
真
筆
と
写
本

佐
々
木
　
民
博
に
も
題だ
い

簽せ
ん

に
「
夷
酋
列
像
図
」
と
し
る
さ

れ
た
、「
夷
酋
列
像
」
の
写
本
（
以
下
、
民
博
本
）
が
所

蔵
さ
れ
、
特
別
展
で
も
展
示
さ
れ
ま
す
。
そ
の
収
集
の

経
緯
に
つ
い
て
お
願
い
し
ま
す
。

大
塚　

二
〇
〇
三
年
、
東
京
神
保
町
の
古
書し
ょ

肆し

、
一
誠
堂

書
店
か
ら
創
業
一
〇
〇
周
年
を
記
念
し
て
、
展
示
即
売
会

の
目
録
が
出
ま
し
た
。
藤ふ
じ

原わ
ら
の

定て
い

家か

の
日
記
な
ど
、
貴
重

な
古
書
籍
一
〇
〇
点
の
な
か
に
、
民
博
本
が
あ
っ
た
の
で

す
。
一
二
人
の
図
が
す
べ
て
そ
ろ
っ
て
お
り
、
各
人
物
の

解
説
と
し
て
、
蠣か
き

崎ざ
き

波は

響き
ょ
う

の
叔
父
に
あ
た
る
松ま
つ

前ま
え

広ひ
ろ

長な
が

が
し
る
し
た
「
夷
酋
列
像
附
録
」
が
画
像
に
沿
っ
て
書
写

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
も
そ
れ
は
松ま
つ

平だ
い
ら

定さ
だ

信の
ぶ

の
筆
跡

で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
ぜ
ひ
民
博
に
入
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
で
も
当
時
、
民
博
は
美

術
品
は
収
集
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
館

内
で
も
反
対
の
声
が
あ
り
ま
し
た
。

日
髙　

僕
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
資
料
収
集
の
担
当
で

し
た
か
ら
、
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。

大
塚　

こ
れ
は
美
術
品
で
は
な
く
て
、
二
〇
〇
年
前
の
ア

イ
ヌ
研
究
の
た
め
の
民
族
誌
資
料
と
し
て
優
れ
た
価
値

が
あ
り
、
歴
史
学
的
、
文
化
人
類
学
的
研
究
に
と
っ
て

も
非
常
に
重
要
な
情
報
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
各
方
面
に
説
明
し
て
、
一
年
ほ
ど
も
か
か
っ
て
よ
う
や

く
収
蔵
が
決
ま
り
ま
し
た
。
民
博
所
蔵
と
な
っ
て
か
ら
、

そ
の
存
在
が
注
目
さ
れ
、
利
用
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

佐
々
木　

特
別
展
で
は
写
本
だ
け
で
な
く
、
ブ
ザ
ン
ソ
ン

美
術
考
古
博
物
館
所
蔵
の
蠣
崎
波
響
真
筆
も
展
示
さ
れ

ま
す
。
こ
の
真
筆
本
が
フ
ラ
ン
ス
に
渡
っ
た
経
緯
は
ど
う

お
考
え
で
し
ょ
う
。

大
塚　

日
本
か
ら
の
流
出
は
、幕
末
に
来
日
し
た
メ
ル
メ・

カ
シ
ョ
ン
神
父
に
よ
る
説
が
あ
り
ま
し
た
が
、
わ
た
し
は

二
〇一六
年
二
月
二
五
日（
木
）か
ら
開
幕
す
る

特
別
展「
夷い

酋し
ゅ
う

列れ
つ

像ぞ
う

―
蝦え

夷ぞ

地ち

イ
メ
ー
ジ
を
め
ぐ
る 

人
・
物
・
世
界
―
」。

「
夷
酋
列
像
」と
は
、一七
八
九
年
の「
ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ
の
戦
い
」に
加
わ
っ
た
ア
イ
ヌ
た
ち
に
戦
い
を
や
め
る
よ
う
説
得
し

た一 

二
名
の
有
力
者
を
描
い
た
絵
で
あ
る
。
こ
の
特
集
で
は
、「
夷
酋
列
像
」の
も
つ
歴
史
的
意
義
や「
夷
酋
列
像
」に
描
か
れ

た
も
の
か
ら
み
え
る
交
易
者
と
し
て
の
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
の
姿
に
つ
い
て
せ
ま
る
と
と
も
に
、
本
特
展
の
内
容
や「
夷
酋
列

像
」を
よ
り
理
解
す
る
た
め
に
開
発
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

い
ま
だ
多
く
の
謎
が
残
る「
夷
酋
列
像
」。

人
び
と
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い

そ
の
魅
力
と
謎
に
つ
い
て
、

ア
イ
ヌ
文
化
研
究
の
第一人
者
で
あ
る

大
塚
和
義
名
誉
教
授
に
お
話
を
伺
っ
た
。

を

読
み
解
く

夷
酋
列
像

特集

日ひ

髙だ
か 

真し
ん

吾ご

民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー 

佐さ

さ々

木き 

史し

郎ろ
う

民
博 

先
端
人
類
科
学
研
究
部

聞
き
手

大お
お

塚つ
か 

和か
ず

義よ
し

民
博 
名
誉
教
授

話
し
手

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

「
夷
酋
列
像
」の

謎
を
追
う

次
の
二
人
の
ど
ち
ら
か
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
ず
、
幕
府
軍
を
指
導
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
軍
事
顧
問

