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本
の
価
値

　

か
つ
て
、本
は
今
よ
り
も
ず
っ
と
大
き
な
価
値
や
意

味
を
持
っ
て
い
た
。
現
代
日
本
社
会
に
は
本
が
あ
ふ
れ

て
お
り
、私
た
ち
の
周
り
に
は
読
み
切
れ
な
い
ほ
ど
た

く
さ
ん
の
本
が
あ
る
。
そ
れ
を
、私
た
ち
は
書
店
や
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
購
入
し
、あ
る
い
は
図
書
館
等
で
借

り
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
本
は
身
近
な
も
の
だ
。

　

け
れ
ど
、か
つ
て
は
本
は
稀
少
な
も
の
だ
っ
た
。
印

刷
の
技
術
が
導
入
さ
れ
る
以
前
、本
は
手
で
書
き
写
す

し
か
な
か
っ
た
。
書
写
と
い
う
行
為
は
手
間
暇
の
か
か

る
営
み
で
あ
り
、多
く
の
時
間
と
料
紙
・
墨
、あ
る
い
は

人
手
を
必
要
と
し
た
。
ま
た
、書
写
の
前
提
と
し
て
、元

に
な
る
本
を
写
さ
せ
て
く
れ
る
人
、貸
し
て
く
れ
る
人

を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、そ
れ
は
簡
単
な
こ
と

で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
、依
頼
・
被
依
頼
の
関
係
、

さ
ら
に
承
諾
・
不
承
諾
の
関
係
が
発
生
す
る
。
め
っ
た

に
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
貴
重
な
本
を
書
写
さ
せ
て
も

ら
う
と
な
る
と
、そ
の
特
別
性
は
よ
り
増
大
す
る
。

　

本
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、そ
れ
を
求
め
る
人
に

と
っ
て
必
要
な
、あ
る
い
は
重
要
な
知
だ
っ
た
。
あ
る

特
定
の
本
に
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、当
然
の

こ
と
な
が
ら
、そ
の
本
を
見
な
け
れ
ば
手
に
入
れ
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
い
や
、そ
ん
な
特
別
な
知
で
な
く
て

も
、本
を
た
く
さ
ん
読
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、多
く
の
分

量
の
知
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
先
人
た

ち
が
蓄
積
し
て
き
た
知
の
結
晶
だ
。
中
国
や
日
本
の
本

を
数
多
く
所
蔵
す
る
こ
と
は
、和
漢
の
知
の
体
系
に
ア

ク
セ
ス
す
る
回
路
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
り
、知
を

所
有
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

権
力
と
本

　

世
を
治
め
る
立
場
の
人
た
ち
は
本
を
必
要
と
し
た
。

そ
れ
ら
の
中
に
は
統
治
の
考
え
方
や
そ
の
た
め
の
技
術

が
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
歴
史
や
思
想
を
学
ぶ

こ
と
は
統
治
に
と
っ
て
大
変
重
要
な
こ
と
だ
っ
た
。
ま

た
、法
や
制
度
、先
例
は
、本
を
見
な
け
れ
ば
知
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、政
治
と
不
可
分
の
も
の
と
さ

れ
て
い
た
儀
式
行
事
の
作
法
は
、口
伝
も
あ
ろ
う
が
、本

を
見
な
け
れ
ば
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
少
な
く

な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、朝
廷
の
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
本

は
大
切
な
も
の
で
あ
り
、権
力
の
確
保
、維
持
、運
営
に

と
っ
て
の
必
需
品
だ
っ
た
。

　

仏
教
の
僧
尼
た
ち
も
本
を
求
め
た
。
シ
ャ
カ
の
教
え

が
書
か
れ
た「
経
」、仏
教
教
団
の
ル
ー
ル
た
る
戒
律
が

記
さ
れ
た「
律
」、学
僧
が
記
し
た
教
学
書
の「
論
」、さ

ら
に
は
仏
教
の
信
仰
や
流
通
の
姿
が
描
か
れ
た
仏
教
説

話
集
の
類
な
ど
、彼
ら
は
多
数
の
仏
典
、仏
書
を
学
ん

だ
。日
本
未
請
来
の
も
の
や
最
新
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

海
を
渡
っ
て
入
手
し
、日
本
に
持
ち
帰
っ
た
。
神
祇
祭

祀
に
携
わ
る
家
も
本
を
大
切
に
し
た
。
特
に
、神
話
や

祭
祀
に
つ
い
て
記
す
本
は
自
ら
の
職
務
に
直
接
関
わ
っ

た
。
ま
た
、学
者
を
輩
出
す
る
よ
う
な
学
問
の
家
が
本

を
重
ん
じ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
彼
ら
は
中
下
級

貴
族
の
家
を
構
成
し
て
お
り
、世
襲
的
に
家
の
職
務
を

は
た
し
、所
蔵
す
る
本
を
子
孫
た
ち
に
相
続
さ
せ
て
い

っ
た
。

　

