー
ズ
が
抱
え
た
よ
う
な
経
済
的
な
問
題
は
︑
ブ

ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
に
雇
わ
れ
た
他
の
﹁
部
屋
付
侍
従
に
し
て
画

家
﹂
も
少
な
か
ら
ず
経
験
し
て
い
た
︒
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ペ
ス

テ
ィ
ニ
ア
ン
の
例
を
挙
げ
よ
う
︒
こ
の
画
家
は
パ
リ
出
身
で
︑

一
四
一
八
年
と
一
四
四
一
年
な
ど
に
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
宮
廷
と
関

わ
っ
た
記
録
が
残
さ
れ
る
︒23

❖

そ
し
て
︑
一
四
五
九
年
二
月
二
七
日

に
は
︑
フ
ィ
リ
ッ
プ
善
良
公
が
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ペ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ン

の
訴
え
を
受
け
︑
給
金
を
認
め
た
と
い
う
史
料
が
残
る
︒

我
々
の
街
デ
ィ
ジ
ョ
ン
に
住
み
︑
齢
七
八
歳
程
度
の
気
の
毒

な
老
人
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ペ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ン
の
嘆
願
︒
ド
・
ペ
ス

テ
ィ
ニ
ア
ン
は
若
い
時
か
ら
︑
愛
す
べ
き
わ
が
殿
の
亡
く
な
っ

た
父
に
仕
え
︑
ジ
ャ
ン
公
が
没
し
た
後
は
︑
わ
が
殿
の
部
屋
付

侍
従
に
し
て
写
本
挿
絵
家
と
な
っ
た
︒
︙
︙
し
か
し
な
が
ら
︑

彼
は
我
々
の
宮
廷
に
か
な
り
長
い
間
仕
え
る
こ
と
が
で
き
た
が
︑

そ
の
職
務
に
対
す
る
賃
金
の
支
払
い
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い

な
い
︒
そ
の
た
め
彼
は
貧
し
く
な
り
︑
す
べ
て
の
財
産
を
使
い

果
た
し
て
し
ま
っ
た
の
で
︑
本
当
に
物
乞
い
を
し
て
生
き
る
し

か
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
︙
︙
︒24

❖

幸
い
に
も
訴
え
が
認
め
ら
れ
た
と
は
い
え
︑
宮
廷
画
家
と
い
う

高
い
地
位
に
あ
っ
た
ド
・
ペ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ン
が
物
乞
い
ま
で
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
は
驚
か

さ
れ
る
︒
本
稿
で
挙
げ
た
ベ
ル
シ
ョ
ー
ズ
と
ド
・
ペ
ス
テ
ィ
ニ
ア

ン
の
支
払
い
に
纏
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
︑
宮
廷
画
家
に
な
る
こ
と

が
即
座
に
経
済
的
な
安
定
を
保
障
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
当
時
の
状
況
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
︒
我
々
は
︑
肩
書
と
実

質
的
な
立
場
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
注
意
し
な
が
ら
検
討
を
進
め
て
い
く

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

　

3-

2　
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク

支
払
い
に
関
す
る
問
題
は
︑
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
に
対
し

て
も
生
じ
て
い
た
︒
先
に
言
及
し
た
文
書
を
︑
以
下
で
改
め
て
検

討
し
よ
う
﹇
図
8
﹈︒

親
愛
に
し
て
忠
実
な
る
リ
ー
ル
の
財
務
局
諸
君
へ
︒
余
が
特

別
に
目
を
か
け
て
い
る
侍
従
に
し
て
画
家
イ
ェ
ハ
ン
・
フ
ァ

ン
・
エ
イ
ク
に
対
し
て
支
払
う
よ
う
命
じ
た
年
金
の
支
払
い
が

滞
っ
て
い
る
こ
と
︑
支
払
い
を
命
じ
た
書
簡
の
確
認
が
で
き
な

秀
で
た
画
家
は
お
ら
ず
﹂
と
褒
め
た
た
え
︑
ヤ
ン
が
自
身
の
も
と

を
離
れ
な
い
よ
う
支
払
い
を
直
ち
に
実
行
す
る
よ
う
に
と
強
く
促

し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
未
払
い
が
生
じ
て
い
た
と
い
う
情
報
を

前
に
す
る
と
︑
画
家
の
宮
廷
に
お
け
る
評
価
と
待
遇
に
疑
問
も
生

じ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
こ
こ
に
確
認
し
た
文
面
に
は
︑
支
払
い

に
関
す
る
問
題
が
︑
宮
廷
の
財
政
シ
ス
テ
ム
な
ど
︑
ブ
ル
ゴ
ー

ニ
ュ
公
の
評
価
と
は
別
の
次
元
で
発
生
し
て
い
た
可
能
性
が
示
唆

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

さ
ら
に
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
督
促
の
た
め
に
誇
張
さ
れ

た
可
能
性
も
あ
る
に
し
て
も
︑
フ
ィ
リ
ッ
プ
善
良
公
に
積
極
的
に

擁
護
さ
れ
て
い
た
ヤ
ン
に
対
し
て
︑
同
じ
く
部
屋
付
侍
従
の
職
に

あ
っ
た
ベ
ル
シ
ョ
ー
ズ
と
ド
・
ペ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ン
が
ヤ
ン
ほ
ど
に

は
気
に
か
け
ら
れ
ず
︑
経
済
的
に
困
窮
を
き
わ
め
て
い
た
と
い
う

点
で
あ
る
︒
ド
・
ペ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ン
に
関
し
て
は
老
齢
に
達
し

て
い
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
特
に
ベ
ル

シ
ョ
ー
ズ
は
︑
フ
ィ
リ
ッ
プ
善
良
公
が
ヤ
ン
を
重
用
し
て
い
た

一
四
三
〇
年
代
前
半
に
そ
の
よ
う
な
状
態
に
陥
っ
て
い
た
か
ら
こ

そ
︑
両
者
の
実
質
的
な
立
場
の
差
が
際
立
つ
︒

前
述
し
た
よ
う
に
︑
ベ
ル
シ
ョ
ー
ズ
は
一
四
二
〇
年
代
ま
で
は

ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
宮
廷
画
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
が
︑
一
四
三
〇
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年
代
に
は
仕
事
を
ほ
と
ん
ど
失
っ
て
い
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
ヤ

ン
は
一
四
二
五
年
に
﹁
部
屋
付
侍
従
に
し
て
画
家
﹂
と
な
り
︑

フ
ィ
リ
ッ
プ
善
良
公
に
重
用
さ
れ
て
い
く
︒
こ
こ
か
ら
︑
ベ
ル

シ
ョ
ー
ズ
が
︑
ヤ
ン
の
台
頭
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
宮
廷
で
の
立

場
を
落
と
し
て
い
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
︒

さ
ら
に
︑
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
が
重
用
さ
れ
︑
ベ
ル

シ
ョ
ー
ズ
た
ち
が
困
窮
し
て
い
っ
た
と
い
う
理
由
に
は
︑
ブ
ル

ゴ
ー
ニ
ュ
宮
廷
の
拠
点
の
変
化
も
影
響
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
︒
ベ
ル
シ
ョ
ー
ズ
も
ド
・
ペ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ン
も
︑
当
初
は
ジ
ャ

ン
無
畏
公
に
雇
わ
れ
︑
主
に
デ
ィ
ジ
ョ
ン
を
拠
点
に
活
動
し
て
い

た
︒
し
か
し
︑
フ
ィ
リ
ッ
プ
善
良
公
は
︑
特
に
一
四
三
〇
年
代
以

降
は
北
方
の
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
領
域
拡
大
と
統
治
を
重
視
し
︑

公
国
の
首
都
デ
ィ
ジ
ョ
ン
で
は
な
く
︑
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
や
他
の

ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
諸
都
市
に
よ
り
多
く
滞
在
す
る
よ
う
に
な
る
︒26

❖

そ
の
動
き
に
呼
応
す
る
よ
う
に
︑
ヤ
ン
は
当
初
拠
点
と
し
た
リ
ー

ル
か
ら
ブ
リ
ュ
ッ
ヘ
へ
と
移
住
し
て
工
房
を
営
ん
だ
︒
ま
す
ま
す

繁
栄
し
て
い
く
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
に
対
し
て
︑
デ
ィ
ジ
ョ
ン
を
拠

点
と
し
て
い
た
ベ
ル
シ
ョ
ー
ズ
︑
お
よ
び
他
の
多
く
の
芸
術
家
た

ち
が
い
わ
ば
取
り
残
さ
れ
︑
厳
し
い
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
様
子
が
あ
り
あ
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒

も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
︑
ヤ
ン
と
ベ
ル
シ
ョ
ー
ズ
の
絵
画
様

式
が
顕
著
に
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒︽
聖

ド
ニ
の
祭
壇
画
︾﹇
図
11
﹈は
︑
ジ
ャ
ン
無
畏
公
の
時
代
に
完
成
さ

れ
シ
ャ
ン
モ
ル
の
修
道
院
に
設
置
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
︑
ヤ
ン
の

︽
受
胎
告
知
︾﹇
図
9
﹈は
同
じ
く
シ
ャ
ン
モ
ル
の
修
道
院
に
来
歴

を
持
ち
︑
現
存
作
品
の
う
ち
で
フ
ィ
リ
ッ
プ
善
良
公
と
の
関
係
を

も
っ
と
も
強
く
う
か
が
わ
せ
る
絵
画
で
あ
る
︒27

❖

︽
聖
ド
ニ
の
祭
壇

画
︾
に
は
︑
人
物
の
表
現
に
自
然
主
義
的
な
要
素
が
認
め
ら
れ
る

も
の
の
︑
金
地
を
背
景
と
し
た
装
飾
的
な
画
風
は
︑
ヤ
ン
以
前
の

国
際
ゴ
シ
ッ
ク
時
代
の
様
式
に
属
す
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
そ

れ
に
対
し
て
︑
ヤ
ン
の
︽
受
胎
告
知
︾
は
︑
人
物
表
現
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
︑
マ
リ
ア
と
天
使
を
取
り
巻
く
空
間
や
光
を
も
写
実
的

か
つ
繊
細
に
描
き
出
し
て
い
る
点
な
ど
に
︑
新
時
代
の
革
新
性
が

う
か
が
え
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
ヤ
ン
と
ベ
ル
シ
ョ
ー
ズ

の
実
質
的
立
場
の
差
に
は
︑
絵
画
様
式
の
潮
流
の
変
化
も
関
わ
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

4　

お
わ
り
に

本
稿
で
は
︑
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
を
め
ぐ
る
史
料
情
報
と

ベ
ル
ジ
ュ
は
︑
ヤ
ン
の
作
品
が
﹁
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
た
り
︑
忘

れ
去
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
﹂
と
述
べ
た
︒
確
か
に
︑
今
日

に
至
る
ま
で
ヤ
ン
の
作
品
が
軽
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
︑

フ
ィ
リ
ッ
プ
善
良
公
の
た
め
に
制
作
し
た
作
品
な
ど
︑
歴
史
の
中

で
失
わ
れ
︑
解
決
し
き
れ
な
い
問
題
も
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
︒
決

し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
が
︑
古
文
書
史
料
を
基
盤
に
︑
各
種

の
芸
術
資
源
を
総
動
員
し
て
︑
よ
り
明
確
な
見
取
り
図
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒

付
記

本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費 JP 19K

00186

の
助
成
を
受
け
た
も
の

で
す
︒

研
究
の
現
在
を
確
認
し
︑
ヤ
ン
を
取
り
巻
く
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
ブ

ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
の
﹁
部
屋
付
侍
従
に
し
て
画
家
﹂
と
い
う
観
点
か

ら
検
討
し
た
︒
そ
れ
に
よ
り
︑
役
職
上
は
同
じ
地
位
に
あ
っ
た
と

し
て
も
︑﹁
部
屋
付
侍
従
に
し
て
画
家
﹂
の
実
質
的
な
立
場
は
同

一
で
は
な
か
っ
た
こ
と
︑
時
代
の
潮
流
が
変
化
す
る
中
で
ヤ
ン
が

ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
に
重
用
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
た
︒

本
稿
で
分
析
し
た
の
は
全
体
の
ご
く
一
部
で
あ
り
︑
今
後
さ
ら
に

検
証
を
積
み
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
︑
文
書
史
料
は
︑
画
家

を
理
解
す
る
た
め
の
基
盤
と
な
り
つ
つ
も
︑
そ
の
捉
え
方
に
よ
っ

て
は
新
た
な
芸
術
家
像
を
構
築
す
る
可
能
性
を
豊
か
に
秘
め
た
芸

術
資
源
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒

冒
頭
に
挙
げ
た
と
お
り
︑
か
つ
て
ジ
ャ
ン
・
ル
メ
ー
ル
・
ド
・

今井澄子
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こ
の
映
像
を
撮
影
し
た
の
は
︑
白
鳥
芳
郎2

❖

を
団
長
と
す
る
調
査

団
の
一
員
で
︑
主
に
稀
少
文
書
な
ど
の
写
真
記
録
を
担
当
し
て
い

た
東
京
大
学
文
学
部
考
古
学
専
攻
写
真
室
の
鈴
木
昭
夫
︒
内
容
は
︑

一
九
七
一
年
十
月
か
ら
翌
七
二
年
二
月
ま
で
の
間
の
計
一
二
〇
日

間
の
学
術
調
査
記
録
で
あ
る
︒
当
時
の
北
部
タ
イ
は
︑
近
代
国
家

へ
の
編
入
を
拒
ん
で
き
た
山
地
民
族
民
た
ち
が
住
む
ゴ
ー
ル
デ
ン

ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
︑
現
在
で
は
ゾ
ミ
ア
と
し
て
も
知
ら
れ
る
地
域

で
︑
多
く
の
民
族
が
豚
な
ど
の
家
畜
を
飼
育
し
︑
焼
畑
で
陸
稲
や

ト
ウ
ガ
ラ
シ
︑
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど
を
育
て
︑
環
境
変
化
に
応
じ

て
移
住
も
厭
わ
な
い
生
活
を
し
て
い
た
︒
ま
た
︑
換
金
作
物
と
し

て
ア
ヘ
ン
の
原
料
で
あ
る
ケ
シ
を
栽
培
し
て
い
た
こ
と
で
も
有

一
．
問
題
の
所
在
と
そ
の
背
景

ひ
た
す
ら
続
く
入
場
行
進
︒
パ
ン
し
な
が
ら
延
々
と
流
れ
て
い

く
風
景
︒
笙
を
抱
え
て
ク
ル
ク
ル
と
回
り
続
け
る
青
年
︒

い
ま
か
ら
半
世
紀
ほ
ど
前
︑
北
部
タ
イ
で
記
録
さ
れ
た
ア
ナ
ロ

グ
８
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
︵
以
下
︑
８
ミ
リ
︶
動
的
映
像1

❖

︵
以
下
︑
映

像
︶
の
一
場
面
で
あ
る
︒
誤
解
を
恐
れ
ず
い
え
ば
︑
こ
の
映
像
は

﹁
退
屈
き
わ
ま
り
な
い
﹂
映
像
で
あ
る
︒
一
本
の
フ
ィ
ル
ム
に
三

分
ほ
ど
し
か
記
録
で
き
な
い
８
ミ
リ
に
︑
時
に
は
フ
ィ
ル
ム
数
本

分
を
使
っ
て
ま
で
こ
う
し
た
シ
ー
ン
を
残
す
意
味
は
ど
こ
に
あ
っ

た
の
か
︒
そ
ん
な
疑
問
が
わ
く
︒

動
的
映
像
記
録
か
ら
﹁
技
巧
﹂
を
採
掘
す
る 

藤
岡 

洋　
　

│
動
的
映
像
に
よ
る
調
査
記
録
に
お
け
る
冗
長
性
の
正
体

藤岡 洋

言
え
る
︒
デ
ジ
タ
ル
化
の
際
︑
お
そ
ら
く
一
三
九
本
以
上
あ
っ
た

フ
ィ
ル
ム
は
一
度
六
本
に
統
合
さ
れ
た
﹇
写
真
1
﹈
後
︑
六
枚
の

Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
焼
き
付
け
ら
れ
た
︒5

❖

し
か
し
な
が
ら
当
時
︑
こ
の
映
像

の
資
料
価
値
は
︑
膨
大
な
数
の
資
料
群
の
移
転
の
た
め
︑
十
分

調
査
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
だ
︵
重
松　

二
〇
〇
四
:

一
六
︶︒

そ
も
そ
も
︑
調
査
記
録
映
像
に
は
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
多
い

と
聞
く
︒
だ
が
︑
実
は
編
集
さ
れ
て
い
な
い
映
像
に
は
学
術
資

料
と
し
て
の
価
値
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
保
持
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
未
編
集
映
像
に
は
︑
時
系
列
が
保

持
︑
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
言
え
ば
﹁
原
秩
序
尊
重
の
原
則
﹂
が
保
持

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒6

❖

こ
の
原
則
は
﹁
資
料
保
存
の
四
原

則
﹂
の
一
つ
と
さ
れ
︑
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
=
文
書
館
を
強
く
意
識
し

た
大
西
ほ
か
の
著
作
に
よ
れ
ば
︑
次
頁
の
﹇
表
１
﹈
の
よ
う
に
ま

と
め
ら
れ
る
︵
大
西
ほ
か
二
〇
一
九
:
五
一
︱
五
四
︑
小
川
ほ
か

二
〇
〇
三
:
一
八
四
︱
一
九
五
︶︒
こ
れ
に
基
づ
け
ば
︑
編
集
を

経
て
い
な
い
映
像
は
︑ま
さ
に
カ
メ
ラ
に
よ
る
﹁
作
成
︵
=
撮
影
︶︑

入
手
︵
=
記
録
︶
し
た
順
番
を
く
ず
さ
な
い
﹂
ま
ま
保
存
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
︒
未
編
集
映
像
は
そ
れ
自
体
が
す
で
に
第
一
級

の
ア
ー
カ
イ
ブ
資
料
だ
と
い
え
る
所
以
で
あ
る
︒

名
で
あ
る
︒
こ
の
時
の
調
査
は
大
き
く
五
つ
の
フ
ェ
ー
ズ
に
分

け
ら
れ
︑
ヤ
オ
族
︑
ミ
ャ
オ
族
︵
白
ミ
ャ
オ
︑
青
ミ
ャ
オ
︶︑
ア

カ
族
︑
最
後
に
再
び
ヤ
オ
族
の
村
を
訪
れ
た
と
さ
れ
る
︵
白
鳥 

一
九
七
八
:
二
八
五
│
六
︶︒
し
か
し
︑
本
稿
で
取
り
上
げ
る
公

式
日
誌3

❖

と
鈴
木
日
誌
︑4

❖

そ
れ
に
鈴
木
本
人
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に

よ
れ
ば
︑
調
査
行
程
は
も
っ
と
複
雑
で
︑
い
ま
述
べ
た
民
族
の
他

に
も
様
々
な
民
族
と
関
わ
り
︑
国
王
に
謁
見
し
た
か
と
思
え
ば
ゲ

リ
ラ
に
遭
遇
す
る
危
険
を
犯
し
︑
突
発
的
に
近
隣
村
で
の
冠
婚
葬

祭
に
も
参
加
し
て
い
た
︒

こ
う
し
た
背
景
を
も
つ
こ

の
映
像
に
は
︑
す
で
に
・
つ

ね
に
資
料
価
値
が
見
込
ま
れ

て
い
た
︒
調
査
か
ら
三
〇
年

後
の
二
〇
〇
〇
年
頃
か
ら
数

年
を
か
け
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

８
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
が
デ
ジ
タ

ル
化
さ
れ
︑
南
山
大
学
人
類

学
博
物
館
の
収
蔵
庫
に
現
在

ま
で
大
切
に
保
管
さ
れ
て
き

た
こ
と
が
︑
一
つ
の
証
左
と

［写真1］現存するオリジナルフィルムのうちの一本



85 84

COMPOST研究ノート vol .  042023

だ
が
︑
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
︑

こ
れ
ま
で
未
編
集
映
像
は
そ
の
資

料
価
値
に
見
合
う
評
価
を
受
け
て

こ
な
か
っ
た
︒
そ
の
理
由
は
い
く

つ
か
あ
る
が
︑
一
つ
は
広
義
の
映

像
の
出
自
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
︒
映
像
の
歴
史
は
リ
ュ
ミ
エ
ー

ル
兄
弟
に
よ
る
一
八
九
五
年
の
映

画
の
誕
生
と
と
も
に
語
ら
れ
始
め

る
こ
と
が
多
い
が
︑
そ
れ
は
す
な

わ
ち
編
集
映
像
の
歴
史
で
あ
り
︑

研
究
も
編
集
さ
れ
た
映
像
を
主
戦

場
と
し
て
き
た
︒
そ
こ
に
蓄
え
ら

れ
続
け
て
い
る
知
見
は
深
遠
で
あ

る
︒
し
か
し
︑
再
び
乱
暴
な
言
い

方
を
す
れ
ば
︑
編
集
と
は
﹁
省
略

と
並
べ
替
え
﹂︵
想
田　

二
〇
一

一
:
二
〇
五
︶
で
あ
る
た
め
︑
未

編
集
の
映
像
に
は
こ
れ
ま
で
光
が

当
た
り
に
く
か
っ
た
と
推
察
で
き

る
︒
ま
た
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
未
編
集
映
像
の
特
長
で
も
あ

る
冗
長
性
も
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
︑
本
当
の
問
題
は
冗

長
性
そ
の
も
の
で
は
な
く
︑
冗
長
性
か
ら
資
料
価
値
を
採
掘
す
る

方
法
論
の
不
在
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
︒

そ
こ
で
︑
未
編
集
映
像
の
資
料
価
値
を
採
掘
す
る
た
め
︑
筆
者

は
こ
こ
数
年
﹁
シ
ョ
ッ
ト
単
位
分
析
﹂
と
い
う
手
法
で
分
析
を

行
っ
て
い
る
︒
ア
ナ
ロ
グ
映
像
に
は
撮
影
開
始
・
停
止
の
痕
跡
が

フ
ィ
ル
ム
に
必
ず
残
る
︒
こ
の
手
法
は
︑
そ
の
痕
跡
を
映
像
の
最

小
単
位
﹁
シ
ョ
ッ
ト
﹂
と
し
て
切
り
出
し
︑
シ
ョ
ッ
ト
の
有
意
味

な
塊
を
﹁
シ
ー
ン
﹂︑
さ
ら
に
シ
ー
ン
の
有
意
味
な
塊
を
﹁
シ
ー

ク
エ
ン
ス
﹂
と
し
て
解
釈
し
つ
つ
定
位
し
︑
別
の
メ
デ
ィ
ア
か
ら

の
情
報
︵
写
真
や
文
献
︑
聞
き
取
り
な
ど
の
情
報
︶
も
取
り
込
み

な
が
ら
未
編
集
映
像
を
再
資
料
化
=
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
化
し
よ
う
と

す
る
試
み
で
あ
る
︒
そ
の
と
き
︑
何
を
シ
ョ
ッ
ト
と
し
︑
何
を

シ
ー
ン
・
シ
ー
ク
エ
ン
ス
と
す
る
か
は
︑
対
象
資
料
に
よ
っ
て

異
な
る
︒
本
稿
が
取
り
上
げ
た
調
査
映
像
で
は
︑
以
下
の
よ
う

な
分
類
項
目
に
沿
っ
て
動
的
映
像
の
再
資
料
化
を
試
み
て
い
る

︵﹇
図
﹈︶︒

と
こ
ろ
が
最
近
︑
重
大
な
事
実
が
判
明
し
た
︒
そ
れ
は
︑
先
に

述
べ
た
一
三
九
本
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
フ
ィ
ル
ム
が
六
本
の
フ
ィ
ル
ム

藤岡 洋

へ
統
合
さ
れ
る
際
に
起
き
た
フ
ィ
ル
ム
順
序
の
取
り
違
い
︑
す
な

わ
ち
︑
フ
ィ
ル
ム
接
合
ミ
ス
の
発
見
で
あ
っ
た
︒
こ
の
ミ
ス
は
す

な
わ
ち
︑
調
査
記
録
映
像
の
価
値
で
あ
る
原
秩
序
の
破
壊
で
あ
り
︑

映
像
の
再
資
料
化
に
と
っ
て
は
看
過
で
き
な
い
事
態
で
あ
る
︒
デ

ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
映
像
を
分
析
す
る
た
め
に
考
案
し
た
シ
ョ
ッ
ト

単
位
分
析
は
つ
い
に
︑
デ
ジ
タ
ル
化
以
前
の
原
資
料
へ
の
疑
い
︑

い
わ
ば
一
次
資
料
批
判
に
行
き
着
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

本
稿
は
改
め
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
時
系
列
を
取
り
戻
す
試
み
を
示
し
︑

こ
の
試
み
に
寄
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︑
冗
長
な
映
像
に
埋
め
込

ま
れ
て
い
た
あ
る
種
の
﹁
技
巧
﹂
に
つ
い
て
論
ず
る
︒

二
．
課
題
の
設
定
と
そ
の
解
決

二
〇
〇
〇
年
頃
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
経
緯
は
ま
だ
正
確
に
は
わ

か
っ
て
い
な
い
︒7

❖

ま
た
︑
オ
リ
ジ
ナ
ル
資
料
で
あ
る
８
ミ
リ
を
再

生
で
き
る
環
境
が
現
在
︑
南
山
大
学
人
類
学
博
物
館
に
は
な
い
︒8

❖

そ
の
た
め
︑
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
収
め
ら
れ
た
デ
ジ
タ
ル
映
像
を
分
析
対
象

と
し
て
き
た
︒
計
六
枚
あ
る
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
は
一
枚
毎
に
複
数
の
フ
ァ

イ
ル
が
収
め
ら
れ
て
お
り
︑
フ
ァ
イ
ル
の
中
に
は
ア
ナ
ロ
グ
フ
ィ

ル
ム
を
結
合
し
た
際
に
で
き
た
ブ
ラ
ン
ク
部
分
も
記
録
さ
れ
て
い

出所原則 作成者または（資料を）持ち込んだ人別にまとめる

原秩序尊重の原則 作成、入手した順番をあまりくずさない

原形保存の原則 なるべくその形を変えない

記録の原則 修復をした場合には原形および処置内容の記録を残す

［表1］アーカイブ（ズ）の四原則

［図］未編集映像の情報粒度と分析対象、およびショット・シーン・シークエンスとの関係
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る
﹇
写
真
2
﹈︒

そ
こ
に
示
し
た
よ
う
に
︑
映
像
に
は
︑
黒
味10

❖

や
透
明
部
分
︵﹇
写

真
２
﹈
上
か
ら
二
~
五
コ
マ
目
︶
が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒
透
明
部

分
は
﹁
フ
ィ
ル
ム
終
了
﹂
あ
る
い
は
﹁
フ
ィ
ル
ム
結
合
﹂
の
痕
跡

だ
と
考
え
ら
れ
︑
こ
れ
は
本
分
析
に
と
り
重
要
な
ヒ
ン
ト
に
な
る
︒

も
し
︑
シ
ョ
ッ
ト
の
終
わ
り
に
フ
ィ
ル
ム
の
終
了
な
い
し
結
合
の

痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
れ
ば
︑
そ
こ
で
は
動
的
映
像
の
時
系
列
が
破

壊
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
生
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
黒
味
だ
け
︵﹇
写
真
２
﹈
上
か
ら
二
~
四
コ
マ
目
︶

の
映
像
も
中
に
は
あ
る
︒
そ
の
場
合
︑
未
感
光
の
ま
ま
現
像
さ
れ

た
フ
ィ
ル
ム
の
末
尾
で
あ
る
可
能
性
と
︑
キ
ャ
ッ
プ
な
ど
を
レ
ン

ズ
に
被
せ
て
意
図
的
に
撮
影
さ
れ
た
ブ
ラ
ン
ク
部
分
で
あ
る
可
能

性
が
あ
る
︒
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
︑
撮
影
者
・
鈴
木
に
と
っ
て

８
ミ
リ
記
録
は
こ
の
と
き
が
初
め
て
だ
っ
た
と
い
う
証
言
︑
映
画

に
も
造
詣
の
深
か
っ
た
鈴
木
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
こ
う
し
た
操

作
を
し
た
と
い
う
話
題
が
上
が
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
︑
映

像
分
析
時
に
は
黒
味
だ
け
の
部
分
も
︑
フ
ィ
ル
ム
終
了
の
サ
イ
ン

と
判
断
し
た
︒

さ
ら
に
い
え
ば
︑﹁
フ
ィ
ル
ム
終
了
の
痕
跡
﹂
を
完
全
に
削
除

し
︑
フ
ィ
ル
ム
接
合
が
行
わ
れ
た
可
能
性
も
あ
り
う
る
︒
そ
れ
ば

か
り
か
︑
フ
ィ
ル
ム
の
途
中
で
意
図
的
に
映
像
を
切
断
し
︑
別
の

フ
ィ
ル
ム
箇
所
と
繋
ぎ
合
わ
せ
る
と
い
う
︑
い
わ
ゆ
る
編
集
の
疑

い
す
ら
も
残
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
疑
い
は
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
映

像
だ
け
を
分
析
し
て
い
る
限
り
︑
決
し
て
拭
い
き
れ
な
い
︒
実

藤岡 洋

際
︑︿﹇
写
真
２
﹈
下
か
ら
一
コ
マ
目
﹀
は
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
あ

る
フ
ァ
イ
ル
の
末
尾
部
分
だ
が
︑
次
の
フ
ァ
イ
ル
は
こ
の
︿﹇
写

真
２
﹈
下
か
ら
一
コ
マ
目
﹀
の
続
き
か
ら
映
像
が
始
ま
る
︒
こ
れ

は
︑
デ
ジ
タ
ル
化
の
際
に
︑
フ
ィ
ル
ム
の
順
番
が
フ
ァ
イ
ル
の
順

序
と
齟
齬
が
起
き
ぬ
よ
う
配
慮
し
て
行
わ
れ
た
意
図
的
な
接
合
と

解
釈
で
き
る
が
︑
意
図
的
な
フ
ィ
ル
ム
切
断
で
あ
る
こ
と
は
確
か

で
あ
り
︑
他
の
箇
所
で
も
別
種
の
フ
ィ
ル
ム
切
断
・
接
合
を
行
っ

た
可
能
性
は
残
る
︒
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
︑
今
後
フ
ィ
ル
ム
の

確
認
調
査
が
必
要
だ
が
︑
現
在
ま
で
繰
り
返
し
映
像
を
観
察
す
る

中
で
︑
意
図
的
な
あ
る
い
は
痕
跡
を
残
さ
な
い
切
断
は
こ
の
例
以

外
に
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
︒
現
時
点
で
は
︑
フ
ィ
ル
ム
終
了
の

痕
跡
が
完
全
に
消
さ
れ
て
フ
ィ
ル
ム
接
合
が
行
わ
れ
た
可
能
性
は

低
い
︑
と
考
え
た
︒

以
上
の
解
釈
か
ら
︑
シ
ョ
ッ
ト
や
シ
ー
ン
等
の
移
行
部
分
に
︑

黒
味
や
透
明
部
分
な
ど
の
﹁
フ
ィ
ル
ム
終
了
／
結
合
の
痕
跡
﹂
が

あ
る
場
合
に
は
︑
そ
こ
で
時
系
列
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が

高
く
︑
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
低
い
と
い
う
仮
定
の
下
︑
分
析
を

行
っ
た
︒

本
分
析
で
は
︑
こ
の
フ
ィ
ル
ム
終
了
／
結
合
の
痕
跡
︵
以
下

﹁
終
了
痕
﹂︶︑
さ
き
に
挙

げ
た
二
つ
の
日
誌
︑
そ
し

て
鈴
木
本
人
へ
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
﹇
写
真
3
﹈の
三
つ

を
手
が
か
り
に
︑
時
系
列

が
破
壊
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
映
像
部
分
を
取
り
上

げ
︑
課
題
と
し
て
そ
の
修

復
を
試
み
た
︒

対
象
と
し
た
の
は
︑
映

像
と
日
誌
の
照
合
を
撮
影
者
・
鈴
木
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
じ

て
繰
り
返
し
試
み
た
こ
と
で
︑
シ
ー
ク
エ
ン
ス
と
し
て
確
定
で
き

た
︑
メ
ェ
ー
タ
ラ
と
い
う
ミ
ャ
オ
族11

❖

の
村
を
撮
影
し
た
動
的
映
像

︵
合
計
二
十
九
分
四
十
八
秒
︶
で
あ
る
︒
日
誌
に
よ
れ
ば
︑
調
査

期
間
は
一
九
七
一
年
の
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
翌
十
二
月
一
日
ま

で
六
日
間
で
あ
っ
た
︒

こ
の
六
日
間
で
映
像
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
た
と
判
断
で
き
た

の
は
計
四
日
間
︒
さ
ら
に
︑
映
像
と
日
誌
を
見
な
が
ら
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
に
よ
っ
て
︑
六
つ
の
シ
ー
ン
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
推

察
で
き
た
︒
だ
が
︑
シ
ョ
ッ
ト
か
ら
シ
ー
ン
︑
そ
し
て
︑
シ
ー
ク

［写真2］ファイルに残るフィルムの
ブランク部分❖9

［写真3］鈴木へのインタビュー、ショット単位
分析の様子
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が
録
音
さ
れ
た
﹂﹇
写
真
4
﹈こ
と
︑﹁
笙
の
演
奏
﹂﹇
写
真

5
﹈な
ど
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
日
誌
か
ら
確
認
で
き

る
︒
同
月
二
十
九
日
に
は
村
か
ら
離
れ
た
場
所
に
あ
る
通

称
フ
ァ
ー
ム
す
な
わ
ち
ケ
シ
畑
で
の
︑﹁
オ
ロ
抜
き
﹂
と

呼
ば
れ
る
ケ
シ
苗
の
間
引
き
作
業
﹇
写
真
6
﹈が
行
わ
れ
て

い
た
︒

こ
の
よ
う
に
シ
ー
ン
ご
と
の
ト
ピ
ッ
ク
を
列
挙
す
る
と
︑

以
下
の
通
り
に
な
る
﹇
表
4
﹈︒

二
┃
一
．
課
題
の
解
決
へ
向
け
て
（
一
）

　
　
　
　
シ
ョ
ッ
ト
単
位
分
析
下
で
の
日
誌
再
読

と
こ
ろ
で
︑
こ
こ
ま
で
時
系
列
や
ト
ピ
ッ
ク
に
あ
る
程

度
の
目
星
が
つ
く
と
︑
日
誌
の
ふ
と
し
た
記
述
に
も
注
意

が
向
き
や
す
く
な
り
︑
そ
れ
が
日
付
確
定
に
つ
な
が
る
こ

と
も
あ
る
︒

実
際
に
﹇
表
４
﹈
の
シ
ー
ン
番
号
④
で
は
︑
日
誌
の
な

か
の
些
細
な
記
述
が
日
付
確
定
に
つ
な
が
っ
た
︒
映
像
は
︑

水
場
の
様
子
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
三
人
の
子
ど
も
た
ち
が

エ
ン
ス
を
定
位
し
よ
う
と
し
て

行
っ
て
き
た
こ
こ
ま
で
の
映
像

分
析
で
も
︑
あ
ら
か
じ
め
日
付

が
確
定
で
き
た
の
は
二
箇
所
し

か
な
か
っ
た
︒
こ
の
こ
と
を
示

す
と
﹇
表
２
﹈
の
よ
う
に
な
る
︒

フ
ィ
ル
ム
の
終
了
痕
に
着
目

し
た
と
き
︑﹁
終
了
痕
な
し
﹂

は
前
後
の
シ
ー
ン
と
の
連
続
性

を
一
定
程
度
に
保
証
し
︑
日

付
確
定
の
手
が
か
り
と
な

る
︒
そ
こ
で
︑
フ
ィ
ル
ム
終
了

痕
﹁
な
し
﹂
を
た
ど
っ
て
い
く

と
︑﹇
表
３
﹈
の
よ
う
に
未
確

定
だ
っ
た
日
付
を
あ
る
程
度
絞

り
込
む
こ
と
が
で
き
た
︒

ち
な
み
に
︑
十
一
月
二
十
七

日
の
夜
に
は
団
員
の
結
婚
記
念

日
に
か
こ
つ
け
た
宴
が
開
か

れ
て
い
て
︑﹁
少
女
た
ち
の
歌

［表2］メェータラ村映像記録における日付・ショット番号・再生時間・フィルム終了痕の関係

［表4］メェータラ村での主なトピック（シーン内容）

［表3］メェータラ村映像記録における日付・ショット番号・再生時間・フィルム終了痕の関係

［写真4］

［写真7］

［写真5］

［写真8］

［写真6］
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水
浴
び
を
し
な
が
ら
足
を
使
っ
て
洗
濯
を
し
て
い
る
様
子
﹇
写
真

7
﹈︑
次
に
親
子
が
洗
濯
と
水
汲
み
を
し
て
村
に
帰
っ
て
い
く
様

子
﹇
写
真
8
﹈が
記
録
さ
れ
て
い
た
︒

繰
り
返
す
が
︑
シ
ー
ン
番
号
④
は
先
の
﹇
表
３
﹈
の
フ
ィ
ル
ム

終
了
の
痕
跡
か
ら
︑
十
一
月
二
十
九
日
以
降
の
出
来
事
で
あ
る
と

推
察
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
︑
公
式
日
誌
・
鈴
木
日
誌
の
二
十
九
日
︑

三
十
日
︑
翌
月
一
日
を
注
意
深
く
読
む
と
︑
鈴
木
日
誌
の
三
十
日

に
あ
る
記
述
が
目
に
留
ま
る
︒

久
し
ぶ
り
に
身
体
を
水
で
洗
う
︒
気
分
よ
し
︒
何
度
身
体
を
拭

い
て
も
タ
オ
ル
が
真
っ
赤
に
な
る
︒
こ
の
土
地
の
赤
土
の
た
め

だ
︒︵
鈴
木
日
誌
︑
十
一
月
三
十
日
︶

こ
の
記
述
の
前
日
︑
二
十
九
日
に
は
遠
方
の
畑
に
出
向
い
て
︑

鈴
木
も
オ
ロ
抜
き
を
観
察
し
て
い
る
︵
既
出
﹇
表
４
﹈
の
シ
ー
ン

番
号
③
お
よ
び
﹇
写
真
６
﹈︶︒
そ
の
帰
り
道
に
水
場
に
よ
っ
て
身

体
を
洗
っ
た
可
能
性
は
あ
る
が
︑
こ
の
所
感
は
二
十
九
日
に
水
場

へ
近
づ
い
た
可
能
性
が
低
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
毎
日
沐
浴
を

し
て
い
れ
ば
こ
の
よ
う
な
表
現
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ

る
︒
ま
た
︑
こ
の
場
面
に
限
っ
て
︑
他
の
団
員
が
撮
影
し
た
可
能

性
も
拭
え
な
い
が
︑
遠
方
へ
の
同
行
調
査
で
数
人
の
団
員
だ
け
が

あ
え
て
水
浴
び
を
し
な
か
っ
た
可
能
性
も
低
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