団
の
ジ
ュ
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ネ
で
す
。
戊ぼ

辰し
ん

戦
争
（
一
八
六

八
―
六
九
）
で
幕
府
軍
が
敗
れ
江
戸
城
が
開
城
し
た
後
、

幕
府
海
軍
副
総
裁
だ
っ
た
榎え
の

本も
と

武た
け

揚あ
き

は
蝦
夷
地
へ
逃
れ
、

箱
館
の
五ご

稜り
ょ
う

郭か
く

に
た
て
こ
も
り
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
の
軍

人
た
ち
も
榎
本
武
揚
に
協
力
し
て
い
た
の
で
す
が
、
新

政
府
軍
に
よ
る
侵
攻
で
陥
落
す
る
前
に
、
船
で
箱
館
を

脱
出
し
ま
す
。
そ
の
と
き
、ブ
リ
ュ
ネ
は
「
大
君
の
太
刀
」

を
フ
ラ
ン
ス
に
も
ち
帰
っ
て
い
る
の
で
す
。「
大
君
」
と

は
徳
川
最
後
の
将
軍
・
徳と
く

川が
わ

慶よ
し

喜の
ぶ

の
こ
と
で
す
。
ブ
リ
ュ

ネ
は
、
絵
を
描
く
こ
と
が
う
ま
く
、
多
く
の
ス
ケ
ッ
チ
画

を
残
し
て
い
ま
す
。美
術
に
関
心
の
強
い
ブ
リ
ュ
ネ
が「
夷

酋
列
像
」
に
出
合
い
、
所
持
者
に
所
望
し
た
可
能
性
を

感
じ
ま
す
。
じ
つ
は
ブ
リ
ュ
ネ
は
ブ
ザ
ン
ソ
ン
に
も
近
い
、

ア
ル
ザ
ス
地
方
南
部
の
出
身
な
の
で
す
。
あ
の
辺
の
人
び

と
は
勇
敢
な
人
が
多
く
、
海
外
へ
出
て
宣
教
師
に
な
っ
た

り
し
て
い
ま
し
た
。

日
髙　

向
こ
う
見
ず
な
人
が
多
い
と
い
わ
れ
る
地
域
で
す

ね
。

大
塚　

そ
う
で
す
。
ブ
リ
ュ
ネ
が
も
ち
帰
っ
た
と
考
え
る

と
、
榎
本
武
揚
が
箱
館
を
制
圧
す
る
こ
ろ
ま
で
は
、
松

前
藩
側
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
時
代
は
少
し
ず
れ
ま
す
が
、
映
画

を
発
明
し
た
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
兄
弟
に
か
か
わ
る
も
の
で
す
。

彼
ら
は
奇く

し
く
も
ブ
ザ
ン
ソ
ン
の
出
身
な
ん
で
す
。
彼
ら

の
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
の
日
本
で
の
興
行
権
を
取
得
し
た
の

は
、
実
業
家
の
稲い
な

畑ば
た

勝か
つ

太た

郎ろ
う

で
す
。
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
兄
弟

と
は
、
リ
ヨ
ン
の
工
科
大
学
へ
の
留
学
時
代
に
交
流
が

あ
っ
た
の
で
す
。
興
業
に
加
え
、
日
本
で
撮
影
す
る
た
め

に
、
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
兄
弟
社
の
技
師
コ
ン
ス
タ
ン
・
ジ
レ

ル
が
来
日
し
ま
す
。
ジ
レ
ル
は
北
海
道
に
も
赴
き
、
ア
イ

特別展

「夷酋列像―蝦夷地イメージ
をめぐる 人・物・世界―」
会場　国立民族学博物館　特別展示館
会期　2016 年 2 月25日（木）
 ― 5 月10日（火）

民博所蔵の「夷酋列像図」に描かれたイコトイ。
民博の写本は上下2巻にわかれ、それぞれ12人の図像と松平定信自筆とみられる詞書が記載されている

ションコ
蠣崎波響筆《夷酋列像》、1790（寛政2）年、
フランス・ブザンソン美術考古博物館所蔵
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大
塚　

全
体
と
し
て
は
ち
ぐ
は
ぐ
で
す
ね
。
で
も
見
て
い

て
そ
う
い
う
非
現
実
的
な
お
も
し
ろ
さ
は
あ
り
ま
す
。

佐
々
木　

構
図
に
し
て
も
、
な
ぜ
あ
ん
な
ポ
ー
ズ
を
し
て

い
る
の
か
不
思
議
で
す
。

大
塚　

中
国
の
絵
画
の
構
図
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
よ
う

で
す
。
服
装
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ニ
ン
カ
リ
が
連

れ
て
い
る
子
熊
の
一
頭
は
、
シ
ロ
ク
マ
の
よ
う
に
見
え
ま

す
。
し
か
し
研
究
会
で
は
、
ホ
ッ
キ
ョ
ク
グ
マ
説
や
、
ア

ル
ビ
ノ
の
ヒ
グ
マ
説
は
否
定
さ
れ
ま
し
た
。
国く
な

後し
り

島
の
閉

鎖
的
な
環
境
の
な
か
で
、
白
い
毛
皮
を
も
つ
血
統
を
受
け

継
い
で
い
る
ヒ
グ
マ
と
い
う
説
が
有
力
で
、
そ
の
後
、
国

後
島
で
の
動
物
生
態
学
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
髙　

特
別
展
で
は
、「
国
後
の
シ
ロ
ク
マ
」
と
い
わ
れ

て
い
る
ク
マ
の
写
真
パ
ネ
ル
が
展
示
さ
れ
る
の
で
す
が
、

見
る
か
ぎ
り
ア
ル
ビ
ノ
っ
ぽ
く
は
な
い
で
す
ね
。
銀
ギ
ツ

ネ
の
よ
う
な
、
シ
ル
バ
ー
バ
ッ
ク
の
よ
う
な
感
じ
の
ク
マ

だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

大
塚　

こ
れ
ま
で
二
〇
年
近
く
も
「
夷
酋
列
像
」
に
か
か

わ
り
、
共
同
研
究
も
お
こ
な
い
ま
し
た
が
、
何
の
た
め
に

描
か
れ
た
の
か
、
実
際
、
謎
は
深
ま
る
ば
か
り
で
す
。

　

描
か
れ
た
一
二
人
が
中
国
や
ロ
シ
ア
製
の
衣
服
や
装
身

具
や
器
物
で
飾
り
立
て
た
画
像
は
、
和
人
と
は
異
な
る

人
び
と
〝
異
人
〞
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
か
の
よ

う
で
す
。
そ
の
よ
う
に
描
く
こ
と
で
、
中
国
や
ロ
シ
ア
と

手
を
結
ん
だ
支
配
の
お
よ
ば
な
い
「
化
外
の
民
」
を
鎮

圧
し
た
の
だ
と
、
だ
か
ら
自
分
た
ち
の
統
治
能
力
に
落

ち
度
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
と
申
し
開
き
を
し
た

か
っ
た
、
と
い
う
の
が
画
像
成
立
の
理
由
の
ひ
と
つ
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ

の
戦
い
、
す
な
わ
ち
ア
イ
ヌ
の
蜂
起
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
に
よ
る
国
替
を
阻
止
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
。
結
局
、
松
前
藩
は
、
戦
い
が
起
こ
っ
た
一

