
幕
末
外
国
人
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本

ス
ケ

ッ
チ
と
四
季
耕
作
図
研
究

小

野

一
之

は
じ
め
に

幕末外国人の口本スケッチと四季耕作図研究

近

年

に

お
け

る

四
季
耕
作

図
研
究

の
大

き

な
成

果

の

一
つ
に
、

そ

こ

に
描

か
れ

た
農

作
業

の
場
面

が

必
ず

し
も
実
景

を
表

わ
し

た
も

の

で
は
な
く
、

中
国

伝
来

の
耕
作
図

が
粉

本

(手
本

)

と
し

て
多

く
用

い
ら

れ

て

い
る
状

況
を
、

明
ら

か
に
し
た

こ
と
が
あ

げ

ら
れ

る
・

河

野
通

明
氏

は
、
研
究
史

を
整

理
す

る
な

か
で

「
粉
本
探

し
、

ウ

ソ

・
ホ

ン
ト
見

分

け
が
深

化
」

し
た

と
述

べ
て

い
説

・
本
稿

で
は
・

こ
う

し

た

.」
と
と
同
様

、
今

ま

で
、

葉

の
日
本

に
や

っ
て
き

た
外
国

人

の
見

た
農
作

業
風

景

と
思

わ
れ

て

い
た
絵

画
も

、
じ

つ
は
日
本

で
刊

行

さ

れ
た
本

の
挿

し
絵

を
元

に
し

て
描

か
れ

て

い
た

こ
と
を
述

べ
て

み
る
こ
と

に
し

た

い
。

つ
ま

り
、
耕
作

図

の
絵
師

も
・

ヨ
↓

ッ
パ

の
画
家

も

そ
れ
ぞ

れ

の
異

国

の
手
本

を

な
ぞ

り
な

が
ら
耕

作
場

面

の
絵

を
描

い
て

い
た

の
で
あ

る
。

こ
う

し
た
事
実

を
・
今

後

も
進
展

す

る
で
あ

ろ
う

四
季
耕
作

図
研
究

の
、

鍵

の

一
つ
と
し

て
提

示

で
き
れ
ば
う

れ

し

い
と
思
う
。

さ

て
、
今

回
取

り
あ
げ

る
幕
末

外
国

人

の
描

い
た
日
本

ス
ケ

ッ
チ
と

は
、

ぴ
南

』
》
勺
O
Z

一い
ぴ
C
ω
↓
"
陣

と

い
う
洋
書

の
挿

画

で
あ

る
。

ル

.
ジ

ャ
ポ

ン

.
イ

リ

ュ
ス

ト

レ
、

す

な

わ

ち

「描

か

れ

た

日
本

」

と

い
う

標

題

の
本

で
、
著

者

は

エ
ー

メ

.
ア

ン

ベ

ー

ル

≧

白
伽
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二
ニ
ヨ
げ
①
「%

一
八
七
〇

年
、

日

本

で

い
う

と
明

治

三
年

に
パ

リ

で
刊

行

さ

れ

て

い
る
。
大

き
く

て
重

た

い
本

で
、

二
分

冊
、
合

計

五

五

〇
頁

に
も
な

る
・

ほ
と
ん

ど

の
頁

に
、

銅
版
画

風

に
丁
寧

に
描

か
れ

た
挿

し
絵

が

入

っ
て

い
る
。

フ
ラ

ン

ス
語

で
書

か
れ
た
本
文

も
充
実

し

て
お

り
、

日
本

の
風
土

や
名
所

、
生

活
習
慣

に

つ
い
て
の
優

れ
た

見
聞

記

と
な

っ
て

い
る
。

著

者

の

ア
ン

↑

ル
は
、

ス
イ

ス
の
外
交

官

で
、
開

国

し
た
ば

か
り

の
日
本

と
修
好

通
商
条

約

を
結

ぶ
た

め

に
、
文
久

三
年

二

八
六

三
)

二
月
・
長
崎

に
来

た
。

翌
月

、
横
浜

に
移

動

し
、

オ
ラ

ン
ダ
領

事
館

の
あ

る
弁

天

(現

.
横

浜
市
中

区
)

を
拠

点

に
、

翌
年

百

に

帰

国

の
途

に
就

く

ま

で

の
約

一
〇

か
月

の
間

、
精

力
的

に
歩

き
続

け

た
。

彼

は
、
本

書

の
序

文

に
.、
・つ
煮
日
い
て

い
る
。

「
ふ

ん
だ

ん

に
余

っ
た
日

々
を
・

一
人

の
補

佐
官

と
と
も

に
楽

し
く
過

し
た
。

わ
れ

わ
れ

は
日
本

の
民
衆

を
研

究

し
、

町

を
訪

れ
、

江
戸

湾

に
沿

っ
た
村

を

奉

節

に
わ
た

っ
て
歩

き

回
り
、
鉛

筆

と

イ

ト
プ

ッ
ク

を
携

え

て
、
見

た

ま

ま
を
手

当

り
次

第

縁

っ
た
」
。

そ

し

て
、

帰
国

後

に
文

章

を

ま

と

め
挿

し
絵

を

画

家

に
描

か

せ

て
、
鵠

↓
・
舅

u
d

暮

Z
旨

(世

界

一
周

)

と

い
・つ
フ
ラ

ン

ス

の
定

期

刊

行

物

に

田

す
ご

尾

。
2

(日
本
)

と
し

て
記
事

を
譲

(
天

⊥ハ
六
⊥

ハ
九
年

)

し
た
。

ア、
れ
が

ま
と
め

ら

れ

て
本

書

刊
行

の
運

び

と
な

っ
た
と
思

わ

れ
る
。

同
年

(
一
八
七
〇
年

)

に

ロ
シ
ア
語
版

、

七
四
年

に
は
英
語

版

も
刊
行

さ

れ

て

い
る
。

ヘ
ヨ

リ

日
本

で
は
遅

れ
て
戦
後

に
な
る
が
、

『幕
末

日
本

図
絵
』

な

ど

と
し

て
相

次

い
で
翻

訳

.
刊

行

さ

れ
、
多
数

の
挿

画
も

、
外

国
人

の
見

た
幕
香

本

の
生
窟

景

と
し
て
・
広
籍

介
さ
れ
る
よ
う

に
な

つ
(旭
.
そ
こ
で
は
、
茜

洋
文
化
が
激
流

の
さ

つ
に
移
入
す
る
以
前
の
、

幕
末

か
ら
明
治

初

め

に
か
け

て

の
日
本

人

の
あ
り

の
ま

ま

の
生
活

を
知

る

こ
と
が

で
き

る
L

な

ど
と
謳

わ

れ
て

い
る
が
、

.」
れ

か
ら
述

べ

る

よ
う

に
、

こ
れ

に
は
、

疑
問
符

を
付

け
ざ

る
を

え
な

い
。
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一

ピ
国

』
〉
℃
O
Z

Hい
U
d
ω
目
菊
跡

と
祭
礼
場
面

と

こ

ろ

で

、

こ
の

ピ
国

」
〉
勺
O
Z

F

い
d
ω
↓
勾
ゆ

の
原
書

は
、
筆
者

勤
務

先

の
府

中
市

郷
土

の
森

博
物
館

で
所
蔵

し

て

い
る
。
地

元
、
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府

中

の
祭

礼

の
見
事

な
絵

が
掲
載

さ
れ

て

い
る

こ
と
も
あ

り
、
購

入
し

た

の
で
あ

る
。

こ

の
祭

は
、

武
蔵
総

社

六
所
宮

(現

.
大

国
魂

神

社
、

東
京
都

府
中
市

)

の
例

大
祭

で

「
暗
闇
祭

」

と
も

呼
ば

れ
、
今

も
盛
大

に
続

く
有
名

な
祭

で
あ

る
。

そ

の
祭

を

わ
ざ

わ
ざ
外

国
人

が

見

に
来

て
く
れ
、

お
ま

け

に
絵

も
描

い
て
く

れ

た
と

い
う

の
で
、
非
常

に
あ

り
が

た
く
思

っ
て

い
た

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ
が
、

購
入

を
機
会

に
、

近
世

の
暗
闇

祭

の
絵

を

テ
ー

マ
に
し
た

展

示
会

「
江

1・
時

代

の
暗

闇
祭

を

か

い
ま
見

る
」

(
一
九
九

九

年

四

-
五

月
)