以
上
の
推
測
か
ら
シ
ー
ン
番
号
④
は
十
一
月
三
十
日
の
可
能
性
が

高
い
と
判
断
さ
れ
た
︒

二
┃
二
．
課
題
の
解
決
へ
向
け
て
（
二
）

　
　
　
　
技
巧
a　

ハ
プ
ニ
ン
グ
シ
ョ
ッ
ト
の
挿
入　

も
ち
ろ
ん
︑
日
付
の
確
定
が
日
誌
の
精
読
か
ら
す
べ
て
解
決
で

き
る
わ
け
で
は
な
い
︒

続
く
シ
ー
ン
番
号
⑤
﹇
表
4
﹈は
︑
フ
ィ
ル
ム
終
了
の
痕
跡
﹇
表

3
﹈か
ら
十
一
月
二
十
七
日
以
前
の
記
録
だ
と
推
察
さ
れ
る
︒
こ

の
シ
ー
ン
で
は
︑
日
暮
れ
間
近
の
村
内
の
様
子
が
た
だ
何
気
な
く

撮
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒
風
景
映
像
ほ
ど
で
は
な
い
が
︑

こ
こ
に
も
未
編
集
映
像
に
独
特
の
冗
長
性
が
現
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑

繰
り
返
し
映
像
を
観
察
し
て
い
る
と
︑
日
付
が
同
月
二
十
七
日
と

確
定
で
き
る
次
の
シ
ー
ン
番
号
⑥
の
冒
頭
︑
問
題
の
シ
ー
ン
番
号

⑤
の
最
後
に
特
徴
的
な
シ
ョ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る

﹇
写
真
9
﹈︒

こ
の
こ
と
は
︑
シ
ー
ン
番
号
⑤
と
⑥
を
並
べ
て
み
る
と
よ
り
わ

か
り
や
す
い
︒

再
掲
し
た
中
央
の
﹇
写
真

９
﹈
は
意
図
的
に
挿
入
さ
れ
た

シ
ョ
ッ
ト
の
よ
う
に
見
え
る
︒

と
い
う
の
も
︑
そ
れ
ま
で
夕
方

の
村
内
風
景
﹇
写
真
9 

a
・
b
﹈を

撮
っ
て
き
た
の
に
︑
突
然
﹇
写

真
９
﹈
が
現
れ
︑
次
の
シ
ョ
ッ

ト
か
ら
は
闇
夜
の
中
で
二
人
の

少
女
や
笙
を
演
奏
す
る
青
年
の

シ
ー
ン
﹇
写
真
4
・
5
﹈と
映
像

が
流
れ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
︒

﹇
写
真
９
﹈
を
含
む
シ
ョ
ッ
ト

自
体
は
明
ら
か
に
誰
か
／
何

か
を
撮
ろ
う
と
し
て
は
お
ら
ず
︑

た
だ
漠
然
と
﹁
日
没
の
様
子
﹂

を
撮
っ
て
い
る
だ
け
の
冗
長
な

映
像
で
あ
る
︒
こ
の
シ
ョ
ッ
ト

が
意
図
的
に
イ
ン
サ
ー
ト
さ
れ

た
と
す
る
と
︑
そ
の
理
由
は
時

藤岡 洋

［写真9］

［写真9a］ ［写真9b］ ［写真9］（再掲） ［写真4］（再掲） ［写真5］（再掲）

［表5］日誌分析とハプニングショットの発見から確定された日付
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刻
の
変
更
を
匂
わ
せ
る
た
め
と
い
う
説
明
が
で
き
る
︒
こ
こ
か
ら

文
脈
を
一
時
的
に
無
視
し
た
﹁
ハ
プ
ニ
ン
グ
シ
ョ
ッ
ト
﹂
を
撮
影

し
て
お
く
こ
と
で
︑
場
面
転
換
を
示
す
と
と
も
に
︑
連
続
す
る
二

つ
の
シ
ー
ン
が
﹁
同
一
日
﹂
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
と
考

え
ら
れ
る
︒

こ
こ
ま
で
の
経
過
を
ま
と
め
る
と
前
頁
﹇
表
５
﹈
の
よ
う
に
な

る
︒
ハ
プ
ニ
ン
グ
シ
ョ
ッ
ト
を
残
し
︑
そ
こ
に
意
味
を
込
め
る
︒

こ
れ
は
映
像
に
残
さ
れ
た
﹁
撮
影
の
技
巧
﹂
の
一
つ
で
あ
ろ
う
︒

そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
章
の
冒
頭
で
ふ
れ
た
黒
味
の
よ
う
に
編
集

映
像
で
使
わ
れ
る
技
巧
︵
技
法
︶
で
も
あ
る
︒

二
┃
三
．
課
題
の
解
決
へ
向
け
て
（
三
）

　
　
　
　
技
巧
b　

同
一
ア
ン
グ
ル
に
よ
る
示
唆　

前
節
で
十
一
月
二
十
七
日
と
確
定
さ
れ
た
﹁
日
没
﹂
の
シ
ョ
ッ

ト
を
含
む
シ
ー
ン
に
は
も
う
一
つ
︑
別
の
技
巧
も
見
つ
か
っ
て
い

る
︒
そ
れ
は
︑
前
節
最
後
に
挙
げ
た
﹇
表
５
﹈
に
あ
る
シ
ー
ン
番

号
⑤
の
冒
頭
に
記
録
さ
れ
た
シ
ョ
ッ
ト
﹇
写
真
10
﹈で
あ
る
︒

こ
の
シ
ョ
ッ
ト
と
似
た
ア
ン
グ
ル
の
シ
ョ
ッ
ト
が
︑
実
は
少

し
離
れ
た
別
の
シ
ー
ン
に
も
あ
る
︒
日
誌
に
も
ヒ
ン
ト
が
な
く
︑

フ
ィ
ル
ム
終
了
の
痕
跡
が
あ
り
︑
ハ
プ
ニ
ン
グ
シ
ョ
ッ
ト
も
挿
入

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
︑
日
付
確
定
を
保
留
し
て
き
た
前
節
の

﹇
表
５
﹈
で
示
す
と
こ
ろ
の
シ
ー
ン
番
号
①
に
︑
そ
れ
は
あ
る
﹇
写

真
11
﹈︒
二
つ
の
シ
ョ
ッ
ト
を
並
べ
て
み
る
︒

写
真
中
央
あ
た
り
の
高
木
︑
白
い
小
さ
な
高
床
式
の
倉
庫
の
よ

う
な
も
の
に
よ
り
︑
こ
の
二
つ
の
シ
ョ
ッ
ト
が
同
じ
ア
ン
グ
ル
な

の
が
分
か
る
︒
だ
が
︑
二
つ
の
シ
ョ
ッ
ト
の
違
い
も
判
然
と
し

て
い
る
︒
そ
れ
は
二
点
あ
る
︒
一
つ
は
﹁
影
の
向
き
﹂︑
そ
し
て

﹁
照
度
の
違
い
﹂
で
あ
る
︒

﹇
写
真
10
﹈
の
影
は
画
面
右
へ
向
か
っ
て
︑﹇
写
真
11
﹈
の
影
は

左
へ
向
か
っ
て
伸
び
て
い
る
︒
ま
た
︑
影
の
向
き
の
違
い
に
気
づ

く
と
次
に
両
者
の
照
度
の
違
い
も
浮
か
び
上
が
る
︒﹇
写
真
10
﹈

は
︑﹇
写
真
９
a
・
９
b
﹈
と
同
じ
シ
ー
ン
な
の
で
お
そ
ら
く

夕
刻
な
の
だ
が
︑
そ
れ
に
比
べ
る
と
﹇
写
真
11
﹈
の
シ
ョ
ッ
ト

︵
シ
ー
ン
番
号
①
︶
は
照
度
が
強
い
こ
と
・
影
の
長
さ
な
ど
か
ら
︑

あ
る
い
は
朝
︑
し
か
も
同
日
二
十
七
日
の
朝
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︑

と
い
う
推
察
が
生
ま
れ
る
﹇
表
6
﹈︒

だ
が
︑
映
像
か
ら
の
推
察
は
こ
こ
で
止
め
て
お
く
の
が
良
い
だ

ろ
う
︒
改
め
て
︑
再
び
二
つ
の
日
誌
の
記
述
に
着
目
し
て
み
る
︒

こ
の
日
の
記
載
は
︑
公
式
・
鈴
木
両
日
誌
と
も
乏
し
い
が
︑
鈴
木

藤岡 洋

日
誌
に
は
本
人
の
体
調
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
︒

小
生
具
合
が
悪
く
︑
た
ぶ
ん
風
邪
で
す
︑
一

日
ぶ
ら
ぶ
ら
︒︵
鈴
木
日
誌
︑
十
一
月
二
十
七

日
︶

こ
の
﹁
ぶ
ら
ぶ
ら
﹂
が
家
屋
内
で
の
こ
と
な
の

か
︑
村
内
の
こ
と
な
の
か
は
定
か
で
な
い
︒
た
だ
︑

仮
に
﹁
村
内
を
ぶ
ら
ぶ
ら
﹂
し
て
い
た
と
す
れ
ば
︑

シ
ー
ン
番
号
①
の
︑
い
か
に
も
テ
ー
マ
の
定
ま
ら

な
い
村
内
風
景
映
像
に
一
定
の
説
得
力
が
生
ま
れ

る
︒
シ
ー
ン
番
号
①
は
六
分
程
度
の
映
像
で
あ
る

が
︑
こ
れ
を
構
成
す
る
シ
ョ
ッ
ト
は
ど
れ
も
二
十

秒
程
度
で
︑
家
屋
や
そ
の
住
人
︑
裁
縫
を
す
る
少

年
や
桶
で
洗
濯
を
す
る
女
性
な
ど
︑
雑
多
な
も
の

が
多
い
︒
も
し
鈴
木
が
村
内
を
﹁
ぶ
ら
ぶ
ら
﹂
し

な
が
ら
撮
影
し
て
い
た
と
す
れ
ば
︑
映
像
は
さ
き

の
推
察
を
裏
付
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
︒

以
上
か
ら
︑
シ
ー
ン
番
号
①
は
十
一
月
二
十
七

日
の
午
前
中
と
定
位
し
た
︒
こ
の
推
察
を
支
え

［写真10］ ［写真11］

［表6］同一アングルのショットによる日付確定
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て
い
る
の
は
︑
統
合
さ
れ
て
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ

た
フ
ァ
イ
ル
で
は
離
れ
た
場
所
に
あ
る
二
つ
の

シ
ョ
ッ
ト
の
類
似
性
︑
す
な
わ
ち
﹁
同
一
ア
ン
グ

ル
﹂
に
よ
る
﹁
同
一
場
所
の
異
な
る
時
刻
を
示

す
﹂
痕
跡
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
も
ま
た
︑
撮
影
者
が

こ
っ
そ
り
映
像
に
込
め
た
一
つ
の
﹁
技
巧
﹂
で
あ

ろ
う
︒

こ
こ
ま
で
の
考
察
を
ま
と
め
る
﹇
表
7
・
8
﹈︒

デ
ジ
タ
ル
化
の
際
に
残
さ
れ
て
い
た
フ
ィ
ル
ム
終

了
の
痕
跡
︑
ハ
プ
ニ
ン
グ
シ
ョ
ッ
ト
と
同
一
ア
ン

グ
ル
と
い
う
撮
影
者
の
技
巧
︑
そ
れ
と
日
誌
の
精

読
に
よ
り
︑
フ
ィ
ル
ム
接
合
時
に
一
度
壊
さ
れ
た

映
像
の
時
系
列
は
あ
る
程
度
︑
修
復
が
可
能
に
な

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒

た
だ
し
︑
も
ち
ろ
ん
撮
影
者
の
技
巧
も
万
能
で

は
な
い
︒
日
誌
を
含
む
こ
こ
ま
で
の
分
析
法
だ
け

で
は
︑
日
付
を
確
定
に
は
至
ら
な
い
ケ
ー
ス
も
あ

る
︒﹇
表
８
﹈
の
シ
ー
ン
番
号
②
が
ま
さ
に
そ
う

で
あ
る
︒12

❖

ン
プ
に
な
っ
た
フ
ワ
メ
ェ
ー
カ
ム
は
リ
ス
族
の
村
と
さ
れ
る
が
︑

実
際
に
は
リ
ス
族
と
ウ
ナ
ニ
ー
ズ
︵
中
華
系
︶
の
混
合
村
で
あ
っ

た
︒
加
え
て
︑
こ
の
フ
ワ
メ
ェ
ー
カ
ム
の
住
人
は
数
キ
ロ
先
の
高

地
に
あ
る
調
査
地
・
ミ
ャ
オ
族
の
メ
ェ
ー
チ
ョ
村
と
も
気
軽
に
交

流
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
日
誌
に
も
︑
メ
ェ
ー
チ
ョ
の
ミ
ャ
オ

族
へ
の
聞
き
書
き
が
リ
ス
族
の
村
で
あ
る
フ
ワ
メ
ェ
ー
カ
ム
で
行

わ
れ
た
日
も
あ
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
︒

二
つ
の
村
を
往
復
し
て
い
た
こ
の
期
間
に
は
︑
主
に
三
つ
の
ト

ピ
ッ
ク
が
映
像
に
記
録
さ
れ
て
い
た
︒
日
誌
に
よ
れ
ば
︑
そ
れ
ら

は
時
系
列
順
に
︑︵
一
︶
十
二
月
十
五
日
に
国
境
警
備
隊
が
下
山

し
た
直
後
に
三
百
名
も
の
村
民
た
ち
が
集
ま
っ
て
行
わ
れ
た
フ
ワ

メ
ェ
ー
カ
ム
で
の
ス
ラ
イ
ド
大
上
映
会
︑︵
二
︶
三
日
後
の
十
八

日
に
メ
ェ
ー
チ
ョ
で
調
査
団
が
無
理
を
い
っ
て
記
録
さ
せ
て
も

ら
っ
た
と
い
う
ミ
ャ
オ
族
女
性
の
衣
装
着
付
け
の
様
子
︑︵
三
︶

そ
の
翌
日
十
九
日
に
行
わ
れ
た
フ
ワ
メ
ェ
ー
カ
ム
で
の
祭
・
リ
ス

ダ
ン
ス
︑
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
︑
こ
こ
で
も
映
像
に
は
フ
ィ
ル
ム
結
合
の
齟
齬
が
生
じ

て
い
た
︒
こ
の
調
査
地
で
の
ト
ピ
ッ
ク
は
特
徴
が
は
っ
き
り
し
て

い
て
︑
シ
ー
ン
を
確
定
す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
だ
っ
た
が
︑
映

像
で
は
リ
ス
ダ
ン
ス
︑
ス
ラ
イ
ド
上
映
会
︑
着
付
け
の
様
子
︑
の

二
┃
四
．
課
題
の
解
決
へ
向
け
て
（
四
）

　
　
　
　
技
巧
c　

天
候
を
残
す 

〜
冗
長
な
風
景
映
像
の
正
体
〜　

本
稿
で
は
最
後
に
も
う
一
つ
だ
け
︑
撮
影
者
が
映
像
に
残
し
て

い
た
﹁
技
巧
﹂
を
紹
介
し
た
い
︒
そ
れ
は
冗
長
な
風
景
映
像
が
時

に
︑
天
候
の
記
録
を
残
す
た
め
に
映
さ
れ
て
い
た
︑
と
い
う
も
の

で
あ
る
︒

こ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
取
り
上
げ
る
の
は
︑
さ
き
ほ
ど
の

メ
ェ
ー
タ
ラ
調
査
か
ら
ほ
ぼ
二
週
間
後
か
ら
行
わ
れ
た
タ
イ
最
北

部
・
ビ
ル
マ
国
境
に
位
置
す
る
ミ
ャ
オ
族
の
村
︑
メ
ェ
ー
チ
ョ
で

あ
る
︒
こ
の
調
査
地
は
全
行
程
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
特
色
が
あ

る
︒ま

ず
︑
こ
の
村
は
︑
調
査
団
が
調
査
地
に
宿
泊
で
き
な
か
っ
た

唯
一
の
村
で
あ
っ
た
︒
当
時
︑
こ
の
地
域
は
タ
イ
軍
︑
ビ
ル
マ
軍

そ
し
て
中
国
国
民
党
の
残
党
軍
が
入
り
乱
れ
て
お
り
︑
当
初
は
ラ

イ
フ
ル
を
も
つ
タ
イ
国
境
警
備
隊
員
た
ち
に
よ
る
保
護
と
い
う

名
目
の
監
視
が
つ
い
た
︒
こ
こ
で
の
調
査
期
間
中
の
ほ
ぼ
毎
日
︑

団
員
は
麓
の
フ
ワ
メ
ェ
ー
カ
ム
と
い
う
村
と
︑
調
査
地
で
あ
る

メ
ェ
ー
チ
ョ
村
の
往
復
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
︒

つ
ぎ
に
︑
山
地
民
族
同
士
の
関
係
性
で
あ
る
︒
小
ベ
ー
ス
キ
ャ

藤岡 洋

［表7］撮影者の技巧に着目した分析の経緯と結果

［表8］まとめ：修正された映像シーンと日付のズレ
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順
に
な
っ
て
い
た
﹇
表
9
﹈︒

こ
の
齟
齬
を
修
正
す
る
た
め
︑
フ
ィ
ル
ム
終
了
の
痕

跡
を
観
察
す
る
と
﹇
表
10
﹈
の
よ
う
に
な
っ
た
︒
一
つ

分
か
ら
な
か
っ
た
の
は
︑
わ
ず
か
九
十
五
秒
な
が
ら
︑

推
定
で
き
る
撮
影
日
が
十
五
日
か
ら
十
八
日
ま
で
と
比

較
的
長
い
ス
パ
ン
に
渡
る
﹇
写
真
12
﹈
に
示
す
よ
う
な

冗
長
な
風
景
シ
ー
ン
で
あ
っ
た
︒

こ
の
風
景
シ
ー
ン
に
は
︑
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た

ハ
プ
ニ
ン
グ
シ
ョ
ッ
ト
も
︑
同
一
ア
ン
グ
ル
を
匂
わ
せ

る
シ
ョ
ッ
ト
も
な
い
︒
た
だ
濃
霧
の
山
岳
部
が
ひ
た
す

藤岡 洋

ら
パ
ン
さ
れ
続
け
て
い
る
だ
け
の
も
の
だ
っ
た
︒

そ
こ
で
︑
改
め
て
問
題
の
四
日
間
の
日
誌
を
観

察
す
る
と
︑
こ
の
時
期
︑
日
誌
本
文
に
も
天
候
の

情
報
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
﹇
表
1
﹈︒

調
べ
て
み
る
と
調
査
全
行
程
中
︑
本
文
で
も
天

候
情
報
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
日
数
は
︑
公
式
日
誌

一
二
〇
日
間
で
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
︑
鈴
木
日
誌
の

八
四
日
間
で
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
な
の
に
対
し

て
︑
こ
の
調
査
期
間
に
は
天
候
に
関
す
る
付
記

が
目
立
っ
て
多
い
︵
公
式
・
鈴
木
両
日
誌
と
も

六
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
︶︒

霧
に
関
す
る
記
述
は
十
七
・
十
八
日
に
集
中
し

て
い
る
が
︑
ち
ょ
う
ど
問
題
の
シ
ー
ン
冒
頭
は
次

の
よ
う
な
シ
ョ
ッ
ト
か
ら
始
ま
る
﹇
写
真
13
﹈︒

こ
の
節
の
冒
頭
に
も
述
べ
た
通
り
︑
こ
の
地
域

は
民
族
同
士
が
友
好
的
に
交
流
し
て
い
て
︑
衣

装
︵
ミ
ャ
オ
族
︶
か
ら
だ
け
で
は
ど
こ
の
村
な
の

か
は
即
断
で
き
な
い
︒
フ
ワ
メ
ェ
ー
カ
ム
︵
リ

ス
＋
ウ
ナ
ニ
ー
ズ
︶
村
に
ミ
ャ
オ
族
が
い
て
も
︑

メ
ェ
ー
チ
ョ
︵
ミ
ャ
オ
︶
村
に
リ
ス
族
や
ウ
ナ

［表9］日誌から見たフワメェーカム～メェーチョ調査でのフィルム接合ミス

［表11］メェーチョ（フワメェーカム）調査における天候に関する記述

［表10］映像から見たフワメェーカム～メェーチョ調査でのフィルム接合ミス

［写真12］

［写真13］濃霧に関する記載が始まるシーン冒頭 ［写真14］右奥に濃霧が映り込んでいる
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時
系
列
を
復
旧
さ
せ
る
分
析
過
程
を
述
べ
て
き
た
︒

そ
の
結
果
︑
驚
く
べ
き
こ
と
に
︑
こ
れ
ま
で
記
録
映
像
の
難
点

の
一
つ
と
さ
れ
て
き
た
﹁
退
屈
さ
﹂﹁
冗
長
さ
﹂
に
こ
そ
︑
実
は

時
系
列
保
持
に
寄
与
す
る
要
素
が
隠
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し

た
︒
最
後
に
こ
の
よ
う
な
﹁
映
像
記
録
の
技
巧
﹂
の
現
代
的
な
意

義
に
つ
い
て
考
え
た
い
︒

一
見
す
る
と
︑
本
稿
が
述
べ
て
き
た
技
巧
に
現
代
的
な
意
義
は

な
い
よ
う
に
思
え
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
現
在
で
は
設
定
さ
え
す
れ
ば

記
録
日
・
時
刻
は
も
ち
ろ
ん
︑
記
録
場
所
ま
で
も
が
カ
メ
ラ
に
自

動
的
に
メ
タ
デ
ー
タ
と
し
て
記
録
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
反

面
︑
デ
ジ
タ
ル
情
報
と
い
う
の
は
破
壊
さ
れ
や
す
い
も
の
で
も
あ

る
︒
こ
れ
ら
の
情
報
は
編
集
さ
れ
て
も
残
る
の
か
︒
デ
ジ
タ
ル
写

真
の
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｆ13

❖

情
報
が
︑
編
集
な
ど
で
簡
単
に
消
え
て
し
ま
う
こ

と
を
思
い
出
す
と
い
さ
さ
か
心
も
と
な
い
︒
映
像
の
デ
ジ
タ
ル
編

集
技
術
は
近
年
格
段
に
進
歩
し
︑
簡
便
化
も
進
む
︒
こ
の
点
で
︑

映
像
に
残
さ
れ
る
こ
う
し
た
技
巧
は
︑
支
持
体14

❖

に
左
右
さ
れ
ず
︑

編
集
に
も
耐
え
う
る
と
い
う
特
長
が
あ
る
︒

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
︒
こ
の
技
巧
は
︑
撮
影
者
本
人
を
し
て

残
し
た
記
憶
が
な
く
て
も
採
掘
が
可
能
で
あ
る
︒
撮
影
者
・
鈴
木

は
自
分
が
技
巧
を
残
し
て
い
た
こ
と
を
も
は
や
失
念
し
て
い
た
︒

藤岡 洋

思
え
ば
半
世
紀
前
の
撮
影
で
あ
り
︑
い
た
し
か
た
な
い
事
情
が
あ

る
︒
だ
が
裏
を
返
せ
ば
︑
こ
う
し
た
技
巧
は
当
該
映
像
の
関
係
者

の
﹁
記
憶
﹂
を
超
え
て
︑﹁
記
録
﹂
と
し
て
保
存
さ
れ
る
も
の
だ

と
も
い
え
る
︒

今
回
取
り
上
げ
た
技
巧
は
些
細
で
奇
妙
な
も
の
だ
が
︑
資
料
分

析
的
に
は
意
義
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
未
編
集
で
冗
長
な
映

像
は
ま
だ
公
的
機
関
︑
市
井
の
蔵
な
ど
に
数
多
く
残
っ
て
い
る
と

聞
く
︒
冒
頭
に
も
述
べ
た
が
︑
未
編
集
映
像
の
価
値
採
掘
法
が
確

立
さ
れ
て
い
け
ば
︑
映
像
は
今
後
の
学
術
研
究
に
も
︑
些
か
で
あ

れ
︑
寄
与
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

最
後
に
︑
こ
れ
か
ら
も
記
録
と
し
て
の
映
像
を
残
す
た
め
の
提

言
を
︑
将
来
へ
向
け
て
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
き
た
い
︒

︵
一
︶
本
稿
が
利
用
し
た
﹁
フ
ィ
ル
ム
終
了
の
痕
跡
﹂
は
フ
ィ
ル

ム
を
結
合
し
た
り
せ
ず
︑
フ
ィ
ル
ム
一
本
を
︑
一
つ
の
フ
ァ
イ
ル

と
し
て
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
い
れ
ば
︑
そ
も
そ
も
発
生
し
な
い
問
題

で
あ
っ
た
︒
今
後
ア
ナ
ロ
グ
フ
ィ
ル
ム
を
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
際
に

は
時
系
列
に
注
意
し
つ
つ
︑
フ
ィ
ル
ム
は
一
つ
ず
つ
︑
フ
ァ
イ
ル

化
し
た
方
が
よ
い
︒

︵
二
︶
映
像
分
析
に
は
︑
論
考
や
証
言
︑
写
真
な
ど
他
の
メ
デ
ィ

ア
を
引
き
寄
せ
る
力
が
あ
る
︵
藤
岡 

二
〇
二
二
︶︒
可
能
な
限
り
︑

単
体
で
は
な
く
︑
他
の
資
料
群
と
と
も
に
保
存
さ
れ
る
こ
と
が
好

ま
し
い
︒

︵
三
︶
今
回
取
り
上
げ
た
よ
う
な
技
巧
は
将
来
︑
網
羅
的
に
ま
と

め
た
方
が
よ
い
︒
記
録
映
像
に
お
け
る
技
巧
は
︑
今
回
の
ケ
ー
ス

だ
け
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
な
く
︑
実
は
現
在
で
も
身
近
に
使
わ

れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
同
年
代
の
考
古
学
者
は
遺
物
断
片
を
接
合

す
る
作
業
行
程
を
ビ
デ
オ
で
記
録
す
る
際
に
︑
作
業
が
ひ
と
段
落

す
る
た
び
に
自
分
の
掌
を
撮
影
し
て
お
く
と
い
う
︒
こ
れ
は
﹁
ハ

プ
ニ
ン
グ
シ
ョ
ッ
ト
の
挿
入
﹂
と
同
じ
手
法
で
あ
る
︒
理
由
を
尋

ね
る
と
︑
こ
う
し
て
お
く
と
映
像
だ
け
で
後
々
作
業
を
振
り
返
る

時
に
便
利
だ
か
ら
だ
と
い
う
回
答
だ
っ
た
︒

︵
四
︶
本
稿
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
︑
映
像
の
﹁
記
録
者
が

誰
か
﹂
は
将
来
の
分
析
に
大
い
に
寄
与
す
る
こ
と
が
あ
る
︒15

❖

現

在
﹁
自
撮
り
﹂
は
す
っ
か
り
定
着
し
た
感
が
あ
る
が
︑
記
録
対
象

だ
け
で
は
な
く
︑
記
録
者
や
記
録
関
係
者
を
ワ
ン
シ
ョ
ッ
ト
撮
っ

て
お
け
ば
︑
そ
れ
が
半
世
紀
後
の
映
像
分
析
に
も
寄
与
す
る
可
能

性
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

ニ
ー
ズ
が
い
て
も
不
自
然
で
は
な
い
状
況
だ
っ
た
︒
た
だ
し
︑
映

像
で
は
十
七
日
に
降
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
小
雨
の
様
子
は
伺
え
な

い
︒ま

た
︑
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
﹇
写
真
14
﹈で
は
人
物
た
ち
よ
り
も
そ
の

奥
︑
画
像
右
上
に
映
り
込
ん
で
い
る
濃
霧
の
よ
う
な
靄
に
気
づ

か
さ
れ
る
︒
こ
う
し
た
状
況
証
拠
か
ら
︑
冗
長
に
パ
ン
さ
れ
る
さ

き
の
山
岳
風
景
映
像
は
︑
十
二
月
一
八
日
に
滞
在
し
て
い
た
フ
ワ

メ
ェ
ー
カ
ム
か
ら
衣
装
着
付
け
の
行
わ
れ
た
メ
ェ
ー
チ
ョ
へ
向
か

う
ま
で
の
様
子
だ
と
い
う
推
測
が
で
き
た
︒

こ
こ
で
の
風
景
映
像
は
︑
再
び
日
誌
へ
の
注
意
を
促
し
﹁
そ
の

日
の
天
候
に
注
目
せ
よ
﹂
と
い
う
示
唆
を
与
え
て
い
た
と
い
え
る
︒

冗
長
な
風
景
映
像
は
︑
時
に
﹁
天
候
を
記
録
す
る
た
め
﹂
に
記
録

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
も
ま
た
︑
撮
影
者
が
映
像
に
残
し
た

一
つ
の
﹁
技
巧
﹂
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

三
．
ア
ナ
ロ
グ
映
像
に
残
さ
れ
た「
技
巧
」の
現
代
的
な
意
義

本
稿
は
︑
記
録
映
像
が
も
つ
資
料
価
値
を
︑
保
存
さ
れ
た
時
系

列
︵
リ
ニ
ア
性
︶
に
求
め
︑
そ
の
肝
心
の
時
系
列
が
デ
ジ
タ
ル
化

の
過
程
で
奇
し
く
も
破
壊
さ
れ
て
い
た
ケ
ー
ス
を
取
り
上
げ
て
︑
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注❖
1 

 “M
oving Im

age M
aterials”

の
訳
︒
映
画

保
存
協
会
の
映
画
保
存
用
語
集
︵http://film

pres.
org/preservation/term

inology/

︶
に
よ
れ
ば
︑﹁﹁
動

的
映
像
の
保
護
及
び
保
存
に
関
す
る
勧
告
﹂︵
文
部
科

学
省
に
よ
る
仮
訳
︶
に
動
的
映
像
と
あ
り
︑
こ
の
語
に

は
映
画
だ
け
で
な
く
テ
レ
ビ
や
ビ
デ
オ
も
含
ま
れ
る
︒

日
常
的
に
は
映
像
︑
動
画
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
︑

静
止
画
像
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
の
混
同
を
避
け
る
た

め
︑
主
に
研
究
者
が
使
用
し
て
い
る
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒

本
稿
も
こ
れ
に
準
ず
る
︒

❖
2 

一
九
一
八
~
一
九
九
八
︑
上
智
大
学
名
誉
教
授
︒

現
・
日
本
文
化
人
類
学
会
の
前
身
で
あ
る
日
本
民
族
学

会
初
代
会
長
︒
祖
父
は
邪
馬
台
国
九
州
説
を
唱
え
た
白

鳥
庫
吉
︵
一
八
六
五
~
一
九
四
二
︶
で
あ
る
︒

❖
3 

団
員
の
喜
田
幹
生
の
日
誌
を
も
と
に
同
じ
く
団

❖
10 

も
ん
た
じ
ゅ
社
の
映
像
制
作
用
語
集
に
よ
れ
ば
︑

黒
味
と
は
﹁
真
っ
黒
な
画
面
の
こ
と
︒ 

Ｃ
Ｍ
や
イ
ン

サ
ー
ト
な
ど
︑
後
ほ
ど
差
し
替
え
る
箇
所
に
仮
の
映
像

と
し
て
使
う
﹂︵https://m

ontaju.com
/glossary/

black_burst_signal/

︶
と
あ
る
︒

❖
11 

元
々
中
国
に
住
ん
で
い
て
︑
一
八
世
紀
初
頭
に

東
南
ア
ジ
ア
へ
の
移
住
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
︒
中
国
︑

ベ
ト
ナ
ム
︑
ラ
オ
ス
︑
タ
イ
︑
ビ
ル
マ
の
山
岳
地
帯
を

中
心
に
︑
他
の
民
族
よ
り
高
地
に
居
住
す
る
傾
向
が
あ

る
︒
ミ
ャ
オ
と
い
う
呼
称
は
中
国
語
で
奴
隷
を
意
味
す

る
た
め
︑
現
在
で
は
自
由
を
意
味
す
る
モ
ン
族
と
自

認
・
自
称
し
て
い
る
︒

員
の
八
幡
一
郎
が
編
纂
し
た
も
の
︵
八
幡
一
九
七
四
︶︒

❖
4 

鈴
木
昭
夫
私
蔵
の
個
人
日
誌
︒
内
容
は
フ
ィ
ー

ル
ド
ノ
ー
ト
に
近
い
︒

❖
5 

こ
れ
は
映
像
分
析
当
初
︑
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
中
の
フ
ァ

イ
ル
数
か
ら
推
測
し
た
数
で
あ
る
︒
二
〇
二
二
年
の
再

調
査
で
は
こ
の
編
集
及
び
デ
ジ
タ
ル
化
が
︑
日
本
シ
ネ

フ
ィ
ル
ム
︵
青
山
邦
夫
社
長
︶
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も

の
と
い
う
記
録
︵
八
幡 

一
九
七
二 

:
七
︶
が
再
発
見

さ
れ
た
︒
さ
ら
に
︑
フ
ァ
イ
ル
数
か
ら
推
測
さ
れ
た

フ
ィ
ル
ム
数
が
実
は
一
三
九
本
で
は
な
く
︑
一
二
七
本

で
あ
り
︑
さ
ら
に
一
八
本
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
リ
ー
ル
に

つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
編
集
さ
れ
て
い
た
と
い
う
証
言
が
現

れ
た
︒
現
在
︑
８
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
の
再
生
環
境
の
整
備

を
整
え
︑
情
報
の
齟
齬
を
確
認
す
る
準
備
を
し
て
い
る
︒

❖
6 

こ
の
原
則
は
︑
解
釈
に
よ
っ
て
は
文
字
列
や
音

声
に
も
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
本
稿
の
主
張
は
さ
し

て
物
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
︒
だ
が
︑
映
像
に
関
し
て

❖
12 

シ
ー
ン
番
号
②
の
日
付
は
︑
映
像
と
日
誌
と
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
に
加
え
︑
こ
の
調
査
団
が
記
録
し
︑
南
山

大
学
人
類
学
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
写
真
︑
そ
の

台
帳
︵
に
あ
る
撮
影
者
名
︶
か
ら
︑
現
在
ま
で
に
二
十

九
日
の
記
録
だ
っ
た
こ
と
が
ほ
ぼ
確
定
で
き
て
い
る
︒

こ
の
シ
ー
ン
に
関
す
る
分
析
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
す

る
︒

❖
13 

E
xchangeable im

age file form
at

の
略
︒
画

像
に
付
与
で
き
る
メ
タ
デ
ー
タ
の
国
際
規
格
︒

❖
14 

紙
や
フ
ィ
ル
ム
と
い
っ
た
資
料
の
保
存
を
考
え

る
際
に
対
策
と
し
て
行
わ
れ
る
二
つ
の
対
象
の
う
ち
の

一
つ
︒
そ
こ
で
は
例
え
ば
︑
紙
や
フ
ィ
ル
ム
と
い
う

は
そ
の
誕
生
直
後
か
ら
︑
映
画
と
の
関
係
も
あ
り
︑
逆

に
あ
ま
り
に
編
集
に
馴
染
み
す
ぎ
て
い
る
︒
こ
の
点
で

未
編
集
映
像
の
資
料
価
値
は
思
い
の
外
見
逃
さ
れ
る
傾

向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

❖
7 

本
年
度
二
〇
二
二
年
に
も
本
研
究
が
一
つ
の
契

機
に
な
っ
て
︑
新
た
な
事
実
︑
新
た
な
資
料
が
採
掘
さ

れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
本
稿
対
象
フ
ィ
ル
ム
が
当
初
編

集
に
か
け
ら
れ
る
べ
く
準
備
さ
れ
て
い
た
と
い
う
コ
メ

ン
ト
や
︑
十
月
に
は
収
蔵
庫
か
ら
第
一
次
調
査
で
撮
ら

れ
た
８
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
が
発
見
さ
れ
て
い
る
︒

❖
8 

一
次
資
料
で
あ
る
た
め
８
ミ
リ
は
収
蔵
庫
か
ら

の
持
ち
出
し
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
︒

❖
9 

映
像
処
理
ソ
フ
ト FFm

peg 

で 0.01 

秒
ご
と

に
映
像
か
ら
切
り
出
し
た
連
続
画
像
の
一
部
︒
フ
ィ
ル

ム
終
了
の
ブ
ラ
ン
ク
と
︑
二
つ
の
フ
ィ
ル
ム
を
結
合
し

た
際
に
使
用
し
た
と
思
わ
れ
る
透
明
テ
ー
プ
部
分
が
確

認
で
き
る
︒

ベ
ー
ス
と
な
る
物
質
を
支
持
体
と
呼
び
︑
そ
の
上
に
イ

ン
ク
や
乳
剤
と
い
っ
た
情
報
を
直
接
表
現
す
る
物
質
が

載
っ
て
い
る
︑
と
い
う
構
造
が
想
定
さ
れ
て
い
る
︵
矢

野　

二
〇
一
四
:
九
七
︶︒
本
稿
の
内
容
で
は
フ
ィ
ル

ム
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
と
い
っ
た
物
理
メ
デ
ィ
ア
︑
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
商
品
な
ど
を
想
定
し
て
い
る
︒

❖
15 

例
え
ば
︑﹇
写
真
14
﹈
に
映
り
込
ん
だ
団
長
の

白
鳥
が
︑
二
│
三
節
で
論
じ
た
﹁
冗
長
な
映
像
が
天
候

を
残
そ
う
と
し
た
﹂
推
察
を
強
化
し
た
な
ど
の
例
が
あ

る
︒
逆
に
︑
二
│
一
節
の
事
例
で
は
﹇
写
真
７
﹈﹇
写

真
８
﹈
の
シ
ー
ン
に
も
し
撮
影
関
係
者
が
映
り
込
ん
で

い
れ
ば
︑
推
察
を
強
化
で
き
る
可
能
性
が
残
っ
た
︒

講
談
社
現
代
新
書
︒

藤
岡
洋
︵
二
〇
二
二
︶ ﹁
資
料
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
目
指
す
動
的
映
像
分
析
と

そ
の
可
能
性
﹂﹃
ア
ー
ト
・
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
研
究
﹄ ︵
三
〇

号
︶
一
九
│
四
三
頁
︒

八
幡
一
郎 ︵
一
九
七
二
︶﹃
人
文
学
舎
報
﹄︵
一
六
号
︶
雄
山
閣
出
版　

八
幡
一
郎 

編
︵
一
九
七
四
︶﹃
上
智
人
類
学
﹄︵
三
号
︶
上
智
大
学
人
類
学

研
究
会
︒

矢
野
正
隆
︵
二
〇
一
四
︶﹁
Ｍ
Ｌ
Ａ
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
特
性
と
ア
ク
セ

ス
に
関
す
る
試
論
:
東
京
大
学
経
済
学
部
資
料
室
所
蔵
資
料
か
ら
﹂

﹃
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
研
究
﹄︵
二
十
巻
︶
九
二
│
一
一
五
頁
︒

引
用
・
参
考
文
献

大
西
愛
︑
菅
真
城
︑
小
川
千
代
子 

編 ︵
二
〇
一
九
︶﹃
公
文
書
を
ア
ー
カ
イ

ブ
す
る
﹄
大
阪
大
学
出
版
会
︒

小
川
千
代
子
︑
大
西
愛
︑
高
橋
実 ︵
二
〇
〇
三
︶﹃
ア
ー
カ
イ
ブ
事
典
﹄
大

阪
大
学
出
版
会
︒

重
松
和
男
︵
二
〇
〇
四
︶﹁
南
山
大
学
人
類
学
博
物
館 

展
示
資
料
図
録:

家

電
製
品
と
小
数
民
族
資
料
︵
上
智
大
学
か
ら
の
移
管
の
経
緯
と
資
料

説
明
︶﹂﹃
南
山
大
学
人
類
学
博
物
館
紀
要
﹄︵
二
二 

号
︶
四
│
一
七
頁
︒

白
鳥
芳
郎 

編 ︵
一
九
七
八
︶﹃
東
南
ア
ジ
ア
山
地
民
族
誌
﹄
講
談
社
︒

想
田
和
弘
︵
二
〇
一
一
︶﹃
な
ぜ
僕
は
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
撮
る
の
か
﹄

謝
辞

　

二
〇
二
二
年
八
月
二
十
三
日
︑
本
研
究
を
と
も
に
歩
ん
で
き
た
鈴

木
昭
夫
先
生
が
逝
去
さ
れ
た
︒
九
二
歳
だ
っ
た
︒
大
恩
に
お
返
し
が

で
き
ず
慚
愧
の
念
に
堪
え
な
い
が
︑
せ
め
て
本
稿
を
捧
げ
た
い
︒

　

な
お
︑
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
基
盤
︵ｃ
︶22k0109

お
よ
び21k 

1245

の
研
究
成
果
で
あ
る
︒
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記
譜
か
ら
音
価
を
読
む 

三
島 

郁
・
笠
原
雅
仁　
　

│
音
を
鳴
ら
す
／
鳴
ら
さ
な
い
こ
と
に
対
す
る
意
識

は
じ
め
に

リ
ュ
ー
ト
奏
者
は
演
奏
の
際
︑
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
譜
を
使
用
す
る

こ
と
が
多
い
︒
こ
の
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
譜
に
は
︑
五
線
譜
な
ど
の
ス

タ
ッ
フ
・
ノ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン1

❖

︵
以
下
﹁
五
線
譜
﹂
と
総
称
す
る
︶

と
は
異
な
り
基
本
的
に
は
休
符
を
書
か
な
い
︒
し
た
が
っ
て
奏
者

の
判
断
で
音
を
鳴
ら
さ
な
い
時
間
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
︒
一
方

鍵
盤
楽
器
用
に
も
多
様
な
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
譜
が
存
在
す
る
が
︑
基

本
的
に
は
五
線
譜
を
使
用
す
る
︒
た
し
か
に
腕
で
抱
え
る
こ
と
が

可
能
な
リ
ュ
ー
ト
や
ギ
タ
ー
と
は
違
っ
て
︑
多
数
の
鍵
を
持
つ
鍵

盤
楽
器
は
︑
楽
器
を
視
覚
的
に
写
す
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
譜
に
は
向
い

て
い
な
い
︒
結
果
と
し
て
五
線
譜
に
落
ち
着
い
て
い
く
こ
と
に

な
っ
た
が
︑
そ
こ
で
の
音
符
や
休
符
の
音
価
も
﹁
正
確
﹂
と
言
え

る
の
だ
ろ
う
か
︒

本
稿
は
︑﹁
リ
ュ
ー
ト
・
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
の
記
譜
法
を
考
え
る

│
鳴
る
と
記
す
の
あ
わ
い
﹂
と
題
し
て
行
わ
れ
た
︑
京
都
市
立

芸
術
大
学
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
﹁
音
と
身
体
の
記
譜
研
究
﹂

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
企
画
に
よ
る
︑
リ
ュ
ー
ト
属
の
タ
ブ
ラ
チ
ュ

ア
譜
に
関
す
る
﹁
音
と
身
体
の
記
譜
研
究
﹂
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

︵
二
〇
二
二
年
三
月
二
十
日
︑
於
:
京
都
市
立
芸
術
大
学 

大
学
会

館
ホ
ー
ル
︶2

❖

の
内
容
を
土
台
に
し
て
い
る
︒
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

に
お
い
て
は
︑
リ
ュ
ー
ト
奏
者
の
笠
原
が
リ
ュ
ー
ト
属
楽
器
の
実

演
と
と
も
に
リ
ュ
ー
ト
・
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
の
歴
史
や
分
類
を
説
明
︑

休
符
の
な
い
記
譜
形
態
に
つ
い
て
考
察
し
︑
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン

に
参
加
し
た
三
島
は
鍵
盤
楽
器
用
の
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
譜
の
記
譜
形

態
と
︑
記
譜
さ
れ
た
音
符
の
音
価
と
奏
す
る
音
価
の
扱
い
に
つ
い

て
リ
ュ
ー
ト
と
の
比
較
を
交
え
な
が
ら
分
析
・
考
察
し
た
︒
本
稿

で
は
そ
こ
で
の
中
心
的
議
論
で
あ
っ
た
︑
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
譜
と
五

線
譜
を
読
む
際
の
奏
者
の
捉
え
方
に
注
目
し
︑
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
か
ら
執
筆
し
た
︒
笠
原
は
第
１
章
に
お
い
て
リ
ュ
ー
ト
・

タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
の
﹁
五
線
譜
変
換
﹂
を
行
う
こ
と
で
︑
奏
者
側
の

認
識
や
記
譜
の
﹁
読
み
取
り
﹂
行
為
の
あ
り
か
た
を
紐
解
い
た
︒

三
島
は
第
２
章
に
お
い
て
︑
鍵
盤
楽
器
用
の
記
譜
に
お
い
て
﹁
書

か
れ
た
音
価
﹂
と
﹁
奏
す
る
音
価
﹂
の
関
係
に
つ
い
て
歴
史
的
な

記
述
に
焦
点
を
当
て
︑
そ
の
内
容
を
議
論
す
る
︒

１　

リ
ュ
ー
ト
・
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
の
記
譜

１-

１　

リ
ュ
ー
ト
・
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
の
表
記
法
と
特
徴

リ
ュ
ー
ト
は
︑
西
ア
ジ
ア
・
中
東
に
ル
ー
ツ
が
あ
る
ウ
ー
ド
に

由
来
す
る
と
さ
れ
︑
ウ
ー
ド
と
同
様
に
半
卵
形
状
の
共
鳴
胴
を
備

え
︑
ネ
ッ
ク
の
先
が
大
き
く
反
っ
た
形
状
を
持
つ
弦
楽
器
で
あ
る
︒

ル
ネ
サ
ン
ス
期
以
降
は
︑
指
で
弦
を
は
じ
い
て
演
奏
す
る
の
が
主

流
で
あ
る
︒3

❖

﹇
図
１
﹈
は
リ
ュ
ー
ト
の
指
板
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
︒
横
線
が

各
コ
ー
ス
の
弦
︵
丸
囲
み
番
号
︶︑
縦
線
が
フ
レ
ッ
ト
︵
括
弧
付

き
番
号
︶
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
コ
ー
ス
と
フ
レ
ッ
ト
の
交
差
点

が
左
手
で
押
さ
え
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
な
る
︒
こ
の
六
コ
ー
ス
の

リ
ュ
ー
ト
を
模
し
︑
六
線
で
書
か
れ
た
も
の
が
リ
ュ
ー
ト
・
タ
ブ

ラ
チ
ュ
ア
で
あ
る
︒
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
譜
で
は
︑
五
線
譜
が
読
め
ず

と
も
指
示
さ
れ
た
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
押
さ
え
て
弦
を
弾
く
こ
と
に
よ

り
演
奏
が
可
能
で
あ
る
︒
し
か
し
よ
ほ
ど
慣
れ
て
い
な
い
限
り
︑

記
号
の
並
び
か
ら
直
接
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
を
実
践
し
た
り
︑
音
の

並
び
や
跳
躍
を
連
想
し
た
り
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
︒

リ
ュ
ー
ト
・
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
に
お
い
て
音
価
は
︑
音
符
か
ら

符
頭
部
分
を
取
り
除
い
た
よ
う
な
形
状
︵
縦
線
や
旗
の
よ
う
な

形
︶
の
記
号
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
場
合
が
多
く
︑4

❖

五
線
譜
に
お

け
る
八
分
音
符
︑
十
六
分
音
符
と
同
様
に
音
価
が
小
さ
く
な
る
に

つ
れ
旗
の
数
が
増
え
て
い
く
︵﹇
譜
例
１
﹈
の
段
上
部
の
記
号
参

照
︶︒
こ
の
﹇
譜
例
１
﹈
は
イ
タ
リ
ア
の
オ
ッ
タ
ヴ
ィ
ア
ー
ノ
・

ペ
ト
ル
ッ
チ5

❖

O
ttaviano Petrucci

︵1466‒ 1539

︶
に
よ
っ
て

三島 郁・笠原雅仁
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は
逆
に
︑
五
線
譜
に
お
け
る
の
と
同
様
︑
上
が

高
音
︑
下
が
低
音
で
書
か
れ
る
︒
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
や
数
字
な
ど
記
号
の
種
類
や
コ
ー
ス
の

位
置
は
地
域
に
よ
り
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
ド
イ
ツ
式
に
お
い
て
は
︑
指
を
置
く
各
ポ

ジ
シ
ョ
ン
す
べ
て
に
異
な
る
数
字
や
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
記
号
が
振
ら
れ
て
お
り
︑
奏
者
は
そ
れ

ら
を
す
べ
て
記
憶
す
る
必
要
が
あ
る
︒

リ
ュ
ー
ト
・
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
に
お
け
る
五
線

譜
と
の
別
の
違
い
は
︑
通
常
は
休
符
が
書
か
れ

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
だ
か
ら
と
言
っ
て

リ
ュ
ー
ト
音
楽
に
休
符
が
な
い
訳
で
は
な
い
︒

こ
の
こ
と
は
リ
ュ
ー
ト
伴
奏
付
き
歌
曲
の
記
譜

に
表
れ
て
い
る
︒
こ
の
場
合
︑
五
線
譜
と
タ
ブ

ラ
チ
ュ
ア
譜
の
両
方
で
記
さ
れ
る
こ
と
も
多

く
︑
五
線
譜
の
ほ
う
の
低
音
パ
ー
ト
に
休
符
が

あ
る
と
き
に
は
︑
そ
の
休
符
を
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア

譜
上
で
も
書
き
表
す
必
要
が
出
て
く
る
︒﹇
譜

例
２
﹈
に
お
い
て
声
楽
パ
ー
ト
冒
頭
の
休
符

箇
所
︵
一
小
節
目
一
拍
目
︶
を
参
照
さ
れ
た

印
刷
さ
れ
た
最
古
の
リ
ュ
ー
ト
・
タ
ブ
ラ
チ
ュ

ア
で
あ
る
︵
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ス
ピ
ナ
チ
ー

ノFrancesco Spinacino (fl. 1507 ) 

に
よ
る

﹃
リ
ュ
ー
ト
曲
集Intabulatura de Lauto

﹄

︵
一
五
〇
七
年
︑
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
︶
の
第
一
曲
と

し
て
掲
載
さ
れ
た
︑
ジ
ョ
ス
カ
ン
・
デ
・
プ
レ

Josquin des Prez (c. 1450‒ 1455 ) 

作
曲
︽
ア

ヴ
ェ
・
マ
リ
アA

ve M
aria

︾
の
リ
ュ
ー
ト
編
曲

版
︶︒ま

た
﹇
譜
例
１
﹈
で
は
す
べ
て
の
音
に
こ
の
音

価
記
号
が
振
ら
れ
て
い
る
が
︑
多
く
の
場
合
に
は

後
出
の
﹇
譜
例
３
a
﹈
に
お
け
る
よ
う
に
︑
音
価

が
一
度
示
さ
れ
る
と
そ
の
音
価
に
変
更
が
な
い
限

り
︑
改
め
て
音
価
記
号
が
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒

つ
ま
り
音
価
に
変
更
が
あ
る
と
き
に
の
み
︑
新
た

な
音
価
記
号
が
記
さ
れ
る
︒

﹇
譜
例
１
﹈
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
式
や
ス
ペ
イ
ン

式
の
リ
ュ
ー
ト
・
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
に
お
い
て
は
︑

上
が
低
音
︑
下
が
高
音
︑
す
な
わ
ち
一
コ
ー
ス
が

一
番
下
の
線
で
あ
る
が
︑
イ
タ
リ
ア
式
に
お
い
て

い
︵
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ジ
ロ
ー
ラ
モ
・
カ
プ
ス

ベ
ル
ガ
ーG

iovanni G
irolam

o K
apsberger 

(1580–1651 ) 

に
よ
る
﹃
ヴ
ィ
ラ
ネ
ッ
ラ
集 

第

三
巻Libro T

erzo di V
illanelle

﹄6
❖

︵
一
六
一
九

年
︑
ロ
ー
マ
︶
よ
り
︽
花
々
よ
目
を
覚
ま
せSu 

desta i fiori

︾︶︒
こ
の
譜
例
で
は
最
下
段
の
タ
ブ

ラ
チ
ュ
ア
に
リ
ズ
ム
や
音
価
を
示
す
記
号
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
演
奏
す
べ
き
音
を
表
す
数
字

記
号
が
不
在
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
休

符
を
意
味
さ
せ
て
い
る
︒

１-

２　

タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
譜
で
読
み
五
線
譜
で
書
く

こ
の
よ
う
な
﹁
休
符
問
題
﹂
を
演
奏
の
上
で
考

察
す
る
た
め
に
︑
リ
ュ
ー
ト
・
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
か

ら
五
線
譜
へ
の
変
換
を
試
み
た
︒
す
る
と
こ
の
行

為
に
お
い
て
奏
法
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
ず
︑
ま
た

結
果
と
し
て
複
数
の
可
能
性
を
導
き
出
す
こ
と

に
な
っ
た
︒
本
稿
で
は
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ダ
・

ミ
ラ
ノFrancesco da M

ilano (1497–1543 ) 

三島 郁・笠原雅仁

［譜例1］F. スピナチーノ『リュート曲集』（1507）より
ジョスカン・デ・プレ《アヴェ・マリア》のリュート編曲版（最古のリュート・タブラチュア）［譜例2］G. G. カプスベルガーによる『ヴィラネッラ集 第3巻』（1619）より《花々よ目を覚ませ》

［図1］リュートの指板
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三島 郁・笠原雅仁

に
よ
る
﹃
リ
ュ
ー
ト
曲
集Intabolatura de lauto

﹄︵
一
五
四
六

年
︑
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
︶
か
ら
︽
リ
チ
ェ
ル
カ
ー
レR

icercare

︾7
❖

︵﹇
譜
例
３
a
﹈︶
を
使
用
し
︑
以
下
の
①
か
ら
④
の
手
順
で
行
っ

た
︵﹇
譜
例
３
a
~
e
﹈︶︒

①  ﹇
譜
例
３
a
﹈
の
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
譜
に
書
か
れ
た
音
を
一
段
の

五
線
譜
に
書
き
出
す
︒
相
互
に
無
関
係
に
音
の
つ
ぶ
を
並
べ
た

だ
け
の
よ
う
に
見
え
る
︵﹇
譜
例
３
b
﹈︶︒

②  ﹇
譜
例
３
a
﹈
を
﹁
旋
律
﹂
と
﹁
バ
ス
声
部
﹂
の
二
声
部
に
分

け
る
こ
と
を
仮
定
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
声
部
を
二
段
の
大
譜
表
に

書
く
︵﹇
譜
例
３
c
﹈︶︒
二
声
に
す
る
こ
と
で
対
位
法
的
な
様

式
を
示
し
︑
タ
イ
を
付
す
こ
と
で
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
的
リ
ズ

ム
を
強
調
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

③  

②
の
﹇
譜
例
３
c
﹈
の
バ
ス
声
部
を
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
形
か

ら
付
点
付
き
音
符
に
変
換
す
る
︵﹇
譜
例
３
d
﹈︶︒
こ
れ
に
よ

り
バ
ス
の
音
型
を
︑
当
時
よ
く
使
わ
れ
た
付
点
を
伴
う
装
飾
形

﹁
ア
ッ
チ
ェ
ン
トaccento

﹂
に
す
る
こ
と
が
で
き
︑
音
価
上

は
﹇
譜
例
３
c
﹈
の
も
の
と
同
一
で
あ
る
が
︑
演
奏
法
を
変
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
第
八
~
九
小
節
に
つ
い

て
は
︑
②
で
は
音
を
係
留
さ
せ
る
︵
音
を
残
す
︶
こ
と
に
よ
り

テ
ノ
ー
ル
と
バ
ス
の
二
声
に
分
け
た
が
︑
③
で
は
バ
ス
一
声
の

み
で
表
す
よ
う
に
解
釈
を
変
え
て
み
た
︒

④  

①
~
③
に
お
い
て
は
︑
音
を
係
留
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
複
雑

な
和
音
の
響
き
を
鳴
ら
す
︵
不
協
和
音
の
ぶ
つ
か
り
を
目
立
た

せ
る
︶
こ
と
を
意
図
し
た
が
︑﹇
譜
例
３
e
﹈
で
は
ス
タ
ッ
カ
ー

ト
︵
ま
た
は
テ
ヌ
ー
ト
︶
気
味
に
音
を
カ
ッ
ト
︵
ミ
ュ
ー
ト
︶

す
る
こ
と
で
音
の
濁
り
を
な
く
す
こ
と
を
想
定
し
た
︒

こ
の
よ
う
に
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
譜
の
五
線
譜
へ
の
変
換
を
行
う
と
︑

タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
譜
で
は
記
譜
で
き
な
い
要
素
︑
す
な
わ
ち
声
部
分

け
の
方
法
︑
休
符
や
音
を
鳴
ら
さ
な
い
箇
所
︑
そ
し
て
強
調
さ
れ

る
べ
き
リ
ズ
ム
や
和
音
な
ど
曲
調
に
か
か
わ
る
部
分
を
意
識
せ
ざ

る
を
得
な
い
︒
言
う
な
れ
ば
奏
者
は
︑
連
続
す
る
和
音
に
は
︑
ど

の
音
が
ど
の
声
部
に
位
置
し
︑
次
の
和
音
の
ど
の
音
と
リ
ン
ク
す

る
の
か
︵
そ
の
声
部
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
・
ラ
イ
ン
が
ど
の
よ
う
に

続
い
て
い
く
か
︶︑
各
音
符
の
音
価
は
記
譜
通
り
な
の
か
︑
半
分

︵
残
り
半
分
は
休
符
︶
な
の
か
を
判
断
し
︑
さ
ら
に
は
演
奏
空
間

の
音
響
状
況
に
よ
っ
て
テ
ン
ポ
を
変
え
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
結
果
的

に
フ
レ
ー
ズ
の
長
さ
も
調
節
し
︑
多
様
に
そ
し
て
と
き
に
自
由
に

記
譜
の
解
釈
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

［譜例3a］F. d. ミラノ『リュート曲集』（1546年）より《リチェルカーレ》

［譜例3b］　［譜例3a］を一段の五線譜に書き出したもの

［譜例3c］　［譜例3a］を二声のパート（旋律とバス声部）にし、二段の大譜表に書いた楽譜

［譜例3d］　［譜例3c］のバス声部を「タイ」から「付点」に変換した楽譜

［譜例3e］　［譜例3d］のタイが付された音価を短くした楽譜



109 108

COMPOST研究ノート vol .  042023

２　

鍵
盤
楽
器
の
記
譜

こ
の
リ
ュ
ー
ト
・
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
で
表
れ
た
奏
者
の
記
譜
へ
の

介
在
の
あ
り
か
た
を
契
機
と
し
て
︑
こ
の
項
目
で
は
鍵
盤
楽
器
の

記
譜
に
お
け
る
音
価
に
つ
い
て
︑
歴
史
資
料
に
お
け
る
記
譜
と
演

奏
の
関
係
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒

２-

１　

鍵
盤
楽
器
用
の
記
譜
形
態

鍵
盤
楽
器
用
の
記
譜
形
態
は
大
ま
か
に
︑
五
線
譜
と
タ
ブ
ラ

チ
ュ
ア
譜
の
二
種
に
分
類
で
き
る
︒
バ
ロ
ッ
ク
期
に
お
い
て
は
︑

五
線
譜
を
前
提
に
︑
ス
コ
ア
で
書
か
れ
た
多
声
の
大
譜
表
︵
三
島 

二
〇
二
〇
:
九
八
︶
の
パ
ル
テ
ィ
ト
ゥ
ー
ラPartitura

8
❖

と
︑
鍵

盤
奏
者
の
左
右
の
そ
れ
ぞ
れ
の
手
に
配
置
さ
れ
た
二
段
譜
を
指
す

タ
ブ
ラ
ト
ゥ
ー
ラT

ablatura

︵
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
譜
︶9

❖

に
分
類
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
が
︑
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
譜
は
一
般
に
は
︑
文
字
と

記
号
を
使
用
し
た
記
譜
形
態
を
指
す
︵
ア
ー
ペ
ル 

一
九
九
八
:

四
一
︶︒

多
種
の
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
譜
の
中
の
一
つ
と
し
て
よ
く
知
ら
れ

る
の
が
︑
ヨ
ー
ハ
ン
・
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
バ
ッ
ハJohann 

ち
﹁
記
譜
さ
れ
た
﹂
音
符
の
音
価
は
絶
対
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒

た
と
え
ば
︑
フ
ル
ー
ト
奏
者
の
ヨ
ハ
ン
・
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ク
ヴ
ァ
ン

ツJohann Joachim
 Q

uantz (1697–1773 ) 

は
︑﹁
保
持
音
や

甘
い
音
は
互
い
に
連
結
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
陽
気
で
は

ず
ん
だ
音
は
互
い
に
切
り
離
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︵Q

uantz 

1752, chap. 11, para. 11:105

︶
と
述
べ
︑
記
譜
上
同
一
音
価

の
音
符
に
対
し
て
︑
実
際
は
様
々
な
長
さ
を
持
つ
場
合
が
あ
る
と

す
る
︒
こ
の
よ
う
な
記
譜
上
の
音
価
と
実
際
に
奏
さ
れ
る
音
価
と

の
関
係
や
違
い
に
関
す
る
記
述
を
︑
十
八
世
紀
の
鍵
盤
楽
器
の
た

め
の
理
論
・
実
践
書
か
ら
い
く
つ
か
拾
い
上
げ
て
み
る
こ
と
に
す

る
︒ク

ヴ
ァ
ン
ツ
と
同
じ
く
ベ
ル
リ
ン
の
宮
廷
に
務
め
た
カ
ー
ル
・

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
エ
マ
ヌ
エ
ル
・
バ
ッ
ハC

arl Philipp E
m

anuel 

B
ach (1714–1788 ) 

は
︑﹁
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
も
レ
ガ
ー
ト
も
し

な
い
音
は
︑
そ
の
音
価
の
半
分
し
か
保
持
さ
れ
な
い
﹂︵B

ach 

1753, chap. 3, para. 22: 127

︶
と
す
る
︒
続
け
て
﹁
テ
ヌ
ー

ト
記
号
が
あ
る
場
合
に
は
︑
音
は
音
価
い
っ
ぱ
い
に
保
持
す
る
﹂︑

﹁
中
庸
ま
た
は
ゆ
っ
く
り
と
し
た
テ
ン
ポ
の
と
き
の
四
分
音
符
と

八
分
音
符
の
場
合
に
こ
う
す
る
﹂︵ibid.

︶11
❖

と
し
て
お
り
︑
通
常

の
音
符
の
場
合
に
は
明
確
に
ア
ー
テ
ィ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
よ

Sebastian B
ach (1685–1750 ) 

に
よ
る
﹃
オ
ル
ガ
ン
小
曲
集

O
rgelbüchlein

﹄︵1708–1717

︶
に
お
い
て
五
線
譜
の
欄
外
に

自
筆
で
付
さ
れ
た
記
譜
で
あ
る
︒10

❖

こ
れ
は
︑
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・

シ
ュ
ミ
ー
トB

ernhard Schm
id (1535–1592 ) 

の
﹃
タ
ブ
ラ

チ
ュ
ア
譜
本T

abulatur B
uch

﹄︵
一
六
〇
七
︶
と
同
様
の
ド
イ

ツ
式
の
シ
ス
テ
ム
を
持
っ
て
い
る
︵﹇
譜
例
４
﹈︶︒

こ
の
楽
譜
か
ら
︑
こ
の
︽
ト
ッ
カ
ー
タT

occata

︾
が
四
声
体

で
あ
る
こ
と
が
ま
ず
意
識
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

文
字
は
音
高
を
表
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ー
ト
の
上
方
に
あ
る
音
価

を
示
す
記
号
は
リ
ュ
ー
ト
・
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
の
そ
れ
と
類
似
し
て

い
る
︒
ま
た
小
さ
い
音
価
を
持
つ
声
部
︵
上
段
の
バ
ス
声
部
︑
下

段
の
ソ
プ
ラ
ノ
声
部
な
ど
︶
以
外
は
た
い
て
い
長
く
引
き
伸
ば
さ

れ
た
音
価
を
持
っ
て
い
る
︒
少
な
く
と
も
こ
の
譜
例
に
は
休
符
が

な
く
︑
記
譜
さ
れ
た
音
価
通
り
で
あ
れ
ば
音
が
鳴
ら
さ
れ
な
い
時

間
は
な
い
こ
と
に
な
る
︒

２-

２　

記
譜
音
価
の
「
本
来
の
」
音
価

上
述
の
リ
ュ
ー
ト
に
お
け
る
音
価
問
題
は
︑
休
符
記
号
を
持
つ

五
線
譜
に
お
い
て
も
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
す
な
わ

三島 郁・笠原雅仁

［譜例4］B. シュミートのタブラチュア譜  『タブラチュア・ブックTabulatur Buch』（1607）より
《トッカータToccata》
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う
求
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

一
方
︑
同
時
期
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
ー

ル
プ
ル
クFriedrich W

ilhelm
 M

arpurg (1718–1795 ) 

は
︑

﹁
そ
れ
︵
ス
ラ
ー
に
対
置
さ
れ
る
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
の
場
合
に
︶
は

そ
の
音
価
を
す
べ
て
は
保
持
せ
ず
︑
そ
の
お
よ
そ
半
分
の
み
保
持

す
る
こ
と
で
あ
る
﹂12

❖

︵M
arpurg 1755, chap. 7, para. 7: 28

︶

と
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
ス
ラ
ー
の
場
合
に
音
価
を
保
持
す
る
点
で

は
Ｃ
・
Ｐ
・
Ｅ
・
バ
ッ
ハ
と
同
様
で
あ
る
が
︑
半
分
の
音
価
で
あ

る
の
は
通
常
の
場
合
で
は
な
く
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
を
奏
す
る
場
合
で

あ
る
︒
ま
た
ス
ラ
ー
と
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
な
ど
の
記
号
が
音
符
に
付

さ
れ
て
い
な
い
場
合
を
﹁
本
来
の
進
行
﹂
と
呼
び
︑﹁
本
来
の
進

行
と
は
次
の
音
を
弾
く
直
前
に
先
行
す
る
鍵
か
ら
指
を
挙
げ
る
こ

と
だ
︒
こ
の
本
来
の
進
行
方
法
は
︑
常
に
当
然
の
こ
と
で
あ
る
の

で
︑︵
楽
譜
に
︶
指
示
さ
れ
な
い
﹂︵M

arpurg 1755, chap. 7, 

para. 7: 29

︶
と
い
う
指
示
か
ら
︑
や
は
り
ア
ー
テ
ィ
キ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
付
け
る
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

ま
た
古
典
派
時
期
の
ダ
ニ
エ
ル
・
ゴ
ッ
ト
ロ
ー
プ
・
テ
ュ
ル
ク

D
aniel G

ottlob T
ürk (1750–1813 ) 

は
︑﹇
譜
例
５
﹈
の
よ
う

に
︑
記
譜
と
演
奏
を
譜
例
に
示
し
て
い
る
︵T

ürk 1789, chap. 

6-2, para. 19: 340

︶︒
左
の
四
小
節
が
記
譜
︑
右
の
﹁anstatt

︵
そ
の
代
わ
り
に
︶﹂
と
書
か
れ
た
部

分
が
奏
例
で
あ
る
︒
こ
の
奏
例
で
は

二
小
節
目
と
四
小
節
目
の
二
拍
目
の

音
価
が
四
分
音
符
の
半
分
の
八
分
音

符
で
示
さ
れ
て
い
る
︒
強
弱
の
指
示

や
先
行
音
か
ら
ス
ラ
ー
記
号
も
伴
い
︑

楽
句
を
収
め
る
工
夫
が
駆
使
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
見
て
と
れ
る
︒
決
し
て

ス
タ
ッ
カ
ー
ト
の
よ
う
に
短
く
切
る

訳
で
は
な
い
が
︑
左
の
よ
う
な
記
譜

が
施
さ
れ
て
い
て
も
そ
の
音
楽
内
容

か
ら
奏
者
が
判
断
す
べ
き
で
あ
る
問

題
が
明
ら
か
で
あ
る
︒

さ
ら
に
音
価
に
つ
い
て
具
体
的
に

以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
箇
所
も
あ
る
︒

重
い
演
奏
で
は
︑
ど
の
音
も
し
っ

か
り
と
︵
強
調
し
て
︶
弾
か
ね
ば

な
ら
な
い
︒
そ
し
て
記
譜
さ
れ
た

音
の
音
価
の
ま
さ
に
最
後
ま
で

し
っ
か
り
と
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
軽
い
演
奏
で
は
︑

ど
の
音
も
さ
ほ
ど
し
っ
か
り
と
は
弾
か
れ
ず
︑
指
は
実
際
に
記

譜
さ
れ
た
音
価
よ
り
も
少
し
早
目
に
挙
げ
る
︵T

ürk 1789, 

chap. 6-3, para. 43: 358

︶︒︵
傍
線
部
は
筆
者
に
よ
る
強
調
︶

テ
ュ
ル
ク
は
こ
の
直
後
に
﹁
重
い
／
軽
い
と
い
う
用
語
は
︑
音

の
強
弱
よ
り
も
音
の
保
持
と
中
断
に
関
わ
る
﹂︵T

ürk 1789, 

chap. 6-3, para. 43: 359

︶
と
説
明
し
︑
記
譜
に
つ
い
て
触
れ

な
が
ら
演
奏
に
お
け
る
音
価
の
長
短
を
指
示
し
︑
こ
こ
で
も
明
確

な
ア
ー
テ
ィ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
付
け
志
向
が
窺
え
る
︒13

❖

ド
イ
ツ
系
の
理
論
家
た
ち
の
記
述
を
み
て
き
た
が
︑
一
方
イ

タ
リ
ア
人
の
ニ
コ
ロ
・
パ
ス
ク
ァ
ー
リN

icolo Pasquali (c. 

1718–1757 ) 

は
︑﹁
鍵
盤
の
上
に
︑
音
符
の
長
さ
分
ほ
ど
正
確

に
指
を
保
持
す
る
こ
と
で
良
い
音
を
作
る
︒
音
価
よ
り
も
先
立
っ

て
指
を
離
す
と
そ
の
逆
の
事
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
﹂︵Pasquali 

1760: préface

︶
と
述
べ
︑
ド
イ
ツ
系
と
は
演
奏
の
際
の
音
価
に

関
す
る
意
見
が
異
な
っ
て
い
る
︒
フ
ラ
ン
ス
系
の
発
言
も
み
て
み

よ
う
︒
ギ
ョ
ー
ム
=
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ニ
ヴ
ェ
ー
ルG

uillaum
e-

G
abriel N

ivers (c. 1632–1714 ) 

は
︑
オ
ル
ガ
ン
奏
法
に
つ
い

て
で
は
あ
る
が
︑
明
瞭
に
弾
く
こ
と
︵
ア
ー
テ
ィ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
施
し
た
演
奏
︶
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
︑
一
部
の
音
に
レ

ガ
ー
ト
的
な
装
飾
音
﹁
ク
レcoulé

﹂
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
多

様
な
タ
ッ
チ
を
持
つ
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
︵N

ivers 1665: 

préface

︶︒14
❖

ま
た
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
ゥ
・
サ
ン
=
ラ
ン
ベ
ー
ル

M
ichel de Sanit-Lam

bert (fl. 1700 ) 

は
ス
ラ
ー
記
号
を
含
む

音
符
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
︑﹁
た
と
え
音
が
減
衰
し
て
も
︑
弾

い
た
後
に
も
音
を
最
後
ま
で
保
持
し
な
さ
い
﹂︵Saint-Lam

bert 

1702: 13

︶
と
し
︑
ス
ラ
ー
記
号
の
前
提
を
持
っ
て
レ
ガ
ー
ト

に
奏
す
る
よ
う
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
し
て
い
る
︒15

❖

さ
ら
に
フ
ラ
ン
ソ

ワ
・
ク
ー
プ
ラ
ンFrançois C

ouperin (1669–1733 ) 

は
︑﹁
な

す
べ
き
レ
ガ
ー
ト
は
完
璧
に
﹂︵C

ouperin 1717: 61

︶
と
述

べ
︑
そ
れ
に
先
立
ち
﹁
持
続
す
る
音
や
低
い
音
よ
り
も
パ
ッ
セ
ー

ジ
︑
ア
ル
ペ
ッ
ジ
ョ
︑
リ
ュ
ー
ト
的
な
音
︑
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン

を
保
持
す
る
﹂
よ
う
指
示
し
て
い
る
︵ibid.

︶︒
こ
の
二
人
の
ア

ド
ヴ
ァ
イ
ス
か
ら
窺
え
る
の
は
︑
音
価
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
指

示
と
い
う
よ
り
は
チ
ェ
ン
バ
ロ
演
奏
に
お
け
る
レ
ガ
ー
ト
奏
法
の

重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

奇
し
く
も
楽
器
用
の
記
譜
の
読
み
取
り
方
が
︑
上
記
の
よ
う
に

地
域
や
民
族
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
ド
イ

ツ
系
の
理
論
家
が
通
常
の
場
合
︑
と
き
に
﹁
指
を
挙
げ
る
﹂
タ
イ

三島 郁・笠原雅仁

［譜例5］D. G. テュルク：記譜上の音価と演奏の際の音価
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３　

お
わ
り
に
：
記
さ
れ
た
譜
を
読
む
こ
と

笠
原
は
記
譜
に
書
か
れ
得
な
い
曲
の
構
造
︑
様
式
︑
形
式
︑
理

論
を
想
定
し
た
上
で
意
識
的
に
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
譜
か
ら
五
線
譜
へ

の
書
き
換
え
を
試
み
た
︒
そ
の
結
果
複
数
の
読
み
替
え
が
可
能
で

あ
る
こ
と
が
改
め
て
示
さ
れ
た
︒
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
譜
は
五
線
譜
以

上
に
﹁
デ
ジ
タ
ル
﹂
と
も
い
え
︑
そ
れ
を
読
み
演
奏
す
る
た
め
に

は
よ
り
多
く
の
操
作
や
工
夫
が
必
要
に
な
る
︒
し
か
し
三
島
が
論

じ
た
よ
う
に
︑
た
と
え
五
線
譜
で
あ
っ
て
も
︑
記
譜
者
が
音
符
の

持
つ
意
味
を
す
べ
て
読
み
取
ら
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
︑

奏
者
は
当
然
自
分
の
持
ち
合
わ
せ
る
理
論
と
様
式
理
解
に
基
づ
い

て
︑
ま
た
実
際
の
演
奏
現
場
に
お
け
る
複
合
的
な
状
況
下
で
︑
音

価
や
そ
れ
以
外
の
音
楽
上
の
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

そ
し
て
理
論
家
た
ち
は
結
局
は
記
譜
以
外
の
方
法
で
口
う
る
さ
く

指
示
を
出
す
こ
と
に
も
な
っ
た
︒

本
稿
で
は
︑
ど
の
よ
う
な
記
譜
形
態
で
あ
っ
て
も
︑
表
面
的
に

音
符
を
拾
う
﹁
譜
読
み
﹂
で
は
な
く
︑
記
さ
れ
た
譜
を
能
動
的
に

読
む
行
為
が
求
め
ら
れ
る
︑
そ
の
あ
り
方
の
一
端
を
明
ら
か
に
し

て
き
た
︒
奏
者
を
介
し
た
記
譜
の
読
み
取
り
と
演
奏
に
つ
い
て
︑

よ
り
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

ミ
ン
グ
も
指
示
し
な
が
ら
﹁
記
譜
よ
り
短
く
﹂
演
奏
さ
せ
る
の
に

対
し
︑
ラ
テ
ン
系
の
音
楽
家
た
ち
は
よ
り
レ
ガ
ー
ト
に
︑
で
き
る

だ
け
音
価
い
っ
ぱ
い
に
音
を
保
持
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
ニ
ュ
ア

ン
ス
が
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
︒
チ
ェ
ン
バ
ロ
音
は
弾
い
た
後
に

即
座
に
減
衰
し
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
︑
フ
ラ
ン
ス
人
た
ち
の
考
え

る
よ
う
に
︑
可
能
な
限
り
長
く
保
持
す
る
こ
と
で
豊
か
な
響
き
を

求
め
る
こ
と
は
理
解
し
や
す
い
︒
一
方
ド
イ
ツ
人
た
ち
が
記
譜

音
価
よ
り
小
さ
い
音
価
を
指
示
す
る
こ
と
に
は
︑﹁
明
確
な
ア
ー

テ
ィ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
る
﹂
と
い
う
理
屈
が
あ
り
︑
そ
こ

か
ら

│
き
わ
め
て
お
お
ま
か
な
言
い
方
を
す
れ
ば

│
ド
イ
ツ

系
音
楽
が
目
指
す
特
徴
も
示
唆
し
て
い
る
と
も
言
え
る
︒
い
ず
れ

に
し
て
も
多
く
の
理
論
家
が
鍵
盤
楽
器
の
記
譜
に
お
い
て
︑﹁
こ

れ
以
上
記
譜
に
は
書
き
表
せ
な
い
﹂
音
価
と
そ
れ
に
伴
う
ニ
ュ
ア

ン
ス
を
読
み
手
に
伝
え
る
べ
く
何
と
か
し
て
言
語
化
し
よ
う
と
し

て
い
た
事
実
は
興
味
深
い
︒
演
奏
者
の
裾
野
が
広
が
っ
た
十
八
世

紀
に
あ
っ
て
︑
当
時
増
え
つ
つ
あ
っ
た
記
譜
慣
習
を
理
解
し
な
い

者
た
ち
に
対
し
て
︑
音
価
に
つ
い
て
執
拗
に
指
示
が
出
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
︒

三島 郁・笠原雅仁

注❖
1 

五
線
譜
な
ど
の
よ
う
に
水
平
に
複
数
の
線
を
引

き
線
上
と
線
間
に
音
を
配
置
す
る
記
譜
形
態
︒
十
七

世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
ヘ
ン
リ
ー
・
パ
ー
セ
ルH

enry 
Purcell (1659–1695 ) 

ら
の
鍵
盤
楽
器
曲
で
は
六
線

譜
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
ま
た
ジ
ロ
ー
ラ

モ
・
フ
レ
ス
コ
バ
ル
デ
ィG

irolam
o Frescobaldi 

(1583–1643 ) 

