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（1）

論
文
要
旨

　

十
七
世
紀
の
日
本
に
お
い
て
、
西
欧
へ
の
輸
出
磁
器
の
中
核
を
担
っ
た
の
は
、

白
く
な
め
ら
か
な
素
地
に
鮮
や
か
な
色
彩
が
映
え
る
一
群
で
あ
っ
た
。
西
欧
の
王

侯
貴
族
た
ち
を
魅
了
し
た
こ
の
磁
器
は
、「
柿
右
衛
門
様
式
」
と
い
わ
れ
る
。

　
「
柿
右
衛
門
様
式
」
と
は
、
十
七
世
紀
後
期
の
肥
前
磁
器
に
お
け
る
一
様
式
を

さ
す
総
称
で
、
特
に
、
色
彩
や
構
図
な
ど
絵
付
け
に
特
色
が
み
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
一
般
的
に
こ
の
様
式
と
さ
れ
る
作
例
を
と
り
あ
げ
、
①
色
彩
、
②

線
描
、
③
構
図
、
④
素
地
の
四
つ
の
観
点
か
ら
分
析
し
、
絵
付
け
を
構
成
す
る
要

素
や
特
色
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
し
て
、
類
例
作
品
も
取
り
上
げ
、
そ
の
絵
付

け
に
つ
い
て
も
分
析
し
比
較
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
み
ら
れ

る
特
徴
が
浮
か
び
あ
が
り
、
そ
の
図
様
に
需
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
提
示
し
た
。

　

ま
た
、「
柿
右
衛
門
様
式
」
の
研
究
史
に
お
け
る
絵
付
け
の
重
点
が
濁
手
に
あ

る
こ
と
を
再
確
認
し
た
。
し
か
し
、
重
要
な
の
は
濁
手
素
地
そ
の
も
の
だ
け
で
は

な
い
。
素
地
と
絵
付
け
が
相
互
関
係
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
作
例
が
成

立
す
る
の
だ
と
考
え
る
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
【 

柿
右
衛
門
様
式
、
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
、
色
絵
柴
垣
松

竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
、
絵
付
け
、
濁
手
】

は
じ
め
に

　

肥
前
磁
器）1
（

の
輸
出
が
本
格
化
し
た
の
は
、
万
治
二
（
一
六
五
九
）
年
と
さ
れ

る
）
2
（

。
輸
出
初
期
で
あ
る
一
六
五
〇
年
代
の
肥
前
磁
器
の
主
な
出
荷
先
は
東
南
ア

ジ
ア
で
あ
り
、
特
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
大
皿
や
碗
の
需
要
が
み
ら
れ
る
。
輸
出

盛
期
で
あ
る
一
六
五
九
〜
一
六
八
四
年
頃
に
な
る
と
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会

社
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
輸
出
が
本
格
化
し
、
壺
と
瓶
の
セ
ッ
ト
や
カ
ッ

プ
と
受
け
皿
の
セ
ッ
ト
な
ど
に
需
要
が
み
ら
れ
る
。
中
で
も
、
大
壺
や
瓶
は
王

侯
貴
族
た
ち
へ
向
け
て
出
荷
さ
れ
、
集
め
ら
れ
た
磁
器
は
城
郭
や
宮
殿
に
飾
ら

れ
た
。「
磁
器
の
間
」
と
い
わ
れ
る
磁
器
専
用
の
部
屋
が
つ
く
ら
れ
る
ほ
ど
人

気
を
博
し
た
そ
の
背
景
の
一
因
に
は
、
十
七
世
紀
半
ば
か
ら
後
半
頃
に
起
こ
っ

た
シ
ノ
ワ
ズ
リ
ー
が
あ
る
。

　

シ
ノ
ワ
ズ
リ
ー
と
は
中
国
趣
味
を
意
味
す
る
。
十
七
世
紀
半
ば
か
ら
後
半
に
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か
け
て
、
西
欧
で
中
国
を
中
心
と
し
た
東
洋
の
陶
磁
器
・
漆
な
ど
の
工
芸
品
や
、

中
国
風
の
デ
ザ
イ
ン
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
流
行
し
た
。
し
か
し
、
中
国
で
は

十
七
世
紀
半
ば
に
起
こ
っ
た
内
乱
に
よ
っ
て
海
禁
政
策
が
と
ら
れ
、
一
時
中
国

磁
器
の
輸
出
が
止
ま
っ
て
し
ま
う）3
（

。
そ
の
際
、
中
国
磁
器
の
代
わ
り
に
需
要
の

対
象
と
な
っ
た
の
が
肥
前
磁
器
で
あ
る
。

　

輸
出
さ
れ
た
肥
前
磁
器
の
中
で
も
、
特
に
、
白
く
な
め
ら
か
な
素
地
に
鮮
や

か
な
色
彩
を
施
し
た
色
絵
磁
器
に
王
侯
貴
族
た
ち
は
魅
了
さ
れ
た
。
そ
の
大
き

な
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
当
時
の
西
欧
で
は
白
素
地
の
磁
器
焼
成
技
術
が
な
か

っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る）4
（

。

　

で
は
、
西
欧
の
王
侯
貴
族
た
ち
を
魅
了
し
た
肥
前
磁
器
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
彼
ら
の
需
要
の
対
象
と
な
っ
た
作
例
の
中
か
ら
、

代
表
し
て
「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」（
佐
賀
県
立
九
州
陶
磁
文
化
館
蔵
）

（
図
1
）
を
中
心
に
と
り
あ
げ
、
そ
の
絵
付
け
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
す
る
。

　
「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」
は
、
一
般
的
に
「
柿
右
衛
門
様
式
」
の
磁

器
と
し
て
扱
わ
れ
る
。「
柿
右
衛
門
様
式
」
と
は
、
十
七
世
紀
後
期
の
肥
前
磁

器
に
お
け
る
一
様
式
を
さ
す
総
称
で
、
濁
手）5
（

と
い
わ
れ
る
白
い
素
地
に
、
繊
細

な
輪
郭
線
で
文
様
を
描
き
、
明
る
い
色
彩
に
よ
る
上
絵
付
け
を
施
す
。
そ
し
て
、

絵
画
的
と
も
い
わ
れ
る
左
右
非
対
称
の
構
図
を
と
り
、
素
地
が
み
え
る
範
囲
を

広
く
と
る
こ
と
が
特
徴
と
さ
れ
る
。
本
作
は
そ
の
様
式
の
特
徴
を
体
現
し
て
い

る
と
い
え
る
が
、
文
様
に
み
ら
れ
る
色
彩
や
線
描
な
ど
、
さ
ら
な
る
細
部
へ
の

言
及
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
論
で
は
こ
の
作
品
分
析
を
通
し
て
、「
柿

右
衛
門
様
式
」
の
絵
付
け
を
構
成
す
る
要
素
に
つ
な
が
る
一
端
を
抽
出
す
る
。

一
、
絵
付
け
の
分
析

　

本
稿
で
は
、
西
欧
に
渡
っ
た
肥
前
磁
器
の
作
例
の
中
か
ら
代
表
的
な
二
つ
の

作
品
を
取
り
上
げ
、
そ
の
絵
付
け
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
分
析
す
る
作
例
の
選

択
理
由
は
、
文
様
の
配
置
や
配
色
バ
ラ
ン
ス
、
繊
細
な
線
描
と
素
地
の
兼
ね
合

い
な
ど
の
構
成
が
よ
く
、
極
め
て
完
成
度
が
高
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

（
一
）
─
一
　「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」

　

ま
ず
一
例
目
と
し
て
、「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」（
以
下
、
本
作
と
す

る
）
を
取
り
上
げ
る
。
本
作
は
、
延
宝
期
頃
の
作
例
に
み
ら
れ
る
素
地
の
白
さ

や
繊
細
な
絵
付
け
、
型
打
ち
に
よ
る
技
法
を
用
い
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
お

よ
そ
十
七
世
紀
後
期
頃
の
制
作
と
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。
口
径
は
二
十
四
・
一

セ
ン
チ
で
、
な
め
ら
か
な
白
素
地
に
、
黒
の
繊
細
な
輪
郭
線
で
松
、
竹
、
梅
、

鳥
、
太
湖
石
文
様
を
描
き
、
赤
や
青
、
緑
、
黄
と
い
っ
た
明
る
い
色
彩
を
施
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
文
様
は
白
素
地
を
み
せ
る
か
の
よ
う
に
器
面
の
右
側

を
中
心
に
配
置
さ
れ
、
器
面
の
左
側
へ
展
開
し
そ
の
先
に
空
間
を
作
り
出
し
て

い
る
。

　

白
素
地
に
鮮
や
か
な
色
彩
が
映
え
る
絵
付
け
が
印
象
的
な
本
作
に
つ
い
て
、

絵
付
け
を
構
成
す
る
主
要
な
要
素
で
あ
る
①
色
彩
、
②
線
描
、
③
構
図
、
④
白

素
地
の
四
点
に
焦
点
を
あ
て
て
分
析
す
る
。

①
色
彩
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は
じ
め
に
、
色
彩
を
み
て
み
よ
う
。
本
作
に
付
さ
れ
た
色
彩
は
、
赤
や
青
、

緑
、
黄
が
基
調
で
明
る
い
印
象
を
受
け
る
。
原
色
の
よ
う
な
発
色
で
は
な
く
、

や
や
灰
色
掛
か
る
白
肌
の
色
調
に
馴
染
む
よ
う
な
淡
い
色
彩
で
あ
る
。
加
え
て

梅
の
花
に
は
金
彩
も
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
様
に
は
次
の
よ
う
な
色
彩
が

施
さ
れ
て
い
る
。

【
松
】
…
青
の
幹
／
緑
の
梢

【
竹
】
…
緑
と
黄
／
青
・
緑
・
黄
の
梢

【
梅
】
…
青
の
幹
／
赤
・
金
彩
の
花

【
鳥
】
… 

青
の
背
面
／
黄
の
腹
部
／
赤
の
喉
元
と
足
／
飛
ぶ
一
羽
は
緑
の
羽
・

竹
に
と
ま
る
一
羽
は
青
の
羽
に
赤
の
羽
先

【
太
湖
石
】
…
緑
・
黄
／
浸
食
部
に
青
・
赤

　

詳
し
く
み
て
み
る
と
、
木
々
の
幹
を
青
、
太
湖
石
を
緑
、
黄
で
彩
色
す
る
な

ど
、
現
実
の
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
色
彩
を
施
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
竹
の

