
 

                   

  

東
洋
美
術
史
、
中
国
書
道
史
の
研

究
・
執
筆
を
行
っ
て
い
た
藤
原
楚
水
は
、

大
正
元
年
「
田
越
村
」
の
頃
か
ら
の
逗

子
に
住
み
、
平
成
2
年
に
亡
く
な
る
ま

で
の
約
80
年
間
、
逗
子
で
暮
ら
し
ま
し

た
。
逗
子
市
立
図
書
館
に
は
楚
水
本
人

か
ら
寄
贈
さ
れ
た
、
書
道
の
資
料
を
中

心
と
し
た
「
藤
原
楚
水
文
庫
」
が
あ
り

ま
す
。 

楚
水
の
随
筆
『
藻
塩
草
』
は
昭
和
48
年
、

94
歳
の
時
に
上
梓
さ
れ
ま
し
た
。
大
正

か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
逗
子
・
葉
山
の

変
遷
が
楚
水
の
経
験
を
通
し
て
語
ら
れ
、

今
で
は
忘
れ
去
ら
れ
た
逗
子
の
風
俗
、

人
、
景
色
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
た
貴

重
な
文
献
で
す
。
そ
の
中
の
「
藻
塩
た

く
煙
」
の
一
文
に
、
明
治
期
の
逗
子
の

浜
辺
で
は
、
塩
で
は
な
く
沃
度
（
ヨ
ー

ド
）
を
取
る
た
め
に
海
藻
を
燃
や
し
、

そ
の
商
売
を
し
て
い
た
の
が
後
年
「
味

の
素
」
の
製
造
・
販
売
で
有
名
と
な
っ

た
鈴
木
三
郎
助
の
先
代
で
あ
っ
た
と
の

記
述
が
あ
り
ま
す
。 

  
 

  
 

   

図
書
館
2
階
に
所
蔵
し
て
い
る
『
味

を
た
が
や
す-

味
の
素
八
十
年
史-

』、
そ

こ
に
は
「
味
の
素
」
と
い
う
旨
み
調
味

料
が
逗
子
・
葉
山
の
地
で
い
か
に
製
造

さ
れ
る
に
至
っ
た
か
が
詳
し
く
記
さ
れ

て
い
ま
す
。 
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藤
原

ふ
じ
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楚
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そ
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逗子の小さな化学工場 
味の素工場（1909～1915） 

 

 
 

鈴
木
製
薬
所
と
沃
度

よ

う

ど

事
業 

 

も
の
も 
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搗布（カジメ） 

『逗子の自然』より 
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葉
山
の
鈴
木
家
は
慶
応
2
年
酒
類
や

穀
物
を
販
売
す
る
「
瀧
屋
」
を
開
業
し

財
を
成
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
初
代
三
郎

助
は
腸
チ
フ
ス
で
急
死
、
残
さ
れ
た
妻

の
ナ
カ
は
家
業
を
守
り
三
人
の
子
供
た

ち
を
育
て
ま
し
た
。 

時
は
移
り
明
治
20
年
頃
、
二
代
三
郎

助
が
手
を
出
し
た
米
相
場
の
損
失
に
よ

り
困
窮
し
た
「
瀧
屋
」
鈴
木
家
は
、
避

暑
避
寒
の
客
に
間
貸
し
な
ど
も
し
な
が

ら
糊
口
を
凌
い
で
い
た
よ
う
で
す
。
そ

ん
な
中
、
間
貸
し
の
客
だ
っ
た
大
日
本

製
薬
会
社
の
技
師
村
田
春
齢
は
、
海
岸

に
大
量
に
打
ち
上
げ
ら
れ
る
搗
布
（
カ

ジ
メ
）
か
ら
沃
度
（
ヨ
ー
ド
）
を
造
る

こ
と
を
ナ
カ
に
す
す
め
ま
す
。
村
田
の

指
導
の
も
と
沃
度
（
ヨ
ー
ド
）
製
造
に

乗
り
出
し
た
鈴
木
家
は
、
明
治
26
年
「
鈴

木
製
薬
所
」
と
し
て
海
藻
原
料
の
沃
度

（
ヨ
ー
ド
）
事
業
及
び
軍
事
用
硝
石
製

造
な
ど
化
学
工
場
と
し
て
再
出
発
し
ま

す
。
場
所
は
今
の
葉
山
マ
リ
ー
ナ
の
あ

た
り
で
し
た
。 

 