を
企

画

す

る
た

め
、
改

め

て

こ

の
絵

を
よ

く
見

て

み
る

と
、
何

の
こ
と

は

な

い
、

オ

リ
ジ

ナ

ル
で
は

な

く
、
天

保

七

年

(
一
八
三
六

)

に
刊
行

さ
れ

た

『江
戸
名

所

図
会
』

の
挿

し
絵

の
ア

レ
ン
ジ

な

の
で
あ

る
。

西
洋

の
銅

版

画
風

の
タ

ッ
チ

と
日
本

の
版
本

の
挿

画

で
は
印
象

が
ま

っ
た
く
違

う

の
で
、

ち

ょ

っ
と
見

た
目

に
は
気

が
付

か
な

か

っ
た
。

そ
れ
と
同
時

に
画

家

の
見
事

な

ア

レ
ン
ジ

の

技
法

に
も
、
感

心

せ
ざ

る
を
え
な

い
。

も

っ
と
も
、

ア

ン

ベ
ー

ル
が
書

い
た

こ

の
祭

に
関

す

る
臨
場

感
あ

る
記
述

は
、
彼

自
身

の
も

の
と

考

え

て
よ

く
、
詳
細

な
本

文

を
含

ん
だ
本
書

の
価

値

は

い
さ

さ

か
も
減

じ
る
わ

け

で
は
な

い
と
思
う

。

ピ
国

』
》
勺
O
Z
…

の
六
所
宮
祭

礼

の
挿

画

と

『
江
戸
名

所
図
会

』
巻

三

「
五
月

五
日

六
所
宮
祭

礼

之
図

」

と

の
関

係

に

つ
い
て
は
す

で

ハ
ヨ

　

に
ま

と
め
た

こ
と
が

あ

る
が
、

そ

の
後

の
知
見

も
含

め

て
主
な
点

を

い
ま

一
度

述

べ
て
お
き

た

い
。

関

連

の
挿

画

は
、
ピ
》

ζ
〉
↓
ω
O
d
勾
H
U
南

菊
○
凶
Qっ
〉
・竃

H>

"
勺
閑
O
O
国
ω
ω
HO
乞

Z
O
O
日
C
閑
2
国
U
>
2
ω
い
〉

閃
○
幻
助
↓

(六
所

の

祭

礼

ー

森

の
中

の
夜

の
行
進

)

と

い
〉

ζ

>
6
ω
O
C
勾
一
U
国

力
O
内
Qっ
〉
・ζ
一>

u
勾
国
↓
○
⊂
閑

〉
α

↓
国
ζ
℃
ピ
国
〉
℃
開
帥
ω
ぴ
〉

℃
¢
菊
一-

国

O
》
↓
δ

2

U
国
ω
ピ
鯖

q
×

ω
》
O
勾
跡
ω

(六
所

の
祭

礼

i

聖
域

お
祓

い
の
あ

と
神
社

へ
戻

る
)

と
題

さ
れ

た
横

長

の

二
葉
。

一
頁

に

二
段

組

み

で
収

め
ら

れ

て

い
る
が

、
じ

つ
は
横

一
列

の
連
続

画
面

で
、
真

夜
中

に
神

輿
を

含

ん
だ
長

い
行

列

が
神
社

に
戻

っ
て
く

る
場
面

を
描

い
て

い
る
。
原

書

の
巻

末

の
図

版
目

録

に
よ

れ
ば

、
挿

画

の
作

者

は

ク

レ
ポ

ン

炉

0
『9

0
コ
と

い
う

人

で
、
∪
.〉
℃
菊
即

Qっ

C
乞
国

O
幻
》
〈
¢
閑
国

』
〉
℃
O
Z
≧

ω
国

(日
本

の
版

画

に
よ

る
)
と
注
記

さ
れ

て

い
る
。

そ

の
版
画

と

い
う

の
が

こ
の
場

合

『江

戸
名

所
図
会

』

だ

っ
た
の
で
あ
る
。

元

に
な

っ
た

『江
戸
名
所
図
会
』

の
絵
は
五
連
続
場
面
で
、
全
体
構
成

は
ほ
ぼ
同
様
だ
が
、
行
列
の
後
方
、
甲
州
街
道

に
滞
留
す
る
六
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つ
の
神

輿

や
、
別

の
入

・
か
ら
帰

っ
て
く

る

墓

の
神

輿
な

ど
を

島

}
》
8

z
-

は
省

略

し

て

い
る
・

た
だ
・
図

-

.
2
で
示
し
た

と

お
り
、
先

頭

の
神
馬

と

そ
れ
を
牽

く
神
官

が
、

15
を
潜

っ
て
出

て
き
た
瞬

間

を
と

ら
え

て

い
る
点

は
同

じ

で
あ

る
・

門

の
外

側

(右
側

)

で
、
焚

き
火

の
火

を
扱

・つ
男

た

ち

の
仕
草

も
ま

っ
た

く
同

じ
.

と

こ
ろ
が

、
島

奄

・
Z

-

の
絵

で
注

目

す

べ
き

は
・

ラあ

焚

き
火

に

照

り
返

さ

れ
た
光

と
影

の
絶

妙

な

コ
ン
ト

ラ

ス
ト
だ

と

い
え

る
。

ま

る

で

レ
ン
ブ

ラ

ン
ト

の
よ

う
だ
、

と

い

っ
て
し
ま

え
ば
大
げ

さ
だ

が
・

真
夜

中

の
暗

闇

の
な

か

で

の
祭

の
雰
囲
気

を
見
事

に
描

い
て

い
る
。

『江

戸
名

所
図
会
』

の
絵

に
は
光

も
影

も
な

い
。

図

3

は
、
図

1

の
右
手

に
繋

が

る
場

面

の

一
部

で
、

二
基

の
鳥

居

は

『
江
戸
名

所
図
会

』

に
も
あ

る
が

・
形
態

が

よ
く
理
解

さ

れ
て

い

な
か

っ
た

よ
.つ
で
、

足
が
開

い
て
傾

い
た
電
信
柱

み
た

い
に
な

っ
て
し

ま

っ
た
。
行

列

の
前

方
方

向

に
あ

る
焚

き
火

に
よ

っ
て
で
き
た
人

物

や
鳥

居

の
長

い
影

は
、

.」
ヲし
で
も
・つ
ま
く
表
現

さ

れ

て

い
る
.

と

こ
ろ
が
、

元

の
絵

で
屋
根

だ

け
し

か
見

え
な

い
神

輿

の
全

体
像

を

こ

.」
に
描

く

た

め

に
、
田

』
亀

・
写

.・
の
挿

画
家

は
、

『江

戸
名

所

図
会

』

の
画
面

の
左

方

に
あ

る
も

・つ

;

の
神

輿

(図

4
)
を
・

反

転

さ
せ

な

つ
え

で
持

っ
て
き

て
し
ま

っ
た

の
で
あ

る
。

こ

の
祭

の
伝

統

で
は
、
左
側

(西
側

)

か
ら

入

っ
て

く

る

塞

の
神

輿

は
御

霊
宮

の
も

の
で
、

正
面

の
鳥
居

か
ら
入

る
他

の
七
基

の
神

輿

(宝

形
造

り
)

と
は
異

な

り
、

入
母

屋

の
屋
根

を
し

て

い
る
・

そ

の
た

め
こ

の
神

輿

を

こ

.」
に
配
置

す

る

の
は
正

し
姦

い
。

し

か
し
、
当

然

な
が
ら

そ
ん

な
配
慮

の
必

要
性
を

異
国

の
画
家

が
知

る
由

も
な

い
・

こ

の
神

輿
を

先
導

す

る
御

先
払

い
の
太
鼓

も

セ

ッ
ト

で

こ
こ

に
引

っ
張

っ
て
き

て

い
る
が
、
驚

く

べ
き

こ
と

は
、
鳥

居

の
下

で
ワ
ラ
ジ

の
紐

を
結

び

直

す
男

と
同

じ
姿

(反
転

)

