
唐か
ら

草く
さ

文
様
は
︑
織
物
や
仏
教
の
装
飾
な
ど
と
し
て
︑

唐か
ら

︵
中
国
︶
か
ら
伝
え
ら
れ
ま
し
た
︒

そ
の
唐
草
文
様
は
︑
蔓つ

る

草く
さ

の
這は

う
よ
う
に
伸
び
る

姿
が
︑
生
命
力
の
強
さ
の
象
徴
と
し
て
賞め

で
ら
れ
︑

色
々
な
植
物
と
組
み
合
わ
せ
て
描え

が

か
れ
て
参
り
ま
し

た
︒法ほ

う

隆り
ゅ
う

寺じ

の
軒の

き

平ひ
ら

瓦が
わ
らに
は
﹁
忍に

ん

冬ど
う

唐か
ら

草く
さ

﹂︑
薬や

く

師し

寺じ

の
本ほ

ん

尊ぞ
ん

の
台だ

い

座ざ

︵
国
宝
︶
に
は
︑
ギ
リ
シ
ャ
の

﹁
葡ぶ

ど
う萄
唐か

ら

草く
さ

﹂︑
そ
し
て
正

し
ょ
う

倉そ
う

院い
ん

宝ほ
う

物も
つ

の
多
く
に
は
︑

﹁
宝ほ

う

相そ
う

華げ

唐か
ら

草く
さ

﹂︵
花
文
様
︶
が
見
ら
れ
ま
す
︒

鎌
倉
・
室
町
時
代
に
な
り
ま
す
と
︑
元げ

ん

・
明み

ん

か
ら

の
陶
磁
器
や
織
物
が
伝
わ
り
︑
そ
こ
に
描え

が

か
れ
て
い

た
美
し
い
﹁
牡ぼ

丹た
ん

唐
草
﹂
や
﹁
菊
唐
草
﹂
な
ど
と
の

出
合
い
が
あ
り
︑
そ
れ
ら
を
お
手
本
と
し
て
︑
江
戸

牡ぼ

丹た

ん

唐か

ら

草く

さ

﹇
富ふ

う

貴き

万ば

ん

代だ

い

﹈

時
代
の
装
飾
文
様
は
︑
花
開
い
て
い
っ
た
の
で
ご
ざ

い
ま
す
︒

こ
の
お
皿
に
は
︑
見
事
な
﹁
牡
丹
唐
草
﹂
が
描え

が

か

れ
て
お
り
ま
す
︒
そ
し
て
︑﹁
唐
草
﹂
は
︑
ど
こ
ま

で
も
伸
び
る
事
か
ら
︑﹁
長
寿
︑
延
命
﹂
の
象
徴
と

さ
れ
て
参
り
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
も
う
一
つ
の
意
味

が
あ
り
︑
そ
れ
は
蔓つ

る

草く
さ

の
蔓つ

る

が
﹁
蔓ま

ん

帯だ
い

﹂
と
呼
ば
れ

て
お
り
︑
そ
の
音
が
﹁
万ま

ん

代だ
い

﹂
に
通
じ
る
と
こ
ろ
か

ら
︑﹁
子し

孫そ
ん

繁は
ん

栄え
い

﹂
の
意
を
掛
け
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

そ
こ
で
牡
丹
唐
草
文
様
は
︑﹁
富
貴
な

牡
丹
﹂
と
﹁
万
代
の
蔓
草
﹂
と
で
︑﹁
富ふ

う

貴き

万ば
ん

代だ
い

﹂
の
吉き

っ

祥し
ょ
う

文も
ん

様よ
う

と
も
さ
れ
て
お

り
ま
す
︒

﹁
吉き

っ

祥し
ょ
う

図ず

案あ
ん

解か
い

題だ
い

﹂ 

︵
昭
和
十
五
年
・
一
九
四
〇
年
︶

「牡
ぼ

丹
たん

に束
たば

ね熨
の し

斗・宝
たから

尽
づく

し」
伊
い

万
ま

里
り

　志
し

田
だ

焼
やき

　江戸後期　尺皿

「熨斗」とは、熨斗鮑
あわび

の事で、鮑の肉を薄くはぎ、
引き延ばして乾かしたもの。「熨斗」が「延

の

し」
に通じるとして「永続」「延命」を表わす。熨斗
袋に付けられている。宝尽し文様は「宝

ほう

鑰
やく

」（宝
蔵の鍵）、宝

ほう

珠
じゅ

（宝の玉）、隠れ笠。
伊
い

万
ま

里
り

焼
やき

　
江戸中期　尺皿
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お
皿
の
絵
に
は
︑
寿じ

ゅ

石せ
き

に
花
と
蝶
が
描え

が

か
れ
て
い

ま
す
︒
さ
て
︑﹁
こ
の
花
は
︑
何
の
花
﹂
と
問
わ
れ

る
と
︑
多
く
の
方
は
﹁
牡ぼ

丹た
ん

﹂
だ
と
︑
お
答
え
に
な

り
ま
す
︒
実
は
私
も
︑
そ
う
思
い
込
ん
で
お
り
ま
し

た
︒

と
こ
ろ
が
︑
あ
る
日
︑
眺
め
て
い
た
絵え

手で

本ほ
ん

の
﹁
画え

本ほ
ん

必ひ
つ

要よ
う

﹂︵
宝ほ
う

暦れ
き
元
年
・
一
七
五
一

年
刊
︶
に
︑﹁
長

ち
ょ
う

春し
ゅ
んに
蝶ち

ょ
う
﹂
と
題
し
て
︑

同
じ
よ
う
な
花
が
描え

が

か
れ
て
い
ま
し
た
︒

よ
く
よ
く
見
る
と
︑
葉
の
形
が
︑
牡
丹

の
よ
う
な
切
れ
込
み
の
あ
る
大
形
の
葉

で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

そ
こ
で
﹁
長
春
﹂
を
調
べ
て
み
た
と
こ

ろ
︑四
季
咲
き
の
﹁
庚こ

う

申し
ん

薔ば

ら薇
﹂
と
の
事
で
︑

﹁
花
の
咲
く
時
期
は
︑
主
に
春
だ
が
︑
四
季

伊
い

万
ま

里
り

　志
し

田
だ

焼
やき

　
江戸後期　尺皿

長ち
ょ
う

春し
ゅ
ん

に
蝶ち

ょ
う

を
通
じ
て
花
を
つ
け
る
た
め
︑
長

ち
ょ
う

春し
ゅ
ん

花か

と
言
う
﹂

と
あ
り
ま
し
た
︒
中
国
原
産
の
こ
の
薔
薇
は
︑
日
本

に
は
古
く
に
渡
来
し
た
そ
う
で
︑
鎌
倉
時
代
の
公く

家げ

の
藤ふ

じ

原わ
ら
の

定て
い

家か

の
日
記
﹁
明め

い

月げ
つ

記き

﹂
の
中
に
︑﹁
長
春

花
﹂
の
名
が
記し

る

さ
れ
て
お
り
ま
す
︒

建け
ん

保ぽ
う

元
年
︵
一
二
一
三
年
︶
二
月
十
六
日

籬ま
が
き
の

下も
と

　
長

ち
ょ
う

春し
ゅ
ん

花か

　
猶な

お
あ
か
き
し
べ
あ
り

有
二

紅
蘂
一

今
も
︑
垣
根
な
ど
に
か
ら
ま
せ
た
こ
の
花
を
見
か

け
る
と
︑
そ
れ
は
美み

事ご
と

な
姿
で
︑
思
わ
ず
見
と
れ
て

し
ま
い
ま
す
︒
中
国
で
は
︑
年
中
花
を
つ
け
る
た
め
︑

﹁
月げ

っ

季き

花か

﹂
と
も
呼
ば
れ
︑﹁
花
の
后

き
さ
き

様さ
ま

﹂
と
し
て
愛め

で
ら
れ
て
き
た
の
も
︑
納
得
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

と
こ
ろ
で
﹁
庚こ

う

申し
ん

薔ば

ら薇
﹂
と
の
漢
字
の
名
前
は
︑

江
戸
時
代
の
絵
手
本
に
は
出
て
参
り
ま
せ
ん
︒
明
治

に
な
っ
て
か
ら
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
︒
そ
の
名
前
の
由ゆ

来ら
い

に
は
︑
諸
説
が
あ
り
ま

中な
か

路じ

定て
い

年ね
ん

画
﹁
画え

本ほ
ん

必ひ
つ

要よ
う

﹂︵
宝
暦
元
年
・
一
七
五
一
年
︶
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す
が
︑
長