武
家
は
ど
う
か
。
弓
馬
の
道
に
い
そ
し
み
、戦
闘
を

職
務
と
す
る
武
士
た
ち
も
、や
が
て
本
を
大
切
に
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
大
隅
和
雄
氏
に
よ
る
と
、武
家
は
自

分
た
ち
の
独
自
の
文
化
を
創
る
こ
と
が
で
き
ず
、も
っ

ぱ
ら
公
家
文
化
の
受
容
、模
倣
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
の

文
化
を
形
成
し
て
い
っ
た
と
い
う［
大
隅
和
雄
他『
日
本

思
想
史
の
可
能
性
』平
凡
社
、二
〇
一
九
年
］。
武
家
も
、だ

か
ら
公
家
社
会
で
重
ん
じ
ら
れ
た
本
を
求
め
、そ
こ
か

ら
多
く
の
こ
と
学
ん
だ
。

　

世
を
治
め
た
朝
廷
の
公
家
た
ち
も
、ま
た
幕
府
の
武

家
た
ち
も
本
の
価
値
を
知
り
、家
々
で
本
を
収
集
し
た
。

だ
が
、そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
自
ら
も
本
を
創
り
出
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
権
力
を
さ
ら
に
強
固
に
し
た
り
、拡
張

し
た
り
し
よ
う
と
し
た
。
歴
史
や
思
想
を
語
る
本
、法

や
制
度
を
集
成
し
た
本
、政
務
・
儀
式
・
行
事
に
関
わ
る

作
法
や
故
実
を
記
述
し
た
本
な
ど
、書
物
は
学
ぶ
も
の

で
あ
る
と
同
時
に
、作
り
、発
信
す
る
も
の
で
あ
り
、そ

の
こ
と
自
体
が
政
治
行
為
の
一
つ
だ
っ
た
。
本
は
各
時

代
に
創
出
さ
れ
、継
承
、発
展
さ
れ
、重
層
さ
れ
て
い
っ

た
が
、そ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
権
力
と
密
接
な
関
係
を

持
っ
て
い
た
。

権
力
と
本

　
―
蓬
左
文
庫
本『
日ひ

次な
み

記き

』の
書
写
・
伝
来
を
め
ぐ
っ
て
―
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『
日
次
記
』の
書
写
と
伝
来

　

貴
族
や
武
士
の
家
に
集
積
さ
れ
た
書
物
群
は
、そ
の

家
の
重
要
な
財
産
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、代
替
わ
り
の
時

な
ど
に
、誰
が
ど
の
よ
う
に
本
を
相
続
す
る
の
か
は
小

さ
く
な
い
問
題
だ
っ
た
。
蓬
左
文
庫
は
、尾
張
徳
川
家

初
代
の
徳
川
義
直（
一
六
〇
〇
～
一
六
五
〇
）の
蔵
書

を
中
心
に
、そ
の
後
尾
張
徳
川
家
が
収
集
し
た
書
物
を

加
え
て
今
日
に
伝
え
ら
れ
た
書
物
群
で
あ
る
。
義
直

の
蔵
書
の
中
で
と
り
わ
け
貴
重
な
も
の
が
、父
の
徳
川

家
康（
一
五
四
二
～
一
六
一
六
）か
ら
継
承
し
た
、「
駿す

る

河が

御お

譲ゆ
ず
り

本ぼ
ん

」と
呼
ば
れ
る
書
物
群
で
あ
る
。

　

