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刊
行
に
あ
た
っ
て

　

日
本
を
訪
れ
た
ス
ペ
イ
ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
姿
を
描
く
南
蛮
屛
風
の
現
存
数
は
、
九
〇

点
を
う
わ
ま
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
大
量
に
類
似
す
る
図
様
の
屛
風
が
作
ら
れ
た
と
い

う
事
実
自
体
も
、
一
つ
の
文
化
現
象
と
し
て
興
味
深
い
が
、
日
本
絵
画
史
研
究
に
お
い
て
、

南
蛮
屛
風
を
対
象
と
す
る
研
究
が
十
分
に
深
め
ら
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
く
、
多
く
の
課

題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

岡
本
良
知
・
高
見
澤
忠
雄
氏
に
よ
る
大
著
﹃
南
蛮
屛
風
﹄（
鹿
島
研
究
所
出
版
会
）
は

一
九
七
〇
年
に
刊
行
さ
れ
、
そ
れ
は
、
六
〇
点
の
作
品
を
掲
載
す
る
南
蛮
屛
風
の
網
羅
的

図
録
と
し
て
画
期
的
な
著
書
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
三
五
年
以
上
を
経
過
し
た

現
在
ま
で
本
格
的
な
南
蛮
屛
風
の
研
究
書
は
公
刊
さ
れ
ず
、
そ
の
後
、
新
た
に
発
見
さ
れ

た
南
蛮
屛
風
の
紹
介
も
散
発
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
き
た
。

　

南
蛮
屛
風
研
究
が
進
捗
し
な
か
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
ご
く
ひ
と
に
ぎ
り
の
、
有
名

な
屛
風
以
外
は
、屛
風
の
図
版
が
公
開
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
本
書
は
、

今
後
の
南
蛮
屛
風
研
究
の
た
め
に
は
、
現
時
点
で
把
握
し
う
る
す
べ
て
の
南
蛮
屛
風
に
つ

い
て
、
そ
の
図
様
を
確
認
し
う
る
良
好
な
図
版
を
掲
載
し
た
総
目
録
が
必
要
で
あ
る
と
い

う
認
識
の
も
と
に
、
企
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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■収録屛風

Ⅰ　初期作例群　　——慶長期の作例とその図様構成
　（1）日本と唐とを組み合わせる図様
 1 大阪城天守閣本
 2 九州国立博物館本 A

　（2）日本と想像上の異国とを組み合わせる図様
 3 神戸市立博物館本 A（内膳本）
 4 所在不明（笠原家旧蔵）本
 5 サントリー美術館本

　（3）日本のみを描く図様
 6 南蛮文化館本 A
 7 宮内庁三の丸尚蔵館本
 8 個人蔵（ギネット家）本（残欠）
 9 個人蔵（K 家）本
 10 個人蔵（T 家）本（和歌山・雲蓋院旧蔵本） 
 
Ⅱ　継承作例群
　（1）日本と唐とを組み合わせる図様の継承作例
 11 ボストン美術館本 A
 12 個人蔵（Y 家）本
 13 リスボン国立古美術館本 A（金子家旧蔵本）

　（2）日本と想像上の異国とを組み合わせる図様の継承作例 
　　㆒　〈3 神戸市立博物館本 A（内膳本）〉の継承作例 
 14 所在不明（川西家旧蔵）本
 15 文化庁保管本
 16 リスボン国立古美術館本 B
 17 リスボン・東方基金本
 18 個人蔵本
 19 国立歴史民俗博物館本 A（原田家旧蔵本）
 20 個人蔵本
 21 南蛮文化館本 B
 22 西蓮寺本
 23 唐招提寺本
 24 ボストン美術館本 B 
 25 所在不明本（残欠） 
 26 所在不明（高見澤家旧蔵）本（残欠）
 27 所在不明（三正旧蔵）本 A
 28 大安寺本
　　㆓ 　〈4  所在不明（笠原家旧蔵）本〉および〈5  サントリー美

術館本〉の継承作例 
 29 東京国立博物館本 
 30 神戸市立博物館本 B（談山神社旧蔵本）  
 31 大阪青山歴史文学博物館本
 32 川村記念美術館本 
 33 三井記念美術館本