な
ど
イ
タ
リ
ア
や
そ
の
様
式
に
影
響

を
受
け
た
ド
イ
ツ
語
圏
で
の
オ
ル
ガ
ン
曲
に
お
い
て

は
七
線
譜
や
八
線
譜
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒

h
ttps://s9.im

slp.org/files/im
gln

ks/u
sim

g/a/
a2/IM

SL
P

108992-P
M

L
P

87285-F
rescobaldi_-_

T
occate_e_Partite,_Libro_1.pdf

︵
二
○
二
二
年
九

月
十
八
日
閲
覧
︶
参
照
︒

❖
2 

h
ttps://w

w
w

.kcu
a.ac.jp/arc/in

form
a 

tion/95/ ︵
二
○
二
二
年
九
月
十
八
日
閲
覧
︶︒
そ
の
他

の
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
・
ゲ
ス
ト
と
し
て
作
曲
家
の
岡

田
加
津
子
氏
が
バ
シ
ェ
の
音
響
彫
刻
な
ど
現
代
音
楽
の

記
譜
に
つ
い
て
解
説
を
行
っ
た
︒

❖
3 

中
世
の
リ
ュ
ー
ト
演
奏
に
は
プ
レ
ク
ト
ラ
ム

︵
弦
を
弾
く
爪
や
ピ
ッ
ク
の
よ
う
な
道
具
︶
が
使
用
さ

れ
る
︒

❖
4 

中
に
は
﹁
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
の
頭
の
部
分
が
あ

る
﹂
音
符
の
形
状
の
も
の
も
あ
る
︒

❖
5 

イ
タ
リ
ア
の
楽
譜
印
刷
・
出
版
業
者
︒
活
字
印

刷
術
を
定
量
音
楽
に
適
用
し
︑
初
め
て
植
字
印
刷
方
式

の
楽
譜
印
刷
に
成
功
し
た
︒

❖
6 

ヴ
ィ
ラ
ネ
ッ
ラV

illanella

は
農
民
や
羊
飼
い

に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
田
舎
に
関
す
る
内
容
を
持
つ
声
楽

曲
で
あ
る
︒
都
会
や
宮
廷
生
活
に
つ
い
て
歌
わ
れ
た
複

雑
な
マ
ド
リ
ガ
ー
レM

adrigale

と
は
対
照
的
で
あ
る
︒

❖
7 

ル
ネ
サ
ン
ス
音
楽
や
初
期
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
に
お

け
る
多
声
的
な
器
楽
曲
様
式
の
一
つ
︒﹁
探
す
﹂﹁
探
究

す
る
﹂
と
い
う
意
味
に
由
来
し
︑
主
題
を
模
倣
す
る
形

式
で
作
曲
さ
れ
た
︒

❖
8 

十
六
世
紀
末
の
通
奏
低
音
曙
期
に
︑
奏
者
が
バ

ス
と
適
当
な
和
音
を
掴
ん
で
弾
い
て
い
た
ス
コ
ア
も
パ

ル
テ
ィ
ト
ゥ
ー
ラ
で
あ
る
︒

❖
9 

こ
れ
が
指
板
を
視
覚
的
に
記
し
た
リ
ュ
ー
ト
や

ギ
タ
ー
の
た
め
の
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
譜
︵
タ
ブ
ラ
ト
ゥ
ー

ラ
︶
と
異
な
り
五
線
譜
で
書
か
れ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
︑
タ
ブ
ラ
ト
ゥ
ー
ラ
と
呼
ば
れ
る
の
は
︑
鍵

盤
楽
器
で
は
左
右
の
手
を
使
っ
て
弾
く
そ
の
身
体
に

合
わ
せ
た
二
段
譜
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る

か
ら
で
あ
る
︵
皆
川 

一
九
七
四
:
五
一
︶︒
Ｇ
・
フ
レ

ス
コ
バ
ル
デ
ィ
﹃
ト
ッ
カ
ー
タ
集
﹄
の
楽
譜
上
の
原

タ
イ
ト
ル
が
﹁Intavolatura

︵
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
式
楽

譜
︶﹂
と
し
て
あ
る
の
が
わ
か
る
︒https://s9.im

slp.
org/files/im

gln
ks/usim

g/a/a2/IM
SL

P
108992-

PM
LP87285-Frescobaldi_-_T

occate_e_Partite,_
Libro_1.pdf

︵
二
○
二
二
年
九
月
十
八
日
閲
覧
︶
参
照
︒

❖
10 

h
ttps://s9.im

slp.org/files/im
gln

ks/u
si 

m
g/0/0d/IM

SLP440252-PM
LP08213-Partitu

r_ 

D
-B

_M
us._m

s._B
ach_P_283.pdf

︵
二
○
二
二
年

九
月
十
八
日
閲
覧
︶
参
照
︒

❖
11 

さ
ら
に
続
け
て
﹁
そ
れ
は
弱
く
弾
く
の
で
は

な
く
︑
情
熱
を
持
っ
て
︑
そ
し
て
軽
く
ア
ク
セ
ン
ト

を
つ
け
て
弾
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︵B

ach 1753, 
chap. 3, para. 22: 127

︶
と
す
る
︒

❖
12 

こ
こ
で
の
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
は
︑
必
ず
し
も
鋭
く

切
る
奏
法
だ
け
で
な
く
︑
二
音
を
切
り
離
す
当
時
の

﹁
デ
タ
シ
ェdétaché

﹂
の
よ
う
な
あ
り
か
た
を
指
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

❖
13 

テ
ュ
ル
ク
は
﹁
重
い
／
軽
い
﹂
に
つ
い
て
は
︑

⑴
曲
の
性
格
と
用
途
︑
⑵
曲
に
記
さ
れ
て
い
る
テ
ン

ポ
︑
⑶
拍
子
︑
⑷
音
符
の
種
類
︑
⑸
音
符
の
進
行
具
合

な
ど
か
ら
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
︵T

ürk 
1789, chap. 6-3, para. 43: 359

︶︒

❖
14 

﹁
音
を
す
べ
て
明
瞭
に
弾
き
︑
そ
し
て
そ
の

中
で
一
部
の
音
に
は
ク
レ
を
微
妙
に
つ
け
て
弾
く
と
︑

タ
ッ
チ
が
洗
練
さ
れ
た
配
慮
あ
る
装
飾
音
に
な
る
︒
そ

れ
は
︵
本
来
︶
歌
唱
法
が
き
ち
ん
と
教
え
て
く
れ
る
も

の
だ
︒
音
を
ア
ー
テ
ィ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
︑
強
調
す

る
た
め
に
︑
指
を
速
く
︑
そ
し
て
高
く
挙
げ
す
ぎ
て
は

い
け
な
い
︵
中
略
︶
そ
の
よ
う
な
奏
法
だ
と
︑
明
白
で

あ
る
の
か
︑
乱
雑
で
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し

ま
う
﹂︵N

ivers 1665: préface

︶︒

❖
15 

サ
ン
=
ラ
ン
ベ
ー
ル
は
装
飾
音
﹁
ポ
ー
ル
・

ド
ゥ
・
ヴ
ォ
ワport-de-voix

﹂
の
説
明
に
お
い
て
︑

い
わ
ゆ
る
オ
ー
ヴ
ァ
ー
・
レ
ガ
ー
ト
奏
法
を
詳
し
く
説
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三島 郁・笠原雅仁

明
し
て
い
る
︒﹁
ポ
ー
ル
・
ド
ゥ
・
ヴ
ォ
ワ
を
弾
い
て

い
る
間
に
指
を
挙
げ
て
は
な
ら
な
い
︒
最
初
の
音
を

弾
い
た
指
は
挙
げ
る
前
に
︑
二
つ
の
音
の
う
ち
二
番

目
の
音
を
弾
く
ま
で
待
ち
な
さ
い
﹂︵Saint-Lam

bert 
1702: 49

︶
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
に
は
︑
次
の
音
を
打

鍵
し
た
後
に
︑
先
行
音
を
音
価
を
超
え
て
奏
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
︒

M
arpu

rg, F
riedrich

 W
ilh

elm
. 1755. A

n
leitun

g zum
 C

lavier-

spielen. B
erlin: A

. H
aude &

 J. C
. Spener.

三
島
郁
︵
二
〇
二
〇
︶﹁
音
符
の
棒
︵
符
幹
︶
が
映
し
出
す
音
楽
史
と
演
奏

行
為
:
17
世
紀
後
半
か
ら
18
世
紀
の
手
稿
譜
よ
り
﹂﹃C

O
M

PO
ST

﹄

︵
一
号
︶
京
都
市
立
芸
術
大
学
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
︑
九
五
︱
一

〇
八
頁
︒

皆
川
達
夫
︵
一
九
七
四
︶﹁
楽
譜
の
歴
史
と
近
代
五
線
譜
法
﹂
Ｎ
Ｈ
Ｋ
交

響
楽
団
編
／
皆
川
達
夫
監
修
﹃
楽
譜
の
本
質
と
歴
史
︵
楽
譜
の
世
界

１
︶﹄
日
本
放
送
出
版
協
会
︑
四
四
︱
五
三
頁
︒

N
ivers, G

uillaum
e G

abriel. 1665. L
ivre d’ orgue contenant cent 

pièces de tous les tons de l’ É
glise. Paris: I’ auteur &

 B
allard. 

Pasquali, N
icolo. n

.d. (C
a.1760 ). T

he art of fingering the harpsi -

chord. E
dinburgh: B

renner.

Q
uantz, Johann Joachim

. 1752. V
ersuch einer anw

eisung die flöte 

traversiere zu spielen. B
erlin: J. F. Voss. ︵

ク
ヴ
ァ
ン
ツ
︑
ヨ
ハ

Z
etzner.

Spinacino, Francesco. 1507. Intabulatura de L
auto, L

ibro prim
o. 

Venezia: O
ttaviano Petrucci.

参
考
文
献

ア
ー
ペ
ル
︑
ウ
ィ
リ
ー
︵
一
九
九
八
︶﹃
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
音
楽
の
記
譜

法
:1450

~1600

年
﹄
東
川
清
一
訳
︑
春
秋
社
︒︵A

pel, W
illi. 

1962. D
ie N

otation der polyphonen M
usik 900-1600. Leipzig: 

B
reitkopf &

 H
ärtel. 

の
一
部
の
抄
訳
︶

B
ach, C

arl P
hilipp E

m
an

uel. 1753. V
ersuch über w

ahre A
rt, das 

C
lavier zu spielen. B

erlin: C
hristian Friedrich H

enning (T
eil. 

1 ). ︵
バ
ッ
ハ
︑
カ
ー
ル
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
エ
マ
ヌ
エ
ル
︵
二
〇
〇
〇
︶

﹃
正
し
い
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
奏
法
﹄﹇
第
一
部
﹈
東
川
清
一
訳
︑
全
音
楽

譜
出
版
社
︶

C
ouperin, François. 1717. L

’ art de toucher le clavecin. Paris: C
hez 

l’ A
uteur, le Sieur B

oivin.

︵
ク
ー
プ
ラ
ン
︑
フ
ラ
ン
ソ
ワ
︵
二
○

一
八
︶﹃
ク
ラ
ヴ
サ
ン
奏
法
﹇
対
訳
版
﹈﹄
桒
形
亜
樹
子
訳
︑
全
音
楽

譜
出
版
社
︶

ン
・
ヨ
ア
ヒ
ム
︵
二
〇
一
七
︶﹃
フ
ル
ー
ト
奏
法
﹇
改
訂
版
﹈﹄
荒
川

恒
子
訳
︑
全
音
楽
譜
出
版
社
︶

Saint-Lam
bert, M

ichel de. 1702. L
es principes du clavecin. Paris: 

C
hristophe B

allard. 

T
ü

rk, D
an

iel G
ottlob. 1789. K

lavierschule. H
alle: H

em
m

erde 

und Scw
etschke. ︵

テ
ュ
ル
ク
︑
ダ
ニ
エ
ル
・
ゴ
ッ
ト
ロ
ー
プ
︵
二

〇
〇
〇
︶﹃
テ
ュ
ル
ク 

ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
教
本
﹄
東
川
清
一
訳
︑
春
秋

社
︶

参
考
使
用
楽
譜

B
ach, Johann Sebastian. n.d. [c. 1713–40]. O

rgel-B
üchlein. H

olo-

graph m
anuscript. https://s9.im

slp.org/files/im
glnks/usim

g

/0/0d/IM
SLP440252-PM

LP08213-Partitur_D
-B

_M
us._m

s._

B
ach_P_283.pdf (

二
○
二
二
年
九
月
十
八
日
閲
覧)

Frescobaldi, G
irolam

o. 1615. T
occate e partite d’ intavolatura di ci

m
balo. L

ibro prim
o. R

om
a: N

icolò B
orboni. https://s9.im

slp.

org/files/im
gln

ks/usim
g/a/a2/IM

SL
P

108992-P
M

L
P

87285-

Frescobaldi_-_T
occate_e_Partite,_Libro_1.pdf　

(

二
○
二
二

年
九
月
十
八
日
閲
覧)

K
apsberger, G

iovan
n

i G
irolam

o. 1619. L
ibro T

erzo di V
illanelle 

à 1, 2, &
 3 voci. R

om
a: Priuilegio et licenza de superiori in 

R
om

a.

M
ilano, Francesco da. 1546. Intabolatura de lauto. Venezia: A

nto

nio G
ardano.

Schm
id, B

ern
hard. 1607. T

abulatur B
uch. Straß

bourg: L
azarus 
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演
奏
を
す
る
と
と
も
に
︑
タ
ブ
譜
を
中
心
と
す
る
記
譜
法
に
つ
い

て
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
︒
そ
の
後
︑
登
壇
者
と
参
加
者

と
の
闊
達
な
質
疑
応
答
で
幕
を
閉
じ
た
︒

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
は
︑
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
の

﹁
記
譜
法
研
究
会
﹂1

❖

で
た
び
た
び
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
︑﹁
記

譜
﹂
と
﹁
奏
法
﹂
の
あ
い
だ
を
介
す
る
身
体
性
に
対
す
る
問
題
意

識
か
ら
派
生
し
た
︒
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
紹
介
さ
れ
た
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
期
・
バ
ロ
ッ
ク
期
の
リ
ュ
ー
ト
や
鍵
盤
楽
器
の
タ
ブ
譜

と
︑
バ
シ
ェ
の
音
響
彫
刻
の
記
譜
法
は
︑
一
見
す
る
と
時
代
・
記

譜
法
・
演
奏
に
お
い
て
︑
相
似
し
な
い
よ
う
に
み
え
る
︒
し
か
し
︑

は
じ
め
に

本
稿
は
︑
二
〇
二
二
年
三
月
二
十
日
に
本
学
大
学
会
館
ホ
ー
ル

で
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
リ
ュ
ー
ト
・
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
の
記

譜
法
を
考
え
る

│
鳴
る
と
記
す
の
あ
わ
い
﹂
の
報
告
を
主
眼
と

す
る
︒
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
二
部
構
成
で
行
わ
れ
︑
⑴
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
は
︑
リ
ュ
ー
ト
奏
者
で
あ
る
笠
原
雅
仁
氏
が
︑
持
参

さ
れ
た
リ
ュ
ー
ト
の
実
演
と
と
と
も
に
リ
ュ
ー
ト
・
タ
ブ
ラ
チ
ュ

ア
譜
︵
以
下
タ
ブ
譜
︶
に
つ
い
て
説
明
し
た
︒
笠
原
氏
の
タ
ブ
譜

の
説
明
を
受
け
︑
⑵
三
島
郁
氏
と
岡
田
加
津
子
氏
が
︑
そ
れ
ぞ
れ

滝 奈々子

音
楽
と
そ
の
記
譜
︵
=
ノ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
︶
に
は
︑
と
も
に
身
体

性
を
避
け
て
は
音
楽
を
語
れ
な
い
と
い
う
隠
さ
れ
た
概
念
が
存
在

す
る
こ
と
を
勘
案
し
な
が
ら
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
進
め
ら
れ
た
︒

本
稿
は
︑
１
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
報
告
︑
２
・
ト
ー
ク
セ
ッ

シ
ョ
ン
の
報
告
︑
３
・
登
壇
者
と
参
加
者
の
質
疑
応
答
︑
４
・
ま

と
め
か
ら
成
り
立
つ
︒2

❖

１
．
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
︑
笠
原
雅
仁
氏
を
講
師
に
招
き
︑
タ

ブ
譜
の
説
明
を
行
っ
た
︒
氏
は
現
在
︑
コ
ル
ネ
ッ
ト
奏
者
の
上
野

訓
子
氏
と
と
も
に
パ
リ
で
立
ち
上
げ
た
﹁E

nsem
ble Principi 

Venetiani

﹂
を
主
宰
し
︑
演
奏
の
み
な
ら
ず
︑
研
究
分
野
で
も

闊
達
に
活
動
を
繰
り
広
げ
る
リ
ュ
ー
ト
奏
者
か
つ
声
楽
家
で
あ
る
︒

笠
原
氏
は
︑
大
学
会
館
と
い
う
何
と
も
音
の
響
き
が
難
し
い
場

所
で
︑
古
楽
器
で
あ
る
リ
ュ
ー
ト
を
用
い
て
︑
実
際
に
イ
タ
リ
ア

語
の
歌
を
伴
っ
た
リ
ュ
ー
ト
演
奏
を
し
て
く
だ
さ
り
︑
演
奏
空
間

は
ま
さ
し
く
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
絵
画
的
で
表
情
豊
か
な
も
の
へ

と
変
化
し
た
︒

前
半
で
は
︑
多
様
な
リ
ュ
ー
ト
属
の
楽
譜
︑
楽
器
︑
調
弦
法

に
つ
い
て
︑
①
リ
ュ
ー
ト
と
リ
ュ
ー
ト
系
の
楽
器
︑
②
様
々
な

リ
ュ
ー
ト
・
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
︑
③
各
リ
ュ
ー
ト
・
タ
ブ
譜
の
仕
組

み
︑
④
初
期
の
出
版
物
に
分
け
て
説
明
さ
れ
た
︒

後
半
で
は
︑
リ
ュ
ー
ト
・
タ
ブ
譜
で
書
か
れ
た
多
声
音
楽
︽
別

れ
の
時　

A
ncor che col partire

︾
を
︑
実
際
に
参
加
者
が
︑

タ
ブ
譜
か
ら
五
線
譜
上
へ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ー
ト
に
音
分
け
を

行
っ
た
︒
書
か
れ
て
い
な
い
休
符
を
い
か
に
し
て
施
す
か
︑
な
ど

実
験
的
な
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
︒

こ
の
参
加
型
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
︑
参
加
者
は
慣
れ
た
様
子
で

次
々
と
五
線
譜
へ
書
き
込
ん
で
い
た
︒
氏
か
ら
は
︑
と
く
に
何
声

に
振
り
分
け
る
か
と
い
う
指
示
が
な
か
っ
た
が
︑
多
く
の
参
加
者

が
四
声
に
振
り
分
け
て
い
た
こ
と
は
着
眼
さ
れ
る
点
で
あ
る
︒
参

加
者
か
ら
︑
積
極
的
に
笠
原
氏
と
三
島
氏
へ
質
問
を
す
る
姿
も

多
々
み
ら
れ
た
︒
笠
原
氏
に
よ
れ
ば
︑
参
加
者
が
﹁
解
答
﹂
と
し

て
五
線
譜
に
表
し
た
こ
の
楽
曲
の
記
譜
法
に
関
し
て
は
﹁
間
違

い
﹂
と
い
う
も
の
は
な
く
︑
二
十
名
い
れ
ば
二
十
通
り
の
解
釈
が

で
き
る
と
の
こ
と
︒
五
線
譜
と
比
較
す
る
と
︑
自
由
度
の
高
い
も

の
が
タ
ブ
譜
だ
と
認
識
し
た
︒

聴
衆
と
共
同
作
業
を
行
な
っ
た
笠
原
氏
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
︑

タ
ブ
譜
経
験
者
に
も
そ
う
で
な
い
者
に
も
︑
タ
ブ
譜
を
身
近
に
感

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

﹁
リ
ュ
ー
ト
・
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
の
記
譜
法
を
考
え
る

│
鳴
る
と
記
す
の
あ
わ
い
﹂

報
告 

滝 

奈
々
子　
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滝 奈々子

じ
さ
せ
る
契
機
と
な
り
︑
筆
者
の
属
す
る
﹁
記
譜
法
研
究
会
﹂
に

お
け
る
記
譜
法
と
身
体
性
に
つ
い
て
の
研
究
へ
の
さ
ら
な
る
足
掛

か
り
を
与
え
て
く
れ
た
︒

 
２
．
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン　

笠
原
氏
に
よ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
後
︑
西
洋
バ
ロ
ッ
ク
期
か

ら
十
九
世
紀
の
鍵
盤
楽
器
演
奏
・
記
譜
法
を
専
門
と
す
る
三
島
郁

氏
が
︑
タ
ブ
譜
に
つ
い
て
補
完
的
に
演
奏
を
加
え
な
が
ら
説
明
を

行
っ
た
こ
と
に
よ
り
︑
タ
ブ
譜
へ
の
理
解
が
よ
り
豊
か
に
な
っ
た
︒

三
島
氏
も
笠
原
氏
同
様
︑
多
岐
に
及
ぶ
楽
譜
を
示
し
な
が
ら
︑

鍵
盤
楽
器
に
お
け
る
タ
ブ
譜
の
解
説
を
行
い
︑
鍵
盤
楽
器
上
︵
電

子
ピ
ア
ノ
︶
で
の
声
部
分
け
の
説
明
を
詳
細
に
行
っ
た
︒
笠
原
氏

が
示
し
た
リ
ュ
ー
ト
の
タ
ブ
譜
と
同
様
に
︑
即
興
的
な
演
奏
を
促

す
楽
譜
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
︒
一
方
︑
鍵
盤
楽
器
に
お
い

て
は
︑
何
声
に
振
り
分
け
ら
れ
る
の
か
︑
と
く
に
ソ
プ
ラ
ノ
パ
ー

ト
の
記
譜
は
︑
高
音
域
の
存
在
に
よ
り
面
白
味
が
増
す
こ
と
が
説

明
さ
れ
た
︒

そ
の
後
︑
本
学
教
授
岡
田
加
津
子
氏
に
よ
る
﹁
バ
シ
ェ
の
音
響

彫
刻
﹂
の
解
説
と
実
演
が
行
わ
れ
た
︒
本
学
に
設
置
さ
れ
て
い
る

バ
シ
ェ
の
音
響
彫
刻
に
関
し
て
は
︑
岡
田
氏
が
次
の
よ
う
に
記
述

し
て
い
る
︒

音
響
彫
刻
の
各
部
分
の
音
の
ピ
ッ
チ
を
記
録
し
︑
記
譜
法
に

つ
い
て
考
え
始
め
る
学
生
も
い
た
一
方
で
︑
音
響
彫
刻
か
ら
発

せ
ら
れ
る
﹁
五
線
譜
に
書
け
な
い
音
﹂
に
な
か
な
か
馴
染
め
ず

悩
む
学
生
も
い
た
︒
幼
少
の
頃
か
ら
ピ
ア
ノ
や
ソ
ル
フ
ェ
ー

ジ
ュ
教
育
で
ド
レ
ミ
音
階
が
染
み
付
い
た
耳
に
は
︑
む
し
ろ
音

［図1］笠原氏がリュートを参加者に見せながら
楽曲説明をする様子

［図4］《別れの時　Ancor che col partire》のタブ譜を
五線譜へと記譜する参加者の書記を見守る三島氏

［図2］三島氏の鍵盤楽器の演奏にて歌唱する笠原氏

［図3］《別れの時　Ancor che col partire》のタブ譜を
五線譜へと記譜する参加者たち

［図5］三島氏の鍵盤楽器演奏による説明
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岡
田
氏
は
音
響
彫
刻
の
音
を
初
め
て
聴
い
た
時
に
﹁
驚
愕
を
覚

え
た
﹂
と
言
う
が
︑
確
か
に
音
響
彫
刻
の
音
は
心
の
振
動
を
止
め

な
い
︑
も
し
か
し
た
ら
人
間
の
生
命
ま
で
つ
な
が
る
音
を
秘
め
て

い
る
楽
器
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
ん
な
に
も
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ

る
音
を
聴
い
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︙
と
い
う
参
加
者
の
表

情
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
終
了
後
に
も
見
ら
れ
た
︒

バ
シ
ェ
の
音
響
彫
刻
の
演
奏
は
即
興
的
で
あ
り
︑
自
由
な
状
態

響
彫
刻
の
ピ
ッ
チ
の
不
確
か
な
音
に
困
惑
す
る
の
が
当
然
で

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒︵
岡
田
二
〇
二
二
:
一
一
一
︶

確
か
に
︑﹁
五
線
譜
﹂
や
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
︑
西
洋
和
声
に
慣

れ
親
し
ん
だ
学
生
が
︑
急
に
音
響
彫
刻
の
記
譜
を
す
る
と
な
る

と
︑
苦
慮
す
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
︒
し
か
し
五
線
譜
の
記
譜
も
︑

﹁
ピ
ッ
チ
の
不
確
か
な
﹂
音
楽
の
記
譜
も
︑
奏
者
の
身
体
と
の
関

係
に
影
響
を
及
ぼ
す
点
に
お
い
て
は
︑
大
き
な
相
違
は
無
い
だ
ろ

う
︒岡

田
氏
は
︑
自
身
の
作
曲
方
法
は
︑
い
ろ
い
ろ
な
要
素
の
蓄
積

で
あ
り
︑﹁
語
り
﹂
も
一
種
の
楽
譜
だ
と
述
べ
た
︒
ま
た
︑
音
響

彫
刻
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
た
本
学
の
学
生
が
︑
学
生
会
館
入
り

口
付
近
に
設
置
さ
れ
た
音
響
彫
刻
の
一
体
﹁
桂
フ
ォ
ー
ン
﹂
を
使

用
し
︑
日
本
で
初
め
て
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
図
形
楽
譜
︵
も
し
く
は

指
示
楽
譜
︶
を
作
曲
し
た
こ
と
は
貴
重
な
事
例
だ
と
の
報
告
が

あ
っ
た
︒
こ
の
楽
譜
も
一
種
の
タ
ブ
譜
で
あ
り
︑
多
様
な
要
素
を

混
合
し
て
作
ら
れ
た
楽
譜
で
あ
る
と
の
意
見
で
あ
っ
た
︒

ま
た
︑
氏
は
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
の
︽
ソ
ン
グ
ブ
ッ
ク
︾
の
ア
リ

ア
の
一
部
を
例
示
し
︑
ケ
ー
ジ
の
指
示
に
従
っ
た
図
形
楽
譜
を
ス

ラ
イ
ド
を
用
い
て
説
明
し
た
︒
た
と
え
ば
︑
小
さ
な
波
線
部
分
は

﹁
共
通
点
を
持
た
せ
る
﹂︑
下
部
の
三
つ
の
点
は
﹁
ノ
イ
ズ
を
出

す
﹂︑
大
き
く
山
を
描
く
よ
う
な
波
線
の
部
分
は
﹁
歌
い
手
が
ど

れ
だ
け
声
を
出
せ
る
か
を
試
す
﹂
と
い
っ
た
意
味
が
あ
る
こ
と
を

示
し
た
︒
加
え
て
︑
ケ
ー
ジ
は
︑
楽
譜
を
通
し
て
演
奏
家
の
能
力

を
引
き
出
し
︑
と
く
に
感
性
を
切
り
拓
か
せ
よ
う
と
す
る
作
曲
家

で
あ
り
︑
演
奏
家
自
身
に
奏
法
を
考
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
一
面
が

あ
る
た
め
︑
彼
は
教
育
者
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
︑
と
氏
は
語
っ

た
︒そ

の
後
︑
岡
田
氏
は
大
学
会
館
ホ
ー
ル
か
ら
ホ
ワ
イ
エ
へ
場
を

移
し
︑
ケ
ー
ジ
の
ア
リ
ア
の
実
演
と
︑
バ
シ
ェ
の
音
響
彫
刻
の
演

奏
を
行
っ
た
︒
フ
ォ
ー
ン
と
い
う
名
の
と
お
り
︑
様
々
な
表
情
を

し
た
鉄
製
の
板
状
の
彫
刻
が
︑
大
学
会
館
の
片
隅
に
あ
ち
ら
こ
ち

ら
を
向
い
て
佇
ん
で
い
る
︒
し
か
し
︑
岡
田
氏
が
そ
の
音
響
彫
刻

を
マ
レ
ッ
ト
を
使
用
し
て
鳴
ら
し
た
途
端
︑
参
加
者
の
顔
色
が

変
っ
た
︒
参
加
者
た
ち
は
︑
ほ
ぼ
微
動
だ
に
せ
ず
︑
ま
た
は
小
さ

な
驚
嘆
し
た
声
を
上
げ
︑
そ
の
音
の
力
に
魅
了
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
み
え
た
︒
ま
る
で
岡
田
氏
の
弾
き
鳴
ら
す
フ
ォ
ー
ン
の
音
が
︑

そ
の
場
に
い
た
人
び
と
を
一
体
化
さ
せ
た
よ
う
な
感
覚
を
覚
え

た
︒
岡
田
氏
の
身
体
は
ま
る
で
ダ
ン
ス
を
踊
る
よ
う
に
︑
も
し
く

は
︵
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
︶
子
ど
も
が
遊
ぶ
よ
う
に
自
由
に

伸
び
伸
び
と
し
て
お
り
︑
音
と
楽
器
と
演
奏
者
の
身
体
が
つ
く
る

全
体
性
が
音
響
彫
刻
の
響
き
を
も
た
ら
し
た
︒

演
奏
後
︑
岡
田
氏
は
︑
三
島
氏
が
演
奏
し
た
三
〇
〇
年
前
の
音

楽
を
例
に
取
り
上
げ
︑﹁
人
間
が
音
楽
を
す
る
こ
と
は
羽
が
生
え

た
よ
う
に
飛
ん
で
お
り
︑
書
き
表
さ
れ
な
い
も
の
が
飛
ん
で
い
る
︒

何
百
年
に
も
わ
た
り
︑
人
間
は
自
由
に
感
性
的
に
記
譜
が
行
わ
れ

る
﹂3

❖

と
表
現
し
︑
結
尾
と
し
た
︒

［図6］ジョン・ケージのアリアの楽譜のなかから
一部を取り上げ、説明する岡田氏

［図7］岡田氏によるバシェの音響彫刻の実演

［図8］岡田氏によるバシェの音響彫刻の実演と
聴き入る参加者
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③
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
で
は
︑
タ
ブ
譜
と
い
う
も
の
は
紳
士
で
あ

れ
ば
読
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
︒

④
演
奏
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
目
で
コ
ピ
ー
し
て
演
奏
す
る
行
為

は
︑﹁
目
コ
ピ
﹂
と
呼
ば
れ
る
︵
目
コ
ピ
に
関
し
て
は
﹁
東
京

現
音
計
画
﹂
のYouT

ube

映
像
を
参
照
さ
れ
た
い
︶︒
例
え
ば
︑

作
曲
家
で
詩
人
の
足
立
智
美
氏
は
︑
近
年
コ
ロ
ナ
禍
で
ア
ン
サ

ン
ブ
ル
が
不
可
能
な
た
め
︑
演
奏
家
が
演
奏
し
て
い
る
映
像
を

音
の
な
い
状
態
で
次
の
演
奏
家
へ
一
人
ず
つ
伝
え
︑
そ
の
映
像

か
ら
情
報
を
目
で
受
け
取
っ
た
演
奏
家
が
ホ
ル
ン
な
り
歌
な
り

自
分
な
り
の
自
由
な
演
奏
を
し
て
︑
さ
ら
に
次
の
演
奏
家
へ
伝

え
る
と
い
う
一
種
の
伝
達
ゲ
ー
ム
を
行
な
っ
て
い
る
︑
と
の
報

告
が
岡
田
氏
よ
り
な
さ
れ
た
︒
目
で
音
を
追
い
な
が
ら
自
分
で

演
奏
す
る
と
い
う
現
象
も
︑
タ
ブ
譜
と
関
係
す
る
の
で
は
な
い

か
と
の
検
討
が
な
さ
れ
た
︒

４
．
ま
と
め

以
上
︑
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
リ
ュ
ー
ト
タ
ブ
譜
と
現
代
音
楽
の
音

響
彫
刻
と
い
う
︑
一
見
す
る
と
時
代
も
様
式
も
か
け
離
れ
て
い
る

楽
器
を
取
り
上
げ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
に

滝 奈々子

つ
い
て
報
告
し
た
︒
だ
が
︑
実
際
に
こ
れ
ら
の
音
楽
は
﹁
か
け
離

れ
て
い
る
﹂
の
だ
ろ
う
か
︒
タ
ブ
譜
に
基
づ
く
演
奏
も
︑
音
響
彫

刻
の
演
奏
も
︑
楽
譜
か
ら
得
る
情
報
以
上
に
即
興
的
で
︑
演
奏
上

の
自
由
を
も
た
ら
す
︒
双
方
の
演
奏
形
態
は
︑
人
び
と
が
音
楽
を

す
る
た
め
の
︑
心
身
と
も
に
自
由
で
︑
解
き
放
た
れ
た
時
空
だ
と

も
言
え
る
︒
音
響
彫
刻
の
音
も
ノ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
﹁
記

す
﹂
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
も
の
の
︑
そ
の
自
由
な
音
作
り
は

自
己
と
の
対
話
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
自
己
が
意
識
的
に
・
無
意
識

的
に
顕
れ
る
︒

筆
者
の
調
査
地
で
あ
る
中
米
グ
ア
テ
マ
ラ
共
和
国
の
被
調
査
者

の
音
楽
は
︑
全
音
階
を
用
い
た
手
作
り
の
ハ
ー
プ
を
使
っ
た
も

の
で
あ
り
︑
世
襲
制
度
を
と
り
︑
楽
譜
は
存
在
し
な
い
︒
し
か

し
︑
わ
た
し
は
か
れ
ら
が
音
楽
を
す
る
こ
と
︵m

usicking )

自

体
を
ノ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
だ
と
捉
え
て
い
る
︒
は
か
な
げ
な
音
に
歓

喜
す
る
村
の
人
び
と
は
﹁
ハ
ー
プ
の
音
は
わ
た
し
た
ち
の
命
を
支

え
︑
世
界
を
支
え
る
﹂︵
二
〇
二
二
年
度
調
査
時
︶
と
訴
え
て
い

る
︒
即
興
性
や
ゆ
ら
ぎ
を
内
包
す
る
リ
ュ
ー
ト
や
鍵
盤
音
楽
の
タ

ブ
譜
︑
バ
シ
ェ
の
音
響
彫
刻
に
も
︑
自
己
の
身
体
か
ら
︑
世
界
へ

と
相
関
す
る
位
相
が
潜
在
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
筆
者
は

考
え
た
︒　

の
身
体
を
用
い
て
音
を
響
か
せ
る
︒
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
リ
ュ
ー

ト
や
鍵
盤
楽
器
と
は
︑
時
代
︑
奏
法
︑
記
譜
法
が
異
な
る
も
の
の
︑

身
体
を
自
由
に
操
っ
て
音
を
奏
で
る
と
い
う
︿
演
奏
へ
の
﹁
自
由

性
﹂﹀
に
お
い
て
は
共
通
項
が
見
ら
れ
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
タ
ブ

譜
と
バ
シ
ェ
の
音
響
彫
刻
で
は
︑
ノ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
指
示
の
さ

れ
方
に
相
違
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒

３
．
登
壇
者
と
参
加
者
の
質
疑
応
答

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
後
に
︑
参
加
者
か

ら
の
多
岐
に
わ
た
る
︑
有
意
義
な
コ
メ
ン
ト
を
得
る
こ
と
が
で
き

た
︒
そ
の
一
部
を
紹
介
し
た
い
︒

①
も
と
よ
り
楽
譜
と
は
記
憶
の
た
め
の
メ
モ
書
き
だ
っ
た
の
で
︑

三
〇
〇
年
前
の
タ
ブ
譜
の
よ
う
な
音
楽
か
ら
︑
音
響
彫
刻
の
記

譜
法
に
対
峙
す
る
と
︑
記
譜
と
は
何
の
た
め
に
あ
っ
た
の
か
と

い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
︒
究
極
的
に
は
︑
楽
譜
に
記
譜

す
る
こ
と
が
不
可
能
な
音
楽
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
︒

②
三
〇
〇
年
前
よ
り
︑
楽
譜
の
み
に
依
拠
す
る
こ
と
は
で
き
ず
︑

人
間
の
生
々
し
い
身
体
が
前
提
に
あ
る
こ
と
を
実
感
し
た
︒

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
︑
十
六
世
期
~
十
七
世
紀
の
リ
ュ
ー
ト

や
鍵
盤
楽
器
の
タ
ブ
譜
の
説
明
か
ら
︑
こ
れ
ら
の
古
楽
器
の
音
楽

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
楽
譜
を
読
み
込
む
こ
と
の
み
で
は
表
現
で
き

ず
︑
む
し
ろ
そ
の
こ
ろ
の
歌
や
踊
り
を
参
照
す
る
︑
ひ
い
て
は
演

奏
家
の
身
体
か
ら
湧
き
出
る
表
現
が
肝
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
た
︒
同
時
に
︑
バ
シ
ェ
の
音
響
彫
刻
と
い
う
︑
リ
ュ
ー
ト

音
楽
な
ど
と
三
〇
〇
年
以
上
の
隔
た
り
の
あ
る
音
楽
の
演
奏
で
も
︑

自
由
な
身
体
性
を
求
め
ら
れ
︑
タ
ブ
譜
と
音
響
彫
刻
の
ノ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
に
は
類
似
性
が
み
ら
れ
た
︒

ま
た
︑
竹
内
直
が
以
下
の
よ
う
に
示
す
よ
う
に
︑
本
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
開
催
し
た
こ
と
に
よ
り
︑
ノ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
新

た
な
視
点
が
盛
り
込
ま
れ
た
と
考
え
る
︒

音
あ
る
い
は
身
体
に
関
わ
る
研
究
を
す
る
者
に
と
っ
て
﹁
記

譜
法
﹂
は
︑
様
々
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
︒
そ
の
意
味
は
︑
専

門
に
よ
っ
て
も
︑
対
象
に
よ
っ
て
も
変
わ
っ
て
く
る
︒
ま
た
記

譜
法
と
い
う
思
考
の
枠
組
み
か
ら
何
を
見
る
の
か
は
︑
研
究
者

に
よ
っ
て
も
異
な
る
︒
そ
う
し
た
視
点
の
違
い
は
︑
そ
も
そ
も

普
遍
的
な
記
譜
法
な
ど
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
︒
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
﹁
記
譜
法
︵
ノ
ー
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本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
へ
足
を
運
ん
で
く
だ
さ
っ
た
参
加
者
の
方
々
に

こ
の
場
を
借
り
て
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
︒
ま
た
︑
繊
細

な
楽
器
で
あ
る
リ
ュ
ー
ト
を
持
ち
込
み
︑
実
に
丁
寧
な
タ
ブ
譜
の

説
明
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
笠
原
雅
仁
氏
︑
演
奏
活
動
や
教
育
活
動
︑

研
究
な
ど
で
多
忙
を
極
め
る
三
島
郁
氏
︑
本
学
教
授
の
岡
田
加
津

子
氏
の
ご
協
力
に
謝
辞
を
述
べ
る
︒4

❖

﹁
鳴
る
と
記
す
の
あ
わ
い
﹂︑

つ
ま
り
演
奏
す
る
こ
と
と
身
体
の
あ
い
だ
に
あ
る
因
子
の
解
明
を

試
み
る
こ
と
で
︑
参
加
者
と
登
壇
者
の
息
遣
い
が
一
致
し
た
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒

﹇
企
画
・
進
行
﹈

竹
内
直　

芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
非
常
勤
研
究
員
︑﹁
記
譜
法
研
究
会
﹂