梢
は
、
青
、
緑
、
黄
で
表
現
さ
れ
、
梅
の
花
に
つ
い
て
も
赤
と
金
彩
で
表
さ
れ

る
な
ど
多
彩
で
あ
る
。
ま
た
、
松
の
幹
の
後
ろ
に
配
置
さ
れ
る
竹
は
、
器
面
右

側
へ
向
か
う
途
中
で
切
断
さ
れ
、
そ
の
断
面
は
黄
で
表
現
さ
れ
る
な
ど
細
部
に

ま
で
趣
向
を
凝
ら
し
て
い
る
。
鳥
は
、
背
面
を
青
、
腹
部
を
黄
、
喉
元
と
足
を

赤
で
表
し
て
い
る
。
雌
雄
を
表
現
し
て
い
る
の
か
、
竹
に
と
ま
る
一
羽
は
羽
先

を
赤
で
塗
ら
れ
る
が
、
飛
ぶ
一
羽
は
羽
全
体
が
緑
に
塗
ら
れ
る
。
緑
と
黄
で
表

さ
れ
る
太
湖
石
に
は
、
散
っ
た
梅
の
花
弁
か
、
そ
の
浸
食
さ
れ
た
部
分
を
中
心

に
赤
い
丸
が
い
く
つ
か
散
ら
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
全
体
的
に
ま
る
で
水
彩
絵
具
の
よ
う
に
淡
く
明
る
い
色
調
で

あ
る
が
、
そ
の
淡
さ
も
単
調
で
は
な
く
絵
具
の
濃
淡
を
細
か
に
繰
り
返
し
て
い

る
。
し
か
し
、
濃
淡
表
現
は
松
の
幹
で
あ
れ
ば
そ
の
屈
折
部
分
が
や
や
濃
く
彩

色
さ
れ
る
程
度
で
、
境
目
を
感
じ
な
い
ほ
ど
実
に
繊
細
で
あ
る
。

　

本
作
で
は
、
松
や
梅
の
幹
を
青
で
表
す
な
ど
の
配
色
パ
タ
ー
ン
が
み
ら
れ
る

が
、
太
湖
石
に
散
る
赤
の
よ
う
に
、
部
分
的
に
他
の
文
様
と
共
通
す
る
色
彩
を

織
り
交
ぜ
る
表
現
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
色
彩
の
統
一
感
を
出

す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

②
線
描

　

淡
い
色
彩
表
現
を
活
か
す
た
め
に
細
い
輪
郭
線
は
効
果
的
で
あ
る
。
し
か
し
、

文
様
の
輪
郭
線
が
注
目
さ
れ
る
機
会
は
少
な
い
。
筆
者
は
そ
の
点
に
着
目
し
、

輪
郭
線
に
つ
い
て
も
分
析
し
た
。

　

本
作
の
見
込
み
に
は
松
、
竹
、
梅
、
鳥
、
太
湖
石
の
五
つ
の
文
様
が
描
か
れ
、

裏
面
は
無
文
で
あ
る
。
文
様
を
描
く
輪
郭
線
は
黒
と
赤
を
基
調
と
し
、
細
く
霞

む
よ
う
な
線
で
モ
チ
ー
フ
を
形
作
っ
て
い
る
。

　

そ
の
中
で
今
回
は
、
松
の
幹
や
鳥
、
太
湖
石
を
描
く
輪
郭
線
に
注
目
し
た
。

こ
れ
ら
を
描
く
線
は
黒
で
、
所
々
消
え
る
よ
う
に
霞
ん
で
い
る
の
が
特
徴
的
で

あ
る
（
図
2
）。
黒
の
輪
郭
線
が
消
え
る
理
由
は
、
黒
絵
具
の
上
に
他
の
色
絵

具
が
掛
か
ら
な
い
と
剝
落
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る）6
（

。
し
か
し
、「
色
絵
双
鳥

松
竹
梅
文
輪
花
皿
」
で
は
そ
の
黒
い
線
が
完
全
に
は
消
え
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

そ
れ
を
意
図
的
に
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
さ
せ
る
。

　

次
に
梅
を
み
て
み
よ
う
（
図
3
）。
梅
の
幹
は
、
松
の
幹
同
様
に
所
々
輪
郭

線
が
消
え
て
い
る
。
し
か
し
、
梅
の
花
は
赤
の
輪
郭
線
で
縁
取
ら
れ
、
そ
の
輪
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郭
線
内
を
埋
め
る
よ
う
に
赤
を
施
し
て
い
る
。
輪
郭
線
に
赤
の
絵
具
が
重
な
っ

て
い
る
部
分
も
あ
る
が
、
も
し
輪
郭
線
を
消
す
意
図
で
あ
れ
ば
黒
を
用
い
る
こ

と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
黒
の
輪
郭
線
が
消
え
て
い
る
の
は
偶
然
と
は
断
定
で
き

な
い
。

　

輪
郭
線
が
霞
み
消
え
て
い
る
効
果
は
、
絵
具
の
色
が
白
い
素
地
に
溶
け
こ
む

瞬
間
を
作
り
出
す
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
線
描
に
強
弱
表
現
を
持

た
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
文
様
と
素
地
の
調
和
の
た
め
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

③
構
図

　

本
作
の
構
図
は
左
右
非
対
称
で
、
器
面
の
片
側
に
は
白
素
地
の
見
え
る
範
囲

が
広
い
部
分
が
あ
る
。
文
様
の
配
置
構
成
を
み
て
み
よ
う
。

　

構
図
の
重
心
と
な
る
の
は
、
地
に
置
か
れ
た
太
湖
石
で
あ
る
。
器
面
の
右
側

に
太
湖
石
を
配
置
し
、
そ
の
太
湖
石
の
元
か
ら
松
、
竹
、
梅
の
枝
が
器
面
の
上

下
左
右
に
伸
び
行
く
。
文
様
を
器
面
の
右
側
に
集
中
さ
せ
、
器
面
の
左
側
に
は

素
地
が
見
え
る
部
分
を
広
く
残
し
て
い
る
。
松
、
竹
、
梅
の
枝
先
が
そ
れ
ぞ
れ

器
面
の
左
側
へ
と
向
か
い
、
視
線
は
自
然
と
器
面
の
左
側
へ
誘
導
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
竹
に
と
ま
る
鳥
を
目
掛
け
て
飛
ぶ
一
羽
の
鳥
に
た
ど
り
着
く
。

　

こ
の
文
様
配
置
か
ら
、
本
作
の
特
質
と
し
て
次
の
二
点
が
指
摘
で
き
る
。
一

点
は
文
様
を
器
面
の
片
側
に
集
中
さ
せ
反
対
側
に
素
地
の
見
え
る
部
分
を
残
し

て
い
る
こ
と
。
も
う
一
点
は
、
文
様
が
循
環
す
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
一
点
目
に
挙
げ
た
「
素
地
を
見
せ
よ
う
と
す
る
空
間
構
成
」
は
、
本

作
が
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
十
七
世
紀
後
期
に
顕
著
な
表
現
で
あ
る）7
（

。
そ

れ
は
文
様
を
器
面
に
散
ら
す
配
置
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。

　

次
に
、
二
点
目
に
挙
げ
た
「
循
環
す
る
文
様
配
置
」
は
、
円
形
の
器
面
を
最

大
限
に
活
か
し
た
構
図
で
あ
る
と
考
え
る
。
器
面
左
側
に
向
か
う
松
と
梅
の
枝

先
は
互
い
に
向
き
合
い
、
器
面
右
側
へ
伸
び
る
松
と
梅
の
枝
先
も
互
い
に
向
か

い
合
う
。
ま
た
、
地
面
か
ら
器
面
上
部
へ
伸
び
る
梅
の
枝
先
も
松
の
枝
先
へ
た

ど
り
着
く
。
そ
し
て
、
目
線
は
宙
を
舞
う
鳥
へ
向
か
い
、
竹
に
と
ま
る
も
う
一

羽
の
鳥
へ
と
た
ど
り
着
く
。
宙
を
舞
う
鳥
は
他
の
文
様
と
は
距
離
を
置
い
て
配

置
さ
れ
て
お
り
、
器
面
の
片
側
に
集
中
す
る
重
心
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
鳥
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
、
松
と
梅
の
木
に
囲
ま
れ
た

世
界
に
観
者
を
引
き
連
れ
て
い
く
よ
う
に
も
感
じ
取
れ
る
。
巧
み
な
目
線
の
誘

導
で
あ
る
。

④
白
素
地

　

本
作
の
素
地
は
、
際
立
つ
白
さ
で
な
め
ら
か
な
質
感
で
あ
る
。
①
色
彩
、
②

線
描
、
③
構
図
の
三
つ
の
要
素
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
は
、
こ
の
な
め
ら
か
な

白
素
地
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
な
め
ら
か
な
素
地
で
な
け
れ
ば
、
細
か
に
筆
を
走
ら
せ
て
繊
細
な
線

描
を
施
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
色
彩
を
引
き
立
て
る
色
味
で
な
け
れ
ば
淡

く
明
る
い
発
色
は
叶
わ
な
い
。
そ
し
て
、
素
地
自
体
が
鑑
賞
対
象
に
な
ら
な
け

れ
ば
、
素
地
を
見
せ
る
よ
う
な
構
図
は
必
ず
し
も
必
要
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
素
地
は
絵
付
け
の
土
台
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
自
体
が
作
品
の
魅
力
を
つ

か
さ
ど
る
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
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ま
た
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
素
地
だ
け
が
目
立
ち
絵
付
け
が
等
閑
に
な
る

こ
と
は
な
く
、
絵
付
け
の
み
が
際
立
つ
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
む
し
ろ
、
明
る

い
色
彩
に
よ
る
絵
付
け
が
、
素
地
の
白
さ
に
馴
染
む
こ
と
に
よ
っ
て
お
互
い
が

引
き
立
て
ら
れ
調
和
し
て
い
る
。
文
様
の
輪
郭
線
が
所
々
消
え
て
い
る
の
は
、

文
様
を
霞
ま
せ
ず
、
か
つ
こ
の
白
素
地
と
の
境
目
を
印
象
づ
け
な
い
た
め
な
の

か
も
し
れ
な
い
。

（
一
）
─
二
　「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」
の
絵
付
け
の
特
質

　

以
上
の
分
析
に
よ
っ
て
、「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」
の
絵
付
け
を
成

り
立
た
せ
て
い
る
要
素
は
、
白
い
素
地
に
馴
染
む
、
水
彩
絵
の
具
の
よ
う
な
淡

い
色
彩
と
統
一
感
を
図
る
配
色
、
淡
い
色
彩
表
現
を
活
か
す
た
め
の
細
い
線
描

と
所
々
霞
ま
せ
る
こ
と
に
よ
る
強
弱
表
現
、
器
面
の
片
側
に
文
様
を
重
点
的
に

配
置
す
る
左
右
非
対
称
の
構
図
と
文
様
配
置
に
よ
る
空
間
の
バ
ラ
ン
ス
、
色
彩

を
ひ
き
た
て
る
白
く
な
め
ら
か
な
質
感
の
素
地
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
こ
れ
ら
の
要
素
が
表
す
繊
細
さ
は
、「
色
絵
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」（
佐
賀
県