明
治
38
年
鈴
木
三
郎
助
は
、
葉
山
に

加
え
逗
子
に
工
場
を
建
設
し
、
事
業
の

拡
大
を
図
り
ま
す
（
現
在
の
逗
子
二
丁

目
付
近
、
田
越
川
を
は
さ
ん
だ
延
命
寺

の
対
岸
あ
た
り
）。
楚
水
が
見
た
浜
辺
で

海
藻
を
焼
く
風
景
は
こ
の
頃
か
ら
始
ま

っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

        

   

理
学
博
士
池
田
菊
苗
は
、
明
治
41
年

7
月
25
日
「
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
塩
を
主
成

分
と
す
る
調
味
料
製
造
法
」
の
特
許
を

取
得
し
ま
す
。
国
内
で
32
件
、
海
外
で

17
件
の
特
許
を
取
得
し
た
菊
苗
の
最
初

の
特
許
が
、
い
わ
ゆ
る
う
ま
味
成
分
の

発
見
で
し
た
。
発
明
の
動
機
が
夫
人
の

購
入
し
た
昆
布
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

や
、
留
学
先
ド
イ
ツ
か
ら
の
帰
途
に
立

ち
寄
っ
た
ロ
ン
ド
ン
で
の
夏
目
漱
石
と

の
関
係
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
新
調
味
料

に
つ
い
て
な
ど
、
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
『
化
学
者 

池
田
菊
苗
』（
廣
田
鋼

蔵
著
）
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
新
た
な
調
味
料
の
発
見
に
興
味
を

持
ち
、
池
田
菊
苗
の
研
究
に
出
資
し
て

製
造
販
売
に
乗
り
出
し
た
の
が
、
鈴
木

池
田
菊
苗 

う
ま
味
の
発
明 

1910 年頃の味の素  グルタミン酸 

『味の素グループの百年』より 



三
郎
助
で
し
た
。
逗
子
工
場
で
の
海
藻

事
業
の
経
験
を
生
か
し
、
財
を
投
じ
て

一
大
事
業
に
漕
ぎ
出
し
ま
す
。
し
か
し

そ
の
後
、
昆
布
か
ら
発
明
さ
れ
た
新
調

味
料
を
工
業
化
し
製
品
と
す
る
た
め
の

道
の
り
は
困
難
を
極
め
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。 

  

池
田
菊
苗
は
は
じ
め
新
調
味
料
に

「
味
精
」
と
名
付
け
ま
し
た
が
、
薬
品

を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
、

三
郎
助
発
案
の
「
味
の
素
」
に
改
め
、

割
烹
着
姿
の
女
性
に
「
味
の
素
」
の
文

字
を
配
し
た
商
標
が
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

明
治
41
年
11
月
17
日
の
こ
と
で
す
。
そ

し
て
そ
の
年
の
12
月
、
い
よ
い
よ
逗
子

工
場
で
「
味
の
素
」
の
製
造
が
は
じ
ま

り
ま
す
。 

         