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー

﹇
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
司
会
﹈

滝
奈
々
子　

芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
非
常
勤
研
究
員　

テ
ー
シ
ョ
ン
︶﹂
に
対
す
る
様
々
な
視
点
か
ら
の
視
線
が
交
わ

る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
記
譜
法
に
対
す
る
新
し
い
見
方
を
示
す

こ
と
も
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒︵
竹
内 

二
〇
二
〇:

九
四
︶

竹
内
が
記
譜
と
い
う
行
為
の
枠
組
み
か
ら
何
を
想
起
す
る
の
か

と
示
し
て
い
る
と
お
り
︑
タ
ブ
譜
に
お
い
て
も
音
響
彫
刻
に
お
い

て
も
︑
普
遍
的
な
記
譜
法
な
ど
存
在
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ

う
︒
今
後
は
︑
記
譜
が
も
た
ら
す
︑
音
楽
す
る
こ
と
に
対
す
る
自

由
性
︵freedom

 for m
usicking w

ith notation )

に
つ
い
て

や
制
約
性
︵restriction for m

usicking w
ith notation )

に
関

す
る
知
見
を
深
め
︑
ノ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
射
程
を
広
げ
︑
議
論
の

深
化
に
努
め
た
い
︒

ノ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
は
単
に
音
楽
を
伝
え
る
﹁
ス
コ
ア
﹂
で
は
な

く
︑
演
奏
家
の
身
体
感
覚
や
思
想
︑
そ
こ
か
ら
繋
が
る
世
界
ま
で

顕
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
の
も
と
︑
筆
者
の
専
門
と
す
る

民
族
音
楽
学
の
視
座
か
ら
︑﹁
ノ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
は
世
界
を
も
伝

え
る
﹂
こ
と
を
提
唱
し
て
︑
本
報
告
の
結
尾
と
す
る
︒

最
後
に
︑
三
月
末
と
は
い
え
底
冷
え
の
す
る
な
か
︑
沓
掛
ま
で

滝 奈々子

注❖
1 

記
譜
法
研
究
会
で
は
二
〇
一
四
年
か
ら
﹁
音
と

身
体
﹂
に
つ
い
て
の
考
察
を
始
め
︑
二
〇
一
七
年
よ
り

楽
譜
や
記
譜
が
い
か
に
﹁
音
と
身
体
﹂
と
絡
み
合
う
の

か
を
討
議
し
て
い
る
︒

❖
2 

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
議
論
の
中
心
と
な
っ
た
︑

タ
ブ
譜
の
音
価
や
リ
ュ
ー
ト
奏
法
︑
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
︑

鍵
盤
楽
器
の
記
譜
法
に
つ
い
て
は
︑
本
誌
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
︑
三
島
郁
氏
・
笠
原
雅
仁
氏
共
著
の
研
究
ノ
ー

ト
﹁
記
譜
か
ら
音
価
を
読
む

│
音
を
鳴
ら
す
／
鳴
ら

さ
な
い
こ
と
に
対
す
る
意
識
﹂
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

❖
3 

岡
田
加
津
子
氏
の
発
言
を
そ
の
ま
ま
掲
載
し
て

い
る
︒

❖
4 

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
︑
芸
術
資
源
研
究

セ
ン
タ
ー
の
桐
月
沙
樹
氏
は
︑
チ
ラ
シ
の
デ
ザ
イ
ン
に

始
ま
り
︑
本
番
当
日
も
記
録
係
を
快
く
引
き
受
け
て
く

だ
さ
り
︑
き
め
細
や
か
な
助
力
を
し
て
い
た
だ
い
た
こ

と
に
心
か
ら
感
謝
を
述
べ
た
い
︒
受
付
や
机
な
ど
の
移

動
︑
そ
の
他
細
々
な
仕
事
を
笑
顔
で
引
き
受
け
て
く
だ

さ
っ
た
︑
二
人
の
学
生
︑
成
瀬
は
つ
み
さ
ん
︵
京
都
市

立
芸
術
大
学
大
学
院
音
楽
研
究
科
修
士
課
程
日
本
音
楽

専
攻
二
回
生
︶︑
田
久
保
友
妃
さ
ん
︵
京
都
市
立
芸
術

大
学
大
学
院
音
楽
研
究
科
修
士
課
程
器
楽
専
攻
︵
弦

楽
︶
二
回
生
︶
に
感
謝
を
申
し
上
げ
る
︒
ま
た
︑
早
朝

か
ら
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
手
伝
い
に
来
て
く
れ
た
客
員
研

究
員
で
﹁
記
譜
法
研
究
会
﹂
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
民
族

音
楽
学
者
の
井
上
航
氏
へ
心
か
ら
感
謝
を
し
た
い
︒

参
考
文
献

岡
田
加
津
子
︵
二
〇
二
二
︶﹁
バ
シ
ェ
の
音
響
彫
刻
が
降
り
て
き
た
！
︱
修

復
・
創
造
・
教
育
の
日
々
の
記
録
﹂﹃C

O
M

PO
ST

﹄︵
三
号
︶
京
都

市
立
芸
術
大
学
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
︑
一
〇
四
頁
│
一
二
八
頁
︒

竹
内
直 ︵
二
〇
二
〇
︶﹁﹃
音
と
身
体
の
記
譜
研
究
﹄
に
向
か
っ
て
﹂　

﹃C
O

M
PO

ST

﹄︵
一
号
︶
京
都
市
立
芸
術
大
学
芸
術
資
源
研
究
セ
ン

タ
ー
︑
九
〇
│
九
四
頁
︒
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よ
う
な
形
で
生
産
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
本
稿
で
は
そ
の

一
例
と
し
て
鳥
取
県
西
部
の
弓
ヶ
浜
半
島
の
弓
浜
絣1

❖

を
取
り
上
げ

る
︒弓

浜
絣
を
は
じ
め
と
す
る
鳥
取
県
の
絣
に
つ
い
て
は
︑
染
織
家

で
あ
る
福
井
貞
子
氏
の
生
産
者
の
聞
き
取
り
を
も
と
に
し
た
調
査

が
詳
し
い
︒2

❖

し
か
し
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
復
興
さ
れ
た
後
か
ら

現
在
ま
で
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
情
報
が
限
ら
れ
て
い
る
︒

筆
者
は
二
〇
二
〇
年
七
月
二
十
七
日
︑
九
月
十
一
日
︑
十
一
月

十
七
日
に
弓
浜
絣
生
産
者
五
名
と
弓
浜
が
す
り
伝
承
館
︑
伯
州
綿

栽
培
地
に
赴
き
︑
生
産
者
に
直
接
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
現
場
の
声

を
拾
い
上
げ
︑
そ
れ
を
と
り
ま
と
め
た
︒
こ
の
よ
う
な
現
地
調
査

に
基
づ
い
て
︑
以
下
︑
弓
浜
絣
の
制
作
工
程
を
概
説
し
た
後
︑
弓

一　

は
じ
め
に

日
本
の
近
現
代
の
染
織
研
究
は
様
々
な
形
で
進
行
し
て
い
る
も

の
の
︑
着
物
を
背
後
か
ら
支
え
て
き
た
織
物
産
地
の
現
状
を
伝
え

る
報
告
は
限
ら
れ
て
い
る
︒
現
在
︑
着
物
の
織
物
産
地
は
需
要
の

減
少
︑
原
材
料
の
不
足
︑
生
産
者
の
高
齢
化
︑
後
継
者
不
足
な
ど

多
く
の
問
題
を
抱
え
て
お
り
︑
危
機
的
状
況
に
あ
る
︒
ま
た
︑
着

物
の
需
要
が
減
少
す
れ
ば
︑
そ
れ
に
用
い
ら
れ
る
織
物
の
生
産
量

も
減
り
︑
か
つ
て
の
技
術
や
そ
の
背
景
に
あ
る
歴
史
も
自
然
と
忘

れ
去
ら
れ
つ
つ
あ
る
︒

工
芸
作
家
に
よ
る
美
術
品
と
し
て
で
は
な
く
︑
社
会
の
中
で
流

通
す
る
製
品
と
し
て
︑
伝
統
的
織
物
は
産
地
に
お
い
て
現
在
ど
の

小川智美

浜
絣
の
伝
承
普
及
活
動
を
紹
介
し
た
い
︒

本
論
に
入
る
前
に
︑
ま
ず
こ
こ
で
弓
浜
絣
と
︑
そ
の
原
料
で
あ

る
伯
州
綿
に
関
し
て
概
説
し
て
お
く
︒

弓
浜
絣

鳥
取
県
西
部
の
米
子
市
か
ら
境
港
市
に
か
け
て
南
北
に
伸
び
る

砂
地
の
土
地
を
弓
ヶ
浜
と
い
う
︒
江
戸
中
期
以
降
︑
藍
染
の
絣
織

物
弓
浜
絣
の
産
地
と
し
て
発
展
し
て
き
た
︒
鳥
取
市
の
倉
吉
絣
︑

島
根
県
安
来
市
の
広
瀬
絣
と
共
に
山
陰
の
絣
と
し
て
現
代
に
伝

わ
っ
て
い
る
︒

弓
浜
絣
は
︑
昭
和
五
〇
︵
一
九
七
五
︶
年
に
国
の
伝
統
的
工
芸

品
に
︑
昭
和
五
十
三
︵
一
九
七
八
︶
年
に
鳥
取
県
指
定
無
形
文
化

財
に
指
定
さ
れ
た
︒3

❖

ま
た
︑
嶋
田
悦
子
氏
が
平
成
十
七
︵
二
〇
〇

五
︶
年
に
絣
の
鳥
取
県
指
定
無
形
文
化
財
保
持
者
に
認
定
さ
れ
て

い
る
︒

弓
浜
絣
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
︑
弓
ヶ
浜
の
土
地
で
綿
花
栽
培

か
ら
製
織
ま
で
一
貫
生
産
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
完
全
に
工
業
化
せ
ず
に
家
内
生
産
が
続
け
ら
れ
た
こ
と
で

技
術
が
継
承
さ
れ
て
き
た
︒

伯
州
綿

伯
州
綿
は
︑
繊
維
が
短
く
・
太
く
︑
弾
力
性
や
白
色
度
が
高
い
︒

ま
た
︑
白
い
綿
だ
け
で
な
く
茶
綿
も
栽
培
さ
れ
て
い
る
︒

そ
の
産
地
で
あ
る
弓
ヶ
浜
の
土
壌
は
︑
砂
が
堆
積
し
て
で
き
た

砂
州
で
︑
綿
花
栽
培
に
は
最
適
な
土
壌
で
あ
っ
た
こ
と
や
︑
鳥
取

藩
が
栽
培
を
推
奨
し
た
こ
と
も
あ
り
︑
綿
花
栽
培
は
飛
躍
的
に
発

展
し
た
︒

こ
の
地
で
生
産
さ
れ
た
綿
花
は
伯
耆
︵
伯
州
︶
の
国
の
綿
=
伯

州
綿
と
し
て
境
港
か
ら
北
前
船
で
全
国
に
運
ば
れ
た
︒
綿
花
栽
培

は
明
治
時
代
の
関
税
撤
廃
に
よ
り
外
国
産
綿
花
の
輸
入
が
増
え
た

こ
と
で
︑
徐
々
に
減
少
し
た
︒
し
か
し
︑
伯
州
綿
は
農
家
の
自
家

用
に
栽
培
が
続
け
ら
れ
た
た
め
︑
今
日
ま
で
伯
州
綿
の
種
が
途
絶

え
る
こ
と
な
く
伝
え
ら
れ
た
︒4

❖

こ
の
伯
州
綿
が
︑
弓
浜
絣
の
存
在

を
支
え
て
い
る
︒

二　

弓
浜
絣
の
制
作

弓
浜
絣
の
制
作
工
程
に
つ
い
て
現
地
調
査
を
も
と
に
取
り
組
み

を
紹
介
す
る
︒
現
在
の
弓
浜
絣
の
生
産
方
法
に
は
︑
手
紡
ぎ
手
織

り
を
基
本
と
す
る
昔
な
が
ら
の
方
法
と
︑
紡
績
糸
を
使
用
し
︑
第

弓
浜
絣
の
工
房
調
査 

小
川
智
美　
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小川智美

二
次
世
界
大
戦
後
に
導
入
さ
れ
た
足
踏
み
織
機
を
は
じ
め
と
す
る

量
産
方
法
と
の
二
種
類
が
あ
る
︒
そ
の
工
程
は
以
下
の
よ
う
な
順

を
と
る
︒
一
・
綿
花
栽
培
︑
二
・
ワ
タ
か
ら
糸
を
作
る
︑
糸
の

不
純
物
を
取
り
除
く
︑
三
・
絵
絣
の
図
案
作
成
︑
四
・
種
糸
作

り
︑
五
・
整
経
︑
六
・
絣
括
り
︑
七
・
藍
染
︑
八
・
機
ご
し
ら
え
︑

九
・
製
織
︑
一
〇
・
反
物
の
仕
上
げ
︒
以
上
の
工
程
を
経
て
弓
浜

絣
は
完
成
す
る
︒

二
┃
一 

綿
花
栽
培
・
紡
績

現
在
の
弓
浜
絣
で
用
い
ら
れ
る
木
綿
糸
は
︑
弓
ヶ
浜
以
外
の
産

地
で
栽
培
さ
れ
紡
績
さ
れ
た
糸
と
︑
弓
ヶ
浜
で
生
産
さ
れ
た
伯
州

綿
に
大
別
で
き
る
︒
さ
ら
に
︑
伯
州
綿
の
加
工
に
は
︑
弓
浜
絣
の

生
産
者
が
自
ら
手
紡
ぎ
す
る
も
の
と
︑
平
成
二
〇
︵
二
〇
〇
八
︶

年
以
降
に
公
社
が
生
産
す
る
も
の
と
が
あ
り
︑
特
に
後
者
は
近
年

新
た
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
︒

筆
者
は
伯
州
綿
の
生
産
状
況
を
調
べ
る
た
め
に
︑
綿
花
栽
培
地

に
赴
い
た
︒
境
港
市
農
業
公
社
は
境
港
市
の
余
剰
農
地
の
管
理
を

行
う
組
織
で
︑
境
港
市
の
職
員
が
兼
任
し
て
い
る
︒
境
港
市
産
業

部
農
政
課
の
農
業
振
興
係
長
で
あ
る
三
瀬
健
太
郎
氏
に
ヒ
ヤ
リ
ン

グ
を
行
っ
た
︒

農
業
公
社
は
境
港
市
内
の
余
剰
農
地
の
活
用
と
し
て
︑
平
成

二
〇
︵
二
〇
〇
八
︶
年
か
ら
伯
州
綿
栽
培
の
復
活
に
取
り
組
ん
で

い
る
﹇
図
1
﹈︒
栽
培
は
徐
々
に
面
積
を
増
や
し
︑
現
在
で
は
伯
州

綿
栽
培
専
用
の
約
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
土
地
で
地
元
の
伯
州
綿
栽
培

サ
ポ
ー
タ
ー
な
ど
の
協
力
を
得
て
︑
年
間
五
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の

実
綿
︵
摘
み
取
っ
た
種
の
つ
い
た
ま
ま
の
綿
︶
を
収
穫
す
る
︒
国

内
の
在
来
綿
生
産
の
ト
ッ
プ
栽
培
地
で
あ
る
と
い
う
︒

農
業
公
社
が
栽
培
指
導
︑
肥
料
の
調
達
を
行
い
︑
サ
ポ
ー
タ
ー

が
栽
培
・
収
穫
を
行
う
︒
農
業
公
社
が
一
五
〇
〇
円
／
キ
ロ
グ
ラ

ム
で
実
綿
の
伯
州
綿
を
買
取
る
︒
五
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
綿
か

ら
種
を
取
り
除
く
と
約
一
五
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
原
綿
︵
種
の
な
い

綿
︶
が
得
ら
れ
る
︒
そ
れ
を
大
阪
の
紡
績
会
社
に
依
頼
し
︑
一
〇

番
と
三
〇
番
の
糸
に
紡
績
す
る
︒
弓
浜
絣
の
作
り
手
は
伯
州
綿
を

農
業
公
社
か
ら
購
入
す
る
こ
と
も
で
き
る
︒

ま
た
︑
農
業
公
社
で
は
伯
州
綿
を
材
料
と
す
る
製
品
︵
お
く
る

み
と
膝
掛
け
︶
を
生
産
し
て
い
る
︒
そ
の
製
品
は
境
港
市
の
物
産

店
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
販
売
し
て
い
る
︒
寒
冷
地
の
日
本
海
側

で
育
っ
た
伯
州
綿
は
︑
冬
の
衣
料
材
料
と
し
て
適
し
て
お
り
︑
素

材
の
特
質
を
生
か
し
た
商
品
展
開
が
期
待
さ
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
境
港
市
の
農
業
公
社
は
余
剰
農
地
の
活
用
と
い

う
点
か
ら
伯
州
綿
の
復
活
に
取
り
組
み
︑
成
果
を
上
げ
つ
つ
あ
る
︒

二
┃
二　

種
糸
作
り
・
絣
括
り

弓
浜
絣
の
文
様
は
︑
緯
糸
で
具
体
的
な
文
様
を
表
現
す
る
絵
絣

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
絣
括
り
に
は
二
種
類
の
方
法

が
あ
る
︒
従
来
の
手
で

括
る
﹁
手
括
り
﹂
と
︑

機
械
化
さ
れ
た
﹁
機
械

括
り
﹂
で
あ
る
︒

手
括
り

︵
a
︶
種
糸
作
り

手
括
り
の
場
合
︑
絵

絣
の
絵
柄
を
作
る
た
め

に
︑
ま
ず
種
糸
を
準
備

す
る
︒
種
糸
と
は
︑
一

本
の
糸
に
文
様
を
刷
り

込
ん
だ
も
の
で
︑
括
り

の
ガ
イ
ド
の
役
目
を
担
う
︒

筆
者
は
工
房
ゆ
み
は
ま
の
代
表
の
田
中
博
文
氏
と
嶋
田
悦
子
氏

を
訪
れ
て
調
査
し
た
︒
こ
の
二
者
へ
の
聞
き
取
り
を
も
と
に
︑
種

糸
作
り
と
手
括
り
に
つ
い
て
紹
介
す
る
︒

ま
ず
︑
櫛
状
の
筬
を
木
製
の
台
の
両
脇
に
固
定
し
た
種
糸
台
を

用
意
す
る
︒
種
糸
台
の
幅
は
織
幅
と
同
じ
幅
で
あ
る
︒
筬
羽
に
木

綿
糸
を
掛
け
て
固
定
し
て
︑織
り
あ
が
り
と
同
じ
布
面
を
再
現
す
る
︒

こ
の
種
糸
と
な
る
木
綿
糸
は
作
業
途
中
で
伸
び
な
い
よ
う
に
︑

あ
ら
か
じ
め
糸
に
生
麩
糊
を
つ
け
︑
糸
が
縮
ま
な
い
よ
う
テ
ン

シ
ョ
ン
を
掛
け
な
が
ら
乾
燥
さ
せ
た
糸
で
あ
る
︒
種
糸
台
に
張
っ

た
一
本
の
木
綿
糸
に
型
紙
で
一
柄
分
の
絵
柄
を
摺
り
込
む
︒
木
綿

糸
に
点
や
線
の
印
が
付
き
︑
種
糸
が
完
成
す
る
﹇
図
2
﹈︵
以
下
記

載
が
な
け
れ
ば
す
べ
て
︑
撮
影
は
筆
者
︶︒

︵
b
︶
手
括
り

こ
の
弓
浜
絣
の
手
括
り
方
法
は
近
隣
の
島
根
県
・
広
瀬
絣
と
は

異
な
る
形
が
伝
わ
っ
て
い
る
︒5

❖

種
糸
と
括
り
を
施
す
緯
糸
を
整
経
台
に
掛
け
て
︑
必
要
本
数
の

緯
糸
を
準
備
す
る
︒
整
経
台
か
ら
外
し
︑
両
端
に
糸
枠
の
つ
い
た

括
り
台
﹇
図
3
﹈の
左
側
の
枠
に
糸
束
の
端
を
引
っ
掛
け
固
定
し

［図1］農業公社の伯州綿畑　撮影：田中博文
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る
︒
機
に
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
た
経
糸
に
緯
糸
を
通
し
︑
織
り
進

め
る
︒
す
る
と
型
紙
通
り
の
絵
柄
が
現
わ
れ
る
︒

山
陰
で
は
古
く
は
地
機
と
い
う
機
を
使
っ
て
い
た
が
︑
明
治

二
〇
年
ご
ろ
に
高
機
が
導
入
さ
れ
た
︒
そ
し
て
戦
後
は
高
機
よ
り

一
段
と
効
率
の
良
い
足
踏
み
織
機
で
の
生
産
が
行
わ
れ
は
じ
め

た
︒8

❖

現
在
は
工
房
の
規
模
に
応
じ
て
︑
高
機
と
足
踏
み
織
機
の

両
方
が
利
用
さ
れ
て
い
る
︒
本
稿
で
は
︑
足
踏
み
織
機
に
つ
い
て

て
か
ら
巻
き
込
む
︒
も
う
一
方
の
端
を
右
枠
に
掛
け
︑
括
り
や
す

い
よ
う
に
糸
を
張
る
︒
括
り
台
の
前
に
座
り
︑
緯
糸
を
種
糸
の
印

通
り
に
括
り
上
げ
る
︒6

❖

機
械
括
り

現
在
︑
弓
浜
絣
の
機
械
括
り
は
﹁
中
村
括
り
﹂
の
中
村
武
志
氏

と
﹁
織
房
絲
の
文
﹂
の
山
下
智
香
氏
の
二
名
が
行
っ
て
い
る
︒
以

前
は
﹁
村
上
織
物
﹂
の
村
上
勝
芳
氏
が
機
械
括
り
を
一
手
に
引
き

受
け
て
い
た
が
︑
村
上
氏
は
急
逝
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
中
村
氏
は

こ
の
時
︑
後
に
詳
述
す
る
弓
浜
絣
後
継
者
養
成
研
修
を
受
け
て
い

た
が
︑
さ
ら
に
近
隣
の
絣
生
産
地
の
技
術
も
参
考
に
機
械
括
り
を

習
得
さ
れ
︑
今
日
に
至
っ
て
い
る
︒
筆
者
は
こ
の
中
村
氏
の
も
と

を
訪
れ
︑
括
り
の
機
械
を
実
見
し
た
﹇
図
4
﹈︒

機
械
括
り
を
得
意
と
す
る
産
地
の
一
つ
に
久
留
米
絣
が
あ
る
︒

久
留
米
は
規
模
が
大
き
く
︑
一
〇
反
~
二
〇
反
の
注
文
で
な
い
と

採
算
が
合
わ
な
い
た
め
小
ロ
ッ
ト
の
生
産
で
は
コ
ス
ト
が
高
く
な

る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
弓
浜
絣
の
中
村
氏
は
一
~
五
反
単
位
を
一

度
に
括
る
小
ロ
ッ
ト
で
の
機
械
括
り
を
行
い
︑
暖
簾
や
旗
な
ど
一

点
物
の
オ
ー
ダ
ー
や
個
人
作
家
の
細
か
な
需
要
に
対
応
し
て
い
る
︒

機
械
括
り
で
は
︑
絵
紙
と
い
う
絵
絣
と
実
寸
大
の
図
案
を
元
に
︑

機
械
装
置
の
指
示
通
り
に
糸
を
括
っ
て
ゆ
く
︒

絵
紙
を
括
り
機
に
設
置
す
る
と
︑
絵
紙
の
一
部
を
レ
コ
ー
ド
の

針
の
よ
う
な
棒
が
指
す
︒
そ
の
指
し
示
す
一
点
は
緯
糸
を
括
る
と

い
う
印
で
あ
っ
て
︑
括
る
手
加
減
は
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
人
の
感
覚

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
﹇
図
5
﹈︒

機
械
括
り
で
は
手
括
り
に
必
要
な
種
糸
は
な
く
︑
絵
紙
が
そ
の

役
目
を
果
た
し
て
い
る
︒
こ
の
絵
紙
は
繰
り
返
し
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
点
が
種
糸
と
異
な
っ
て
い
る
︒

中
村
氏
へ
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
か
ら
︑
機
械
括
り
は
機
械
で
行
う
も

の
の
全
て
が
自
動
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
手
動
で
行
う

作
業
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
想
像
以
上
に
シ
ン

プ
ル
な
仕
組
み
で
︑
機
械
で
は
あ
る
も
の
の
︑
手
仕
事
の
要
素
が

大
変
多
く
残
さ
れ
て
い
る
︒

二
┃
三　

藍
染

経
糸
と
括
り
終
え
た
緯
糸
は
︑
紺
屋
で
藍
染
さ
れ
る
︒
藍
染
を

専
門
に
行
う
紺
屋
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
︑
弓
ヶ
浜
に
五
〇
軒
ほ

ど
存
在
し
て
い
た
︒7

❖

し
か
し
需
要
が
な
く
な
り
現
在
は
弓
ヶ
浜
に

は
藍
染
の
み
を
行
う
紺
屋
は
な
い
︒

現
在
は
自
家
工
房
に
染
め
場
を
持
つ
と
こ
ろ
は
限
ら
れ
て
お
り
︑

他
府
県
の
紺
屋
に
依
頼
す
る
と
こ
ろ
が
大
半
で
あ
る
︒

二
┃
四　

製
織
工
程

染
色
後
は
︑
括
り
を
解
き
︑
緯
糸
を
木
枠
に
巻
き
取
る
︒
木
枠

か
ら
小
管
に
巻
き
取
り
︑
杼
に
取
り
付
け
︑
織
り
の
準
備
を
整
え

［図2］手前から種糸・型紙・括った緯糸
撮影場所・工房ゆみはま

［図3］絣の括り台（括るときはテンションを掛ける）
撮影場所・工房ゆみはま

［図4］中村括りの中村武志氏
撮影場所・鳥取弓浜絣 中村括り
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概
説
す
る
︒

弓
浜
絣
の
足
踏
み
織
機

足
踏
み
織
機
は
踏
み
木
を
踏
ん
で
歯
車
を
動
か
す
と
︑
経
糸
を

上
下
に
開
口
さ
せ
︑
杼
を
飛
ば
し
緯
糸
を
入
れ
︑
筬
打
ち
を
す
る
︒

こ
の
三
つ
の
運
動
が
連
動
し
て
行
わ
れ
る
装
置
が
つ
い
た
織
機
で
︑

明
治
期
に
開
発
さ
れ
た
︒9

❖

手
織
機
か
ら
動
力
織
機
に
移
行
す
る

過
渡
的
な
織
機
で
あ
る
が
︑
動
力
織
機
が
登
場
し
て
か
ら
も
改
良

を
加
え
つ
つ
各
地
で
生
産
さ
れ
た
︒
電
力
を
必
要
と
せ
ず
︑
小
規

模
な
産
地
で
は
導
入
し
や
す
い
︒

弓
ヶ
浜
で
は
こ
の
明
治
期
に
発
明
さ
れ
た
足
踏
み
織
機
が
現
役

で
活
躍
し
て
い
る
﹇
図
6
﹈︒
こ
の
足
踏
み
織
機
は
織
り
手
の
手

で
杼
を
通
す
高
機
と
異
な
り
︑
踏
み
木
を
踏
む
だ
け
で
一
連
の
運

動
が
行
わ
れ
る
た
め
両
手
が
解
放
さ
れ
る
︒
絵
絣
は
文
様
が
ず
れ

て
い
な
い
か
緯
糸
一
本
一
本
を
確
認
し
な
が
ら
織
り
進
め
る
必
要

が
あ
る
︒
つ
ま
り
両
手
を
使
っ
て
絵
絣
の
柄
を
合
わ
せ
る
こ
と
に

集
中
で
き
る
た
め
︑
足
踏
み
織
機
は
ズ
レ
の
少
な
い
絵
絣
を
生
産

す
る
の
に
相
性
が

良
い
︒

以
上
見
て
き
た

よ
う
に
︑
弓
浜
絣

に
は
伝
統
的
な
手

紡
ぎ
糸
を
用
い
た

高
機
に
よ
る
手
織

り
と
︑
紡
績
糸
の

足
踏
み
織
機
で
の

生
産
と
が
共
存
し

て
い
る
︒
手
紡
ぎ

小川智美

手
織
り
の
弓
浜
絣
が
ど
の
よ
う
に
現
代
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の

か
︑
鳥
取
県
指
定
の
無
形
文
化
財
保
持
者
・
嶋
田
悦
子
氏
を
軸
に
︑

弓
浜
絣
の
伝
承
・
普
及
活
動
を
見
て
ゆ
き
た
い
︒

三　

伝
承
・
普
及
活
動
の
現
状

三
┃
一　

嶋
田
悦
子
氏

鳥
取
県
指
定
の
無
形
文
化
財
保
持
者
で
あ
る
嶋
田
悦
子
氏
は
︑

令
和
二
︵
二
〇
二
〇
︶
年
に
九
十
一
歳
を
迎
え
た
が
︑
工
房
ゆ
み

は
ま
に
て
弓
浜
絣
の
制
作
を
続
け
て
い
る
︵
悦
子
氏
に
関
し
て
は

﹇
表
１10

❖

﹈
を
参
照
︶︒
筆
者
は
境
港
市
に
あ
る
悦
子
氏
の
工
房
に
伺

い
︑
悦
子
氏
と
弓
浜
絣
の
歩
み
に
関
し
て
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
行
っ
た

﹇
図
7
﹈︒

悦
子
氏
は
昭
和
四
︵
一
九
二
九
︶
年
に
境
港
市
の
稲
岡
呉
服
店

の
娘
と
し
て
生
ま
れ
た
︒
昭
和
二
十
八
︵
一
九
五
三
︶
年
に
︑
同

じ
境
港
市
出
身
の
嶋
田
太
平
氏
と
結
婚
後
︑
東
京
へ
上
京
し
た
︒

太
平
氏
は
民
藝
品
を
扱
う
諸
国
民
藝
銀
座
た
く
み
に
就
職
し
た
︒

悦
子
氏
は
東
京
の
街
頭
で
手
機
の
実
演
を
見
て
︑
自
分
で
布
を
織

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
興
味
を
持
ち
始
め
た
︒
ま
た
︑
日
本
民

藝
館
で
開
催
さ
れ
た
絣
研
究
家
・
村
穂
久
美
雄
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

弓
浜
絣
展
を
見
て
︑
地
元
に
こ
ん
な
織
物
が
あ
っ
た
こ
と
を
改
め

て
認
識
し
た
と
い
う
︒
自
ら
織
物
を
織
り
た
い
と
︑
夫
の
仕
事
上

で
交
流
の
あ
っ
た
柳
悦
博
氏
に
相
談
し
︑
悦
博
氏
の
工
房
に
二
年

ほ
ど
通
い
機
織
り
を
学
ん
だ
︒

昭
和
中
期
は
手
仕
事
か
ら
工
業
化
に
移
り
変
わ
っ
た
時
代
で

あ
っ
た
︒
弓
ヶ
浜
で
は
足
踏
み
織
機
を
導
入
し
︑
化
学
藍
・
紡
績

糸
の
弓
浜
絣
の
生
産
が
進
ん
だ
︒
稲
岡
呉
服
店
で
も
手
紡
ぎ
糸
か

ら
紡
績
糸
に
変
わ
り
化
学
藍
を
利
用
し
て
弓
浜
絣
を
作
っ
て
い
た
︒

そ
の
一
方
で
︑
従
来
の
手
紡
ぎ
手
織
り
の
弓
浜
絣
の
生
産
に
力
を

入
れ
る
動
き
も
あ
っ
た
︒11

❖

呉
服
店
を
運
営
し
て
い
た
悦
子
氏
の
母
・
文
子
氏
も
地
元
の

人
々
が
生
産
し
た
弓
浜
絣
の
販
売
に
協
力
し
た
︒
完
成
し
た
手
紡

ぎ
手
織
り
の
弓
浜
絣
を
白
洲
正
子
の
東
京
の
工
芸
品
店
こ
う
げ
い

に
卸
す
こ
と
も
行
な
っ
て
い
た
︒

嶋
田
夫
妻
は
東
京
の
地
で
民
藝
に
触
れ
︑
地
元
の
弓
浜
絣
に
関

心
を
深
め
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
そ
し
て
地
元
の
手
紡
ぎ
手
織
り
の

弓
浜
絣
の
生
産
者
が
高
齢
化
し
て
い
る
状
況
か
ら
︑
技
術
が
途
絶

え
る
こ
と
を
危
惧
し
︑
復
興
の
た
め
に
悦
子
氏
の
実
家
の
あ
る
境

港
市
に
帰
郷
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
︒

［図5］中村括りが使用している括り機。絵紙と括る位置を
示す鉄製の棒がある。右下から左側に向かって緯糸が設置
され、写真中央部分の装置で糸が括られる。
撮影場所・鳥取弓浜絣 中村括り

［図6］村上織物の職人と足踏み織機
撮影場所・村上織物
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従
来
の
手
紡
ぎ
︑
手
括
り
︑
手
織
り
の
技
術
が
無
く
な
っ
て
し
ま

う
危
機
感
か
ら
復
興
に
努
め
た
嶋
田
夫
妻
の
活
動
は
︑
現
在
の
弓

浜
絣
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
︒

ま
た
︑
悦
子
氏
は
﹁
工
房
ゆ
み
は
ま
﹂
に
て
︑
手
紡
ぎ
手
織
り

の
技
術
を
学
ぼ
う
と
す
る
個
人
を
受
け
入
れ
︑
数
人
の
ス
タ
ッ
フ

と
と
も
に
制
作
を
続
け
た
︒
伝
統
的
技
法
を
復
興
さ
せ
た
悦
子
氏

の
功
績
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
︒

三
┃
二　

鳥
取
県
と
米
子
市
・
境
港
市
の
弓
浜
絣
後
継
者
養
成
研
修

弓
ヶ
浜
で
は
︑
悦
子
氏
の
よ
う
な
個
人
の
み
な
ら
ず
︑
公
的
機

関
も
後
継
者
の
育
成
に
力
を
入
れ
て
い
る
︒
弓
浜
絣
振
興
の
一
環

と
し
て
︑
鳥
取
県
と
米
子
市
・
境
港
市
の
支
援
を
受
け
て
︑
鳥
取

県
弓
浜
絣
協
同
組
合
に
よ
る
弓
浜
絣
後
継
者
養
成
研
修
が
平
成

十
九
~
二
十
五
︵
二
〇
〇
七
~
二
〇
一
三
︶
年
に
計
二
回
行
わ
れ

た
︒13

❖

鳥
取
県
弓
浜
絣
協
同
組
合
の
事
業
者
が
四
名
ま
で
減
り
危

機
的
状
況
に
な
っ
た
時
期
に
︑
弓
浜
が
す
り
伝
承
館
に
て
三
年
間

の
弓
浜
絣
後
継
者
養
成
研
修
が
行
わ
れ
︑
六
人
の
後
継
者
が
育
っ

た
︒
こ
の
六
人
が
現
在
個
人
で
活
動
し
て
い
る
若
い
世
代
で
あ
る
︒

養
成
事
業
の
指
導
者
と
し
て
︑
工
房
ゆ
み
は
ま
の
嶋
田
悦
子
氏
や

昭
和
四
十
四
︵
一
九
六
九
︶
年
︑
境
港
市
に
戻
っ
た
嶋
田
夫
妻

は
絣
工
房
を
開
い
た
︒12

❖

弓
浜
絣
の
原
点
に
復
帰
し
よ
う
と
従
来

の
生
産
技
術
を
地
元
の
老
人
か
ら
学
び
︑
自
分
た
ち
で
可
能
な
範

囲
で
の
仕
事
を
は
じ
め
た
︒

太
平
氏
が
絵
絣
の
図
案
を
作
り
︑
悦
子
氏
が
織
り
を
担
当
し
た
︒

昭
和
五
十
四
︵
一
九
七
九
︶
年
に
太
平
氏
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
は

悦
子
氏
が
工
房
を
引
き
継
い
で
代
表
と
な
り
︑
数
人
の
ス
タ
ッ
フ

と
共
に
生
産
を
続
け
た
︒
夫
妻
の
娘
婿
に
あ
た
る
田
中
博
文
氏
は

教
師
を
十
四
年
間
勤
め
た
後
︑
妻
か
ら
工
房
を
手
伝
っ
て
み
た
ら

ど
う
か
と
提
案
が
あ

り
︑
三
十
七
歳
か
ら
生

産
に
携
わ
る
︒
そ
れ
以

降
︑
藍
染
は
田
中
氏
が

担
当
し
て
お
り
︑
平
成

十
九
︵
二
〇
〇
七
︶
年

か
ら
は
﹁
工
房
ゆ
み
は

ま
﹂
の
代
表
を
務
め
る
︒

紡
績
糸
や
化
学
藍
を

使
用
す
る
こ
と
が
主
流

に
な
り
つ
つ
あ
る
中
で
︑

小川智美

人
々
が
参
加
し
︑
約
五
〇
人
が
登
録
し
て
い
る
︒

令
和
二
年
一
月
二
十
九
日
か
ら
二
月
四
日
ま
で
米
子
高
島
屋
に

て
弓
浜
絣
保
存
会
に
よ
る
﹁
弓
浜
絣
の
歴
史
展
﹂
が
開
催
さ
れ
た
︒

ま
た
年
に
数
回
︑
小
中
学
校
へ
の
体
験
授
業
の
開
催
や
公
民
館
で

講
習
会
を
開
く
な
ど
︑
一
般
へ
の
普
及
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
︒

保
存
会
は
生
産
者
に
限
ら
ず
︑
興
味
の
あ
る
人
な
ら
誰
で
も
参
加

で
き
る
︒
積
極
的
に
弓
浜
絣
に
つ
い
て
勉
強
会
を
開
く
な
ど
︑
新

た
な
動
き
が
み
ら
れ
︑
こ
れ
か
ら
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
︒

三
┃
四　

生
産
状
況
の
例

昭
和
時
代
か
ら
地
域
産
業
と
し
て
弓
浜
絣
を
生
産
し
て
き
た
生

産
者
と
︑
研
修
制
度
を
受
け
て
新
し
く
展
開
を
見
せ
る
生
産
者
を

一
名
ず
つ
紹
介
し
た
い
︒
ま
た
︑
伝
承
活
動
を
行
う
例
と
し
て
愛

好
会
の
活
動
に
も
目
を
向
け
る
︒

ご
と
う
絣
店

筆
者
は
弓
浜
絣
保
存
会
会
長
の
後
藤
和
文
氏
の
自
宅
店
舗
と
弓

浜
絣
工
房
を
訪
れ
︑
後
藤
氏
に
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
行
な
っ
た
﹇
図
8
﹈︒

ご
と
う
絣
店
は
︑
阪
急
の
呉
服
部
に
勤
め
て
い
た
後
藤
氏
の
父

村
上
絣
織
物
の
村
上
勝
芳
氏
を
は
じ
め
と
し
た
組
合
員
が
指
導
を

行
な
っ
た
︒
本
来
の
弓
浜
絣
の
基
本
と
な
る
手
紡
ぎ
︑
手
織
技
法

と
︑
量
産
方
法
と
を
習
得
し
︑
生
産
者
と
し
て
独
立
で
き
る
よ
う

に
支
援
し
た
︒
量
産
方
法
だ
け
で
は
な
く
︑
本
来
の
手
紡
ぎ
手
織

り
の
方
法
も
伝
え
る
こ
と
で
︑
弓
浜
絣
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を