ち
ょ
う

春し
ゅ
んが

訛な
ま

っ
て
﹁
こ
う
し
ん
﹂
と
な
り
︑
そ

れ
に
干え

と支
の
﹁
庚こ

う

申し
ん

﹂︵
か
の
え
さ
る
︶
の
字
を
当
て

ら
れ
た
と
か
︰
︰
︰
︒

以
前
は
﹁
庚こ

う

申し
ん

薔ば

ら薇
﹂
と
聞
い
て
も
︑
そ
の
名
前

に
つ
い
て
︑
ピ
ン
と
来
な
か
っ
た
の
で
す
が
︑
元
の

名
前
に
出
合
え
︑
素
直
に
納
得
す
る
事
が
で
き
ま
し

た
︒

渓
けい

斎
さい

英
えい

泉
せん

画「浮
うき

世
よ

風
ふう

流
りゅう

諸
しょ

職
しょく

画
が

譜
ふ

」 
（天保八年・一八三七年）

「長
ちょう

春
しゅん

に寿
じゅ

石
せき

と蝶
ちょう

」
伊
い

万
ま

里
り

　志
し

田
だ

焼
やき

　型
かた

紙
がみ

摺
すり

絵
え

　
明治初期　尺皿

「長
ちょう

春
しゅん

に蝶
ちょう

」
伊
い

万
ま

里
り

　志
し

田
だ

焼
やき

　型
かた

紙
がみ

摺
すり

絵
え

　
明治初期　一尺二寸皿

「氷
こおり

梅
うめ

に長
ちょう

春
しゅん

に蝶
ちょう

」
伊
い

万
ま

里
り

　志
し

田
だ

焼
やき

　
江戸後期　尺皿

「長
ちょう

春
しゅん

に唐
から

子
こ

」
伊
い

万
ま

里
り

　志
し

田
だ

焼
やき

　
江戸後期　尺皿

「長
ちょう

春
しゅん

に欄
らん

干
かん

」
伊
い

万
ま

里
り

　志
し

田
だ

焼
やき

　
江戸後期　尺皿
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お
皿
の
絵
の
︑
芭ば

蕉し
ょ
うの

根
元
に
置
か
れ
て
い
る

﹁
庭に

わ

石い
し

﹂
は
︑﹁
太た

い

湖こ

石せ
き

﹂
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
太た

い

湖こ

石せ
き

は
︑
も
と
も
と
中
国
の
太た

い

湖こ

か
ら
多
く
産
出
し
た

﹁
石せ

っ

灰か
い

岩が
ん

﹂
で
︑
永
年
︑
湖
の
水
に
よ
っ
て
溶
か
さ
れ
︑

珍
し
い
形
に
な
っ
た
奇き

石せ
き

の
事
で
す
︒

古
来
そ
の
趣

お
も
む
きが
好
ま
れ
︑
庭
園
に
据す

え
て
観か

ん

賞し
ょ
うさ

れ
て
参
り
ま
し
た
︒
特
に
文ぶ

ん

人じ
ん

に
は
︑
こ
れ
か
ら
先

も
変
わ
る
こ
と
な
く
︑
そ
こ
に
あ
り
続
け
る
﹁
寿じ

ゅ

石せ
き

﹂
と
し
て
好
ま
れ
ま
し
た
︒
そ
れ
は
︑﹁
生

し
ょ
う

涯が
い

の

友と
も

﹂
を
も
意
味
し
︑
絵
画
に
も
﹁
太
湖
石
図
﹂
と
し

て
描え

が

か
れ
︑
賞し

ょ
うさ
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

こ
の
お
皿
に
は
︑﹁
太た

い

湖こ

石せ
き

﹂
の
そ
ば
に
︑
怪あ

や

し

い
者
が
来
る
と
︑
騒さ

わ

い
で
家か

人じ
ん

に
知
ら
せ
る
﹁
鵞が

鳥ち
ょ
う﹂

と
︑
日
の
出
︑
日
の
入
り
に
︑
美
し
い
声
で
時

を
知
ら
せ
る
﹁
鶉う

ず
ら

﹂︑
そ
し
て
破
れ
て
こ
そ

0

0

0

0

0

風
か
ら

太た

い

湖こ

石せ

き

﹇
生し

ょ
う

涯が

い

の
友と

も

﹈

身
を
守
る
︑﹁
破や

れ
芭ば

蕉し
ょ
う﹂
が
描え

が

か
れ
︑
見
る
人
の

心
を
安
ら
か
に
し
て
く
れ
ま
す
︒

﹁
吉き

っ

祥し
ょ
う

図ず

案あ
ん

解か
い

題だ
い

﹂︵
昭
和
十
五
年
・
一
九
四
〇
年
刊
︶

に
︑
お
皿
の
絵
の
構
図
と
似
た
よ
う
な
絵
が
︑
載の

っ

て
お
り
ま
し
た
︒
鳥
は
白ひ

よ
ど
り

頭
鳥
︵
鵯
︶︑
植
物
は
長

ち
ょ
う

春し
ゅ
ん︵

庚こ
う

申し
ん
薔ば
ら薇
︶
と
違
い
ま
す
が
︑
太
湖
石
に
は
︑

相あ
い

通つ
う

ず
る
味
わ
い
が
あ
り
ま
す
︒

太た
い

湖こ

石せ
き

は
︑
日
本
に
お
い
て
も
岐
阜
県
な
ど
で
産

出
さ
れ
︑
今
も
庭
石
や
銘め

い

石せ
き

と
し
て
愛
好
さ
れ
て
お

り
ま
す
︒
因ち

な

み
に
︑
石せ

っ

灰か
い

岩が
ん

が
地
下
の
マ
グ
マ
の
熱

を
受
け
︑
熱
変
成
し
て
結け

っ

晶し
ょ
う

質
に
な
っ
た
も
の
が
︑

﹁
大だ

い

理り

石せ
き

﹂
で
す
︒
そ
し
て
︑
そ
の
名
の
由ゆ

来ら
い

は
︑

こ
れ
ま
た
中
国
雲う

ん

南な
ん

省し
ょ
うの
﹁
大だ

い

理り

﹂
の
地
で
産
出
さ

れ
た
か
ら
︑
と
の
事
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

「吉
きっ

祥
しょう

図
ず

案
あん

解
かい

題
だい

」 
（昭和十五年・一九四〇年）

伊
い

万
ま

里
り

焼
やき

　
江戸後期　八寸皿

「菊
きく

水
すい

に太
たい

湖
こ

石
せき

」
伊
い

万
ま

里
り

　志
し

田
だ

焼
やき
　

江戸後期　尺皿
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菊
に
水
を
あ
し
ら
っ
た
﹁
菊
水
文
様
﹂
は
︑
よ
く