私
た
ち
は
、現
在
、蓬
左
文
庫
所
蔵
の
典
籍
の
う
ち
、

古
代
に
関
わ
る
も
の
を
中
心
に
共
同
の
調
査
、研
究

を
進
め
て
い
る［『
蓬
左
』九
五
、九
六
参
照
］。
そ
の
中

で『
日ひ

次な
み

記き

』と
呼
ば
れ
る
本
に
出
あ
う
こ
と
が
で
き

た
。
こ
れ
は
平
安
鎌
倉
時
代
の
貴
族
た
ち
の
日
記
類

を
収
集
し
た
も
の
で
、全
二
三
〇
冊（
う
ち
一
〇
冊
は

目
録
）。
甲
～
癸
の
十
干
で
分
類
、配
列
し
て
あ
り
、木

の
箱
に
収
め
ら
れ
る
美
本
で
あ
る
。

　
『
日
次
記
』は
二
条
家
が
編
集
し
た
本
で
あ
る
。
二

条
家
は
京
都
の
代
表
的
な
公
家
で
五ご

摂せ
っ

家け

の
一
つ
。

鎌
倉
時
代
初
期
の
藤
原（
二
条
）良よ

し

実ざ
ね（
一
二
一
六
～
一

二
七
〇
）に
は
じ
ま
る
。
こ
の
家
は
、貴
族
の
日
記
や

諸
行
事
の
記
録
類
の
収
集
に
熱
心
だ
っ
た
。
そ
れ
ら

に
は
、朝
廷
の
政
務
、儀
式
、行
事
な
ど
の
詳
細
な
執
行

記
録
が
記
さ
れ
て
お
り
、貴
族
た
ち
が
職
務
を
果
た
す

上
で
有
益
な
知
が
多
々
記
述
さ
れ
て
い
る
。
二
条
家

は
、そ
れ
ら
を
集
積
す
る
こ
と
を
、家
の
継
続
、発
展
、

つ
ま
り
権
力
の
保
持
、継
承
の
柱
の
一
つ
と
し
た
。

　
『
日
次
記
』は
、著
名
な
二
条
良よ

し

基も
と（

一
三
二
〇
～
一

三
八
八
）の
編
だ
と
説
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
良
基
が

『
日
次
記
』の
編
纂
に
大
き
く
関
わ
っ
た
こ
と
は
ま
ち

が
い
な
か
ろ
う
が
、し
か
し
彼
一
人
の
編
と
は
で
き
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
の
集
積
は
良
基
以
前
か
ら

な
さ
れ
、ま
た
良
基
以
後
に
も
種
々
の
追
加
が
な
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
、二
条
家
代
々
の
編
纂
と
見
る
方
が
実

態
に
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

徳
川
家
康
は
、大
変
熱
心
に
本
を
収
集
し
た
。
家
康

が
集
積
し
た
多
数
の
本
は
、慶
長
七
年（
一
六
〇
二
）、

江
戸
城
内
に
富
士
見
亭
文
庫
が
設
置
さ
れ
て
そ
こ
に

収
め
ら
れ
、の
ち
に
紅
葉
山
文
庫
が
設
置
さ
れ
て
そ
ち

ら
に
移
さ
れ
た
。
ま
た
、将
軍
職
を
秀
忠
に
譲
っ
て
駿

府
に
移
っ
て
か
ら
は
、駿
府
城
内
に
駿
河
文
庫
が
設
置

さ
れ
て
そ
こ
に
も
多
数
の
本
が
集
積
さ
れ
た
。

　

戦
国
の
世
を
生
き
抜
い
た
二
条
家
は
、こ
の
時
代

の
当
主
で
あ
っ
た
二
条
昭あ

き

実ざ
ね（

一
五
五
六
～
一
六
一

九
）が
家
康
と
の
親
交
を
深
め
て
い
た
。
そ
れ
は
新

時
代
に
適
応
し
て
、朝
廷
や
二
条
家
の
力
を
保
持
し

た
い
と
す
る
政
治
戦
略
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
昭
実
の
養
子
の
二
条
康や

す

道み
ち（

一
六
〇
七
～
一

六
六
六
、実
父
は
九
条
幸
家
）は
、慶
長
一
八
年
、家
康

か
ら「
康
」の
一
字
を
拝
領
し
、こ
れ
以
後
、二
条
家

代
々
は
将
軍
か
ら
一
字
を
拝
領
す
る
慣
例
が
生
ま
れ

た
。
翌
慶
長
一
九
年
、家
康
は
つ
い
に
二
条
家
の『
日

次
記
』の
入
手
に
成
功
す
る
。
同
年
一
一
月
よ
り
、翌

年
三
月
に
か
け
て
、
二
条
家
本
を
元
に
し
て『
日
次

記
』の
書
写
が
行
な
わ
れ
、そ
れ
が
家
康
の
蔵
書
に
加

え
ら
れ
て
い
っ
た
。

蓬
左
文
庫
の『
日
次
記
』

　

蓬
左
文
庫
が
所
蔵
す
る『
日
次
記
』は
、し
か
し
、義

直
が
父
家
康
か
ら
譲
ら
れ
た
本
で
は
な
い
。
当
初
、尾

張
徳
川
家
は『
日
次
記
』を
所
持
し
て
い
な
か
っ
た
。

の
ち
に
な
っ
て
、家
康
の
本
を
書
写
さ
せ
て
も
ら
っ
て

蔵
書
に
加
え
た
も
の
が
、現
在
、蓬
左
文
庫
に
所
蔵
さ
れ

る『
日
次
記
』で
あ
る
。
そ
の
書
写
年
は
寛
永
十
年（
一

六
三
三
）の
こ
と
で
あ
っ
た
。
や
が
て
水
戸
徳
川
家
、紀

伊
徳
川
家
も『
日
次
記
』を
所
持
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、

徳
川
将
軍
家
と
御
三
家
に
こ
の
本
が
伝
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
公
家
文
化
の
知
の
体
系
が
記
さ
れ
た『
日

次
記
』は
、こ
う
し
て
代
表
的
な
武
士
の
家
に
も
伝
え
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
間
、二
条
家
は
何
回
か
の

火
災
に
あ
っ
て
、蔵
を
焼
い
て
い
る
。
ま
た
、紅
葉
山
文

庫
の『
日
次
記
』は
、明
治
に
な
っ
て
か
ら
火
災
で
焼
失

し
た
。
だ
か
ら
、蓬
左
文
庫
本『
日
次
記
』は
現
存
す
る

貴
重
な
写
本
と
な
っ
て
い
る
。
私
た
ち
の
共
同
研
究
の

成
果
の
詳
細
は
、ま
も
な
く
論
文
と
し
て
発
表
す
る
予

定
で
あ
る
。

（
名
古
屋
市
立
大
学
教
授　

吉
田
一
彦
）

『
日
本
書
紀
』附
訓
、巻
五
奥
書
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展
示
室
１
・
２　

