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本
作
は
、
当
館
が
平
成
二
二
年
度
に
開
催
し
た
『
楊
谷
と
元
旦
―
因
幡
画
壇
の
奇
才
―
』

展
の
会
期
中
に
発
見
さ
れ
た
片
山
楊
谷
（
一
七
六
〇
〜
一
八
〇
一
）
の
屏
風
で
、
展
覧
会

後
期
か
ら
特
別
出
品
し
展
観
の
機
会
を
得
た
も
の
の
、
図
録
に
は
所
収
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
作
品
で
あ
る
。
六
曲
一
双
と
い
う
大
作
で
、
楊
谷
の
初
期
を
代
表
す
る
作
品
と

言
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
カ
ラ
ー
図
版
と
と
も
に
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

本
紙
の
法
量
は
そ
れ
ぞ
れ
タ
テ
一
五
三
・
四
セ
ン
チ
、
ヨ
コ
三
五
八
・
七
セ
ン
チ
で
、
タ

テ
に
三
枚
紙
を
継
ぐ
。「
瓊
浦
楊
谷
道
監
冩
」
の
落
款
と
、「
源
流
得
真
」
の
白
文
楕
円
印

な
ら
び
に「
楊
谷
」「
義
父
」の
大
き
な
白
文
連
印
が
右
隻
一
扇
目
に
捺
さ
れ
て
い
る
が
、「
源

流
得
真
」
の
印
は
な
ぜ
か
上
下
逆
と
な
っ
て
い
る
（【
落
款
印
章
】）。
左
右
の
状
態
に
特
に

大
き
な
差
は
な
い
。
屏
風
箱
が
付
属
し
、「
ろ
第
六
三
七
号　

種
類
／
屏
風　

品
目
／
楊

谷　

備
考
／
猛
虎　

雪
心
庵
」
と
記
さ
れ
た
題
箋
と
「
雪
心
之
庵
」
の
朱
文
方
印
を
捺
し

た
紙
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
本
作
は
現
在
、
鳥
取
県
内
の
個
人
の
所
蔵
で
あ
る
が
、
以
前
は

鳥
取
市
内
の
旧
家
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
来
歴
は
不
明

で
あ
る
。

　

さ
て
、
画
面
に
目
を
移
す
と
、
右
隻
に
は
著
色
の
二
頭
の
虎
が
威
嚇
す
る
よ
う
な
表
情

で
顔
を
左
に
向
け
て
い
る
。
左
側
の
虎
の
腹
や
後
ろ
足
は
右
側
の
虎
と
重
な
っ
て
見
え
ず
、

密
集
す
る
毛
並
み
に
よ
っ
て
や
や
曖
昧
な
境
界
と
な
っ
て
い
る
。
二
頭
の
虎
を
囲
む
よ
う

に
撓
る
墨
竹
は
、
大
き
な
刷
毛
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
表
さ
れ
、
左
へ
湾
曲
し
た
後
、
一
旦

上
部
へ
抜
け
、そ
の
先
端
は
五
扇
目
か
ら
六
扇
目
へ
と
続
く
。
一
方
、左
隻
に
は
、

一
頭
の
巨
大
な
虎
が
右
隻
の
虎
と
対
峙
し
、
頭
を
低
く
し
て
攻
撃
の
準
備
態
勢

を
と
り
、
背
中
と
尻
尾
の
毛
を
立
て
て
挑
み
か
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。
虎
の
尻

尾
は
画
面
を
突
き
出
た
後
、
六
扇
目
の
上
部
に
再
び
現
れ
て
体
躯
の
大
き
さ
を

強
調
し
、
虎
の
後
方
に
生
え
る
屈
曲
し
た
竹
と
た
わ
む
笹
が
、
右
隻
と
の
バ
ラ

ン
ス
を
と
る
。
画
中
の
余
白
に
は
金
粉
が
雲
形
に
蒔
か
れ
て
い
る
が
、
光
の
加

減
で
判
明
す
る
ぐ
ら
い
の
ご
く
鈍
い
光
り
方
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
虎
の
表
現
に
注
目
し
て
み
た
い
。
一
頭
の
虎
の
頭
部
の
大
き
さ
は

三
〇
セ
ン
チ
を
超
え
て
威
圧
感
が
あ
り
、
膨
大
な
量
の
線
が
毛
並
み
を
表
す
だ

け
で
な
く
、
虎
の
体
躯
そ
の
も
の
を
形
作
り
立
体
感
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ

の
特
徴
的
な
毛
描
き
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
み
る
と
、
ま
ず
線
は
、
胡
粉
、
茶
、

黒
の
三
色
を
基
本
と
し
、
そ
の
濃
さ
や
太
さ
を
変
え
て
描
き
分
け
て
い
る
。
虎

の
柄
で
あ
る
黒
の
縞
は
、
初
め
に
薄
墨
を
刷
い
た
上
に
墨
線
が
引
か
れ
て
い
る

が
、
そ
の
他
の
部
分
に
下
塗
り
は
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
目
や
鼻
、
爪

