
近
代
工
芸

稲賀繁美

海
外
で
日
本
の
漆
警
は
い
か
に
受
容
さ
れ
て
き
た
の
か
。
そ
れ
を
文

化
交
渉
史
の
視
点
か
ら
大
づ
か
み
に
捉
え
直
し
て
み
た
い

。
文
化
交
易

の
往
還
の
な
か
で
育
ま
れ
る
形

。

世
代
を
超
え
て
変
貌
を
遂
げ
る
そ
の

軌
跡
か
ら
は
、
そ
こ
に
関
与
し
た
人
々
の
利
害
や
美
意
識
が
浮
き
彫
り

に
さ
れ
る
。

さ
ら
に
交
易
と
相
互
交
流
の
な
か
か
ら
、
漆
と
い
う
媒
体
を

通
じ
て
、
関
与
し
た
文
化
の
特
性
が
研
ぎ
だ
さ
れ
る
。
そ
れ
は
時
と
し
て

螺
銅
細
工
の
透
か
し
模
様
よ
ろ
し
く
、
そ
の
底
に
煙
く
異
国
の
偏
光
と

な
り
、
時
と
し
て
蒔
絵
の
よ
う
に
、
半
透
明
の
漆
の
皮
膜
の
な
か
に
蒔
か

れ
て
浮
か
ぶ
金
粉
と
化
し
て
舞
う
。
漆
の
塗
装
や
蒔
絵
の
技
法
の
う
ち

に
、
文
化
触
変
の
生
態
を
形
容
す
る
、
す
ぐ
れ
た
隠
輸
を
見
る
こ
と
も
で

き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

。

接
着
剤
・
塗
装
剤
と
し
て
の
漆

隠
聡
と
し
て
の
漆
蒔
絵

蒔
絵
研
究
の
現
在
が
示
唆
す
る
可
能
性

漆
は
大
別
し
て
、
接
着
剤
あ
る
い
は
塗
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。

接
着
用
漆
に
は
澱
粉
や
グ
ル
テ
ン
を
混
ぜ
る
。
塗
料
と
し
て
使
用
す

る
場
合
に
は
、
採
取
し
た
生
漆
(
キ
ワ
ル
シ
)
を
撹
持
し
(
ナ
ヤ
シ
)
、
水
分

を
除
去
す
る
(
ク
ロ
メ
)
工
程
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
工
程
を
経
て
透
明

の
飴
色
と
な
っ
た
透
漆
(
ス
キ
ウ
ル
シ
)
に
水
酸
化
鉄
を
加
え
て
漉
過
す

る
と
、
鉄
の
酸
化
作
用
に
よ
り
黒
漆
が
で
き
る

。

硫
化
水
銀
(
朱
)
を
加
え

て
練
り
上
げ
れ
ば
朱
漆
と
な
る

。
漆
の
特
性
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
の

紫
檀
に
比
べ
て
漆
家
具
が
遥
か
に
軽
量
だ
っ
た
こ
と
に
も
顧
客
は
気
付

い
た
こ
と
だ
ろ
う
(
加
藤
N
O
O
N一
戸l
印
)。

南
蛮
漆
器
の
規
格
と
意
匠

海
外
輸
出
に
用
立
て
ら
れ
た
漆
器
は
、
南
蛮
漆
器
と
紅
毛
漆
器
と
に

大
別
で
き
よ
う
。
『
日
本
史
』
の
編
者
と
し
て
知
ら
れ
る
イ
エ
ズ
ス
会
宣

む
し
ろ
湿
度
八

O
%
以
上
の
環
境
に
お
い
て
酵
素
反
応
が
進
み
、
酸
素

は
、
水
分
が
蒸
発
し
て
乾
燥
す
る
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
だ
ろ
う

。

一
教
師
、
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
は
日
本
滞
在
中
に
朱
塗
り
の
棺
や
十
字
架
な

ど
を
作
ら
せ
た
と
記
し
て
お
り
(
一
五
七
七
年
)
、
こ
の
あ
た
り
に
南
蛮

と
重
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
固
形
化
し
、
強
固
な
膜
を
形
成
す
る

。

比
較

的
熱
に
強
く
防
水
性
・
防
腐
性
に
優
れ
る
が
、
乾
燥
に
時
間
が
か
か
り
、

皮
膚
に
付
着
す
る
と
カ
ブ
レ
を
起
こ
し
、
扱
い
に
熟
練
を
要
す
る
た
め
、

機
械
的
な
量
産
に
は
適
さ
な
い
。
ま
た
直
射
日
光
下
で
は
紫
外
線
に
よ

っ
て
徐
々
に
変
色
を
起
こ
し
、
平
均
湿
度
が
四

O
%
を
下
回
る
低
湿
環

ウ
ル
シ
ノ
キ
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
麓
の
ブ

l

タ
ン
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
、
中
国

漆
は
ウ
ル
シ
ノ
キ
E
E
ω

〈
の
E
E
P
S

か
ら
採
取
す
る
樹
液
だ
が
、
一
境
下
に
長
期
置
か
れ
る
と
、
静
割
れ
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
は

胎
(
木
地
)
が
乾
燥
に
よ
っ
て
収
縮
・
破
損
す
る
場
合
と
、
漆
の
塗
膜
そ
の

南
部
を
経
て
、
台
湾
・
日
本
列
島
に
生
育
す
る
。
漆
の
使
用
は
古
く
、
北
海

道
南
茅
部
町
・
垣
の
島
B

遺
跡
出
土
の
副
葬
品
は
九
千
年
以
前
の
縄
文

早
期
の
も
の
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
漆
は
照
葉
樹
林
帯
の
文
化
を
特
徴

づ
け
る
が
、
台
湾
や
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
漆
は
ハ
ゼ
の
変
種