見
か
け
る
も
の
で
す
が
︑
楠

く
す
の

木き

正ま
さ

成し
げ

公
の
家
紋
と
し

て
も
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
︒
奈
良
時
代
に
中
国
か
ら

伝
わ
っ
た
菊
は
︑
花
を
水
に
浸ひ

た

し
て
︑
そ
の
水
を
飲

め
ば
︑
長
生
き
す
る
と
さ
れ
て
参
り
ま
し
た
︒

そ
の
由ゆ

来ら
い

は
︑
後ご

漢か
ん

の
末
︵
二
世
紀
末
︶
に
︑
応お

う

劭し
ょ
うが

著あ
ら

わ
さ
れ
た
﹁
風ふ

う

俗ぞ
く

通つ
う

﹂
に
記し

る

さ
れ
て
お
り
︑

そ
の
あ
ら
ま
し
が
︑
江
戸
中
期
の
﹁
絵え

本ほ
ん

鶯お
う

宿し
ゅ
く

梅ば
い

﹂

︵
元げ
ん
文ぶ
ん
五
年
・
一
七
四
〇
年
刊
︶
に
︑
次
の
よ
う
に
記し

る

さ

れ
て
お
り
ま
し
た
︒

﹁
応お

う

劭し
ょ
う︑

風ふ
う

俗ぞ
く

通つ
う

に
云い

わ
く︒

南な
ん

陽よ
う
の

酈れ
い

県け
ん

︑
甘か

ん

谷こ
く

水す
い

あ
り
︒
甘か

ん

美び

な
り
︒
其そ

の

山さ
ん

上じ
ょ
うに
大

お
お
い
に

菊
あ
り
︒
花は

な

水み
ず

に
落お

ち

て
山
上
よ
り
流な

が
れく

だ
る
︒
其そ

の

滋じ

液え
き

を
得う

る

も
の
︑

谷こ
く

中ち
ゅ
うに
三
千
余よ

家か

︑
井い

を
穿う

が
たず
此こ

の

水み
ず

を
飲
む
︒
み
な

壽い
の
ち
な
がし

︒
菊き

っ

華か

は
身
を
軽か

ろ
くし

︑
気
を
益ま

し
︑
人
を
堅け

ん

強き
ょ
うな
ら
し
む
﹂︒

こ
の
説せ

つ

話わ

か
ら
︑
平
安
の
貴
族
の
方
々
は
︑
菊
の

節せ
っ

句く

の
前
日
の
︑
九
月
八
日
の
夕
方
に
︑
菊
の
花
に

真ま

綿わ
た

︵
絹
の
綿わ
た
︶
を
被か

ぶ

せ
︑
菊
の
香
り
と
夜よ

露つ
ゆ

を
染し

み
込こ

ま
せ
ま
し
た
︒
そ
し
て
翌
朝
︑
こ
の
菊
の
露
を

含
ん
だ
綿わ

た

で
肌
を
拭ぬ

ぐ

い
︑
長
寿
を
願
わ
れ
た
と
の
事

で
︑
こ
れ
が
﹁
菊
の
き
せ
綿わ

た

﹂
と
言
わ
れ
る
も
の
で
︑

そ
の
後
﹁
菊き

く

酒ざ
け

﹂
を
飲
ま
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

菊き

く

水す

い

伝で

ん

説せ

つ

﹇
長ち

ょ
う

寿じ

ゅ

の
願ね

が

い
﹈

「新
しん

案
あん

模
も

様
よう

集
しゅう

」 
（明治三十四年・一九〇一年）

伊
い

万
ま

里
り

　志
し

田
だ

焼
やき

　　
江戸後期　尺皿

伊
い

万
ま

里
り

焼
やき
　

江戸後期　尺皿

伊
い

万
ま

里
り

焼
やき
　

江戸後期　尺皿
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こ
の
お
皿
に
描え

が

か
れ
て
い
る
お
花
は
︑
室
町
時
代

に
中
国
か
ら
渡と

来ら
い

し
た
︑
六ろ

く

弁べ
ん

花か

の
﹁
鉄て

っ

線せ
ん

﹂
で
ご

ざ
い
ま
す
︒

日
本
に
も
︑
こ
の
仲
間
で
八は

ち

弁べ
ん

の
﹁
風か

ざ

車ぐ
る
ま﹂

が
あ

り
︑
近
年
多
く
見
ら
れ
る
﹁
ク
レ
マ
チ
ス
﹂︵
花
弁
数

は
さ
ま
ざ
ま
︶
は
︑
こ
の
鉄
線
と
風
車
の
二
種
か
ら

西
洋
で
品
種
改
良
さ
れ
ま
し
た
︒
近
頃
は
︑
こ
れ
ら

全
体
を
ひ
っ
く
る
め
て
︑﹁
鉄
線
﹂︑
ま
た
は
﹁
ク
レ

マ
チ
ス
﹂
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
︒

鉄
線
の
図ず

柄が
ら

は
︑
桃
山
時
代
の
頃
か
ら
︑
着
物
な

ど
に
描え

が

か
れ
︑
江
戸
時
代
に
な
る
と
︑
絵か

い

画が

や
陶と

う

磁じ

器き

な
ど
に
も
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
京
焼
の
野の

の々

村む
ら

仁に
ん

清せ
い

︵
江
戸
前
期
︶
も
︑﹁
鉄て

っ

線せ
ん

花か

文も
ん

茶ち
ゃ

碗わ
ん

﹂
に
絵え

付つ

け
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
︒

鉄て

っ

線せ

ん

﹇
強つ

よ

い
結む

す

び
付つ

き
﹈

さ
て
︑
鉄
線
の
原
産
地
で
あ
る
中
国
で
は
︑﹁
鉄て

っ

線せ
ん

蓮れ
ん

﹂
と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
︒
そ
の
意
は
︑﹁
鉄

の
針は

り

金が
ね

の
よ
う
な
︑
強
く
て
硬か

た

い
蔓つ

る

を
持
っ
た
︑
気

品
の
あ
る
蓮は

す

の
ご
と
し
﹂
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
誠
に
言い

い
得え

て
妙み

ょ
うと
感
じ
入
り
ま
す
︒

そ
し
て
︑
こ
の
硬
い
蔓
を
持
つ
こ
と
か
ら
︑﹁
強

い
結
び
付
き
﹂
の
願
い
を
込
め
て
︑
花
嫁
衣
装
な
ど

に
も
描え

が

か
れ
て
参
り
ま
し
た
︒

そ
ん
な
訳
で
︑
こ
の
お
皿
も
︑
江
戸
時
代
の
女
性

が
宴え

ん

席せ
き

な
ど
で
目
に
さ
れ
た
時
︑
女
心
の
琴き

ん

線せ
ん

に
触

れ
︑
安
ら
か
な
心
に
な
ら
れ
た
事
で
し
ょ
う
︒
絵
と

は
︑
誠
に
不
思
議
な
力
を
持
っ
て
お
り
ま
す
︒

我
が
家
で
も
五
種
類
程
植
え
て
お
り
ま
す
が
︑
北

斎
翁
が
︑
こ
の
花
を
選
ば
れ
た
の
も
︑
そ
の
意
味
を

知
れ
ば
︑
納
得
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

伊
い

万
ま

里
り

　志
し

田
だ

焼
やき

　
江戸後期　九寸皿

橘
たちばな

保
やす

国
くに

画「画
え

本
ほん

野
の

山
やま

草
ぐさ

」 
（宝暦五年・一七五五年）

葛
かつ

飾
しか

北
ほく

斎
さい

画「北
ほく

斎
さい

漫
まん

画
が

 初編」 
（文化十一年・一八一四年）
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京
都
の
平
安
神
宮
の
神し

ん

苑え
ん

は
︑
大
き
な
池
の
周
り

に
路み

ち

を
巡め

ぐ

ら
し
︑
築つ

き

山や
ま

や
名め

い

石せ
き

な
ど
で
山さ

ん

水す
い

を
表
現

し
た
︑
池ち

泉せ
ん

回か
い

遊ゆ
う

式し
き

庭て
い

園え
ん

で
ご
ざ
い
ま
す
︒

初
夏
に
な
り
ま
す
と
︑
池
に
は
杜か

き
つ
ば
た若︑

花は
な

菖し
ょ
う

蒲ぶ

︑

睡す
い

蓮れ
ん

の
花
と
共
に
︑
河こ

う

骨ほ
ね

の
優
し
い
五
弁
の
花
が
咲

き
︑
色
取
り
を
添そ

え
て
く
れ
ま
す
︒

そ
し
て
︑
そ
の
葉
は
矢や

尻じ
り

形が
た

で
厚
く
︑
そ
の
艶つ

や

や

か
さ
に
は
︑
目
を
惹ひ

き
つ
け
ら
れ
ま
す
︒
地ち

下か

茎け
い

が

白
く
︑
動
物
の
背
骨
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
河こ

う

骨ほ
ね

︵
ま
た
は
︑
川
骨
︶
と
名
付
け
ら
れ
︑
そ
の
根こ

ん

茎け
い

を
漢

方
で
は
﹁
川せ

ん

骨こ
つ

﹂
と
呼
び
︑
止し

血け
つ

・
強

き
ょ
う

壮そ
う

剤ざ
い

と
し
て

重ち
ょ
う

宝ほ
う

さ
れ
て
参
り
ま
し
た
︒

さ
て
︑
こ
の
お
皿
の
絵
の
構
図
に
よ
く
似
た
絵
が
︑

江
戸
後
期
に
出
版
さ
れ
た
︑﹁
草そ

う

木も
く

鳥ち
ょ
う

獣じ
ゅ
う

諸し
ょ

職し
ょ
く

絵え

河こ

う

骨ほ

ね

手で

本ほ
ん

﹂︵
文ぶ
ん
政せ
い
元
年
・
一
八
一
八
年
刊
︶
に
載の

っ
て
お
り

ま
し
た
︒
ま
た
︑﹁
北ほ

く

斎さ
い

漫ま
ん

画が

﹂
や
﹁
北ほ

く

斎さ
い

画が

苑え
ん

﹂

︵
天て
ん
保ぽ
う
十
四
年
・
一
八
四
三
年
刊
︶
に
も
描え

が

か
れ
て
お
り
︑

河
骨
の
図ず

柄が
ら

は
︑
そ
の
可か

憐れ
ん

さ
故ゆ

え

︑
色
々
な
分
野
の

職
業
で
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

九
く

谷
たに

焼
やき

幕末～明治前期　八寸皿

葛
かつ

飾
しか

北
ほく

斎
さい

画「北
ほく

斎
さい

漫
まん

画
が

 初編」 
（文化十一年・一八一四年）

葛
かつ

飾
しか

北
ほく

斎
さい

画
「北

ほく

斎
さい

画
が

苑
えん

」 
（天保十四年・一八四三年）

紀朝臣敏著「草
そう

木
もく

鳥
ちょう

獣
じゅう

諸
しょ

職
しょく

絵
え

手
で

本
ほん

」 
（文政元年・一八一八年）
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こ
の
お
皿
に
は
︑﹁
立た

ち

葵あ
お
い﹂
が
描え

が

か
れ
︑
蘭ら

ん

の
よ

う
な
葉
が
添そ

え
ら
れ
て
お
り
ま
す
︒

江
戸
時
代
の
寺て

ら

子こ

屋や

の
教
科
書
に
︑﹁
実じ

つ

語ご

教き
ょ
う﹂

が
あ
り
︑
そ
の
絵
入
り
本
に
︑﹁
実じ

つ

語ご

教き
ょ
う

稚お
さ
な

絵え

解と
き

﹂

︵
江
戸
後
期
刊
︶
が
あ
り
ま
す
︒
こ
の
本
の
中
に
は
︑

お
皿
の
絵
と
同
じ
よ
う
な
立た

ち

葵あ
お
いが

描え
が

か
れ
て
お
り
︑

そ
こ
に
は
︑
色
々
と
教
訓
が
記し

る

さ
れ
て
お
り
ま
し
た
︒

そ
し
て
︑
そ
の
中
の
﹁
葵あ

お
いの
智ち

﹂
の
教
え
に
は
︑
目

か
ら
鱗う

ろ
こが

落
ち
る
思
い
で
ご
ざ
い
ま
し
た
︒

そ
れ
で
は
︑
そ
の
一
部
を
現
代
文
に
改
め
︑
書
き

直
し
ま
し
た
の
で
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
︒

﹁
左さ

伝で
ん

と
言
う
本
の
中
で
︑
孔こ

う

子し

は
︑﹃
人
の
智ち

は
︑

葵あ
お
いの
智ち

に
し
か
ず
﹄
と
説
か
れ
て
い
る
︒
葵あ

お
いは
︑
自

分
の
足あ

し

元も
と

を
よ
く
守
っ
て
い
る
︒
葵
は
︑
日
が
さ
し

伊
い

万
ま

里
り

　志
し

田
だ

焼
やき

江戸中期　尺皿

立た

ち

葵あ
お
い

﹇
葵あ

お
い

の
智ち

﹈

て
く
る
と
︑
葉
を
傾か

た
むけ
て
︑
根
を
被お

お

い
︑
己お

の
れを
全ま

っ
とう

す
る
事
を
知
っ
て
い
る
︒
し
か
る
に
︑
人
と
し
て
学

ば
ざ
る
愚ぐ

人じ
ん

は
︑
わ
が
足
元
の
事
さ
え
悟さ

と

ら
ず
︑
暗

き
に
迷
い
︑
災わ

ざ
わい
に
至い

た

る
事
を
知
ら
な
い
︒
こ
れ
人

た
る
も
の
︑
智
な
き
時
は
︑
草そ

う

木も
く

に
も
お
よ
ば
ざ
る

な
り
﹂︒

江
戸
時
代
の
庶
民
向
け
の
色
々
な
本
に
は
︑
こ
の

よ
う
に
﹁
心
を
育
て
る
﹂
教
訓
的
な
も
の
が
︑
よ
く

書
か
れ
て
お
り
ま
す
︒
そ
れ
は
︑
人
々
が
争あ

ら
そい
も
せ

ず
平
安
に
暮
ら
す
た
め
に
は
︑
心し

ん

学が
く

が
︑
基も

と
いと
さ
れ

て
い
た
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
︒

寺
子
屋
で
﹁
葵あ

お
いの
智ち

﹂
を
学
ば
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
北ほ

く

斎さ
い

翁お
う

も
︑﹁
北ほ

く

斎さ
い

漫ま
ん

画が 

二
編
﹂︵
文ぶ
ん
化か

十
二
年
・

一
八
一
五
年
刊
︶
に
お
い
て
︑﹁
は
な
あ
ほ
い
﹂︵
立た
ち

葵あ
お
いの

別
称
︶
と
題
し
て
︑
こ
の
花
を
選

ば
れ
て
お
り
ま
す
︒
お
皿
の
絵
の
様
子

も
︑
ど
こ
と
な
く
北
斎
漫
画
に
似
て
お

り
︑
そ
し
て
︑
ど
ち
ら
の
絵
も
﹁
葉
を

傾か
た
むけ
﹂
て
︑
太
陽
の
熱
を
遮さ

え
ぎり
︑
根
を

守
っ
て
お
り
ま
す
︒

葛
かつ

飾
しか

北
ほく

斎
さい

画「北
ほく

斎
さい

漫
まん

画
が

 二編」 
（文化十二年・一八一五年）

歌う
た

川が
わ

貞さ
だ

秀ひ
で

画

﹁
実じ

つ

語ご

教き
ょ
う

稚お
さ
な

絵え

解と
き

﹂ 

︵
嘉
永
五
年
・
一
八
五
二
年
︶
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ご
ら
ん
の
よ
う
に
︑
お
皿
に
描え