を
の
ぞ
い
て
輪
郭
線
も
見
ら
れ
ず
、
無
数
の
線
が
毛
の
流
れ
に
沿
っ
て
引
き
重

ね
ら
れ
る
こ
と
で
外
形
を
形
作
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
中
で
も
顔
面
は
複

雑
な
凹
凸
や
毛
流
れ
が
繊
細
で
多
様
な
線
に
よ
っ
て
巧
み
に
構
成
さ
れ
て
い
る

（【
部
分
図
】）。
一
方
、
顔
を
超
え
て
放
射
状
に
伸
び
る
白
い
鬚
や
体
躯
の
毛
の
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【落款印章】（1/2 縮小）【部分図】



山下真由美

鳥取県立博物館研究報告 Bulletin of the Tottori Prefectural Museum 49. March 23, 2012　○C 鳥取県立博物館 Tottori Prefectural Museum

131

線
は
六
曲
一
双
と
い
う
大
画
面
に
負
け
ぬ
迫
力
で
一
本
一
本
力
強
く
長
く
引
か
れ
、
針
の

よ
う
に
硬
質
な
印
象
を
与
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
作
に
み
る
虎
の
毛
描
き
は
、
力
強
い

線
が
主
体
と
な
っ
て
お
り
、
虎
は
剛
毛
に
〝
覆
わ
れ
て
い
る
〞
と
い
う
感
じ
が
す
る
の
が

特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

　

片
山
楊
谷
は
医
師
・
洞
雄
山
の
子
と
し
て
長
崎
に
生
ま
れ
、
四
歳
で
父
を
亡
く
し
、
安

永
元
年
（
一
七
七
二
）、
一
三
歳
の
こ
ろ
に
故
郷
を
離
れ
諸
国
を
遊
歴
し
た
と
さ
れ
る
。
同

七
年
に
は
備
前
国
に
て
弟
子
を
も
ち
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
は
甲
斐
国
、
さ
ら
に

江
戸
へ
と
歩
を
進
め
て
い
る
。
本
作
に
年
記
は
な
い
が
、
抑
揚
の
少
な
い
謹
直
な
書
体
や
、

「
道
監
」
号
と
「
楊
谷
」「
義
父
」
印
の
使
用
は
、
安
永
九
年
の
「
猛
虎
図
屏
風
」（
鳥
取
県

立
博
物
館
蔵
、【
参
考
図
】）
を
始
め
と
す
る
二
〇
代
の
作
品
に
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
か

ら
、
本
作
は
楊
谷
の
画
業
の
初
期
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
猛
虎
図
屏
風
」
に
み

る
虎
の
表
情
と
比
較
し
た
と
き
、
墨
と
著
色
の
違
い
は
あ
る
が
、
本
作
の
方
が
よ
り
後
年

の
虎
の
顔
に
近
く
、
落
款
の
「
楊
谷
」
の
「
谷
」
の
二
筆
目
と
三
筆
目
を
つ
な
げ
る
書
き

方
は
、
天
明
二
年
の
「
月
夜
枇
杷
鳥
図
」（
渡
辺
美
術
館
蔵
）
に
お
け
る
落
款
の
書
体
と

近
い
こ
と
か
ら
、
天
明
二
年
前
後
の
作
と
み
て
お
き
た
い
。
こ
の
頃
楊
谷
が
ど
こ
に
い
て
、

誰
の
需
め
に
応
じ
て
本
作
を
制
作
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、『
画
伝
誓
文
』（
註
1
）
に

み
る
楊
谷
の
門
人
一
覧
を
見
れ
ば
、
江
戸
中
期
以
降
、
鳥
取
の
町
人
の
筆
頭
格
で
あ
っ
た

大
谷
文
次
郎
の
名
が
あ
る
な
ど
楊
谷
と
有
力
町
人
と
の
関
わ
り
が
知
ら
れ
、
力
の
入
っ
た

本
作
も
そ
う
し
た
富
裕
層
の
注
文
に
応
え
腰
を
据
え
て
取
り
組
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。

　

楊
谷
の
初
期
の
作
品
を
見
て
み
る
と
、
中
国
画
と
見
紛
う
ほ
ど
の
細
筆
に
よ
る
鮮
や
か

で
緻
密
な
描
写
や
人
物
表
現
の
作
が
あ
る
一
方
、
墨
の
濃
淡
を
巧
み
に
用
い
た
豪
快
な
筆

捌
き
の
み
ら
れ
る
花
鳥
画
も
あ
り
、
幅
広
い
ス
タ
イ
ル
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
楊
谷
は
、
虎
の
絵
を
生
涯
主
要
な
画
題
と
し
て
多
数
描
い
て
い
る
が
、
本
作
に
は
虎

の
毛
描
き
に
み
る
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
線
の
積
み
重
ね
と
い
っ
た
楊
谷
の
特
質
が
現

れ
、
そ
の
後
の
楊
谷
の
虎
図
の
原
型
と
も
な
っ
て
お
り
、
若
い
楊
谷
が
こ
の
毛
描
き
を
武

器
に
全
国
を
渡
り
歩
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
数
あ
る
虎
図
の