立
九
州
陶
磁
文
化
館
蔵
）（
図
4
）
を
例
に
比
較
す
る
と
よ
り
明
確
で
あ
る
。

　
「
色
絵
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
は
、
そ
の
器
形
や
染
付
併
用
の
色
彩
表
現
な
ど

か
ら
十
七
世
紀
中
後
期
頃
の
制
作
と
推
測
さ
れ
る
。
口
径
は
十
八
・
四
セ
ン
チ

で
、
モ
チ
ー
フ
や
構
図
に
お
い
て
「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」
を
想
起
さ

せ
る
。

　

ま
ず
、
色
彩
を
み
て
み
よ
う
。「
色
絵
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
で
は
竹
の
緑
と

黄
、
梅
の
花
の
赤
と
金
彩
、
幹
の
茶
（
紫
）
の
色
絵
具
に
よ
る
色
彩
と
、
鳥
と

太
湖
石
に
み
ら
れ
る
染
付）8
（

に
よ
る
色
彩
の
二
つ
の
表
現
が
み
ら
れ
る
。
鳥
の
尾

の
一
部
に
は
赤
が
施
さ
れ
、
梅
の
花
と
色
彩
の
統
一
を
図
る
様
子
が
う
か
が
え

る
。
色
絵
具
の
青
よ
り
も
深
み
が
あ
る
染
付
の
青
は
、
や
や
青
み
が
か
る
白
い

素
地
に
よ
り
映
え
大
き
な
存
在
感
を
放
っ
て
い
る
。

　

線
描
に
注
目
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
色
彩
を
縁
取
る
輪
郭
線
は
比
較
的
細
い
。

黒
の
輪
郭
線
が
剝
落
し
て
い
る
部
分
は
少
な
く
、
強
弱
表
現
は
そ
れ
ほ
ど
感
じ

ら
れ
な
い
。
染
付
に
よ
る
輪
郭
線
も
、
そ
の
濃
淡
に
よ
っ
て
描
き
分
け
ら
れ
て

い
る
（
図
5
）。

　

松
の
幹
を
み
て
み
よ
う
。「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」
の
松
の
幹
は
細

く
、
所
々
輪
郭
線
が
消
え
な
が
ら
上
部
へ
伸
び
行
く
こ
と
で
、
白
素
地
に
溶
け

込
む
よ
う
な
繊
細
さ
が
み
て
と
れ
る
。「
色
絵
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
に
は
松
文

様
が
描
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
一
例
と
し
て
そ
の
色
彩
や
文
様
表
現
な
ど
か
ら

十
七
世
紀
半
ば
頃
の
制
作
と
推
測
さ
れ
る
「
色
絵
松
鳥
文
分
銅
形
皿
」（
佐
賀

県
立
九
州
陶
磁
文
化
館
蔵
）（
図
6
）
を
取
り
上
げ
る
。「
色
絵
松
鳥
文
分
銅
形

皿
」
に
み
ら
れ
る
松
の
幹
は
、
輪
郭
線
が
消
え
る
こ
と
な
く
描
か
れ
、
線
描
の

強
弱
で
は
な
く
幹
の
力
強
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
鳥
や
太
湖
石
の
輪
郭
線
も
よ
く

残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
文
様
を
縁
取
る
た
め
の
線
で
あ
る
意
識
が
見
受
け
ら

れ
る
。

　
「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」
の
も
っ
と
も
洗
練
さ
れ
た
要
素
は
構
図
に

あ
る
と
考
え
る
。「
色
絵
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
の
構
図
を
反
転
さ
せ
る
と
（
図

7
）、「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」
と
の
類
似
性
が
さ
ら
に
高
ま
る
。
両
作

例
と
も
に
、
文
様
配
置
の
重
心
は
地
面
に
あ
る
太
湖
石
で
あ
る
。
器
面
の
右
側
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に
太
湖
石
を
配
置
し
、
そ
の
太
湖
石
の
元
か
ら
植
物
の
枝
が
器
面
の
上
下
左
右

に
伸
び
行
く
。
そ
の
枝
先
が
そ
れ
ぞ
れ
器
面
の
左
側
へ
と
向
か
い
、
視
線
は
自

然
と
器
面
の
左
側
へ
誘
導
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
素
地
を
見
せ
よ
う
と
す
る
空

間
構
成
」
は
、「
色
絵
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
に
は
そ
れ
ほ
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。

　

そ
の
理
由
は
、
文
様
の
大
き
さ
に
違
い
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」
で
は
、
松
、
竹
、
梅
、
二
羽
の
鳥
、
太
湖
石

と
多
く
の
文
様
を
描
く
の
に
対
し
、「
色
絵
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
で
は
梅
、
竹

に
一
羽
の
鳥
、
太
湖
石
と
文
様
数
が
少
な
い
。
そ
の
た
め
、「
色
絵
竹
梅
鳥
文

輪
花
皿
」
で
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
文
様
を
大
き
く
描
く
こ
と
で
バ
ラ
ン
ス
を

と
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
文
様

を
小
さ
く
描
き
、
白
素
地
の
見
え
る
範
囲
が
広
い
「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花

皿
」
の
構
図
に
は
、
素
地
を
見
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
素
地
に
関
し
て
は
、「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」
の
よ
う
な

乳
白
色
と
い
わ
れ
る
も
の
や
、「
色
絵
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
の
よ
う
な
や
や
青

み
が
か
る
も
の
な
ど
、
同
じ
白
素
地
で
も
そ
の
色
調
に
は
種
類
が
あ
る
。
こ
の

こ
と
が
、
構
図
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
か
は
今
後
の
分
析
課
題
で
あ

る
。

　

ま
た
、「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」
の
松
の
幹
に
は
青
が
施
さ
れ
、
現

実
の
植
物
の
色
彩
と
は
異
な
る
表
現
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、「
色
絵
竹
梅
鳥
文

輪
花
皿
」
の
梅
の
幹
や
「
色
絵
松
鳥
文
分
銅
形
皿
」
の
松
の
幹
に
は
、
茶
と
受

け
と
れ
る
色
調
が
み
ら
れ
現
実
的
な
色
彩
表
現
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
か

ら
も
、「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」
の
色
彩
が
、
白
素
地
と
の
調
和
を
意

識
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
加
え
て
指
摘
し
た
い
。

（
二
）「
色
絵
柴
垣
松
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」

　

二
例
目
に
、「
色
絵
柴
垣
松
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」（
個
人
蔵
）（
図
8
）
を
取

り
上
げ
る
。「
色
絵
柴
垣
松
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
は
、「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪

花
皿
」
同
様
、
お
よ
そ
十
七
世
紀
後
期
頃
の
作
と
推
測
さ
れ
る
。
口
径
は
二
十

二
・
〇
セ
ン
チ
で
、
乳
白
色
の
白
素
地
に
、
黒
の
繊
細
な
輪
郭
線
で
松
、
竹
、

梅
、
鳥
、
柴
垣
文
様
を
描
き
、
赤
や
青
、
緑
、
黄
と
い
っ
た
明
る
い
色
彩
を
施

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
文
様
は
白
素
地
を
み
せ
る
か
の
よ
う
に
器
面
の
右
側
を

中
心
に
配
置
し
、
器
面
の
左
側
へ
展
開
し
た
そ
の
先
に
空
間
を
作
り
出
し
て
い

る
。

　

本
項
で
は
、「
色
絵
柴
垣
松
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
に
つ
い
て
、
①
色
彩
、
②

線
描
、
③
構
図
、
④
素
地
の
四
つ
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
と
す
る
。

①
色
彩

　

ま
ず
、
色
彩
を
み
て
み
よ
う
。「
色
絵
柴
垣
松
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
に
み
ら

れ
る
色
彩
は
、
明
る
い
赤
や
青
、
緑
、
黄
を
基
調
と
し
、
そ
の
色
調
は
や
や
濃

い
印
象
を
与
え
る
。
線
描
で
表
さ
れ
る
柴
垣
文
様
は
黒
の
色
彩
が
強
く
感
じ
ら

れ
、
赤
い
梅
の
花
に
は
金
彩
が
施
さ
れ
て
い
る
。
文
様
一
つ
ず
つ
の
色
彩
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

【
松
】
…
青
の
幹
／
緑
の
梢

【
竹
】
…
緑
と
黄
／
青
・
緑
・
黄
の
梢

【
梅
】
…
青
の
幹
／
赤
・
金
彩
の
花
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【
鳥
】
… 

青
の
背
面
／
黄
の
腹
部
／
赤
の
喉
元
と
足
／
飛
ぶ
一
羽
は
緑
の
羽
／

竹
に
と
ま
る
一
羽
は
青
に
赤
の
羽
先

【
柴
垣
】
…
黒
の
線
描
／
赤
・
青
・
黄
の
垣
根
を
束
ね
る
部
分
に
み
ら
れ
る
玉

　

松
や
梅
の
幹
は
青
で
、
現
実
の
植
物
と
は
異
な
る
色
彩
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

竹
の
梢
は
、
青
、
緑
、
黄
で
、
梅
の
花
は
赤
と
金
彩
で
表
さ
れ
る
な
ど
多
彩
で

あ
る
。
ま
た
、
松
の
幹
の
後
ろ
に
配
置
す
る
竹
は
、
器
面
右
側
へ
伸
び
ゆ
く
途

中
で
切
断
さ
れ
、
そ
の
断
面
は
黄
で
表
現
さ
れ
る
な
ど
細
部
に
ま
で
趣
向
を
凝

ら
し
て
い
る
。
鳥
は
、
背
面
を
青
、
腹
部
を
黄
、
喉
元
と
足
を
赤
で
表
し
て
い

る
。
雌
雄
を
表
現
し
て
い
る
の
か
、
竹
に
と
ま
る
一
羽
は
羽
先
を
赤
で
塗
ら
れ

る
が
、
飛
ぶ
一
羽
は
羽
全
体
が
緑
に
塗
ら
れ
る
。
柴
垣
は
黒
の
線
で
一
本
一
本

描
か
れ
、
垣
根
と
し
て
束
ね
る
部
分
に
み
ら
れ
る
玉
に
は
赤
、
青
、
黄
が
用
い

ら
れ
る
。
柴
垣
の
ま
わ
り
に
は
、
赤
、
青
、
黄
の
笹
が
散
る
。

　

多
彩
で
全
体
的
に
明
る
い
色
調
で
あ
る
が
、
柴
垣
文
様
の
黒
の
輪
郭
線
が
影

響
し
て
い
る
た
め
か
、
そ
の
色
彩
に
は
強
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
白
い
素
地
に
対