　（3）日本のみを描く図様の継承作例 
　　叅　〈6 南蛮文化館本 A〉の継承作例
 34 ボストン美術館本 C 
 35 リスボン国立古美術館本 C
　　㆕　〈7 宮内庁三の丸尚蔵館本〉の継承作例
 36 サンフランシスコ・アジア美術館本
 37 バーク・コレクション本
 38 フリア美術館本
 39 神奈川県立歴史博物館本（東本願寺大津別院旧蔵本）
 40 ヴィクトリア & アルバート美術館本

 

 41 MOA 美術館本
 42 所在不明（中井家旧蔵）本（残欠）
 43 大阪市立美術館本（残欠）
 44 ボストン美術館本 D（残欠）
 45 ポートランド美術館本
 46 所在不明本
 47 所在不明（山中商会旧蔵）本
 48 国立歴史民俗博物館本 B
 49 クリーブランド美術館本
 50 天理大学附属天理図書館本
 51 本泉寺本
 52 神戸市立博物館本 C（残欠）
 53 所在不明本
　　⓹ 　〈8 個人蔵（ギネット家）本〉および〈9 個人蔵（K 家）本〉

の 継承作例など
 54 北方文化博物館本
 55 ピーボディー・エセックス博物館本
 56 国立ソアレス・ドス・レイス博物館本
 57 シカゴ美術館本
 58 九州国立博物館本 B
 59 長崎歴史文化博物館本
 60 出光美術館本
 61 個人蔵（N 家）本
 62 アムステルダム国立博物館本
 63 個人蔵（S 家）本
 64 富山市佐藤記念美術館本
 65 個人蔵本（宝幢寺旧蔵本）
 66 個人蔵本
 67 ギメ美術館本
 68 所在不明（池長家旧蔵）本
 69 デイトン美術館本
 70 堺市博物館本 A
 71 室生寺本
 72 松岡美術館本
 73 逸翁美術館本 A
 74 所在不明（平尾家旧蔵）本
 75 個人蔵本 

Ⅲ　交易図系統の作例群
 76 逸翁美術館本 B
 77 岡崎市立図書館旧蔵本
 78 所在不明（山中商会旧蔵）本
 79 太平洋セメント本
 80 埼玉県立歴史と民俗の博物館本
 81 個人蔵本（西村家旧蔵本）
 82 神戸市立博物館本 D（粉本）
 83 南蛮文化館本 C
 84 所在不明本
 85 堺市博物館本 B
 86 神戸市立博物館本 E（残欠）
 87 パワーズ・コレクション本
 88 個人蔵（O 家）本
 89 個人蔵本
 90 所在不明（三正旧蔵）本 B

Ⅳ　その他
 91 観心寺本　（残欠） 
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1　大阪城天守閣本　左隻第 4扇・第 5扇 1　大阪城天守閣本　右隻第 2扇・第 3扇
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1　大阪城天守閣本　六曲一双

Ⅰ
　
初
期
作
例
群
　̶

̶

慶
長
期
の
作
例
と
そ
の
図
様
構
成

 
⑴   

日
本
と
唐
と
を
組
み
合
わ
せ
る
図
様

7071

15　文化庁保管本　部分15　文化庁保管本　部分

15　文化庁保管本　六曲一隻

国（文化庁）保管

国（文化庁）保管

異文化に対応する表現
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ン
の
挿
図
中
の
ゴ
ア
の
そ
れ
に
似
て
い
る
。
そ
の
図
か
、
成
澤
勝
嗣
氏
の
作
品
解
説
に
あ
る
通
り
秀
吉
に

献
上
さ
れ
た
も
の
自
体
を
見
な
け
れ
ば
描
け
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
右
半
分
に
は
港
を
出
よ
う
と
す

る
南
蛮
船
と
陸
か
ら
そ
れ
を
送
る
人
々
。
そ
の
よ
う
な
配
置
が
〈
3 

神
戸
市
立
博
物
館
本

（
内
膳
本
）〉、

〈
16 

リ
ス
ボ
ン
国
立
古
美
術
館
本 

〉
な
ど
に
あ
る
。
南
蛮
人
、
南
蛮
船
な
ど
の
描
出
に
お
い
て
示
さ

れ
た
内
膳
系
屛
風
の
情
報
は
質
・
量
と
も
に
他
屛
風
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
で
は
、
建