中
で
も
本
作
は
、
画
面
の
中
に
う
ま
く
収
め
よ
う
と
す
る
意
図
よ
り
も
、
勢
い
に
任
せ
た

よ
う
な
力
強
さ
と
若
さ
の
溢
れ
る
画
風
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
楊
谷
の
特
質
と
記
し
た
、
毛
描
き
に
よ
る
量
感
描
出
の
源
は
ど
こ
に
あ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
虎
図
と
言
え
ば
、
同
時
代
に
活
躍
し
た
岸
駒
（
一
七
四
九
〔
ま
た
は

一
七
五
六
〕
〜
一
八
三
八
）
の
名
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
前
田
育
徳
会
が
所
蔵
す
る
岸
駒

【参考図】
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は
穿
ち
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
見
知
ら
ぬ
土
地
で
画
力
を
頼
り
に
生
き
抜

い
て
い
く
に
は
、
そ
の
よ
う
に
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
本
作
は
楊
谷
の
特
質
を
表
す
優
品
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
生
涯
に

わ
た
っ
て
描
き
続
け
た
虎
図
の
原
型
と
も
な
る
初
発
的
な
作
品
で
あ
る
。
後
年
に
お
け
る

楊
谷
の
虎
図
で
は
こ
の
よ
う
な
線
の
主
張
は
控
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
、
よ

り
現
実
に
即
し
た
表
現
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
作
に
み
る
圧
倒
的
な
線
の
集

合
は
若
々
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
溢
れ
、
時
を
経
た
今
も
人
々
を
瞠
目
さ
せ
る
力
を
有
し
て

い
る
。
本
作
は
、
長
崎
と
い
う
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
も
つ
若
き
楊
谷
の
、
絵
筆
一
本
で

生
き
て
い
こ
う
と
い
う
気
概
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
稀
有
な
作
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

謝
辞

　

作
品
の
調
査
な
ら
び
に
写
真
掲
載
に
あ
た
り
、
所
蔵
者
の
方
よ
り
御
協
力
・
御
高
配
を

賜
り
ま
し
た
。
ま
た
、
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
査
読
者
の
方
に
は
大
変
貴
重
な
御
助
言
を

賜
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

の
「
松
下
飲
虎
図
」
と
比
較
し
た
場
合
、
線
の
積
み
重
ね
に
よ
る
量
感
の
表
出
と
い
う
点

は
楊
谷
と
同
様
で
あ
る
が
、
本
作
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
線
の
主
張
は
控
え
ら
れ
、
よ
り
体

躯
に
沿
っ
た
繊
細
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
国
華
』
一
〇
六
一
号
に
紹
介
さ
れ
た

岸
駒
の
「
虎
図
屏
風
」（
註
2
）
と
比
較
し
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
輪
郭
線
を
用
い
な
い
点

は
共
通
す
る
も
の
の
、
墨
の
ぼ
か
し
を
用
い
た
面
的
な
表
現
が
見
ら
れ
、
楊
谷
の
虎
の
よ

う
に
毛
で
覆
わ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
で
は
な
い
。

　

楊
谷
が
長
崎
の
医
家
に
生
ま
れ
た
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
そ
の
居
住
地
は
出
島
に
程
近

い
浜
町
と
考
え
ら
れ
、
異
国
情
緒
漂
う
長
崎
の
街
で
、
中
国
の
文
化
に
自
然
と
触
れ
て
育

っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ま
た
、
虎
の
剥
製
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
渡
来
品
を
見
る

機
会
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
楊
谷
は
清
人
画
家
の
費
漢
源
の
流
れ
を
汲
む
と
自
称
し
て

お
り
、
諸
国
を
巡
る
に
際
し
、
唐
絵
を
描
く
画
家
と
し
て
自
ら
を
位
置
づ
け
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
に
楊
谷
が
鳥
取
藩
西
館
の
茶
道
家
・
片

山
家
を
継
ぐ
ま
で
、「
瓊
浦
楊
谷
」
と
画
中
に
書
き
入
れ
、
自
ら
が
長
崎
と
い
う
特
別
な
土

地
の
出
で
あ
る
こ
と
を
謳
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
恐
ら
く
楊
谷
は
、
本
作

に
み
る
よ
う
な
奇
抜
で
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
画
風
を
新
機
軸
と
し
て
打
ち
立
て
、
全
国
を

行
脚
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
楊
谷
の
伝
承
と
し
て
伝
わ
る
、
髪
を
紫
の
糸
で
束
ね
、
通

り
を
大
股
で
闊
歩
し
人
々
の
注
目
を
浴
び
て
い
た
と
い
っ
た
姿
に
は
、わ
か
り
や
す
い
「
奇

抜
さ
」
が
あ
り
、
そ
こ
に
異
国
風
を
演
じ
て
い
る
よ
う
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
性
を
み
る
の

（
註
1
）
個
人
蔵
。『
楊
谷
と
元
旦　

―
因
幡
画
壇
の
奇
才
』
展
図
録
（
鳥
取
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