徳
川
美
術
館
本
館　
　
　

会期：令和元年7月27日（土）～ 9月8日（日）

夏
季
特
別
展

合
戦
図  

―
も
の
の
ふ
た
ち
の
勇
姿
を
描
く
―

合
戦
図
の
発
展
を
辿
る
展
覧
会

　

歴
史
の
中
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
戦
を
描
く
合
戦
図

は
、近
年
、特
に
戦
国
時
代
の
戦
を
描
い
た
合
戦
図
を
中
心

に
関
心
が
高
ま
っ
て
お
り
、書
籍
も
多
く
出
版
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
・
徳
川
家
康
の
三
英
傑
が
登
場

し
、桶
狭
間
や
長
久
手
、関
ケ
原
な
ど
多
く
の
古
戦
場
が
あ

る
こ
の
東
海
地
方
に
も「
長
篠
合
戦
図
屏
風
」（
名
古
屋
市

博
物
館
蔵
）や「
賤
ヶ
岳
合
戦
図
屏
風
」（
岐
阜
市
歴
史
博
物

館
蔵
）を
は
じ
め
と
す
る
戦
国
合
戦
図
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

七
月
二
七
日
か
ら
始
ま
る
特
別
展「
合
戦
図
―
も
の
の

ふ
た
ち
の
勇
姿
を
描
く
―
」で
は
、現
存
す
る
合
戦
図
の
嚆こ

う

矢し

と
し
て
国
宝「
平へ

い

治じ

物も
の

語が
た
り

絵え

巻ま
き

」や
重
要
文
化
財「
後ご

三さ
ん

年ね
ん

合か
っ

戦せ
ん

絵え

巻ま
き

」（
共
に
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）な
ど
の
中
世

絵
巻
か
ら
合
戦
図
の
歴
史
を
辿
り
、戦
国
合
戦
図
の
誕
生

と
展
開
を
探
っ
て
い
き
ま
す
。

大
坂
冬
の
陣
図
屏
風
と
は

　

昨
年
夏
の
特
別
展「
英
雄
た
ち
の
戦
国
合
戦
」で
、凸
版

印
刷
株
式
会
社
に
よ
る「
大お

お
さ
か
ふ
ゆ

坂
冬
の
陣じ

ん

図ず

屏び
ょ
う

風ぶ 

模
本
」（
東

京
国
立
博
物
館
蔵
）の
デ
ジ
タ
ル
想
定
復
元
製
作
の
途
中

経
過
を
映
像
展
示
し
ま
し
た
。
本
展
で
は
完
成
し
た
復
元

屏
風
を
初
公
開
し
ま
す
。

　

こ
の「
大
坂
冬
の
陣
図
屏
風 

模
本
」は
江
戸
時
代
後
期

の
模
本
で
、原
本
は
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、製
作
者
や
時

代
、注
文
主
も
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
稿
で
は
、こ
の

模
本
を
紹
介
し
つ
つ
、そ
の
製
作
背
景
に
つ
い
て
一
つ
の

仮
説
を
立
て
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
「
大
坂
冬
の
陣
図
屏
風 

模
本
」の
特
徴
は
、画
面
の
凡お

よ

そ

半
分
が
豊
臣
秀
頼
の
籠こ

も

る
大
坂
城
で
占
め
ら
れ
、戦
闘
場

面
は
、真
田
丸
の
攻
防
、塙ば

ん

団だ
ん

右え
も
ん

衛
門
の
夜
襲
と
、豊
臣
方

の
活
躍
の
み
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
か

ら
こ
の
模
本
は
豊
臣
家
ゆ
か
り
の
人
物
が
描
か
せ
た
可
能

性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、こ
の
模
本
は
徳
川
幕
府
御
用
絵
師
の
狩
野

家
に
伝
わ
り
、原
本
の
下
絵
と
思
わ
れ
る
作
例
も
幕
府
に

蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。つ
ま
り
、

徳
川
家
発
注
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

逆
転
の
表
現

　

で
は
、勝
者
の
徳
川
家
が
敗
者
の
大
坂
城
を
中
心
に
描

く
合
戦
図
を
発
注
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

合
戦
図
の
歴
史
を
み
る
と
敗
者
を
画
面
に
大
き
く
描
く

と
い
う
構
図
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
と
り
わ
け
興
味
深

い
の
は
、多
く
の
類
例
が
残
る
一
の
谷
合
戦
図
で
す
。「
一い

ち

の
谷た

に
・
屋や

島し
ま

・
壇だ

ん

の
浦う

ら

合か
っ

戦せ
ん

図ず

屏び
ょ
う

風ぶ

」（
個
人
蔵
）も
そ
の
一

大坂冬の陣図屏風　模本　右隻　江戸時代　19世紀　（東京国立博物館蔵）　展示期間：7月27日〜 8月25日
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例
で
、今
ま
さ
に
敗
走
す
る
平
家
の
館
が
中
央
に
描
か
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
図
で
は
館
は
小
さ
く
描
か
れ
て
い
ま
す