確
実
に
後
世
に
引
き
継
ぐ
試
み
が
行
わ
れ
た
︒

三
┃
三　

鳥
取
県
弓
浜
絣
協
同
組
合
と
弓
浜
絣
保
存
会

弓
浜
絣
に
は
︑
生
産
者
の
協
同
組
合
が
あ
る
︒
令
和
二

︵
二
〇
二
〇
︶
年
当
時
︑
組
合
に
所
属
し
て
い
る
工
房
は
五
名
で
︑

そ
の
う
ち
三
名
は
個
人
で
活
動
す
る
若
い
世
代
で
あ
る
︒
協
同
組

合
に
所
属
し
て
い
な
い
生
産
者
も
多
く
︑
弓
浜
絣
生
産
者
数
の
把

握
は
今
後
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
︒

組
合
と
は
別
組
織
と
し
て
弓
浜
絣
保
存
会
が
あ
る
︒
昭
和

五
十
三
︵
一
九
七
八
︶
年
に
鳥
取
県
指
定
無
形
文
化
財
に
指
定
さ

れ
た
絣
を
振
興
す
る
目
的
で
発
足
し
た
が
︑
具
体
的
な
活
動
は
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
︒
数
年
前
に
鳥
取
県
が
活
動
状
況

を
確
認
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
再
編
成
さ
れ
︑
現
在
は
米
子
市
︑

境
港
市
の
弓
浜
絣
生
産
関
係
者
︑
愛
好
者
や
近
隣
地
域
か
ら
も

［図7］田中博文氏と嶋田悦子氏
撮影場所・工房ゆみはま
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は
販
売
し
な
か
っ
た
︒

ま
た
︑
後
藤
氏
は
絣
の
価
格
に
つ
い
て
も
︑
氏
な
ら
で
は
の
考

え
を
有
し
て
い
る
︒
手
織
は
制
作
時
間
が
多
く
か
か
っ
て
お
り
足

踏
み
織
機
の
商
品
よ
り
商
品
価
値
が
高
い
と
い
う
よ
う
な
考
え
で

は
な
く
︑
弓
浜
絣
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
の
価
値
を
重
視
し
て

お
り
︑
手
織
と
足
踏
み
織
機
で
商
品
価
格
に
差
は
つ
け
な
い
と

い
う
︒

後
藤
氏
は
全
国
各
地
の
百
貨
店
で
の
催
事
に
お
い
て
︑
弓
浜
絣

を
販
売
し
て
い
る
が
︑
令
和
二
年
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
の
拡

大
に
よ
り
︑
四
月
か
ら
八
月
中
旬
ま
で
催
事
が
全
て
中
止
に
な
り
︑

販
売
手
段
が
失
わ
れ
大
打
撃
を
受
け
た
︒

コ
ロ
ナ
禍
以
前
は
︑
境
港
市
に
は
海
外
か
ら
旅
客
船
が
到
着
し
︑

大
通
り
の
道
に
は
観
光
バ
ス
が
何
台
も
連
な
っ
て
い
た
と
聞
く
が
︑

筆
者
が
訪
問
し
た
際
に
は
国
内
の
旅
行
者
が
ま
ば
ら
に
観
光
し
て

い
る
印
象
で
︑
境
港
市
全
体
で
も
経
済
的
打
撃
を
受
け
て
い
る
厳

し
い
状
況
が
伺
わ
れ
た
︒

弓
浜
絣
工
房
Ｂ 

佛
坂
香
奈
子
氏
は
中
村
括
り
の
中
村
武
志
氏
と
同
様
に
︑
弓

浜
絣
後
継
者
養
成
研
修
に
参
加
し
技
術
を
習
得
し
た
一
人
で
あ

が
昭
和
二
十
六
︵
一
九
五
一
︶
年
に
創
業
し
た
︒
一
時
期
は
米
子

の
商
店
街
ア
ー
ケ
ー
ド
内
に
三
店
舗
を
構
え
︑
弓
浜
絣
の
他
に
久

留
米
絣
も
取
り
扱
っ
て
い
た
と
い
う
︒
後
藤
氏
は
会
社
勤
め
の
後
︑

昭
和
五
十
六
︵
一
九
八
一
︶
年
ご
ろ
か
ら
父
の
仕
事
を
手
伝
い
始

め
︑
父
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
代
表
を
務
め
て
い
る
︒
現
在
︑
年
間

二
〇
~
三
〇
反
生
産
し
︑
工
房
で
は
職
人
一
人
と
後
藤
氏
の
姪
が

仕
事
を
し
て
い
る
︒

第
二
次
世
界
大
戦
後
︑
安
い
賃
金
で
生
産
し
よ
う
と
広
島
県
福

山
か
ら
備
後
絣
生
産
者
が
足
踏
み
織
機
の
工
房
を
米
子
市
に
構
え
︑

足
踏
み
織
機
と
︑
出
機14

❖

を
活
用
し
弓
浜
絣
を
生
産
し
た
が
︑
そ
の

後
廃
業
し
た
︒

後
藤
氏
の
父
は
そ
の
廃
業
し
た
業
者
か
ら
足
踏
み
織
機
を
引
き

継
い
だ
と
い
う
﹇
図
9
﹈︒
足
踏
み
織
機
で
の
生
産
は
手
機
よ
り
も

効
率
が
良
く
︑
質
よ
り
も
生
産
量
を
求
め
ら
れ
た
時
代
に
合
っ
て

い
た
︒
昭
和
四
〇
~
五
〇
年
以
降
︑
消
費
者
の
生
活
に
余
裕
が
で

き
て
か
ら
は
製
品
の
質
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
手
機
で
の

生
産
に
も
目
を
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
弓
浜
で
は
絣
の
他

に
紬
も
作
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
頃
︑
弓
浜
の
紬
や
ウ
ー
ル
の
絣
も

よ
く
売
れ
た
と
い
う
︒
後
藤
氏
は
紬
を
試
作
し
て
み
た
が
︑
丈
夫

で
使
い
込
む
ほ
ど
に
し
な
や
か
に
な
る
絣
へ
の
想
い
が
強
く
︑
紬

小川智美

弓
浜
絣
の
文
様
だ
け
で
は
な
く
︑

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
図
案
を
考
案
し

現
代
的
な
モ
チ
ー
フ
を
取
り
入

れ
た
絣
も
生
産
し
て
い
る
︒
佛

坂
氏
は
綿
花
栽
培
か
ら
製
織
ま

で
︑
専
門
的
知
識
の
必
要
な
藍

染
以
外
の
工
程
を
一
貫
し
て
行

う
従
来
の
手
紡
ぎ
手
織
り
の
弓

浜
絣
の
制
作
に
取
り
組
ん
で
い

る
︒
今
後
︑
現
代
的
感
覚
を
取

り
入
れ
た
弓
浜
絣
の
展
開
が
期
待
さ
れ
る
︒

手
織
工
房
﹁
藍
慈
彩
﹂︵
弓
浜
絣
愛
好
会
︶

弓
浜
絣
を
一
般
に
広
め
る
場
で
あ
る
弓
浜
が
す
り
伝
承
館
は
︑

弓
浜
絣
協
同
組
合
に
よ
っ
て
平
成
三
〇
︵
二
〇
一
八
︶
年
三
月
ま

で
運
営
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
後
︑
一
度
県
に
返
還
さ
れ
︑
現
在
は

弓
浜
絣
保
存
会
が
管
理
し
て
い
る
︒
こ
の
伝
承
館
は
令
和
二
年
七

月
か
ら
︑
保
存
会
の
会
員
で
構
成
さ
れ
る
弓
浜
絣
愛
好
会
の
手
織

工
房
﹁
藍
慈
彩
﹂
が
活
動
拠
点
と
し
て
利
用
し
て
い
る
︒15

❖

ま
た
︑

弓
浜
絣
工
房
Ｂ
の
佛
坂
香
奈
子
氏
が
週
に
一
回
︑
機
織
り
指
導
の

る
︒
信
州
大
学
卒
業
後
︑
文
化
服
装
学
院
服
飾
研
究
科
へ
進

学
︒
卒
業
を
待
た
ず
に
研
修
に
参
加
す
る
た
め
に
帰
郷
し
︑
平

成
二
十
二
︵
二
〇
一
〇
︶
年
研
修
終
了
後
に
独
立
し
た
︒
平
成

二
十
四
︵
二
〇
一
二
︶
年
に
境
港
市
に
工
房
﹁
弓
浜
絣
工
房
Ｂ
﹂

を
開
設
し
た
﹇
図
10
・
11
﹈︒

工
房
に
隣
接
す
る
畑
で
伯
州
綿
の
栽
培
も
行
い
︑
年
間
五
~
七

キ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
綿
を
収
穫
し
自
身
の
製
品
に
利
用
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
反
物
に
換
算
す
る
と
年
間
三
反
ほ
ど
の
長
さ
の
弓
浜
絣
を

生
産
し
︑
カ
バ
ン
や
眼
鏡
ケ
ー
ス
な
ど
の
小
物
や
洋
服
の
縫
製
︑

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
の
販
売
ま
で
全
て
を
一
人
で
行
う
︒
伝
統
的
な

［図8］ごとう絣店外観
撮影：足立直美

［図9］ごとう絣店の職人と足踏み織機
撮影場所・ごとう絣店、撮影：足立直美
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た
め
の
弓
浜
絣
教
室
を
開
催
し
て
い
る
︒

筆
者
は
手
織
工
房
﹁
藍
慈
彩
﹂
の
活
動
日
に
現
地
に
赴
い
た
︒

一
〇
人
ほ
ど
が
高
機
に
向
か
い
︑
弓
浜
紬
や
裂
織
り
な
ど
各
自
の

作
品
を
製
織
し
て
い
た
︒
現
在
は
代
表
の
大
西
勝
代
氏
を
は
じ
め
︑

二
十
五
人
が
活
動
し
て
い
る
︒

大
西
氏
は
嶋
田
悦
子
氏
の
工
房
ゆ
み
は
ま
で
︑
織
り
手
と
し
て

六
年
間
勤
め
た
後
︑
仕
事
と
は
別
に
︑
昭
和
五
十
六
︵
一
九
八
一
︶

年
か
ら
三
年
ほ
ど
か
け
て
悦
子
氏
よ
り
弓
浜
絣
を
基
礎
か
ら
学
ん

だ
︒
平
成
二
十
二
︵
二
〇
一
〇
︶
年
か
ら
︑
鳥
取
県
の
事
業
を
利

用
し
て
︑
女
性
の
活
躍
の
場
と
し
て
の
機
織
り

再
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
始
め
た
︒
最
初
の
活
動

拠
点
は
旧
境
港
市
水
産
高
等
学
校
の
実
習
棟

だ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
民
家
を
借
用
し
て
活
動
し

た
︒
そ
し
て
令
和
二
年
七
月
か
ら
伝
承
館
に
活

動
拠
点
を
移
し
た
︒

見
学
時
に
紬
糸
を
用
い
た
絣
を
織
っ
て
い
る

メ
ン
バ
ー
が
い
た
﹇
図
13
﹈︒
弓
ヶ
浜
で
は
紬
糸

を
用
い
た
絣
は
︑
数
年
前
ま
で
主
に
村
上
織
物

で
生
産
さ
れ
て
い
た
と
い
う
︒
手
織
工
房
﹁
藍

慈
彩
﹂
は
村
上
織
物
か
ら
紬
の
絣
糸
と
絹
の
経

糸
の
提
供
を
受
け
て
い
る
︒
生
産
が
終
了
し
た
残
糸
が
愛
好
会
に

よ
っ
て
活
用
さ
れ
て
お
り
︑
社
会
の
中
で
の
循
環
が
少
し
ず
つ
形

成
さ
れ
つ
つ
あ
る
︒

四　

ま
と
め 

弓
浜
絣
は
昭
和
時
代
の
復
興
運
動
の
も
と
︑
手
紡
ぎ
手
織
り
の

製
品
と
︑
紡
績
糸
の
足
踏
み
織
機
の
製
品
と
が
︑
共
に
共
存
し
今

小川智美

日
ま
で
生
産
が
続
け
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
近
年
︑
弓
浜
絣
協
同

組
合
の
業
者
の
廃
業
が
続
き
︑
組
合
員
が
減
少
し
た
︒
こ
の
よ
う

な
危
機
的
状
況
の
中
︑
平
成
二
〇
︵
二
〇
〇
八
︶
年
か
ら
新
た
に

二
つ
の
取
り
組
み
が
行
わ
れ
生
産
継
続
の
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い

る
︒一

つ
目
は
弓
浜
絣
後
継
者
養
成
研
修
で
︑
弓
浜
絣
の
技
術
を
次

世
代
に
繋
げ
る
試
み
が
行
わ
れ
た
︒
伝
統
を
継
承
し
な
が
ら
現
代

的
感
覚
を
取
り
入
れ
た
︑
若
手
に
よ
る
弓
浜
絣
の
生
産
に
期
待
が

寄
せ
ら
れ
て
い
る
︒

二
つ
目
は
弓
ヶ
浜
に
伝
わ
る
﹁
伯
州
綿
﹂
に
注
目
し
︑
綿
花
栽

培
を
始
め
た
農
業
公
社
で
あ
る
︒
栽
培
か
ら
紡
績
加
工
ま
で
行
い
︑

製
品
化
へ
の
道
を
作
っ
た
︒

社
会
的
活
動
と
し
て
は
︑
弓
浜
絣
保
存
会
や
伯
州
綿
栽
培
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
活
動
が
地
道
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
印
象

に
残
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
活
動
は
今
ま
で
あ
ま
り
注
意
を
払
わ
れ

な
か
っ
た
が
︑
産
地
を
支
え
る
活
動
と
し
て
の
み
な
ら
ず
︑
広
い

意
味
で
の
地
域
文
化
の
形
成
と
い
う
点
に
お
い
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な

可
能
性
の
芽
を
孕
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
︒

こ
の
よ
う
に
︑
弓
ヶ
浜
に
お
い
て
は
︑
絣
を
ど
の
よ
う
に
後
世

に
引
き
継
い
で
い
く
の
か
︑
ど
の
よ
う
に
生
産
し
て
い
く
の
か

日
々
模
索
が
続
け
ら
れ
て
い
る
︒

五　

終
わ
り
に

―
弓
浜
絣
の
こ
れ
か
ら
の
可
能
性

弓
浜
絣
を
考
え
る
時
に
︑
注
目
し
た
の
が
環
境
問
題
を

抱
え
る
現
代
社
会
に
お
け
る
生
産
と
︑
情
報
化
社
会
に
お

け
る
物
販
に
つ
い
て
で
あ
る
︒

現
代
の
生
活
は
︑
環
境
破
壊
や
温
暖
化
な
ど
地
球
に
対

し
て
無
理
の
あ
る
生
産
体
制
が
続
け
ら
れ
て
い
る
︒
弓
浜

絣
の
生
産
は
︑
弓
ヶ
浜
地
域
を
中
心
に
︑
綿
の
栽
培
か
ら

［図10］弓浜絣工房B　佛坂香奈子氏
撮影場所・弓浜絣工房B

［図12］弓浜がすり伝承館

［図11］佛坂氏の制作した商品
撮影場所・弓浜絣工房B

［図13］藍慈彩の会メンバーが織る弓浜紬
撮影場所・弓浜がすり伝承館
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布
に
織
り
上
げ
︑
身
に
つ
け
る
こ
と
ま
で
の
習
慣
が
途
切
れ
る
こ

と
な
く
続
い
て
き
た
︒
弓
浜
絣
と
は
生
活
と
共
に
あ
る
身
近
な
存

在
で
あ
る
︒
環
境
に
も
負
担
の
少
な
い
生
産
を
続
け
ら
れ
る
こ
と

は
︑
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
必
要
な
要
素
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

次
に
情
報
と
販
売
に
関
し
て
︑
私
た
ち
は
普
段
も
の
を
購
入
す

る
際
に
︑
も
の
そ
れ
自
体
の
ク
オ
リ
テ
ィ
よ
り
も
︑
ブ
ラ
ン
ド
イ

メ
ー
ジ
を
基
準
に
考
え
る
こ
と
が
あ
る
︒
実
際
に
使
っ
て
み
な
い

と
︑
も
の
の
良
さ
が
分
か
ら
な
い
場
合
︑
そ
の
ブ
ラ
ン
ド
の
持
つ

世
界
観
が
自
分
と
共
鳴
で
き
る
か
が
購
入
す
る
際
の
判
断
基
準
と

な
る
︒
自
分
か
ら
検
索
し
て
情
報
収
集
を
行
う
こ
と
が
日
常
に

な
っ
た
現
代
に
お
い
て
︑
い
い
な
と
思
う
ブ
ラ
ン
ド
の
商
品
は
常

に
気
に
な
る
存
在
で
も
あ
る
︒
制
作
者
に
は
︑
受
け
取
り
側
が
常

に
情
報
収
集
し
て
お
き
た
い
と
思
わ
せ
る
発
信
が
求
め
ら
れ
て
い

る
︒特

に
︑
弓
浜
絣
の
よ
う
な
小
規
模
生
産
で
は
︑
久
留
米
絣
の
よ

う
に
全
国
展
開
を
し
て
大
量
に
生
産
す
る
よ
う
な
こ
と
は
向
い
て

い
な
い
︒
小
規
模
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
継
続
的
な
生
産
方
法
を
︑

産
地
全
体
が
考
え
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
︒

例
え
ば
︑
弓
浜
絣
の
特
徴
で
あ
る
絵
絣
は
︑
名
前
の
通
り
絵
を

表
す
こ
と
が
で
き
る
︒
自
由
な
デ
ザ
イ
ン
が
可
能
で
あ
り
︑
無
限

の
表
現
の
可
能
性
が
あ
る
が
︑
伝
統
的
な
弓
浜
絣
の
あ
り
方
に
縛

ら
れ
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
︒
従
来
か
ら
存
在
す
る
文
様

だ
け
で
な
く
︑
現
代
の
生
活
感
覚
に
共
感
で
き
る
︑
新
し
い
弓
浜

絣
ら
し
い
文
様
が
生
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
か
︒

ま
た
︑
生
産
が
小
規
模
で
あ
る
利
点
と
し
て
︑
生
産
者
同
士
の

弓
浜
絣
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
︑
一
貫
性
の
あ
る
広
報
活

動
に
力
を
入
れ
る
こ
と
は
比
較
的
取
り
組
み
や
す
い
︒
さ
ら
に
︑

広
報
活
動
に
お
い
て
︑
イ
ベ
ン
ト
で
の
出
店
や
百
貨
店
で
の
全
国

催
事
が
行
わ
れ
て
き
た
が
︑
よ
り
積
極
的
に
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
し
た
形
で
商
品
価
値
を
周
知
す
る
方
法
も
必
要
だ
と
思
う
︒

も
の
が
あ
り
ふ
れ
た
世
の
中
で
︑
弓
浜
絣
の
新
し
い
デ
ザ
イ
ン

イ
メ
ー
ジ
や
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
な
生
産
体
制
な
ど
の
情
報
を
発
信

す
る
こ
と
に
よ
り
︑
弓
浜
絣
を
知
ら
な
い
消
費
者
に
情
報
を
届
け

る
方
法
を
模
索
し
︑
新
し
い
顧
客
を
確
保
で
き
れ
ば
︑
弓
浜
絣
生

産
の
底
上
げ
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

輸
入
品
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
木
綿
素
材
が
溢
れ
る
中
で
︑
伯

州
綿
と
い
う
在
来
綿
が
あ
る
程
度
の
規
模
の
生
産
を
維
持
し
て
い

る
こ
と
は
︑
大
変
重
要
な
こ
と
で
あ
る
︒

原
材
料
か
ら
製
品
ま
で
を
一
貫
し
て
生
産
で
き
る
も
の
が
国
内

に
ど
れ
ほ
ど
あ
る
か
探
し
て
み
て
欲
し
い
︒
ウ
ク
ラ
イ
ナ
・
ロ
シ

小川智美

ア
情
勢
に
よ
っ
て
︑
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
経
済
に
影
響
が
出
て
い

る
︒
国
内
で
生
産
を
賄
え
る
こ
と
の
大
切
さ
が
身
に
し
み
る
世
の

中
で
あ
る
︒

原
材
料
か
ら
生
産
し
て
い
る
弓
浜
絣
は
︑
現
代
社
会
が
抱
え
る

環
境
︑
情
報
︑
消
費
な
ど
の
諸
問
題
に
対
応
し
た
生
活
ス
タ
イ
ル

を
提
案
で
き
る
力
が
あ
る
と
期
待
し
た
い
︒
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小川智美

注❖
1 

絣
と
は
︑
織
り
糸
に
染
加
工
を
施
し
て
文
様
を

表
す
絣
糸
を
作
り
︑
こ
れ
を
織
っ
て
布
面
に
文
様
を
織

り
出
し
た
織
物
の
総
称
で
あ
る
︵
板
倉 

一
九
七
七
:

二
二
九
︶︒

❖
2 

福
井
︵
二
〇
〇
〇
︶︒

❖
3 

米
子
市
立
山
陰
歴
史
館
︵
二
〇
一
四
:
三
︶︒

❖
4 

森
・
大
道
︵
二
〇
一
九
:
六
四
︶︒

❖
5 

青
戸
︵
一
九
八
五
:
二
一
︶︒
広
瀬
絣
は
種
糸

作
り
の
後
に
型
紙
を
利
用
す
る
︒
種
糸
を
緯
綜
台
︵
よ

こ
へ
だ
い
・
釘
を
両
端
に
打
ち
込
ん
だ
木
枠
︶
に
張
り

巡
ら
せ
︑
種
糸
の
形
通
り
に
渋
紙
に
写
し
と
る
︒
図
案

の
形
を
切
り
︑
型
紙
を
作
る
︒
緯
綜
台
に
整
経
し
た
緯

糸
に
型
紙
か
ら
図
案
を
写
す
︒
弓
浜
絣
と
は
︑
型
紙
が

使
用
さ
れ
る
場
面
が
異
な
る
︒
こ
の
広
瀬
絣
の
緯
綜
台

は
︑
緯
糸
の
整
経
か
ら
図
案
写
し
︑
括
り
ま
で
行
う
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
︒

❖
6 

嶋
田
︵
一
九
八
五
:
二
︶︒

❖
7 

富
山
︵
一
九
六
七
:
二
二
〇
︶︒

❖
8 

注
7
と
同
じ
︒

❖
9 

天
野
︵
一
九
九
九
:
四
︶︒

❖
10 

表
１
は
︑
鳥
取
県
立
博
物
館
︵
二
〇
〇
五
︶
所

収
の
略
歴
を
引
用
し
︑
二
〇
〇
五
年
以
降
に
関
し
て
は

田
中
博
文
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
を
も
と
に
作
成
し
た
︒

❖
11 

﹁
第
二
次
世
界
大
戦
後
︑
県
立
工
業
試
験
場
分

場
の
湊
光
朝
場
長
指
導
の
も
と
に
︑
商
品
と
し
て
の
絣

生
産
が
始
ま
っ
た
︒﹇
境
港
市
の
稲
岡
文
子
と
娘
の
嶋

田
悦
子
︑
米
子
市
の
渡
辺
伊
津
江
︑
同
後
藤
菊
枝
ら
が

指
導
者
と
し
て
﹈
弓
ヶ
浜
地
帯
で
産
出
す
る
伯
州
綿
や

茶
綿
を
原
料
に
︑
土
地
の
老
女
た
ち
に
昔
な
が
ら
の
手

引
き
木
綿
を
作
ら
せ
︑
手
括
り
・
手
織
り
に
よ
る
原
始

的
工
程
の
絵
絣
を
復
元
﹇
し
た
﹈﹂︵
福
井 

二
〇
〇
二
:

六
一
︑﹇  

﹈
内
は
引
用
者
補
足
︶︒

❖
12 

当
初
は
稲
岡
呉
服
店
の
絣
部
と
し
て
工
房
を
開

い
た
︒

❖
13 

平
成
十
九
~
二
十
五
︵
二
〇
〇
七
~
二
〇
一

三
︶
年
に
実
施
さ
れ
た
弓
浜
絣
後
継
者
養
成
研
修
は
︑

鳥
取
県
と
米
子
市
・
境
港
市
の
﹁
弓
浜
絣
産
地
維
持
緊

急
対
策
事
業
﹂
の
助
成
を
得
て
実
施
し
た
︒

❖
14 

織
物
業
者
が
下
職
に
糸
を
供
給
し
て
織
物
を
織

ら
せ
る
こ
と
︒
板
倉
︵
一
九
七
七
:
七
三
三
︶︒

❖
15 

令
和
四
︵
二
〇
二
二
︶
年
一
二
月
に
弓
浜
が
す

り
伝
承
館
は
老
朽
化
の
た
め
︑
閉
鎖
さ
れ
た
︒
そ
の
た

め
手
織
工
房
﹁
藍
慈
彩
﹂
は
境
港
市
の
民
家
に
移
転
し
︑

活
動
を
続
け
て
い
る
︒

嶋田悦子略歴

1929年  鳥取県境港市に生まれる。
1953年   嶋田太平と結婚後東京へ移転。太平は工芸店「諸国民

藝銀座たくみ」で働く。
1956年  民藝運動家・柳宗悦の甥で染織家の柳悦孝、柳悦博兄

弟と出会い師事。
1958年  郷里の「弓浜絣」を復活させるため、太平や母・稲岡

文子とともに精力的に活動。
1959～60年  白洲正子の協力のもと、銀座こうげいの店で「ゆみは

ま絣」として販売が始まる。
1969年  太平とともに境港に帰郷し、稲岡呉服店絣部として工

房を開く。
1977年 独立し、「有限会社ゆみはま」を設立。
1979年 夫・太平死去。
1993年 会社を解散し後進の育成を含めた制作活動に重点を置

く。
2000年  平成12年度伝統的工芸品功労者等中国通商産業局長

表彰を受ける。第13回山陰信販地域文化賞受賞。鳥
取県西部地震により工房損傷、境港市竹内町に工房を
移転。

2003年  ポーラ伝統文化振興財団主催「平成15年度 第23回伝
統文化ポーラ賞」で地域賞受賞。

2005年  鳥取県指定無形文化財「絣」の保持者に認定。
  鳥取県立博物館にて「嶋田悦子・福井貞子　絣表現に

おける伝統と創造」展開催。経済産業大臣表彰（伝統
的工芸品産業功労者等（功労賞））。

2008年 鳥取県文化功労賞知事表彰。
2016年 文部科学大臣表彰（地域文化功労者表彰（文化財保

護））。
2020年 秋の叙勲受賞（旭日双光賞（文化財保護功労））。

［表1］

嶋
田
悦
子
︵
一
九
八
五
︶﹁
絵
絣
の
作
り
方
﹂﹃
月
刊
染
織
α
:
特
集
・
絵

絣
の
基
礎
技
法
﹄︵
五
三
号
︶
二
│
一
七
頁
︒

鳥
取
県
立
博
物
館
︵
二
〇
〇
五
︶﹃
嶋
田
悦
子　

絣
表
現
に
お
け
る
伝
統
と

創
造
﹄
鳥
取
県
立
博
物
館
︒

富
山
弘
基
・
大
野
力
︵
一
九
六
七
︶﹃
日
本
の
伝
統
織
物
﹄
徳
間
出
版
︒

福
井
貞
子
︵
二
〇
〇
〇
︶﹃
も
の
と
人
間
の
文
化
史
九
三 

木
綿
口
伝
﹄
法

参
考
文
献

青
戸
由
美
恵
︵
一
九
八
五
︶﹁
広
瀬
絣
の
絵
絣
技
法
と
絣
糸
の
草
木
染
め
﹂

﹃
月
刊
染
織
α
:
特
集
・
絵
絣
の
基
礎
技
法
﹄︵
五
三
号
︶
二
一
│
二

四
頁
︒

板
倉
寿
郎
ほ
か
監
修
︵
一
九
七
七
︶﹃
原
色
染
織
大
辞
典
﹄
淡
交
社
︒
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政
大
学
出
版
局
︒

│
︵
二
〇
〇
二
︶﹃
も
の
と
人
間
の
文
化
史
一
〇
五 

絣
﹄
法
政
大

学
出
版
局
︒

森
和
彦
・
大
道
幸
祐
ほ
か
︵
二
〇
一
九
︶﹃
地
域
資
源
を
活
か
す 

生
活
工

芸
双
書　

棉
﹄
一
般
社
団
法
人
農
山
漁
村
文
化
協
会
︒

米
子
市
立
山
陰
歴
史
館
︵
二
〇
一
四
︶﹃
絣
~
時
代
と
共
に
~
﹄
米
子
市
立

山
陰
歴
史
館
︒

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

天
野
武
弘
︵
一
九
九
九
︶﹁
操
作
性
と
生
産
性
の
向
上
を
求
め
て
︱
在
来

織
機
改
良
の
あ
ゆ
み
︱
﹂﹃
館
報
﹁
も
の
づ
く
り
﹂
と
﹁
研
究
と
創

造
﹂﹄︵
一
六
号
︶
ト
ヨ
タ
産
業
技
術
記
念
館
︑
四
│
七
頁
︒
二
〇
二

二
年
一
〇
月
一
日
閲
覧
︒https://w
w

w
.tcm

it.org/w
p-content/

uploads/vol.16.pdf

鳥
取
県
行
政
サ
イ
ト
﹁
鳥
取
県
平
成
一
九
年
度
予
算　

弓
浜
絣
産
地
維

持
緊
急
対
策
事
業
﹂︒
二
〇
二
二
年
九
月
二
四
日
閲
覧
︒http://

db.pref.tottori.jp/yosan/shin
19Yosan_K

oukai.nsf/eb380437

6da10afa492574810035af7f/f0c8e3f6779a7c05492574ab00

0a61e7?O
penD

ocum
ent

﹁
と
っ
と
り
文
化
財
ナ
ビ
﹂
鳥
取
県
地
域
づ
く
り
推
進
部
文
化
財
局
文
化

財
課
︒
二
〇
二
二
年
九
月
二
九
日
閲
覧
︒http://db.pref.tottori.

jp/bu
n

kazain
avi.n

sf/n
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【
第
36
回
ア
ー
カ
イ
ブ
研
究
会
】  

８
月
５
日
（
金
）13:

00
〜
（
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
）

西
洋
美
術
史
研
究
と
芸
術
資
源

│
目
録
や
テ
ク
ス
ト
が
伝
え
る
情
報

発
表
者
:

今
井
澄
子︵
大
阪
大
谷
大
学
文
学
部
教
授
︶

大
熊
夏
実︵
京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術
研
究
科
博
士
後
期
課
程
︶

倉
持
充
希︵
神
戸
学
院
大
学
人
文
学
部
講
師
︶

西
嶋
亜
美︵
尾
道
市
立
大
学
芸
術
文
化
学
部
准
教
授
︶

深
谷
訓
子︵
京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術
学
部
准
教
授
︶

芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
は
︑
日
々
生
み
出
さ

れ
る
芸
術
作
品
や
︑
そ
の
周
辺
に
存
在
し
︑
時
と

し
て
作
品
の
成
立
に
関
与
し
う
る
各
種
資
料
︑
ま

た
作
品
が
生
み
出
さ
れ
る
環
境
な
ど
を
広
く
﹁
芸

術
資
源
﹂
と
捉
え
直
し
︑
そ
れ
ら
が
新
た
な
芸
術

創
造
に
活
か
さ
れ
る
た
め
の
諸
条
件
や
あ
り
方

な
ど
を
探
求
し
て
い
る
︒
セ
ン
タ
ー
の
規
模
や
立

地
か
ら
し
て
︑
優
先
的
な
研
究
対
象
と
な
る
の
は

現
在
進
行
形
の
芸
術
実
践
活
動
や
︑
京
都
と
い
う

場
と
関
連
し
た
史
的
資
料
群
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
︒
一
方
で
︑
伝
統
的
な
西
洋
美
術
史
研
究

に
お
い
て
も
︑
狭
い
意
味
で
の
ア
ー
カ
イ
ブ
︑
す

な
わ
ち
古
文
書
記
録
が
史
的
研
究
に
活
用
さ
れ

広
範
に
活
用
さ
れ
て
き
た
﹁
財
産
目
録
﹂
に
関
わ

る
も
の
で
あ
る
︒

ま
ず
大
熊
の
発
表
﹁
財
産
目
録
か
ら
辿
る
テ
ィ

ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
品
の
来
歴
│
展
示
状
況
と
そ
の

変
化
﹂
は
︑
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
・
ヴ
ェ
チ
ェ
ッ
リ

オ
︵
一
四
八
八
／
九
〇
│
一
五
七
六
︶
に
よ
る
︽
キ

リ
ス
ト
の
埋
葬
︾︵
一
五
二
五
年
頃
︶
と
い
う
作
品

を
取
り
上
げ
︑
財
産
目
録
を
手
が
か
り
に
そ
の
展

示
状
況
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
︒
マ
ン

ト
ヴ
ァ
の
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家
か
ら
イ
ギ
リ
ス
王
室

に
渡
り
︑
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
王
室
に
入
っ
た
本
作

の
来
歴
そ
の
も
の
は
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
き

た
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
所
蔵
先
に
お
け
る
展
示
状
況

に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
深
く
追
及
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
検
討
の
過
程
で
︑
大

熊
は
︑
本
作
に
つ
い
て
最
初
の
実
質
的
な
情
報
を

提
供
す
る
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家
の
財
産
目
録
︵
一
六
二

七
︶
の
な
か
に
も
︑
本
作
と
同
定
さ
れ
う
る
記
述

が
二
つ
あ
り
︑
確
実
な
同
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
す
る
︒
仮
に
本
作
が
︑
名
作
が
集
め
ら
れ

た
﹁
閉
ざ
さ
れ
た
開
廊
﹂
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
と

す
る
と
︑
そ
の
作
品
の
扱
い
は
︑
イ
ギ
リ
ス
王
室

に
お
け
る
そ
れ
│
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
品
を
集

め
た
﹁
第
一
の
私
寝
室
﹂
に
お
け
る
特
権
的
扱
い

│
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
も
の
だ
と
言
え
る
が
︑

周
縁
的
な
別
室
で
扉
の
上
に
置
か
れ
て
い
た
﹁
墓

に
下
ろ
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
﹂
が
本
作
だ
と
す
る

と
︑
マ
ン
ト
ヴ
ァ
で
の
軽
視
か
ら
︑
一
転
し
て
イ

ギ
リ
ス
に
お
い
て
重
要
な
作
品
と
し
て
の
扱
い
を

受
け
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
こ
う
し
た
位
置
づ

け
の
変
化
は
︑
ロ
ン
ド
ン
で
本
作
の
対
作
品
と
さ

れ
た
︽
エ
マ
オ
の
晩
餐
︾
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
︒
こ
う
し
た
一
連
の
詳
細
な
検
討
に
よ
り
︑

大
熊
は
財
産
目
録
と
特
定
の
作
品
の
同
定
を
め
ぐ

る
限
界
と
同
時
に
︑
単
な
る
同
定
を
越
え
た
作
品

評
価
の
変
遷
に
繋
が
る
視
点
を
導
き
出
し
て
い
る

︵
本
誌
所
収
の
論
文
を
参
照
︶︒

続
く
深
谷
は
︑
十
七
世
紀
前
半
に
ネ
ー
デ
ル
ラ

ン
ト
総
督
を
務
め
た
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
と
イ
ザ
ベ

ラ
の
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
に

発
表
を
行
い
︑
こ
の
総
督
夫
妻
の
場
合
の
よ
う

に
︑
財
産
目
録
の
情
報
が
単
独
で
は
活
用
し
づ
ら

い
も
の
で
あ
る
│
目
録
の
散
在
と
情
報
量
の
少

な
さ
︑
か
つ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
全
体
の
規
模
の
大
き

さ
に
よ
る
│
場
合
に
︑
財
産
目
録
の
補
強
資
料

と
し
て
参
照
し
う
る
芸
術
資
源
と
し
て
︑
ア
ン
ト

ウ
ェ
ル
ペ
ン
で
展
開
し
た
ギ
ャ
ラ
リ
ー
画
を
取
り

上
げ
た
︒
ギ
ャ
ラ
リ
ー
画
は
︑
実
在
し
た
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
一
部
︑
架
空
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
︑
あ
る

い
は
そ
の
両
者
の
混
合
等
を
室
内
画
と
し
て
描
い

た
も
の
で
︑
十
七
世
紀
初
頭
の
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ

ン
で
隆
盛
を
見
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
︒
初
期
の
著

名
な
ギ
ャ
ラ
リ
ー
画
の
な
か
に
は
︑
当
の
ギ
ャ
ラ

リ
ー
を
訪
問
中
の
総
督
夫
妻
が
描
き
こ
ま
れ
た
も

の
が
散
見
さ
れ
る
ほ
か
︑
地
元
の
画
家
た
ち
が
共

同
制
作
し
た
﹁
五
感
の
寓
意
﹂
の
絵
画
は
︑
総
督

夫
妻
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
ギ
ャ

ラ
リ
ー
画
で
も
あ
っ
た
︒
総
督
夫
妻
は
︑
ギ
ャ
ラ

リ
ー
画
の
成
立
や
流
行
と
極
め
て
近
し
い
と
こ
ろ

に
い
た
の
で
あ
る
︒
反
乱
中
は
敵
視
さ
れ
た
ス
ペ

イ
ン
か
ら
派
遣
さ
れ
︑
難
し
い
立
場
で
統
治
に
当

た
っ
て
い
た
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
と
イ
ザ
ベ
ラ
は
︑
農

民
た
ち
の
集
い
に
列
席
す
る
自
分
た
ち
の
姿
を
ヤ

ン
・
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル︵
父
︶に
描
か
せ
る
な
ど
︑
絵

画
を
通
じ
て
地
元
の
人
々
と
の
宥
和
的
な
イ
メ
ー

ジ
を
打
ち
出
し
て
い
た
が
︑
同
様
の
機
能
は
ギ
ャ

ラ
リ
ー
画
に
も
託
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
︒
ギ
ャ
ラ
リ
ー
画
に
は
︑
君
主
の
美
術
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
新
し
い
可
視
化
手
段
と
い
う
側
面
と
︑

