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絵

画

・
「
モ
ノ
」
史

料

論

史
料
学
を
考

え
る

一
つ
の
試
み

山

口

徹

は
じ

め
に

神
奈

川
大
学

日
本

常

民
文
化

研
究
所

を

ひ
と

つ
の
足
場

に
歴
史

・
民

俗
資

料
学

研
究
科

と

い
う
、
あ

ま
り

な
じ

み

の
な

い
ネ

ー

、、、
ン
グ

の
大
学

院
が

設
立

さ
れ

て
か
ら
五
年

に
な

ろ
う
と

し

て

い
る
。

そ

の
設

立

の
準
備

か
ら
運

営

に
か

か
わ
り
な
が

ら
、

私

は
歴

史

・
民

俗
資

料
学

と

は
何

か
、

さ
ら

に
資

料
学

、
史

料
学

と

は
何

か
、

研
究
科

の
基
本

に
か
か
わ

る
問

題

に

つ
い
て
明
確

な
答
え

を
持

っ
て
は

い
な

い
。

こ

の
問

い
は
、

学
問

と

は
何

か
、
歴

史

と

は
何

か
、
歴

史
学

と

は
、

民
俗

学

と

は
何

か
に

つ
い

て
、

永

い
間

、
多

く

の
人

々

に
よ

っ
て

語

ら
れ
、
多

様

な
考
え
が

示

さ

れ

て
い
る
よ
う

に
、

ひ
と

つ
の
決

っ
た
答

え
が
得

ら

れ

る
も

の
で
は
な

い
。

に
も

か

か
わ
ら
ず

、
歴

史
を

今

日

に
伝

え

る
文
献
ば

か
り

で
な
く
絵
画

や

「
モ

ノ
」
資

料

を
情

報

資
料

と

し

て
利

用
し
、

こ

の
国

の
歴
史

や
民
俗

を
学

ぶ
者

に
と

っ
て
、

常

に
問

い
続
け

て

い
な
け

れ
ぽ

な
ら
な

い
問
題

で
あ

る
。

私

は
こ

こ
十
数

年
、

日
本
常

民
文
化

研
究

所

の
再
建

に
た
ず

さ
わ
り
、

同
研
究

所

を
あ
ず

か
る
中

で
、

好

む
と
好

ま
ざ

る
と

に
か

か
わ
ら
ず
、

『民

具

マ
ン
ス
リ
ー
』

の
編
集

、

「
民
具
研
究

講
座
」

の
開

催

に
か

か
わ
り
、
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民

具

研
究

や
民

俗
学

の
研

究

に
ふ
れ
、

『絵

巻
物

に
よ

る
日
本

常

民
生
活

絵
引
』

の
改

訂

を
手
が

け
、

い
く

つ
か

の
民

具

の
調
査

、
蒐
集

、

展

示
を

お

こ
な

っ
て
き

た
。

そ

の
間

、
渋

沢
敬

三
、
常

民

文
化

、

民
具

や
絵
画

資
料

に

つ
い
て
考

え
、
学

ん
で
き

た

こ
と
も
事
実

で
あ

る
。

し

か

し
、
絵

画

や

「
モ
ノ
」

資
料

に

つ
い
て
、

正
面

か
ら
、

し

か
も

史
料
論

と

し

て
体
系

的

に
考

え

た
こ
と
も

な

い
し
、

論
じ

よ
う

と

し

た

こ
と
も
な

い
。

に
も

か

か
わ
ら
ず
、

日
本
常

民

文
化

研
究
所

の
活

動

に
か

か
わ

る
過

程

で
、

絵
画

や

「
モ

ノ
」

の
史
料
学

、
史
料

論

の

必
要

を
感

じ

て

い
た

こ
と
も
事
実

で
あ

る
。
本

論

は
、

こ
れ
ま

で
絵
画

や

「
モ
ノ
」

資
料

に
か

か
わ

る
過
程

で
と

つ
お

い

つ
考
え

た
問
題

、

感

じ

た
問

題

を
絵
画

.
「
モ

ノ
」
史
料

論

を
意

識

し
、

整
理

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
絵
画

・
「
モ
ノ
」

史
料
論

、

さ
ら

に
史

料
学

を
総
体

と

し

て
理
解

す

る
手
掛

り

を
得

る
た
め

の
さ

さ
や

か
な
試
論

で
あ

る
。

周
知

の
よ
う

に
、
絵
画

や

「
モ
ノ
」

と

く

に
民
具

は
、
民
俗

学

や
民
具

研
究

に
お

い
て
資

料
と

し

て
積
極

的

に
利
用

さ
れ
資
料

化

の
努

力

も

お

こ
な

わ
れ

て
き

た
。

そ

こ
に
は
学

ぶ

べ
き
多

く

の
絵
画

や

「
モ
ノ
」

と
く

に
民
具

に

つ
い
て
の
研
究

が
蓄

積

さ
れ

て

い
る
。

し

た

が

っ
て
絵

画

や

「
モ
ノ
」

の
史
料

論

を
考
、兄
る
た

め
に
は
先

行
す

る
研
究

の
蓄
積

を
切

り

は
な
し

て
論

ず

る

こ
と

は
で
き

な

い
し
、
生

産

的

で
は
な

い
。

な

に
よ
り

も
研
究
が

個
別

化
、
多

様

化

し
、

資
料

の
蒐
集

を

は
じ

め
資
料

化
が

さ
ま
ざ

ま
な

メ
デ

ィ
ア
を
使

っ
て
拡

大

し

て

い
る
今

日
、
有

機
的

、
総

合
的

な
関
連

を
も

っ
て
存

在
す

る
無

形

・
記

述

・
モ
ノ

・
行
為

・
環

境
資

料
を

、
相
互

の
関
連

・
総
合

の
中

で
資

.
史
料

化

し
、
歴

史

や
民
俗

に
学

ぶ
者

の
共
通

の
資

・
史

料

と
す

る
た
め

に
は
お
互

の
認
識

論

の
違

い
を
認

め
合

い
な
が

ら
資

.
史

料

論

と

し
て
、

そ

れ
ぞ

れ

の
研
究
素
材

を
考

え
合

っ
て

い
か
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

こ
れ

ま

で
、

ほ
と

ん
ど
歴

史
学

で
は
と
り
あ
げ

て
こ

な

か

っ
た
無
形

資
料

も

テ

ー
プ

.
レ

コ
ー
ダ

ー
や
ビ
デ

オ
な
ど

の

メ
デ

ィ
ア

の
利

用

に
よ

っ
て
資
料

化
が

可
能

に
な

り
、

歴
史
学

で
利

用

す

る
資
料

の
幅
が

広
が

っ
て

い
る
。

録
音

や
動

画

に
よ
る
表

現
方

法

を
歴
史

の
表

現
方
法

と

し

て
と
り
入

れ
れ
ば
歴

史
学

の
成
果

を

よ

り

豊

か
な
も

の
に
す

る

こ
と
が

で
き

る

で
あ

ろ
う

し
、

そ

の
努

力

は

「
モ

ノ
」

や
絵
画

資
料

を
史
料

と

し

て
読

み
込

む
能

力

を
深

め

る
こ
と

に
結

び

つ
く

で
あ

ろ
う
。

右

の
点

を
考
慮

し
、
本

稿

で
は
民

俗
学

や
、
民

俗
学

の

一
分

野

と

し

て
発
展

し

て
き

た
民

具
学

の
素
材

と

し

て
利

用
さ

れ

た
資
料

は
資

31



料
、
資

料
化

、
資

料
学

と
表
現

し
、
歴

史
学

に
お
け

る
そ
れ

は
史
料

、
史

料
化
、

史

料
学

と
表
現

し

て
あ

る
。

た
だ
歴

史
学

で
対
象

と
な

し
得

る
素
材

で
も
、
史
料

と

し

て
利

用

さ
れ

な

い
状
態

の
絵

画

や

「
モ
ノ
」

は
資
料

と
表

現

し
た
。

こ

の
よ
う
な

あ

い
ま

い
な
点

を
残

し

て

い
る

こ
と

は
絵
画

や

「
モ
ノ
」
史
料

論

を
論
ず

る
場
合

、
極

め

て
不

適
当

だ

と

の
お
叱
り

を
受

け

る
か
も

し
れ
な

い
が

、
絵

画

や

「
モ
ノ
」
資

料

を
対

象

と

し
た
研
究

、

と
く

に
歴

史
学

に
お
け

る
取

り
組

み

の
お
く
れ

た
今

日
的
状
況

を
考

え

る
と
、

絵
画

や

「
モ
ノ
」

資
料

を
史

料

と
し

て
利

用
す

る
方
法

を
模

索
す

る
た

め
に
も

方
法

論

を
抽
象

的

に
論

じ
な

い
で
、
あ

い

ま

い
さ

は
あ

い
ま

い
さ

と

し
て
残

し

て
置

く

べ
き

だ

と
考

え

た
か
ら

で
あ

る
。

本
稿

は
絵

画

・

「
モ
ノ
」
史
料

論

を
体
系

的

に
論

じ
よ
う

と

し
た
も

の
で
は
な

い
。

史
料
論

は
古

文
書

学

を
含

め
た
史

料
学

を

は
じ

め
、

資
料

の
蒐
集

、
保

存
、

資

・
史
料
化
、

さ
ら

に
そ

こ

に
か

か
わ

る
研
究
者

の
あ

り

よ
う
、
体
制

の
あ

り
よ
う

を
総

合
的

に
体
系

づ

け

て
認

識

す

る
こ
と

で
あ

る
。

史
料
論

の
場

合

は
歴
史
学

と
、

資
料

論

の
場

合

は
民
俗

学

や
民
具
学

の
認

識
論

と
深

く
か

か
わ

っ
て

い
る
。

こ
う

し
た
認
識

を
前

提

に
、

多

少
な

り
と
も
絵

画

や

「
モ
ノ
」
資

料

に
か
か
わ

り
を
持

っ
た
私

の
体
験

を
整

理

し
た

の
が
本

稿

で
あ

る
。

本
稿

が

史
料
論

を
考

え

る
手

掛

り

に
な
れ
ぽ

幸

い
で
あ

る
。
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一

史
料
と

「
モ
ノ
」
資
料

歴

史
学

は
歴
史

的
所

産

で
あ

る
有

形

・
無

形

の
諸
資
料

の
中

か
ら
歴
史
学

の
素

材

と
な

る
資

料

を
選

び
出

し
、

そ

の
史

料

か
ら
歴
史

像

を
描

き
だ

す
。
歴

史
事

実

を
認
識

し
、
歴

史
像

を
描

き
だ
す

素
材

と

し

て
選
び

出

さ
れ

た
資

料
を
史

料

と

い
う
。

歴

史
的

所
産

で
あ

る
資
料

に
は
言
語
、

風
俗

、
習

慣
、
伝

承
、
思

想
、

信
仰

、
年
中

行
事

、
芸
能

、

工
芸
技
術

と

い

っ
た
無

形

の
も

の

も
あ
れ
ぽ

、
建

造
物

、
遺

跡
、
遺
物

、

芸
能

や
信
仰

に
用

い
ら

れ

た
用

具

や
生

活

・
生
産

用
旦
ハな
ど

の
有

形

の
も

の
も
あ

る
。

歴
史

的
遺
産

で
あ

る
資

料

は
調

査
、

蒐
集

、
整

理
、
選

択

さ
れ
利

用
さ

れ

る
こ
と

に
よ

っ
て
史

料

と
な

る
。

し
た
が

っ
て
、

歴

史
上
存
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在
す

る
資

料
が

そ

の
ま
ま
史
料

で
あ

る
わ
け

で
は
な

い
。
無

形
資
料

の
場

合

は
、
文
字

、
絵

画
、
録

音
、
写

真
、

映
画

な
ど

に
よ

っ
て
記

録

さ
れ
、

資

.
史
料
化

さ
れ

る
こ
と

に
よ

っ
て
は
じ

め
て
史
料

と

な

る
。

史
料
化

さ

れ
た
史
料

と
対

話
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
歴

史
家

は
歴

史
像

を
描

く
。

し
た
が

っ
て
、

史
料

は
有
形

資
料

と

し

て

の
み
存

在
す

る
。

こ

の
点
が

風
俗
、

習
慣

、
伝
承

、
信
仰

、
芸
能

と

い

っ
た
無

形

の
遺

産

(資
料
)