E
E
ω
ω
己
の
の
め
1

(
】OH
H
O
m
wか
ら
採
れ
る
ラ
ッ
コ
l

ル
E
S
o

一
、
タ
イ
・
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
漆

は
通
称
「
黒
木
」
冨
巴g
o

司

F
o
g
c
巴
5
5

か
ら
採
れ
る
チ
チ
オ
l

ル

F
5
0

一
を
主
成
分
と
し
て
お
り
、
ウ
ル
シ
オ
l

ル
c
E
ω
E
o
-を
主
成

分
と
す
る
中
国
・
韓
国
・
日
本
の
漆
と
は
組
成
が
異
な
る

。

も
の
に
乾
燥
に
よ
る
亀
裂
が
生
じ
る
場
合
と
が
あ
る

。

高
温
湿
潤
の
環

境
で
育
っ
た
漆
は
、
乾
燥
気
候
と
は
相
性
が
悪
い
よ
う
だ
(
鈴
木

N
o
g
-

-
∞l
N
白
)
。

以
上
は
、
漆
に
関
す
る
常
識
的
事
柄
だ
ろ
う
が
、
欧
州
に
あ
っ
て
は
黒

色
で
艶
の
あ
る
塗
料
が
な
が
ら
く
不
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
大
航
海
時

代
以
降
、
漆
へ
の
関
心
を
高
め
た
一
因
で
あ
る
よ
う
だ

。

十
六
世
紀
に
ア

フ
リ
カ
や
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
航
路
が
開
拓
さ
れ
た
時
期
に
は
、
欧
州
で

は
漆
が
黒
檀
と
混
同
さ
れ
た
痕
跡
も
、
史
料
か
ら
窺
え
る
。

だ
が
黒
檀
や

漆
器
の
始
ま
り
を
見
る
の
が
通
説
の
よ
う
で
あ
る
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
や
ス

ペ
イ
ン
の
来
航
者
た
ち
が
発
注
し
た
「
南
蛮
漆
器
」
で
も
っ
と
も
典
型
的

な
の
は
、
引
き
出
し
箪
笥
の
扉
を
前
に
倒
し
て
机
と
し
て
用
い
る
「
書
箪

笥
」
と
、
蒲
鉾
形
の
蓋
が
つ
い
た
「
洋
橿
」。
と
も
に
従
来
の
日
本
に
は
存

在
し
な
い
形
態
の
家
具
だ
っ
た

。

そ
の
特
徴
と
し
て
は
、
黒
漆
の
地
に
、

金
の
平
蒔
絵
と
螺
銅
と
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
模
様
が
隙
間
な
く
描
か

れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る

。

平
蒔
絵
と
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
乾
燥
す
る
前
の
漆
の
う
え
に
粉
末

状
の
金
銀
を
撒
き
散
ら
し
て
絵
を
描
く

。
漆
の
乾
燥
後
、
絵
漆
の
部
分
に

研
磨
を
加
え
て
、
表
面
を
平
坦
に
整
え
る
技
法
で
あ
り
、
蒔
絵
の
な
か
で

は
比
較
的
安
価
で
需
要
に
応
じ
や
す
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る

。

一
方
、
螺

銅
は
飽
や
夜
光
員
、
真
珠
目
(
な
ど
の
員
殻
片
を
漆
に
埋
め
る
装
飾
術
だ

が
、
日
本
で
は
必
ず
し
も
多
用
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
螺
銅
を
並
べ
た

枠
組
み
の
な
か
に
平
蒔
絵
の
草
花
や
花
鳥
を
装
飾
的
に
所
狭
し
と
あ
し

ら
い
、
萩
や
楓
の
葉
、
あ
る
い
は
椿
の
花
弁
な
ど
に
適
宜
螺
銅
を
蔽
め
る
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図 1 <<携需型祭1亘》 平蒔絵・螺鋼象限 16世紀末~17世紀はじめ

出典 : Encompassing the Globe : Portugal and the World in the 16th & 1 アh Centuries , Arthur 
M. Sackler Gallery, Smithonian Institution , Washington , D. C. , 2007. pp. 322. 

華
麗
な
作
例
は
、
と
り
わ
け
宗
教
的
な
用
途
に
応
じ
た
初
期
の
南
蛮
漆

器
に
顕
著
に
現
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
画
像
を
納
め
る
観
音
開
き
の

蒔
絵
寵
の
扉
絵
(
図
1
)
や
、
教
会
の
典
礼
に
用
い
て
、
聖
書
を
載
せ
た
花

烏
蒔
絵
書
見
台
な
ど
の
作
例
が
、
そ
の
典
型
だ
ろ
う
。

一
昨
年
ワ
シ
ン
ト
ン
D
C

の
サ
ッ
ク
ラ
l

・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
開
催
さ

れ
た
『地
球
を
跨
い
で
』
同
R
o
s
h
u
g
位
指

H
R
Q
S
F
N
C
C
吋

ポ
ル
ト
ガ
ル
の
世
界
制
覇
を
跡
付
け
る
大
規
模
な
展
覧
会
だ
っ
た
が
、

そ
の
会
場
で
も
こ
れ
ら
の
日
本
製
の
螺
銅
・
蒔
絵
を
施
し
た
聖
具
は
、
観

衆
の
注
目
を
集
め
て
い
た
。
こ
の
展
覧
会
で
知
実
に
実
感
さ
れ
た
の
は
、

家
具
や
聖
具
の
規
格
に
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
側
注
文
主
の
意
向
が
貫
徹
さ
れ
、