て
き
た
だ
け
で
な
く
︑
ア
ト
リ
エ
に
集
め
ら
れ
た

素
描
や
版
画
︑
あ
る
い
は
よ
り
広
く
︑
先
行
作
例

や
過
去
の
作
家
像
な
ど
を
も
含
む
広
義
の
﹁
芸
術

資
源
﹂
を
作
り
手
が
ど
う
活
用
し
︑
次
の
制
作
・

創
造
に
つ
な
げ
て
い
っ
た
の
か
︑
そ
の
有
り
様
が

常
に
探
求
さ
れ
て
き
た
︒
ま
た
︑
そ
う
し
た
﹁
芸

術
資
源
﹂
か
ら
作
家
や
研
究
者
が
汲
み
取
る
﹁
情

報
﹂
や
﹁
内
容
﹂
も
︑
決
し
て
一
律
に
規
定
さ
れ
る

も
の
で
は
な
い
︒
そ
こ
で
︑
西
洋
美
術
史
研
究
の

な
か
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
︑﹁
芸
術
資
源
﹂
に
ア

プ
ロ
ー
チ
す
る
際
の
方
法
論
や
観
点
を
具
体
的
な

事
例
に
即
し
て
紹
介
し
︑
か
つ
本
セ
ン
タ
ー
の
提

唱
す
る
芸
術
資
源
の
新
た
な
捉
え
方
を
西
洋
美
術

史
研
究
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑
言
い

換
え
れ
ば
︑
双
方
の
活
動
を
照
ら
し
合
い
︑
益
し

合
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
い
う
意
図
か
ら
︑
こ
の

度
︑﹁
西
洋
美
術
史
研
究
と
芸
術
資
源
│
目
録

や
テ
ク
ス
ト
が
伝
え
る
情
報
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
で

研
究
会
を
企
画
し
た
︒

芸
術
資
源
に
は
︑
上
述
の
通
り
︑
様
々
な
も
の

が
あ
り
う
る
︒
今
回
は
︑
多
様
性
と
一
定
の
ま
と

ま
り
の
双
方
を
両
立
さ
せ
る
た
め
︑
あ
え
て
﹁
文

字
資
料
﹂
と
し
て
の
芸
術
資
源
と
い
う
縛
り
を
加

え
て
︑
五
件
の
発
表
か
ら
な
る
研
究
会
と
し
た
︒

﹁
財
産
目
録
か
ら
探
る
作
品
の
す
が
た
﹂
と
題
し

た
前
半
の
二
つ
は
︑
歴
史
研
究
に
お
い
て
極
め
て
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統
治
理
念
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
文
化
政
策
の
表

れ
と
が
見
て
と
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
︒続

く
第
二
部
﹁
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
芸
術
資
源

と
美
術
史
研
究
﹂で
は
︑
ま
ず
倉
持
が﹁
十
六
・
十

七
世
紀
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
芸
術
家
の
た
め
の
図

書
一
覧
﹂
と
題
す
る
発
表
を
行
っ
た
︒
近
年
︑
画

家
の
制
作
の
根
底
に
あ
っ
た
学
識
や
読
書
に
関
す

る
注
目
が
高
ま
っ
て
お
り
︑
倉
持
の
研
究
は
そ
の

動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
芸
術
家
の
た
め
の
書
籍
と

し
て
著
さ
れ
た
文
献
の
中
に
登
場
す
る
﹁
参
考
図

書
﹂
を
具
体
的
に
調
査
し
︑
そ
れ
を
実
際
の
芸
術

家
の
蔵
書
目
録
等
と
比
較
し
つ
つ
分
析
す
る
と
い

う
極
め
て
意
義
深
い
も
の
で
あ
る
︒
ま
ず
出
発
点

と
し
て
今
回
取
り
上
げ
ら
れ
た
主
要
な
図
書
は
︑

ア
ル
メ
ニ
ー
ニ
著
﹃
絵
画
の
真
の
法
則
に
つ
い
て

の
三
書
﹄︵
一
五
八
六
︶ 

︑
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ

ン
チ
の
﹃
絵
画
論
﹄︵
一
六
五
一
︶
所
収
の
デ
ュ
・

フ
レ
ー
ヌ
に
よ
る
美
術
文
献
書
誌
一
覧
︑
そ
し

て
ス
カ
ラ
ム
ッ
チ
ャ
著
﹃
イ
タ
リ
ア
の
絵
筆
の
卓

越
﹄︵
一
六
七
四
︶
な
ど
で
あ
る
︒
挙
げ
ら
れ
て
い

る
書
目
の
分
類
項
目
や
︑
定
番
の
書
籍
︵
リ
ウ
ィ

ウ
ス
︑
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
な
ど
︶
の
存
在
︑
ス
カ

性
へ
の
意
識
﹂
で
あ
る
︒
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
﹃
日
記
﹄

の
記
述
と
比
較
す
る
と
︑
こ
れ
ら
の
点
は
︑
彼
自

身
の
一
八
五
〇
年
代
の
関
心
と
深
く
連
動
し
て
い

る
と
い
う
︒
老
い
を
迎
え
つ
つ
あ
る
画
家
が
若
い

芸
術
家
に
と
っ
て
の
範
と
し
て
語
る
ド
ラ
ク
ロ
ワ

の
プ
ッ
サ
ン
論
は
︑
プ
ッ
サ
ン
の
生
涯
の
叙
述
を

通
し
て
︑
ド
ラ
ク
ロ
ワ
自
身
と
同
時
代
の
芸
術
に

か
か
わ
る
問
題
意
識
を
整
理
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
︒
こ
う
し
た
西
嶋
の
分
析
は
︑
過
去
の
作

家
を
語
り
︑
言
説
化
す
る
こ
と
を
通
じ
て
︑
画
家

が
自
ら
の
芸
術
観
や
思
想
と
向
き
合
う
と
い
う
重

要
な
営
為
を
明
晰
に
浮
き
彫
り
に
し
︑
か
つ
同
時

に
︑﹁
芸
術
資
源
﹂
の
更
な
る
広
が
り
を
窺
わ
せ

る
も
の
だ
と
言
え
る
︒
な
お
西
嶋
に
よ
る
ド
ラ
ク

ロ
ワ
の
﹃
ニ
コ
ラ
・
プ
ッ
サ
ン
伝
﹄
の
翻
訳
に
つ

い
て
は
︑
第
一
・
二
部
の
試
訳
が
﹃
尾
道
市
立
大

学
芸
術
文
化
学
部
紀
要
﹄
第
二
十
一
号
︑
二
〇
二

二
年
︑
六
七
│
八
一
頁
に
掲
載
︵
全
文
はw

eb

で

参
照
可
:http://harp.lib.hiroshim

a-u.ac.jp/

onom
ichi-u/m

etadata /14381

︶
さ
れ
て
い
る

ほ
か
︑
二
〇
二
二
年
度
末
に
同
紀
要
二
十
二
号

︵
二
〇
二
三
年
三
月
発
行
︶
に
て
︑
第
三
部
の
訳
と

と
も
に
︑
本
発
表
内
容
に
関
連
す
る
解
題
が
掲
載

ラ
ム
ッ
チ
ャ
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
よ
り
同
時
代
性

の
強
い
作
家
の
文
献
︵
タ
ッ
ソ
や
マ
リ
ー
ノ
︶︑
さ

ら
に
時
代
の
変
化
に
伴
う
傾
向
の
推
移
な
ど
の
具

体
的
な
分
析
の
上
で
︑
倉
持
は
︑
こ
れ
ら
の
推
薦

図
書
が
ど
の
程
度
実
際
に
活
用
さ
れ
て
い
た
の
か

を
︑
教
育
現
場
お
よ
び
画
家
の
蔵
書
目
録
と
の
比

較
か
ら
検
証
し
た
︒
そ
の
具
体
的
な
分
析
結
果
の

ま
と
め
は
︑
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
発
表
さ
れ
る
倉

持
の
論
文
に
譲
る
こ
と
に
す
る
が
︑
図
書
や
テ
ク

ス
ト
と
し
て
芸
術
家
の
周
り
に
存
在
し
て
い
た
こ

う
し
た
知
識
や
情
報
は
︑
彼
ら
の
生
み
出
す
作
品

を
十
全
に
理
解
す
る
た
め
に
も
︑
さ
ら
に
は
制
作

プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
洞
察
を
深
め
る
た
め
に
も
︑

こ
の
よ
う
に
研
究
さ
れ
︑
共
有
さ
れ
る
こ
と
が
待

た
れ
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
︒
さ
ら
に
は
︑
近
世

の
芸
術
家
た
ち
の
間
で
一
定
の
理
想
像
を
構
成
し

て
い
た
﹁
博
識
な
画
家
︵pictor doctus

︶﹂
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
の
実
情
に
迫
る
う
え
で
も
︑
画
家
の

蔵
書
や
読
書
に
ま
つ
わ
る
研
究
が
も
た
ら
す
知
見

の
意
義
は
大
き
い
︒

続
く
西
嶋
の
発
表
﹁
ド
ラ
ク
ロ
ワ
に
よ
る
﹃
ニ

コ
ラ
・
プ
ッ
サ
ン
伝
﹄︵
一
八
五
三
年
︶
︱
﹁
芸
術

家
伝
﹂
に
何
を
学
ぶ
か
﹂
は
︑
画
家
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・

さ
れ
る
予
定
で
あ
る
︒

最
後
に
今
井
は
︑﹁
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
研

究
と
古
文
書
記
録
﹂
に
お
い
て
︑
十
五
世
紀
ネ
ー

デ
ル
ラ
ン
ト
を
代
表
す
る
こ
の
画
家
に
関
す
る
研

究
史
を
紐
解
き
︑
そ
の
な
か
で
古
文
書
記
録
に
基

づ
く
研
究
が
如
何
に
進
展
し
て
き
た
か
を
跡
付
け

た
上
で
︑
今
後
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
意
義
あ
る

提
言
を
行
っ
た
︒
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
を
取

り
巻
く
芸
術
資
源
の
な
か
で
︑
テ
ク
ス
ト
に
よ
る

同
時
代
史
料
︵
古
文
書
記
録
︶
の
研
究
は
︑
新
た

に
提
供
さ
れ
続
け
る
質
の
高
い
画
像
デ
ー
タ
な
ど

の
影
に
隠
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
︒
一
方
で
︑

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ウ
ィ
ー
ル
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
︵
一
九

〇
八
︶
は
︑
ヤ
ン
の
生
涯
に
関
わ
る
約
四
十
点
の

同
時
代
史
料
と
︑
十
五
世
紀
中
頃
以
降
の
評
価
を

網
羅
的
に
含
ん
で
お
り
︑
今
日
に
至
る
ま
で
フ
ァ

ン
・
エ
イ
ク
研
究
の
基
盤
を
な
す
重
要
書
と
し
て

参
照
さ
れ
て
お
り
︑
さ
ら
に
後
続
の
研
究
者
た
ち

に
よ
る
新
た
な
周
辺
情
報
の
付
加
も
続
け
ら
れ
て

い
る
︒
今
井
は
︑
こ
う
し
た
資
料
の
価
値
を
正
当

に
評
価
し
つ
つ
︑
今
後
の
研
究
に
お
い
て
は
︑
一

人
の
芸
術
家
や
注
文
主
に
限
定
さ
れ
な
い
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
や
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
包
括
的
に
分
析
す
る

ド
ラ
ク
ロ
ワ︵
一
七
九
八
│
一
八
六
三
︶が
一
八
五

三
年
に
発
表
し
た
小
論﹃
ニ
コ
ラ
・
プ
ッ
サ
ン
伝
﹄

の
特
色
を
︑
同
時
代
に
発
表
さ
れ
た
同
画
家
に
関

す
る
伝
記
的
な
書
籍
と
の
比
較
を
通
し
て
分
析

し
︑
芸
術
資
源
と
し
て
の
過
去
の
芸
術
家
伝
に
つ

い
て
考
え
る
も
の
で
あ
る
︒
西
嶋
は
︑
ド
ラ
ク
ロ

ワ
の
プ
ッ
サ
ン
論
を
︑
先
立
っ
て
発
表
さ
れ
た
マ

リ
ア
・
グ
ラ
ハ
ム
に
よ
る﹃
ニ
コ
ラ
・
プ
ッ
サ
ン
の

生
涯
に
つ
い
て
の
回
想
﹄︵
一
八
二
一
︶ 

と
シ
ャ
ル

ル
・
ク
レ
マ
ン
が
一
八
五
〇
年
に﹃
両
世
界
評
論
﹄

誌
に
掲
載
し
た
﹃
ニ
コ
ラ
・
プ
ッ
サ
ン
﹄ 

と
比
較

し
︑
そ
の
共
通
点
と
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
た
︒

さ
ら
に
続
け
て
︑
こ
の
二
人
や
過
去
の
伝
記
作
家

と
の
比
較
結
果
と
し
て
︑
ド
ラ
ク
ロ
ワ
が
プ
ッ
サ

ン
の
生
涯
と
芸
術
を
語
る
際
に
︑
独
自
に
以
下
の

三
つ
の
点
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒

つ
ま
り
︑
十
七
世
紀
ロ
ー
マ
の
芸
術
環
境
に
お
い

て
全
く
新
し
い
古
典
的
な
趣
味
の
画
風
を
打
ち
立

て
た
﹁
革
新
性
﹂︑
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
成

果
︑
と
り
わ
け
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
そ
れ
に
誘
惑

さ
れ
る
こ
と
な
く
自
分
の
特
性
を
活
か
し
て
古
代

の
模
倣
を
貫
い
た
﹁
独
自
性
﹂︑
さ
ら
に
︑
老
い
と

向
き
合
い
な
が
ら
制
作
を
続
け
る
﹁
時
間
の
有
限

態
度
が
ま
す
ま
す
必
要
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う

こ
と
を
指
摘
す
る
︒
発
表
で
は
︑
こ
う
し
た
観
点

か
ら
︑
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
と
同
時
期
に
ブ

ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
フ
ィ
リ
ッ
プ
善
良
公
の
宮
廷
画
家

︵
部
屋
付
侍
従
兼
画
家
︶
を
務
め
た
画
家
︵
ア
ン

リ
・
ベ
ル
シ
ョ
ー
ズ
と
ジ
ャ
ン
・
ド
・
メ
ゾ
ン
セ
ル
︶

に
関
す
る
古
文
書
記
録
に
注
目
し
︑
そ
れ
ら
と
の

比
較
を
通
じ
て
︑
宮
廷
画
家
ヤ
ン
の
位
置
づ
け
を

よ
り
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
︵
本
誌
所
収
の

研
究
ノ
ー
ト
を
参
照
︶︒
こ
こ
で
今
井
が
行
っ
た

よ
う
に
︑
今
後
は
︑
こ
の
よ
う
に
蓄
積
さ
れ
て
き

た
古
文
書
記
録
の
情
報
を
基
盤
に
︑
各
種
の
芸
術

資
源
を
総
動
員
し
て
明
確
な
見
取
り
図
を
示
し
て

い
く
作
業
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
︒こ

の
よ
う
に
︑
西
洋
美
術
史
研
究
に
お
い
て

は
︑︵
文
字
資
料
だ
け
に
絞
っ
て
も
︶
財
産
目
録

や
支
出
簿
を
含
む
古
文
書
記
録
︑
芸
術
家
た
ち

の
参
照
し
た
図
書
類
︑
作
家
自
身
が
執
筆
し
た
芸

術
家
伝
な
ど
︑
多
様
な
種
類
の
芸
術
資
源
が
直
接

的
・
間
接
的
な
研
究
対
象
と
な
っ
て
き
た
︒
さ
ら

に
今
回
︑
複
数
の
発
表
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う

に
︑
こ
う
し
た
資
源
は
︑
当
時
の
芸
術
家
た
ち
に
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よ
っ
て
も
大
い
に
活
用
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
︑

過
去
の
芸
術
家
た
ち
に
の
み
当
て
は

ま
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
現
代

の
制
作
者
に
と
っ
て
も
︑
研
究
者
に

と
っ
て
も
︑
過
去
の
作
家
や
学
者
た

ち
の
こ
う
し
た
芸
術
資
源
と
の
向
き

合
い
方
か
ら
い
ま
だ
大
い
に
汲
む
べ

き
点
が
あ
る
︒
ま
た
現
代
の
我
々
が

古
今
東
西
の
芸
術
資
源
に
対
す
る
柔

軟
で
多
角
的
な
視
点
を
得
る
た
め
に

は
︑
多
様
な
事
例
を
用
い
て
意
見
交

換
を
行
う
こ
と
が
必
須
だ
と
思
わ
れ

る
︒
末
筆
な
が
ら
︑
企
画
者
や
発
表

者
の
こ
う
し
た
趣
旨
・
意
図
に
理
解

を
示
し
︑
今
回
の
機
会
を
与
え
て
下

さ
っ
た
森
野
セ
ン
タ
ー
長
︑
佐
藤
教

授
に
深
く
感
謝
致
し
ま
す
︒

︵
深
谷
訓
子
︶

注
記
:
今
回
の
研
究
会
の
発
表
は
︑

以
下
の
科
研
費
の
成
果
の
一
部
で
す
︒

大
熊
夏
実
﹁
１
５
１
０
│
３
０
年
代
に

お
け
る
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
と
ラ
フ
ァ

エ
ロ
の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
関
係
﹂︵
特
別
研

究
員
奨
励
費
:22J21804

︶︑
倉
持

充
希
﹁
17
世
紀
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る

芸
術
家
の
学
識
と
そ
の
評
価
に
関
す

る
研
究
﹂︵
研
究
活
動
ス
タ
ー
ト
支

援
:19K

23030

︶︑
西
嶋
亜
美
﹁
ド

ラ
ク
ロ
ワ
に
よ
る
﹁
反
復
﹂
制
作
の
意
義

︱
ア
カ
デ
ミ
ー
と
前
衛
の
交
錯
の
中
で

の
実
践
と
受
容
︱
﹂︵
若
手
研
究
︵
Ｂ
︶:

17K
13356
︶︑
今
井
澄
子
﹁
15
世
紀

の
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
宮
廷
美
術
に
お
け

る
肖
像
の
﹁
ブ
ラ
ン
ド
﹂
を
め
ぐ
る

総
合
的
研
究
﹂︵
基
盤
研
究
︵
Ｃ
︶:

19K
00186

︶︒
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﹃C
O

M
P

O
ST

﹄︵
以
下
﹁
本
誌
﹂
と
い
う
︶
は
︑
京
都
市

立
芸
術
大
学
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
︵
以
下
﹁
芸
資
研
﹂

と
い
う
︶
の
研
究
紀
要
で
あ
る
︒
本
誌
は
︑
原
則
と
し
て

年
一
回
発
行
す
る
︒

一
　
目
的

一
︑ 

本
誌
は
︑
芸
資
研
で
行
わ
れ
る
研
究
・
制
作
・
そ

の
他
の
活
動
お
よ
び
︑
芸
術
資
源
に
関
連
す
る
学

内
外
の
研
究
・
制
作
・
そ
の
他
の
活
動
に
つ
い

て
︑
そ
の
成
果
と
可
能
性
を
公
表
し
︑
議
論
・
交

流
す
る
た
め
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
た
る
こ
と
を

主
た
る
目
的
と
す
る
︒

二
︑ 

ま
た
本
誌
は
︑
芸
資
研
・
芸
術
資
源
研
究
に
関
わ

る
若
手
研
究
者
の
研
究
お
よ
び
活
動
発
表
の
場
た

る
こ
と
を
目
指
す
︒

二
　
編
集
委
員
会

一
︑ 

本
誌
の
編
集
は
︑
編
集
委
員
会
に
て
行
う
︒

二
︑ 

編
集
委
員
会
は
︑
所
長
︑
専
任
研
究
員
︑
そ
の
他

芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
︵
以
下
﹁
運

営
委
員
会
﹂
と
い
う
︶
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
者
若

干
名
で
構
成
す
る
︒

三
︑ 

編
集
委
員
会
は
︑
執
筆
要
項
を
別
途
定
め
る
︒

四
︑ 

編
集
委
員
の
任
期
は
一
年
と
し
︑
再
任
を
妨
げ
な

い
︒

三
　
内
容

本
誌
は
︑
以
下
の
内
容
か
ら
構
成
さ
れ
る
︒
こ
れ
ら
は
︑

依
頼
な
い
し
投
稿
原
稿
か
ら
成
る
︒

一
︑ 

学
術
論
文

二
︑ 

研
究
ノ
ー
ト

三
︑ 

作
品
・
活
動
紹
介

四
︑ 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
︑
研
究
会
等
の
記
録

五
︑ 
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

六
︑ 
座
談
会

七
︑ 

レ
ビ
ュ
ー︵
書
評
︑
展
評
な
ど
︶

八
︑ 

資
料

九
︑ 

翻
訳

十
︑ 

そ
の
他

四
　
投
稿

一
︑ 

原
則
と
し
て
︑
本
セ
ン
タ
ー
所
長
︑
副
所
長
︑
研

究
員
︵
専
任
／
非
常
勤
／
客
員
︶︑
兼
担
教
員
︑
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
︑
客
員
教
授
︑
特
別
招
聘

研
究
員
お
よ
び
︑
本
セ
ン
タ
ー
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
携
わ
る
本
学
専
任
教
員
・
本
学
大
学
院
生
に
よ

る
︑
単
著
な
い
し
共
著
の
場
合
︑
投
稿
資
格
を
有

す
る
︒

二
︑ 

上
記
以
外
に
つ
い
て
も
︑
編
集
委
員
会
お
よ
び
運
営

委
員
会
が
認
め
た
者
に
つ
い
て
は
︑
投
稿
で
き
る
︒

三
︑ 

学
術
論
文
お
よ
び
研
究
ノ
ー
ト
は
︑
執
筆
要
項
に

沿
っ
て
投
稿
す
る
原
稿
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︒

四
︑ 

そ
の
他
の
原
稿
に
つ
い
て
は
︑
特
に
形
式
を
設
け

な
い
︒

五
　
採
択

一
︑ 

投
稿
さ
れ
た
原
稿
の
う
ち
︑学
術
論
文
の
掲
載
可
否

は
︑査
読
に
も
と
づ
き
編
集
委
員
会
で
決
定
す
る
︒

査
読
者
は
編
集
委
員
会
が
選
定
し
︑委
嘱
す
る
︒

二
︑ 

そ
れ
以
外
の
原
稿
の
掲
載
可
否
は
︑
編
集
委
員
会

が
決
定
す
る
︒

六
　
改
廃

一
︑ 

本
規
程
の
改
廃
は
︑運
営
委
員
会
に
よ
っ
て
行
う
︒

七
　
附
則

こ
の
規
程
は
︑二
〇
一
九
年
六
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
︒

　
　
編
集
・
投
稿
規
程
　
｜
　
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ーC

O
M

P
O

ST

編
集
委
員
会

編集・投稿規程／学術論文・研究ノート執筆要項／査読規程
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れ
て
く
だ
さ
い
︒

雑
誌
論
文

︻
日
本
語
︼

著
者
名︵
出
版
年
︶﹁
論
文
名
﹂﹃
雑
誌
名
﹄︵
巻
号
︶掲

載
頁
︒

︵
例
︶加

治
屋
健
司
︵
二
〇
一
八
︶﹁
グ
ロ
イ
ス
に
お
け
る
芸

術
の
制
度
と
戦
後
日
本
美
術
﹂﹃
思
想
﹄︵
一
一
二
八

号
︶八
七

九
九
頁
︒

︻
英
語
等
︼

著
者
姓
︐名
.出
版
年
.論
文
名
.雑
誌
名︵
イ
タ
リ
ッ

ク
︶︐
巻
号
︐pp

.掲
載
ペ
ー
ジ
.

︵
例
︶

B
ish

op
, C

laire. 2
0

0
6. T

h
e S

ocial T
u

rn
: 

C
ollaboration and It’ s D

iscontents. A
rtforum

 

International, 44 (6 ), pp.178-183.

書
籍

︻
日
本
語
︼

著
者
名︵
出
版
年
︶﹃
書
名
﹄出
版
社
名
︒

︵
例
︶藤

田
直
哉
︵
二
〇
一
六
︶﹃
地
域
ア
ー
ト  

美
学
／
制

度
／
日
本
﹄堀
ノ
内
出
版
︒

ロ
ス
︑
ア
レ
ッ
ク
ス
︵
二
〇
一
五
︶﹃
こ
れ
を
聴
け
﹄

柿
沼
敏
江
訳
︑
み
す
ず
書
房
︒

︻
英
語
等
︼

著
者
姓
︐
名
.出
版
年
.書
名
︵
イ
タ
リ
ッ
ク
︶.出
版

地
:
出
版
社
名
.

︵
例
︶

K
ester, G

ran
t H

. 2013. C
onversation pieces: 

com
m

unity and com
m

unication in m
odern art 

(U
pdated edition ). B

erkley an
d L

os A
n

gels: 

U
n

iversity of C
aliforn

ia P
ress.

論
文
集
掲
載
文
献

︻
日
本
語
︼

著
者
名︵
出
版
年
︶﹁
章
名
﹂編
者
名
編﹃
書
名
﹄出
版

社
名
︑
掲
載
頁
︒

︵
例
︶菅

原
和
孝
︵
二
〇
一
三
︶﹁
過
去
の
出
来
事
へ
の
身
体

の
投
入
│
グ
イ
の
身
ぶ
り
論
序
説
﹂
菅
原
和
孝
編

﹃
身
体
化
の
人
類
学
│
認
知
・
記
憶
・
言
語
・
他

者
﹄世
界
思
想
社
︑
二
五
四

二
八
四
頁
︒

︻
英
語
等
︼

著
者
姓
︐
名
.出
版
年
.章
名
.In 

書
名
︵
イ
タ
リ
ッ

ク
︶︐ed

.編
者
名
.出
版
地
:
出
版
社
名
︐pp

.掲
載

ペ
ー
ジ
.

︵
例
︶

P
raet, Istvan

. 2013. H
um

an
ity an

d life as the 

perpetual m
ain

ten
an

ce of specific efforts: a 

reappraisal of an
im

ism
. In B

iosocial B
ecom

-

ings: integrating social and biological anthro-

pology, eds. T
im

 In
gold an

d G
ish

i Parson
. 

C
am

bridge: C
am

bridge U
n

iversity P
ress, pp. 

191-210.

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

著
者
名
︵
発
表
年
︶﹁
ペ
ー
ジ
名
﹂
媒
体
名
︒
ア
ク
セ

ス
日
閲
覧
︒
U
R
L

︵
例
︶高

嶋
慈
︵
二
〇
一
九
︶﹁
美
術
作
品
に
﹁
時
間
﹂
は
ど

う
作
用
す
る
？  

高
嶋
慈 

評
﹁
タ
イ
ム
ラ
イ
ン 

時
間

に
触
れ
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
方
法
﹂
展
﹂
美
術
手

帖
︒
二
〇
一
九
年
六
月
二
十
七
日
閲
覧
︒https://

bijutsutecho.com
/m

agazin
e/review

/19982  

編集・投稿規程／学術論文・研究ノート執筆要項／査読規程

本
執
筆
要
項
は
︑
芸
資
研
紀
要
﹃C

O
M

P
O

ST

﹄
に
掲
載

す
る
︑
学
術
論
文
お
よ
び
研
究
ノ
ー
ト
の
執
筆
に
関
し
て

定
め
て
い
ま
す
︒

本
紀
要
は
︑
芸
術
家
や
芸
術
研
究
者
の
他
︑
芸
術
・
芸

術
資
源
に
関
心
を
持
つ
専
門
家
・
学
生
・
一
般
読
者
︵
理

系
・
文
系
問
わ
ず
︶
を
読
者
と
し
て
想
定
し
︑
学
術
的
な

価
値
の
あ
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
記
述
方
法
を
保
ち
つ

つ
︑
読
み
が
い
の
あ
る
︑
お
も
し
ろ
い
誌
面
を
目
指
し
て

い
ま
す
の
で
︑
そ
の
旨
を
ご
理
解
く
だ
さ
い
︒
ま
た
︑
編

集
委
員
会
よ
り
︑
語
句
の
表
記
な
ど
に
つ
い
て
修
正
を
提

案
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
︑
ご
了
承

く
だ
さ
い
︒

一
　
原
稿
の
言
語
・
形
態
・
提
出
方
法

・
日
本
語
ま
た
は
英
語
で
執
筆
し
て
く
だ
さ
い
︒

・
文
字
数
は
︑
学
術
論
文
の
場
合
︑
日
本
語
で
八
〇
〇

〇
~
一
二
〇
〇
〇
字
程
度
を
︑
研
究
ノ
ー
ト
は
六
〇

〇
〇
~
一
〇
〇
〇
〇
字
程
度
を
目
安
と
し
ま
す
︒

・
日
本
語
の
場
合
︑
基
本
的
に
縦
書
き
で
印
刷
さ
れ
ま

す
︵
横
書
き
が
望
ま
し
い
場
合
は
︑
編
集
委
員
会
ま

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
︶︒

・
原
稿
は
手
書
き
あ
る
い
は
電
子
媒
体
で
︑
編
集
委
員

会
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
︒ 

二
　
表
題
・
副
題
・
執
筆
者
氏
名

・
原
稿
の
冒
頭
に
︑
表
題
︑
副
題
︵
必
要
な
場
合
︶︑

執
筆
者
の
氏
名
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
︒ 

三
　
本
文
の
構
成

・
本
文
に
見
出
し
を
付
け
て
も
構
い
ま
せ
ん
︒
そ
の
際

は
︑
以
下
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
︒

︵
例
︶1

.コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
彼
岸
を
超
え
て

1 

1
.
○
○
○
○
○
○︵
節
見
出
し
︶

○
○
○
○
○
○︵
項
見
出
し
︶

四
　
図
表
な
ど

・
本
文
内
に
︑
図
︑
表
︑
写
真
︑
音
声
・
動
画
︵W

eb

版
の
み
︶等
を
付
す
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

・W
eb

版
で
は
︑im

age
フ
ァ
イ
ル
︑video

フ
ァ
イ

ル
︑audio

フ
ァ
イ
ル
︑
そ
の
他
の
フ
ァ
イ
ル
な
ど

の
表
示
と
︑
外
部
リ
ン
ク
の
埋
め
込
み
︵YouT

ube, 

C
odePen

, V
im

eo, Soun
dC

loud
等
︶
が
可
能
で

す
︒

・
図
表
等
に
は
︑
全
体
に
通
し
番
号
を
付
け
て
く
だ
さ

い
︒

・
で
き
る
か
ぎ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
図
表
等
に
︑
表
題
・
出

典
・
撮
影
者
情
報
な
ど
を
付
し
て
く
だ
さ
い
︒

・
印
刷
用
に
︑
図
・
写
真
の
高
精
度
デ
ー
タ
︵
解
像
度

3
0
0

dpi
以
上
程
度
︶
を
︑
原
稿
本
文
と
は
別
に
お

送
り
く
だ
さ
い
︒ 

五
　
注

・
注
は
後
注
と
し
ま
す
︒

・
通
し
番
号
を
1
︑
2
︑
3
︑
︙
の
よ
う
に
付
け
て
︑

句
読
点
の
前
に
記
し
て
く
だ
さ
い
︒ 

︵
例
︶

﹇
本
文
︙
﹈
に
つ
い
て
は
鷲
田
清
一
に
よ
っ
て
詳
細

に
論
じ
ら
れ
て
き
た１
︒

六
　
参
考
文
献

・
本
文
お
よ
び
注
で
の
表
記
法

︵
例
︶

﹁
︙
と
い
う
説
も
あ
る︵
石
原 

二
〇
〇
五
︶﹂ 

﹁
︙
と
書
い
て
い
る︵
石
原 

二
〇
〇
五
:
三
九
︶﹂

・
引
用
・
参
考
文
献
の
リ
ス
ト
は
︑
著
者
名
の
五
十
音

順
︵
英
語
文
献
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
︶
と
し
︑
以

下
の
形
式
を
参
考
に
︑
本
文
の
最
後
に
一
括
し
て
入

　
　
学
術
論
文
・
研
究
ノ
ー
ト
執
筆
要
項
　
｜
　
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ーC

O
M

P
O

ST

編
集
委
員
会
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ル
イ
氏
に
リ
ュ
ー
ト
を
師
事
︒
二
〇
〇
二
年

よ
り
仏
国
の
パ
リ
市
高
等
音
楽
院
古
楽
科
に

て
コ
ル
ネ
ッ
ト
を
Ｊ
・
テ
ュ
ベ
リ
氏
に
師
事
︒

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
﹁
エ
リ
マ
﹂︑﹁
カ
ン
タ
ル
・

ロ
ン
タ
ー
ノ
﹂︑国
内
で
は﹁
ラ
・
フ
ォ
ン
テ
ヴ
ェ

ル
デ
﹂︑﹁
コ
ン
ト
ラ
ポ
ン
ト
﹂︑﹁B.C

.J.

﹂
等
︑

国
内
外
の
バ
ロ
ッ
ク
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
や
ア
ン

サ
ン
ブ
ル
等
と
共
演
︑
ま
た
Ｃ
Ｄ
や
ラ
ジ
オ
・

フ
ラ
ン
ス
︑
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
為
の
録
音
に
参
加
す
る

等
︑特
に
初
期
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
の
専
門
家
と
し

て
国
内
外
で
活
躍
中
︒﹁
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
プ

リ
ン
チ
ピ
・
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ー
ニ
﹂主
宰
︒

加
須
屋
明
子
¦A

kiko K
asuya

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
教
授
︒
一
九
六
三
年
生

ま
れ
︒
専
門
は
近
・
現
代
美
術
︑
美
学
︒
国
立

国
際
美
術
館
学
芸
員
を
経
て
現
職
︒
主
な
展

覧
会
企
画
は
﹁
芸
術
と
環
境
﹂
一
九
九
八
年
︑

﹁
転
換
期
の
作
法
﹂二
〇
〇
五
年
︑﹁
死
の
劇
場
﹂

二
〇
一
五
年
︑﹁
セ
レ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
﹂
二
〇

一
九
年
︑﹁
山
怪
﹂
二
〇
二
一
年
な
ど
︒
二
〇

一
一

二
〇
二
〇
年
龍
野
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
芸
術
監
督
︒
著
書
に
﹃
現
代
美
術
の
場
と
し

て
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
﹄︵
創
元
社
︑二
〇
二
一
年
︶︑

﹃
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
前
衛
美
術
﹄︵
創
元
社
︑
二
〇

一
四
年
︶な
ど
︒

神
林
優
美
¦Y

um
i K

am
bayashi

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術
研
究
科
構
想
設
計

専
攻
修
士
一
回
生
︒
一
九
九
九
年
生
ま
れ
︒
京

都
市
立
芸
術
大
学
音
楽
学
部
声
楽
専
攻
卒
業
︒

言
語
や
知
覚
に
つ
い
て
考
え
︑
作
品
制
作
を
行

う
︒
芸
術
資
源
循
環
セ
ン
タ
ー
で
は
学
生
研
究

員
と
し
て
音
楽
領
域
の
芸
術
資
源
に
着
目
し
︑

そ
れ
ら
の
保
存
と
活
用
に
つ
い
て
の
調
査
に
取

り
組
ん
で
い
る
︒
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
楽
器
や

壊
れ
た
楽
器
の
音
を
再
び
鳴
ら
し
蘇
ら
せ
る

﹁
副
産
物
楽
団
ゾ
ン
ビ
ー
ズ
﹂を
結
成
し
た
︒

菊
川
亜
騎
¦A

ki K
ikukaw

a

¦

神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
学
芸
員
︒
京
都
市
立

芸
術
大
学
修
士
号
取
得
︑
大
阪
大
学
文
学
研
究

科
博
士
後
期
課
程
を
経
て
現
職
︒
日
本
近
現
代

の
彫
刻
に
つ
い
て
研
究
し
︑
彫
刻
史
に
お
け
る

京
都
の
位
置
付
け
や
︑
一
九
五
〇
年
代
の
抽
象

表
現
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
関
係
に
つ
い
て
調

査
を
行
な
っ
て
い
る
︒
主
な
論
文
に﹁
堀
内
正

和
の
構
成
彫
刻
に
関
す
る
考
察
︱
１
９
５
０
年

代
に
お
け
る
幾
何
学
抽
象
の
国
際
的
伝
播
と

の
関
係
か
ら
﹂︵﹃
待
兼
山
論
叢
﹄大
阪
大
学
︑二

〇
一
七
年
︶︑﹁
関
西
日
仏
学
館
と
京
都
の
美
術

家
︱
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
交
流
に
つ
い
て
﹂

︵﹃
研
究
紀
要
﹄
京
都
市
立
芸
術
大
学
︑
二
〇
一

九
年
︶な
ど
︒

黒
川 

岳
¦G

aku K
urokaw

a

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
彫
刻
専
攻
非
常
勤
講
師
︒

一
九
九
四
年
島
根
県
生
ま
れ
︒
物
や
環
境
と
生

物
の
身
体
と
の
関
係
に
着
目
し
な
が
ら
︑
彫
刻

や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン

な
ど
の
作
品
を
制
作
し
て
い
る
︒
過
去
の
個
展

に﹁listening to stone

﹂︵
ヴ
ォ
イ
ス
ギ
ャ
ラ

リ
ー
／
二
〇
一
九
年
︶︑﹁
甕
々
の
声
﹂︵
ア
ー
ト

ラ
ボ
あ
い
ち
／
二
〇
二
一
年
︶
な
ど
︒
令
和
五

年
度
京
都
市
芸
術
文
化
特
別
奨
励
者
︒

小
島
徳
朗
¦T

okuro K
ojim

a

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術
科
日
本
画
専
攻
准
教

授
︒
一
九
七
四
年
名
古
屋
市
生
ま
れ
︒
愛
知
県

立
旭
ヶ
丘
高
校
美
術
科
で
絵
画
と
彫
刻
を
学

び
︑
京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術
科
日
本
画
専
攻

に
進
学
︒
二
〇
〇
九
年
よ
り
現
職
︒
在
学
中
よ

り
日
本
画
表
現
と
彫
刻
表
現
の
親
和
性
に
着

目
し
平
面
及
び
立
体
作
品
を
制
作
︑
現
在
に
至

る
︒

佐
藤
知
久
¦T

om
ohisa Sato

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

教
授
︒
一
九
六
七
年
生
ま
れ
︒
専
門
は
文
化
人

類
学
︒
創
造
的
な
活
動
を
触
発
す
る︿
記
憶
﹀

の
継
承
方
法
に
つ
い
て
研
究
・
活
動
中
︒
主
な

著
書
に﹃
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ア
ー
カ
イ
ブ
を
つ

く
ろ
う
！ 

せ
ん
だ
い
メ
デ
ィ
ア
テ
ー
ク﹁
３
が

つ
11
に
ち
を
わ
す
れ
な
い
た
め
に
セ
ン
タ
ー
﹂

奮
闘
記
﹄︵
甲
斐
賢
治
・
北
野
央
と
共
著
︑
晶
文

社
︑
二
〇
一
八
年
︶
な
ど
︒
二
〇
二
三
年
一
月
︑

自
宅
に
太
陽
光
パ
ネ
ル
を
設
置
︒

正
垣
雅
子
¦M

asako Shogaki

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
／
大
学
院
日
本
画
専
攻 

准
教
授
︒
専
門
は
日
本
画
模
写
︒
日
本
お
よ
び

東
洋
の
古
典
絵
画
の
調
査
と
模
写
研
究
︑
お
よ

び
︑
日
本
画
専
攻
絵
画
資
料
の
ア
ー
カ
イ
ブ
構

築
に
取
り
組
む
︒
講
演
:︽
京
都
市
立
芸
術
大

学
日
本
画
専
攻
に
お
け
る
模
写
の
感
性
と
思

考
︾︵
芳
泉
文
化
財
団
10
周
年
記
念
特
別
展
講
演

会
・
公
開
座
談
会
︑二
〇
二
二
年
︶︒
作
品
:︽
讃

嘆
す
る
王
と
妃
︱
キ
ジ
ル
石
窟
80
窟
壁
画
模
写

︱
︾︵
龍
谷
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
︶︑︽
維
摩
詰
︱
敦
煌

莫
高
窟

220
窟
壁
画
模
写
︱
︾︵
国
立
民
族
学
博
物

館
︶他
︒

砂
山
太
一
¦T

aichi Sunayam
a

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術
学
部
准
教
授
︒
芸
術

表
現
領
域
に
お
け
る
情
報
性
・
物
質
性
を
切
り

口
に
︑制
作
・
設
計
・
企
画
・
批
評
を
手
が
け
る
︒

日
本
で
彫
刻
を
学
ん
だ
後
︑
二
〇
〇
四
年
渡

仏
︒
フ
ラ
ン
ス
で
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
用
い
た
建

築
設
計
手
法
を
学
び
︑
設
計
事
務
所
や
構
造
事

務
所
に
お
い
て
勤
務
・
協
働
す
る
︒
二
〇
一
一

年
帰
国
︒
現
在
︑
京
都
市
立
芸
術
大
学
に
お
い

て
現
代
芸
術
︑
デ
ザ
イ
ン
の
理
論
講
義
を
お
こ

な
う
︒
最
近
の
主
な
活
動
に
︑
第
十
七
回
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
国
際
建
築
展
日
本