比
色
と
な
る
黒
が
存
在
感
を
放
つ
。
器
面
の
四
分
の
一
ほ
ど
を
占
め
る
柴
垣
文

様
の
存
在
感
は
大
き
い
も
の
で
あ
る
。

②
線
描

　

柴
垣
文
様
の
色
彩
が
印
象
的
な
「
色
絵
柴
垣
松
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
は
、
見

込
み
に
松
、
竹
、
梅
、
鳥
、
柴
垣
の
五
つ
の
文
様
が
描
か
れ
裏
面
は
無
文
で
あ

る
。
柴
垣
だ
け
で
は
な
く
、
と
も
に
表
さ
れ
る
松
、
竹
、
梅
、
鳥
の
輪
郭
線
も

黒
を
基
調
に
し
、
梅
の
花
は
赤
の
絵
具
を
用
い
て
細
い
線
で
描
い
て
い
る
。

　
「
色
絵
柴
垣
松
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
に
み
ら
れ
る
線
描
の
最
た
る
も
の
は
柴

垣
で
あ
ろ
う
（
図
9
）。
柴
垣
に
注
目
す
る
と
、
柴
を
一
本
一
本
線
描
で
表
現

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
白
素
地
に
黒
を
の
せ
た
繊
細
な
線
描
は
よ
り
際
立

ち
、
そ
の
効
果
は
束
ね
ら
れ
た
柴
垣
の
ふ
っ
く
ら
し
た
様
子
に
現
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
輪
郭
線
の
細
部
を
み
て
み
る
と
、
松
や
梅
の
幹
に
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

霞
む
よ
う
な
部
分
が
あ
る
が
、
宙
を
舞
う
鳥
や
し
な
る
竹
な
ど
は
比
較
的
し
っ

か
り
し
た
線
描
で
あ
る
。
梅
の
花
の
輪
郭
線
は
霞
む
こ
と
な
く
描
か
れ
て
い
る
。

黒
の
絵
具
が
消
え
る
の
は
、
そ
の
上
に
他
の
色
絵
具
が
掛
か
ら
な
い
こ
と
で
剝

落
す
る
と
い
う
物
質
的
な
理
由
で
あ
る
と
先
述
し
た
が
、
黒
の
輪
郭
線
が
消
え

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
色
絵
具
を
輪
郭
線
上
に
重
ね
て
黒
線
を
残
そ
う
と

し
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

③
構
図

　

文
様
は
器
面
の
右
側
に
柴
垣
を
配
置
し
、
そ
の
柴
垣
を
起
点
に
松
、
竹
、
梅

が
上
下
左
右
に
伸
び
行
く
左
右
非
対
称
の
構
図
で
あ
る
。
文
様
配
置
の
重
心
と

な
る
場
所
を
器
面
の
右
側
に
つ
く
り
、
器
面
の
左
側
に
素
地
が
広
く
見
え
る
部

分
が
あ
る
。
松
、
竹
、
梅
の
枝
先
が
そ
れ
ぞ
れ
器
面
の
左
側
へ
と
向
か
う
こ
と

で
、
自
然
と
視
線
も
器
面
の
左
側
へ
と
誘
導
さ
れ
る
。

　

梅
の
枝
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
器
面
の
左
側
へ
と
向
か
う
梅
の
枝
先
は
、
地

面
に
平
行
し
な
が
ら
器
面
外
へ
向
か
う
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
松
、
竹
、
梅

の
枝
は
器
面
の
右
側
か
ら
左
側
へ
と
伸
び
て
行
き
、
松
と
竹
の
枝
先
が
宙
を
舞

う
鳥
へ
と
向
か
う
。
器
面
右
側
へ
伸
び
る
松
、
梅
の
枝
先
も
互
い
に
向
か
い
合

う
。
し
か
し
、
地
面
に
平
行
す
る
梅
の
枝
先
は
松
や
竹
の
枝
先
と
向
か
い
合
う

こ
と
は
な
く
、
梅
の
枝
先
を
た
ど
っ
て
も
空
間
に
飛
ぶ
鳥
に
た
ど
り
着
く
こ
と
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は
な
い
。
文
様
の
循
環
が
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

文
様
循
環
の
断
ち
切
り
に
つ
い
て
「
柴
垣
文
様
」
と
の
関
係
を
推
測
す
る
。

柴
垣
文
様
は
古
来
よ
り
日
本
の
意
匠
の
ひ
と
つ
と
し
て
親
し
ま
れ
、
織
部
焼
な

ど
に
も
よ
く
み
ら
れ
る）9
（

。
柴
垣
は
垣
根
の
一
種
で
、
垣
根
は
家
同
士
の
仕
切
り

や
境
界
線
と
い
っ
た
意
味
の
役
割
も
果
た
す
。

　

こ
こ
で
は
、
柴
垣
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
円
形
の
皿
と
い
う
ひ
と
つ
の
区

切
ら
れ
た
世
界
の
中
に
、
さ
ら
な
る
空
間
が
現
れ
る
。
器
面
の
左
側
に
伸
び
る

梅
は
、
柴
垣
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
た
世
界
か
ら
こ
ち
ら
側
へ
と
向
か
い
出
て
き

て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
ま
た
、
柴
垣
自
身
も
、
器
面
奥
か
ら
手
前
へ
向
か

っ
て
い
よ
う
に
み
え
る
。
つ
ま
り
、
た
だ
文
様
循
環
を
断
ち
切
っ
た
の
で
は
な

く
、
奥
行
き
感
や
立
体
感
を
表
現
し
た
い
が
た
め
の
措
置
な
の
で
は
な
い
か
と

推
測
す
る
の
で
あ
る
。

④
白
素
地

　
「
色
絵
柴
垣
松
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
の
素
地
は
、
白
く
光
を
反
射
す
る
よ
う

な
質
感
に
み
え
る
。
こ
の
素
地
が
、
柴
垣
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
細
密
な
線
描
や
、

松
と
梅
の
幹
の
青
、
梅
の
花
の
赤
の
よ
う
な
鮮
や
か
な
発
色
を
可
能
に
し
て
い

る
と
考
え
る
。

　
「
色
絵
柴
垣
松
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
で
は
、
素
地
の
白
さ
故
、
文
様
の
色
彩

が
際
立
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
色
調
だ
け
で
は
な
く
、
繊

細
な
が
ら
も
そ
の
存
在
を
主
張
す
る
黒
の
線
描
が
、
白
い
素
地
か
ら
文
様
を
独

立
し
た
も
の
に
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
、
黒
の
線
描
で
構

成
さ
れ
て
い
る
柴
垣
文
様
の
存
在
感
は
大
き
い
。

　

以
上
よ
り
、「
色
絵
柴
垣
松
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
の
絵
付
け
を
成
り
立
た
せ

て
い
る
要
素
は
、
白
い
素
地
に
映
え
る
や
や
強
い
印
象
を
与
え
る
明
る
い
色
彩
、

白
い
素
地
か
ら
文
様
を
独
立
さ
せ
る
よ
う
に
輪
郭
づ
け
る
黒
の
線
描
、
器
面
の

片
側
に
文
様
を
重
点
的
に
配
置
す
る
左
右
非
対
称
の
構
図
と
器
面
の
外
側
へ
と

向
か
っ
て
い
く
よ
う
な
文
様
の
配
置
で
あ
る
と
結
論
付
け
る
。

二
、
二
作
品
の
分
析
に
よ
る
比
較
と
考
察

　

本
稿
で
は
、「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」
と
「
色
絵
柴
垣
松
竹
梅
鳥
文

輪
花
皿
」
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
絵
付
け
の
分
析
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
五
つ

の
文
様
の
う
ち
、
幹
を
青
で
表
す
松
、
梢
に
多
色
を
用
い
る
竹
、
赤
と
金
彩
の

梅
、
雌
雄
と
思
わ
れ
る
塗
り
分
け
を
行
う
鳥
の
四
つ
の
文
様
に
つ
い
て
は
、
二

作
品
に
共
通
す
る
色
彩
表
現
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
し
か
し
、「
色
絵

双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」
の
太
湖
石
に
散
ら
さ
れ
て
い
た
梅
の
花
弁
と
思
わ
れ

る
円
形
文
様
の
赤
は
、「
色
絵
柴
垣
松
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
で
は
見
ら
れ
ず
、

赤
、
青
、
黄
の
笹
が
あ
る
の
み
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
違
い
が
確
認
さ
れ

た
。

　

分
析
対
象
と
し
て
こ
の
二
つ
の
作
例
を
取
り
上
げ
た
理
由
は
、
絵
付
け
の
類

似
性
が
非
常
に
高
い
こ
と
、
両
者
と
も
複
数
枚
存
在
し
な
が
ら
、
そ
の
多
く
が

一
枚
ず
つ
諸
機
関
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る）10
（

。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
み
ら

れ
る
図
様
に
需
要
が
あ
っ
た
こ
と
、
一
枚
で
も
十
分
に
高
価
で
あ
っ
た
こ
と
が

想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
分
析
結
果
を
も
と
に
二
作
品
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の
絵
付
け
を
比
較
検
討
し
、
さ
ら
な
る
特
徴
の
抽
出
を
試
み
る
。

　

は
じ
め
に
、
両
作
品
が
複
数
枚
存
在
し
て
い
る
点
に
触
れ
て
お
く
。「
色
絵

双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」（
佐
賀
県
立
九
州
陶
磁
文
化
館
蔵
）
と
類
似
す
る
絵

付
け
の
作
例
は
、
柿
右
衛
門
窯
を
は
じ
め
、
出
光
美
術
館
や
戸
栗
美
術
館
な
ど

の
日
本
国
内
と
、
シ
ャ
ー
ボ
ー
ン
城
を
は
じ
め
と
す
る
国
外
の
諸
機
関
で
所
蔵

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
個
人
蔵
の
も
の
を
含
め
、
現
在
ま
で
に
確

認
し
た
点
数
は
十
点
を
超
え
る
。
口
径
は
最
も
小
さ
な
も
の
で
十
八
・
六
セ
ン

チ
、
最
も
大
き
な
も
の
で
二
十
八
セ
ン
チ
ほ
ど
で
あ
る
が
、
多
く
は
二
十
一
・

七
〜
二
十
一
・
九
セ
ン
チ
程
と
二
十
一
セ
ン
チ
内
外
で
あ
っ
た
。
松
の
幹
や
枝

先
の
角
度
、
竹
の
梢
な
ど
細
部
の
差
は
あ
る
が
、
文
様
の
種
類
や
配
置
、
構
図

な
ど
は
全
て
同
じ
で
全
て
輪
花
皿
で
あ
る
。

　
「
色
絵
柴
垣
松
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」（
個
人
蔵
）
に
つ
い
て
も
、
絵
付
け
の
類