八
年
後
、
一
八
〇
七
（
文
化
四
）
年
に
福
島
県
梁や
な

川が
わ

に
国

替
さ
れ
ま
す
の
で
阻
止
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
。

佐
々
木　

波
響
は
「
夷
酋
列
像
」
を
完
成
さ
せ
て
、
京

都
に
も
っ
て
行
き
ま
す
。
そ
し
て
京
都
画
壇
の
交
流
の
な

か
で
、「
夷
酋
列
像
」
は
光
格
天
皇
の
天
覧
を
仰
ぐ
こ
と

に
な
り
ま
す
。

大
塚　

な
ぜ
「
画
像
」
を
、
ま
ず
は
江
戸
で
は
な
く
京

か
が
総
合
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
よ
う
な
役
割
を
し
て
い
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
背
景
が
し
る
さ
れ
て
い
る
は

ず
の
藩
日
記
は
、
松
前
藩
が
国
替
に
な
っ
た
と
き
に
数

日
間
か
け
て
焼
い
て
し
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
徹

底
し
た
隠
ぺ
い
工
作
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

深
ま
る
謎

佐
々
木　
一
二
人
の
う
ち
、
波
響
は
実
際
に
何
人
と
会
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

大
塚　

蜂
起
の
鎮
圧
後
、
和
人
に
協
力
し
た
ア
イ
ヌ
は

道
南
の
松
前
に
「
歓
待
」
と
い
う
か
た
ち
で
連
れ
て
こ
ら

れ
ま
す
。
そ
の
な
か
に
は
「
夷
酋
列
像
」
に
描
か
れ
た
五

人
も
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
彼
ら
に
は
も
ち
ろ
ん
会
っ
て

い
る
で
し
ょ
う
。
残
り
の
七
人
に
も
、
あ
と
で
会
っ
た
と

い
う
説
も
あ
る
の
で
す
が
、
全
員
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
当

時
、
松
前
の
城
下
町
に
も
た
く
さ
ん
ア
イ
ヌ
の
人
が
い
ま

し
た
か
ら
、
彼
ら
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
当
て
は

め
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
て
あ
り
え
ま
す
。

　

共
同
研
究
会
で
は
、「
夷
酋
列
像
」
の
「
絵

解
き
」
に
挑
み
ま
し
た
。
一
二
人
が
身
に
ま
と
っ
て

い
る
蝦え

夷ぞ

錦に
し
き

や
ロ
シ
ア
製
の
外が
い

套と
う

、
座
っ
て
い

る
朝
ち
ょ
う

鮮せ
ん

毛け

綴つ
づ
れ

の
敷
物
な
ど
、
描
か
れ
た
あ

ら
ゆ
る
も
の
を
分
解
し
て
、
何
が
読
み
取

れ
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
細
か
く
検
討
し

て
い
ま
す
。
波
響
の
絵
は
、は
じ
め
か
ら
「
野
蛮
」

に
描
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
感
じ
も
す
る
し
、

虚
実
取
り
混
ぜ
て
、
あ
り
え
な
い
か
た
ち
と
し
て
描
い

て
や
ろ
う
と
い
う
意
図
も
感
じ
ま
す
。
服
装
や
、
文
様
な

ど
部
分
だ
け
見
た
ら
リ
ア
リ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
の
で
す

が
…
…
。

佐
々
木　

部
分
的
に
は
忠
実
だ
け
ど
、
全
体
的
に
は
そ

う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

流
経
済
史
な
ど
関
連
諸
科
学
に
よ
る
「
夷
酋
列

像
」
の
総
合
的
研
究
を
目
指
し
ま
し
た
。
描
か

れ
て
い
る
毛
皮
の
分
析
に
つ
い
て
は
動
物
の
専
門

家
に
、
中
国
絵
画
か
ら
の
影
響
も
少
な
か
ら
ず

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
中
国
絵
画
の

専
門
家
に
お
話
い
た
だ
く
と
い
う
よ
う
に
、
今
ま

で
に
な
か
っ
た
議
論
を
い
ろ
い
ろ
と
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

そ
の
共
同
研
究
の
過
程
で
、
佐
々
木
史
郎
さ

ん
か
ら
提
案
を
い
た
だ
き
、
民
博
が
属
す
る
人
間

文
化
研
究
機
構
に
よ
る
連
携
研
究
「
ア
イ
ヌ
文

化
の
図
像
表
象
に
関
す
る
比
較
研
究
」
と
ジ
ョ

イ
ン
ト
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
お
か
げ
で
ブ

ザ
ン
ソ
ン
美
術
考
古
博
物
館
に
行
っ
て
真
筆
本

の
解
析
を
す
る
な
ど
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
や
、
北
海
道
で
の
公
開
講
演
会
や
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
開
催
が
で
き
ま
し
た
。

　

現
在
、
そ
の
成
果
報
告
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。

基
礎
資
料
集
を
ま
ず
出
し
て
、
そ
の
次
に
参
加

者
各
自
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
た
論
文
集
を
出

す
予
定
で
す
。
こ
の
共
同
研
究
に
よ
っ
て
、
メ
ン
バ
ー
全

員
の
探
究
心
が
よ
り
高
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
今
後
ど
う
い
う
形
で
花
開
く
の
か
楽
し
み
で
す
。
人

文
系
の
学
問
は
成
果
が
出
る
の
に
熟
成
期
間
が
必
要
で

す
か
ら
。

な
ぜ
描
い
た
か

佐
々
木　
「
夷
酋
列
像
」
は
、
一
七
八
九
（
寛
政
元
）
年
の

ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ
の
戦
い
の
あ
と
、
松
前
藩
主
の
松ま
つ

前ま
え

道み
ち

広ひ
ろ

の
命
で
、
蠣
崎
波
響
に
よ
っ
て
描
か
れ
ま
し
た
。「
夷

酋
列
像
」
は
な
ぜ
描
か
れ
た
の
か
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
ど

の
よ
う
な
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

都
に
も
っ
て
行
っ
た
の
か
も
謎
で
す
。
ア
イ
ヌ
の
蜂
起
が

起
こ
っ
た
と
き
も
幕
府
に
急
報
し
て
い
ま
す
し
、
蜂
起
勢

を
鎮
圧
し
た
後
も
、
松
前
藩
は
幕
府
に
報
告
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
な
ら
ば
、「
夷
酋
列
像
」
完
成
後
、
真
っ
先
に