が

か
れ
た
こ
の
果
実

は
︑
仏ほ

と
け
が
手
を
合
わ
せ
た
よ
う
な
形
を
し
て
お
り
ま

す
︒
こ
れ
を
︑﹁
仏ほ

と
け

の
手
の
柑か

ん

橘き
つ

﹂
と
︑
美び

称し
ょ
うし

た

の
が
﹁
仏ぶ

手し
ゅ

柑か
ん

﹂
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
生せ

い

食し
ょ
くに
は
向
き

ま
せ
ん
が
︑
砂さ

糖と
う

漬づ
け

や
甘か

ん

露ろ

煮に

な
ど
に
し
︑
珍ち

ん

果か

と

し
て
賞
味
さ
れ
て
お
り
ま
す
︒

お
釈し

ゃ

迦か

様さ
ま

の
国
の
イ
ン
ド
か
ら
中
国
を
経
て
︑
日

本
に
は
︑
慶け

い

長ち
ょ
う︵

一
五
九
六
～
一
六
一
五
年
︶
の
頃
に

渡と

来ら
い

し
た
そ
う
で
︑
仏ほ

と
けの

道
を
悟さ

と

っ
た
高こ

う

潔け
つ

さ
の
表

わ
れ
と
し
て
﹁
悟ご

道ど
う

﹂
と
も
呼
ば
れ
︑
生い

け

花ば
な

や
茶
の

湯
の
花
と
し
て
用
い
ら
れ
て
参
り
ま
し
た
︒

商
家
で
は
︑
そ
れ
に
加
え
て
﹁
末す

え

広ひ
ろ

が
り
﹂
の
形

が
喜
ば
れ
︑
商
売
繁
盛
と
多
福
の
祈
り
を
込
め
て
︑

賞め

で
ら
れ
て
お
り
ま
す
︒
ま
た
︑﹁
音お

ん

通か
よ

い
﹂
と
し

て
は
︑﹁
仏ぶ

つ

﹂
が
﹁
福ふ

く

﹂
の
音
に
︑﹁
手し

ゅ

﹂
が
﹁
寿じ

ゅ

﹂

仏ぶ

手し

ゅ

柑か

ん

﹇
悟ご

道ど

う

﹈

の
音
に
通
じ
る
と
し
て
︑﹁
福ふ

く

寿じ
ゅ

﹂
の
寓ぐ

う

意い

を
含
む

と
さ
れ
て
お
り
ま
す
︒

さ
て
︑
画
題
と
さ
れ
た
﹁
悟ご

道ど
う

﹂
に
思
う
の
は
︑

俗ぞ
く

人じ
ん

に
と
っ
て
︑
悟さ

と

り
と
は
程
遠
い
も
の
で
す
が
︑

せ
め
て
﹁
世せ

俗ぞ
く

か
ら
離
れ
た
胸

き
ょ
う

中ち
ゅ
う﹂
を
︑
時と

き

折お
り

持
ち

た
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

伊
い

万
ま

里
り

　志
し

田
だ

焼
やき

江戸後期　尺皿

悟
ご
道
どう
浄
じょう
友
ゆう

大
おお

岡
おか

春
しゅん

卜
ぼく

写画　徐
じょ

𠘑
き

原画
「和

わ

漢
かん

名
めい

画
が

苑
えん

」 
（寛延三年・一七五〇年）

小こ

林ば
や
し

永え
い

濯た
く

画
﹁
萬ば

ん

物ぶ
つ

雛ひ
な

形が
た

画が

譜ふ

﹂ 

︵
明
治
十
五
年
・
一
八
八
二
年
︶

建
たけ

部
べ

綾
あや

足
たり

画「寒
かん

葉
よう

斎
さい

画
が

譜
ふ

」 
（宝暦十二年・一七六二年）
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こ
の
お
皿
の
絵
に
は
︑
寒か

ん

暖だ
ん

の
別
な
く
生お

い
栄
え

る
︑
長

ち
ょ
う

寿じ
ゅ

瑞ず
い

祥し
ょ
うの

﹁
橘

た
ち
ば
な﹂

に
︑﹁
鶸ひ

わ

﹂
と
お
ぼ
し
き

鳥
が
羽
を
休
め
て
お
り
︑
ど
こ
と
な
く
︑
ひ
な
飾
り

で
馴な

染じ

み
の
あ
る
︑
京

き
ょ
う

都と

御ご

所し
ょ

の
内だ

い

裏り

の
︑﹁
右う

近こ
ん

の
橘

た
ち
ば
な﹂
が
︑
目
に
浮
か
ん
で
参
り
ま
す
︒

さ
て
︑
江
戸
前
期
に
出
さ
れ
た
﹁
絵え

本ほ
ん

忘わ
す
れ

草ぐ
さ

﹂

︵
貞
じ
ょ
う

享き
ょ
う
五
年
・
一
六
八
八
年
刊
︶
に
橘

た
ち
ば
なに

つ
い
て
の
謂い

わ

れ
が
︑
絵
と
共
に
記し

る

さ
れ
て
お
り
ま
し
た
︒
諸
説
も

色
々
と
あ
り
ま
す
が
︑
江
戸
時
代
の
方
々
が
繰
り
返

し
て
読
ま
れ
た
︑
そ
の
同
じ
思
い
で
お
楽
し
み
下
さ

い
︒︽

橘
︾

橘
の
は
じ
ま
り
は
︑
人に

ん

王お
う

十
一
代
帝み

か
ど︑

仁に
ん

明み
ょ
う

天

皇
の
御お

ん

時と
き

出
き
た
り
と
日
本
記
に
は
伝
る
︒

此こ
の

橘
と（
常

　世
）
こ
よ
の
国
よ
り
三
つ
参
ら
せ
し
と
也
︒
折

橘た
ち
ば
な

﹇
絵え

本ほ

ん

忘わ
す
れ

草ぐ

さ

﹈

ふ
し
后

き
さ
き

く
（
懐

　妊
）

わ
い
に
ん
な
り
し
に
︑
此こ

の

橘
を

用
い
給た

ま

ひ
け
れ
ば
︑
か（
懐

　胎
）

い
た
い
の
な（
悩
）や

み
︑
御
心

安
か
り
な
れ
ば
︑
朝
夕
是こ

れ

を
ね
が
ひ
た
ま
ふ
︒
其
時

く
ん
し
ゅ
と
云い

う

大
臣
︑
い（
異

　国
）
こ
く
に
渡
り
︑
十
（
十
分
）の
橘
を

取
て
奉

た
て
ま
つる
︒
此
徳
に
よ
り
︑

皇く
わ
う
じ子
御
誕
生
に
て
︑
百
二
十
年
御み

位く
ら
いを
た（
保
）もち
給

ふ
︑
く（
光

　孝
）

は
か
う
天
皇
　
是こ

れ

也
︒

と
こ
ろ
で
︑
妊に

ん

婦ぷ

の
方
々
が
柑か

ん

橘き
つ

類る
い

な
ど
の
﹁
酸す

い
も
の
﹂
を
求
め
る
の
は
︑
胎た

い

児じ

の
骨
の
た
め
で
︑

酸
っ
ぱ
い
ク
エ
ン
酸
が
カ
ル
シ
ウ
ム
の
吸
収
を
高
め

る
か
ら
と
さ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
こ
で
︑
こ
の
橘
の
物

語
は
︑
誠
に
自
然
の
道
理
に
適か

な

っ
て
お
り
︑
御ご

所し
ょ

の

内だ
い

裏り

に
﹁
右う

近こ
ん

の
橘

た
ち
ば
な﹂
が
植
え
ら
れ
た
の
も
納
得
で

ご
ざ
い
ま
す
︒

伊
い

万
ま

里
り

　志
し

田
だ

焼
やき

江戸後期　尺皿

愚ぐ

獨ど
く

著
﹁
絵え

本ほ
ん

忘わ
す
れ

草ぐ
さ

﹂ 

︵
貞
享
五
年
・
一
六
八
八
年
︶
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お
皿
の
絵
の
お
手
本
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
絵
が
︑