を
直

接
素
材

と
す

る
民

俗
学

と
歴

史
学
と

の
違

い
で
あ

ろ
う
。

し
か

し
、

民
俗
学

に
よ

っ
て
資
料

化

さ
れ

た
事

物

は
、

歴
史

学

で
利

用
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
史
料

と

な
り
得

る
。

無

形
資

料

の
資

.
史

料
化

は
録
音

・
映
像

化
技

術

、

メ
デ

ィ
ア
の
進
歩

に
よ

っ
て
、

い
ち
じ

る
し
く
発

展

し
た
。

こ
う

し
た

メ
デ

ィ
ア

は
民
俗

学

に
お

い
て
は
表

現
手

段

と
し

て
も
積
極

的

に
活
用

さ
れ

て
い
る
。

し
た
が

っ
て
、
無

形
資

料

の
資

・
史
料

化

は
文
字

、
絵
画
、

録

音
、

映
像

な
ど

に
よ
る
記

録
化

を
意

味

し

て

い
る
。

し

か
し
、
記
録

化

は
資

・
史
料
化

に
固
有

の
も

の
で

は
な

い
。
記

録
行
為

そ

の
も

の
は
文
字

や
絵

画

に
よ

っ
て
歴
史

と

と
も

に
古
く
存

在
す

る
。
歴

史
学
が

主

た
る
素

材

と
す

る
古

文
書

や
古
記

録
な

ど

は
文
字

に
よ

っ
て

情
報

を
記

録

し
た
も

の
で
あ

り
、
絵

巻
物

や
農
耕

図

、
大
絵

馬

な
ど

は
そ
れ
ぞ

れ

の
時
代

に
、
主

題

に
応

じ
た
事
柄

を
絵
画

と

し

て
記
録

し

た
資

・
史
料

で
あ

る
と

い
う

こ
と
が

で
き

よ
う

。

な

お
、
記

録
資
料

.
史
料

と
し

て
は
自
然

の
景

観

を
含
む

地
理

や
自
然
環

境

を
記
録

し

た
絵

図

や
地
図

が
あ

る
。

そ
れ

は
、

自
然

と

の

か

か
わ

り

に
お

い

て
存
在
す

る
生

産

文
化
、
生

活

文
化

を
明

ら

か
に
す

る
歴

史
学

の
営

み
に
と

っ
て
、

自
然

史

に
よ

っ
て
明

ら

か
に
さ
れ

る
事

実

と

と
も

に
地

域
情
報

を
伝

え

る
歴

史
的

環
境

資
料

で
あ

る
。

人
間

の
営

み
、

な
か

ん
ず

く
前
近

代

の
営

み
は
常

に
自
然

と

の
か
か

わ

り

に
お

い
て
存

在

す

る
。
農

民

は
自
然

と

は
違

っ
た

シ

ス
テ

ム
を
作

っ
て
自
然

を
支
配

す

る

の
で
は
な

く
、

あ

り

の
ま
ま

の
自

然

を
観

察

し
、

自
然

の
摂

理

を
利

用

し
、
自

然

の
中

に
現
れ

る

の
と
同
じ
循

環

の

シ

ス
テ

ム
を
作

り
出
す

こ
と

に
よ

っ
て
田
畑

を
作

り
、

農
業
を

営

み
、

漁
民

は
魚
類

の
習
性

を

観
察

し
、
海

底
地

形
を

含
む
自

然
環

境

に
応

じ
た
漁
具

・
漁
法

を
作

り
出

し
、

漁
業
を

営

ん

で
き

た
。

人

間

は
こ
う

し
た
生
産

文
化

を
基
礎

に
さ
ま
ざ

ま
な
地

域

に
お

い
て
そ
れ
ぞ

れ

の
地

域

の
環
境

に
応

じ
た
生
活

文
化

、
物
質

文
化

を
生

み
だ

し

て
き

た

の
で
あ

る
。
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こ

の
よ
う

に
見

て
く

る

と
、

資
料

は
有

形

・
無

形
、
記

録

・
非
記

録

な
ど
、

さ

ま
ざ

ま

な
形

で
存
在

す

る
が

、

メ
デ

ィ
ア

の
開
発

、

進

歩

に
と
も

な

い
、

そ

の
境

界
が

不

明
確

に
な

り

つ
つ
あ

る
。

こ

の
点

を
念

頭

に
置

い
て
、
歴

史
情

報

を
伝
、兄
る
史
料

を

一
応

整

理
す

る
と

次

の
よ
う

に
な

る

で
あ

ろ

う
。

一
、
無
形

文
化
、

精
神

文

化
、
民

俗
文
化

、
技

能

文
化

な
ど

の
無

形

資
料

を
記
録

化
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
資

料
化

さ
れ

た
記
録
資

料
。

そ

の
中

に
は
文
字
記

録
、

絵
画
記

録
、

録
音

、
写
真

、

映
画

・
ビ
デ

オ
な
ど

の
メ
デ

ィ
ア

に
よ

る
記

録
が
あ

る
。

二
、

そ
れ
自

体
が
有

形
資

料

で
も
あ

る
古

文
書
、

古
記

録
、
出

版
物

な
ど

の
文
字

資
料

、
絵
巻

物
、

図
絵
、

大
絵

馬

な
ど

の
絵

画
資

料
。

三
、
絵

画
、

彫
刻
、

工
芸
品
、
書

跡

、
典
籍

な
ど

の
美

術
工

芸
品
。

四
、

貝
塚
、

古
墳

、

埋
蔵
文
化

財

な
ど

の
考
古

資
料
。

五

、
都
城

跡
、

城
跡
、

そ

の
他

の
史
跡

お

よ
び
各

種

の
建
造
物

。

六
、
周

囲

の
環

境

と

一
体

を

な
し
歴
史
的

風

致

を
形
成

し

て

い
る
都
市

、

町
、
村

の
景
観

お
よ
び
建
造
物

群
。

七
、

芸
能

、

工
芸

に
用

い
ら

れ

る
衣
服

、
道

具
、

家
屋
、

そ

の
他

の
物

件
。

八
、
領

主
、

貴
族
、

僧
侶

、
神
官

な

ど

の
非

常

民

・
支
配

階
級

お

よ
び
農

・
山

・
漁
村

民
、
商

人
、

職
人

な
ど
常

民

の
用

い
た

い

っ
さ

い

の
器
具
、

物
件
。

歴
史
学
が

素
材

と
す

る
資

料

は
さ

し
あ

た

っ
て
以

上

の
よ
う

に
整
理

で
き

る
が
、

古
文
書

、
古
記

録

な
ど

の
文
字
資

料

は
、

す

で

に
歴

史

学

に
お

い
て
古
文
書

学

を
中
心

に
検
討

さ

れ

て
お
り
、
遺

跡

(史
跡

)

や
埋
蔵

文
化
財

は
考
古

学

に
お

い
て
検
討
が

す
す

め
ら

れ

て

い

る
。
本

稿

で

は
文
字
資

料

、
広

い
意
味

で

の
考
古
資

料
を

除
き
、

さ

ら

に
美
術

・
工
芸
的

価
値

に
重
き

を
置

く
も

の
や
、

芸
術
上
、

観
賞

上

の
価
値

の
高

い
遺

跡

(史
跡

)
名
勝

、

天
然
記
念

物
、

そ

の
他

希

少
性

の
高

い
歴

史
的
遺

産

を
除

く
、
有

形
資
料

を

「
モ
ノ
」
資

料

と

限
定

し
、

検
討
す

る
こ
と

に
し

た

い
。
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二

「
モ
ノ
」
資
料
と

は
何

か

絵画 ・「モ ノ」 史料論

常

民

.
非

常
民

を

問
わ
ず

人
間
が

用

い
た
全

て

の
器

具
、
物

件

を

「
モ
ノ
」

と
す

る
な
ら
ば

、

史
料

の
素

材

と
な

る

「
モ
ノ
」
資

料

は

人
間

の
行
為

の
遺

物

の
全

て
を
さ
す
。

そ

の
遺
物

は
人

間

の
意

志

に
よ

っ
て
作

ら
れ
、

受
容

さ
れ
、

用

い
ら

れ
た
も

の
で
あ

り
、

人
間

の

意

志
、
時

と
し

て
人
間

の
精
神
的

、
知

的
活

動
が
具

象
化

さ

れ

た
も

の
で
あ

る
。

だ

と
す

れ
ば

「
モ
ノ
」
資

料

は
文
字
資
料

、

文
書
資

料

と
同
様

に
そ

の
背

後

に
ひ
そ
む

人
間

の
精

神

的
、
知

的

な

活
動

、

人
間

の
行
為

を
語

る
史

料

た
り
得

る

の

で
あ

る
。

「
モ
ノ
」
資

・
史
料

に
何

を
語

ら

せ
、

そ

こ
か
ら
歴

史

や
民
俗

を

い
か

に
学

び

と

る
か

は
歴
史

や
民
俗

に
学

ぶ
私
達
自
身

の
問
題

で
あ

り
、

歴
史

認
識

の
問
題

で
あ

る
。

歴
史
学

に
お

い
て
は
永

い
問
、

古

文
書
、

古
記

録
、
各

種

の
出

版
物
な

ど
文

字

で
書

か
れ
た
、

文
字
資

料
、

文
書

資
料

を
主

た
る
素

材

と
し

て
き

た
。

「
モ
ノ
」
資

料

や
絵
画
資

料

は
史

料

と

し

て
利

用

さ
れ

て
も

、
補

助

的
、

脇
役

的
存

在

で
あ

り
、
調
査

、
蒐
集

、
保

存
、

さ

ら

に
資
料

化

に

い
た

っ
て
は
人

類
学
、

土

俗
学

、
考

古
学

、

民
俗
学

に
お

い
て
部

分
的

に
お

こ
な

わ
れ
、

歴
史
学

に
お

い
て
、

「
モ
ノ
」

や
絵

画
資
料

を
史
料

学

と

し

て
正
面

か
ら
と

り
あ

げ

た

こ
と

は
な

い
。

も

っ
と
も

「
モ
ノ
」

や
絵
画
が

歴
史

や
民
俗

を
今

日

に
伝

え

る
素

材

と

し

て
認
識

さ

れ
、

我
が
国

の
物

質

文
化

や
生

活
文
化

の
理
解

に

欠

く

こ
と

の
で
き
な

い
資
料

と
し

て
利

用

さ
れ

る

よ
う

に
な

っ
た

の
は
そ
れ

ほ
ど
古

い
こ
と

で
は
な

い
。

例

・兄
ば
我

が
国

の
物

質
文
化

、
生

活

文
化

を
今

日

に
伝

え

る
民
具

の
研
究

が
緒

に

つ
い
た

の
は
、

渋
沢

敬
三

と

ア
チ

ッ
ク

・
ミ

ュ
ー
ゼ

ア

ム

(日
本

常
民

文
化

研
究
所

)

の
同

人
達

に
よ

っ
て
民
具

の
蒐

集

研
究

が

は
じ

め
ら
れ

た
昭
和
初

年

の
こ
と

で
あ

つ
冠

・

ま

た
・
我

が

国

の
歴
史

や
民

俗

を
今

日

に
伝

・兄
る
資

料
が

文
化
財

と
総

称

さ
れ
、

そ

の
保

護

を
目
的

と

し
た

「
文

化
財
保

護
法

」
が
制

定

さ
れ

た

の

は

一
九

五
〇

(昭
和

二
五
)