が
、同
種
の
作
品
で
は
画
面
の
半
分
以
上
に
平
家
の
館
が

描
か
れ
る
作
例
も
あ
り
ま
す
。

　

平
家
の
館
が
如
何
に
巨
大
で
あ
ろ
う
と
も
、平
家
の
多

く
は
無
惨
に
戦
死
す
る
姿
や
敗
走
す
る
姿
で
描
か
れ
、源

氏
は
そ
の
美
談
や
活
躍
が
画
中
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
お

り
、源
氏
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、勝
者

へ
の
視
点
で
描
か
れ
て
い
て
も
敗
者
の
拠
点
を
画
面
中
心

に
置
く
合
戦
図
は
あ
る
の
で
す
。

図
様
の
継
承

　

た
だ
し
、源
平
合
戦
図
は
物
語
絵
で
あ
り
、特
定
の
人
物

や
家
の
武
功
を
讃
え
る
戦
国
合
戦
図
と
は
そ
も
そ
も
主
題

は
異
な
り
ま
す
が
、絵
画
の
場
合
、主
題
を
越
え
て
既
に
あ

る
図
様
や
構
図
を
引
用
す
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
例
え
ば
、家
康
の
生
涯
を
顕
彰
す
る
重
要
文
化
財

「
東と

う

照し
ょ
う

社し
ゃ

縁え
ん

起ぎ

絵え

巻ま
き

」（
日
光
東
照
宮
蔵
）は
軍
記
物
語
の

「
後
三
年
合
戦
絵
巻
」か
ら
図
様
を
引
用
し
て
い
ま
す
。

　

平
家
の
館
を
の
み
込
む
よ
う
に
迫
る
源
氏
軍
と
い
う
、

合
戦
図
中
最
も
多
く
の
類
例
が
残
る
一
の
谷
合
戦
図
の
型

に
、豊
臣
の
大
坂
城
と
徳
川
軍
を
重
ね
合
わ
せ
た
視
点
の

戦
図
合
戦
図
が
作
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

本
展
覧
会
で
は
約
五
十
点
の
合
戦
を
描
く
図
を
、前
期
後

期
で
入
れ
替
え
な
が
ら
展
示
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
合

戦
が
描
か
れ
た
背
景
を
想
像
し
な
が
ら
お
楽
し
み
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
（
徳
川
美
術
館
学
芸
員　

薄
田
大
輔
）

一の谷・屋島・壇の浦合戦図屏風　 右隻　江戸時代　17世紀　（個人蔵）
展示期間：右隻7月27日〜 8月18日　左隻8月20日〜 9月8日

大坂冬の陣図屏風　模本　左隻　（東京国立博物館蔵） Image :TNM Image Archives

御殿雛飾り　
明治時代　19世紀　志村正氏・恵子氏寄贈



6

各
種
情
報
が
満
載

　

文
政
二
年（
一
八
一
九
）六
月
十
二
日
、名
古
屋
や
そ

の
周
辺
で
一
七
〇
年
ぶ
り
に
大
き
な
地
震
が
起
き
た
。

市
内
各
地
の
寺
院
や
民
家
の
塀
が
倒
れ
、瓦
が
落
ち
、ま

た
地
割
れ
か
ら
泥
が
噴
出
し
た
。
死
者
は
四
〇
数
人
に

及
ん
だ
と
い
う
。
地
震
に
は
噂
が
付
き
も
の
で
、七
寺
の

塔
は
く
る
く
る
回
り
、地
震
前
後
に
シ
ラ
サ
ギ
が
空
を
舞

い
、小
田
井
村
で
は
地
震
で
井
戸
が
濁
っ
た
た
め
、井
戸

浚
え
を
し
た
と
こ
ろ
、大
き
な
ア
ワ
ビ
が
浮
き
出
し
て
、

表
面
に
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
と
蓮
如
の
文
字
が
記
し

て
あ
っ
た
と
い
う
。
い
ず
れ
も
荒
唐
無
稽
と
も
い
え
る

話
だ
が
、不
安
な
人
び
と
の
心
を
映
し
出
し
た
も
の
だ
ろ

う
。
し
か
も
、熱
田
宮
で
は
揺
れ
を
感
じ
ず
、ま
た
名
古

屋
の
町
か
ら
は
日
待
ち
を
し
、秋
葉
山
へ
の
代
参
が
立
て

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
記
事
に
は
あ
る
。
地
震
除
け
や

安
全
祈
願
の
信
仰
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
話
は
、三
月
に
蓬
左
文
庫
が
刊
行
し
た『
青
窓