そ
こ
に
地
域
な
ら
で
は
の
特
技
と
し
て
の
装
飾
技
術
が
上
乗
せ
さ
れ
て

い
る
、
と
い
う
結
構
だ
ろ
う
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
旅 lま

」
と
も
無
理
で
は
な
い
だ
ろ
う

。

行
用
・
贈
答
用
の
「
洋
箪
笥
」
や
「
洋
植
」
(
図
2
)
の
場
合
に
も
、
例
え
ば
イ

ン
ド
の
グ
ジ
ャ
ラ
l

ト
螺
銅
の
貝
貼
り
植
が
、
日
本
で
は
螺
細
細
工
の

青
海
波
貝
貼
蒔
絵
洋
植
へ
と
様
変
わ
り
し
(
日
高

N
C
C∞
一
可1
8
)、
日
本

製
の
南
蛮
「
洋
箪
笥
」
と
同
様
の
造
作
や
寸
法
を
も
つ
箪
笥
は
、
ほ
ぼ
同

時
期
の
イ
ン
ド
で
は
、
象
牙
象
般
に
よ
る
花
鳥
の
意
匠
に
よ
っ
て
飾
ら

れ
て
い
た
。
日
本
の
輸
出
品
は
こ
れ
ら
の
模
倣
だ
っ
た
節
も
あ
る
。
さ
ら

に
ゴ
ア
を
中
心
と
す
る
イ
ン
ド
の
交
易
で
は
、
極
と
同
様
の
形
態
の
小

箱
が
金
線
、
銀
線
の
線
細
工
で
生
産
さ
れ
て
い
た
し
、
セ
イ
ロ
ン
産
の
瞳

甲
製
小
箱
も
、
リ
ス
ボ
ン
の
聖
ル
カ
修
道
院
博
物
館
蔵
ほ
か
に
見
出
さ

れ
る
。

こ
の
延
長
上
に
、
日
本
産
の
蒔
絵
小
箱
の
類
の
需
要
を
想
定
す
る

図2 <<南蛮洋佃》 娘細象依 17世紀前半

出典 : Oliver Impey & Christiaan J. A. Jörg, Japanese Export Lacquer 1580-1850, Amsterｭ
dam : Hotei Publishing , 2005. p. 156. 

交
易
の
な
か
で
生
ま
れ
る
混
治
の
美
意
識

輸
出
漆
器
は
、
な
に
も
欧
州
の
み
を
目
的
地
と
す
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
イ
ン
ド
の
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
記
録
に
は
、
イ
ン
ド
の
ム

ガ
ー
ル
帝
国
第
五
代
皇
帝
・
シ
ャ
l

・
ジ
ャ
ハ
l

ン
用
命
の
、
狩
猟
の
た

め
の
輿
と
椅
子
の
注
文
記
録
が
残
っ
て
い
る
(
一
六
四
三
年
)
。

こ
こ
で

は
漆
の
黒
地
は
で
き
る
だ
け
隠
し
、
金
の
文
様
を
隙
間
な
く
詰
め
込
む

よ
う
に
、
と
の
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
(
円
自
由
)
の
可
侍

B
G
N
c
c
m
u
m
N

、

日
高
N
C
C∞
一N
8
、
永
島
N
C
C∞
一
-
印
)
。
装
飾
文
様
に
び
っ
し
り
と
覆
わ
れ

た
幾
何
学
的
意
匠
や
左
右
対
称
の
草
花
文
様
の
配
置
は
、
余
白
を
好
み

左
右
不
対
称
を
旨
と
す
る
日
本
的
な
装
飾
と
は
異
質
な
も
の
だ
っ
た
だ

ろ
う
。
ま
た
イ
ン
ド
向
け
の
輸
出
で
は
、
「
人
物
と
豚
と
呆
」
を
描
く
こ
と

を
避
け
る
旨
の
指
示
が
日
本
に
ま
で
届
い
て
い
た
(
日
高

N
C
C∞
心
缶
、

永
島
N
C
C∞一
N
C
)。
泉
は
日
本
で
も
不
吉
な
も
の
と
さ
れ
た
が
、
豚
と
人

物
像
が
イ
ス
ラ
l

ム
圏
で
宗
教
的
忌
避
に
触
れ
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で

も
な
い

。

さ
ら
に
遺
品
に
は
、
イ
ン
ド
産
と
も
日
本
産
と
も
特
定
し
が
た
い
作

例
も
あ
る

。

チ
ロ
ル
大
公
フ
ェ
ル
デ
イ
ナ
ン
ト
二
世
の
遺
品
を
含
み
「

驚

異
の
部
屋
」
と
し
て
有
名
な
、
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
郊
外
の
ア
ン
プ
ラ
ス
城

の
収
集
(
ウ
ィ
ー
ン
の
美
術
史
博
物
館
所
蔵
)
の
な
か
に
は
エ
イ
の
白
黒

斑
の
皮
革
を
表
に
貼
っ
た
円
形
の
盾
が
知
ら
れ
る
(
開
口
g
E

七
g

巴
ロ
∞

日
)
・
8
一
日
吉
岡NC
C∞
一
定
)
。
一
五
八O
年
頃
の
も
の
と
さ
れ
る
こ
の
盾
の

裏
面
に
は
、
箔
絵
で
栗
鼠
を
交
え
た
花
鳥
画
が
施
さ
れ
て
お
り
、
赤
い
羅

紗
の
取
手
は
欧
州
で
後
補
さ
れ
て
い
る
。
箔
絵
と
は
、
通
常
、
漆
地
に
金

属
箔
を
置
い
て
線
刻
す
る
も
の
だ
が
、
は
た
し
て
こ
の
箔
絵
の
盾
が
、
イ

ン
ド
あ
る
い
は
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
輸
入
し
た
エ
イ
皮
を
利
用
し
た
日
本

製
か
、
中
国
製
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
影
響
を
受
け
た
イ
ン
ド
製
な
の

か
に
は
、
議
論
が
残
る
。
ワ
シ
ン
ト
ン
の
展
覧
会
で
実
見
し
た
限
り
で
は
、

絵
柄
の
描
線
か
ら
し
て
、
日
本
製
と
は
言
い
が
た
い
よ
う
に
筆
者
に
は

見
え
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
産
地
の
特
定
も
困
難
な
こ
う
し
た

遺
品
か
ら
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は
、
逆
に
極
東
と
イ
ン
ド
、
さ
ら
に
は
イ
ス
ラ
l