年

の
こ
と

で
あ

っ
た
。

そ

れ
ま

で
は

「
国

宝

保

存
法

」

(昭
和

四
年
)
、

「重

要

美
術

品

等

の
保
存

に
関

す

る
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法
律

」

(昭

和
入

年
)
、

「
史

跡
名

勝

天
然
記

念

物
保
存

法

」

(大

正
八

年
)

と

い

っ
た

一
連

の
法
律

に
よ

っ
て
、
美

術
上
、

観
賞

上
価
値

の

高

い
も

の
が
保

存

の
対

象

と
さ

れ

て
い
た
。

「
文
化

財
保

護
滋

」

の
第

二
条

を
見

る
と

「
建
造

物
、
絵

画
、

彫

刻
、

工
芸

品
、
書
跡

、
典

籍
、

古

文
書

そ

の
他

の
有

形

の
文
化
的
所

産

で
我
が
国

に
と

っ
て
歴

史
上

又

は
芸
術
上

価
値

の
高

い
も

の
並
び

に
考
古

資

料
及

び
そ

の
他

の
学

術

上
価
値

の
晶口同
い
歴

史
資

料
」

と
、

文

化
財

は
芸
術

的
価

値

と

は
別

に
歴

史
を
今

日

に
伝
え

る
歴

史
資
料

と

し

て

の
学
術

上

の
価
値

を
与

え

ら
れ

た

の
で
あ

る
。

し
か
し
、
文
化

財
保

護
法

の
第

三
条

で
も

「
文
化

財
が

わ
が
国

の
歴

史
、

文
化

等

の
正

し

い
理
解

の
た
め
欠

く

こ
と

の
で
き

な

い
も

の
」

と

明
確

に
規
定

さ
れ

た

に
も

か
か
わ
ら
ず

、
そ

の
保
護

の
基

準

は

「
歴

史
上

又

は
芸
術
上
価

値

の
高

い
も

の
」

「
芸

術
上

又

は
観
賞

上
価

値

の
高

い
も

の
」

に
限
定

さ

れ
、
武
家

、
貴

族
、
僧

侶

、
神
官

な
ど

の
非
常

民
が

用

い
た
武

具

を

は
じ

め
と

す

る
器

具

や
物
件

は
保

護

の
対

象

と

は
な

っ
て

い
な
(児
・

こ
れ

は
歴

史
学

が

「
モ
ノ
」
資

料
を

史
料

と

し

て
活
用

し
て

こ
な

か

っ
た
現
れ

で
あ

ろ
う
。

史
料
論

と

し

て

「
モ
ノ
」
資

料
を

検
討

す

る
場

合

に
は
、

こ

の
点

を

十
分

認
識
す

る
こ
と
が

ま
ず

も

っ
て
必
要

で
あ

る
。
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三

「
モ

ノ
」

の
資

・
史

料

論

常

民

・
非

常

民
を
問

わ
ず

、
人
間

が
用

い
た
全

て

の
器

具

・
物

件

を

「
モ
ノ
」

と
規
定
す

れ
ぽ

、

「
モ
ノ
」

は
人
間
が

生
存

し
た
場

で
、

人

間

と
自

然
、

人
間

と
社
会

と

の
関

係

に
お

い
て
存

在
す

る
。

し

か
も

、
歴
史

学

の
対
象

と
す

る

「
モ
ノ
」

は
自
然

と
社
会

の
関
連

の
中

で
・

な
ん
ら

か

の
必
要

に
応
じ

て
作

ら
れ
、
使

用

さ
れ
、

捨

て
ら

れ
、

残

り
、
残

さ
れ

た

「
モ
ノ
」

で
あ

る
。

し
た
が

っ
て

「
モ
ノ
」
資

料

は
自
然

や
社
会

の
関

連

に
お

い
て
資

・
史

料
化

さ
れ

な

け
れ
ぽ

な
ら

な

い
し
、

「
モ
ノ
」

の
残

存

状
況

そ

の
も

の
が

「
モ
ノ
」
が

伝

.兄

る
情

報
資
料

で
あ

る
。

何
が
残

り
、

何
が
残

さ
れ

た
か
を
知

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
失

わ
れ

た

「
モ
ノ
」

の
意

味

を
聞
き
出

す

の
も
、
資

.

史
料

化

の
過

程

で
重
要

な

こ
と

で
あ

ろ
う
。



絵 画 ・「モ ノ」 史料論

「
モ
ノ
」

は
時

に
過
去

を
抹
殺

す

る
た

め

に
、
自

己

の
恣

意

を
貫
徹

す

る

た
め

に
破

壊

さ
れ

る
。
残

さ

れ
た

「
モ
ノ
」

は
必
ず

し
も
真
実

を
語

る
も

の
で
は
な

い
。
例

・兄
ば

、
貝

塚

の
中

で
何
が
不

用

に
な
り
、

何
が

捨

て
ら
れ

た

の
か
を
知

る

こ
と

に
よ

っ
て
我

々
は
歴
史

の

一

面

を
知

る
こ
と
が

で
き

る

の
で
あ

る
。

こ
う

し

た
諸
点

を
配
慮

し

つ

つ
、

「
モ
ノ
」
資

料

の
資
料
化

を

は
じ

め

た

の
が

渋
沢

敬

三

と

ア
チ

ッ
ク

・
ミ

ュ
ー

ゼ

ア

ム
の
同

人
達

で

あ

っ
た
。

渋
沢

敬
三

と

ア

チ

ッ
ク

の
同

人
達

は
我

が
国

の

一
般

の
人

々
が

日
常

生
活

の
必
要

か
ら
製
作

し
、
使

用

し

て
き

た
生
産

・
生
活

用
具

を

　
る

　

「
我

々
の
同
胞
が

日
常

生
活

の
必

要

か
ら
技

術
的

に
作

り
出

し
た
身

辺
卑

近

の
道
具
」

と
定
義

し
、
「
民

具
」

と
名

付

け
、
民

俗
学
・

歴

史

学

の
資
料

と

し

て
活

用
す

る
端
緒

を
開

い
た
。

そ

の

ア
チ

ッ
ク

.
・
、
ユ
ー

ゼ

ア
ム
の

「
民
具
蒐
集

調
査

要
目

」

に
は
、
①

別
名

・
部

分
名

を
含

む
名
称
、
②

採
集

の
場
所

と
日
時
・

採

集

当
時

の
状

況
、
③

自

製

品

で
あ

る
か
販
売

口叩
で
あ

る
か
、
販
売

品

の
場

合

は
価
格

や
仕
入

先
、

自
製

品

の
場

合

は
製

作

場

所

と

製

作

人

.
製
作

時
間

と
製
作

方
法

.
製

作

に
使

わ

れ

た
道

具
な

ど
製
作

・
製
作

地

に
関
す

る
情
報

、
④

材
料

の
材
質

入
手
方
法

お
よ
び
材
料

の
処

理
方

法
、
⑤

使
用

地
、
使

用
者

、
現

在
使

わ
れ

て

い
る

か

い
な

い
か
、

現
在
盛

ん
に
使

用

さ
れ

て

い
な

い
と
す

れ
ぽ

い

つ
盛

ん
に
使

用
さ

れ

た
か
、

ま

た
そ

の
も

の
に
代

っ
て
現

在
使

用

さ
れ

て

い
る
も

の
は
何

か
、
ど

の
よ
う

な
場
合

、

ま
た
ど

の
よ
う
な
時

に
使
用

す

る

の
か
、

ど

の
よ
う

に
使

用
す

る

か
、
併

用
す

る
民

具
が
別

に
あ

る
か
、

ど

の
よ
う

に
保
存

す

る
か
な
ど
な

ど
、
使

用

・
使
用
地

に
関

す

る

情
報

、
⑥

使
用

地
域

の
分
布

、
⑦

使
用

さ
れ

は
じ

め

た
時

期

ど

こ
か
ら
伝

え

ら
れ

た
か
、
由
来

に

つ
い
て
の
言

い
伝

え
、
使

用
そ

の
他

に
関

連

し

た
俗
信

、
伝
説

な

ど

二
六
項
目

の
民

具
蒐
集

記
録

作
成

の
基

本
項

目
が
あ
げ

ら

れ

て

い
る
。

民
具

研
究

に
お

い
て

は
当
初

か
ら
民
具

を
な

ん
ら

か

の
人
間

集

団

に
よ

っ
て
、

そ

の
生
活

の
必

要

か
ら
生

ま
れ
、
作

ら

れ
、
あ

る

い
は

受

容

さ
れ
、
個

人

や
集

団

に
よ

っ
て
担

わ

れ
、

伝

承

さ
れ

た
も

の
で
あ

る

こ
と
を
認
識

し
、

民
具

を
我

が
国

の
物

質

文
化

・
生

活
文
化

を

知

る
資
料

と
し

て
利

用
す

る

た

め
に
は
、
民
具

を
蒐

集

し
、
調
査

す

る
過

程

で
知

り
得

る
あ

ら
ゆ

る
情

報

を
記
録

す

る

こ
と
に

よ

っ
て
民
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具

の
資
料

化

に

つ
と

め
て

い
た
。

38

こ

の
よ
う

に
、

「
モ

ノ
」

資
料

の
う

ち
民
具

に

つ
い
て
は
渋

沢

敬
三

と

ア
チ

ッ
ク

・
ミ

ュ
ー
ゼ

ア

ム
に
よ

っ
て
資
料

化
が

進

め
ら

れ
、

我
が

国

の
歴

史
や

文
化
、

な

か
ん
ず

く
常

民

の
物
質

文
化

・
生

活

文
化

を
知

る
貴
重

な
学

術
資

料

と
し

て

の
位

置
を
与

、兄
ら

れ

て

い
た

の

　
ら

　

で
あ

る
・

ま

た
、

昭
和

二
九
年

の

「
文
化

財
保
護

法
」

の
改

正

に
あ

た

っ
て
、

民
具

は

「有

形
文
化

財
」

と

は

「
価
値

の
観
点

を

異

に
す

る
」

「国

民
生

活

の
推

移
を
理
解

す

る

に
欠

く

べ

か
ら
ざ

る
資

料

」

と
し

て
、

「有

形

民
俗

文
化
財

」
と

し

て
別

個

の
体

系

の
も

と

に
保
護

さ
れ

る

こ
と

に
な

っ
た
。

そ

の
背
景

に
は

ア
チ

ッ
ク

・
ミ

ュ
ー
ゼ

ア
ム
以
来

の
民
具

研
究

の
発

展
、

そ

こ

で

の
民
具

の
蒐
集

、
調

査
、
資

ハ
　

　

料

化

の
展

開
が

あ

っ
た

こ
と

は
容

易

に
理
解

し
得

る

こ
と

で
あ

る
。

「
モ
ノ
」

の
史

料
論

を
考

え

て

い
く
場

合
、

渋
沢

敬
三

以
来

の
民

具

研
究

の
学
史

的
検
討

を

お
こ
な

い
、

そ

こ
か
ら
多

く

の
こ
と

を
学

ぶ
必
要
が

あ

ろ
う
。

　
フ

　

と

こ
ろ

で
、
民

具

の
資
料
化

は
近

年

い
ち

じ

る
し
く

発
展

し

た
。

そ

の
ひ
と

つ
の
方

法

と

し
て
進

め
ら

れ

て

い
る

の
が

、
民

具

の
実
測

図

の
作
成

で
赴

靭
・

「
モ
ノ
」
資
料

の
実

測
図

に
よ
る
資

料
化

、

実
測

図

に
よ
る

「
モ

ノ
」

の
比
較

研
究

は
早

く

か
ら
考

古
学

の
研

究
手

段

と

し

て
活

用
さ

れ

て

い
た
。
民

具
研
究

に
お

い
て
、

調
査

、

研
究

の
重
要

な
研
究

手
段

と

し

て
民
具
実

測

図

の
作
成

と

そ
れ

に
よ
る
民

具
研
究
が

お

こ
な

わ

れ
る

よ
う

に
な

っ
た

の
も
、

考
古
学

に
お
け

る
実
測

図

の
利

用

の
影

饗
日
を
受
け

た
も

の
で
あ

ろ
う
。

考

古
学

で
あ
れ

、
民

具
研
究

で
あ

れ
、
実

測

図
を
作
成

す

る
意

図

は
、

三
次

元
的
情

報

を
二
次

元
的
情

報

(図
化

)