江
戸
中
期
に
出
さ
れ
た﹁
絵え

本ほ
ん

直ね

指ざ
し

宝た
か
ら﹂︵

延え
ん

享き
ょ
う
二
年
・

一
七
四
五
年
刊
︶
に
載の

っ
て
お
り
ま
し
た
︒
そ
し
て
お

題
は
﹁
蓮れ

ん

華げ

﹂
と
あ
り
︑
鷺さ

ぎ

の
表
情
や
身み

の
こ
な
し

も
︑
よ
く
似
て
お
り
ま
す
︒

言
葉
と
し
て
の
﹁
蓮れ

ん

華げ

﹂
は
︑
中
国
語
か
ら
の
音お

ん

読よ

み
で
す
が
︑
日
本
語
を
当
て
た
訓く

ん

読よ

み
で
は
︑

﹁
蓮は

す

の
華は

な

﹂
と
な
り
ま
す
︒
そ
し
て
﹁
花は

な

﹂
と
﹁
華は

な

﹂

の
意
味
合
い
の
違
い
は
︑﹁
華
は
よ
り
美
し
い
も
の
︑

す
ぐ
れ
た
性
質
の
た
と
え
﹂
と
し
て
使
わ
れ
る
と
の

事
で
︑
蓮
華
が
﹁
君く

ん

子し

花か

﹂
と
呼
ば
れ
る
の
も
︑
然さ

も
あ
り
な
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

　と
こ
ろ
で
︑
精

し
ょ
う

進じ
ん

揚あ
げ

な
ど
の
お
料
理
で
頂
く
﹁
蓮は

す

の
根ね

﹂
は
︑
な
ぜ
音
読
み
の
﹁
蓮れ

ん

根こ
ん

﹂
な
の
か
と
調

べ
た
と
こ
ろ
︑
花
を
観
賞
す
る
蓮は

す

は
︑
仏
教
と
共
に

蓮は

す

に
鷺さ

ぎ伝
わ
り
︑
古
く
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
︑

食
用
の
品
種
は
︑
鎌
倉
時
代
に
日
本
の
曹そ

う

洞と
う

宗し
ゅ
うの
開
祖
で
あ
ら
れ
る
道ど

う

元げ
ん

禅ぜ
ん

師じ

が
︑
中
国

か
ら
初
め
て
持
ち
帰
ら
れ
た
の
だ
そ
う
で
す
︒

そ
の
た
め
︑
中
国
語
ゆ
か
り
の
﹁
蓮れ

ん

根こ
ん

﹂
と

の
呼
び
方
が
︑
使
わ
れ
た
と
言
う
訳
で
ご
ざ

い
ま
す
︒

そ
し
て
︑
本
来
の
日
本
名
の
﹁
は
す
﹂
は
︑

花
の
後
の
種
を
つ
け
る
実
が
︑﹁
蜂は

ち

の
巣す

﹂

に
似
て
い
る
事
か
ら
古
く
は
﹁
は
ち
す
﹂
と

呼
ば
れ
︑
そ
れ
が
﹁
は
す
﹂
に
変
化
し
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
︒
お
皿
や
絵え

手で

本ほ
ん

の
絵
に
も
︑

そ
の
蜂は

ち

の
巣す

の
よ
う
な
実
が
描え

が

か
れ
て
お
り

ま
す
︒そ
し
て
実
に
は
種
の
数
も
多
く
︑人
々

は
願
い
を
込
め
て
︑
豊ほ

う

穣じ
ょ
うと
子し

孫そ
ん

繁は
ん

栄え
い

の
象

し
ょ
う

徴ち
ょ
うと
も
さ
れ
ま
し
た
︒

ま
た
︑
仏
教
の
経

き
ょ
う

典て
ん

の
﹁
維ゆ

い

摩ま

経き
ょ
う﹂
に
あ

る
﹁
泥で

い

中ち
ゅ
うの
蓮は

ち
す
﹂
の
一い

ち

文ぶ
ん

は
︑﹁
蓮は

す

は
泥ど

ろ

よ
り
出い

で
て
︑

泥
に
染そ

ま

ら
ず
﹂
を
賞め

で
た
も
の
で
︑﹁
世せ

俗ぞ
く

の
汚け

が

れ

に
ま
み
れ
ず
︑
清
ら
か
な
心
を
保
つ
﹂
と
の
意こ

こ
ろだ
そ

う
で
す
︒
そ
し
て
白し

ら

鷺さ
ぎ

が
共
に
描え

が

か
れ
る
の
も
︑
同

じ
く
泥
に
染
ら
ぬ
純

じ
ゅ
ん

白ぱ
く

の
姿
を
︑
賞め

で
ら
れ
た
の
で

ご
ざ
い
ま
す
︒

さ
て
︑
お
皿
や
絵
手
本
に
描え

が

か
れ
た
蓮
の
葉
に
は
︑

虫
に
食
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
ま
す
︒
こ
れ

も
ま
た
︑
生
き
物
の
命
を
重
ん
じ
る
︑﹁
不ふ

殺せ
っ

生し
ょ
う﹂

の
思
想
に
基
づ
い
て
お
り
ま
す
︒
そ
し
て
︑
そ
の
葉

の
周ま

わ

り
に
は
︑
太た

い

湖こ

石せ
き

と
呼
ば
れ
る
寿じ

ゅ

石せ
き

が
長

ち
ょ
う

寿じ
ゅ

の

寓ぐ
う

意い

と
し
て
描
か
れ
︑
そ
れ
に
加
え
て
お
皿
の
周

し
ゅ
う

囲い

に
は
︑
撓た

わ
わと
実
を
つ
け
た
葡ぶ

ど
う萄
が
彩い

ろ
どら
れ
︑
ま
た
ま

た
豊
穣
と
子
孫
繁
栄
を
表
わ
し
て
お
り
ま
す
︒

　あ
ら
た
め
て
お
皿
の
絵
を
眺
め
ま
す
と
︑
そ
の
絵

の
中
に
﹁
天
の
道
理
﹂
と
︑
仏
の
悟さ

と

り
と
さ
れ
る
蓮

華
の
香か

お
りが
漂
っ
て
お
り
ま
す
︒

伊
い

万
ま

里
り

焼
やき

江戸後期　一尺三寸皿

橘た
ち
ば
な

守も
り

国く
に

画
﹁
絵え

本ほ
ん

直ね

指ざ
し

宝た
か
ら﹂ 

︵
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享
二
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・
一
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四
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蘇そ

鉄て
つ

の
原げ

ん

産さ
ん

地ち

は
︑
中
国
南
部
と
も
琉

り
ゅ
う

球き
ゅ
う

諸
島

と
も
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
︑
日
本
へ
は
琉

り
ゅ
う

球き
ゅ
うか
ら
薩さ

つ

摩ま

を
経へ

て
︑
暖だ

ん

地ち

の
庭
に
植
え
ら
れ
賞め

で
ら
れ
て
参

り
ま
し
た
︒中

国
で
は
﹁
鉄て

っ

蕉し
ょ
う﹂
と
呼
ば
れ
て

お
り
ま
す
︒
そ
し
て
︑琉
球
で
は
﹁
ス

チ
チ
﹂
な
ど
の
里さ

と

の
呼
び
名
が
あ

り
︑
こ
れ
が
転て

ん

じ
て
﹁
そ
て
つ
﹂

と
言
う
名
前
に
な
っ
た
と
︑
考

え
ら
れ
て
お
り
ま
す
︒

さ
て
︑﹁
そ
て
つ
﹂
に
は
︑
木

が
弱
っ
た
場
合
に
鉄て

つ

屑く
ず

を
与
え
る

と
︑
元
気
に
蘇

よ
み
が
える

と
言
う
伝
説
が

ご
ざ
い
ま
す
︒
そ
の
事
か
ら
︑
江
戸

中
期
以
降
に
な
り
ま
す
と
︑﹁
鉄て

つ

﹂
で

蘇そ

鉄て

つ

﹁
蘇

よ
み
が
える
﹂
と
掛か

け
て
︑﹁
蘇そ

鉄て
つ

﹂
と
の
当あ

て
字じ

が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
︑
今
に
至
っ
て
お
り
ま
す
︒

そ
の
名
前
の
流
れ
を
絵
本
で
辿た

ど

っ
て
見
ま
す
と
︑

江
戸
前
期
の
﹁
訓き

ん

蒙も
う

図ず

彙い

﹂︵
寛か
ん

文ぶ
ん
六
年
・
一
六
六
六

年
刊
︶
に
描え

が

か
れ
た
絵
に
は
︑﹁
鉄て

っ

蕉し
ょ
う︑
俗
に
云い

う

そ
で
つ
﹂
と
︑
平
仮
名
で
記し

る

さ
れ
て
お
り
ま
す
︒

そ
れ
か
ら
︑
お
よ
そ
二
十
年
後
に
出
さ
れ
た
︑

﹁
絵え

本ほ
ん

忘わ
す
れ

草ぐ
さ

﹂︵
貞
じ
ょ
う

享き
ょ
う

五
年
・
一
六
八
八
年
刊
︶
に
は
︑

﹁
鉄て

っ

蕉し
ょ
う﹂
の
漢
字
に
﹁
鉄そ

蕉て
つ

﹂
と
︑
振ふ

り
仮が

名な

が
つ

け
ら
れ
て
お
り
ま
す
︒

そ
し
て
︑
そ
の
百
年
後
の
江
戸
中
期
に
出
さ
れ
た

﹁
頭

か
し
ら

書が
き

増ぞ
う

補ほ

訓き
ん

蒙も
う

図ず

彙い

﹂︵
寛か
ん
政せ
い
元
年
・
一
七
八
九
年
刊
︶

に
は
︑﹁
鉄て

っ

蕉し
ょ
うは
︑
蘇そ

鉄て
つ

な
り
﹂
と
︑
俗ぞ

く

信し
ん

か
ら
生

ま
れ
た
当あ

て
字じ

で
あ
る
﹁
蘇そ

鉄て
つ

﹂
の
文
字
が
使
わ
れ

て
お
り
ま
す
︒

伊
い

万
ま

里
り

　志
し

田
だ

焼
やき

江戸後期　尺皿

下し
も

河こ
う

辺べ

拾し
ゅ
う

水す
い

画
﹁
頭

か
し
ら

書が
き

増ぞ
う

補ほ

訓き
ん

蒙も
う

図ず

彙い

﹂

︵
寛
政
元
年
・
一
七
八
九
年
︶
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そ
れ
で
は
︑﹁
絵え