ム
圏
を
経
由
し
て
中
欧

に
及
ぶ
海
上
交
易
圏
の
存
在
が
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
る

。

中
国
や
日
本
を
起
源
と
す
る
陶
磁
器
が

、

イ
ン
ド
洋
を
経
由
す
る
途

上
で
金
細
工
師
の
手
に
委
ね
ら
れ
、
金
属
の
取
手
や
脚
、
あ
る
い
は
縁
飾

り
を
施
さ
れ
て
欧
州
に
届
け
ら
れ
た
例
は
つ
と
に
知
ら
れ
る

。
金
属
器

に
高
い
価
値
を
置
い
た
イ
ス
ラ

l

ム
圏
の
経
由
地
で
、
二
次
加
工
に
よ

っ
て
付
加
価
値
を
上
乗
せ
さ
れ
、
茶
碗
も
元
来
の
用
途
と
は
違
っ
た
宝

飾
品
へ
と
変
貌
し
て
最
終
目
的
地
へ
と
運
ば
れ
て
い
っ
た

。

服
飾
の
世

界
で
も
、
日
本
起
源
の
綿
織
物
や
綿
入
れ
が
イ
ン
ド
で
再
度
加
工
さ
れ

オ
ラ
ン
ダ
向
き
の
ヤ
l

ポ
ン
・
ロ
ッ
ケ
ン
と
呼
ば
れ
る
女
性
用
防
寒
衣

装
に
変
貌
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
日
本
起
源
の
蒔
絵

も
ま
た
、
交
易
の
途
上
で
混
清
の
運
命
を
辿
っ
た
は
ず
だ
。
そ
の
変
貌
の

生
態
と
変
形
文
法
と
を
探
っ
て
み
た
い
。

紅
毛
漆
器

一
六
三
0
年
代
か
ら
四

0
年
代
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
オ
ラ
ン
ダ
が
利

権
を
争
っ
た
時
代
で
あ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
が
日
本
と
の
交
易
圏
を
独
占
す

る
や
、
漆
器
の
様
式
に
も
明
ら
か
な
変
化
が
現
れ
る
。
洋
植
の
蒲
鉾
形
の

蓋
は
、
平
板
な
蓋
へ
と
変
わ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
螺
銅
を
多
用
し
て
蓋
全

体
を
覆
っ
て
い
た
幾
何
学
的
な
装
飾
文
様
は
衰
退
し
、
や
が
て
黒
漆
地

の
う
え
に
描
か
れ
た
楼
閣
山
水
図
が
主
流
と
な
っ
て
ゆ
く
。
箪
笥
に
あ

っ
て
も
前
倒
し
の
机
に
代
わ
っ
て
、
観
音
開
き
の
扉
が
好
ま
れ
る
よ
う

に
な
る
。

さ
ら
に
蒔
絵
の
技
法
で
も
、
漆
を
盛
り
上
げ
て
浮
き
彫
り
状
の

効
果
を
狙
っ
た
高
蒔
絵
が
増
加
を
み
せ
る
。
一
言
で
い
う
な
ら
ば
、
南
蛮

漆
器
か
ら
紅
毛
漆
器
へ
の
移
行
期
で
あ
り
、
故
オ
リ
ヴ
ァ
l

・
イ
ン
ピ
1

氏
な
ど
は
従
来
か
ら
そ
こ
に
イ
ン
ド
風
の
象
依
装
飾
を
好
む
カ
ト
リ

ッ
ク
国
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
荘
厳
へ
の
晴
好
と
、
黒
と
黄
金
と
の
対
比
に
重

き
を
置
く
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
国
オ
ラ
ン
ダ
と
の
趣
味
の
違
い
を
認
め

て
い
た
。

い
さ
さ
か
想
像
を
逗
し
く
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
こ
こ
に
は

さ
ら
に
、
日
本
国
内
事
情
と
外
国
か
ら
の
注
文
と
の
相
乗
効
果
を
認
め

て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

先
行
す
る
南
蛮
蒔
絵
に
は
、
絵
柄
と
し
て
は

高
台
寺
蒔
絵
の
草
花
文
様
に
近
い
意
匠
が

、

イ
ン
ド
風
の
花
鳥
と
も
混

清
し
て
、
余
白
の
空
間
を
埋
め
尽
く
す
よ
う
に
、
過
剰
な
ま
で
に
繁
殖
し

て
い
た
。

こ
の
高
台
寺
様
式
の
平
蒔
絵
は
、
太
閤
秀
吉
の
好
み
を
反
映
し

て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
あ
る
い
は
高
台
寺
様
式
そ
の
も
の
に
も
、
秀
吉

や
寧
々
の
異
国
趣
味
が
投
影
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

。

比
較

的
安
価
に
仕
上
が
る
高
台
寺
蒔
絵
は
、
中
世
以
来
の
漆
絵
に
金
を
蒔
く

工
夫
が
加
わ
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
は
調
査
報
告
に
基
づ
く
永
島

明
子
氏
の
仮
説
だ
が
、
同
様
に
、
黒
地
に
高
蒔
絵
を
配
す
る
と
い
う
、
紅

毛
蒔
絵
に
典
型
的
な
絵
画
的
意
匠
に
も
、
経

費
節
減
と
美
意
識
と
の
均

図3 <<マリア ・ファン・デイーメンの箱》 縦26 . 7x横48.0x高さ 16 . 0cm ヴイクトリア&アJレ/ '\ート
美術館蔵

出典・ 『日本の美術H海を渡った日本漆器 1 (16 ・ 1 7世紀)J至文堂、 2001 年、 4 頁

衡
点
が
探
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
オ
ラ
ン
ダ
側
発
注
主
と
日
本
側
製
作

者
と
の
利
害
調
整
か
ら
共
同
創
出
さ
れ
た
新
様
式
だ
っ
た
可
能
性
が
あ

る
、
と
い
う
(
永
島
N
C
C∞
一-
N
-∞
)
。
浄
土
真
宗
の
仏
壇
で
は
東
本
願
寺
と

西
本
願
寺
と
で
様
式
が
異
な
る
が
、
一
向
宗
な
ど
加
賀
に
典
型
的
な
黒

漆
と
金
銅
装
飾
の
仏
壇
意
匠
に
も
、
輸
出
漆
家
具
と
共
鳴
す
る
も
の
が

あ
る
。

さ
ら
に
近
世
仏
壇
に
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
、
東
照
宮
唐
門
な