に
置
き

か
、又
て
資

料
化

し
、
情

報

の
公
開

、

「
モ

ノ
」

資
料

の
比
較

研
究

な
ど

の
研

究

の
幅

と
深

さ
を
進

め
る

こ
と

に
あ

る
。

民
具
実

測

の
方

法

は
見

取
図

に
そ

の
寸
法

を
書
き

加

え
た
も

の
や
、

現
在
、

考
古
学

や
民
具

研
究

に
お

い
て
採
用

さ
れ

て

い
る
背

面
図

(平
面
図

)
、

側
面

図
、
裏

面
図

の
三
図

面

に
分
解

し

て
図

示
す

る
、

正
視
画

の
技
法

な
ど
多

様

で
あ

る
。

い
ず

れ

の
方

法
が
良

い
か
は
作

図

の
意

図

に
よ

っ
て
決
定

さ

れ

る
も

の
で
あ

り
、

一
概

に
断
定

で
き

な

い
。

近

世

に
お

い
て
も
、

農
書

や
技
術
書

に
お

い
て
、
用

具
や
技

術

を
伝

え

る
手
段

と

し

て
、

寸
法

を
書

き
加

・兄
た
見
取
図

や
、
使

用

図
が

　
　
　

描

か
れ

て

い
る
。

さ
ら

に
葛
飾

北
斎

の
著

し
た

「
北
斎

漫
画

」

の
中

に
は
正
投
影

法

の
正
視

画

に
似

か
よ

っ
た
方
法
が

用

い
ら

れ

て

い
る
。



こ
の
よ
う
に
、
民
具
や
技
法
を
伝
承
す

る
た
め
に
見
取
図
や
実
測
図
が
古
く
か
ら
用

い
ら
れ
て
い
る
事
実
は
、
実
測
図
が
三
次
元
的
情
報

を
記
録

し
伝
承
す

る
方
法
と
し
て
有
効
な
手
段

で
あ
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

以
上

の
よ
う

に
、
民
具
闘
有
形
民
俗
文
化
財

の
資
料
化

は
民
俗
学
、
民
具
学
、

と
く
に
博
物
館
や
歴
史
民
俗
資
料
館

(博
物
館
)

に
お

い
て
積
極
的

に
進

め
ら
れ
て
き
た
が
、
武
士
や
貴
族
な
ど

の
支
配
層

の
上
層

(非
常
民
)
文
化

に
属
す
る
有
形
文
化
財
口

「
モ
ノ
」
資
料

に
つ
い
て
は
資

.
史
料
化
が
体
系
的

に
お
こ
な
わ
れ
て
い
な

い
の
が
現
状

で
あ

る
。

し
か
し
、
日
本
人

の
歴
史
や
民
俗
、
よ
り
限
定

さ
れ

た
日
本

の
い
わ
ゆ
る
固
有
文
化
を
総
体
的

に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
上
層

・
非
常
民

の

「有
形
文
化
財
」

に
つ
い
て
も
調
査
を
充
実
し
、

資

.
史
料
化
を
積
極
的

に
す
す
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
我
が
国

の
歴
史
や
民
俗

に
学
ぶ
た
め
に
は
、
上
層
文
化
も
下
層
文
化
も
、
有
形
文

化
財
も
有
形
民
俗
文
化
財

N
民
具
も
相
互

に
か
か
わ
り
合

い
、
影
響
さ
れ
な
が
ら
存
在
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
「
モ
ノ
」

の
資

・
史
料
化

に
あ

た

っ
て
は
、

こ
の
点
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
民
具

の
資
料
化

の
過
程

で
も
、

こ
の
点
は
必
ず

し
も
十
分
配
慮
さ
れ
て
は
い
な

い

。後
述

の
ご
と
く
、
文
化
財
保
護
法

に
お
い
て
も
、
二
九
年
改
正
で
有
形
文
化
財
か
ら
民
俗
文
化
財
11
民
具
を
有
形
民
俗
文
化
財
と
し
て

別
個

の
体
系
と
し
て
あ

つ
か

っ
た
よ
う
に
、
民
俗
学

や
民
具
学

に
お

い
て
は
意
識
的

に
対
象
を
常
民
に
限
定
し
た
現
れ
で
あ
ろ
う
・

四

「
モ
ノ
」
資
料

の
特
徴
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文
字

資
料

.
文
書

資
料

は
人
間

の
意

志

や
行
為

を
言
葉

、
事

と
し

て
表

現
す

る
。

絵
画
資

料

は

「
事
」

や

「
物
」

を
形

と

し

て
表
現

す

る
。

両
者

は
視

覚

を
通

し

て
認
知

さ

れ

る
が

、
「
モ

ノ
」

は
質

・
量

を
と

も
な
う

も

の
で
あ

る
か
ら
、
五
感

を
通

し

て
認
知

さ
れ

る
。

「
モ

ノ
」

資
料

は

「
モ
ノ
」

の
形

や
構
造

、

そ

の

「
モ
ノ
」

の
持

っ
質
量
感

を
直

接

に
示
す

と

い
う
点

で
は
記

述
資

料

よ
り

は
す

ぐ

れ

て

い
る
・

た
し

か

に
、

「
モ
ノ
」

は
そ
れ
ぞ

れ

の
時

代
、

そ

れ
ぞ
れ

の
環
境

に
応

じ
製
作

し
、
使

用

し
、
伝

承

さ
れ

て
き

た
観

念
的

造

形
物

で
あ

39



り
、

し

た
が

っ
て
、

「
モ
ノ
」

は
物
質

文
化

、
生

活
文

化
、

精
神

文
化

を
今

日

に
伝

え

る
資

・
史

料

た
り
得

る

の
で
あ

る
。

し

か
し
、

「
モ

ノ
」

は

一
個

の
個
体

と

し
て
は

そ

の
こ
と
を
語

ら

な

い
。

「
モ
ノ
」

は
作

ら

れ
、
使

用

さ

れ
、

伝

承

さ

れ

る
行

為

と
有

機

的

に
関
連

づ

け

ら

れ
た
時

に
歴

史

や
民

俗
を

伝

え

る
情

報
資

料
と

な

る

の
で
あ

る
。
近

代
化

・
工
業

化
が

急
速

に
す
す

み
、

日
本

人

の
伝
統

文
化
が
急

速

に
く
ず

れ

て

い
く
今

日
的
状

況

の
も

と

で
は
、
作

り
手

も
、
作

り
方

も
、
使

用
者

も
、
使

用

目
的

も
、
使

用
方
法

も

ま

っ
た
く
解

ら
な

く

な

っ
た

「
モ
ノ
」
が

さ

し
あ

た

っ
て
、

単

な

る
遺

物

と

し
て
残

さ
れ

て

い
る
事

実
が

そ

の
こ
と

を
物
語

っ
て

い
る
。

例

え
ぽ

、

生
産

用
具

は
あ

る
目
的

を
も

っ
た
意

味
的

な
ひ
と

つ
の
技
術

体
系

の

一
要

素

と

し

て
、
目

的
、

製
作
技
術

、
使

用
方

法

と
と

も

に
資

料

化

さ
れ
ね
ば

な
ら

な

い
し
、
技

術

の
体
系

を
構
成

す

る
多

種

の
道

具
と

の
有

機
的

、

総
合
的

関
連

の
中

で
考
察

さ
れ

ね
ぽ

な
ら

な

い
。

「
モ
ノ
」

と
し

て

の
個

々
の
道
具

は
、

一
見

孤
立

し
、
相

互

に
無

関
係

の
存

在

の
よ
う

に
見

、兄
る
が
、

実
際

は
作

業

の
流

れ

の
中

で
、

生
活

や
生
産

の
仕
方

や
様

式

に
応

じ
機
能

的

に
連
結

し
合

っ
て

い
る
。

し

た
が

っ
て
、

「
モ

ノ
」

は
生

活

文
化

.
物

質

文
化

を
構

成

す

る
他

の

「
モ
ノ
」
と

の
有

機
的

関
連

に
お

い
て
調

査

し
、
蒐
集

し
、
資

.
史
料

化

さ
れ

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

先

に
見

た

ア
チ

ッ
ク

・
ミ

ュ
ー
ゼ

ア

ム
の

「
民
具
蒐

集
調
査

要
目

」

は
右

の
諸
点

を
考
慮

し
民

具

を
資
料
化

す

る
た

め

に
必
要

な
情
報

を
整

理

し

た
も

の
で
あ

り
、

「
モ
ノ
」
資
料

の
資

・
史

料
化

の
基
本

を
示

す
も

の
で
も
あ

っ
た
。

近

代
化

、

工
業
化
が
急

速

に
す

す

み
、

伝
統

文
化
が

急
速

に
失

わ

れ
、

歴

史
的
所

産

で
あ

る

「
モ
ノ
」

や
民
旦
ハが

失

わ
れ

る
状
況

の
も

と

で
、
個

々
の
民
具

の
形
態

や
構

造

を
調

べ
、

さ

ら

に
そ

の
製
作

方
法

や
使

用
方
法

な
ど

を
調

べ
よ
う

と
す

る
と
、

第

一
義

的

に
は
そ

の

情

報

は
そ

れ
が

日
常

性

の
中

で
世
代

か
ら
世

代

へ
伝

え
ら

れ
た
も

の
で
あ

る
が
故

に
、
使

わ

れ
、
作

ら

れ
た
場

に
求

め
ざ

る
を
得

な

い
の

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

民
具

や

「
モ
ノ
」
資

料

の
中

に
は
先

に
も

ふ
れ

た
よ
う

に
、
使

用

や
製
作
が
不

明

で
単

な

る
遺
物

に
す
ぎ

な

い
も

の
も
あ

　
り

　