幕
府
に
「
異
族
」
を
鎮
圧
し
た
と
し
て
献
上
す
る
道
も

あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
蜂
起
の
少
し
前
か

ら
、
北
方
の
ロ
シ
ア
や
中
国
の
南
下
に
対
す
る
脅
威
に
危

機
感
を
も
っ
て
い
た
知
識
人
ら
の
警
告
も
あ
り
、
幕
閣

も
対
応
を
せ
ま
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
道
広
の
対
応
に
不

信
感
を
も
っ
た
幕
府
で
な
く
、
上
洛
し
て
天
覧
に
供
す

と
い
う
道
を
選
ん
だ
の
は
、
そ
れ
な
り
の
戦
略
が
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。

日
髙　

京
都
は
文
化
的
な
拠
点
で
あ
る
と
か
、
政
治
的

な
拠
点
で
あ
る
と
か
、
な
ん
ら
か
の
影
響
力
は
も
ち
合

わ
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で
な
け
れ

ば
幕
府
の
将
軍
が
変
わ
る
た
び
に
あ
い
さ
つ
に
行
く
必
要

は
な
い
は
ず
で
す
。
そ
の
目
に
見
え
な
い
権
力
背
景
を

利
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
ま
で
、
松
前
藩
が
追
い
込

ま
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で

な
け
れ
ば
京
都
に
も
っ
て
行
く
意
味
が
わ
か
ら
な
い
ん
で

す
よ
ね
。

佐
々
木　

結
果
と
し
て
は
、
波
響
は
京
都
の
画
壇
に
受
け

入
れ
ら
れ
て
、
の
ち
に
花
鳥
風
月
画
の
画
家
と
し
て
そ

れ
な
り
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
た
だ
政
治
的
な
効
果
は

ち
ょ
っ
と
疑
問
か
な
と
。
も
う
少
し
突
っ
込
ん
で
考
え
る

と
、
京
都
に
も
っ
て
行
っ
た
か
ら
こ
そ
幕
府
は
無
視
し
た
。

絵
画
を
見
せ
に
行
っ
た
だ
け
の
、
純
粋
な
文
化
交
流
と

い
う
こ
と
に
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

大
塚　
「
夷
酋
列
像
」
を
描
き
、
京
都
に
ま
で
も
っ
て
行

く
ア
イ
デ
ア
を
出
し
た
の
は
、
藩
主
の
道
広
な
の
か
、
波

響
自
身
な
の
か
。
あ
る
い
は
家
臣
団
か
ら
出
た
の
か
。
そ

し
て
一
二
人
を
選
び
、
描
き
方
を
誰
が
決
め
た
の
か
。
誰

ヌ
の
人
び
と
を
撮
影
し
て
い
ま
す
。
ア
イ
ヌ
風
俗
の
映
像

の
最
初
の
も
の
で
す
。
そ
れ
が
一
八
九
七
年
の
こ
と
で
す
。

そ
の
と
き
に
「
夷
酋
列
像
」
が
ジ
レ
ル
の
手
に
渡
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
も
考
え
て
い
ま
す
。

　

わ
た
し
は
、
民
博
本
の
収
蔵
を
契
機
と
し
て
、
二
〇

〇
五
年
度
に
民
博
で
共
同
研
究
会
「『
夷
酋
列
像
』
の
文

化
人
類
学
的
研
究
」
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
、

大
半
の
「
夷
酋
列
像
」
研
究
は
、
美
術
史
的
な
観
点
で

お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
歴
史
研
究
者
も
、
画
像
を

読
み
解
く
こ
と
に
は
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ

こ
で
こ
の
共
同
研
究
で
は
、
文
化
人
類
学
を
基
礎
に
お
い

て
、
美
術
史
や
歴
史
学
に
と
ど
ま
ら
ず
、
東
洋
史
、
物
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の
民
」
を
鎮
圧
し
、
極
刑
を
科
す
と
い
う
気
持
ち
で
は

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

  「
夷
酋
列
像
」
の
も
っ
て
い
る
魅
力
は
、
波
響
の
ア
イ
ヌ

に
対
す
る
尊
敬
す
ら
感
じ
さ
せ
る
描
き
方
に
あ
る
と
思

い
ま
す
。
そ
う
い
う
心
情
が
絵
の
細
部
に
に
じ
み
出
て
い

る
部
分
が
あ
る
気
が
し
ま
す
。

日
髙　

不
思
議
な
の
は
、
波
響
は
こ
れ
以
後
ア
イ
ヌ
の
絵

を
描
い
て
い
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

大
塚　

そ
れ
は
波
響
の
大
き
な
謎
で
す
。
彼
の
ア
イ
ヌ
に

対
す
る
感
情
と
相
反
す
る
描
写
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
忸じ
く

怩じ

た
る
も
の
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
髙　

描
き
終
わ
っ
た
後
に
、
描
く
前
に
は
な
か
っ
た
、

何
か
悶
々
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

ア
イ
ヌ
の
絵
を
描
か
な
く
な
っ
た
こ
と
も
、
何
が
あ
っ
た

の
か
、
ド
ラ
マ
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

未
来
へ
向
か
っ
て

大
塚　
「
夷
酋
列
像
」
か
ら
は
、
ま
だ
ま
だ
こ
の
先
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
が
読
み
取
れ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら

を
ど
う
解
釈
し
て
ど
う
位
置
づ
け
れ
ば
い
い
の
か
、
こ
れ

だ
と
い
う
決
め
手
は
な
か
な
か
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。

日
髙　

先
生
の
報
告
書
の
出
版
で
、
研
究
が
よ
り
進
展
す

る
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。

大
塚　

共
同
研
究
で
得
た
知
見
を
共
通
の
財
産
と
し
な
が

ら
、
謎
の
解
明
に
活
か
し
て
く
れ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
北
海
道
開
拓
記
念
館
と
道
立
ア
イ
ヌ
民
族