本ほ
ん

忘わ
す
れ

草ぐ
さ

﹂
に
興
味
深
い
説
明
が

記し
る

さ
れ
て
お
り
ま
し
た
の
で
お
楽
し
み
下
さ
い
︒

鐡そ

蕉て
つ

鐡そ

蕉て
つ

は
︑
唐か

ら

物も
の

が
近
年
に
わ（

渡
）たり
た
る
と
見
え

た
り
︒

和わ

歌か

に
も
見
え
ず
︑
さ
つ
ま
の
国
に
︑
お
ほ（

お
）く

あ
り
︒
こ
の
木
つ
よ
き
も
の
に
て
︑

二
年
三
年
つ（

辻
）し
に
ほ（

放
）り
を（

置
）き
て
も
︑
め（

芽
）を
出
す
︒

く
（
鉄
）
ろ
が
ね
を
︑
こ（

肥
）やし
と
す
る
︒

か（
枯
）る
る
と
き
は
︑
く（

茎
）き
を
さ（

挿
）せ
ば
︑
め（

芽
）を
い（

出
）だ

す
も
の
な
り
︒

さ
て
︑
蘇
鉄
は
燃も

え
づ
ら
く
︑
庭
に
植
え
る
と
︑

火
事
か
ら
家
を
守
る
と
し
て
人に

ん

気き

が
出
た
よ
う
で
す
︒

冒
頭
の
お
皿
の
絵
に
は
︑
守し

ゅ

護ご

神し
ん

の
よ
う
な
蘇
鉄
の

傍そ
ば

に
︑﹁
寿じ

ゅ

石せ
き

﹂
と
し
て
賞め

で
ら
れ
る
太た

い

湖こ

石せ
き

が
見
え
︑

そ
の
手
前
に
木も

っ

瓜こ
う

模も

様よ
う

の
刳く

り

形が
た

を
施ほ

ど
こし

た
欄ら

ん

干か
ん

が
︑

守
る
よ
う
に
描え

が

か
れ
て
お
り
ま
す
︒

愚ぐ

獨ど
く

著
﹁
絵え

本ほ
ん

忘わ
す
れ

草ぐ
さ

﹂ 

︵
貞
享
五
年
・
一
六
八
八
年
︶

「
庭に

わ

に
蘇そ

鉄て
つ

」

伊い

万ま

里り

　
志し

田だ

焼や
き

江
戸
後
期
　
尺
皿

「
屋や

敷し
き

に
蘇そ

鉄て
つ

」

伊い

万ま

里り

焼や
き

江
戸
後
期
　
尺
皿
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七し
ち

福ふ
く

神じ
ん

の
絵
が
︑
い
つ
頃
か
ら
描え

が

か
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
︑
そ
の
事
に
つ
い
て
︑
大
正
十
四
年

︵
一
九
二
五
年
︶
刊
の
画が

題だ
い

辞じ

典て
ん

に
︑﹁
狩か

の
う野

松し
ょ
う

栄え
い

︵
桃

山
時
代
・
一
五
九
二
年
没
︶
画か

く
所
︑
最
も
古
し
と
伝

え
ら
る
﹂
と
︑
書
か
れ
て
お
り
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑

そ
れ
よ
り
少
し
前
の
室
町
時
代
後
期
に
は
︑
京
都
の

庶し
ょ

民み
ん

の
間
で
︑﹁
福
の
神
信
仰
﹂
が
広
が
っ
て
い
た

そ
う
で
す
︒

そ
の
頃
︑
京
都
で
評
判
の
良
い
福
の
神
は
︑﹁
西

に
し
の

宮み
や

の
恵え

比び

寿す

﹂︑﹁
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

の
大だ

い

黒こ
く

天て
ん

﹂︑﹁
鞍く

ら

馬ま

の
毘び

沙し
ゃ

門も
ん

天て
ん

﹂︑﹁
竹ち

く

生ぶ

島し
ま

の
弁べ

ん

才ざ
い

天て
ん

﹂
と
︑﹁
中
国
の
布ほ

袋て
い

和お

尚し
ょ
う﹂

の
五
福
神
で
︑
そ
れ
に
﹁
道ど

う

教き
ょ
うの

福ふ
く

禄ろ
く

寿じ
ゅ

﹂
と
︑

宋そ
う

代だ
い

の
伝
説
人
物
に
因ち

な

む
と
さ
れ
る
﹁
寿じ

ゅ

老ろ
う

人じ
ん

﹂
が

加
え
ら
れ
︑
七
福
神
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
︒

そ
の
七
福
神
が
︑
全
国
的
に
広
が
り
を
見
せ
た

七し

ち

福ふ

く

神じ

ん

き
っ
か
け
は
︑
徳と

く

川が
わ

家い
え

康や
す

公
に
仕
え
ら
れ
た
政せ

い

治じ

指し

南な
ん

役や
く

の
天て

ん

海か
い

僧そ
う

正じ
ょ
うが
︑
仏ぶ

っ

法ぽ
う

の
﹁
七し

ち

難な
ん

即そ
く

滅め
つ

・
七し

ち

福ふ
く

即そ
く

生し
ょ
う﹂
に
因ち

な

ん
だ
七
福
神
信
仰
を
︑
家
康
公
に
お
奨す

す

め
に
な
っ
た
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

そ
の
七
福
と
は
︑﹁
寿じ

ゅ

老ろ
う

人じ
ん

の
寿じ

ゅ

命み
ょ
う﹂︑﹁
大だ

い

黒こ
く

の

有ゆ
う

福ふ
く

﹂︑﹁
福ふ

く

禄ろ
く

寿じ
ゅ

の
人じ

ん

望ぼ
う

﹂︑﹁
恵え

比び

寿す

の
清せ

い

廉れ
ん

﹂︑

﹁
弁べ

ん

財ざ
い

天て
ん

の
愛あ

い

敬き
ょ
う﹂︑﹁

毘び

沙し
ゃ

門も
ん

天て
ん

の
威い

光こ
う

﹂︑﹁
布ほ

袋て
い

の
大た

い

量り
ょ
う﹂
と
の
事
で
︑
こ
の
七し

ち

徳と
く

を
も
っ
て
世
を
治お

さ

め
る
事
を
︑
説
か
れ
た
の
で
す
︒

合
あ

わせ皿
ざら

　伊
い

万
ま

里
り

焼
やき

　　
江戸後期　合わせ寸法一尺七寸

北き
た

川が
わ

春は
る

成な
り

縮
図

﹁
扁へ

ん

額が
く

軌き

範は
ん

﹂ 

︵
文
政
二
年
・
一
八
一
九
年
︶

初代・歌
うた

川
がわ

広
ひろ

重
しげ

画「浮
うき

世
よ

画
え

譜
ふ

 三編」 
（天保年間）

175 174
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こ
こ
で
の
布
袋
の
大た

い

量り
ょ
うは

︑﹁
度ど

量り
ょ
うが

広
い
﹂
の

意
で
︑
家
康
公
は
こ
の
話
を
お
聞
き
に
な
り
︑
早
速
︑

狩か
の
う野

探た
ん

幽ゆ
う

に
絵
を
所し

ょ

望も
う

さ
れ
ま
し
た
︒
そ
の
後
︑
七

福
神
は
︑
各
地
の
絵
師
に
も
描え

が

か
れ
る
よ
う
に
な
り
︑

そ
の
庶
民
信
仰
は
全
国
に
広
が
っ
て
い
き
︑
今
に

至
っ
て
い
る
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

因ち
な

み
に
︑
子
供
の
成
長
を
祝
う
﹁
七し

ち

五ご

三さ
ん

﹂
の
よ

う
に
︑﹁
奇
数
﹂
は
割
れ
る
事
が
な
い
た
め
︑
縁え

ん

起ぎ

の
良
い
﹁
陽よ

う

の
数
字
﹂
と
し
て
賞め

で
ら
れ
て
参
り
ま

し
た
︒
そ
の
七し

ち

の
意
味
で
も
﹁
七
福
神
﹂
は
愛
さ
れ

た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
︒

さ
て
︑﹁
北ほ

く

斎さ
い

漫ま
ん

画が

﹂
の 

初
編
︵
文ぶ
ん

化か

十
一
年
・

一
八
一
四
年
刊
︶
に
は
︑絵
の
練
習
を
す
る
唐か

ら

子こ

と
共
に
︑

七
福
神
の
絵
が
︑
小こ

気き

味み

好よ

く
描え

が

か
れ
て
お
り
ま
す
︒

お
皿
の
絵
と
見み

比く
ら
べ
な
が
ら
︑
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
︒

︻
右
列
上
か
ら
︼　

恵え

比び

寿す

・
毘び

沙し
ゃ

門も
ん

天て
ん

・
大だ

い

黒こ
く

天て
ん

︻
左
列
上
か
ら
︼

弁べ
ん

財ざ
い

天て
ん

・
福ふ

く

禄ろ
く

寿じ
ゅ

・

寿じ
ゅ

老ろ
う

人じ
ん

・
布ほ

袋て
い

葛か
つ

飾し
か

北ほ
く

斎さ
い

画
﹁
北ほ

く

斎さ
い

漫ま
ん

画が 

初
編
﹂ 

︵
文
化
十
一
年
・
一
八
一
四
年
︶
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こ
の
お
皿
の
絵
は
︑
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
︑