り
、

逆

に

「
モ
ノ
」

は
残

っ
て

い
な
く

て
も
古

老

の
記
憶

の
中

に
僅

か

に
伝
承

さ
れ

て

い
る

「
モ

ノ
」

も
あ

る
。

前

者

の
よ
う
な

「
モ
ノ
」

に

つ
い
て

は
、

ま
ず

は
蒐
集

、
保
存

し
、

描
画
資

料

や
文
献
資

料

か
ら
用
途

や
製
作

方
法

を

明
ら

か

に
す

る
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必
要

が
あ

ろ
う
。

後
者

の
よ
う

に
人

の
記

憶

の
中

に
伝
承

さ
れ

て
い
る
も

の
に

つ
い
て
は
、

古
老

な
ど

に
た
ず

ね
、
古
老

の
脳
裡

の
う

ち

に
伝

承

さ
れ
、
記

憶

さ
れ

て

い
る
民

具

や

「
モ
ノ
」

を
復

元

・
製
作

し
、

製
作

・
使

用
な
ど

い

っ
さ

い
の
情
報

を
記

録

す

る

こ
と

に
よ

っ

て
資
料

化
が

可
能

で
あ

る
。
今

日

で
は
製
作

・
使

用

の
過
程

を
映
画

や
ビ

デ

オ

に
よ
り
資

料
化

す

る
試

み
が
各

地

の
博
物
館

で
お

こ
な

わ

れ

て

い
る
。

と

こ
ろ

で
、
古

文
書

や
古

記
録

な
ど

の
文
献

資
料

は
も

ち

ろ
ん
、
考

古
学
的

資
料

や
美

術

工
芸
品

な
ど

の
資

料

は
そ

の
も

の
の
作

ら

れ

た
年

代
が

問
題

と

さ
れ
、

そ

の
も

の

の
新

旧
が

問

題
と
さ

れ

る
。

こ
れ

に
対

し
、

「
モ
ノ
」
資
料

、

と
く

に
民
具

の
場

合

は
そ

の
も

の

の
製
作

年
代

は
そ

れ

程
問

題

に
は
な
ら

な

い
。

そ
も

そ
も

民

具

は

な

ん
ら

か

の
人
間
集

団

に
お

い
て
、

そ

の
生
活

の
必
要

か
ら
生

ま

れ
、
作

ら
れ
、

あ

る

い
は
受

容

さ
れ
、
集

団

に
よ

っ
て
担

わ
れ
、
伝

承

さ
れ

る
も

の
で
あ

る
か
ら

、
蒐
集

さ

れ

た

「
モ
ノ
」

そ
れ
自
体

は
あ

る
時
期

に
作

ら

れ
使

用

さ
れ

た
も

の
で
あ

っ
て
も
、

そ

こ

に
示

さ
れ

る
技

術

や
形
態

、
名

称

.
習

俗

な
ど

は
過
去

か
ら

伝
承

さ
れ

た
も

の
で
あ

り
、
過

去

の

「
モ
ノ
」

の
姿

を
今

日

に
伝

え

る
資
料

と
し

て
も

利

用

し
得

る
面

を
持

っ
て

い
る
。

「
モ
ノ
」
資

料
、

と

く

に
生
産

、
生

活

用
具

"
民
具

は
失

わ
れ

た
過
去

の

「
モ
ノ
」

の
姿

を
伝

え

る
資

料

と
し

て

の
意

味

を
持

っ
て
い
る

が

、

「
モ
ノ
」

資
料

の
第

一
の
特

徴

は
、

「
モ
ノ
」

そ
れ
自
体

は
何
も

語

ら

な

い
が
、

「
モ
ノ
」

そ

の
も

の
が

歴
史

的

事
実

で
あ

る
点

に
あ

る
。

文
字
資

料

や
文
書

資
料

な
ど

い
わ
ゆ

る
文
献

資
料

や
絵

画
資
料

は
文

字

や
絵

画
表

現
を

も

っ
て
歴
史

や
民
俗

を
語

り

か
け

る
。

し

た

が

っ
て
言
葉

を
発

し
な

い

「
モ
ノ
」
資

料

よ
り
も
、

よ
り
説

明
的

で
あ

り
、
説
得
的

で
あ

る
。

し
か
し
、

そ

こ

に
語

ら
れ

る
姿

は
常

に
語

り
手

、

描
き
手

の
現
状

認
識

、
世

界
観

、
想
像

力

や
創
造

性

に
よ

っ
て
限
定

さ
れ
、

絵
空

事

と
言

わ
な

い
ま

で
も
常

に
あ

い
ま

い
さ
を
内

包

し

て

い
る
。

そ
れ

は
時

と
し

て
、

史
料

と
対
話

す

る
研

究
者

自
身

の
あ

い
ま

い
さ

に
よ

る
が

、

「
モ
ノ
」

資

料

は

そ
れ
自

体

が
歴

史

的

な
事
実

そ

の
も

の
で
あ

り
、
あ

い
ま

い
さ

の
入

り
込

む
余
地

が

な

い
。

そ
れ
故

に
歴

史
学

に
お

い
て
も

「
モ
ノ
」
資

料
を
史
料

と

し

て
積

極

的

に
利

用
す

る
必

要
が

あ

る
し
、

そ

の
た

め

に
も

「
モ
ノ
」

の
史
料

学

、
史

料
論

と

し

て
の
認
識

方
法

を
確

立
す

る
必
要
が

あ

ろ
う
。
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五

絵
画

の
資
料
学
と
史
料
論

絵

画
資
料

は
人
間

が
絵

な

い
し
図

に
よ

っ
て
自

己

の
意

志

を
表

現

し
た
記

録
資

料

で
あ

る
。
形

の
な

い
無
形

文
化
、

精
神

文
化
、

民
俗

文
化

を

「事

」

と

し

て
伝
え

る

い
わ
ゆ

る
文
書
資

料

と
と
も

に
、

そ

れ
を
形

と

し

て
伝

・兄
る
記
述

、
記
録

資
料

で
あ

る
。

絵

画
資

料

に
は
原
始

・
古

代

の
生

活

や
文

化
を
伝

え

る
壁

画

や
陶
磁

器

な
ど

に
描

か
れ

た
各

種

の
紋
様

や
模
様
、

絵
柄
が

あ

る
。
中

世

に
は
仏

画
、
肖

像
画

、

山
水

画
、

四
季

絵
、
各

種

の
絵
巻
物

な

ど
歴

史
や

民
俗

を
今

日

に
伝

、兄
る
さ
ま
ざ

ま
な
も

の
が
あ

る
。

近
世

に
な

る
と
農
耕

絵
巻

を

は
じ

め
と
す

る
各

種

の
絵

巻
物

、
屏
風

絵
、

浮
世

絵
、
絵

本
、
名

所

図
会
、

名
産

図
会
、

農
書

.
紀
行

.
日
記

な
ど

の

挿
絵

(冊

子
)
、
大

絵
馬

な
ど
多

種
多
様

な

絵
画
資

料
が

あ

り
、
写

実

性

に
富

ん
だ
も

の
も
多

い
。

ま

た
近

世

に
は
土
地

の
起

伏

の
状

態

や
地

域

の
環

境
を

絵
画

的
方
法

に
よ

っ
て
表
現

し

た
絵

図
や

測
量
技

術
を

も

っ
て
作
成

さ

れ

た
耕

地
図

な
ど

の
地
図

.
地
形

図
、
建
築

指

図

や
種

々
の
設
計

図

な
ど
も
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
人
間
が

絵

や
図

に
よ

っ
て
自

己
や
歴

史
上

の

「
事

」

や

「
物

」
を
表

現

し

て

い
る
絵
画

資
料
が
多

種
多

様

な
形

で
存
在

し

て

い
る

に
も

か

か
わ
ら
ず

、
歴
史

学

に
お

い
て
は
絵
画

資

料

を
歴

史

や
民

俗
、

「
事
」

や

「
物
」

を

ビ
ジ

ュ
ア

ル
に
伝

・兄
る
史

料

と

し

て

利
用

し

て
こ
な

か

っ
た
。

そ
れ

は
歴

史
学
ぽ

か
り

で
な
く
、
社

会

科
学

に
お
け

る
表
現

手
段
が

文

字
、
文

章

に
限

ら
れ
、
絵

や
図

に
よ
る
表

現

は
文
字
表

現

の
補

助
的

説

明
手

段
、

補

足
手

段

と

し
て
使

用

さ

れ

て
き

た

こ
と

に
大

き
な

理
由
が
あ

る
よ
う

に
思

わ

れ

る
。
勿

論
、
時

間
的

経
過

の
中

で
事

物

を
と

ら
え
、

そ

の
時

代
的
意

味

を
問

う
歴
史
学

に
お

い

て
は
歴

史
を
時

間
的

経
過

の
中

で
語

る
文
字

.
文
書

資
料

を
主

た
る
史
料

と
す

る
歴

史
認

識

の
あ

り
よ
う

に
、

よ
り
根
本

的

理
由
が
あ

る

こ
と

は
言
う

ま

で
も
な

い
。

こ

の
よ
う

に
絵
画

資
料

は
必
ず

し
も

史
料

と

し
て
十
分
活

用

さ
れ

て
き

た
と

は
言

い
が

た

い
が

、
絵

画
資
料

は
精
神

文
化

、
民

俗
文
化

、
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技

術
文
化

な

ど

の
無

形

の
文
化

を
知

る
情
報
資

料

と
し

て
、

ま
た
、
作

り
手

も
、

使

い
手

も
、
用

途
も

解
ら

な

い

「
モ

ノ
」

の
資
料
化

の

手
段

と

し

て
、

さ

ら

に

「
モ

ノ
」

の
始

原
、
変

化
、
変

遷

を
知

る
情

報
資

料

と

し

て
有

効

な
資
料

で
あ

る
。

と
く

に
絵

画
資

料

の
中

に
は

「
モ
ノ
」

を
人

と

の
か
か
わ

り

に
お

い

て
、

ま

た
人

は

「
モ
ノ
」

と

の

か
か
わ

り

に
お

い
て
、

自
然

的

環
境

、
地

域

の
景

観

の
中

で
描

か

れ

て

い
る
も

の
が
多

い
。

絵
画

資
料

は
、

「事

」

や

「
物

」

を
線

と
色

彩

を
も

っ
て
、

ビ

ジ

ュ
ア

ル
に
伝

え

る
と

い
う
意

味

に
お

い
て
、

文
書

史
料

や

文
献

よ
り
、

即

自
的

で
あ

り
、
説
得

的

で
あ

る
。

し

か
し
、

古

文
書

や
古
記
録

が
読

む
だ

け

で

は
何
も

語
ら

な

い
の
と
同
様

に
絵

画
も

眺

め

て

い
る
だ

け

で
は
何

も
語

ら

な

い
。
絵

画
資
料

に
何
を
語

ら

せ

る
か

は
絵
画

に
対

す

る
読

む
側

の
読
解

力

に
条

件

づ

け
ら
れ

て
い
る
。

そ
れ
故

、
絵

画

を
資
料

と

し

て
活
用

す

る
た

め

に
は
研
究
者
自

身
が

そ

の
能

力

を
蓄
積

し

て
い

か
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
し
、

そ

の
努

力

を
歴
史

や
民
俗

に
学

ぶ
者

の
共
通

の
認

識

に
高

め

て

い
か
な
け

れ
ば
な

ら

な

い
。

そ
れ

は
、

絵

画
資

料
学
、

絵
画
史

料
論

と
は
何

か
を
常

に
意

識

し
、
絵

画
資
料

と
向

き
合

う

こ
と

か
ら

は
じ

ま

る
。

絵
画

に
描

か
れ

て

い
る
風
景

や
事
物

、
風
俗

や