文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
が
統
合
さ
れ
、
北
海
道
博
物
館
が

開
館
し
ま
し
た
。
今
回
の
「
夷
酋
列
像
」
展
が
、
北
海

道
は
も
と
よ
り
日
本
列
島
に
生
き
る
人
た
ち
が
ア
イ
ヌ

の
人
た
ち
と
と
も
に
手
を
携
え
て
生
き
て
い
き
ま
し
ょ
う

と
い
う
、
新
し
い
共
生
社
会
の
構
築
に
向
け
た
メ
ッ
セ
ー

ジ
の
ひ
と
つ
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

本
な
ど
を
一
堂
に
集
め
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
歴
史
的
背

景
や
波
響
、
日
本
近
世
絵
画
史
は
も
と
よ
り
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
衣

装
や
道
具
か
ら
ア
イ
ヌ
文
化
、
北
方
域
の
物
流
の
実
態
、
大
航
海
時
代
と

い
う
世
界
史
的
な
動
き
な
ど
、
知
ら
れ
ざ
る
北
東
ア
ジ
ア
や
北
太
平
洋
地

域
の
状
況
を
よ
み
と
る
こ
と
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
歴
史
、
民
族
、
美
術
な

ど
多
角
的
な
視
点
で
と
ら
え
る
こ
と
で
、
一
八
〜
一
九
世
紀
の
多
様
化
す

る
社
会
構
造
、
本
州
以
南
の
人
び
と
が
蝦
夷
地
や
外
国
に
対
す
る
イ
メ
ー

ジ
を
、
現
存
す
る
資
料
で
リ
ア
ル
に
展
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

国
立
民
族
学
博
物
館
（
以
下
、
民
博
）
と
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
（
以
下
、

歴
博
）、
北
海
道
博
物
館
の
メ
ン
バ
ー
が
共
同
で
実
施
す
る
博
物
館
な
ら
で

は
の
学
際
的
な
特
別
展
示
で
も
あ
る
。

こ
の
特
別
展
「
夷
酋
列
像
―
蝦
夷
地
イ
メ
ー
ジ
を
め
ぐ
る
人
・
物
・
世

界
―
」
の
企
画
は
、
三
年
前
の
二
〇
一
三
年
か
ら
民
博
と
歴
博
と
北
海
道

博
物
館
の
担
当
者
レ
ベ
ル
で
幾
度
と
な
く
協
議
を
し
な
が
ら
展
示
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
立
ち
上
げ
ら
れ
た
。
こ
の
間
、
北
海
道
博
物
館
で
の
実
行
委

員
会
の
立
ち
上
げ
（
北
海
道
新
聞
社
、
北
海
道
歴
史
文
化
財
団
、
北
海
道
博

物
館
）、
借
用
交
渉
、
協
定
書
、
借
用
条
件
な
ど
と
、
ブ
ザ
ン
ソ
ン
博
や

民
博
、
歴
博
な
ど
と
の
調
整
を
は
か
り
な
が
ら
準
備
を
進
め
て
き
た
。
最

初
の
開
催
で
あ
る
北
海
道
博
物
館
で
は
、
二
〇
一
五
年
九
月
五
日
に
開
幕

し
、観
覧
者
数
五
万
一
〇
四
六
人
、関
連
講
演
会
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
七
件
）

な
ど
の
参
加
者
数
一
三
〇
〇
人
と
大
盛
況
の
な
か
一
一
月
八
日
に
閉
会
し

た
。
観
覧
者
か
ら
は
、
多
く
の
模
写
や
粉
本
と
比
較
し
て
み
る
こ
と
が
で

き
波
響
筆
の
「
夷
酋
列
像
」
が
い
か
に
繊
細
な
技
法
で
描
か
れ
、
人
物
の

姿
や
構
図
な
ど
、
完
成
さ
れ
た
絵
で
あ
る
こ
と
や
、
描
か
れ
た
蝦え

夷ぞ

錦に
し
き、

ロ
シ
ア
の
外が
い

套と
う

な
ど
の
衣
装
や
ア
イ
ヌ
民
族
の
道
具
、
毛
皮
、
朝
ち
ょ
う

鮮せ
ん

毛け

綴つ
づ
れ、

ジ
ャ
ワ
更
紗
な
ど
、
蝦
夷
地
で
交
易
や
交
流
と
い
っ
た
世
界
史
的
な
動
き

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
驚
く
方
が
多
か
っ
た
。

こ
の
後
、
歴
博
で
は
特
集
展
示
と
し
て
（
二
〇一五
年
一二
月
一五
日
〜
二
〇一六

年
二
月
七
日
）、
民
博
で
は
特
別
展
示
と
し
て
（
二
〇
一六
年
二
月
二
五
日
〜
五
月

一〇
日
）、
順
に
開
催
す
る
。
こ
の
展
示
会
を
つ
う
じ
ア
イ
ヌ
文
化
、
そ
の
歴
史

な
ど
に
あ
ら
た
な
発
見
や
興
味
、
関
心
を
も
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

ク
ナ
シ
リ・
メ
ナ
シ
の
戦
い
は
、幕
府
や
松
前
藩
に
よ
っ

て
、
暮
ら
す
土
地
だ
け
で
な
く
、
そ
の
自
立
性
が
奪
わ

れ
ゆ
く
な
か
で
起
こ
っ
た
、
ア
イ
ヌ
と
い
う
民
族
の
危
機

に
対
す
る
、
最
後
の
大
規
模
な
抵
抗
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

波
響
も
矛
盾
に
は
苦
し
ん
だ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

波
響
は
一
年
以
上
を
か
け
て
、
一
二
枚
の
絵
を
描
き
ま
す
。

な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
の
時
間
と
労
力
を
か
け
て
、
精
密
な
描

写
を
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

絵
を
見
て
い
る
と
、
波
響
は
ど
う
い
う
気
持
ち
で
描

い
た
の
か
、
い
ろ
い
ろ
と
伝
わ
っ
て
く
る
気
が
し
ま
す
。

ツ
キ
ノ
エ
の
妻
チ
キ
リ
ア
シ
カ
イ
は
、
自
分
の
息
子
が
処

刑
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
首
実
検
ま
で
さ
せ
ら
れ
ま

す
。
そ
の
顔
は
、
悲
し
み
な
の
か
、
怒
り
な
の
か
、
あ
る

い
は
憤ふ
ん

懣ま
ん

や
る
か
た
な
い
と
い
う
よ
う
な
表
情
に
も
見
え

ま
す
。
そ
の
と
き
の
波
響
の
心
情
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
決
し
て
「
化
外