似
す
る
作
品
が
国
内
外
に
複
数
存
在
し
て
い
る
。「
色
絵
柴
垣
松
竹
梅
鳥
文
輪

花
皿
」
の
場
合
、
輪
花
皿
と
輪
花
で
は
な
い
円
形
の
皿
が
あ
る
。
個
人
蔵
の
も

の
を
含
め
、
現
在
ま
で
に
確
認
で
き
た
点
数
は
、
輪
花
皿
が
六
点
、
円
形
皿
が

三
点
を
超
え
、
中
国
に
よ
る
模
倣
（
全
て
円
形
皿
）
を
二
点）11
（

確
認
し
た
。
口
径

は
最
も
小
さ
な
も
の
で
十
九
セ
ン
チ
、
最
も
大
き
な
も
の
で
二
十
四
・
九
セ
ン

チ
ほ
ど
、
そ
の
他
は
二
十
一
セ
ン
チ
内
外
で
あ
る
。
口
縁
は
輪
花
の
場
合
と
円

形
の
場
合
が
あ
る
が
、
口
径
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
は
な
か
っ
た
。

　

こ
の
二
作
品
の
絵
付
け
に
つ
い
て
比
較
す
る
。「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花

皿
」
を
Ａ
群
、「
色
絵
柴
垣
松
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
を
Ｂ
群
と
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
絵
付
け
の
保
存
状
態
が
良
い
三
点
の
作
例
を
抜
粋
し
表
を
作
成
し
た
【
表

1
】。
こ
れ
よ
り
、
以
下
の
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

【
器
物
・
構
図
に
つ
い
て
】

①
Ａ
群
の
太
湖
石
と
Ｂ
群
の
柴
垣
が
異
な
る
が
、
ほ
か
の
文
様
は
同
じ
で
構

図
も
類
似
す
る
。

②
Ａ
群
・
Ｂ
群
と
も
に
複
数
枚
存
在
し
て
い
る
が
、
一
つ
の
機
関
が
所
蔵
す

る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
ず
つ
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

③
Ａ
群
は
輪
花
皿
の
み
で
あ
る
が
、
Ｂ
群
は
輪
花
状
で
は
な
い
円
形
皿
も
あ

る
。

④
Ａ
群
・
Ｂ
群
の
構
図
に
類
似
す
る
、
柴
垣
文
様
を
用
い
た
作
例
が
多
々
見

受
け
ら
れ
る
。

⑤
Ａ
群
と
Ｂ
群
（
輪
花
皿
の
み
）
の
器
面
の
上
部
と
な
る
位
置
に
違
い
が
あ

る
。

⑥
マ
イ
セ
ン
窯
な
ど
、
西
欧
で
模
倣
さ
れ
て
い
る
作
品
に
は
、
主
に
Ｂ
群
に

み
ら
れ
る
柴
垣
文
様
が
多
々
み
ら
れ
る
。

　

器
物
・
構
図
に
つ
い
て
、
①
、
②
、
③
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
て
き
た
通

り
で
あ
る
。
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
④
の
類
例
で
あ
る
が
、
Ｂ
群
に
類
似
す
る
柴
垣
文
様
を
用
い
た
作
例

が
見
受
け
ら
れ
る
（
図
10
）。
例
え
ば
図
10
の
よ
う
に
、
竹
、
梅
、
鳥
、
柴
垣

の
四
つ
の
文
様
の
み
で
松
が
な
い
も
の
も
多
い
が
、
文
様
配
置
の
仕
方
か
ら
Ｂ

群
と
の
関
係
が
推
測
さ
れ
る
。

　

⑤
Ａ
群
と
Ｂ
群
の
器
面
の
上
部
と
な
る
位
置
が
異
な
る
点
で
あ
る
が
、
Ａ
群

で
は
太
湖
石
の
位
置
か
ら
考
え
て
輪
花
皿
の
湾
曲
部
が
上
部
に
な
る
と
考
え
る
。
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し
か
し
、
Ｂ
群
で
は
柴
垣
の
位
置
か
ら
考
え
る
と
輪
花
間
が
上
部
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
作
例
が
見
受
け
ら
れ
た
。

　

⑥
西
欧
で
の
模
倣
例
に
つ
い
て
、
Ａ
群
・
Ｂ
群
に
共
通
す
る
こ
の
構
図
は
、

国
外
で
の
作
例
に
も
よ
く
み
ら
れ
る
。
特
に
、
マ
イ
セ
ン
窯
や
景
徳
鎮
窯
で
の

作
例
に
は
、
Ｂ
群
を
参
考
に
し
て
い
る
も
の
が
多
い
（
図
11
）。

【
文
様
に
つ
い
て
】

①
松
の
枝
先
が
向
か
う
方
向
は
、
Ａ
群
と
Ｂ
群
で
は
異
な
る
【
表
2
】。

②
器
面
中
央
に
位
置
す
る
竹
の
し
な
り
具
合
は
、
Ａ
群
と
Ｂ
群
で
は
異
な
る

【
表
2
】。

③
竹
の
梢
に
み
ら
れ
る
色
彩
数
は
、
Ａ
群
と
Ｂ
群
で
は
異
な
る
【
表
2
】。

④
松
の
幹
の
裏
側
に
描
か
れ
た
竹
の
長
さ
と
太
さ
は
、
Ａ
群
と
Ｂ
群
で
は
異

な
る
【
表
2
】。

⑤
梅
の
枝
先
が
向
か
う
方
向
は
、
Ａ
群
と
Ｂ
群
で
は
異
な
る
【
表
2
】。

⑥
Ｂ
群
に
み
ら
れ
る
柴
垣
の
色
彩
に
は
種
類
が
あ
る
【
表
1
】。

⑦
Ａ
群
の
松
の
幹
と
Ｂ
群
の
松
の
幹
に
お
い
て
、
曲
が
る
角
度
が
共
通
す
る

作
例
が
あ
る
【
表
3
】。

　

文
様
に
つ
い
て
は
、
同
じ
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
な
が
ら
も
表
現
に
異
な
る
点
が

多
く
み
ら
れ
た
。
順
を
追
っ
て
検
討
し
て
い
こ
う
（【
表
1
〜
3
】
参
照
）。

　

ま
ず
、
①
松
の
枝
先
の
方
向
に
つ
い
て
、
器
面
の
上
部
で
別
れ
た
右
側
の
枝

先
に
注
目
す
る
と
、
Ａ
群
で
は
下
方
、
Ｂ
群
で
は
地
面
に
平
行
す
る
よ
う
に
描

か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
⑤
梅
の
枝
先
が
向
か
う
方
向
に
も
同
様
の
傾
向
が
み
ら

れ
る
。
Ａ
群
で
は
器
面
左
側
へ
伸
び
る
枝
が
飛
ぶ
鳥
を
目
掛
け
る
よ
う
に
上
部

へ
と
伸
び
て
行
く
が
、
Ｂ
群
で
は
枝
先
が
地
面
に
平
行
す
る
よ
う
に
横
へ
と
伸

び
行
く
。

　

次
に
、
②
器
面
中
央
に
位
置
す
る
竹
の
し
な
り
具
合
で
あ
る
が
、
Ａ
群
は
鳥

の
重
さ
で
緩
や
か
に
湾
曲
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
Ｂ
群
は
Ａ
群
と
同
じ
鳥
で

あ
り
な
が
ら
急
な
湾
曲
を
し
て
い
る
。
竹
の
し
な
や
か
さ
が
感
じ
ら
れ
る
の
は

Ａ
群
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
③
竹
の
梢
の
色
彩
数
と
、
④
松
の
幹
の
裏
側
に
描
か
れ
た
竹
に
も
違

い
が
あ
る
。
③
竹
の
梢
の
色
彩
数
は
、
Ａ
群
で
は
青
、
緑
、
黄
で
あ
る
の
に
対

し
、
Ｂ
群
で
は
青
、
緑
、
黄
に
加
え
赤
も
み
ら
れ
る
。
Ｂ
群
の
竹
の
梢
に
赤
が

加
え
ら
れ
る
の
は
、
柴
垣
が
赤
で
彩
色
さ
れ
て
い
る
時
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

全
体
的
な
色
彩
の
統
一
を
図
る
た
め
の
措
置
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

④
松
の
幹
の
裏
側
に
描
か
れ
た
竹
は
、
Ａ
群
で
は
太
く
短
い
竹
が
途
中
で
切
断

さ
れ
た
状
態
で
描
か
れ
て
い
る
が
、
Ｂ
群
で
は
細
く
長
い
竹
が
途
中
で
切
断
さ

れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
⑥
柴
垣
の
色
彩
で
は
、
Ａ
群
の
太
湖
石
は
青
、
緑
、
黄
を
基
調
に

統
一
し
て
い
る
の
に
対
し
、
Ｂ
群
の
柴
垣
は
描
か
れ
方
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が

あ
っ
た
。
形
態
は
垣
根
に
な
る
よ
う
紐
で
結
ぶ
も
の
が
主
流
で
あ
る
が
、
色
彩

は
前
章
で
提
示
し
た
黒
の
線
描
だ
け
で
は
な
く
、
赤
、
緑
の
場
合
も
み
ら
れ
る
。

こ
れ
は
Ａ
群
の
太
湖
石
が
青
、
緑
、
黄
で
統
一
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
と
は

大
き
く
異
な
る
点
で
あ
り
、
描
き
方
に
多
様
性
が
あ
る
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、
⑦
松
の
幹
の
角
度
に
は
Ａ
群
と
Ｂ
群
に
共
通
す
る
作
例
が
み
ら
れ

た
。【
表
3
】
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
松
の
幹
の
上
部
と
下
部
に
、
折
れ
曲
が
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り
方
が
類
似
す
る
部
分
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
Ａ
群
と
Ｂ
群
に
共
通
す
る
下

絵
や
手
本
が
あ
る
、
ま
た
は
版
と
な
る
も
の
が
使
用
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は

癖
の
よ
う
に
も
見
え
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
絵
付
け
師
の
手
に
よ
る
も
の
の
可
能

性
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
複
数
枚
存
在
す
る
「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」

と
「
色
絵
柴
垣
松
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
の
図
様
の
あ
り
方
に
一
定
の
需
要
が
あ

っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
色
絵
柴
垣
松
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
の

柴
垣
文
様
に
多
用
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
柴
垣
文
様
そ
の
も
の
に
も
需
要
が
あ

っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
特
に
柴
垣
文
様
に
つ
い
て
は
、「
色
絵
柴
垣
松
竹

梅
鳥
文
輪
花
皿
」
を
写
し
た
作
例
や
、
柴
垣
文
様
を
用
い
た
他
の
図
様
が
、
マ

イ
セ
ン
窯
を
は
じ
め
と
す
る
西
欧
の
諸
窯
の
作
例
に
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、