も
、

元

の
絵

(図

4
)

に
小

さ
癌

か
れ

て

い
る

こ
と

で
あ

る
。
作

者

ク

レ
ポ

ン
は
・
未

知

の
国

の
本

の

細

か

い
挿

し
絵

を
丹
念

に
睨

み
な
が

ら
、
神
輿

と
太
鼓

を

大
胆

に
配
暮

え
す

る

こ
と

を
思

い

つ
く

と

と
も

に
、

そ

の
近

く

で
雑

踏

に
紛

れ

て
片

足

で
か
が

む
よ
・つ
な
仕

草

の
男
を

見

つ
け
た

の
で
あ
ろ
う

。
男

は
今

そ

こ
で
何

を

し

て

い
る

の
か
、
彼

は
そ
れ
を

正
確

に
理
解

し

て
自

分

の
描

く
絵

の
重
要

な

ポ
イ

ン
ト

の

一
つ
と
し

て
さ

り
げ

な

く
書

き
加

え
た

の
で
あ

る
。

六
所
宮
祭
礼

の
挿
画
は
、
本
書
第
四
三
章

ピ
国
ω

§

日
。・
・
最

。・

(祭
)
の
な
か
に
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
他

に
神

田
明
神

(蚕

り

・り
・
最

畠

軍

召

霞

量

量

と
山
王
権
現

(ζ
〉
↓
ω
O
q
カ
一
∪
国
ω
》
Z
2
0
0
)
(
と
も

に
東
京
都
千
代
田
区
)

の
祭
礼
が
挿

a



画
付
き
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
・
し
か
し
、
神
田
明
神
祭

の
練
り
物
を
描

い
た
二
葉

(昊

な
鬼

の
面
と
山
車
)
は

『江

　
名
所
図
会
』
巻

五

「神
田
明
禦

礼
」
か
ら
・
山
王
祭
の
三
葉
も
同
じ
く

『江
戸
名
所
図
会
』
養

「
六
月
+
吾

山
王
祭
」

か
最

っ
た
も
の
で
あ
る
.

い
ず

れ
も
・
六
所
纂

礼

の
場
合
以
上

に
大
胆
な
穫

変
更
を
し
て
い
る
の
で
、
両
者

の
関
係
は
わ
か
り
づ
ら
か

っ
た

の
で
あ
る
。
な
お
、

第
四
〇
章

量

。
第

窪

窄

旨

(碇
泊
地

の
滞
在
)

に
あ
島

ゆ
爵

畠

8

↓
ω
鵠

冤

。
○

(天
王
祭
)
の
挿
画
は
、

『江
戸
名

所
図
会
霧

二

「
六
月
六
日
品
川
牛
頭
天
王
御
輿
洗

の
図
」

の
、
珍
し
く
何

の
ア

レ
ン
ジ
も
工
夫

の
跡
も
な

い
た
だ

の
引

き
写
し
で
あ
る
.
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ニ

ピ
国

』
〉
℃
O
Z

Hピ
ピ
d
Qo
↓
カ
け
と
耕
作
場
面

以
上

の
点

を
踏

ま
え

て
、
今

回

の
本
論

と

も
な

る
耕
作

場
面

の
検
討

に
移

り

た

い
。

本
書
第
六
章

鵠

震

話

零

馨

℃
ピ
国

(国
土

と
人
民
)

の
な
か

に
は
、
。
5

目

召

u
d

罠

(米

の
栽
培
)
と
題

す
る
、

四
季
耕
作
図
風

の
四
枚

の
連
続
場
面
と
、
§

d
舅

ζ

曼

米
掲

き
)
と
題
す
る

一
枚
、
ム
。
わ
せ
て
五
枚

の
農
作
業

の
絵

が
あ

る
。

や
は
り
・
こ
の
絵
を
紹
介
し
た
本

で
は

「
外
国
人
が
描

い
た
絵

に
は
、
地
面
高

か

い
△
口
・つ
か

つ
て
の
米
づ
く
り
の
様
子
が
よ
く
表

れ
て

い
る
」

と
書

か
れ
た

り
し

て

い
る
。

果
た

し

て
、

実
景

を
描

い
た

も

の
な

の
だ

ろ
う

か
。

と

こ
ろ

で
・

一
九

九
七
年

に
は
当
博
物
館

で
、
狩

野
安
信

の
作

と

い
う

四
季

耕
作

図
巻

を
入
手

し

た
。

こ
れ

の
紹
介

を
目

的

に
展

示
会

農

の
風
景
-

耕
作
図

の
世
界
L

二

九
九

八
年
九
⊥

○
月
)
を
計
画
し
た
。
折
し
も
九
六
年

に
は

『瑞
穂

の
国

.
日
本

-

四
季
耕

作
図
の
世
界
」
が
刊
行

さ
れ
・
四
季
耕
作
図

の
研
究
薪

た
に
脚
光
を
浴
び
始
め
た
頃

で
あ

っ
た
。

た
だ
、
.」
の
展
示
会

は
当
館

で
年

に

四
・

五
回
行

な
う

三

震

と
呼

ん

で

い
る
部
類

の
も

の
で
、
よ

そ

か
ら
は

ほ
と
ん
ど
資

料

を
借

用
せ
ず

、
自
前

の
も

の
だ

け
で
組

み
立

て

る
企

画

で
あ

る
・

そ
う

し

た
わ
け

で
、

『
江
戸

名

所
図

会
』

な

ど

の
近
世

地
誌

類

、

『農

業

全
童
日
』

な
ど

の
塁

日、

『
徒
然

草
』

な
ど

の
挿

し
絵

入
り

の
版
本

な

ど
・
当

館
所
蔵

資
料

で
使

え

そ
う
な

も

の
は
何

で
も
掻

き
集

め
た
。

そ
し

て
、

つ
い
で
に

(
,
.)
出

。叩
し
た

の
が
、



幕未外国人の日本スケッチと四季耕作図研究

今

話
題

に
し

て

い
る

い
国

』
》
勺
O
Z

一い
ピ
¢
G。
円
幻
け
だ

っ
た

の
で
あ

る
。
祭

の
絵

の
他

に
も

た
く

さ
ん

の
興
味

深

い
挿

画
が
本

書

に
は
満

載

さ

れ
、

そ

の
な

か

に
四
季
耕

作

図
風

の
も

の
が
あ

っ
た

か
ら

で
あ

る
。

博

物
館

で
展

示
会

を
開
く

と
、

い
ろ

い
ろ
と

い

い
事

が
あ

る
。

も

ち
ろ
ん
準
備

の
過
程

で
自

分

で
も
新

し

い
こ
と
を
調

べ
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
し
、
始

ま

れ
ば

い
ろ

い
ろ
な
人

に
見

て
も

ら
え

る
。
偶
然

来
館

さ

れ
、

今

ま

で

こ
う

し
た
資
料

に
ま

っ
た

く
縁

が

な

か

っ
た
人

た

ち

に
も
目
を
止

め

て
も

ら
え
る
。
専

門

に
研
究

し

て

い
る
人
た

ち
も
足

を
運

ん

で
く
れ

る
。
多

く

の
人

た

ち

の
目

に
触

れ

る
こ

と

に
よ

っ

て
、

さ
ま
ざ

ま

な

刺
激

が

お
互

い
に
受

け
ら

れ

る
。
展

示
会

を
契

機

に
、

ま

た

ぐ

っ
と
研

究

が
進

む

の

で
あ

る
。

『瑞

穂

の
国

.
日
本

-

四
季
耕
作

図

紛
世
界

』

の
編

者

の

一
人
、
河

野
通

明
氏
も

来

て
く
だ

さ
り
、

健
藪

示
を

い
た
だ

き
、

の
ち

に
い
く

つ
か
私
見

を

ま
と

め

る

こ
と
が

で
き

た
。

そ
し

て
、

こ
の

ぴ
国

一
〉
℃
O
Z
…

の
挿

し
絵

が
、
日
本

の
享

保

一
四
年

(
一
七

二
九

)

に
刊

行

さ
れ
た

『絵

本
通

宝
志

』

を
元

に
し

て

い
る

の
で
は
な

い
か
、

と
最
初

に
気
付

か
れ

た

の
は
、

「描

か

れ

た
農

耕

の
世
界

」

の
展

示
会
開

催

を

翌
年

に
控

え

た
相

模
原
市

立
博
物

館

の
加
藤

隆
志
氏

だ

っ
た

の
で
あ

る
。

.」
の
こ
と

に

つ
い
て
も
、
筆
者

は

「
外
国

人

の
描

い
た
四
季
耕

作
図

」

と
題
し

て
す
で

に
発
表

し

て

い
る
疲

、
要

点

を

こ
こ

で
再
述

し

て

お
き
た

い
.