実
像
と
虚
像

大
塚　

松
前
広
長
に
よ
る
序
文
や
解
説
と
、
描
か
れ
た

絵
と
の
整
合
性
も
ち
ぐ
は
ぐ
で
す
。
序
文
に
は
、「
夷
酋

列
像
」
が
描
か
れ
る
経
緯
が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ア
イ

ヌ
の
人
び
と
は
「
野
蛮
」
で
「
未
開
」
な
る
人
び
と
の
よ

う
な
位
置
づ
け
で
す
。
服
装
の
豪
華
さ
と
そ
の
背
景
に

あ
る
交
易
経
済
が
盛
ん
だ
っ
た
ア
イ
ヌ
の
実
情
と
は
ま
っ

た
く
合
い
ま
せ
ん
。

佐
々
木　

広
長
の
序
文
は
「
野
蛮
人
」
と
書
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
か
、
こ
う
い
う
も
の
を
作
る
と
き
の
様

式
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
あ
て
は
め
よ
う
と
し
て
実
像
と
大

き
な
矛
盾
を
起
こ
し
て
い
る
の
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
し

た
。

大
塚　

ア
イ
ヌ
は
「
野
蛮
」
で
も
「
未
開
」
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
誇
り
高
き
ト
レ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
中
国
や
ロ
シ
ア

と
の
交
易
で
非
常
に
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。

佐
々
木　

特
に
、
ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ
の
戦
い
が
起
き
た

道
東
地
方
に
暮
ら
す
人
た
ち
は
、
ア
イ
ヌ
の
な
か
で
も
最

後
ま
で
自
立
性
を
保
っ
た
人
び
と
で
し
た
ね
。

大
塚　

そ
う
で
す
。
彼
ら
は
千
島
列
島
ま
で
出
か
け
て

猟
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
。
北
方
四
島
の
と
な
り
ウ

ル
ッ
プ
島
は
「
ラ
ッ
コ
島
」
と
も
よ
ば
れ
る
ほ
ど
ラ
ッ
コ

猟
が
さ
か
ん
な
と
こ
ろ
で
す
。
道
東
地
域
の
ア
イ
ヌ
は
そ

こ
で
の
狩
猟
・
生
産
を
占
有
し
て
い
ま
し
た
。
ラ
ッ
コ
な

ど
海
獣
の
毛
皮
や
、
ワ
シ
・
タ
カ
な
ど
猛も
う

禽き
ん

類
の
矢
羽

根
な
ど
、
豊
か
な
交
易
資
源
と
流
通
の
拠
点
が
あ
り
、

非
常
に
地
の
利
を
得
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
ア
イ
ヌ
社
会
に
も
非
常
に
豊

か
な
時
代
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
軍
事
力
だ
っ
て
、
道

南
の
和
人
に
匹
敵
す
る
も
の
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
実
際

に
樺
太
ア
イ
ヌ
が
元
と
の
戦
い
に
用
い
た
弓
な
ど
が
残
っ

て
い
ま
す
。

一
九
八
四
（
昭
和
五
九
）
年
、
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ザ
ン
ソ
ン
美
術
考
古
博
物

館
（
以
下
、
ブ
ザ
ン
ソ
ン
博
）
の
所
蔵
品
に
、
一
七
九
〇
（
寛
政
二
）
年
に

描
か
れ
た
蠣か
き

崎ざ
き

波は

響き
ょ
う

筆
の
「
夷い

酋し
ゅ
う

列れ
つ

像ぞ
う

」
一
一
点
と
松ま
つ

前ま
え

広ひ
ろ

長な
が

が
著
し
た

「
夷
酋
列
像
序
」二
点
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
報
道
記
事
は
衝
撃
的
で
あ
っ

た
。
こ
れ
ま
で
波
響
筆
と
さ
れ
て
い
た
「
夷
酋
列
像
」
は
、
函
館
市
中
央

図
書
館
所
蔵
の
「
御
味
方
蝦
夷
之
図
」
二
点
で
あ
り
完
全
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
幸
い
に
小こ

島じ
ま

雪せ
っ

崝そ
う

が
一
八
四
三
（
天
保
一
四
）

年
に
模
写
し
た
「
夷
酋
列
像
序
」
二
点
、「
夷
酋
列
像
」
一
二
点
、
こ
の

模
写
に
付
け
ら
れ
た
「
末
文
」
二
点
か
ら
な
る
作
品
が
あ
り
、
全
容
を
伝

え
る
貴
重
な
資
料
と
し
て
知
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

本
来
の
「
夷
酋
列
像
」
は
、
波
響
が
描
い
た
一
二
枚
の
ア
イ
ヌ
の
絵
と
、

家
老
を
務
め
た
松
前
広
長
が
著
し
た
二
枚
の
「
序
文
」
か
ら
な
る
も
の
で

あ
る
。
描
か
れ
た
一
二
枚
の
ア
イ
ヌ
は
、
一
七
八
九
（
寛
政
元
）
年
五
月
に

起
き
た
「
ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ
の
戦
い
」
を
治
め
る
た
め
、
松
前
藩
に
協

力
し
た
有
力
者
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
つ
け
ら
れ
た
解
説
と
し
て
、

広
長
が
著
し
た
「
夷
酋
列
像
附
録
」
が
あ
り
、
松
前
藩
が
「
夷
酋
列
像
」

を
制
作
し
た
意
図
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
夷
酋
列
像
」

は
、
ア
イ
ヌ
絵
と
し
て
の
美
術
的
な
価
値
と
歴
史
的
な
価
値
を
兼
ね
備
え

た
一
級
資
料
で
も
あ
る
。
松
前
藩
主
で
あ
る
松ま
つ

前ま
え

道み
ち

広ひ
ろ

の
君
命
を
受
け
、

波
響
は
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
の
異
質
性
を
示
す
た
め
、
あ
え
て
中
国
の
衣
装

や
西
洋
の
外
套
な
ど
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
描
い
て
い
る
。

特
別
展
の
目
的
は
、
こ
の
「
夷
酋
列
像
」
に
焦
点
を
あ
て
、
模
写
や
粉

右う

代し
ろ 

啓ひ
ろ

視し

北
海
道
博
物
館
学
芸
主
幹

「
夷
酋
列
像
」へ
の

多
角
的
視
点
か
ら
の

ア
プ
ロ
ー
チ

北海道博物館での展示会場風景シンポジウム「夷酋列像は何をうつすか」
（2015年10月11日開催）

チキリアシカイ
蠣崎波響筆《夷酋列像》、
1790（寛政2）年、フランス・
ブザンソン美術考古博物館
所蔵
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比
較
観
察
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制