ど
の
絢
澗
た
る
彫
刻
に
も
、
あ
る
い
は
南
蛮
や
紅
毛
へ
の
対
抗
意
識
が

潜
ん
で
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

」
の
時
期
の
輸
出
蒔
絵
に
顕
著
な
の
は
注
文
生
産
の
設
え
だ
ろ
う

。

輸
出
用
漆
器
の
歴
史
的
名
品
と
し
て
知
ら
れ
る
マ
リ
ア
・
フ
ァ
ン
・
デイ

ー
メ
ン
の
箱
と
、
通
称
マ
ザ
ラ
ン
公
爵
家
の
橿
と
呼
ば
れ
る
こ
点
の
大

作
が
、
吉
宮
ー
ロ
蒔
絵
展
に
揃
っ
て
出
品
さ
れ
た
。
両
者
の
発
注
に
つ
い
て

図4 <<マザラン公爵家の植》縦64 . 0 x横 101.5 X 高さ 57 目 Ocm ヴィク卜リア&アルパート美術館蔵
出典 : r日本の美術H海を渡った日本漆器 1 (16 ・ 17世紀)J 至文堂、 2001 年、 5 頁
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は
、
将
軍
家
光
と
も
親
交
を
結
ん
だ
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
フ
ラ
ン
ソ

ワ
・
カ
ロ
ン
二
六
0
0
|
七
一
二
)
の
関
与
も
推
定
さ
れ
る
。
パ
タ
ヴ
ィ
ア

総
督
(
在
任
二
ハ
三
六
l

四
五
)
の
妻
の
名
前
が
金
貝
で
刻
ま
れ
て
い
る

前
者
の
巨
大
な
箱
(
図
3
)
で
は
、
蓋
上
面
に
『
源
氏
物
語
』
の
桐
壷
、
紅
葉

賀
、
関
屋
の
巻
を
連
想
さ
せ
る
絵
柄
が
一
幅
の
画
面
に
纏
め
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
枢
機
卿
マ
ザ
ラ
ン
二
六
O
二

l

六
二
の
収
集
品
だ
っ
た
と

想
定
さ
れ
る
後
者
(
図
4
)
に
も
、
賢
木
、
蓬
生
、
胡
蝶
に
呼
応
す
る
物
語

絵
の
断
片
が
確
認
で
き
る
。
だ
が
ど
ち
ら
に
も
、
源
氏
物
語
扉
風
の
よ
う

に
、
単
一
・
特
定
の
物
語
に
収
放
す
る
絵
解
き
志
向
は
見
え
ず
、
主
題
を

一
義
的
に
同
定
し
よ
う
と
し
て
も
、
ど
う
や
ら
功
を
奏
さ
な
い
。
実
際
、

マ
ザ
ラ
ン
公
爵
家
の
植
の
側
面
に
は
『
曽
我
物
語
』
の
富
士
の
巻
狩
り
が

描
写
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
内
部
に
お
盆
状
に
仕
込
ま
れ
た
懸
子

に
は
、
金
属
粉
を
蒔
い
た
沃
懸
地
(
い
か
け
じ
)
の
上
に
漢
画
風
の
山
水

が
見
え
、
黒
漆
で
水
墨
の
筆
致
ま
で
な
ぞ
っ
て
い
る
。
絵
柄
は
あ
る
い
は

近
江
八
景
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
か
と
も
想
定
さ
れ
て
い
る
(
日
高

N
C
C∞
一-
N∞
ー-
ω
C
L
E
w
-
∞
ω
l∞
)
。
こ
う
し
た
要
素
が
相
乗
さ
れ
た
全
体
の

印
象
は
、
多
様
な
技
巧
と
い
い
、
盛
り
沢
山
な
絵
柄
と
い
い
、
賛
を
尽
く

す
あ
ま
り
、
い
さ
さ
か
息
苦
し
い
ほ
ど
だ
が
、
そ
こ
に
は
い
わ
ば
「
王
朝

風
」
と
い
う
印
象
を
喚
起
す
る
絢
嫡
た
る
図
像
群
が
、
複
数
の
手
本
か
ら

適
宜
切
り
抜
い
て
、
取
り
合
わ
せ
て
按
配
さ
れ
て
い
る
。
あ
た
か
も
物
語

に
通
じ
ぬ
異
国
の
事
受
者
に
、
東
方
趣
味
を
満
喫
さ
せ
よ
う
と
競
い
合

っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

三
田
村
雅
子
氏
は
『
記
憶
の
中
の
『源
氏
物
語
』
』
に
収
め
ら
れ
た
論
考

で
、
フ
ァ
ン
・
デ
ィ
l

メ
ン
の
箱
の
絵
に
触
れ
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
鳳
風

や
龍
に
、
天
皇
の
権
威
の
印
を
認
め
、
外
国
輸
出
の
品
な
ら
で
は
の
「
国

威
発
揚
」
の
意
図
を
読
み
込
む
(
三
田
村
N
C
C∞
一
-
∞
∞
1
5
0
)。
輸
出
用
の

到
来
し
た
白
人
へ
の
例
外
的
な
特
注
贈
答
品
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
。
歴
史
に
残
る
名
品
は
、
外
交
使
節
団
向
け
な
ら
で
は
の
、

例
外
的
性
格
を
備
え
る
。
そ
の
た
め
か
、
時
と
し
て
、
異
文
化
接
触
の
前

線
に
は
、
交
差
し
た
文
化
の
粋
が
、
一
般
の
流
通
機
構
を
逸
脱
し
た
豪
華

な
一
品
の
う
ち
に
特
異
な
切
り
口
を
露
呈
し
な
が
ら
、
励
起
さ
れ
た
姿

で
析
出
す
る
。
そ
う
し
た
前
代
未
聞
の
瞬
間
が
、
特
注
品
に
閃
く
二
方

で
フ
ァ
ン
・
デ
ィ
l

メ
ン
の
箱
は
、
料
紙
箱
に
相
当
す
る
寸
法
だ
が
、
切

子
に
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
、
金
属
の
函
で
あ
る
か
の
よ
う
な
光
沢
を
誇