『絵
本

通
宝

志
』

の
こ
と

は
河
野
通

明
氏

の
研

究

が
あ

る

の
實

、

詳

し

-

は
そ

ち
ら

に
譲

る

こ
と

に
す

る
が
・
著

者

は
橘

守
国

、
中
味

は
絵

手
本

集

と

い

っ
た
と

こ

ろ
で
、
全

一
〇
巻

の
う

ち

の
第

一
巻

に

「
四
時
農

業
」

と
題

す

る

一
五
枚

の
耕

作
場

面

の
絵

が

あ

る
。

ピ
国

}
〉
℃
O
Z
…

と

『絵

本

通
宝

志
』

と
が

ど
ん
な

ふ
う

に
似

て

い
る
か
、

つ
ま
り

ピ
図

匂
〉
℃
O
Z

…

の
挿

画
家

が

ど
う

ア

レ
ン

ジ

し

て
、

「米

の
栽

培
」

の
絵
を
描

い
た

か
と

い

っ
た
様

子
を
、

図
版

を
参

照
し
な

が

ら
見

て

い
た
だ

き

た

い
・

図

5
が
、
い
国

}
〉
「
O
Z
・.・
の

一
枚

目

の
絵

。
牛

を
使

っ
て

の
代

か
き

の
場

面
だ

が
、

下

の
図

8

の

『絵

本
通

宝
志

』

と
比

べ
て

み
る

と
、
牛

の
様

子
、
黎

の
形
、

手
綱
を
牽

く

男

の
仕

草
、

み
な
同

じ

で
、

正
確

に
写

し

取

っ
て

い
る

の
が

わ

か
る
。
背
景

に
描

か
れ

る
、
種

を
播

く

二
人

の
男
、

ま
た

ワ
ラ
細

工

を
し

な
が

ら
雀
除

け

の
鳴

子

の
綱
を
引

っ
張

る

人
物

も

、
同

じ

『絵

本
通

宝
志
』

の
他

の
場

面

(図

6

.
7
)

か
ら
取

っ
て

い
る

こ
と
が
明

ら

か

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

『
絵
本

通

宝
志
』

の
三

つ
の
場

面
を

巧

み

に
組

み
合

わ
せ

て
仕

ト
げ

て
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い
る

の

で
あ

る
。

し

か
し
、

田
を

一
緒

に
し

て
し

ま

っ
た
た

め
、

苗
代

に
種

播

き
を
す

る

は
ず

な

の
に
、
代

か
き
を
し

て

い
る
と

こ
ろ

に

64

播

い
て
し

ま
う

な
ど
変
な

と

こ
ろ

が
あ

る
。

も

っ
と
も

こ
の
程
度

の
無

知

か
ら

く

る
誤
解

は
、

日
本

の
四
季
耕
作

図

に
は

い
く
ら

で
も
あ

る
・

男

た
ち

の
足

の
踏

ん
張

り
方

な
ど

は
、
ピ
国

一
〉
℃
O
Z
…

の
絵

の
方
が

よ

く
描

け

て

い
る
と

も

い
え

る
。

図

9
は

二
枚

目

の
絵

で
、

田
植

え
を
描

い
て

い
る
。

田
植

え

を
す

る
女

性

た

ち
を
中
心

に
、
休

憩

の
品

を
運

ぶ
母
親

と
子
供
、

天
秤
棒

を
担

ぐ

男

の
姿

が
組

み
合

わ

さ
れ

る
。
植

え

た
後

の
苗

が
、
刈

っ
た
後

の
切

り
株

み
た

い
に
見

え

る

の
は

い
た
だ

け
な

い
が
、
母

親
を
必

死

に
な

っ
て
追

い
か
け

て

い
る
子
供

の
様

子
な

ど
は
、

元
絵

よ
り
も

じ

つ
に
う

ま

い
と
思

う
。

た

だ
、
天

秤
棒

の
中

味

は
苗

の
は
ず

で
、

田
植

え

の
現
場

と

は
逆
方

向

に
歩

か
せ

て
し

ま

っ
た

の
は
、
構

成
上

の
失
敗

と

い
え
ば

い
え

る
。

不
思
議

な

の
は
、
背

景

の
中

央

に
大
き

目

に
描

か

れ

て

い
る
イ

ナ
ム
ラ
ボ

ッ
チ

で
、

こ
れ
だ

け

は
、

『絵
本

通
宝
志

』

に
モ
デ

ル
が
見
あ

た

ら
な

い
。

『
絵
本
通

宝
志

』

一
冊

で
仕

上
げ

た
わ

け

で
な

い
ら

し

い
点

も
注
目

さ
れ
る
。

図

13

は
稲

刈

り
と
脱
穀

を
描

い
た
三
枚

目

の
絵
。

稲

刈
り

を
す

る

一
番
奥

の
人
物

は
、
元

の
絵

(図

15
)

で
は
上
半

身
裸

で
チ

ョ
ビ

ヒ

ゲ

を
生

や
し

た
男
な

の
に
、
ピ
国

一
〉
℃
O
Z
…

で
は
、

こ
れ
を
上
半

身
裸

の
女

性

に
替

え

て
し

ま

っ
て

い
る

の

で
、

思

わ
ず

ド

キ

ッ
と
さ

せ
ら

れ
る
。

左
奥

で
は
、
元
絵

(図

14
)

か
ら

ス
ラ
イ

ド
さ

れ
た

二
人

が

こ
き
棒

の
よ
う

な
道

具
を
使

っ
て
稲

扱
き

を
し

て

い
る
。

連
続

場
面

の
最
後

を
締

め
く

く

る
四
枚
目

の
絵

が

図

17
。
殻

樟

(ク

ル
リ
棒

)

に
よ

る
脱

穀

と

俵
詰

め

の
様

子
を

描

い
て

い
る
。

『絵

本

通
宝
志
』

の
元
絵

(図

20
)

で
は
、
六

人
が

三
人
ず

つ
向

か

い
合

っ
て
規
則

正

し

く
交

互

に
打

っ
て

い
る
も

の

の
、
い
国

一
〉
勺
0
2
…

で
は

て
ん

で
バ
ラ

バ
ラ

に
な

っ
て
し

ま

っ
て

い
る
。

こ
れ
で
は
危

な
く

て
作

業

で
き
な

い
が
、

同

じ

よ
う
な
混
乱

を
狩

野
派

の
絵

師

も
平

気

で
や

っ
て

い
る
。
唐

臼
で
籾
摺

り

を
す

る
人
た

ち
も
、

画
面

の
奥

に
見

え

て

い
る
。
元

の
絵

(図

18
)

で
は
屋
内

で
あ

る

の
に
、

こ
れ

を

野
外

の
場
面

に
加

え

て
し

ま

っ
た
た

め

に
、
唐

臼

の
把

手

の
綱
を

ど

こ
か
ら
吊

る
し

て

い
る

の
か
わ

か
ら
な

い
絵

に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

収
納

の
場

面

は
、

元
絵

(図

19
)