習
慣
、

し
ぐ
さ

や
行
為

は
あ

り

の
ま
ま

に
描

か
れ

て

い
る
と

は
限
ら

な

い
。

し
た
が

っ

て
、
絵
画
資

料

を
史

料
と

し

て
利

用
す

る
た

め
に
は
、
古

文
書

や
古
記

録
な

ど

の
文
書
史

料

を
利

用

す

る
場
合

と
同
様

に
、
絵

画
資
料

の

史
料

批
判
が

必

要
な

の
で
あ

る
。

古
文
書

学
が

古

文
書

を
歴

史

の
史
料

と

し

て
利

用
す

る
歴

史
学

の
立

場

か
ら
、
古

文
書

の
史

料
的
価
値

を

明
確

に
し
、

史
料

の
語

る
と

こ
ろ
を

限
定
づ

け

る

の
と

同
様

に
、
絵

画

の
史
料
学

、
史
料

論

の
課
題

は
、

ま
ず
も

っ
て
歴

史
学

の
立
場

か
ら
絵

画
資

料

の
史
料
的

価
値

評
価

を

明
確

に
す

る

こ
と

に
あ

る
。

こ

の
点

は
、

「
モ
ノ
」

そ

の
も

の
の
史

料

的
価

値

を

明
確

に
す

る

の

で
は
な
く
、

「
モ
ノ
」
を
存

在

せ

し
め

る
も

ろ
も

ろ

の
条

件

を
資

料

化
す

る

こ
と

に
あ

る

「
モ
ノ
」

資
料

の
資
料

学

と
最

も

異

な

る
点

で

あ

ろ
う
。

勿

論
、

絵
画

史
料

か
ら
何

を
読

み
と
り
、

何
を
語

ら

せ

る
か

は
絵

画

に
問

い
か
け

る
研
究
者

自
身

の
問
題

で
あ

り
、

そ

こ

か
ら

描
き
出

さ

れ

た
歴

史
像

を
検
証

す

る

の
も

研
究
者

自
身

の
問

題

で
あ

る
。

ま
た
、
自

己

の
問
題
関

心

に
即

し
た
絵

画
史
料

を

い
か

に
選
択
す

る
か
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も

研
究
者

自
身

の
問
題

で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、

絵

画

の
史
料

論

は
歴
史

認
識

論

の

一
部

を
構
成

し
、

そ
れ
故

に
、

ひ
ろ

い
意

味

で
の
歴

史

学

の
方
法

論
と

し
て
検
討

さ
れ

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

近
年

、
歴

史
学

に
お

い
て
も
絵

画
資
料

に
対

す

る
関
心
が

高

ま
り
、
絵

画

を
史
料

と

し

て
利

用

し
た
研
究

も

か
な
り
見

ら
れ

る

よ
う

に

な

つ
(把
・

し
か
し
・

そ

こ
で

お
こ
な
わ

れ

て

い
る
議

論

は
絵

画

を
ど

の
よ
う

に
読

む

か
、
絵

画

に
ど

の
よ
う

に
し

て
史
実

を
語

ら

せ
る
か
、

絵
画

資
料

の
見
方

、

扱

い
方

に

つ
い
て

の
議
論

が
中

心

で
、

絵

画
資
料

の
史
料

と
し

て

の
選
択

、
史

料
化
、

絵
画
資

料

の
史
料

と

し
て

の

性
格

な

ど
、
絵

画
資

料

の
史
料
論

的
検

討

は
十
分

お
こ
な
わ

れ

て

い
な

い
。

し
た
が

っ
て
絵
画

資
料

の
史
料

論
的

検
討

を

お
こ
な
う
場

合
、

こ
れ

ま

で
絵

画
資
料

の
調

査
、
蒐

集
、

な

に
よ
り
も
絵

画
資
料

を
資
料

と

し
て
積

極
的

に
活

用

し

て
き

た
民
俗
学

や
美

術
史

な
ど

の
先

行

研
究

に
多

く
を
学
ば

ね
ぽ

な

ら
な

い
。
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六

絵
画
資
料
は
ど

の
様

に
扱
わ
れ
て
き
た
か

絵
画
資
料
学
前
史

絵
画
資
料
を
歴
史
や
民
俗
を
今

日
に
伝
え
る
情
報
資
料
と
し
て
積
極
的

に
活
用
し
、
歴
史
や
民
俗
を
旦
ハ象
的

に
捉
、兄
る
端
緒
を
開

い
た

の
は
渋
沢
敬
三
で
あ

っ
た
。

渋
沢
敬
三

は
日
本
文
化

の
基
層

を
担
う
常
民
文
化
を
常
民
生
活

に
お
け
る

「事
」
と

「
物
」
と
を
連
関
、
総

　
ロ
　

合

し
て
具
象
的

に
体
系
化
す
る
た
め
に

『絵
巻
物

に
よ
る
日
本
常
民
生
活
絵
引
』
を
編
纂

し
た
。

　
お

　

彼
が

『絵

引
』

で
描

こ
う

と

し
た

の
は

「
絵

引

は
作

れ

ぬ
も

の
か
」

の
文
章

の
中

で

「
貴
族

、
僧

侶
、

上
流

の
軍

人
等
絵
巻

の
主
眼

点

を
ぽ

省
略

し
美

術
的
観

点

を
度
外
視

し
た
、
凡

そ
常

民
的
資

料

と
覚

し
き
も

の
だ
け

を
集

め
」

た
と
彼
自
身

が
述

べ

て

い
る
よ
う

に
、

貴

族

、
僧
侶

、
下

級

で

は
な

い
上

流

の
軍

人
な
ど

、

い
わ
ゆ

る
支
配

階
級

を
除

い
た
、

ご
く
普

通

の
庶
民

の
姿

で
あ

り
、

そ

れ
を
彼
等

の
生

活

を

と
り

ま
く
物

と

の
か

か
わ
り

の
中

で
と
ら
え

た
姿

で
あ

る
。

例

え
ぽ

、
女

や
子
供

の
さ
ま
ざ

ま

な

し
ぐ

さ

に
し

て
も
物

と

の
か

か
わ

り

の
中

で
抽
出

さ
れ
、
物

は
女

や
子
供

の
し
ぐ

さ
と

の
か
か
わ
り

の
中

で
物

と

し

て
描

か
れ

て

い
る
。

彼

は
常

民
生

活

に
お
け

る

「
事
」



ど

「物

」
を
絵

画
資

料

に
求

め

る
ぽ

か
り

で
な
く

、

そ

の
こ
と

を
具
象

的

に
体

系
化

し
、
素

描

し

よ
う
と

し
た

の
で
あ

る
。

敬

三

は

『絵

引
』

の
凡
例

に

「
模
写

せ
ら

れ

た
絵

は
絵
巻
物

に
見

え
た
常
民
生

活

の
描
写

せ
ら

れ

た
部

分

と
、
貴
族
生

活

の
中

で
も
そ

れ
が

現
代

の
常

民
生
活

に
関
連

あ

る
も

の
を
と

り
あ
げ

、
単

に
事
物

だ

け
を

ぬ
き

出

し

て
描

く

こ
と
を

で
き

る
だ
け
避

け
、
背
景

や
行

為

の
中

に
常
民

生
活
が

う

か
が

・瓦
る
よ
う

に
描

い
た
」

と
記

し

て
い
る
。

こ

こ
に
は
渋
沢
敬

三

の
絵
画

資
料

か
ら
常

民
生
活

を
読

み
と

る
視

点
ぼ

か
り

で

は
な

く
、
絵

画
資
料

の
扱

い
方
、

読

み
方
、

読

み
と

る
方

法
が

見
事

に
示

さ
れ

て

い
る
。

そ
れ

は
民
具

の
資
料

化

の
あ

り

よ

う

を
示

す
も

の
で
も
あ

り

、
絵
画
資

料
が

す

で
に
失

わ

れ
た

「
モ
ノ
」
資

料

の
姿

を
今

日

に
伝

え

る
最

も
有
効

な
情
報

資
料

で
あ

る

こ
と

を
示

唆
す

る
も

の
で
も

あ

っ
た
。

さ
ら

に

「
貴
族

生

活

の
中

で
も

そ
れ
が

現
代

の
常

民
生

活

に
関
連

あ

る
も

の
を
と

り
あ
げ
」

た

と
記

し

て

い
る
よ
う

に
、
常

民

文
化

は
決

し

て
常
民

生
活

の
中

に

の
み
孤
立

し

て
存
在

す

る
も

の

で
は
な

く
、
貴
族

文
化

の
中

に
も
存
在

し
、

両

者

は
相

互

に
関

連

し
合

い
な
が

ら
総
体

と

し

て

の
日
本

の
固
有

文
化

を
形
成

し
て

い
る
こ
と

を
視
野

に
入

れ

て

い
た
と
見

る
べ
き

で
あ

ろ

う
。

絵画 ・「モ ノ」 史料論

渋
沢
敬
三
は

「
モ
ノ
」
資
料
に

つ
い
て
は
民
具
に
、
絵
画
資
料

に

つ
い
て
は
常
民

の
生
活
を
伝
え
る

「
事
」
と

「物
」

に
主
題
を
限
定

し
て
い
る
が
、
敬
三

の
意
志

の
中

に
は

一
般

の
景
色
や
貴
族
、
僧
侶
、
上
流

の
軍
人
な
ど
支
配
階
級

の
文
化
を
示
す

「
モ
ノ
」
や
絵
画
も

日
本
人

の
歴
史
や
文
化
を
今
日
に
伝
、兄
る
資
料

と
し
て
活
用
す

る
こ
と
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
は
、
渋
沢
敬
三
が

一
連

の
民
具

の

蒐
集

と
は
別

に
昭
和
入
年

よ
り
、
渋
沢
青
淵
記
念
事
業
と
し
て
竜
門
社

に
実
業
史
博
物
館
を
設
立
す

る
た
め
に
蒐
集
さ
れ
た
資
料
を
見
れ

　
け

　

ば

明
ら

か

で
あ

ろ
う
。

そ

の
時

に
蒐

集

の
対
象

と

な

っ
た

「
モ
ノ
」
資

料

は
農

・
山

・
漁
村

の
生

活

の
中

で
使

わ
れ

て

い
た
民
具

に
と
ど

ま

ら
ず

、
作

り
手

も
、
作

り
方

も
、

使

い
手
も

、

使

用
方
法

も
、

用

途
す

ら
も
解

ら

な

い
、
都

市

の

一
隅

に
残

さ
れ

た

「
モ
ノ
」
、

明

ら

か

に
都
市

の
上
層

階
級

の
下

に
あ

っ
た

と
思

わ

れ

る

「
モ
ノ
」

が
含

ま
れ

て

い
る
。
渋

沢
敬

三

の
意

志

の
中

に
は
常

民
ば

か
り

で
は
な

く
、

全

て

の
日
本

人
が

そ

の
生

活

の
中

で
残

し
た

「
モ

ノ
」

を
歴
史

や
民

俗

を
今

日

に
伝
え

る
資

・
史
料

と

し

て
活

用
す

る
思

い
が

あ

っ
た

の

で
あ

ろ
う
。
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一
九

五

〇

(昭

和

二
五
)
年

、
奈

良

の
法
隆

寺

の
壁

画

の
消

失

を
契

機

に
制

定

さ

れ

た

「
文
化

財

保

護
法

」

に
お

い
て
、

[
モ
ノ
」
資

料

は
文
化

財

と
し

て
保

護

の
対

象

と

さ

れ

た
が

、

い
わ
ゆ

る
上
層

階

級

の

「
モ

ノ
」
資

料

は

「有

形

民

俗
文

化
財

」

(民

旦
ハ)

に
比

べ
資

料
化

が
進

ん
で

い
な

い
。

と
く

に

一
九

五

四

(昭
和

二
九
)