る
。
他
方
マ
ザ
ラ
ン
公
爵
家
の
植
に
は
、
画
面
を
囲
む
枠
に
沿
っ
て
細
い

螺
銅
が
線
状
に
一
巡
施
さ
れ
て
い
る
。
視
線
が
移
動
す
る
と
と
も
に
、
そ

れ
は
七
色
に
変
化
を
遂
げ
て
光
を
放
つ
。
そ
れ
ら
の
光
沢
や
虹
色
の
微

光
に
、
東
西
交
流
が
育
ん
だ
出
会
い
の
放
電
現
象
の
隠
輸
を
見
た
い
。

換
骨
奪
胎
と
再
生
活
用

異
国
か
ら
の
輸
入
品
は
、
購
入
者
の
噌
好
に
よ
っ
て
、
お
も
わ
ぬ
変
身

を
強
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
紅
毛
輸
出
漆
器
も
、
十
八
世
紀
前
半
の
ロ

コ
コ
様
式
の
到
来
と
と
も
に

、
予
期
せ
ぬ
換
骨
奪
胎
を
経
験
し
た
。
曲
線

を
多
用
し
た
室
内
家
具
が
流
行
の
様
式
に
な
る
と
、
直
線
的
で
古
風
な

植
や
箪
笥
は
、
も
は
や
時
代
遅
れ
、
用
済
み
に
な
っ
て
い
っ
た
。
紅
毛
蒔

絵
も
こ
こ
で
廃
棄
さ
れ
て
不
思
議
で
な
か
っ
た
。
実
際
、
木
材
や
下
地
の

胎
が
解
体
・
放
棄
さ
れ
た
作
例
は
多
い
。
だ
が
、
厚
さ
わ
ず
か
数
ミ
リ
の

蒔
絵
の
漆
部
分
の
表
面
だ
け
は
、
器
用
に
引
き
剥
が
さ
れ
て
、
最
新
の
家

具
の
曲
面
の
上
に
巧
み
に
移
さ
れ
た
。
こ
の
最
新
技
術
の
移
植
手
術
で

手
柄
を
立
て
た
高
級
家
具
職
人
と
し
て
と
り
わ
け
有
名
な
の
が
、
ベ
ル

ナ
l

ル
・
ヴ
ア
ン
・
リ
ザ
ン
ブl
ル
二
世
(
一
七O
O
?
|
六
五
?
)
。
こ

公
的
な
異
文
化
交
渉
の
発
端
に
あ
っ
て
は
、
け
っ
し
て
例
外
的
な
事
態

特
注
品
に
こ
う
し
た
王
権
の
象
徴
が
過
分
な
ま
で
に
強
調
さ
れ
る
の
は
、
ご
つ
し
て
時
代
遅
れ
の
紅
毛
漆
器
は
、
ロ
コ
コ
の
室
内
を
飾
る
調
度
と
し

て
生
ま
れ
変
わ
る
。
そ
の

一
例
が
《
楼
閣
山
水
蒔
絵
箪
笥
》
(
一
七
五
O

で
は
な
い
。
キ
ャ
プ
テ
ン
・
ク
ッ
ク
の
航
海
で
英
国
に
招
来
さ
れ
た
ハ
ワ

イ
諸
島
の
羽
帽
子
な
ど
も
、
け
っ
し
て
通
常
規
格
の
交
易
品
で
は
な
く
、

頃
)
(
図5
)だ
ろ
う
。

こ
う
ま
で
手
間
隙
を
か
け
て
蒔
絵
を
救
出
し
た
背
景
に
は
、
輸
出
漆
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六
九
三
年
以
降
、
欧
州
市
場
へ
の
漆
器
の
公
式
な
取
引
を
中
止
し
て
お

器
の
値
段
の
高
騰
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は

り
、
そ
の
後
は
「
脇
荷
」
と
呼
ば
れ
る
私
貿
易
に
依
存
し
て
い
る
。
収
益
悪

化
の
裏
に
は
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
海
域
で
中
継
貿
易
が
盛
ん
に
な
り
、

オ
ラ
ン
ダ
が
利
潤
を
独
占
で
き
る
体
制
が
崩
壊
し
た
、
と
い
う
事
情
も

推
測
さ
れ
る
(
』
守m
Z
虫
、
日
高
N
C
C∞
一ω
ω∞
・
土
匂
、
永
島N
C
C∞
…N
C
)。だ

が
日
本
の
蒔
絵
へ
の
需
要
は
衰
え
を
知
ら
ず
、
良
質
品
の
入
手
は
よ
り

困
難
に
な
っ
た
と
思
し
い
。
だ
か
ら
こ
そ
前
時
代
の
蒔
絵
の
リ
サ
イ
ク

ル
も
、
十
二
分
に
採
算
に
合
う
商
売
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、

金
鍍
金
の
飾
金
具
の
マ
ウ
ン
ト
装
飾
で
蒔
絵
パ
ネ
ル
を
留
め
て
画
面
を

仕
切
る
ロ
コ
コ
の
家
具
は
、
輸
出
蒔
絵
を
再
利
用
す
る
が
た
め
に
生
ま

れ
た
様
式
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
み
る
見
解
も
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
高
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級
指
物
師
を
指
す

s
b
E
2

の
と
い
う
単
語
は
、
黒
檀
に
起
源
を
持
つ

用
語
で
、
一
六
七
0
年
代
に
出
現
し
た
よ
う
だ
。
そ
の
腕
前
は
、
曲
面
を

な
す
ロ
コ
コ
家
具
の
う
え
に
黒
漆
地
の
蒔
絵
を
化
粧
版
よ
ろ
し
く
自
在

に
貼
り
付
け
る
技
巧
に
も
、
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
た
、
と
い
っ
て
語
弊
は

な
か
ろ
う

。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
蒔
，
絵
の
換
骨
奪
胎
を
い
か
に
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う