の
人
物

の
配
置

を
若

干
変

え
な

が
ら
松

の
木

と
と

も

に
組

み
込

ん

で

い
る
。

以

上

の
よ

う

に
、

[
団

一
〉
℃
O
Z
…

の
挿

画

は
、

『絵
本

通

宝

志
』

の
絵

を

下
敷

に
し

て
、

構
成

を
し
直

し

て
描

い
た

も

の
で
あ

る

こ
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と
が

明
ら

か
で
あ

る
。
実

際

の
農

作
業

の
段

取

り

か
ら
す

れ
ば
少

々
お

か
し
な

と

こ
ろ
も
あ

る
が
、
事

情

を
知

ら
な

い
遠

国

の
画

家

に
対

す

る
揚
げ

足

取
り

の
よ
う

な

こ
と

は
意

味
が

な

い
し
、
同

じ

よ
う

な
誤

り

は
、
当

国

の
四
季
耕
作

図

に
い

く

ら

で
も

あ

る
。

そ
の
半

面
・

全
体

的

に
陰
影

や

コ
ン
ト
ラ

ス
ト

の
表

現
、
遠
近

法

な
ど

の
点

で
、
な

か
な

か
優

れ
た
絵

に
な

っ
て

い
る

こ
と
は
指
摘

で
き
よ

う
。

そ
も

そ
も

、

は
る
ば

る
や

っ
て
き

た
外
国

の
外
交

官
が

、

一
年

間
農
家

を
密

着
取

材

す

る
こ
と

は
土
台
無

理
な

わ

け
で
・
実
景

を

ス
ケ

ッ
チ
し

た

の
で
は

な
く
、

日
本

の
本

を
参

考

に
描

い
た
と

し

て
も
当
然

で
あ

る
。
翻

っ
て
考

え

れ
ば

、

日
本

の
四
季
耕

作
図

に

つ
い
て

も

ま

っ
た

く
同

じ

こ

と
が

い
え

る

の
で
は

な

い
か
。

狩
野

派

の
絵

師

が
四
季
折

々
、

律
儀

に
農
家

に
通

っ
た

と

は
思

え

な

い
。

そ

こ
で
彼

ら

が
活
用

し
た

の
は
中

国
伝
来

の
粉

本

だ

っ
た

の
で
あ

る
。

次

に
、
写
真

を
元

に
し
た
挿
画

も

ひ
と

つ
紹

介

し

て
お
き
た

い
。
図

16
が

「
米
揚

き
」

と
題

さ

れ
た
五
枚

目

の
絵

で
あ
る
が
・

}
見

し

て
写
真

の
よ
う

な
印
象

を
受

け

る
。
河
野

氏
が
気

付

か

れ
た

こ
と
だ
が
、

唐
箕

の
把

手

の
位

置

が
通
常

と
反
対

の
側

面

に
付

い
て

い
る
。

人
物

の
襟

の
重

ね
方

も
逆

。

じ

つ
は
、

当
時

の
写
真

は
銀
板
写
真

、
ダ

ゲ

レ
オ
タ
イ
プ

と
呼
ば

れ

る
も

の
で
、
仕

上

が
り
が
左
右

逆

だ

っ

た
こ

と

に
関
係

す

る

の
で
あ

っ
て
、

こ

の
絵

の
元

が
写
真

で
あ

っ
た

こ
と

の
証
明

に
な

る
。

子
供

が
間

に
入

っ
て
、

ポ

ー
ズ
を

と

っ
た
と

い
う
感

じ

で
あ

る
。

最
後

に
こ

こ

で
も
念

を
押

し

て

お
き

た

い
の
は
、
著

者

の
ア

ン
ベ
ー

ル
は
確

か

に
農

村

へ
行

っ
て
取
材

を

し

て

い
る

こ

と

で
あ

る
。

「
や

っ
と
ま
だ

四
月

だ
と

い
う

の

に
、

す

で

に
林
を
取

り
巻

く
畑

で
は
、

蕎

麦
が
花

盛

り

で
あ

る
」

と
述

べ
、

「
一
か
月

ほ
ど
前

に
灌
概

用

の
運
河

の
水

門

を
開

い
て
水

を

い

っ
ぱ

い
張

っ
た
。
土

地

を
車

で
鋤

き
か
え

し
た
う

え

で
、

さ
ら

に
水

牛

に
踏

ま

せ
・

そ

の
中

に
農

夫

た

ち

は
脛

ま

で
泥

に
ま

み
れ
な

が
ら
、
鍬

で
頑
固

な
土
を

潰

し

て
行

く
」
な

ど

と
記
し

た
筆

に
偽

り

は
な

か

ろ
う

。
農

作

業
場

面
を
間

近

で

取
材

し

た

の
は
、
初

夏

の
こ

の

一
回
だ

け
だ

っ
た

か
も

し

れ
な

い
が
、

こ
う

し

て
書

か
れ

た
本

文

を
補

う

た

め

の
挿

画

と
し

て
、

『絵
本

通
宝
志

』

が
援

用
さ

れ
た

の

で
あ

る
。
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三

粉
本
利
用
の
手
法

こ

の
よ
う

に
・
ピ
国

』
〉
勺
O
Z

目

ピ
¢
ω
↓
幻
両
と

い
う
本

の
絵

は
、

し
ば

し
ば

誤
解

さ

れ
る

よ
う

に
外

国
人

が

直
接

見

た

日
本

の
生

活

風
景

と

い

っ
た

も

の
で
は

な
く
、
刊
本

の
絵

か
ら
取

っ
て

い
る
例

が

か
な
り
あ

る
の
で

は
な

い
か
、

と

い
う
想

像
が

つ
く
。
本

書

に
掲
載

さ

れ

る
祭

礼

の
絵

の
多

く

が

『
江
戸

名

所
図

会
』

か
ら
採

用

し

た

も

の

で
あ

る
こ

と

は
先

に
述

べ
た
が
、
管

見

で
は

さ
ら

に
第

一
=

章

ピ
国
日
○
内
>
HU
O

(東

海
道

)

の

⊂
2
国

ζ
>
Hω
O
Z

u
国
↓
団
跡

(茶

店
)

が

『江
戸

名

所
図
会

』
巻

二

「河

崎

万
年
屋
奈

良
茶
飯

」

を
、

第
三
七
章

田

ω
・
ゆ
』
胃

ω
∪
勇

↓

田

∪
身

U
¢
ω
弟

曼

工
芸
品
)
の

蚤

Ω
〉
ω
一2

目

しU
ぎ

Z
N
田

潔

巴

・

(江
戸

の
銅

物

屋

)
が

同
書
巻

一

「
大
門
通

」

を
、

そ
れ

ぞ
れ
元

に
し

て

い
る

こ
と
が
判
明

し

た
。

い
ず

れ

も
元
絵

の
と

る
視
点

と
人
物
配

置
を

わ
ず

か

に
変
更

し
・
陰

影

や
濃
淡

を
加

え

る
な
ど

の
ア

レ
ン
ジ

を
施

し

て

い
る
。

こ
う

し
た
手

法

は
、
今

ま

で
見

て
き
た
祭
礼

図
や
耕
作

場
面

の
例

と
共
通

し

て

い
る
。

「
江
戸

の
銅
物

屋

」

の
場
合

を
図

21

・
22

で
確

認

し

て

お
こ
う
。

『江
戸

名

所
図

会
』

の
方

は
、

「
鐘

ひ
と

つ
う

れ

ぬ
日

も
な
し
江
戸

の
春
」

と

い
う
引

用

句

か
ら
も

伝

わ

る
よ

う

に
、
活
気

が

み
な
ぎ

る
江
戸

の
平
和

な

一
日

と

い
う

様

子
だ

が
、

い
国

』
〉
唱
O
Z
…

の
方

は
緊

急
事
態

に
陣
鐘

で
も
運
び

出

す

か

の
よ
う

な
何

や
ら
物

々
し

い
雰
囲
気

が
漂

っ
て

い
る
。

絵

の
タ

ッ
チ

一
つ
で
こ

う
も
印

象

が
違

っ
て
し

ま
う
。

本
書

の

こ
う

し
た
転

用

(粉

本
利

用
)
法

で
、

も
う

一
つ
重

要

な

の
が
元
絵

を
反
転

さ

せ
て
用

い
る
や

り
方

で
あ

る
。

六
所
宮

祭
礼

の

絵

に

こ
の
手
法

が
多

く
使

わ

れ

て

い
る

の
が

わ

か

っ
た
。

こ

こ

で
は
も

う

一
つ
、

第

二

一
章

ピ
国

日
○
訳
〉
剛U
O

(東
海

道

)