年

の
同
法

の
改

正
以

降

は

「有

形

民
俗

文
化
財

」

は
芸
術
的
価

値

空

口同
い
絵

画
や
彫

刻
、

刀
剣

、
陶
磁

器
、
漆

器

な
ど

と

は
別
個

に
扱
わ

れ
、
国

民
生
活

の
推

移

を
理
解

す

る
た

め

に
欠

く

べ

か
ら
ざ

る
資

料

と
し

て

積
極
的

に
資

料
化

が
進

め
ら

れ

て
き

た
。

た
し
か

に
、
有

形

民
俗

文
化
財

h
民
具

の
資

料
化
、

資
料

と

し

て

の
利

用

の
発
展

の
背
景

に
は

渋
沢
敬

三

と

ア

チ

ッ
ク

・
ミ

ュ
ー
ゼ

ア

ム

の
研

究
が

前

提

に
な

っ
て

い
る
と
思

う
が

、

「
モ
ノ
」
資

料

を
史

料

と

し

て
利

用

す

る

た

め

に

は
先

に
見

た
渋

沢
敬

三

の
意
志

を

継
承

す

る
必

要
が
あ

る

こ
と

を
付
言

し

て
お
き

た

い
。

と

こ
ろ

で
渋

沢
敬

三

は

「
絵
引

は
作

れ

ぬ
も

の
か
」

の
文
章

の
中

で
絵

巻

の

「
主

題

目

の
筆

と

は
別

に
目

に
入

っ
て
く

る
」

「主

題
目

よ
り

は
更

に
気

楽

に
写
生

し

て
あ

る
」

民
俗

的
事
象

を

「
貴
重

な
絵
画

記
録

資
料

で
而
も

ク

ロ
ノ

ロ
ジ

カ

ル
な
点

で
満
点

で
あ

る
」

と
と

ら
え
、

常
民
達

の
生
活

を
知

る
資

料

と

し

て
中
世

の

[絵

巻
物

」

を
選

ん
だ

の

で
あ

る
。

『絵

引
』

を
作

る
過
程

で
渋

沢
敬
三
が

示

し
た
絵

画
資
料

と

の
か
か
わ

り

は
、
絵

画
資

料

の
扱

い
方

、
読

み
方

に

つ
い
て
は
十

分
説
得

的

で
あ

り
、
絵

画

を
史
料

と

し

て
扱

う
方
法

と

し

て
も
学

ぶ

べ
き

こ
と
が
多

い
。

し

か
し
、
数

あ

る
絵

画
資

料

の
中

で
、

な
ぜ

「
絵
巻
物

」

を
選

ん
だ

の
か
、

ま

た
、

凹
ク

ロ
ノ

ロ
ジ

カ

ル
な
点

で
満
点

で
あ

る
」

と
判
断

し

た
根
拠

は
必
ず

し
も

明
ら

か

で

は
な

い
。

こ

の
点

を

明

ら

か

に
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

は
じ

め

て
絵

巻
物

か
ら
と

ら

え

た
巾

世

の
世
界

を

ビ
ジ

ュ
ア
ル
な
中
世

の
姿

と

し
て
知

る
こ
と

に
な

る

の

で
あ

る
。

そ

の
た

め

に
は
絵
巻

物

の
性

格
、

様
式
、

技
法

を

含

め
た
絵

巻
物

の
資

料
学

的
検
討
が

必
要

で
あ

ろ
う
。

と
も
あ

れ
、

私
達

は

渋
沢

敬
三

に
よ

っ
て
端

緒
が
開

か
れ

た
、

絵
画
資

料

に

つ
い
て

の
研
究

を
批
判
的

に
継

承
す

る
こ
と

に
よ
り
絵
画

の
史
料
学

、

認
識
論

と

し

て

の
史

料
論

を

一
歩
進

め

る
こ
と
が

で
き

る

で
あ

ろ
う
。
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七

絵
画
史
料
学
の
課
題

絵画 ・「モ ノ」 史料論

絵

画

は
描
き
出

さ
れ

る
主

題

に
よ

っ
て
風
景

画
、
静

物

画
、
風
俗

画
、

歴
史

画
、
宗

教
画

、
肖

像
画

な
ど

さ
ま
ざ

ま
な

ジ

ャ
ン
ル
に
分

け

ら
れ

る
。

そ

れ
ぞ
れ

の
絵

画

は
表

現
技
法

の
差

に
よ

っ
て
写

実
的

な
も

の
か
ら
抽

象
的

な

も

の
ま

で
多
様

な
形

で
存

在
す

る
。

写
実
的

表

現

ひ
と

つ
を
と

っ
て
み

て
も
表

現
技

法

に
遠
近
法

や
明
暗
法
が

と

り
入

れ
ら

れ

る
な

ど

の
変
化

が

見
ら

れ

る
。

さ
ら

に
絵
画

に
は
芸
術

性

を
重

ん
じ

た
鑑
賞

用

の
も

の
も

あ
れ
ば

、

現
実

の

「
事
」

や

「
物
」
、

物
語

・
説
話

・
縁

起

・
伝

記

と

い

っ
た
物
語
性

の
あ

る
も

の
、
神

仏

の
世
界

を
絵

画
と

し

て
再
現

し
よ
う

と
し

た
も

の
も

あ

る
。

い
ず

れ

に
し

て
も
、
絵

画

は
絵

画
史
、
美

術
史

、
宗

教
史

に
と

っ
て
貴
重

な
史

料

で
あ

り
、

絵

画

は
人
間

の
現
実
認

識

と
深

く
結

び

つ

い
て

い
る
と

い
う
意

味

に
お

い
て
は
歴

史

や
民
俗

を
伝

え

る
資
料

で
あ

る
と
言
え

よ
う
。

多

種
多

様

な
絵

画

の
中

か
ら
、

ど

の
よ
う

な
絵
画

を
資
料

と

し

て
選

び
、

選
び
出

し
た
絵
画

に
何

を
語
ら

せ
、
何

を
読

み
と

る

か
は
絵

画

と
対

話

す

る
研

究
者

自
身

の
問

題

で
あ

り
、

読
解

力

の
問

題

で
あ

る
。

ま

た
そ

こ

か
ら
描

き
出

し
た
歴

史

や
民
俗
像

を
検

証
す

る

の
も

研
究
者

自
身

の
問

題

で
あ

る
。

し

か
し
、
絵

画

と

の
対

話
を
通

し

て
描

い
た
歴

史
上

の

「
事

」

や

「物
」

が

ど
れ
だ

け
実
像

に
近

く
、
時

代

性

や
地
域

性
を

正
確

に
表

現

し

て
い
る
か
を
検

証
す

る
こ
と

は
必
ず

し

も
容

易
な

こ
と

で
は
な

い
。

絵

画

に
は
写

真

や
記

録
映

画

の
よ
う

に
描

き
手

の
眼

の
前

に
展

開

し

て

い
る
現
実

の
姿

を

ス
ヶ

ッ
チ
し
写

実
的

に
描

い
た
も

の
も
あ

る

が

、

文
書

や
伝

承
を
素
材

に
イ

メ
ー
ジ
化

さ

れ

た
事
象

や
物

語

を
描

い
た
も

の
も
あ

る
。

渋
沢
敬

三
が

『
日
本

常
民

生
活

絵
引
』

の
素
材

と

し
た
絵
巻

物

や
江
戸

の
人

々
が

楽

し

ん
だ
草

双
紙

は
後
者

に
属

す

る
。

絵
巻
物

や
草
双

紙
な

ど

に
描

か
れ

て

い
る

「
事
」

や

「物

」

は

必
ず

し
も
描

き
手

の
眼

の
前

の
姿

を
見

た
ま
ま

に
描

い
た
も

の
で
は
な

く
、

時

と

し

て
過
去

に
起

っ
た

こ
と
、

あ

る

い
は
現

実

の
姿

か
ら

過

去

の
姿

を
想

像

し

て
描

い
た
も

の
も
多

い
。

例

・兄
ぽ
時

代
が

降

っ
て
模
写

さ

れ
た
模
本

の
中

に

は
原
本

と

は
違

っ
た
絵

像
が

描
き

加
え
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ら

れ

て

い
る
こ
と
が
あ

る
。

と
く

に
近
代
以

前

の
歴

史
叙
述

や
歴

史
書

の
中

に
は
叙
事

詩

や
物
語

の
形

式
を

も

っ
て
表

現
さ

れ

る
も

の
が
多

く
、
書

き
手

や
語

り
手

が

実
際

に
見

た
り
聞

い
た
り

し
た

こ
と
を

リ

ア
ル
に
読
者

や
聞

き
手

に
伝

え

る
と

い
う

形

に
な

っ
て

い
る
。

こ

の
よ
う

な
叙
事

詩

や
物

語

を
形
象

化

し

た
絵
巻

物

を

は
じ

め
と
す

る
絵

画

資
料
を

史
料

と

し

て
読

み
込

む

た
め

に
は
、
絵
師
達

が

ど

の
よ
う
な
認

識

を
持

っ
て
、
何

を
対
象

と
し
、
ど

の
よ
う
な
技

法

を
使

っ
て
描

い
た

か
を
考

え

る
必
要
が

あ

る
。

ま

た
、

そ

の
絵
が

物
語

に
語

ら

れ

て

い
る
時
代

に
描

か

れ

た
も

の
か
、
後

の
世

に
描

か
れ
た
も

の
な

の
か
を
知

る
必

要
が

あ

る
。

前
者

の
場

合

は
同

じ
時

代

の
事
物

を

モ
デ

ル
に
描

い
て
い
る
可

能

性
が
高

い
し
、
後
者

の
場

合

は
物
語

に
語

ら

れ

て

い
る
時

代

と

は
異
な

っ
た
、
後

世

の
絵

を
描

い
た
時
代

の
事
物

を
参

考

に
描

か
れ

た

可
能

性
が

高

い
。

い
ず

れ

に
し

て
も
絵

画

を
史
料

と

し

て
、

よ
り

正
確

に
位

置
づ

け

る

た
め

に
は
絵

画
が

描

か
れ

た
事
情

、
時

期
、
伝
来

の
状
態

や
絵

画

の
存

在

形
態

や
様

式

、

さ
ら

に
技

法

を
他

の
資

料
、

例

え
ぽ

残

さ

れ
た

「
モ
ノ
」

な
ど

の
他

の
資

料

と

の
関
連

の
中

で
検

討

す

る
こ
と
が
必

要

で
あ

る
。

こ
う

し

た
絵

画

の
資

料
学

的
検
討

が
絵

画

を
史
料

と

し

て
活
用

す

る
場
合

に
必
要

と

な

る
が
、

と

く

に
歴
史

学

で
史
料

と

し
て
利

用

す

る
場
合

は
時
代

測
定
が

問

題
と

さ
れ

る
。

近

世

の
絵

馬

や
農
書

の
挿
絵

な
ど

の
中

に
は
正
確

な
技
法

を
使

っ
て
描

か
れ

た
事

物

で
も
、

同

じ
絵
柄
が

複

数

の
絵

画
資

料

に
描

か
れ

て

い
る

こ
と
が
あ

る
。

お

そ
ら
く
、
絵

手

本
を

使

っ
た

か
、
他

の
絵

画
を

模
写

し

た

の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な
場
合

は
厳
密

に
考

え

れ
ぽ

史
料

と

し

て
利

用

で
き
な

い
か
も

し

れ
な

い
。

た
し

か
に
、

そ

こ

か
ら

「
モ
ノ
」

例

・兄
ぽ

民
具

の

地
域

差

を
読

む

こ
と

は

で
き

な

い
で
あ

ろ
う
。

し
か
し
、
民

具

の
地
域
分

布
、

地
域
性

の
研
究

と
関

連
づ

け

れ
ぽ

、
あ

る
時
代

の
民
具

を

知

る
史
料

と

し

て
利

用

し
得

る

の
で
あ

る
。
何

を
読

み
と
ろ
う

と
す

る

か
と

い
う

研
究
者

の
問
題

意
識

と

の
か

か
わ
り

の
中

で
資
料
学

の

検
討
成
果

を

活
用
す

る

こ
と

に

よ

っ
て
史
料

と

し

て
利

用
す

る
道

が
開

か
れ

る
。

認
識
論

と
し

て

の
史

料
論

の
必
要

性
が

こ
こ
に
あ

る
。

と

こ
ろ

で
絵
画
資

料

の
巾

に
は
情
報

蒐
集

を
目

的

と
し
、

ま

た
事

物
を
後

の
世

に
伝

え

る

た
め

に
絵
師

に
か
な
り
正
確

に
描

か

せ
た
と

思

わ
れ

る
絵

画

や
、
大

蔵
永
常

の

『農
具
便

利
論

』

を
は

じ
め

と
す

る
農
書

、
技

術
書

の
挿
絵

図

や
北
斎

ス
ケ

ッ
チ
と

し

て
世

に
知

ら
れ
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て
い
る
葛

飾
北

斎

の
著

し
た

「
北

斎
漫

画
」

の
よ
う

に
、

か
な

り
正
確

な

ス
ヶ

ッ
チ
を
も

と

に
描

か
れ

た
も

の
も
多

い
。

そ
こ

に
は
今

日

の
民

具
実

測
図
作

成
方
法

に
と
り

入
れ
ら

れ