か
。

こ
れ
で
は
日
本
製
家
具
に
対
す
る
破
壊
行
為
で
あ
り
、
襲
術
品
の
損

壊
だ
、
と
憤
慨
す
る
向
き
も
あ
り
え
よ
う
。
だ
が
日
高
薫
氏
も
述
べ
る
と

お
り
、
西
洋
の
家
具
職
人
た
ち
が
ロ
コ
コ
時
代
に
破
壊
し
た
の
は
、
自
ら

の
先
祖
が
日
本
向
け
に
発
注
し
た
舶
来
の
構
造
物
に
他
な
ら
な
か
っ
た

(
日
高N
C
C∞
一
∞ω
)。
蒔
絵
は
最
初
か
ら
、
家
具
の
皮
膜
を

覆
う
表
層
的
な

装
飾
で
し
か
な
か
っ
た
。
調
度
の
様
式
が
変
貌
を
遂
げ
て
も
、
蒔
絵
は
着

脱
自
在
に
宿
主
を
替
え
て
再
生
し
た

。

そ
こ
に
蒔
絵
の
堅
牢
さ
、
そ
し
て

西
洋
人
の
蒔
絵
へ
の
愛
好
の
深
さ
の
証
が
見
え
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
に

他
者
の
文
法
構
造
の
表
面
に
ヤ
ド
カ
リ
よ
ろ
し
く
寄
生
し
て
転
生
す
る

一一一一一ー- ~

蒔
絵
は
、
珍
重
の
的
と
は
い
え
、
し
ょ
せ
ん
欧
州
王
侯
貴
族
が
権
勢
を
誇

示
す
る
た
め
の
小
道
具
に
す
ぎ
ず
、
結
局
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
根
底
を

揺
る
が
す
こ
と
は
な
か
っ
た
ー
ー
と
い
う
結
論
は
、
は
た
し
て
妥
当
す

る
だ
ろ
う
か

。

蒔
絵
の
表
層
性
と
趣
味
の
均
衡
点

い
わ
ゆ
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
現
象
の
深
化
を
測
定
す
る
際
に
、
し
ば
し

ば
用
い
ら
れ
て
き
た
基
準
が
あ
る
。

即
ち
、
(
二
エ
ク
ゾ
チ
ッ
ク
な
意
匠

や
色
彩
の
借
用
は
ま
だ
表
層
的
な
皮
膚
現
象
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対

し
、
(
二
)
付
彩
、
線
描
、
話
法
な
ど
に
お
い
て
他
者
の
運
動
様
式
に
染
ま

る
の
は
、
よ
り
深
い
筋
肉
レ
ヴ
ェ
ル
の
影
響
と
い
え
る

。

さ
ら
に
、
(
三
)

自
ら
の
骨
格
を
な
す
文
法
構
造
を
放
棄
し
て
、
そ
れ
を
他
者
の
価
値
観

と
い
う
別
種
の
骨
格
に
置
き
換
え
る
の
が
、
も
っ
と
も
深
く
本
質
的
な

文
化
刷
新
で
あ
る
:
:
:

。
こ
こ
に
は
、
い
わ
ば
解
制
学
的
と
い
っ
て
よ
い

図
式
が
透
け
て
見
え
る

。

そ
れ
な
り
の
有
効
性
を
発
揮
す
る
こ
の
図
式

に
照
ら
す
な
ら
ば
、
た
し
か
に
蒔
絵
が
欧
州
の
襲
術
に
及
ぼ
し
え
た
影

響
は
、
言
葉
の
定
義
か
ら
し
て
表
層
的
な
水
準
に
留
ま
っ
て
い
た
こ
と

に
な
る
。

だ
が
そ
も
そ
も
、
冒
頭
に
も
確
認
し
た
と
お
り
、
漆
と
は
液
体

か
ら
固
体
へ
と
変
質
す
る
接
着
剤
・
塗
装
剤
で
あ
っ
て
、
そ
の
性
質
ゆ
え

六
世
紀
末
以
来
の
長
年
に
わ
た
る
東
西
交
易
の
舞
台
に
あ
っ
て
、
文
化

接
触
の
前
線
を
貼
り
あ
わ
せ
る
接
着
剤
と
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
明
治

に
生
を
受
け
、
国
際
的
な
国
威
発
揚
に
天
命
を
見
出
し
た
ひ
と
り
の
漆

襲
家
に
と
っ
て
、
漆
は
、
工
業
を
襲
術
に
よ
っ
て
彩
る
、
代
替
不
可
能
な

に
自
ら
に
固
有
な
形
態
な
ど
持
っ
て
い
な
い

。

そ
の
意
味
で
は
、
外
部
か

「
世界
一
の
優
秀
塗
料

」
と
映
じ
た
。

英
語
で
宮
古
印
ロ
と
い
え
ば
漆
器
を

意
味
す
る
。
そ
の
小
文
字
の
日
本
の
振
る
舞
い
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
」
中

ら
与
え
ら
れ
た
形
態
に
従
属
し
つ
つ
強
靭
に
自
己
保
存
す
る
と
こ
ろ
に
、
一
司
自
己

ω
自
の
姿
が
研
ぎ
出
さ
れ
る
。
異
文
化
混
請
の
柑
禍
の
な
か
で
、
そ

漆
を
材
料
と
し
た
技
法
の
本
来
の
性
質
を
求
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

の
臨
界
面
に
は
西
洋
の
需
要
と
、
東
洋
の
供
給
と
の
妥
協
の
様
が
、
当
事

皮
膚
こ
そ
は
人
体
で
も
っ
と
も
深
い
器
官
で
あ
る
と
喝
破
し
た
の
は
、
一
者
双
方
の
合
わ
せ
鏡
を
象
献
す
る
。
漆
蒔
絵
に
浮
か
ぶ
絵
柄
は
、
本
質
志