の

℃
〉
ω
,

ω
>
O
国

U
d

Z

O
O
跡

(浅
瀬

の
渡

し
)

の
挿

画

(図

23
)

を
例

に
反
転
手

法

に

つ
い
て
述

べ
て
み
た

い
。

こ
の
絵

は
有

名

な
大

井

川

の

渡

し

(静

岡
県
島

田
市
)

を
描

い
た
も

の
だ

が
、

こ
れ
も

一
見

し

て
ど

こ
か

で
見

た
よ

う
な
記
憶

が

あ

る
。

こ
の
テ
ー

マ
が
歌
川
広

重

以

来
・

多

く

の
錦
絵

に
取

り
上
げ

ら

れ

て
き
た

か
ら
だ
が

、
特

に
広
重

の
作

品

は
、

開
国

の
立
役

者
、

ア

メ
リ

カ
か
ら
黒
船

に
乗

っ
て
や

っ
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て
き

た

ペ
リ

ー
自

身

の
遠

征

記

(
ワ
シ

ン
ト

ン

に
て

一
八
五
六
年
刊
行

)

に
掲
載

さ
れ
、

い
ち
早

く
海
外

に
紹
介

さ

れ

て

い
麗
。

す

る
と

い
国

}
〉
℃
O
乞
…

の
絵

も
広
重

の
も

の
を
参
考

に
し

た

の
で
あ
ろ
う

か
。

し

か
し
、
似

た
よ

う
な
絵
柄

を

も

つ
主

な
も

の
だ
け

で
も
、
広

重

に

二
種

あ
る
ほ

か
、

二
代

広

重

(重
宣

)
、

二
代

国
久

、
国

明

ら

の
作

品

が
あ
(靭
・

こ
れ

ら

の
ど

れ
を

粉
本

に
し

た

の
で
あ

ろ
う

か
・

決

め
手

と

な
る

の
は
、

中
央

付
近

で
賛
台

に
乗

っ
て
煙
管

を
唖

え
る
女
性

の
着

物

で
あ

る
。

こ

の
着

物

の
文
様

は

よ
く
見

る
と
大

き
な
蝶

で
あ

る
が
、
同

じ
よ
う

な
蝶

の
着
物

を
着

た
女
性

は
、
類
似

の
錦

絵

の
な

か
で
も
歌
川

国

明

の
作
品

(図

24
)

に
し

か
見
ら

れ
な

い
。

し

か
も

、

こ

の
錦
絵

の
手
前

右
手

で
同

じ
よ
う

な
平
螢

台

に
乗

り
煙
管

を
手

に
し

て

い
る
。
左
右

は
反
転

さ
せ
ら

れ

て

い
る
。

さ
ら

に
両
者

を
見

比

べ
て
み

る
と
、
中
央

の
肩

車
を

さ

せ
ら
れ

た
女
性

は

や
は
り

反
転

し

て
左
側

に
移

動
し

て

い
る
。
錦
絵

の
左

手
前

で
笠

を

手

に
抱

え

た
女
性

も
、
ピ
国

』
〉
℃
O
Z
…

の
右
手

遠
方

に

い
る

で
は
な

い
か
。

元

の
絵

で
は
女

性

は
手

を
騎

し

て
あ

た

り
を

眺

め

て

い
る
風

だ
が

、

転

用

後

は
手
を
振

っ
て
バ
イ

バ
イ

す
る

よ
う
な
西

洋
風

の
仕

草

に
な

っ
て
し

ま

っ
て

い
る

の
が

お
も

し
ろ
(剛
・

と
も

か
く

ピ
国

奄

。
z

…

の
絵

は
元
絵

か
ら

の
徹
底

し

た
反
転

.
再

構
成

の
手

法

の
う

え

で

で
き

あ

が

っ
て

い
る
。

国

明

の
作

品

は
安
政

六

年

(
一
八
五
九

)

の
発
行

だ

が
、

文
久

三
年

(
一
八
六

三
)

に
来

日

し
た

ア

ン

ベ
ー

ル
が

こ
れ
を
手

に
入

れ
た
可
能

性

は
高

い
と
思

う
。

さ
ら

に
、
画
面

奥

で
は
大
勢

の
人

に
担

が

れ
た
貴

人
用

の
屋
根
付

き

の
駕
籠

が
、

左
右
逆

像

で
両
者

に
描

か
れ

て

い
る
。

興
味
深

い
の

は
国

明

の
作

品
以
外

の
錦

絵

で
も

こ

の
映
像

が
登

場

す

る
こ
と

で
、
ピ
国

』
〉
℃
○
窯
…

の
こ

の
駕
籠

の
向

き
な

ど

は
、
国

明

よ

り
も

む
し

ろ
重

出日あ

作

品

(図

26
)

に
酷
似

す

る
。

こ
れ

は
ど
う

し
た

わ
け

か
。

じ

つ
は
、

広
重

の
絵

の
駕
籠

(図

25
)

を
、

重

宣

は
反
転

し

て
使

い

(図

26
)
、
国

明

は
さ
ら

に
こ
れ
を
反
転

し

て
用

い

(図

27
)
、
ぴ
国

一
〉
勺
○
乞
…

は
ま
た

ま
た

こ
れ
を

反
転

さ

せ

て
し

ま

っ
た

の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
、

み
ん
な

で
反
転

ご

っ
こ
を

し

て

い
る
う

ち

に
、

広
重

を

反
転

し
た
重
宣

と
、

国
明

を
反
転

し
た

い
国

}
〉
℃
O
Z

…

の

絵

が
偶

然
同

じ

に
な

っ
て
し

ま

っ
た
と

い
う
推

定

が
成

り
立

つ
の
で
は
な

い
か
。

こ
う
し

た
点

に
も
、
当

時

の
転

用

の
あ

り
方

が

よ
く
示

さ
れ

て

い
る
よ
う

に
思
う
。

い

っ
て
み
れ
ば
、

狩

野
派

の
絵

師

(四
季

耕
作

図

に
お
け
る
粉
本

の
反
転

利

用
も

し
ば

し
ば

見

ら
れ

る
)

も
・

73

浮
世
絵

師

も
、
当

時

の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ

の
挿

画
家

も
、

み
な
同

じ

よ
う
な

手
法

の
粉
本

活

用
を
行

な

っ
て

い
た
と

い
え

る

か
も
し

れ
な

い
。
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四

「
開
国
」

と

「
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
」
の
時
代

に

次

に
、

本
書
刊

行

の
社
会

的

背
景

へ
の
言

及

も
し

て
お
き

た

い
。

本

書

の
巻

末

図

版

目

録

の

こ

と

は

、
六

所

宮

祭

礼

図

の

と

こ

ろ

で
触

れ

た
。
耕

作

場

面

の
絵

に
も

、
O
国
ω
ω
一Z

U
国

ゆ
竃
Hい
国

じd
>
照
〉
菊
∪

∪
・〉
℃
幻
け
ω
⊂
Z
国

℃
国

Z
目
¢
勾
国

一
〉
勺
O
Z
>
一ω
団

(日
本

の
絵

に
よ
り

エ
ミ

ー

ル

・
バ
イ

ヤ
ー
ド
が
描

い
た
)