そ
の
愛
好
の
様
子
が
伺
え
る
。

　

ま
た
、
管
見
の
限
り
「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」
と
「
色
絵
柴
垣
松
竹

梅
鳥
文
輪
花
皿
」
の
下
絵
と
し
て
明
確
な
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、

先
に
と
り
あ
げ
た
「
色
絵
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」（
図
4
）
は
「
色
絵
双
鳥
松
竹

梅
文
輪
花
皿
」
を
想
起
さ
せ
る
図
様
で
あ
り
、
図
案
の
原
型
は
延
宝
期
よ
り
前

に
存
在
す
る
と
推
測
で
き
る
。

　
「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」
と
「
色
絵
柴
垣
松
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」、
ど

ち
ら
が
先
に
制
作
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
①
「
色
絵
双
鳥
松
竹

梅
文
輪
花
皿
」
を
想
起
さ
せ
る
絵
付
け
が
そ
れ
よ
り
前
の
作
例
に
み
ら
れ
る
こ

と
、
②
「
色
絵
柴
垣
松
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
の
柴
垣
文
様
に
は
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
多
い
こ
と
、
③
西
欧
に
お
け
る
模
倣
例
は
「
色
絵
柴
垣
松
竹
梅
鳥
文
輪
花

皿
」
の
方
が
多
く
、
柴
垣
文
様
自
体
も
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
点
を
踏

ま
え
れ
ば
、「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」
を
追
う
よ
う
に
し
て
「
色
絵
柴

垣
松
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
が
制
作
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

三
、
先
行
研
究
に
お
け
る
絵
付
け
の
重
点

　

本
稿
で
取
り
上
げ
、
そ
の
絵
付
け
を
分
析
し
た
「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花

皿
」
と
「
色
絵
柴
垣
松
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
は
、
一
般
的
に
「
柿
右
衛
門
様

式
」
の
磁
器
と
さ
れ
る
。
で
は
、「
柿
右
衛
門
様
式
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

な
の
か
。

　
「
柿
右
衛
門
様
式
」
の
名
と
も
な
っ
て
い
る
「
柿
右
衛
門
」
と
い
う
語
は
、

当
初
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
作
品
の
一
群
が
「
南
川
原
地
区
の
酒
井
田
柿

右
衛
門
の
作
、
あ
る
い
は
そ
の
家
系
の
作
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
由
来

す
る）12
（

。
し
か
し
、
そ
の
後
の
発
掘
調
査
に
お
い
て
、
有
田
町
の
赤
絵
町
遺
跡
か

ら
類
似
す
る
色
絵
磁
器
陶
片
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、
現
在
で
は
「
有
田
の
陶

工
や
上
絵
付
業
者
が
そ
の
制
作
に
か
か
わ
っ
た
、
伊
万
里
焼
を
代
表
す
る
輸
出

用
の
色
絵
磁
器
」
と
認
識
さ
れ
、
現
在
の
様
式
名
称
と
な
っ
た）13
（

。
な
お
、
輸
出

用
の
磁
器
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
西
欧
の
城
郭
や
宮
殿
に
こ
の
様
式
に
属
す
る

と
考
え
ら
れ
る
作
品
が
多
く
確
認
で
き
る
の
に
対
し
、
日
本
で
の
伝
世
例
は
わ

ず
か
に
し
か
み
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

過
去
の
記
録
を
遡
る
と
「
柿
右
衛
門
」
と
い
う
語
は
、
古
く
は
寺
島
良
安
の
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人文 17号（2018）

『
和
漢
三
才
図
会
』（
一
七
一
三
年
）
に
「
…
嘉
喜
衛
門
と
云
者
有
細
工
に
其
名

を
得
る
…）14
（

」
と
い
う
記
述
が
、
河
津
吉
迪
の
『
睡
余
小
録
』（
一
八
〇
七
年
）

に
「
…
徳
子
吉
野
の
像
な
り
。
伊
満
里
柿
右
衛
門
の
造
所
に
て
来
山
の
泥
像
と

同
物
な
り）15
（

。」
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
る
。『
和
漢
三
才
図
会
』
の
こ
の
文
面
で

は
、「
嘉
喜
衛
門
」
と
い
う
人
物
が
細
工
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
に

す
ぎ
な
い
が
、『
睡
余
小
録
』
で
は
京
都
の
俳
人
で
あ
る
小
西
来
山）16
（

が
所
有
す

る
と
い
う
人
形
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
図
説
付
き
で
記
さ
れ
て
い
る
。『
睡
余
小

録
』
は
一
八
〇
七
年
の
出
版
で
「
柿
右
衛
門
様
式
」
最
盛
期
と
推
測
さ
れ
る
十

七
世
紀
後
半
と
は
や
や
時
間
が
開
く
が
、「
柿
右
衛
門
」
に
関
す
る
他
の
史
料

は
な
い
に
等
し
く
、
人
名
と
実
作
品
が
記
録
さ
れ
た
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
い

え
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
作
例
や
記
録
が
と
も
に
乏
し
い
中
「
柿
右
衛
門
様

式
」
は
ど
の
よ
う
に
見
い
だ
さ
れ
定
着
し
て
い
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
一
九
一

六
年
に
彩
壺
会
か
ら
出
版
さ
れ
た
、
大
河
内
正
敏
『
柿
右
衛
門
と
色
鍋
島
』
に

よ
っ
て
広
ま
り
、
細
か
な
見
解
の
変
化
は
あ
る
も
の
の
、
現
在
ま
で
そ
れ
が
踏

襲
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
書
で
は
、「
柿
右
衛
門
様
式
」
の
作
品
を

い
く
つ
か
取
り
上
げ
な
が
ら
解
説
し
、
特
に
素
地
に
注
目
し
て
「
玲
瓏
た
る
乳

白
の
光
澤
あ
る
素
地）17
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
乳
白
素
地
は
色
絵
専
用
素

地
、
染
付
を
含
む
場
合
は
や
や
青
み
を
帯
び
て
釉
が
半
透
明
と
の
区
別
を
し
て
、

「
柿
右
衛
門
様
式
」
で
は
色
絵
磁
器
が
も
っ
と
も
優
秀
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て

い
る
。
現
在
の
「
柿
右
衛
門
様
式
」
の
概
念
は
こ
の
大
河
内
正
敏
氏
の
提
唱
に

拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
大
河
内
氏
は
白
素
地
を
乳
白
色
と
述
べ
て
い
る
の

み
で
「
濁
手
」
と
い
う
言
葉
は
用
い
て
い
な
い
。

　

こ
こ
で
、「
濁
手
」
と
い
う
語
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
大
河
内
氏
の
提
唱
に

よ
る
「
柿
右
衛
門
様
式
」
に
み
ら
れ
る
乳
白
色
の
素
地
は
、
山
村
耕
花
の
「
柿

右
衛
門
雑
話
」（
一
九
二
九
年
）
に
よ
っ
て
「
乳
白
手
」
と
表
さ
れ
た
と
さ
れ

る
。
そ
し
て
、『
陶
器
大
辞
典　

巻
二
』（
一
九
三
四
年
）
で
は
塩
田
力
蔵
に
よ

っ
て
「
濁
手
」
の
項
が
作
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
「
濁
手
」
の
こ
と
を
、「
柿
右

衛
門
の
磁
器
質
の
中
、
最
も
独
特
な
乳
白
色
の
も
の
を
云
う
。
こ
れ
は
、
有
田

泉
山
の
一
等
土
を
用
ひ
、
殊
に
釉
薬
が
薄
く
て
、
純
白
不
透
明
の
観
を
呈
し
、

染
附
に
は
不
向
な
が
ら
、
上
絵
の
た
め
に
特
色
を
発
揮
し
、
そ
の
白
地
の
温
和

な
調
子
が
愛
さ
れ
る）18
（

。」
と
具
体
的
に
解
説
し
て
お
り
、
こ
れ
が
「
濁
手
」
概

念
の
本
格
的
な
は
じ
ま
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
濁
手
」
の
素
地
の

色
に
つ
い
て
は
、
中
島
浩
気
が
『
肥
前
陶
磁
史
考
』（
一
九
三
六
年
）
の
中
で
、

「
此
地
方
に
て
洗
米
の
研
き
汁
を
濁
し
と
い
ふ）19
（

」
と
表
し
て
い
る
。

　

で
は
、
現
在
の
「
柿
右
衛
門
様
式
」
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。

そ
れ
は
、
大
橋
康
二
氏
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
、「
典
型
的
な
柿
右
衛
門
様
式
」

（
狭
義
）
と
「
広
義
の
柿
右
衛
門
様
式
」
の
観
点
に
よ
っ
て
大
き
く
捉
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
分
類
に
つ
い
て
大
橋
氏
は
、「
こ
の
頃
に
は
有
田
全
体
で
同
様

の
明
る
い
色
絵
が
作
ら
れ
る
が
、
南
川
原
で
出
土
す
る
独
特
の
乳
白
素
地
は
有

田
の
他
窯
の
も
の
と
は
少
し
異
な
る
。
南
川
原
で
つ
く
ら
れ
た
素
地
の
典
型
的

な
柿
右
衛
門
様
式
の
色
絵
は
赤
絵
町
遺
跡
で
は
出
土
し
て
い
な
い
の
で
あ
る）20
（

。」

と
述
べ
て
お
り
、「
独
特
の
乳
白
素
地
」
と
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
観

点
は
乳
白
色
の
素
地
の
有
無
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
色
調
で
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同
構
図
の
絵
付
け
が
施
さ
れ
て
い
て
も
、
南
川
原
で
出
土
す
る
乳
白
色
の
素
地

で
な
け
れ
ば
そ
れ
は
「
典
型
的
な
柿
右
衛
門
様
式
」（
狭
義
）
に
次
ぐ
も
の
と

な
り
、
染
付
が
施
さ
れ
て
い
れ
ば
素
地
は
色
絵
用
素
地
と
は
異
な
る
た
め
「
広

義
の
柿
右
衛
門
様
式
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
鈴
田
由
紀
夫
氏
は
「
…
文
様
が
典
型
で
あ
っ
て
も
、
染
付
圏
線
を
伴

う
た
め
濁
手
で
は
な
く
、
典
型
作
品
と
し
て
は
基
準
に
な
り
に
く
い
も
の
で
あ

る
。
柿
右
衛
門
様
式
の
典
型
は
ま
ず
濁
手
素
地
を
上
げ
な
け
れ
ば
、
柿
右
衛
門

様
式
の
染
付
作
品
に
ま
で
定
義
が
広
が
っ
て
し
ま
う
。
色
絵
の
典
型
文
様
が
あ

る
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
を
様
式
の
定
義
で
最
優
先
す
る
と
、
染
付
の
圏
線
を
伴