作
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
イ
コ
リ
カ
ヤ
ニ
」
図
を
欠
く
ブ
ザ
ン
ソ
ン
美
術
考
古
博

物
館
所
蔵
の
「
夷
酋
列
像
」
を
素
材
と
し
て
使
用
し
て

い
る
た
め
、コ
ン
テ
ン
ツ
に
登
場
す
る
の
は
一
一
人
。
テ
ー

マ
に
つ
い
て
は
、
北
海
道
博
物
館
学
芸
員
の
春
木
晶
子

さ
ん
か
ら
ご
提
案
い
た
だ
き
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
す
る
箇
所
を
選
び
、
テ
ー
マ
を
ま
と
め
て
い
っ

た
。
テ
ー
マ
は
、
①
一
枚
ご
と
の
全
体
説
明
、
②
金き
ん

泥で
い

文

字
、
③
顔
、
④
蝦え

夷ぞ

錦に
し
き・

中
国
の
衣
服
、
⑤
ロ
シ
ア
の
衣
服
、
⑥
ア
イ
ヌ
文
様
の
あ

る
衣
服
、
⑦
道
具
、
⑧
毛
皮
と
動
物
、
⑨
装
身
具
、
⑩
履
物
、
か
ら
成
っ
て
い
る
。

今
回
制
作
し
た
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
に
は
、
先
述
の
テ
ー
マ
を
自
分
で
選
択
し

て
見
る「
自
在
閲
覧
シ
ス
テ
ム
」と
、四
五
枚
の
画
面
を
一
枚
二
〇
秒
で
表
示
す
る「
自

動
デ
モ
モ
ー
ド
」
の
二
種
類
が
あ
る
。
ど
ち
ら
を
展
示
に
用
い
る
か
は
、
混
雑
状
況

等
に
よ
り
、博
物
館
ス
タ
ッ
フ
が
判
断
し
、Ｐ
Ｃ
起
動
時
に
選
択
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

自
在
閲
覧
シ
ス
テ
ム
で
は
、「
も
く
じ
」
画
面
か
ら
見
た
い
テ
ー
マ
を
選
び
、「
夷

酋
列
像
」
の
高
精
細
画
像
を
自
由
に
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
画
面
は
、
表
示
を
二

倍
に
拡
大
す
る
「
大
き
く
」
ボ
タ
ン
、
二
分
の
一
に
縮
小
す
る
「
小
さ
く
」
ボ
タ
ン
、

倍
率
や
表
示
位
置
を
起
動
時
の
画
面
に
戻
す
「
リ
セ
ッ
ト
」
ボ
タ
ン
、
も
く
じ
に
戻

る
「
も
く
じ
」
ボ
タ
ン
な
ど
で
操
作
で
き
る
ほ
か
、
指
で
絵
の
同
じ
場
所
を
ト
ン
ト

ン
二
回
叩
く
と
、
そ
の
場
所
を
中
心
に
し
て
表
示
が
二
倍
に
拡
大
す
る
仕
組
み
や
、

指
を
絵
に
触
れ
た
ま
ま
動
か
す
と
、
表
示
も
指
の
動
き
に
合
わ
せ
て
動
く
仕
組
み
も

あ
る
。
解
説
の
文
章
は
、
画
面
に
表
示
さ
れ
る
絵
に
応
じ
て
変
わ
る
。

テ
ー
マ
に
よ
っ
て
、
選
択
箇
所
が
多
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
数
が
限
ら
れ
て
い
る
も

の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
も
く
じ
で
「
蝦
夷
錦
・
中
国
の
衣
服
」
を
選
ぶ
と
、
全
員
に

つ
い
て
選
択
箇
所
が
表
示
さ
れ
る
が
、「
ア
イ
ヌ
文
様
の
あ
る
衣
服
」
で
は
、
三
人

に
つ
い
て
し
か
選
択
箇
所
が
表
示
さ
れ
な
い
。
松
前
藩
が
、
あ
る
い
は
、蠣
崎
波
響
が
、

ど
の
よ
う
な
衣
装
を
着
せ
て
こ
れ
ら
の
人
び
と
を
描
き
た
か
っ
た
の
か
、
こ
れ
ら
の

画
面
か
ら
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

〈
コ
ン
テ
ン
ツ
制
作
メ
ン
バ
ー
〉
解
説
文
：
春
木
晶
子
、
シ
ス
テ
ム
制
作
・
画
面
デ
ザ
イ
ン
：
鈴
木

卓
治
・
山
本
紀
久
子
、
企
画
・
制
作
統
括
：
内
田
順
子

「
夷
酋
列
像
」

デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
の
制
作

「
夷い

酋し
ゅ
う

列れ
つ

像ぞ
う

」
の
実
物
を
見
て
、
み
な
さ
ん
は
最
初
に
ど
ん
な
こ
と
を
感
じ
る
だ
ろ

う
か
。
原
紙
の
大
き
さ
は
、
縦
四
〇
セ
ン
チ
、
横
三
〇
セ
ン
チ
。「
思
っ
て
い
た
よ
り

小
さ
い
」
と
感
じ
る
か
た
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
近
く
で
見
ら
れ
た

ら
い
い
の
に
。
拡
大
し
て
細
部
を
観
察
で
き
た
ら
い
い
の
に
。
博
物
館
の
デ
ジ
タ
ル

コ
ン
テ
ン
ツ
は
、
来
館
者
の
そ
う
し
た
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
の
ツ
ー
ル
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。

「
夷
酋
列
像
」
展
に
お
い
て
制
作
し
た
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
は
、「
夷
酋
列
像
」
に

描
か
れ
た
ア
イ
ヌ
の
有
力
者
た
ち
を
、
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
で
、
そ
の
部
分
に
着
目
し
、

内う
ち

田だ 

順じ
ゅ
ん

子こ

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
准
教
授

館
が
所
蔵
す
る
木
綿
衣
（
収
集
年
―
一
九
五
一
年
、
収
集
地
―
釧
路
市
、
製

作
地
―
虻
田
町
、
以
下
釧
路
資
料
）
と
の
比
較
研
究
も
お
こ
な
っ
て
い
る
。

こ
の
比
較
研
究
は
今
も
続
い
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
ロ
シ
ア
資
料
二