と
付

さ
れ

て

い
る
。

初

め
か
ら

こ
れ
を
き

ち
ん
と
押

さ
え

て

い
れ
ば
、

何

の
本

だ

か
わ

か
ら

な

い
に
し

て
も
、

オ
リ
ジ

ナ

ル

・
ス
ケ

ッ
チ

で
は

な
く
、

日
本

の
絵

が

元

に
な

っ
て

い
る

こ
と
が

早
く

か
ら
予
想

で
き

た

の
で
あ

る
。

元

の
絵

が

『絵
本

通
宝
志

』

で
あ

る

こ
と
が

判
明

し
た
今

、

画
家

の
バ
イ
ヤ

ー
ド
が

ど
う

や

っ
て

こ
の
本

を
見

る

こ

と
が

で

き
た

の
か
、

気

に
か

か
る

と

こ
ろ

で
あ

ろ

う
。

そ

の
点

、
ピ
国

一
〉
℃
O
Z

…

の
日
本

語
訳

を
作

っ
た
高

橋

邦

太
郎

氏

の
回
想

は
興

味
深

い
。

一
九

三

一
年

に

マ
ル

セ
イ

ユ
に
旅

し

た

と

き
、

現
地

の
古

本

屋

の
目

　
ロ

　

録

に
、

ア

ン
ベ
ー

ル
旧
蔵

の
日
本

美
術
書

一
括

が
売

り

に
出

さ

れ

て

い
る
の
を
見

つ
け

た
と

い
う

の
で
あ

る
。

そ

の

コ
レ
ク

シ

ョ
ン
が
今

ど

こ

へ
行

っ
て
し

ま

っ
た

の
か
わ

か
ら
な

い
が
、

そ

の
な
か

に

『絵
本

通
宝

志
』

が
含

ま
れ

て

い
た

と

い
う

想
像

は
許

さ
れ
よ
う
。

ア

ン

ベ
ー

ル
は
帰

国

に
際

し

て
、
滞

在
中

に
収

集

し
た
美

術
品

や
書
籍

を
持

ち

か
え

り
、

こ
れ
を
本
書

編
集

の
材

料

に
し

た
の

で
は
な

い
か
。

挿

画
を
担

当
す

る
画
家

と

の
綿

密
な

打
合

せ

を
す

る
な

か
で
、

手
持

ち

の
書

画

の
な

か

か
ら
絵

画
化

し

て
も
ら

う
部
分

を
指
示

し

た

の
で

ラ

ラ

む

は
な

カ
ろ
う

カ

し
か
し
、

こ
こ
で
注
意

し

て
お
く

べ
き
も

う

一
つ
の
こ
と

は
、

こ

の
時

の
画

家

の
仕
事

は
、

日
本

の
絵

を
紹

介

す
る
た

め

に
そ

の

コ
ピ

ー
を
作
成

す

る
こ
と

に
あ

っ
た

の
で
は
な

く
、

日
本

の
絵

を
子
細

に
検

討

し

こ
れ
を

ア

レ
ン
ジ

し
、

日
本

の
風
俗

を
描

い
た
自

分

の
絵

を

創

る

こ
と

に
あ

っ
た
点

で
あ

る
。

四
季

耕
作

図

の
作
者

が
中
国

伝
統

美
術

を
紹
介

す

る
た

め

に
そ

れ
を
描

い
た

の
で
は
な

い
こ
と

と
同
様

で
あ

る
・

そ

の
点

、
当

時

の
ヨ
…

ロ
ッ
パ

で
始

ま

ろ
う
と

し

て

い
た
、

い
わ

ゆ
る
ジ

ャ
ポ

ニ
ス
ム

の
美
術

運
動

に
も
繋

が

る
と

い
え
よ
う
。
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幕
末

か
ら
明
治

の
初

め

に
か
け

て
は
、
来

日

し
た
外
交

官

ら

の
旅
行

記

・
見
聞

記

の
出

版

が
相

次
ぎ

、

ま
た
開

国

と
維
新

の
混

乱

に
乗

じ

て
、

日
本

の
古
美

術
品

や
古
書

類

な
ど
も
大

量

に
海

外

に
流
出

し

て

い
た
。

こ
れ

に
は
、
長

い
間
鎖

国
を

し

て

い
た

日
本

に
対

し

て
、

非
常

に
興
味

を

も

っ
て

い
た

と

い
う
、

受
け

入
れ
側

の
事
情

も

あ

る
。

一
八
六
七
年

と
七

八
年

の
パ
リ

万
国
博

覧
会

や
七

三
年

の
ウ

ィ
ー

ン
万
国
博
覧

会

も
口
本

の
文
化

.
美

術

を
広

く
紹

介

す

る
大

き

な
き

っ
か
け

に
な

っ
た
。

そ
う
し

た
時
代

に
、

日
本

の
絵

画

の
主
題

を
異

国
趣
味

に

の

っ
と

っ
て
、

西
洋
風

に
反
覆

と
改
変

を
し

て

い
く

と

い
う
作
業

が
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

の
美
術

界

で
も
盛

ん

に
行

な

わ
れ
た
。

こ

れ
が

「
異
国
的

.
自

然
主
義

的

モ
テ

ィ
ー

フ
の
選
択

的
模
倣

」

を
旨

と
す

る
、

い
わ

ゆ
る
ジ

ャ
ポ

ニ
ス
ム

の
初
期
段

階

と
指

摘

さ
れ

る
現

ハぜ

象

な

の

で
あ

る
。
い
国

一
〉
勺
0
2

一い
目
⊂
Qっ
円
菊
け

に
掲

載

さ

れ
た
多

く

の
挿
画

も
、

こ
う

し

た
背
景

を

も

っ
て
作

ら
れ

た
記
念

碑

的

な
作

品
群

と
評
価

し

て
み
た

い
。

最
後

に
、

四
季
耕

作

図
研
究

と

の
関

連

で
、
次

の
三
点

ほ
ど

の
結
論

と
展
望

を
述

べ
て
小

稿
を
閉

じ

た

い
。

①

ピ
じ剛

』
》
℃
0
2

F

い
α
ω
↓
勾
ゆ

の
耕
作

場
面

は
、
本
書

の
他

の
主

な
挿

画

と
同
様
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人

が
直
接

取
材

し

て
描

い
た

の

で

は
な
く
、

日
本

で
刊
行

さ
れ
た
版
本

の
挿

画

を

ア

レ
ン
ジ

し

て
作

成

し
た

も

の
で
あ
り

、
や

は
り
、
粉

本

が
存
在

し
た
。

②

つ
ま
り
、

四
季
耕

作
図

の
伝
統

的

な
粉
本
利

用

主
義

の
な

か

に
、
本

書

の
挿

画
も
位
置

付

け
ら

れ

る
こ
と
。

四
季
耕
作

図

を
描

い
た

絵
師

も
、
本
書

の
挿

し
絵

を
描

い
た
画
家

も
同

じ
よ
う

な
作
業

を

し

て

い
た
。

③

本

書
挿

画

の
場
合

が

モ
デ

ル
ケ
ー

ス
に
な

っ
た

よ
う

に
、

作
者

の
置

か
れ
た
環
境

や
社
会

的
条

件
、

作
者
自

身

の
工
夫

や
誤
解

の
跡

を
探

っ
て

い
く

こ
と
も
、

四
季
耕

作
図

研
究

一
般

を
進

め

て

い
く

た
め

の

一
つ
の
鍵

に
な

る

の
で
は
な

か
ろ
う

か
。
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註(1
)

河
野
通
明

「博
物
館
活
動
と
四
季
耕
作
図
研
究
」
(本
書
所
収
)。

(
2
)

東
海

大
学
付
属
図
書
館
編

『外
国
人

の
見
た
日
本

-

幕
末

か
ら
明
治
初

期
ま
で
』

(
一
九
九

八
年
)
。

こ
れ

に
つ
い
て
は
、
渡
部
武
氏

よ
り
ご
教

示
。
本
報
告
後

、
同
氏

の
ご
好
意

で
、
東
海
大
学
付
属
図
書
館
蔵

ピ
国

一
〉
勺
O
Z

(合

冊
本
)
を
閲
覧
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
例

え
ば
、
本

稿

で
と
り

あ
げ

た

O
¢
ピ
↓
¢
力
国

O
¢

国
一N

U
、¢
Z

Ω
d
員

ピ
》

ζ
〉
日
ω
O
d
カ
一
〇
国

菊
○
囚
ω
》
ζ
國〉

な

ど

の
図
版

は
、
同
誌

の
そ

れ
ぞ
れ

一
四
巻

(
一
八

六
六
年
刊
V
、

一
五
巻

(六
七
年
刊
)
、

一
八
巻

(六
七
年
刊
)