紀
聞　

巻
二
～
五
』に
載
っ
て
い
る
。
巻
二
～
五
は
文

化
十
一
年（
一
八
一
四
）か
ら
文
政
六
年（
一
八
二
三
）

の
出
来
事
を
記
録
し
て
い
る
が
、こ
こ
に
は
実
に
さ
ま

ざ
ま
な
出
来
事
が
収
集
さ
れ
、書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。

地
震
、天
候
、祭
礼
、信
仰
、見
世
物
・
開
帳
、物
価
の
動

き
、刃
傷
事
件
、尾
張
藩
士
の
批
評
な
ど
、記
録
者
の
水

野
正
信
の
関
心
は
幅
広
い
。
し
か
も『
青
窓
紀
聞
』は

慶
応
四
年（
一
八
六
八
）年
ま
で
書
き
つ
づ
け
ら
れ
た
、

全
二
〇
四
冊
に
も
の
ぼ
る
記
録
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
む

こ
と
で
、十
九
世
紀
前
期
、江
戸
時
代
が
終
焉
を
迎
え
て

い
く
揺
れ
動
く
時
代
の
世
相
や
政
治
・
外
交
の
動
き
を
、

十
二
分
に
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
心
に
対
処
す
る
為
政
者

　

幕
末
社
会
で
起
き
た
出
来
事
を
噂
や
風
刺
を
交
え
な

が
ら
、水
野
は
記
録
し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
の
記
事

す
べ
て
が
事
実
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
荒
唐
無
稽
な

話
も
当
然
な
が
ら
含
ま
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、地
震
の
話
も
そ
う
だ
が
、荒
唐
無
稽
な
噂
話

の
中
に
は
当
時
の
人
び
と
の
心
の
内
が
映
し
出
さ
れ
て

い
る
。
一
五
〇
年
後
に
生
き
る
私
た
ち
が
、そ
れ
を
読

み
と
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
。
だ
が
、人
び
と
の

心
の
内
面
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、ど
の
よ
う
に
変
化

し
つ
つ
あ
る
の
か
、そ
れ
を
知
り
、そ
れ
に
配
慮
す
る
こ

と
が
必
要
だ
と
い
う
認
識
が
、為
政
者
や
儒
学
者
に
は

あ
っ
た
。「
人
心
」や「
民
心
」と
い
う
言
葉
が
、為
政
者

や
儒
学
者
の
書
い
た
文
章
に
は
、た
び
た
び
出
て
く
る
。

祭
礼
や
信
仰
、見
世
物
や
い
ろ
い
ろ
な
興
行
に
熱
中
し
、

心
を
奪
わ
れ
て
い
く
流
行
に
、危
惧
を
抱
い
た
の
で
あ

ろ
う
。

　

そ
う
し
た「
人
心
」の
動
き
、そ
れ
を
危
惧
し
、対
応

し
よ
う
と
し
た
為
政
者
の
問
題
意
識
を
理
解
す
る
こ
と

は
、幕
末
社
会
を
知
る
た
め
に
は
欠
か
せ
な
い
。『
青
窓

紀
聞
』は
な
に
よ
り
も
半
世
紀
に
も
及
ぶ
記
録
で
あ
る
。

時
間
の
幅
を
広
く
取
る
こ
と
で
、と
ら
え
難
い「
人
心
」

の
変
化
と
そ
れ
へ
の
対
応
と
い
う
問
題
を
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
、こ
の
風
聞
書
が
持
っ
て
い
る
意
義
の

ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

人
々
の
営
み
を
書
き
留
め
る

　

地
震
と
は
別
に
、今
回
刊
行
さ
れ
た『
青
窓
紀
聞
』か

ら
も
う
一
つ
の
記
事
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
文
政
五

年（
一
八
二
二
）三
月
頃
の
記
事
だ
が
、堀
川
の
桜
の
花

見
の
話
が
あ
る
。
堀
川
端
の
桜
を
見
る
武
士
や
町
人
、

茶
店
を
描
い
た
挿
し
絵
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
記
事
に

は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。「
堀
川
の
花
、追
々
よ
く
な
り
、

今
年
な
と
誠
ニ
大
賑
合
。
水
茶
屋
、料
理
茶
屋
、菓
子
屋

軒
を
な
ら
へ
た
り
」。
こ
の
他
、す
し
屋
、大
和
菓
子
屋

が
び
っ
し
り
と
立
ち
並
ん
で
い
た
と
い
う
。
堀
川
桜
の

花
見
の
賑
わ
い
が
、こ
の
時
期
に
始
ま
ろ
う
と
し
て
い

た
。『
青
窓
紀
聞
』と
同
じ
頃
、尾
張
藩
関
係
者
が
編
集

し
た『
尾
張
名
所
図
会
』に
も
庄
内
川
の
花
見
の
光
景

が
挿
し
絵
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
春
日
井
郡
下

『
青
窓
紀
聞
』の
世
界

文政2年6月12日条 大地震
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小
田
井
村
と
枇
杷
島
村
の
堤
上
や
枇
杷
島
橋
の
中
島

が
花
見
の
名
所
と
な
り
、多
く
の
人
が
遊
覧
に
訪
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
有
様
が
記
述
さ
れ
て
い
る（
後
編
巻
之