う
色
絵
の
作
品
が
入
っ
て
き
て
、
狭
義
の
意
味
が
曖
昧
に
な
る）21
（

。」
と
述
べ
て

い
る
。
鈴
田
氏
が
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
現
在
の
「
柿
右

衛
門
様
式
」
の
捉
え
方
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
「
濁
手
」

で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
、
色
絵
作
品
と
染
付
作
品
を
分
類
す
る
の
は
素
地
の
違

い
の
た
め
と
し
て
い
る
。

　

以
上
、
先
行
研
究
で
も
重
点
を
置
か
れ
て
き
た
よ
う
に
、「
柿
右
衛
門
様
式
」

は
絵
付
け
の
ほ
か
に
も
「
濁
手
」
素
地
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ

は
様
式
的
観
点
の
判
断
材
料
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
に
お
け
る
分
析
の
結
果
、
色
彩
や
線
描
、
構
図
、
三
つ
の
要
素
を
成
立

さ
せ
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
濁
手
」
素
地
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
絵
付
け
の

土
台
で
あ
り
な
が
ら
素
地
自
体
に
も
鑑
賞
性
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
重
要
な
の
は
素
地
そ
の
も
の
の
存
在
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
「
濁

手
」
素
地
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
素
地
を
活
か
し
た
彩
色
や
線
描
、
素
地
を
み
せ

る
よ
う
な
空
間
的
な
構
図
を
と
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
こ
の
よ
う
な
絵
付
け

が
あ
る
か
ら
こ
そ
「
濁
手
」
素
地
も
一
層
引
き
立
て
ら
れ
る
。「
色
絵
双
鳥
松

竹
梅
文
輪
花
皿
」
は
、
こ
の
よ
う
な
相
互
関
係
の
も
と
に
成
立
し
て
い
る
の
だ

と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

本
論
で
は
作
品
分
析
を
通
し
て
、「
柿
右
衛
門
様
式
」
の
絵
付
け
を
構
成
す

る
要
素
に
つ
な
が
る
一
端
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文

輪
花
皿
」
の
絵
付
け
か
ら
、
色
彩
や
線
描
、
構
図
に
関
す
る
多
く
の
細
か
な
要

素
が
見
い
だ
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
類
例
の
比
較
検
討
に
よ
っ
て
そ
の
図
様
に
需

要
が
あ
っ
た
こ
と
を
提
示
し
た
。
ま
た
、
研
究
史
に
お
け
る
絵
付
け
の
重
点
を

再
確
認
し
た
こ
と
で
、
濁
手
素
地
の
重
要
性
が
明
確
と
な
っ
た
が
、
本
作
は
素

地
と
絵
付
け
の
相
互
影
響
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
考
え
る
。

　

は
じ
め
に
、
西
欧
の
王
侯
貴
族
た
ち
が
魅
了
さ
れ
た
の
は
、
輸
出
さ
れ
た
肥

前
磁
器
の
中
で
も
、
特
に
、
白
く
な
め
ら
か
な
素
地
に
鮮
や
か
な
色
彩
を
施
し

た
色
絵
磁
器
で
あ
る
と
述
べ
た
。
彼
ら
が
こ
の
よ
う
な
「
柿
右
衛
門
様
式
」
の

磁
器
に
魅
了
さ
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
単
に
当
時
の
西
欧
で
は
ま
だ
白
素
地
の

磁
器
焼
成
技
術
が
な
か
っ
た
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
な
い
。「
濁
手
」
に

み
ら
れ
る
白
い
素
地
そ
の
も
の
の
美
し
さ
、
そ
し
て
、
こ
の
白
素
地
の
上
に
成

り
立
っ
て
い
る
明
る
い
色
彩
や
繊
細
な
線
描
と
い
っ
た
、
絵
付
け
を
構
成
す
る

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
要
素
に
も
魅
了
さ
れ
た
か
ら
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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人文 17号（2018）

　
「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」
は
「
柿
右
衛
門
様
式
」
と
さ
れ
る
作
例
の

う
ち
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
本
論
で
取
り
上
げ
た
「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花

皿
」
と
「
色
絵
柴
垣
松
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ほ
か
に
も

需
要
の
あ
っ
た
図
様
や
文
様
の
描
き
方
な
ど
、
多
く
の
例
が
あ
る
こ
と
が
想
定

さ
れ
る
。
今
後
も
、
こ
の
よ
う
な
絵
付
け
の
細
部
に
関
す
る
分
析
を
重
ね
て
い

く
こ
と
で
、「
柿
右
衛
門
様
式
」
に
つ
な
が
る
構
成
要
素
の
抽
出
を
図
っ
て
い

き
た
い
。

註（
1
）　

肥
前
地
方
（
現
在
の
佐
賀
・
長
崎
県
域
）
で
つ
く
ら
れ
た
磁
器
の
総
称
。
十

七
世
紀
初
頭
に
朝
鮮
の
技
術
で
は
じ
ま
っ
た
肥
前
磁
器
の
生
産
は
、
当
初
有
田

（
佐
賀
県
西
松
浦
郡
有
田
町
）
を
中
心
地
と
し
た
が
、
出
荷
港
に
ち
な
ん
で
伊

万
里
焼
と
も
呼
ば
れ
た
。（『
角
川　

日
本
陶
磁
大
辞
典　

普
及
版
』
一
一
五
六

頁　

株
式
会
社　

角
川
学
芸
出
版　

二
〇
一
一
年
を
参
照
。）

（
2
）　

公
式
の
記
録
で
は
、
肥
前
磁
器
の
初
の
オ
ラ
ン
ダ
上
陸
は
一
六
五
八
年
七
月

で
あ
っ
た
が
、
本
格
的
な
輸
出
が
始
ま
る
の
は
一
六
五
九
年
で
あ
る
。
以
降
、

オ
ラ
ン
ダ
連
合
東
イ
ン
ド
会
社
の
オ
ラ
ン
ダ
へ
の
公
式
な
輸
出
が
続
く
の
は
一

六
八
三
年
ま
で
で
あ
る
。（
藤
原
友
子
「
古
伊
万
里
の
道
」
展
に
つ
い
て　
『
古

伊
万
里
の
道
』
一
四
五
頁　
（
財
）
佐
賀
県
芸
術
文
化
育
成
基
金　

二
〇
〇
〇

年
を
参
照
。）

（
3
）　

一
六
四
四
年
に
起
こ
っ
た
中
国
の
王
朝
交
代
の
内
乱
の
影
響
で
、
中
国
磁
器

の
日
本
輸
入
が
と
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
肥
前
磁
器
は
国
内
に
流
通
す
る
よ
う
に

な
る
。
同
じ
よ
う
に
中
国
磁
器
を
輸
入
し
て
い
た
国
や
地
域
で
も
輸
入
が
で
き

な
く
な
っ
た
た
め
、
そ
の
代
替
品
と
し
て
肥
前
磁
器
が
輸
出
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。（
大
橋
康
二
『
海
を
渡
っ
た
古
伊
万
里　

セ
ラ
ミ
ッ
ク
ロ
ー
ド
』　

株
式

会
社
青
幻
舎　

二
〇
一
一
年
を
参
照
。）

（
4
）　

西
欧
で
は
じ
め
て
磁
器
焼
成
に
成
功
し
た
の
は
ド
イ
ツ
の
マ
イ
セ
ン
窯
で
あ

っ
た
。
東
洋
磁
器
収
集
者
で
あ
っ
た
ア
ウ
グ
ス
ト
強
王
に
よ
っ
て
自
国
で
の
磁

器
生
産
が
試
み
ら
れ
た
。
一
七
〇
九
年
、
錬
金
術
師
で
あ
る
ベ
ッ
ド
ガ
ー
に
よ

っ
て
白
色
硬
質
磁
器
の
焼
成
に
成
功
し
た
。（『
角
川　

日
本
陶
磁
大
辞
典　

普

及
版
』
一
二
七
〇
頁　

株
式
会
社　

角
川
学
芸
出
版　

二
〇
一
一
年
を
参
照
。）

（
5
）　

色
絵
素
地
の
ほ
か
白
磁
に
も
み
ら
れ
、
柿
右
衛
門
窯
跡
か
ら
多
く
出
土
し
て

い
る
。
非
常
に
白
く
、
透
明
度
の
高
い
釉
薬
が
薄
く
掛
け
ら
れ
る
。
通
常
の
染

付
素
地
の
よ
う
に
青
味
を
帯
び
ず
、
色
絵
が
美
し
く
映
え
る
。
完
成
は
延
宝
年

間
（
一
六
七
三
〜
八
一
年
）
に
入
っ
て
か
ら
で
、
色
絵
の
柿
右
衛
門
様
式
の
成

立
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。
一
七
〇
〇
年
以
降
、
柿
右
衛
門
様
式
の

衰
退
と
と
も
に
典
型
的
な
濁
手
は
み
ら
れ
な
く
な
る
。
酒
井
田
家
に
残
る
元
禄

三
（
一
六
九
〇
）
年
の
「
土
合
帳
」
に
は
、
濁
手
素
地
と
考
え
ら
れ
る
土
の
調

合
「
御
道
具
白
焼
土
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。（
編
集
代
表　

矢
部
良
明
『
日
本

陶
磁
大
辞
典
』
普
及
版　

一
〇
五
三
頁　

株
式
会
社
角
川
学
芸
出
版　

二
〇
一

一
年
を
参
照
。）

（
6
）　

鈴
田
由
紀
夫
「
柿
右
衛
門
様
式
の
技
術
的
特
徴
に
つ
い
て
」『
柿
右
衛
門
│

そ
の
様
式
の
全
容
│
』
一
五
二
項　

佐
賀
県
立
九
州
陶
磁
文
化
館　

一
九
九
九

年

（
7
）　

十
七
世
紀
の
肥
前
磁
器
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
期
の
小
袖
や
和
鏡
に
も
み
ら

れ
る
。

（
8
）　

釉
下
彩
の
一
つ
で
、
酸
化
コ
バ
ル
ト
を
主
成
分
と
す
る
絵
具
を
用
い
て
、
素

焼
き
し
た
素
地
の
上
に
図
様
を
表
し
、
透
明
釉
を
施
し
て
焼
成
す
る
技
法
及
び

そ
の
製
品
。（
編
集
代
表　

矢
部
良
明
『
日
本
陶
磁
大
辞
典
』
普
及
版　

八
一

四
頁　

株
式
会
社
角
川
学
芸
出
版　

二
〇
一
一
年
を
参
照
。）

（
9
）　

上
条
耿
耿
之
介
『
日
本
文
様
事
典
』
一
二
六
│
一
二
八
頁　

雄
山
閣
出
版
株

式
会
社　

一
九
八
一
年
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（
10
）　

筆
者
調
べ
。
個
人
の
所
蔵
も
含
む
た
め
、
筆
者
に
よ
る
実
見
の
み
の
も
の
も

含
む
。

（
11
）　

二
点
の
う
ち
一
点
は
、
景
徳
鎮
窯
で
十
八
世
紀
に
制
作
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ

る
「
五
彩
花
鳥
文
皿
」（
口
径
二
十
七
・
九
セ
ン
チ　

東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
）。

「
五
彩
花
鳥
文
皿
」
で
は
、
飛
ぶ
鳥
が
二
羽
描
か
れ
、
竹
に
と
ま
る
鳥
と
あ
わ

せ
て
計
三
羽
の
鳥
が
描
か
れ
て
い
る
点
が
「
色
絵
柴
垣
松
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」

と
は
異
な
る
が
、
文
様
、
構
図
に
お
い
て
類
例
と
考
え
ら
れ
る
た
め
換
算
し
た
。

（
12
）　

当
初
は
、
金
襴
手
と
は
異
な
る
、
十
八
世
紀
後
半
に
は
下
火
に
な
っ
て
い
た

一
様
式
の
色
絵
磁
器
の
一
群
を
、
名
工
柿
右
衛
門
お
よ
び
そ
の
家
系
の
作
と
す

る
意
見
が
提
唱
さ
れ
て
い
た
。（
編
集
代
表　

矢
部
良
明
『
日
本
陶
磁
大
辞
典
』

普
及
版　

二
六
七
頁　

株
式
会
社
角
川
学
芸
出
版　

二
〇
一
一
年
を
参
照
。）

（
13
）　

編
集
代
表　

矢
部
良
明
『
日
本
陶
磁
大
辞
典
』
普
及
版　

二
六
七
頁　

株
式

会
社
角
川
学
芸
出
版　

二
〇
一
一
年
を
参
照
。

（
14
）　
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
二
十
八
巻
『
和
漢
三
才
図
会
』（
一
）　

四

六
四
頁　

株
式
会
社
三
一
書
房　

一
九
八
〇
年

（
15
）　

佐
賀
県
立
九
州
陶
磁
文
化
館　
『
柿
右
衛
門
│
そ
の
様
式
の
全
容
│
』
四
十

二
頁　

一
九
九
九
年

（
16
）　

承
応
三
（
一
六
五
四
）
〜
享
保
一
（
一
七
一
六
）
年
。
江
戸
時
代
中
期
の
俳

人
。
通
称
伊
右
衛
門
。
前
川
由
平
、
西
山
宗
因
の
門
人
。
蕉
風
に
近
い
作
風
で
、

『
咲
や
こ
の
花
』（
菊
子
編
）
元
禄
五
（
一
六
九
二
）
年
に
句
が
載
る
。

（
17
）　

大
河
内
正
敏
『
柿
右
衛
門
と
色
鍋
島
』
三
十
八
頁　

彩
壺
会　

一
九
一
六
年

（
18
）　

編
纂　

陶
器
全
集
刊
行
会
『
陶
器
大
辞
典
』
巻
二　

五
月
書
房　

一
九
八
〇

年

（
19
）　

中
島
浩
気
『
肥
前
陶
磁
史
考
』
三
三
九
頁　

肥
前
陶
磁
史
考
刊
行
会　

一
九

三
六
年

（
20
）　

大
橋
康
二
「
肥
前
の
色
絵
磁
器
│
江
戸
前
期
を
中
心
と
し
て
│
」『
東
洋
陶

磁
』
二
十
三
頁　

一
九
九
三
年

（
21
）　

鈴
田
由
紀
夫
「
柿
右
衛
門
様
式
の
技
術
的
特
徴
に
つ
い
て
」『
柿
右
衛
門
│

そ
の
様
式
の
全
容
│
』
一
五
二
頁　

佐
賀
県
立
九
州
陶
磁
文
化
館　

一
九
九
九

年

図
版
出
典
一
覧

図
1　
「
色
絵　

双
鳥
松
竹
梅
文　

輪
花
皿
」　

十
七
世
紀
後
期　

口
径
二
十
四
・
一

㎝　

佐
賀
県
立
九
州
陶
磁
文
化
館
所
蔵
柴
田
夫
妻
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
佐
賀
県
立

九
州
陶
磁
文
化
館
『
柴
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
（
Ⅰ
）』
一
九
九
〇
よ
り
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 study on K
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on style of painting

│Focusing on work analysis
│

M
AT

SU
U

R
A

 Lisa

　

In 17th-century Japan the core of the exported porcelain to W
estern 

E
urope w

as a group w
ith bright colors shining on a sm

ooth w
hite 

foundation. T
his porcelain that fascinated W

estern E
uropean aristocrats is 

called the “ K
akiem

on style.”

　

T
he “ K

akiem
on style”  is a general term

 referring to a style of H
izen 

porcelain in the late 17th century; in particular, features such as color and 
com

position are seen.

　

In this paper, w
e have taken up exam

ples of this style in general and 

analyzed from
 four view

points 

（color, brushw
ork, com

position, and 
foundation

）, and w
e exam

ined the elem
ents and features that m

ake up the 
painting. A

lso, w
e picked up case studies, analyzed their paintings, and 

com
pared them

. A
s a result, the features seen in these w

orks em
erged, 

suggesting that there was dem
and in the figure.

　

A
lso, w

e reconfirm
ed that the em

phasis on painting in the historical 
research of “ the K

akiem
on style”  is in N

igoshide. H
ow

ever, it is not only 
N

igoshide itself that is im
portant. W

e think that such an exam
ple w

ill be 
established because the foundation and the painting are in a m

utual 
relationship.

　

Key W
ords :  “ K

akiem
on style” , “ L

obed dish w
ith a design of birds, pine, 

bam
boo and plum

 tree, overglaze enam
els” , “ L

obed dish w
ith a 

design of brushw
ood fence, pine, bam

boo, plum
 tree and birds, 

overglaze enam
els” , “ painting

（overglaze decoration

／

underglaze decoration

）” , “ N
igoshide

（a m
ilk-white body

）”
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図1　「色絵　双鳥松竹梅文　輪花皿」　17世紀後期　口径24.1 ㎝　佐賀県立九州陶磁文化館
所蔵柴田夫妻コレクション（佐賀県立九州陶磁文化館『柴田コレクション展（Ⅰ）』1990よ
り）

図2　「色絵　双鳥松竹梅文　輪花皿」部分図　17世紀後期　口径24.1 ㎝　佐賀県立九州陶磁
文化館所蔵柴田夫妻コレクション（佐賀県立九州陶磁文化館『柴田コレクション展（Ⅰ）』
1990より）

図3　「色絵　双鳥松竹梅文　輪花皿」部分図　17世紀後期　口径24.1 ㎝　佐賀県立九州陶磁
文化館所蔵柴田夫妻コレクション（佐賀県立九州陶磁文化館『柴田コレクション展（Ⅰ）』
1990より）
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図4　「色絵　竹梅鳥文　輪花皿」　17世紀中後期　口径18.4 ㎝　佐賀県立九州陶磁文化館所
蔵柴田夫妻コレクション（佐賀県立九州陶磁文化館『柴田コレクション（Ⅶ）』2001より）

図5　「色絵　竹梅鳥文　輪花皿」部分図　17世紀中後期　口径18.4 ㎝　佐賀県立九州陶磁文
化館所蔵柴田夫妻コレクション（佐賀県立九州陶磁文化館『柴田コレクション（Ⅶ）』2001
より）

図6「色絵　松鳥文　分銅形皿」　17世紀中期　口径15.3×11.7 ㎝　佐賀県立九州陶磁文化館
所蔵柴田夫妻コレクション（佐賀県立九州陶磁文化館『柴田コレクション（Ⅶ）』2001より）
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図7　図4「色絵　竹梅鳥文　輪花皿」を反転させたもの　17世紀中後期　口径18.4 ㎝　佐
賀県立九州陶磁文化館所蔵柴田夫妻コレクション（佐賀県立九州陶磁文化館『柴田コレクショ
ン（Ⅶ）』2001より）

図8　「色絵　柴垣松竹梅鳥文　輪花皿」　17世紀後期　口径22.0 ㎝　個人蔵（佐賀県立九州
陶磁文化館『柿右衛門─その様式の全容─』1999より）

図9　「色絵　柴垣松竹梅鳥文　輪花皿」部分図　17世紀後期　口径22.0 ㎝　個人蔵（佐賀県
立九州陶磁文化館『柿右衛門─その様式の全容─』1999より）
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図10　「色絵　柴垣花鳥文　輪花皿」　17世紀後期　口径14.0 ㎝　佐賀県立九州陶磁文化館所
蔵柴田夫妻コレクション（佐賀県立九州陶磁文化館『柴田コレクション（Ⅴ）』1997より）

図11　「色絵　金彩松竹梅柴垣図　皿」　18世紀半ば　口径23.5 ㎝（愛知県陶磁資料館・大倉
集古館・細見美術館・町田市立博物館『開窯300年　マイセン　西洋磁器の誕生』2010よ
り）
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表1　「色絵双鳥松竹梅文輪花皿」と「色絵柴垣松竹梅鳥文輪花皿（皿）」

B群「色絵柴垣松竹梅鳥文輪花皿（皿）」 A群 「色絵双鳥松竹梅文輪花皿」

① ①

② ②

③ ③

A群「色絵双鳥松竹梅文輪花皿」
①柴田夫妻コレクション　口径 24.1㎝　高さ 4.0㎝　低径 16.2㎝
　（佐賀県立九州陶磁文化館『柴田コレクション展（Ⅰ）』1990）
②出光美術館所蔵　口径 21.8㎝
　（朝日新聞社文化企画局西部企画部『柿右衛門展』1993）
③戸栗美術館所蔵　口径 22.0㎝
　（『財団法人戸栗美術館蔵品選集西暦 2000年記念図録』2000）

B群「色絵柴垣松竹梅鳥文輪花皿（皿）」
①個人蔵　口径 22.0㎝　高さ 3.3㎝　低径 14.7㎝
　（佐賀県立九州陶磁文化館『柿右衛門─その様式の全容─』1999）
②トプカプ宮殿所蔵　口径 24.9㎝　高さ 4.2㎝　低径 16.2㎝
　（佐賀県立九州陶磁文化館『トプカプ宮殿の名品─スルタンの愛した陶磁器』1995）
③碓井コレクション　口径 21.6㎝　高さ 3.5㎝　低径 14.5㎝
　（日本経済新聞社『パリに咲いた古伊万里の華』2009）
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表2　文様表現

B群 A群

①松の枝先

②竹のしなり
③竹の梢の色彩数

④竹の長さと太さ

⑤梅の枝先
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表3　松の幹の角度

B群 A群
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