館
展
示
出
展
︒

高
瀬
栞
菜
¦K

anna T
akase

¦

一
九
九
四
年
大
阪
府
生
ま
れ
︒
二
〇
二
〇
年
京

都
市
立
芸
術
大
学
大
学
院
美
術
研
究
科
絵
画
専

攻
修
士
課
程
修
了
後
︑
京
都
を
拠
点
と
し
て
油

彩
画
を
中
心
に
制
作
・
活
動
︒
人
間
に
内
包
さ

れ
て
い
る
感
情
や
︑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で

は
見
透
す
こ
と
が
で
き
な
い
内
に
秘
め
て
い
る

も
の
な
ど
を
動
物
や
植
物
︑
モ
ノ
に
置
き
換
え

な
が
ら
︑
ど
こ
か
不
穏
で
あ
り
な
が
ら
ユ
ー
モ

ラ
ス
な
物
語
へ
と
昇
華
す
る
︒
好
き
な
犬
は
ボ

ル
ゾ
イ
と
コ
ー
ギ
ー
︒

高
林
弘
実
¦H

irom
i T

akabayashi

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
大
学
院
美
術
研
究
科
保
存

修
復
専
攻
准
教
授
︒
東
京
藝
術
大
学
大
学
院
美

執
筆
者
略
歴

あ
ご
う
さ
と
し
¦Satoshi A

go

¦

劇
作
家
・
演
出
家
・T

H
E

A
T

R
E

 E
9 K

Y
O

T
O

芸
術
監
督
・
ア
ー
ツ
シ
ー
ド
京
都
代
表
理
事
︒

﹁
複
製
﹂﹁
純
粋
言
語
﹂を
主
題
に
︑有
人
︑無
人

の
演
劇
作
品
を
創
作
し
て
い
る
︒
二
〇
一
九

年
よ
り
新
劇
場
﹁T

H
E

A
T

R
E

 E
9 K

Y
O

T
O

﹂

を
設
立
︑
運
営
す
る
︒
二
〇
〇
七
年
度
若
手
演

出
家
コ
ン
ク
ー
ル
最
優
秀
賞
︑
二
〇
一
二
年
度

利
賀
演
劇
人
コ
ン
ク
ー
ル
奨
励
賞
︑
二
〇
一
七

年
度
京
都
市
芸
術
新
人
賞
受
賞
︒
令
和
二
年

度
京
都
府
文
化
賞
奨
励
賞
︒
二
〇
二
一
年
度

こ
れ
か
ら
の
１
０
０
０
年
を
紡
ぐ
企
業
認
定
︒

令
和
三
年
度
文
化
庁
芸
術
祭
賞
大
賞
︵
演
出
︶︒

京
都
市
立
芸
術
大
学
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

客
員
研
究
員
︒

阿
部
裕
之
¦H

iroyuki A
be

¦

第
四
十
九
回
日
本
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
ピ
ア
ノ
部

門
第
一
位
︒
東
京
藝
大
大
学
院
を
卒
業
︒
ド
イ

ツ
国
立
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
音
大
修
了
︒
パ
リ
で

ペ
ル
ル
ミ
ュ
テ
ー
ル
氏
に
師
事
︒
エ
ピ
ナ
ー
ル

国
際
ピ
ア
ノ
コ
ン
ク
ー
ル
銀
メ
ダ
ル
︒
二
〇
一

七
年﹁
ラ
ヴ
ェ
ル
・
ピ
ア
ノ
ソ
ロ
曲
全
集
﹂を
リ

リ
ー
ス
︒
雑
誌﹁
レ
コ
ー
ド
芸
術
﹂
特
選
盤
に

選
出
︒
こ
れ
ま
で
に
日
本
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
を

は
じ
め
全
日
本
学
生
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
な
ど
の

審
査
を
歴
任
︒
二
〇
一
七
年
第
三
十
五
回
京
都

府
文
化
賞
功
労
賞
受
賞
︒
日
本
演
奏
連
盟
関
西

副
委
員
長
︑
京
都
市
立
芸
術
大
学
教
授
及
び
学

部
長
︒

今
井
澄
子
¦Sum

iko Im
ai

¦

大
阪
大
谷
大
学
教
授
︒
一
九
七
五
年
生
ま
れ
︒

西
洋
美
術
史
︑
特
に
初
期
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
美

術
と
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
宮
廷
文
化
の
研
究
を
行
っ

て
い
る
︒
著
書
:﹃
聖
母
子
へ
の
祈
り
︱
初
期

フ
ラ
ン
ド
ル
絵
画
の
祈
禱
者
像
︱
﹄︵
国
書
刊

行
会
︑二
〇
一
五
年
︶︒
編
著
:﹃
天
国
と
地
獄
︑

あ
る
い
は
至
福
と
奈
落
︱
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト

美
術
の
光
と
闇
︱
﹄︵
あ
り
な
書
房
︑二
〇
二
一

年
︶︒
論
考
:﹁
帝
国
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
タ
ピ

ス
リ
ー
﹂︵
岡
田
裕
成
編﹃
帝
国
ス
ペ
イ
ン
︑
交

通
す
る
美
術
﹄三
元
社
︑二
〇
二
二
年
︶︒

梅
岡
俊
彦
¦T

oshihiko U
m

eoka

¦

古
典
鍵
盤
楽
器
技
術
者
︑
京
都
市
立
芸
術
大
学

非
常
勤
講
師
︒
兵
庫
県
出
身
︒
十
代
か
ら
様
々

な
ジ
ャ
ン
ル
の
音
楽
や
演
劇
に
関
わ
り
ピ
ア
ノ

修
理
工
房
勤
務
を
経
て
一
九
八
五
年
に
神
戸
で

古
典
鍵
盤
楽
器
技
術
者
と
し
て
梅
岡
楽
器
サ
ー

ビ
ス
を
設
立
︒
現
在
は
東
京
・
神
戸
二
ヶ
所
に

ス
タ
ジ
オ
を
持
ち
多
く
の
チ
ェ
ン
バ
ロ
や
フ
ォ

ル
テ
ピ
ア
ノ
︑
ポ
ジ
テ
ィ
フ
オ
ル
ガ
ン
を
所
有

し
国
内
外
の
多
数
の
演
奏
家
の
公
演
に
参
加
︒

最
近
は
日
本
の
古
楽
史
の
研
究
家
と
し
て
︑
ま

た
蓄
音
器
に
よ
る
歴
史
的
音
源
の
演
奏
を
交
え

て
の
レ
ク
チ
ャ
ー
の
講
師
と
し
て
も
活
動
中
︒

大
熊
夏
実
¦N

atsum
i O

gum
a

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
大
学
院
美
術
研
究
科
博
士

後
期
課
程
芸
術
学
領
域
一
年︵
日
本
学
術
振
興

会
特
別
研
究
員
Ｄ
Ｃ
１
︶︒
一
九
九
七
年
生
ま

れ
︒
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
絵
画
︑
特
に
︑

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
派
の
画
家
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の

作
品
を
中
心
に
研
究
を
行
う
︒
論
文
:﹁
フ
ラ

ン
チ
ェ
ス
コ
会
厳
格
派
が
結
ぶ
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー

ノ
と
ラ
フ
ァ
エ
ロ
︱
︽
ゴ
ッ
ツ
ィ
祭
壇
画
︾
と

︽
フ
ォ
リ
ー
ニ
ョ
の
聖
母
︾に
お
け
る﹁
無
原
罪

の
御
宿
り
﹂の
考
察
か
ら
︱
﹂︑﹃
美
術
史
﹄︵
入

稿
済
み
︶︒

大
西
伸
明
¦N

obuaki O
nishi

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術
学
部
准
教
授
︒
主
な

個
展
に
︑
国
際
芸
術
セ
ン
タ
ー
青
森
・
入
善
町

下
山
芸
術
の
森
発
電
所
美
術
館︵
富
山
︶・
兵
庫

県
立
美
術
館
・M

A
2 gallery

・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ノ

マ
ル
な
ど
︒
主
な
グ
ル
ー
プ
展
に
︑﹁Im

m
anent 

Landscape / 

内
在
の
風
景
﹂ウ
ェ
ス
ト
ス
ペ
ー

ス
︑
メ
ル
ボ
ル
ン
︑
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・﹁
ふ
た

つ
の
セ
ン
ス 

大
西
伸
明
と
杉
浦
慶
太 

存
在
と

不
在
﹂岡
山
県
立
美
術
館
・﹁
自
由
に
な
れ
る
と

き
︱
現
代
美
術
は
こ
ん
な
に
お
も
し
ろ
い
！
﹂

岡
山
県
立
美
術
館
・﹁A

rtM
eets02 

大
西
伸
明

／
相
川
勝
﹂ 

ア
ー
ツ
前
橋
︑ 

群
馬
・﹁
岡
崎
和
郎

／
大
西
伸
明
:B

orn T
w

ice

﹂京
都
市
立
芸
術

大
学
ギ
ャ
ラ
リ
ー
＠
Ｋ
Ｃ
Ｕ
Ａ
︑京
都
な
ど
︒

岡
田
加
津
子
¦K

azuko O
kada

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
教
授
︒
神
戸
生
ま
れ
︒
東

京
藝
術
大
学
作
曲
科
卒
業
︑同
大
学
大
学
院
音

楽
研
究
科
修
了
︒
二
〇
〇
三
年
バ
ロ
ッ
ク
ザ
ー

ル
賞
受
賞
︒
二
〇
一
六
年
藤
堂
音
楽
賞
受
賞
︒

作
曲
活
動
の
一
方
で
︑楽
器
を
使
わ
ず
に
音
楽

す
る
﹁
リ
ズ
ミ
ッ
ク
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
﹂
を

全
国
的
に
展
開
︒
二
〇
一
五
年
バ
シ
ェ
の
音

響
彫
刻
の
修
復
に
立
ち
会
い
︑強
い
衝
撃
を
受

け
る
︒
そ
れ
以
来
︑
音
響
彫
刻
の
保
存
と
︑
そ

れ
ら
を
用
い
た
新
し
い
創
造
活
動
︑教
育
活
動

に
情
熱
を
注
ぐ
︒

岡
本 

秀
¦Shu O

kam
oto

¦

美
術
家︵
絵
画
／
現
代
美
術
︶︒
一
九
九
五
年
生

ま
れ
︒
京
都
市
内
を
拠
点
と
し
て
絵
を
描
く
傍

ら
︑リ
サ
ー
チ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト﹁
Ｍ
Ｉ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
﹂

を
発
足
す
る
︒
主
な
個
展
に
二
〇
一
九
年﹁
次

元
の
え
ん
そ
く
﹂︵
京
都
市
立
芸
術
大
学
ギ
ャ
ラ

リ
ー
＠
Ｋ
Ｃ
Ｕ
Ａ
／
京
都
︶︑﹁
位
置
に
つ
く
死

体
︑幽
霊
の
支
度
﹂︵
清
須
市
は
る
ひ
美
術
館
／
愛

知
︶︑受
賞
に
二
〇
二
一
年﹁
Ｖ
Ｏ
Ｃ
Ａ
展
２
０
２

１
﹂佳
作
賞
︑大
原
美
術
館
賞
な
ど
︒
Ｍ
Ｉ
Ｍ
Ｉ

Ｃ
メ
ン
バ
ー
熊
野
の
好
き
な
動
物
は
ア
シ
カ
︒

小
川
智
美
¦T

om
om

i O
gaw

a

¦

一
九
九
二
年
生
ま
れ
︒
京
都
市
立
芸
術
大
学

大
学
院
美
術
研
究
科
修
士
課
程
工
芸
専
攻
修

了
︒
現
在
︑
公
益
財
団
法
人
日
本
伝
承
染
織
振

興
会
非
常
勤
学
芸
員
︒
専
門
は
現
代
の
染
織

文
化
︒
主
に
︑
日
本
各
地
の
着
物
や
帯
等
の
調

査
研
究
︑
収
集
保
存
活
動
に
携
わ
る
︒
作
り
手

と
︑
も
の
と
の
間
に
立
ち
︑
ど
の
よ
う
に
も
の

が
出
来
上
が
る
の
か
記
録
し
︑
研
究
を
行
う
︒

笠
原
雅
仁
¦M

asahito K
asahara

¦

声
楽
家
︑
古
楽
器
奏
者
︒
武
蔵
野
音
楽
大
学
声

楽
科
に
て
宮
本
昭
太
氏
に
師
事
︒
一
九
九
八

年
に
渡
英
︒ロ
ン
ド
ン
の
英
国
王
立
音
楽
大
学
︑

大
学
院
古
楽
科
に
て
Ｎ
・
ロ
ジ
ャ
ー
ス
︑
Ｓ
・

ロ
バ
ー
ツ
の
各
氏
に
声
楽
を
︑
Ｊ
・
リ
ン
ド
ベ
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立
芸
術
大
学
芸
大
祭
実
行
委
員
長
を
務
め
る
︒

現
在
は
大
学
移
転
で
地
域
ブ
ラ
ン
ド
を
作
る

﹁
き
ょ
う
げ
いB

-LA
B

O

﹂
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

立
ち
上
げ
活
動
中
︒
芸
術
資
源
循
環
セ
ン
タ
ー

で
は
学
生
研
究
員
と
し
て
二
〇
二
二
年
度
総

合
基
礎
実
技
の
授
業
に
て
サ
ポ
ー
ト
を
行
う
︒

中
井
友
路
¦T

om
onori N

akai

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
総
合
基
礎
実
技
非
常
勤
講

師
︒
京
都
市
立
芸
術
大
学
修
士
課
程
構
造
設
計

専
攻
修
了
︒
作
品
の
形
式
を
問
わ
ず
企
画
か
ら

演
出
ま
で
総
合
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
作
品
展
開

を
行
う
︒
学
生
時
代
は
仏
教
寺
院
で
の
ア
ー
ト

デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
中
心
に
様
々
な
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
や
ア
ー
ト
イ
ベ
ン
ト
を
主
催
︒
近
年
は
３

Ｄ
Ｃ
Ｇ
を
ベ
ー
ス
に
Ｖ
Ｒ
や
モ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ

プ
チ
ャ
ー
な
ど
︑
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
分
野
で
の
作

品
制
作
に
取
り
組
む
︒

𡌶 

美
智
子
¦M

ichiko H
aga

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

非
常
勤
研
究
員
︒
岡
山
県
生
ま
れ
︒
二
〇
一

一
年
か
ら
二
〇
二
一
年
ま
で
東
山 

ア
ー
テ
ィ

ス
ツ
・
プ
レ
イ
ス
メ
ン
ツ
・
サ
ー
ビ
ス︵
現
・
一

般
社
団
法
人
Ｈ
Ａ
Ｐ
Ｓ
︶
事
務
局
ス
タ
ッ
フ
︒

ア
ー
ト
・
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
と
し
て
の
主
な
企

画
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に﹁
國
府
理﹁
水

中
エ
ン
ジ
ン
﹂
再
制
作
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹂︵
二

〇
一
七
~
︶︑
菅
か
お
る
個
展﹁
光
と
海
﹂︵
長

性
院
︑Gallery PA

R
C

︑
二
〇
一
九
︶
な
ど
が

あ
る
︒
共
著
に﹃
危
機
の
時
代
を
生
き
延
び
る

ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹄︵
千
十
一
編
集
室
発
行
︑

二
〇
二
一
年
︶︒

橋
爪
皓
佐
¦K

osuke H
ashizum

e

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

非
常
勤
研
究
員
︒
京
都
女
子
大
学
非
常
勤
講

師
︒
音
を
シ
ェ
ア
す
る
空
間
の
枠
組
み
を
再

考
︑
再
構
築
す
る
こ
と
を
主
な
テ
ー
マ
と
し
︑

様
々
な
メ
デ
ィ
ア
と
の
共
有
領
域
に
お
い
て
︑

音
楽
的
な
技
法
を
展
開
し
︑
新
た
な
提
示
方
法

に
よ
る
制
作
を
行
う
︒
平
行
し
て
伝
統
的
な
西

洋
音
楽
家
と
し
て
の
活
動
も
行
っ
て
い
る
︒
作

曲
家
︒
ク
ラ
シ
ッ
ク
ギ
タ
ー
奏
者
︒
音
空
間
ア
ー

ト
制
作
者
︒
ア
ー
ト
・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
・
ロ
ゼ
ッ

タ
主
宰
︒
野
営
地
メ
ン
バ
ー
︒

畑
中
英
二
¦E

iji H
atanaka

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術
学
部
教
授
︒
専
門
は

考
古
学
︒
大
学
で
は
工
芸
史︵
主
に
陶
磁
器
︶

や
博
物
館
学
・
考
古
学
を
担
当
︒
学
外
で
は
文

化
・
文
化
財
を
用
い
た
ま
ち
づ
く
り
の
実
践
や

自
治
体
の
文
化
財
保
護
・
活
用
関
係
の
委
員
を

務
め
︑
後
世
に
何
を
ど
の
よ
う
に
残
し
て
い
く

べ
き
か
に
つ
い
て
腐
心
し
て
い
る
︒

林 

靜
佳
¦Shizuka H

ayashi

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
大
学
院
美
術
研
究
科
博

士
後
期
課
程
保
存
修
復
領
域
三
年
︒
高
麗
美

術
館
学
芸
員
︑
中
国
美
術
学
院
留
学
を
経
て
︑

東
洋
書
画
の
制
作
︑
指
導
を
行
い
な
が
ら
︑
特

に
運
筆
と
筆
に
つ
い
て
研
究
を
行
っ
て
い
る
︒

﹁
呉
春
の
筆
法
を
た
ど
る
︱
︽
蔬
菜
図
巻
︾
か

ら
︱
﹂
動
画
撮
影
︑
泉
屋
博
古
館
︵
二
〇
一
八

年
︶︒
修
士
論
文
﹁
円
山
・
四
条
派
か
ら
近
代

京
都
画
壇
の
運
筆
絵
手
本
に
至
る
筆
法
の
研

究　

呉
春
・
楳
嶺
・
栖
鳳
を
中
心
に
﹂(

二
〇
二

〇
年)

︒﹁﹁
南
画
憧
憬
﹂
展
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
﹂

に
て
︑﹁
筆
の
毛
い
ろ
い
ろ
﹂﹁
南
宗
の
教
育
︑

南
宗
画
の
模
写
﹂担
当︵
京
都
市
立
芸
術
大
学
︑

二
〇
二
〇
年
︶︒
美
術
史
学
会
二
〇
二
二
年
一

月
西
支
部
例
会﹁
明
治
日
本
絵
画
の
基
礎
教
育

﹁
運
筆
﹂
に
つ
い
て
︱
幸
野
楳
嶺
筆
︽
京
都
府

画
学
校
北
宗
運
筆
臨
模
絵
手
本
︾を
中
心
と
し

て
︱
﹂
の
研
究
発
表
︒
個
展
開
催
︑
二
〇
二
二

年
国
際
墨
画
会
第
二
十
一
回
展
文
部
科
学
大

臣
賞
受
賞
ほ
か
︒

深
谷
訓
子
¦M

ichiko Fukaya

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術
学
部
総
合
芸
術
学

科
准
教
授
︒
京
都
大
学
文
学
研
究
科
博
士
後
期

課
程
を
修
了
の
後
︑
尾
道
市
立
大
学
を
経
て
現

職
︒
十
六
~
十
七
世
紀
の
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト

美
術
を
専
門
と
す
る
︒
著
作
に﹃
ロ
ー
マ
の
慈

愛
:
キ
モ
ン
と
ペ
ロ
ー
の
図
像
表
現
﹄︵
単
著
︶︑

﹃
カ
ー
レ
ル
・
フ
ァ
ン
・
マ
ン
デ
ル﹁
北
方
画
家

列
伝
﹂註
解
﹄︵
共
著
︶︑﹃
一
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ

美
術
と︿
ア
ジ
ア
﹀﹄︵
共
著
︶な
ど
︒

藤
岡  

洋
¦H

irosi H
uzioka

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

非
常
勤
研
究
員
︒
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会

系
研
究
科
象
形
文
化
研
究
拠
点
︑
国
立
西
洋
美

術
館
︑
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
を
経
て
現

職
︒

三
島 

郁
¦K

aoru M
ishim

a

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
︑
同
志
社
女
子
大
学
︑
大

阪
音
楽
大
学
︑
各
非
常
勤
講
師
︒
松
江
市
生
ま

れ
︒
東
京
学
芸
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
修

士
課
程
修
了
後
︑ケ
ル
ン
大
学
文
学
部
に
留
学
︑

大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程

修
了
︒
博
士︵
文
学
︶︒
共
著
に﹃
音
楽
を
考
え

る
人
の
た
め
の
基
本
文
献
34
﹄︵
ア
ル
テ
ス
パ
ブ

リ
ッ
シ
ン
グ
︶︑﹃
音
楽
文
化
学
の
す
す
め
:
い

ま
︑
こ
こ
に
あ
る
音
楽
を
理
解
す
る
た
め
に
﹄

︵
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
︶な
ど
が
あ
る
︒
チ
ェ
ン
バ

ロ
奏
者
と
し
て
も
活
動
し
︑
パ
ル
テ
ィ
メ
ン
ト

︵
数
字
付
き
低
音
か
ら
作
曲
・
演
奏
を
す
る
記

譜
︶
や
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
な
ど
︑
記
譜
を
現
在
化

す
る
演
奏
行
為
に
か
ん
す
る
問
題
に
関
心
を
も

つ
︒

山
田 

毅
¦T

suyoshi Yam
ada

¦

美
術
家
︑
只
本
屋
代
表
︑
副
産
物
産
店
共
同
代

表
︒
二
〇
〇
三
年
武
蔵
野
美
術
大
学
造
形
学
部

芸
術
文
化
学
科
卒
業
︒
二
〇
〇
二
年
京
都
市
立

芸
術
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
満
期
退
学
︒

京
都
市
立
芸
術
大
学
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

客
員
研
究
員
︒
京
都
芸
術
大
学
非
常
勤
講
師
︒

二
〇
一
五
年
よ
り
京
都
市
東
山
区
に
て﹁
只
本

屋
﹂
を
立
ち
上
げ
︑
島
根
県
浜
田
市
や
宮
崎
県

三
股
町
な
ど
で
活
動
を
広
げ
る
︒
二
〇
一
七
年

に
矢
津
吉
隆
と
と
も
に
副
産
物
産
店
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
︒
京
都
市
の
市
営
団
地
に
美

術
室
を
開
設
す
る
な
ど
︑
現
在
︑
作
品
制
作
の

傍
ら
様
々
な
場
作
り
に
関
わ
る
︒

術
研
究
科
文
化
財
保
存
学
専
攻
保
存
科
学
研
究

領
域
博
士
課
程
修
了
︒
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇

一
四
年
ま
で
東
京
文
化
財
研
究
所
と
敦
煌
研
究

院
に
よ
る
敦
煌
壁
画
の
保
護
に
関
す
る
日
中

共
同
研
究
に
客
員
研
究
員
と
し
て
参
加
︒
二
〇

一
一
年
よ
り
京
都
市
立
芸
術
大
学
に
勤
務
︒
現

在
︑
近
代
日
本
画
に
使
用
さ
れ
た
顔
料
に
関
す

る
研
究
な
ど
に
従
事
︒

滝 

奈
々
子
¦N

anako T
aki

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

非
常
勤
研
究
員
︒
専
門
は
民
族
音
楽
学︵
中

米
︶・
芸
術
学
︒
主
な
著
書
に﹃
音
と
感
覚
の
エ

ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー　

マ
ヤ
・
ケ
ク
チ
の
民
族
音

楽
学
﹄︵
池
田
光
穂
と
共
著
︑大
阪
大
学C

o*

デ

ザ
イ
ン
セ
ン
タ
ーSP.4

︑ 

二
〇
二
一
年
︶︑﹃U

n 
T

rabajo del Profesor U
saburo M

abuchi de 
1976

︱
グ
ア
テ
マ
ラ
高
地
チ
ャ
フ
ル
・
イ
シ
ル

の
縦
笛
と
両
面
太
鼓
﹄︵
共
著
︑京
都
市
立
芸
術

大
学
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
︑ 二
〇
一
八
年
︶

﹁﹁
世
直
し
﹂ノ
オ
ト︵
２
０
１
８
年
度・夏
︶﹂︵
共

著
︑﹃C

o*D
esign

﹄︵no.4

︶︑
二
〇
一
九
年
︶︑

﹁
豊
潤
な
グ
ア
テ
マ
ラ
音
楽
︱
祭
礼
音
楽
か
ら

ロ
ッ
ク
・
マ
ヤ
ま
で
﹂︵
共
著
︑ ﹃
グ
ア
テ
マ
ラ
を

知
る
た
め
の
67
章
﹄
第
２
版
︑ 

明
石
書
店
︑ 

二

〇
一
八
年
︶な
ど
︒

竹
内 

直
¦N

ao T
akeuchi

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

非
常
勤
研
究
員︵﹁
音
と
身
体
の
記
譜
研
究
﹂プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
︶︒
沖
縄
県
宜
野
湾
市

出
身
︒
沖
縄
県
立
芸
術
大
学
音
楽
学
部
卒
業
︑

京
都
市
立
芸
術
大
学
大
学
院
音
楽
研
究
科
修

士
課
程
お
よ
び
博
士
後
期
課
程
修
了
︒
二
〇
一

三
年
︑
早
坂
文
雄
の
研
究
で
博
士
号
取
得
︒
博

士︵
音
楽
学
︶︒
専
門
は
音
楽
学︵
西
洋
音
楽
史
︑

日
本
近
代
洋
楽
史
︑
現
代
音
楽
論
︶︒
現
在
︑
奈

良
教
育
大
学
︑
神
戸
芸
術
工
科
大
学
︑
同
志
社

女
子
大
学
︑
京
都
市
立
京
都
堀
川
音
楽
高
等
学

校
各
非
常
勤
講
師
︑
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術

文
化
振
興
会
文
化
芸
術
活
動
調
査
員
︒

竹
浪 

遠
¦H

aruka T
akenam

i

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術
学
部
総
合
芸
術
学

科
准
教
授︵
美
術
研
究
科
保
存
修
復
専
攻
兼

担
︶︒
一
九
七
二
年
生
ま
れ
︒
中
国
絵
画
史
︑特

に
山
水
画
︑
花
鳥
画
を
中
心
に
研
究
を
行
っ
て

い
る
︒
著
書
:﹃
唐
宋
山
水
画
研
究
﹄︵
中
央
公

論
美
術
出
版
︑
二
〇
一
五
年
︶︒
最
近
の
論
考
:

﹁﹃
御
製
秘
蔵
詮
﹄
版
画
の
山
水
表
現
と
そ
の
思

想
性
に
つ
い
て
﹂︵
共
著﹃
ア
ジ
ア
仏
教
美
術
論

集　

東
ア
ジ
ア
Ⅲ　

五
代
・
北
宋
・
遼
・
西
夏
﹄

中
央
公
論
美
術
出
版
︑
二
〇
二
一
年
︶︑﹁
中
国

の
画
巻︵
絵
巻
︶
の
奥
行
き
表
現
に
つ
い
て
﹂

︵
共
著
︑
研
究
報
告
書﹃﹁
奥
行
き
の
感
覚
﹂
を

求
め
て
︱
美
術
を
め
ぐ
る
新
た
な
鑑
賞
と
実

践
﹄京
都
市
立
芸
術
大
学
︑二
〇
二
一
年
︶︒

武
内
恵
美
子
¦E

m
iko T

akenouchi

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン

タ
ー
准
教
授
︑
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
副
所

長
︒
国
立
音
楽
大
学
楽
理
科
卒
業
︑
同
大
学
院

音
楽
研
究
科
音
楽
学
専
攻
修
了
︑
総
合
研
究
大

学
院
大
学
文
化
科
学
研
究
科
国
際
日
本
研
究

専
攻
修
了
︑
博
士︵
学
術
︶︒
秋
田
大
学
教
育
文

化
学
部
准
教
授
を
経
て
現
職
︒
日
本
に
お
け
る

楽
思
想
の
展
開
︑
お
よ
び
日
本
に
お
け
る
古
琴

文
化
の
受
容
に
関
す
る
研
究
を
行
っ
て
い
る
︒

近
著
に
武
内
恵
美
子
編﹃
近
世
日
本
と
楽
の
諸

相
﹄︵
京
都
市
立
芸
術
大
学
日
本
伝
統
音
楽
研

究
セ
ン
タ
ー
︑二
〇
一
九
年
︶︑武
内
恵
美
子
／

文
、
周
耘
／
译
﹃
古
琴
东
传
史
实
与
日
本
琴
乐

现
状
﹄︽
音
乐
文
化
研
究
︾︵
浙
江
音
楽
学
院
︑二

〇
二
〇
年
︶二
巻
六
│
一
四
頁
︑他
︒

田
中
栄
子
¦E

iko T
anaka

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術
学
部
版
画
専
攻
教

授
︒
二
〇
〇
九
年
京
都
市
立
芸
術
大
学
大
学

院
美
術
研
究
科
博
士︵
後
期
︶課
程
版
画
修
了
︒

博
士
論
文﹁
ア
ナ
ザ
ー
ワ
ー
ル
ド
=
境
界
面
と

し
て
の
作
品
と
研
究
﹂︒
二
〇
一
七
年
石
版
や

リ
ト
グ
ラ
フ
に
関
す
る
調
査
・
研
究
・
展
覧
会

企
画
な
ど
を
行
う
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
グ
ル
ー
プ 

Lighter but H
eavier

︵LbH

︶を
結
成
︒
二
〇

二
二
年﹁Stone Letter Project #5

│
圧
縮

と
解
凍
﹂︵
京
都
市
立
芸
術
大
学
ギ
ャ
ラ
リ
ー

＠
Ｋ
Ｃ
Ｕ
Ａ
︶︒
お
も
な
個
展
・
二
〇
〇
二
年

“ Project-N
”

東
京
オ
ペ
ラ
シ
テ
ィ
ー
ア
ー
ト

ギ
ャ
ラ
リ
ー
︑
二
〇
一
三
年“ still life”

ア
ー

ト
フ
ロ
ン
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
東
京
︑
二
〇
二
〇
年 

“ w
ork in progress”  M

A
T

SU
O

 M
E

G
U

M
I 

+
 V

O
IC

E
 G

A
LLE

R
Y

 pfs/w

京
都
な
ど
︒

二
〇
二
一
年﹃
令
和
万
葉
集
﹄佐
々
木
良
著︵
万

葉
社
︶の
表
紙
画
デ
ザ
イ
ン
と
挿
絵
を
担
当
︒

谷
内
春
子
¦H

aruko T
aniuchi

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術
学
部
日
本
画
専
攻

講
師
︒
二
〇
一
五
年
京
都
市
立
芸
術
大
学
大
学

院
博
士︵
後
期
︶課
程
修
了
︒
博
士
論
文﹁
景
︱

複
合
的
な
風
景
表
現
の
一
考
察
︱
﹂︒
日
本
画

画
材
の
色
彩
や
材
質
感
と
︑
平
面
上
に
も
た
ら

さ
れ
る
形
象
の
配
置
が
も
た
ら
す
イ
マ
ジ
ネ
ー

シ
ョ
ン
を
い
か
に
扱
い
得
る
の
か
を
作
品
制

作
を
通
じ
て
探
究
し
て
い
る
︒
二
〇
一
四
年
京

都
春
季
創
画
展
春
季
展
賞
︑
二
〇
一
六
年
琳
派

FO
R

E
V

E
R

新
鋭
選
抜
展
Ｎ
Ｈ
Ｋ
京
都
放
送

局
長
賞
︒
二
〇
一
九
年
シ
ェ
ル
美
術
賞
入
選
︑

二
〇
二
三
年 FA

C
E

2023

入
選
ほ
か
︒

玉
澤
春
史
¦H

arufum
i T

am
azaw

a

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術
学
部
客
員
研
究
員
︑

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
︒
一

九
八
二
年
生
ま
れ
︒
京
都
大
学
理
学
研
究
科
博

士
後
期
課
程
研
究
指
導
認
定
退
学
︒
専
門
は
太

陽
物
理
学
︑
天
文
学
史
︑
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
︑
科
学
技
術
政
策
︒
著
書
に
い
ず
れ
も

分
担
執
筆
で
井
上
透
監
修
／
中
村
覚
責
任
編

集﹃
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
・
ベ
ー
シ
ッ
ク
ス

３ 

自
然
史
・
理
工
系
研
究
デ
ー
タ
の
活
用
﹄︵
勉

誠
出
版
︑
二
〇
二
二
年
︶︑
呉
羽
真
・
伊
勢
田
哲

治
編﹃
宇
宙
開
発
を
み
ん
な
で
議
論
し
よ
う
﹄

︵
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑二
〇
二
二
年
︶な
ど
︒

徳
永  

葵
¦A

oi T
okunaga

¦

一
九
九
九
年
生
ま
れ
︑
鹿
児
島
県
出
身
︒
京
都

市
立
芸
術
大
学
大
学
院
美
術
研
究
科
美
術
専

攻
油
画
在
学
︒

鳥
井
直
輝
¦N

aoki T
orii

¦

京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術
学
部
プ
ロ
ダ
ク
ト

デ
ザ
イ
ン
専
攻
二
回
生
︒
兵
庫
県
神
戸
市
出
身
︒

二
〇
〇
三
年
生
ま
れ
︒
二
〇
二
二
年
度
京
都
市
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編
集
後
記

あ
と
半
年
ほ
ど
で
本
学
は
崇
仁
キ
ャ
ン
パ

ス
に
移
転
す
る
︒
そ
れ
は
同
時
に
︑
現
在
の

沓
掛
キ
ャ
ン
パ
ス
が
可
能
に
し
て
い
た
﹁
何

か
﹂
が
永
遠
に
失
わ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
︒

郊
外
の
豊
か
な
自
然
︒
喧
騒
か
ら
切
り
離

さ
れ
︑
創
造
活
動
に
専
念
で
き
る
キ
ャ
ン
パ

ス
︒
建
物
と
建
物
の
あ
い
だ
に
ひ
ろ
が
る
隙

間
︒
蔓
延
る
植
物
︒
水
︑
風
︑
動
物
︒
都
市

の
真
中
に
移
転
す
れ
ば
︑
そ
れ
ら
は
失
わ
れ

る
︒だ

が
︑
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
沓

掛
的
な
も
の
と
は
︑
意
識
で
き
な
い
レ
ベ
ル

に
ま
で
身
体
化
さ
れ
た
︿
個
人
的
記
憶
﹀
で

あ
り
︑
此
処
を
経
験
し
た
人
た
ち
が
︑
こ
の

場
所
に
つ
い
て
語
り
合
う
時
に
想
起
さ
れ
る

共
同
的
な
記
憶
︑
つ
ま
り
︿
集
合
的
記
憶
﹀

で
も
あ
る
は
ず
だ
︒
大
学
が
沓
掛
を
去
っ
た

後
︑
こ
れ
ら
の
記
憶
は
そ
の
生
き
た
対
象
物

を
失
う
︒
そ
の
喪
失
を
徐
々
に
感
じ
る
こ
と

を
通
じ
て
︑
私
た
ち
は
自
分
が
本
当
に
何
を

失
っ
た
の
か
を
︑
事
後
的
に
知
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
︒

一
方
︑
二
〇
二
二
年
最
大
の
出
来
事
は
︑

ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
﹁
戦
争
﹂
で
あ
っ

た
︒
Ｓ
Ｎ
Ｓ
と
ド
ロ
ー
ン
は
︑
戦
時
下
を
生

き
る
個
々
人
の
日
常
を
記
録
し
伝
え
つ
づ
け

て
い
る
が
︑
お
そ
ら
く
こ
の
戦
争
に
つ
い
て

も
︑
私
た
ち
は
そ
の
本
当
の
意
味
を
知
っ
て

い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
︒
現
場
を
生
き

る
個
々
人
の
﹁
本
当
の
﹂
声
は
︑
こ
こ
で
も

し
ば
ら
く
後
に
聴
こ
え
て
く
る
は
ず
だ
︒

人
類
学
者
は
か
ね
て
か
ら
︑﹁
他
者
の
習

慣
や
思
考
を
記
述
す
る
﹂
行
為
に
潜
む
︑
部

分
性
や
偏
向
を
自
覚
し
て
き
た
︒
記
述
さ
れ

る
側
の
他
者
と
の
共
同
作
業
や
︑
多
声
性
を

テ
キ
ス
ト
に
織
り
込
む
方
法
を
模
索
し
て
き

た
の
は
そ
れ
ゆ
え
で
あ
る
︒
複
数
の
視
点
か

ら
み
た
記
述
を
レ
イ
ヤ
ー
状
に
重
ね
︑
そ
れ

ら
を
い
わ
ば
物
質
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
ひ

と
つ
の
事
象
の
意
義
を
記
述
し
よ
う
と
す
る

手
法
は
︑﹁
厚
い
記
述
﹂︵
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・

ギ
ア
ツ
︶
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
思

考
方
法
は
︑
ア
ー
カ
イ
ブ
的
な
態
度
に
と
っ

て
も
示
唆
的
だ
︒

書
き
つ
け
た
記
録
や
日
記
を
読
み
返
す
︒

関
連
す
る
他
者
の
思
考
の
跡
を
追
う
︒
同
じ

映
像
を
何
人
か
で
見
て
話
す
︒︿
自
ら
を
何

ら
か
の
方
法
で
多
層
的
に
対
象
化
す
る
行

為
﹀
に
よ
っ
て
︑
体
験
さ
れ
た
出
来
事
の
意

味
は
︑﹁
こ
と
ば
﹂
や
﹁
表
現
﹂
と
し
て
つ

か
み
と
ら
れ
て
い
く
︒
い
ま
起
き
て
い
る
こ

と
の
意
味
は
︑
あ
と
か
ら
や
っ
て
く
る
︒
ふ

り
か
え
る
こ
と
は
後
ろ
向
き
の
行
為
で
は
な

い
︒
そ
れ
は
創
造
的
な
リ
ミ
ッ
ク
ス
作
業
で

も
あ
る
の
だ
︒

　
　

＊

﹃C
O

M
PO

ST

﹄vol.4

を
お
届
け
し
ま
す
︒

沓
掛
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
発
行
す
る
最
後
の
号

で
す
︒
次
号
は
﹁
特
集
・
沓
掛
時
代
の
京
都

芸
大
﹂
と
し
︑
二
〇
二
四
年
十
月
の
刊
行
を

予
定
し
て
い
ま
す
︵
以
後
﹃C

O
M

PO
ST

﹄

は
︑
毎
年
秋
に
刊
行
し
ま
す
︶︒︵

佐
藤
知
久
︶