三
）。庄
内
川
の
両
岸
の
桜
樹
は
弘
化
二
年（
一
八
四
五
）

の
春
に
数
千
株
を
植
え
て
か
ら
、幕
末
に
な
っ
て
花
盛

り
を
迎
え
た
と
い
う
。
名
所
を
遊
覧
し
、桜
を
愛
で
る

こ
と
が
定
着
し
よ
う
と
し
た
こ
と
も
、「
人
心
」の
変
化

を
表
わ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

情
報
の
集
積
地
　
名
古
屋

　

嘉
永
六
年（
一
八
五
三
）以
降
、外
交
問
題
に
よ
っ
て

幕
末
社
会
は
い
っ
そ
う
混
迷
を
深
め
て
い
く
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
後
に
起
き
た
政
治
的
事
件
、そ
れ
に
か
か

わ
っ
た
藩
や
志
士
た
ち
、そ
し
て
人
び
と
の
動
き
は
よ

り
活
発
と
な
り
、「
処し

ょ

士し

横お
う

議ぎ

」の
時
代
、「
世
直
し
」の
時

代
が
始
ま
っ
た
。
そ
こ
で
生
ま
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
情
報

は
、「
風
説
」「
風
聞
」と
し
て
書
き
写
さ
れ
、流
布
し
、集

積
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
全
国
の
多
く
の
人
が
共
有

す
る
も
の
と
な
っ
た
。
本
格
的
な「
風
説（
聞
）書
」の

時
代
が
幕
を
開
け
た
の
で
あ
る
。
名
古
屋
で
も『
青
窓

紀
聞
』の
ほ
か
に
、小
寺
玉ぎ

ょ
く

晁ち
ょ
う

が
文
久
二
年（
一
八
六
二
）

～
慶
応
三
年（
一
八
六
七
）の
間
に
書
き
留
め
た
風
聞

集（『
東
西
評
林
』、『
東
西
紀
聞
』な
ど
）も
あ
る
。

　

水
野
や
小
寺
の
風
聞
書
に
は
、文
久
年
間
に
な
る
と

「
新
聞
」、「
新
聞
紙
」と
い
う
言
葉
が
散
見
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。ま
た
慶
応
年
間
に
は
、『
日
本
貿
易
新
聞
』、『
海

外
新
聞
』、『
中
外
新
聞
』、『
万
国
新
聞
』な
ど
の
新
聞
紙

が
丹
念
に
書
き
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
新
聞
は
海

外
で
発
行
さ
れ
た
外
字
新
聞
を
翻
訳
し
た
も
の
で
、多

く
の
海
外
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
外
国

新
聞
の
翻
訳
作
業
は
幕
府
の
洋
書
調
所
の
蘭
学
者
が
担

当
し
た
が
、そ
の
一
人
に
名
古
屋
生
ま
れ
の
柳
川
春
三

が
い
た
。
博
物
学
者
伊
藤
圭
介
に
蘭
学
や
砲
術
を
学
ん

だ
人
で
、「
新
聞
雑
誌
の
創
始
者
」と
評
価
さ
れ
る
人
物

で
あ
る（
尾お

さ
た
け
佐
竹
猛た

け
き
）。

　

こ
の
時
代
、特
に
人
び
と
が
求
め
た
の
は
外
国
情
報

で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
応
え
よ
う
と
し
た
仕
事
が「
新
聞
」

の
発
行
で
あ
っ
た
。
名
古
屋
に
も
生
ま
れ
た「
風
聞
書
」

の
世
界
は
、同
じ
名
古
屋
で
生
ま
れ
た
新
し
い
知
識
人

を
通
し
て
、「
新
聞
雑
誌
」の
時
代
へ
と
た
し
か
に
連
な

っ
て
い
る
。
名
古
屋
と
い
う
地
は
両
者
が
重
な
り
あ
う

場
所
で
あ
り
、そ
れ
を
担
う
人
々
が
生
ま
れ
、ま
た
多
様

な
情
報
を
収
集
、書
写
し
た
場
所
で
あ
る
。
幕
末
の
名

古
屋
は
情
報
文
化
の
進
化
と
展
開
と
い
う
点
で
、大
き

な
歴
史
的
役
割
を
果
た
し
た
と
言
え
よ
う
。

（
名
古
屋
大
学
名
誉
教
授　

羽
賀
祥
二
）

　

な
お
、『
青
窓
紀
聞
』に
つ
い
て
知
り
た
い
方
は
、木
村
慎

平「
水
野
正
信
と『
青
窓
紀
聞
』―
幕
末
名
古
屋
の
ソ
ー
シ
ャ

ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」（『
名
古
屋
と
明
治
維
新
』風
媒
社
、

二
〇
一
八
年
）を
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、「
風
聞
書
」

の
時
代
の
意
義
に
関
し
て
は
、宮
地
正
人「
風
説
留
か
ら
見

た
幕
末
社
会
の
特
質
」（『
幕
末
維
新
期
の
社
会
的
政
治
史
研

究
』岩
波
書
店
、一
九
九
九
年
）、幕
末
の
海
外
情
報
の
収
集
に

つ
い
て
は
、岩
下
哲
典『
幕
末
日
本
の
情
報
活
動
―
『
開
国
』

の
情
報
史
―
』（
雄
山
閣
出
版
、二
〇
〇
〇
年
）を
参
照
さ
れ

た
い
。

名
古
屋
叢
書
四
編
１「
青
窓
紀
聞　

巻
二
～
巻
五
」

　