て
い
る
正
投
影
法

の
正
視
画

の
技
法

す

ら
用

い
ら
れ

て
い
る
・

こ

の
よ
う

に
正
確

な
技

法
を
使

っ
た
絵

画

は

「
モ
ノ
」

と

し

て
は
残

さ

れ

て

い
な

い

「
モ
ノ
」

の
姿

を
知

り
、

ま

た

「
モ

ノ
」

資
料

の

形
成

時
期

や
伝
来

の
経
緯

を
知

る
重

要

な
資
料

で
あ

る

し
、

絵
巻

物
な
ど

に
描

か
れ
た
事
物

の
資

料
批

判
を

お

こ
な

う
指
標

と
も

な

る
で

あ

ろ
う
。

こ
う
し

た
絵

画

の
比
較

検
討

を

お

こ
な

い
絵
画

の
実
態

と
性
格

を
検
討

す

る

の
も
絵

画
資
料
学

の
研
究
領

域

で
あ

る
・

そ

の
た

め

に
は

絵

画

の
時

代
性

、
地

域
性

を
明
ら

か

に
し
、

さ
ら

に
絵

画

の
様

式

や
技

法

を
時

系
列

的

に
秩
序

立

て

て
明

ら

か

に
す

る
必
要

が
あ

る
し
・

他

の
文
献

史
料

や

「
モ
ノ
」

資
料

と

の
比

較
検
討

を

お

こ
な

う
必

要
が
あ

る
。

絵

画
資
料

は
こ
う

し
た
資
料
学

的
検

討

を
加

え

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
多
様

な
形

で
存

在
す

る
絵
画
資

料

の
有

効
性
と
限

界
性

が

明
ら

か

に
な

り
、

個

々
の
絵

画

は
史

料

と

し

て
活

用
し
得

る
し
、

そ

こ

か
ら
描

か
れ

た
歴
史

像

を
限
定

づ
け
、

そ

の
意

味
を
問

う

こ
と
が

で
き

る

よ
う

に
な

る
。

こ
う

し
た
絵
画

の
資
料

学
的

検
討

は
絵

画
を
資

料

と
し

て
と
り

あ
げ

、

研
究

の
素
材

と

し
た
研
究
者

自
身

が

お
こ
な

う

こ
と

は
当

然

で

あ

る
が
、

文
献

や

「
モ
ノ
」

な

ど

の
諸

資
料

を
素
材

と

し

て
歴

史
像

を
描

く
歴

史
家

が

絵
画

を
史
料
学

的

に
検
討

す

る

こ
と

は
容
易

な

こ

と

で
は
な

い
。

絵

画
資
料
ば

か
り

で
は
な

く

「
モ
ノ
」

で
あ

れ
、
文
書

資
料

で
あ
れ
、

資
料

の
存
在

そ

の
も

の
が

日
本

文
化

、

日
本

の
歴
史

の

一
面
・

な

に
よ
り
も
、

歴
史

や
伝

統
文
化

に
対

す

る
日
本

人

の
認

識

の
あ

り

よ
う

を
示

し

て

い
る
。

こ
う

し

た
認

識

に
立

っ
て
・
単

に
歴
史

学

の

補

助
学

と
し

て
で
は
な

く
、

絵
画

や

「
モ
ノ
」
資
料

の
資
料

学
的

検
討

を
通

し

て
日
本

文
化
、

日
本

の
歴

史

に
せ
ま

る
専

門
的

史
料
学
者

が
現

れ

た
時

、
絵

画
、

「
モ
ノ
」
史
料

学

は
文
字

通

り
学

問

と

し

て
確

立
さ
れ

る
で
あ

ろ
う
・

し
か
し
絵

画

や

「
モ
ノ
」

の
史
料

と

し

て

の
利

用

は
近
年

よ
う

や
く

は
じ
ま

っ
た
ぼ

か
り

で
あ

る
。

こ
う

し

た
状
況

を
十

分
認

識

し
・
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絵

画

を
史
料

と
し

て
利

用
す

る
場

合
、

認
識
論

と

し

て

の
絵

画

の
史
料
論

も

研
究
者

自
身

の
も

の

に
す

る
た

め
に
は
、
画

面
構
成

や
表
現

技
法

に
あ

ま

り

こ
だ

わ
ら

な

い
で
ま
ず

は
積
極

的

に
絵

画

と

と
り
組

み
、
絵

画

を
読

む

こ
と
が

必
要

で
あ

ろ
う
。

さ
ま
ざ

ま
な
技
法

に
よ

っ
て
描

か
れ

た
絵
画

か
ら
歴

史

上

の

「
事
」

や

「物

」

を
頭

の
中

に
ビ
ジ

ュ
ア

ル
に
描

き
出

し
、

認
識
す

る
こ
と
が

ま
ず

必
要

で
あ

る
。

私
達
が

モ
ノ
ク

ロ
写

真

か
ら

カ
ラ

ー
写
真

と
同

じ

よ
う

な
色
彩

を
持

っ
た
風
景

を

イ

メ
ー
ジ
す

る

こ
と
が

で
き

る
よ
う

に
、

地
図
を

読
む

基
本
的

知

識

と
能

力
が

あ

れ
ぽ

一
枚

の
地
図

か
ら
山

や
谷
、
村

や
町

の
姿

を
描

き
出

せ
る
よ
う

に
、

}
枚

の
設

計
図

か
ら
建

物

や
道

具

の

姿

を
描
き

出

せ

る
よ
う

に
、

線

と
墨

の
濃
淡

で
表
現

さ

れ

た
絵
画

か
ら
も
、
遠

近
法

や

明
暗
法

な
ど

の
表
現
技

法
も

な

い
写
実
画

か
ら
も

、

歴

史
上

の

「事

」

や

「
物

」
を

ビ

ジ

ュ
ア

ル
に
描
き

出

し
、
認

識
す

る
こ
と
が

で
き

る

の
で
あ

る
。

絵
画

を
史
料

と

し

て
対
話

す

る
歴
史

研
究
者

は

こ
う

し

た
経

験
を
積

み
重

ね

る
中

で
認

識
論

と

し

て

の
絵

画
史

料
論

を
自

ら

の
も

の
と

す

る

こ
と
が

で
き

る
し
、

な

に
よ
り
も

絵
画

を
史
料

と
し

て
読

み
込

む
能

力
を
蓄

積
す

る
こ
と
が

で
き

る

の
で
あ

る
。

そ

の
試

み
は

「
モ
ノ
」

の
史
料

と

し

て

の
利

用

と
と
も

に

今

は
じ

ま

っ
た
ぼ

か
り

で
あ

る
。

本
稿
が

絵
画

や

「
モ
ノ
」
史
料

論

を
考

・兄
る
手

掛
り

と
も
な

れ
ぽ
幸

い
で
あ

る
。

SO

 

註(
1
)

拙
稿

「
日
本
常
民
文
化
研
究
所
の
招
致

に
あ
た

っ
て

そ
の
歴
史
と
業
績

」

(『歴
史
と
民
俗
』
1
、
卒
凡
社
、

一
九
八
六
年
)

(
2
)

「文
化
財
保
護
法
」
昭
和
二
五
年
法
律
第
二

一
四
号

(3
)

「文
化
財
保
護
法
」

の
制
定
は

「
モ
ノ
」

の
保
存
、
蒐
集
、
「
モ
ノ
」
資
料

の
資

・
史
料
と
し
て
の
利
用

に
画
期
的
な
役
割
を
果
し
た
が
、
同
法

の

二
九
年
改
正
に
よ

っ
て
有
形
文
化
財
か
ら
有
形
民
俗
文
化
財
を
別
個

の
体
系
と
し
て
規
定
し
直
し
た
た
め
、
有
形
民
俗
文
化
財

に
つ
い
て
は
蒐
集
、

保
存
が
す
す
み
民
具
研
究
の
発
展
の
契
機
を
与
え
た
が
、
逆
に
有
形
文
化
財

に
つ
い
て
は
歴
史
資
料
と
し
て
利
用
を
遅
ら
せ
る
原
因
と
も
な

っ
た
。

「文
化
財
保
護
法
」
が
制
定
さ
れ
た
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

(4
)

「民
具
蒐
集
調
査
要
目
」

(ア
チ
ッ
ク

・
、ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
編

一
九
三
六
年
)
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(
5
)

「文
化
財
保
護
法
」
昭
和
二
九
年
法
律

=
二
一
号

(
6
)

昭
和
二
九
年

の

「文
化
財
保
護
法
」

の
改
正
に
と
も
な
い
、
文
化
財
保
護
委
貝
会
が
公
布
し
た

「重
要
民
俗
資
料
指
定
基
準
」
で

「次
に
掲
げ

る

有
形

の
民
俗
資
料
の
う
ち
、
そ
の
形
様
、
製
作
技
法
、
用
法
等

に
お
い
て
わ
が
国
民
の
基
盤
的
な
生
活
文
化

の
特
色
を
示
す
も
の
で
、
典
型
的
な
も

の
」
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
有
形
民
俗
資
料
は
、
こ
れ
よ
り

一
入
年
前
、
昭
和

=

年
に
ア
チ
ッ
ク

・
ミ

ュ
ー
ゼ
ア
ム
で
編
纂
し
た

「民
具
蒐
集
調
査

要
目
」
の
民
具
の
分
類
、
内
容
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。

(
7
)

註
(1
)
参
照

(8
)

日
本
常
民
文
化
研
究
所

(現
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
)
は

一
九
七
四
年
以
来
年

一
回
、
民
具
研
究
講
座
を
開
講
し
て
き
た
が
、
当
初

よ
り
民
具
実
測
の
演
習
講
座
を
も
う
け
学
芸
貝

の
資
質
の
向
上

に
つ
と
め
て
き
た
。

…
九
八
八
年
よ
り

「
民
具
実
測
図
の
方
法
」
農
具
、
漁
具
、
生

活
用
具
の
三
冊
が
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
調
査
報
告

(第
十
三
～
第
十
五
集
)
と
し
て
李
凡
社
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
参
照
さ
れ
た

い

。

(
9
)

大
脇
直
泰

「葛
飾
北
斎
と
民
具
実
測
図
」

(『民
具

マ
ソ
ス
リ
ー
』
第
二
六
巻
七
号
、

一
九
九
三
年
)

(10
)

民
具
研
究
で
は
物
そ
の
も
の
は
消
滅
し
て
い
て
も
、
人
々
の
記
憶

の
う
ち
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
民
具
を
潜
在
民
具
と
呼
ん
で
い
る
・

(11
)

例
、兄
ぽ

『絵
画
史
料

の
読

み
方
』

(朝
日
百
科

『日
本

の
歴
史
』
別
冊
、

一
九
九
二
年
)、
黒
田
日
出
男

『姿
と
し
ぐ
さ

の
中
世
史
』
(雫
凡
社
、

一
九
八
六
年
)

(12
)

『絵
巻
物
に
よ
る
日
本
常
民
生
活
絵
引
』
は

一
九
六
四
年
よ
り
数
年

に
わ
た
り
角
川
書
店

か
ら
出
版
さ
れ
・

一
九
八
四
年

に
神
奈
川
大
学
日
本
常

民
文
化
研
究
所
で
改
訂
し
、
新
版
を
平
凡
社
か
ら
発
行
し
た
。

}
九
八
六
年
頃
は
絵
画

に
対
す
る
関
心
が
歴
史
学

は
勿
論
、
民
俗
学
に
お
い
て
も
十

分

で
は
な
か

っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
本
書
に
つ
い
て
の
私
の
理
解

は
拙
稿

「新
版

『絵
巻
物
に
よ
る
日
本
常
民
生
活
絵
引
』

の
刊
行
に
あ
た

っ
て
」

(『民
具

マ
ソ
ス
リ
ー
』
第

一
七
巻
三
号
、

一
九
八
四
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
13
)

『渋
沢
敬
三
著
作
集
』
第
三
巻

(雫
凡
社
、

一
九
九
二
年
)
所
収

(14
)

実
業
史
博
物
館
は

一
九
三
三
年
よ
り
約
十
年

に
わ
た
り
民
具
お
よ
び
錦
絵
な
ど
の
絵
画
資
料
な
ど
を
蒐
集
し
、
そ
の
数
は
約

一
万
五
千
点
に
お
よ

ん
だ
。
現
在
は
国
文
学
研
究
所
史
料
館

に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
整
理

・
資
料
化
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
も
、
歴
史
学
に
お
け
る
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「
モ
ノ
」
資
料

の
史
料

と
し
て

の
利
用
が
未
熟

で
あ

る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

52

(や
ま
ぐ
ち

・
て
つ

日
本
近
世
史

・
日
本
経
済
史

)