そ
れ
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

何
や
ら
大
き
な
袋
を
抱
え
て
い
る
御ご

仁じ
ん

は
︑
眠
っ

て
お
ら
れ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
︑
そ
の
傍か

た
わら

に
は

﹁
羽は

子ご

と
羽は

子ご

板い
た

﹂︑
そ
し
て
﹁
若わ

か

松ま
つ

﹂
が
描え

が

か
れ
て

お
り
︑
時
は
﹁
正
月
﹂
と
見
て
取
れ
ま
す
︒

さ
て
︑
大
き
な
袋
を
持
ち
︑
頭ず

巾き
ん

を
被か

ぶ

っ
て
い
る

お
方
と
言
え
ば
︑
福
神
の
大だ

い

黒こ
く

様さ
ま

が
思
い
浮
か
ん
で

参
り
ま
す
︒
そ
の
眠
っ
て
い
る
大
黒
様
の
頭
の
上
に

は
︑
富
士
山
が
霞か

す
みと

共
に
描え

が

か
れ
て
お
り
ま
す
︒
そ

こ
で
こ
の
絵
は
︑大
黒
様
が
袋
︵
金き
ん

嚢の
う

︶
を
枕
に
し
て
︑

縁え
ん

起ぎ

の
良
い
富
士
山
の
﹁
初は

つ

夢ゆ
め

﹂
を
︑
見
て
い
る
と

言
う
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

そ
し
て
︑
大
黒
様
の
頭
上
に
描
か
れ
て
い
る
赤
い

大だ

い

黒こ

く

様さ

ま

の
初は

つ

夢ゆ

め

大
き
な
玉
は
︑
あ
ら
ゆ
る
願
い
を
叶か

な

え
て
く
れ
る

﹁
如に

ょ

意い

宝ほ
う

珠じ
ゅ

﹂︒
そ
れ
に
俵

た
わ
ら

形が
た

の
も
の
が
﹁
小こ

判ば
ん

﹂︑

小
さ
な
長
方
形
の
も
の
は
﹁
二に

分ぶ

金き
ん

﹂︵
二
枚
で
一
両
︶︑

そ
し
て
豆ま

め

粒つ
ぶ

の
よ
う
な
も
の
は
﹁
豆ま

め

板い
た

銀ぎ
ん

﹂
で
︑
当

時
の
通つ

う

貨か

の
金
銀
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

こ
の
仄ほ

の

々ぼ
の

と
し
た
お
皿
の
絵
を
眺
め
て
い
ま
す
と
︑

大
黒
様
が
人
々
に
愛
さ
れ
て
い
た
様
子
が
伝
わ
っ
て

参
り
ま
す
︒

さ
て
江
戸
中
期
の
絵
師
﹁
雪せ

っ

蕉し
ょ
う

斎さ
い

﹂︵
寺て
ら
井い

重し
げ
房ふ
さ
︶

が
描え

が

か
れ
た
﹁
画え

本ほ
ん

拾し
ゅ
う

葉よ
う

﹂︵
宝ほ
う
暦れ
き
元
年
・
一
七
五
一

年
刊
︶
に
︑
お
皿
の
絵
と
同
じ
よ
う
な
姿
の
大
黒
様

が
描
か
れ
て
お
り
︑
ど
う
や
ら
こ
の
絵
を
本も

と

に
さ
れ

た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

こ
の
頃
の
絵
手
本
を
出
版
す
る
版は

ん

元も
と

は
︑
都み

や
この
京

都
や
大
坂
な
ど
の
関
西
に
多
く
︑
絵
師
も
京
都
の｢

西に
し

川か
わ

祐す
け

信の
ぶ｣

︑
大
坂
の｢

橘
た
ち
ば
な

守も
り

国く
に｣

︑﹁
大お

お

岡お
か

春
し
ゅ
ん

卜ぼ
く

﹂
な
ど
の
巨き

ょ

匠し
ょ
うが
お
ら
れ
︑
栄
え
て
お
り
ま
し
た
︒

そ
し
て
﹁
雪せ

っ

蕉し
ょ
う

斎さ
い

﹂
は
︑
そ
の
西
川
祐
信
の
門
人

と
の
事
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

寺て
ら

井い

重し
げ

房ふ
さ

画
﹁
画え

本ほ
ん

拾し
ゅ
う

葉よ
う

﹂ 

︵
宝
暦
元
年
・
一
七
五
一
年
︶

伊
い

万
ま

里
り

　志
し

田
だ

焼
やき

江戸後期　尺皿
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こ
の
お
皿
に
は
︑
遠
く
に
富
士
山
を
望
み
︑
何
や