向
、
国
粋
的
教
条
の
「
東
洋
美
学
」
を
裏
切
る
表
層
性
を
宿
し
て
い
答

。

自

詩
人
の
ポ
l

ル
・
ヴ
ア
レ
リ
ー
だ
っ
た
。
そ
の
塑
に
倣
う
な
ら
、
む
し
ろ

蒔
絵
の
表
層
に
こ
そ
工
塾
の
深
層
が
研
ぎ
だ
さ
れ
、
文
様
と
し
て
表
出

す
る
の
で
は
な
い
か
。
じ
っ
さ
い
漆
に
よ
る
蒔
絵
は
、
外
か
ら
の
需
要
と

日
本
側
か
ら
の
供
給
と
の
接
触
面
に
お
い
て
、
両
者
の
均
衡
点
(
日
高

N
C
C∞
一
お
ω
)に
沿
っ
て
柔
軟
に
軌
跡
を
描
い
た
。
そ
こ
に
こ
そ
、
文
化
交

渉
の
力
学
が
忠
実
に
転
写
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
が
ナ
ポ
レ

オ
ン
戦
争
下
で
苦
境
に
立
た
さ
れ
た
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
期

の
三
十
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
に
集
中
的
に
製
作
さ
れ
た
輸
出
用
漆
器
に
、

西
洋
渡
り
の
腐
蝕
銅
版
画
を
蒔
絵
技
法
で
写
し
取
っ
た
板
絵
状
の
作
品

群
、
通
称
「
蒔
絵
プ
ラl
ク
」
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
も
、
政
情
不
安
定
な
国

際
関
係
の
さ
な
か
で
、
必
要
と
あ
れ
ば
フ
ラ
ン
ス
人
顧
客
を
も
標
的
に

し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
日
本
の
職
人
に
発
注
し
た
新
機
軸
の
商
品
で
あ

っ
た
ら
し
い
。

明
治
以
降
に
話
を
飛
躍
さ
せ
る
な
ら
ば
、
六
角
紫
水
(
一
八
六
七
j

一

九
五
O
)
は
太
平
洋
戦
争
期
に
ア
ル
マ
イ
ト
を
胎
に
し
て
、
そ
こ
に
漆
を

塗
装
す
る
技
術
を
開
発
し
た
。
こ
こ
に
も
未
曾
有
の
国
際
的
危
機
に
直

面
し
て
生
み
出
さ
れ
た
新
機
軸
が
あ
る
。
植
物
が
地
中
に
根
を
張
る
よ

う
に
、
漆
は
酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
に
深
々
と
浸
み
込
ん
で
密
着
す
る
。

こ

こ
で
も
ま
た
漆
は
、
時
代
の
要
請
す
る
新
素
材
の
金
属
の
表
面
に
、
あ
ら

た
な
棲
家
を
探
し
当
て
た
よ
う
だ

。

応
用
襲
術
あ
る
い
は
装
飾
襲
術
と

呼
ば
れ
て
、
久
し
く
副
次
的
な
地
位
に
甘
ん
じ
て
き
た
漆
塾
は
、
実
は
十

律
し
た
造
形
性
を
欠
き
つ
つ
も
造
型
を
司
る
漆
。
そ
こ
に
あ
ら
た
な
る

工
審
史
の
範
例
を
着
床
さ
せ
る
た
め
の
媒
介
と
な
る
皮
膜

1
1

可
塑
性

と
粘
着
力
に
富
ん
だ
浸
透
膜
ー
ー
を
探
り
た
い

。

註(
l
)故
オ
リ
ヴ
ァ
l

・
イ
ン
ピ
!
と
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン

・
ヨ

ル
グ
氏
に
よ
る
英
文
の
大
著
、

『日
本
輸
出
漆
器

』
(二
O
O
五
)
の
出
版
は
、
欧
州
の
蒐
集
や
競
売
市
場
に
登
場
す
る

作
例
を
精
査
し
た
七
百
点
近
い
図
版
を
駆
使
し
て
、
こ
の
領
域
の
欧
州
で
の
研
究
を

集
大
成
し
た

。
そ
れ
に
や
や
先
行
し
て
日

本
で
も

、
至
文
堂
『
日
本
の
美
術
』
で
三
度に

わ
た
り
「
海
を
渡
っ
た
日
本
漆
器
」
が
特
集
さ
れ
(
二O
O

一
1
0

二
)
、
一
般
の
読
者

に
も
分
か
る
よ
う
な
現
時
点
で
の
研
究
烏
臓
を
提
供
し
て
い
る
。
さ
ら
に
日
高
薫
氏

に
よ
る

『
異国
の
表
象
近
世
輸
出
漆
器
の
想
像
力

』
(
二O
O
八
)
が
、
こ
の
段
階
ま

で
の
研
究
史
を
振
り
返
り

、
そ
の
う
え
で
、
研
究
領
域
の
全
般
に
わ
た
り
独
自
の
見
解

を
提
起
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
受
け
て
、
京
都
国
立
博
物
館
と
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
と

を
会
場
と
し
て
ご
印
匂
印
コ
蒔
絵
|
宮
廷
を
飾
る
東
洋
の
煙
き
|
』
(
二O
O
八
1
0

九
)
と
題
す
る
展
覧
会
が
巡
回
し
た
。
永
島
明
子
氏
に
よ
る
巻
頭
論
文
は
、
精
選
さ
れ

た
先
行
文
献
を
踏
ま
え
つ
つ
、
広
く
公
衆
に
む
け
て
、
こ
な
れ
た
文
体
と
周
到
な
構
成

で
、
変
幻
す
る
蒔
絵
の
姿
を
巧
み
に
集
約
し
て
み
せ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
専
門
家

に
よ
る
近
年
の
成
果
を
頼
り
に
、
そ
こ
に
萌
芽
し
て
き
た
新
た
な
文
化
史
研
究
の
可

能
性
を
、
い
く
つ
か
素
描
し
て
み
よ
う
と
す
る
。
あ
く
ま
で
門
外
漢
に
よ
る
思
い
付
き

に
過
ぎ
な
い
が
、
「
工
芸
史
研
究
」
な
る
枠
組
み
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
可
能
性
を
わ
ず

か
で
も
掬
い
取
り
、
よ
り
広
い
視
野
へ
と
拓
く
き
っ
か
け
と
な
れ
ば
、
望
外
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
場
を
借
り
て

O
Z
〈
耳
目
ヨ
句
。
可
氏
の
冥
福
を
お
祈
り

し
た
い

。
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