点
と
釧
路
資
料
と
の
あ
い
だ
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
共
通
性
や
類
似
性
を

確
認
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
襠ま
ち

の
あ
る
独
特
の
木
綿
衣
で
あ
る
こ
と
や
、

藍
で
染
め
ら
れ
た
木
綿
地
に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
切
り
伏
せ
刺し

繍し
ゅ
う

の
模
様
、
お

よ
び
切
り
伏
せ
刺
繍
の
布
素
材
（
小
袖
を
リ
サ
イ
ク
ル
し
た
と
見
ら
れ
る
紋も
ん

綸り
ん

子ず

、
平ひ
ら

絹ぎ
ぬ

、
紅も

絹み

な
ど
の
絹
織
物
の
断
片
）
な
ど
が
共
通
し
て
い
る
。
そ

う
し
た
こ
と
か
ら
見
え
て
き
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
は
北
海
道
の
噴
火
湾
地

方
の
同
じ
コ
タ
ン
（
ア
イ
ヌ
社
会
を
構
成
す
る
最
小
の
居
住
単
位
）
に
住
む

ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
が
、
同
じ
時
期
に
つ
く
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
ま
た
、
い
ず
れ
の
切
り
伏
せ
刺
繍
も
長
年
の
使
用
に
よ
っ
て

生
じ
た
と
見
ら
れ
る
布
地
の
劣
化
が
著
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
八
世
紀

初
頭
の
収
集
と
想
定
さ
れ
る
ロ
シ
ア
資
料
の
製
作
時
期
は
、
一
六
世
紀
後

半
か
ら
一
七
世
紀
初
頭
あ
た
り
ま
で
遡
り
う
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
可
能
性

を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
は
、
ロ
シ
ア
資
料
の
木
綿
衣
と
と
も
に
千
島
列

島
北
部
で
収
集
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
ア
イ
ヌ
の
刀
懸
け
帯
の
飾
り
布
が

あ
る
。
こ
れ
は
室
町
時
代
末
期
か
ら
江
戸
時
代
初
期
の
あ
い
だ
に
つ
く
ら

れ
、
日
本
染
織
史
上
超
一
級
の
名
品
と
さ
れ
る
「
辻
が
花
」
の
断
片
で
、

そ
の
存
在
も
ま
た
、
今
回
の
科
研
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
調
査
で
あ
き
ら
か
に

な
っ
た
。

こ
う
し
た
ア
イ
ヌ
の
衣
服
か
ら

の
発
見
は
、
北
海
道
ア
イ
ヌ
が
積

極
的
に
対
外
活
動
を
展
開
し
て

い
た
こ
と
の
あ
ら
た
な
証
し
と
い

え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
発
見
は
闇

の
な
か
に
埋
も
れ
て
い
た
ア
イ
ヌ

文
化
史
の
一
六
世
紀
後
半
か
ら
一

七
世
紀
の
時
期
に
、
一
条
の
光
を

幾
多
の
方
向
に
向
け
て
照
射
し

始
め
て
い
る
。

ア
イ
ヌ
民
族
資
料
は
、
国
内
外
の
博
物
館
や
資
料
館

な
ど
に
数
多
く
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

の
大
半
は
、
原
収
集
地
や
使
用
地
、
収
集
年
代
や
使
用

年
代
な
ど
が
あ
き
ら
か
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
世

紀
前
半
以
前
の
ア
イ
ヌ
文
化
に
は
、
不
明
な
こ
と
が
多
く
、

「
夷い

酋し
ゅ
う

列れ
つ

像ぞ
う

」
を
は
じ
め
と
す
る
絵
画
史
料
や
文
献
史
料

に
よ
っ
て
、
お
お
よ
そ
の
よ
う
す
が
知
ら
れ
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
原
収
集
地
や
使
用
地
、
収
集
年
代
や
使
用
年
代

が
ほ
ぼ
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
い
る
古
い
ア
イ
ヌ
の
衣
服
と
し
て
、
ロ
シ
ア

の
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
あ
る
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
・
ピ
ョ
ー

ト
ル
大
帝
記
念
人
類
学
民
族
学
博
物
館
が
所
蔵
す
る
木
綿
衣
二
点
（
晴

れ
着
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
衣
服
で
、
ア
イ
ヌ
語
名
称
は
「
ル
ウ
ン
ペ
」、 

資
料

番
号
８
２
０

－

７
／
２ 

、
以
下
ロ
シ
ア
資
料
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
前
記

の
博
物
館
が
火
災
に
見
ま
わ
れ
た
一
七
四
七
年
よ
り
も
前
に
収
蔵
さ
れ
て

い
た
と
い
う
。
そ
の
情
報
に
間
違
い
が
な
け
れ
ば
二
点
の
木
綿
衣
は
、
一

八
世
紀
初
頭
に
千
島
列
島
北
部
で
収
集
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
ア
イ

ヌ
の
最
古
の
衣
服
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

一
昨
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
科
研
「
北
方
寒
冷
地
域
に
お
け
る
織
布
技

術
と
布
の
機
能
」（
代
表
・
佐
々
木
史
郎
）
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、

わ
た
し
も
研
究
分
担
者
と
し
て
織
物
や
織
り
に
係
る
さ
ま
ざ
ま
な
民
族

資
料
の
調
査
・
研
究
を
遂
行
中
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
環
と
し
て
、

前
記
の
ロ
シ
ア
資
料
と
、
北
海
道
立
ア
イ
ヌ
総
合
セ
ン
タ
ー
元
学
芸
員
の

津
田
命
子
さ
ん
に
よ
っ
て
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
釧
路
市
立
博
物

吉よ
し

本も
と 

忍し
の
ぶ

民
博 

名
誉
教
授

ア
イ
ヌ
の
衣
服
か
ら
見
え
て
き
た
こ
と

釧路市立博物館所蔵の
木綿衣（この木綿衣は、
「夷酋列像」展で展示さ
れる）

紋綸子（もんりん
ず）に摺り匹田（す
りひった）が染めら
れた切り伏せ刺繍

自在閲覧システム「全体説明」画面

自在閲覧システム「全体説明」の「ツキノエ」の拡大画面

自在閲覧システムの操作風景
ロシア資料の刀懸け帯の飾り布として
使われている「辻が花」の断片

8   9    2016 年 2月号