ら
荷に

車ぐ
る
まを
引
く
恵え

比び

寿す

様さ
ま

と
大だ

い

黒こ
く

様さ
ま

が
描え

が

か
れ
て
お

り
ま
す
︒
そ
し
て
荷
車
に
は
︑
大
黒
様
が
右
手
に
持

た
れ
る
﹁
打う

ち

出で

の
小こ

槌づ
ち

﹂
が
左
の
端
に
見
え
︑
そ
れ

に
大
き
な
袋
︵
金き
ん

嚢の
う

︶
と
︑
あ
ら
ゆ
る
願
い
を
叶か

な

え

て
く
れ
る
と
言
う
﹁
宝ほ

う

珠じ
ゅ

﹂
が
積
ま
れ
て
い
ま
す
︒

さ
て
︑
江
戸
時
代
の
お
皿
の
絵
に
は
︑﹁
働は

た
ら

く
福ふ

く

神じ
ん

﹂
の
姿
が
色
々
と
描え

が

か
れ
て
お
り
ま
す
︒
こ
の
お

皿
の
絵
も
そ
の
一
つ
で
︑
そ
の
意
は
︑﹁
働
く
事
が

福
を
も
た
ら
す
﹂
と
の
教
え
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
そ
し

て
︑
大
黒
様
の
﹁
打
出
の
小
槌
﹂
は
︑
士し

農の
う

工こ
う

商し
ょ
うそ

れ
ぞ
れ
が
持
つ
道
具
の
象

し
ょ
う

徴ち
ょ
うだ

と
︑
彼か

の
貝か

い

原ば
ら

益え
き

軒け
ん

も
﹁
百

ひ
ゃ
く

姓し
ょ
う

袋ぶ
く
ろ﹂︵

享
き
ょ
う

保ほ
う
十
六
年
・
一
七
三
一
年
刊
︶
の

中
で
次
の
よ
う
に
述の

べ
て
お
ら
れ
ま
す
︒

小
槌
は
︒
四し

民み
ん

を
の
を
の 

そ
の
産
業
の
道
具
︒

働は
た
ら

く
福ふ

く

神じ

ん

﹇
車く

る
ま

引ひ

き
﹈

士さ
ぶ
ら
ひは
武ぶ

具く 

弓
馬
︒
農
は
耕
作
の
具
︒
鋤す

き

鍬く
わ

の

類
を
い
ふ
べ
し
︒
工
商
も 
を
の
を
の
職
業
の

具
を
小
槌
と
い
ふ
︒
此こ

の

槌
を
用
ゆ
る
に
懈お

こ
たる
事

な
く
︒
し
か
も
一
度
に
多
く
打
出
さ
ん
と
す
る

事
な
く
︒
足た

る

こ
と
を
知し

っ

て
︒
少
し
づ
つ
打
出
す

が
故
に
︒
小
槌
と
は
名
付
た
り
︒

こ
れ
を
読
ん
で
つ
く
づ
く
思
う
の
は
︑﹁
心
の
学

び
﹂
こ
そ
が
︑
人
々
を
迷
い
か
ら
救
い
︑
そ
こ
で
初

め
て
安
ら
ぎ
の
あ
る
日
々
を
送
る
事
が
で
き
る
︑
と

の
事
で
す
︒

﹁
足
る
こ
と
を
知
り
て
︑
少
し
づ
つ
打う

ち

出
す
﹂

江
戸
時
代
の
方
々
の
笑
顔
は
︑﹁
学
び
の
笑
顔
﹂

と
見
受
け
ま
し
た
︒﹁
北ほ

く

斎さ
い

漫ま
ん

画が 

十
三
編
﹂︵
嘉か

永え
い

二

年
・
一
八
四
九
年
刊
︶
に
お
い
て
も
︑
車
引
き
が
描え

が

か

れ
て
お
り
ま
す
︒

伊
い

万
ま

里
り

　志
し

田
だ

焼
やき

江戸後期　一尺一寸皿

葛か
つ

飾し
か

北ほ
く

斎さ
い

画

﹁
北ほ

く

斎さ
い

漫ま
ん

画が 

十
三
編
﹂

︵
嘉
永
二
年
・
一
八
四
九
年
︶

伊
い

万
ま

里
り

　志
し

田
だ

焼
やき

江戸後期　尺皿
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七
福
神
の
お
一
人
の
布ほ

袋て
い

和お

尚し
ょ
うは
︑
も
と
も
と
唐と

う

の
末
︵
九
〇
〇
年
頃
︶
に
四し

明め
い

山ざ
ん

に
住
ん
で
お
ら
れ
た

禅ぜ
ん

僧そ
う

で
ご
ざ
い
ま
す
︒
そ
の
姿
は
福ふ

く

々ぶ
く

し
く
︑
大
き

な
太た

い

鼓こ

腹ば
ら

を
出
し
︑
お
顔
は
常
に
笑え

み
を
絶
や
さ
ず
︑

耳
は
福ふ

く

耳み
み

で
︑
ま
さ
に
円
満
の
相
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

の
ち
に
︑
諸
国
を
放ほ

う

浪ろ
う

さ
れ
︑
市し

中ち
ゅ
うを

歩
き
回
っ

て
は
︑
人
の
吉
凶
な
ど
を
占う

ら
ない

︑
特
に
天
候
の
占
い

は
的
中
し
た
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
︒
持
ち
歩
か
れ
た

袋
に
は
︑
日
用
品
や
人
々
か
ら
喜き

捨し
ゃ

さ
れ
た
も
の
が

入
っ
て
い
る
と
の
説
と
︑
気
の
長
い
寛か

ん

容よ
う

の
精
神
が

宿
る
︑﹁
堪か

ん

忍に
ん

袋ぶ
く
ろ﹂

と
の
説
が
ご
ざ
い
ま
す
︒

禅ぜ
ん

宗し
ゅ
うで
は
︑
布ほ

袋て
い

和お

尚し
ょ
うは
︑
弥み

勒ろ
く

菩ぼ

薩さ
つ

の
化け

身し
ん

と

し
て
崇あ

が

め
ら
れ
て
お
り
ま
す
︒
そ
れ
も
︑
権け

ん

力り
ょ
く

欲よ
く

や
物ぶ

つ

欲よ
く

を
微み

塵じ
ん

も
感
じ
さ
せ
な
い
︑
そ
の
風ふ

う

貌ぼ
う

か
ら

し
て
︑
納な

っ

得と
く

で
ご
ざ
い
ま
す
︒

布ほ

袋て

い
こ
の
お
皿
の
お
手
本
と
な
っ
た
絵
が
︑
橘

た
ち
ば
な

守も
り

国く
に

画
伯
の
﹁
絵え

本ほ
ん

通つ
う

宝ほ
う

志し

﹂︵
享
き
ょ
う

保ほ
う
十
四
年
・
一
七
二
九

年
刊
︶
に
載の

っ
て
お
り
︑
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
説

明
が
さ
れ
て
お
り
ま
す
︒

　
　
　
　
布ほ

袋て
い

四し

明め
い

之の

僧そ
う

也な
り

︑
形

か
た
ち

肥こ
へ

腹は
ら

垂た
れ

て
額ひ

た
いに
皴し

ハ

あ
り
︒

常つ
ね

に
布ぬ

の

の
袋ふ

く
ろを
杖つ

え

に
か
け
︑
市

い
ち
の

中な
か

に
入
て
物も

の

を

乞こ

ふ
︒

布ぬ
の

の
袋ふ

く
ろを
持も

つ

ゆ
へ
︑
名
を
布ほ

袋て
い

と
い
ふ
な
り
︒

禅
宗
の
人
物
画
に
は
︑
始し

祖そ

の
達だ

る

磨ま

大た
い

師し

を
は
じ

め
︑
寒か

ん

山ざ
ん

・
拾じ

っ

得と
く

な
ど
が
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
︑

布
袋
和
尚
も
そ
の
お
一
人
で
︑
こ
れ
ら
の
人
物
画
の

画が

意い

は
︑﹁
悟ご

道ど
う

﹂︵
真し
ん

理り

を
悟さ
と
る
︶
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

と
こ
ろ
で
︑﹁
尾お

形が
た

光こ
う

琳り
ん

﹂
に
私し

淑し
ゅ
くさ

れ
た
﹁
酒さ

か

井い

抱ほ
う

一い
つ

﹂
は
︑
光
琳
の
絵
を
集
め
︑﹁
光こ

う

琳り
ん

百ひ
ゃ
く

図ず

﹂

を
出
版
さ
れ
ま
し
た
︒
そ
の
中
に
︑
橘
守
国
画
伯
の

描え
が

か
れ
た
布
袋
に
︑
そ
っ
く
り
な
絵
が
あ
り
ま
し
た
︒

守
国
画
伯
も
︑
二
十
一
歳
年
上
の
光
琳
か
ら
学
ば
れ

た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

伊
い

万
ま

里
り

　志
し

田
だ

焼
やき

江戸後期　八寸皿
橘
たちばな

守
もり

国
くに

画「絵
え

本
ほん

通
つう

宝
ほう

志
し

」 
（享保十四年・一七二九年）

酒
さか

井
い

抱
ほう

一
いつ

編　尾形光琳画
「光

こう

琳
りん

百
ひゃく

図
ず

」 
（文化十二年・一八一五年）
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﹁
生

し
ょ
う

類る
い

憐あ
わ
れみ
の
令れ

い

﹂
で
知
ら
れ
る
徳
川
五
代
将
軍

綱つ
な

吉よ
し

公
の
時
代
︵
一
七
〇
〇
年
頃
︶︑
京
都
で
医
師
の

息
子
と
し
て
生
ま
れ
︑
の
ち
に
父
の
江え

戸ど

詰づ

め
に
従

い
︑
一
家
と
共
に
転
居
し
た
少
年
が
お
り
ま
し
た
︒

彼
は
絵え

描か

き
の
才
能
が
あ
り
︑
狩か

の
う野
派は

に
学
び
絵

師
と
な
り
ま
し
た
︒
そ
の
画
風
は
︑﹁
軽け

い

妙み
ょ
う

洒し
ゃ

脱だ
つ

﹂で
︑

俳は
い

諧か
い

も
よ
く
し
︑
芭ば

蕉し
ょ
うや

其き

角か
く

︑
そ
れ
に
役
者
の
市い

ち

川か
わ

団だ
ん

十じ
ゅ
う

郎ろ
う

な
ど
と
も
︑
親
交
を
持
つ
程
の
人
と
な

り
ま
し
た
︒

し
か
し
︑
四
十
代
半
ば
に
︑
幕
府
な
ど
の
風ふ

う

刺し

画が

を
描か

い
た
と
し
て
︑
三み

宅や
け

島じ
ま

へ
の
流る

罪ざ
い

と
な
り
ま
し

た
︒
島
で
は
︑
島
民
の
求
め
に
応
じ
て
︑
七
福
神
や

縁え
ん

起ぎ

絵え

な
ど
を
描
き
︑
ゆ
と
り
あ
る
﹁
家
持
ち
流る

人に
ん

﹂
と
し
て
慕し

た

わ
れ
ま
し
た
︒
ま
た
︑
そ
れ
ら
の
絵

を
︑
富
山
の
薬
売
り
が
買
い
漁あ

さ

り
︑
江
戸
に
持
ち
帰

恵え

比び

須す

舞ま

い

﹇
英

は
な
ぶ
さ

一い

っ

蝶ち
ょ
う

﹈

る
程
の
人
気
ぶ
り
で
し
た
︒

そ
し
て
︑
綱
吉
公
の
逝せ

い

去き
ょ

に
よ
る
大た

い

赦し
ゃ

に
よ
っ
て
︑

十
二
年
ぶ
り
に
江
戸
に
お
戻
り
に
な
り
︑﹁
英

は
な
ぶ
さ

一い
っ

蝶ち
ょ
う﹂

と
名
乗
ら
れ
︑
市し

井せ
い

の
風
俗
を
描え

が

く
人
気
絵
師

と
し
て
名
を
残
さ
れ
ま
し
た
︒

し
か
し
︑
ま
だ
こ
の
頃
は
︑﹁
絵え

手で

本ほ
ん

﹂
を
出
す

程
の
出
版
技
術
が
な
く
︑
英

は
な
ぶ
さ

一い
っ

蝶ち
ょ
うが
出
さ
れ
た
絵

手
本
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
︒
そ
し
て
一
蝶
が
亡
く
な
ら

れ
て
か
ら
お
よ
そ
四
十
五
年
後
に
︑
一
蝶
の
画
風
を

慕し
た

い
︑
そ
の
﹁
粉ふ

ん

本ぽ
ん

﹂︵
下
書
き
の
手
本
な
ど
︶
を
収

し
ゅ
う

集し
ゅ
うし
続
け
た
方か

た

が
お
ら
れ
ま
し
た
︒
与よ

力り
き

職
で
︑
絵

師
と
し
て
も
名
手
と
し
て
知
ら
れ
た
﹁
鈴す

ず

木き

鄰り
ん

松し
ょ
う﹂

が
そ
の
人
で
︑﹁
一い

っ

蝶ち
ょ
う

画が

譜ふ

﹂︵
明め
い
和わ

七
年
・
一
七
七
〇

年
刊
︶
を
世
に
出
さ
れ
ま
し
た
︒
因ち

な

み
に
こ
の
時
︑

北ほ
く

斎さ
い

翁お
う

は
ま
だ
数か

ぞ

え
年ど

し

十
一
歳
の
少
年
で
し
た
︒

さ
て
︑
鄰り

ん

松し
ょ
うが
お
ら
れ
な
け
れ
ば
︑
ま
た
絵
手
本

伊
い

万
ま

里
り

　志
し

田
だ

焼
やき

明治初期　一尺一寸皿

鈴
すず

木
き

鄰
りん

松
しょう

写画　英
はなぶさ

一
いっ

蝶
ちょう

原画
「一

いっ

蝶
ちょう

画
が

譜
ふ

」 
（明和七年・一七七〇年）

（左右を反転）

鍬
くわ

形
がた

蕙
けい

斎
さい

画
「諸

しょ

職
しょく

画
え

鑑
かがみ

」 
（寛政七年・一七九五年序）
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を
作
る
版は

ん

本ぽ
ん

の
技
術
が
な
け
れ
ば
︑
英

は
な
ぶ
さ

一い
っ

蝶ち
ょ
うの

絵
を
︑
た
や
す
く
見
ら
れ
る
事
は
︑
な
か
っ

た
で
し
ょ
う
︒

さ
て
︑﹁
一
蝶
画
譜
﹂
の
出
版
か

ら
二
十
五
年
後
︑
北
斎
翁
と
並
び
称

さ
れ
た
鍬く

わ

形が
た

蕙け
い

斎さ
い

︵
当
時
は
北き
た
尾お

政ま
さ

美よ
し
︶
が
︑
絵
手
本
の
﹁
諸し

ょ

職し
ょ
く

画え

鑑か
が
み﹂

︵
寛か
ん

政せ
い
七
年
・
一
七
九
五
年
刊
︶
を
出

さ
れ
ま
し
た
︒
そ
の
中
に
︑﹁
一
蝶

画

譜
﹂
の
恵
比
須
の
絵
を
も
と
に
し

た
も
の
が
あ
り
︑
そ
の
絵
を
反
転
さ

せ
て
見
る
と
︑
お
皿
の
絵
と
そ
っ
く
り

で
し
た
︒

こ
の
お
皿
の
絵
は
︑
明
治
の
初
め
に
絵え

型が
た

彫ほ
り

師し

の
切
り
抜
い
た
型か

た

紙が
み

を
使
い
︑
写
し
た
も
の
で
︑

そ
の
技
法
は
﹁
型か

た

紙が
み

摺す
り

絵え

﹂
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
︒

さ
す
が
こ
の
絵
も
﹁
軽け

い

妙み
ょ
う

洒し
ゃ

脱だ
つ

﹂
で
す
︒
さ
て

さ
て
こ
の
鯛た

い

は
︑
三
宅
島
で
の
鯛
で
あ
り
ま
し
ょ
う

か
︒と

こ
ろ
で
︑
英
一
蝶
よ
り
六
歳
年
下
の
尾お

形が
た

光こ
う

琳り
ん

も
︑﹁
恵え

比び

須す

舞ま
い

﹂
を
描え

が

か
れ
て
お
ら
れ
ま
す
︒
そ

の
足
の
捌さ

ば

き
方
な
ど
は
︑

そ
っ
く
り
で
す
︒
こ
の

絵
も
ま
た
︑
光
琳
の
画

風
を
慕し

た

い
︑
光
琳
の
絵

を
集
め
ら
れ
た
酒さ

か

井い

抱ほ
う

一い
つ

が
︑
私
家
版
と
し
て

出
さ
れ
た
﹁
光こ

う

琳り
ん

百
ひ
ゃ
く

図ず

﹂
に
載の

っ
て
お
り
ま

し
た
︒

酒さ
か

井い

抱ほ
う

一い
つ

編
　
尾お

形が
た

光こ
う

琳り
ん

画

﹁
光こ

う

琳り
ん

百ひ
ゃ
く

図ず 

後こ
う

編へ
ん

﹂ 

︵
文
政
九
年
・
一
八
二
六
年
︶

伊
い

万
ま

里
り

焼
やき

江戸後期　尺皿
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