逗
子
工
場
で
は
そ
れ
ま
で
硝
酸
や
ア

ル
コ
ー
ル
な
ど
を
生
産
し
て
い
ま
し
た

が
、
そ
の
設
備
を
改
修
し
「
味
の
素
」

の
製
造
工
場
と
し
て
利
用
し
ま
し
た
。

逗
子
工
場
の
建
物
は
事
務
所
1
棟
、
倉

庫
2
棟
、
工
場
4
棟
で
合
計
375
坪
の
小

さ
な
規
模
で
し
た
。 

池
田
ら
の
指
導
の
も
と
、
塩
酸
で
小

麦
粉
の
た
ん
ぱ
く
質
を
分
解
す
る
と
い

う
方
法
を
あ
み
だ
し
、「
味
の
素
」
の
生 

       

  

産
に
成
功
し
ま
す
。
ま
た
当
時
と
し
て

は
珍
し
く
定
期
的
に
新
聞
広
告
を
打
つ

な
ど
し
て
、
そ
の
売
れ
行
き
も
増
し
て

い
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
生
産
量
が
増

大
す
る
に
し
た
が
っ
て
多
量
の
塩
酸
使

用
に
よ
る
塩
酸
ガ
ス
が
発
散
し
、
近
隣

か
ら
被
害
を
訴
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
ま
た
工
場
で
は
当
初
、
生
産

の
過
程
で
で
き
る
澱
粉
の
廃
液
を
田
越

川
に
流
し
て
お
り
、
住
民
や
漁
民
か
ら

「
味
の
素
」
誕
生
と
試
行
錯
誤 

味の素発売直後の新聞広告 

明治４２年５月２６日 

『東京朝日新聞』より 



は
苦
情
が
続
出
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ

ら
の
訴
え
に
対
し
、
実
害
を
調
査
し
賠

償
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
は
工
場

の
操
業
停
止
や
、
移
転
の
要
望
が
強
く

な
っ
て
い
き
ま
す
。 

そ
の
よ
う
な
状
況
下
、
逗
子
工
場
で

は
実
験
を
重
ね
、
塩
酸
ガ
ス
の
発
生
し

な
い
「
硫
酸
法
」
を
開
発
し
製
造
特
許

を
取
得
し
ま
す
。 

 

  

も
う
一
つ
の
問
題
は
、
澱
粉
の
廃
液

を
ど
う
処
理
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
川
や
海
に
流
せ
ば
公
害
と
な
る

廃
棄
物
を
活
か
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。
苦

心
の
末
、
一
つ
の
ア
イ
デ
ア
が
う
ま
れ

て
い
き
ま
す
。 

当
時
紡
績
工
場
で
は
「
味
の
素
」
と

は
反
対
に
、
綿
布
の
糊
付
け
用
と
し
て

小
麦
粉
か
ら
澱
粉
を
抽
出
し
、
副
産
物

の
た
ん
ぱ
く
質
（
麩
素
）
を
廃
棄
し
て

い
ま
し
た
。
そ
こ
に
目
を
つ
け
、
鐘
淵

紡
績
な
ど
に
向
け
て
澱
粉
の
販
売
を
も

ち
か
け
た
の
で
す
。
難
交
渉
の
末
、
大

正
元
年
9
月
、
鐘
淵
紡
績
社
兵
庫
工
場

へ
小
麦
澱
粉
が
初
出
荷
さ
れ
ま
し
た
。 

廃
棄
物
に
よ
る
公
害
問
題
を
解
消
し
、

商
品
の
原
料
単
価
を
下
げ
る
と
い
う
ま

さ
に
一
石
二
鳥
の
ア
イ
デ
ア
も
ま
た
逗

子
の
工
場
で
の
苦
い
経
験
か
ら
生
ま
れ

た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。 

大
正
期
に
入
り
「
味
の
素
」
の
売
れ

行
き
が
増
す
に
つ
れ
、
逗
子
工
場
の
生

産
設
備
に
限
界
が
訪
れ
ま
す
。 

大
正
４
年
川
崎
に
新
工
場
が
開
設
さ

れ
る
と
、
逗
子
工
場
は
閉
鎖
さ
れ
、
そ

の
歴
史
を
閉
じ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

 

 

        

副
産
物
の
再
利
用 
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