に
同
じ
版

で
掲
載
さ
れ
て

い
る
。

(
3
)

茂
森
唯
士
訳

『幕
末

日
本

異
邦
人

の
絵

と
記
録

に
見

る
』

(東
都
書
房
、

一
九
六
六
年
)
。
高
橋
邦
太
郎
訳

『
ア

ン
ベ
ー

ル
幕
末
日
本
図
絵
』

上

・
下

(雄
松
堂
、

一
九
六
九
年
)
。
以
下

の
本
文
中

で
引
用
す
る
場
合

は
後
者

の
訳
文

に
よ

っ
た
。

(
4
)

須
藤
功
編

『図
集
幕
末

・
明
治

の
生
活
風
景

-

外

国
人

の
み
た

ニ
ッ
ポ

ン
』

(東
方
総
合
研
究
所
、

一
九
九
五
年
)
な
ど
。

(
5
)

拙
稿

「府

中
六
所
宮
祭

礼

の
近
世
絵

画
史

料
」

(
『
府
中
市

郷
土

の
森
紀
要

』

=
二
、

二
〇

〇
〇
年
)
。

た
だ
し
、
目
国

}
〉
勺
O
Z
…

の
挿
画

の

一

部
が

『江
戸
名
所
図
会

』
を
原
図

に
し
て

い
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
す
で

に
岡

田
章
雄

「
ア
ン
ベ
ー

ル

『
日
本

図
誌
』

に

つ
い
て
」

(
『
岡
田
章
雄
著
作

集

W

外

か
ら
見
た
日
本
』
思
文
閣
出
版
、

一
九

八
三
年
)
、
白
幡
洋

三
郎

「
ア
ン
ベ
ー

ル

『
日
本
図
絵
』

と

『江
戸
名
所
図
会

』
」

(『
日
文
研
』
六
、

一
九

九

一
年
)

の
研
究
が
あ

る
。
ま
た
、

ベ
ア
ト
の
写
真
集

〈
甦

る
幕
末

〉
を
原
図

に
し
た
挿
画
が
あ

る
こ
と

に

つ
い
て
は
、
沓
沢
宣
賢

「
ア

ン
ベ
ー

ル

『幕
末

日
本

図
絵
』
所
収

の
絵
画
と
古

写
真

と

の
関
係

に

つ
い
て
」

(
『
日
蘭
学
会
会
誌
』

二
二

-
二
、

一
九
九

八
年
)
が
あ

る
。

い
ず
れ
も
本
稿
執

筆
時

に
渡
部
武

氏
や
同
氏

か
ら
紹
介

い
た
だ

い
た
沓

沢
氏
論
文

よ
り
ご
教
示

い
た
だ

い
た
も

の
で
あ

る
。
渡
部
氏

に
厚
く
お
礼
申

し
あ
げ

る
と
と
も

に
、

本
報
告
時

に
先
行
研
究

を
十
分
学

べ
な

か

っ
た
非
礼
を
関
係
者

に
お
詫
び

し
た

い
。

一
二
、

一
九
九
九
年

)
。
同

「
『江
戸
名
所
図

987△6
)))衣)

』

拙
稿

「
府
中
市

郷
土

の
森
博
物
館
蔵

〈
四
季
耕
作
図
巻

〉

に

つ
い
て
」

(
『府
中
市
郷
土

の
森
紀
要

』

の
な

か
の
耕
作
場
面
」

(
『
民
具

マ
ン
ス
リ

i
』

三
二
-
六
、

一
九
九
九
年
)
。

拙
稿

引
外
国
人

の
描

い
た
四
季
耕
作
図
」

(
『民

具

マ
ン
ス
リ

ー
』
三
三
-
九
、

二
〇
〇
〇
年
)
。

河
野
通
明

「
橘
守
国

『
絵
本
通
宝
志
』

の
基
礎
的
研
究

(上
)
」

(神
奈
川
大
学
経
済
学
会

『
商
経
論
叢
』
三
六
⊥

、

二
〇
〇
〇
年
)
。

ジ

ュ
ヌ
ヴ

ィ

エ
ー

ル

・
ラ
カ
ン
ブ

ル

コ

九
世
紀

に
お
け
る
ジ

ャ
ポ

ニ
ス
ム

の
源
泉
」

(国
立

西
洋
美
術
館

編

『ジ

ャ
ポ

ニ
ス
ム
展
』

一
九

八
八

76

 

年

)
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(10
)

〔広
重
〕

『国
史
大
辞
典
』

二

(吉
川
弘
文
館

、

一
九

八
〇
年
)
四
九
六
頁
。
島

田
市
博
物
館
編

『
東
海
道

と
島

田
宿
』

(
一
九
九
九
年
)
四
六
頁
・

〔
二
代
広
重
〕

『原
色
浮
世
絵
大
百
科
事
典
』
九

(大
修
館
書
店
、

一
九
八

一
年
)
六

一
頁
。

〔
二
代

国
久
〕
た
ば

こ
と
塩

の
博
物
館
編

『
浮
世
絵
』

(
一

九
八
四
年
)

一
〇
七
頁
。

〔
国
明
〕
た
ば

こ
と
塩

の
博
物
館
編

『
浮
世
絵
』

(
}
九

八
四
年
)

八
八
頁
。
品
川

歴
史
館

編

『旅

1
ー
江

戸
時
代

の
旅

体

験
』

(
一
九
八
九
年
)

二
六
頁
。

(
11
)

ジ

ュ
ヌ
ヴ

ィ

エ
ー

ル

.
ラ
カ
ン
ブ

ル

「
一
九
世
紀

に
お
け
る
ジ

ャ
ポ

ニ
ス
ム
の
源
泉
」

(前

掲
)

は
、

こ
の
こ
と
を

「
す
こ
し
ず

つ
原
画

か
ら
逸

脱
し

て
い
く
」
例

と
し
て

「
原
画

で
は
頭

に
被

っ
て
い
る
笠
を
手

に
も

っ
て
、
疑

い
も
な
く
西
洋
風

の
ー
ー

現
実

に
は
ま
ず

あ
り
え
な

い
ー
ー
挨
拶
を

し

て
い
る
」

と
指
摘

し
て

い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
広
重

の
作
品
を
原
画
と
見

た
か
ら
で
あ

っ
て
、
私
見

の
と
お

り
国
明

を
原
画
と
す
れ
ば

も

っ
と
無

理
な
く
解
釈

で
き
る
。
国
明

の
錦
絵

で
は
す

で
に
女
性
は
手
を
上
げ

て

い
る
。
す

る
と
、
本
文

最
後

で
述

べ
る
問
題

と
重

な
る
が
、

こ
の
改
変
は
画
家

の
誤
解

で
あ

ろ
う

か
、
工
夫
の
跡

で
あ

ろ
う

か
。

(12
)

高
橋
邦

太
郎
訳

『
ア

ン
ベ
ー
ル
幕
末
日
本
図
絵
』

(前
掲

)

の

「
訳
者

の
こ
と
ば
」
。

(13
)

由局
階
秀
爾

「
ジ

ャ
ポ

ニ
ス
ム
の
諸
問
題
」

(
『ジ

ャ
ポ

ニ
ス
ム
展
』
前
掲
)
。
ジ

ャ
ポ

ニ
ス
ム
学
会
編

『ジ

ャ
ポ

ニ
ス
ム
入
門
』

(思
文
閣
出
版
、

二

〇
〇
〇
年
)

な
ど
。

(
お
の

・
か
ず

ゆ
き

古

代

・
中
世
文
化
史
)
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