文
化
11
年
～
文
政
６
年（
１
８
１
４
～
１
８
２
３
）

　

１
冊　

２
千
円　

Ａ
４
版　

一
六
〇
頁
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水
戸
徳
川
家
二
代
当
主
の
徳
川
光
国（
光
圀
）

が
、尾
張
徳
川
家
二
代
当
主
の
光み

つ

友と
も（

光
義
）に

あ
て
た
書
状
で
あ
る
。
こ
の
書
状
は「
明め

い

月げ
つ

記き

」に
付
属
し
て
蓬
左
文
庫
に
伝
来
し
て
い
る
。

　

光
国
と
い
え
ば
、時
代
劇
で
諸
国
を
漫
遊
す

る「
水
戸
黄こ

う

門も
ん

」と
し
て
著
名
だ
が
、こ
の
書
状

で
は「
水
戸
宰
相
」を
名
乗
っ
て
い
る
。「
黄
門
」

と「
宰
相
」は
い
ず
れ
も
朝
廷
の
官
職
の
中
国

風
の
呼
び
名
で
、そ
れ
ぞ
れ
中
納
言
と
参
議
を

意
味
す
る
。
つ
ま
り
こ
の
書
状
は
光
国
が
参
議

在
職
中（
寛
文
二
年
～
元
禄
三
年［
一
六
六
二

～
九
〇
］）に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
書
状
で
光
国
は
、光
友
が
所
持
す
る「
明

月
記
」「
日ひ

次な
み

記き

」を
貸
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出

て
い
る
。「
明
月
記
」は
鎌
倉
時
代
の
公
家
藤
原

定
家
の
日
記
で
あ
り
、「
日
次
記
」は
二
条
家
が

ま
と
め
た
公
家
日
記
の
集
成
で
あ
る
。
光
国
は

寛
文
十
二
年
に
彰
考
館
を
設
け
て『
大
日
本
史
』

の
編
纂
を
始
め
た
が
、そ
れ
以
前
か
ら
歴
史
編

纂
を
進
め
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
公
家
日
記
を
所

望
し
た
の
も
、そ
う
し
た
歴
史
編
纂
の
材
料
を

求
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

さ
ら
に
後
段
に
は
、光
友
か
ら
こ
れ
ら
の
書

物
を
借
り
る
旨
を
老
中
に
申
達
し
、証
文
と
し

て
土
井
利と

し

房ふ
さ（
若
年
寄
）の
書
状
を
同
封
し
た

旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。こ
の
土
井
利
房
書
状
も
、

光
国
書
状
と
と
も
に「
明
月
記
」に
付
属
し
て

い
る
。
そ
こ
に
は
、「
御
書
物
蔵
」（
幕
府
の
書

物
蔵
）に
あ
る「
明
月
記
」「
日
次
記
」を
、先
年

「
尾
張
様
」が
書
写
し
て
所
持
し
て
お
り
、光
国

が
そ
れ
を
書
写
し
た
い
旨
を
老
中
に
申
達
し
て

認
め
ら
れ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
幕
府
書
物

蔵
に
尾
張
家
本
の
原
本
が
あ
る
の
に
、な
ぜ
光

国
は
転
写
本
で
あ
る
尾
張
家
本
を
、わ
ざ
わ
ざ

名
古
屋
か
ら
運
ん
で
ま
で
借
り
る
必
要
が
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
？

　

お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
、寛
文
四
年
に
始
ま
っ

た
幕
府
に
よ
る
歴
史
書『
本ほ

ん

朝ち
ょ
う

通つ

鑑が
ん

』編
纂
事

業
が
関
係
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
寛
文
四
年

十
一
月
、幕
府
は「
二
条
殿
日
次
記
」を
編
纂
担

当
者
に
貸
し
出
す
こ
と
を
許
可
し
て
い
る（
藤

實
久
美
子『
近
世
書
籍
文
化
論
』吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
六
年
）。
光
国
が
求
め
た
公
家
日
記
は
、

幕
府
に
と
っ
て
も
歴
史
編
纂
に
必
要
な
史
料
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

　

よ
り
広
く
と
ら
え
れ
ば
、儀
式
故
実
の
先
例

書
と
し
て
秘
伝
さ
れ
て
き
た
公
家
日
記
が
、歴

史
資
料
と
し
て
の
価
値
を
見
出
さ
れ
て
書
写
さ

れ
て
い
く
過
程
の
一
端
を
、こ
こ
に
垣
間
見
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
名
古
屋
城
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー　
　
　
　

学
芸
員　

木
村
慎
平
）

蓬左文庫

徳と
く

川が
わ

光み
つ

国く
に

書し
ょ

状じ
ょ
う