築
物
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
異
国
的
建
築
を
表
現
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
先
行
す
る
仏
画
に
五
彩
の
瓦
を
意
識
し
た
表
現
が
あ
る
。

ま
た
日
本
で
描
か
れ
た
中
国
の
情
景
表
現
に
お
い
て
、
全
て
の
建
物
に
五
彩
の
瓦
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
絵
巻
な
ど
で
も
、
床
に
塼
を
使
う
の
は
常
道
の
よ
う
で
あ
る
。
塼
に
も
単
色
、
地
模
様
、
色

模
様
、
市
松
模
様
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
日
本
の
建
築
を
描
く
と
き
に
は
使
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。

江
戸
時
代
の
黄
檗
宗
寺
院
な
ど
で
は
実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
し
、
長
崎
の
料
亭
花
月
の
一
室
で
、
寺
院
並

み
に
敷
か
れ
た
単
色
の
塼
が
、
異
国
的
な
雰
囲
気
を
作
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
だ
さ
れ
る
。
内
膳
系
の

異
国
情
景
中
の
建
物
で
も
塼
の
床
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。〈
3 

神
戸
市
立
博
物
館
本 

 

（
内
膳
本
）〉
で
は
、

色
模
様
の
入
っ
た
塼
が
左
隻
左
端
の
宮
殿
風
建
築
に
使
わ
れ
て
い
る
。
地
模
様
風
の
塼
も
、
他
の
内
膳
系

の
屛
風
に
は
認
め
ら
れ
る
。

　
塼
は
、
山
楽
系
の
構
図
の
も
の
で
は
、
カ
ピ
タ
ン
た
ち
が
椅
子
に
座
っ
て
相
対
し
て
並
ん
で
い
る
舗
道

で
も
当
然
な
が
ら
使
わ
れ
る
。〈
4 

所
在
不
明
（
笠
原
家
旧
蔵
）
本
〉
の
よ
う
に
色
塼
と
で
市
松
模
様
を
な

す
場
合
も
あ
る
。

　
中
国
宮
廷
情
景
図
屛
風
の
建
築
を
見
る
と
、
以
上
の
南
蛮
屛
風
の
グ
ル
ー
プ
と
は
極
め
て
大
き
な
共
通

要
素
が
あ
る
。
あ
え
て
い
え
ば
中
国
情
景
の
方
が
派
手
や
か
で
、
ひ
と
つ
の
建
物
で
も
部
所
に
よ
っ
て
細

か
く
塼
の
色
や
模
様
が
違
う
も
の
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
塼
は
異
国
表
象
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
日
本
国
内
情
景
中
の
南
蛮
寺
の
室
内
で
も
、〈
6

南
蛮
文
化
館
本 

〉、〈
72 

松
岡
美
術
館
本
〉（
教
会
堂
で
塼
と
五
彩
の
瓦
を
も
つ
も
の
は
こ
の
屛
風
だ
け
か
）、

〈
36 

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ア
ジ
ア
美
術
館
本
〉、〈
51 

本
泉
寺
本
〉
な
ど
に
も
み
と
め
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
屛
風
で
は
教
会
堂
が
異
域
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
と
い
え
る
が
、
そ
う
で
な
い

も
の
（
板
廊
下
、
疊
敷
き
）
の
方
が
数
の
上
で
は
多
数
を
占
め
て
い
る
。

　「
五
彩
」
の
瓦
は
塼
と
同
じ
よ
う
に
中
国
宮
廷
図
屛
風
に
も
、
ほ
と
ん
ど
の
建
物
で
使
わ
れ
て
い
る
。

南
蛮
屛
風
の
中
で
も
異
国
情
景
の
中
で
は
、
必
ず
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
。
建
物

の
石
造
り
の
基
台
な
ど
に
も
中
国
宮
廷
図
と
共
通
す
る
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

図 2　顧曲齋本『元人雑劇選』（明・万暦年間刊）挿図 図 1　顧曲齋本『元人雑劇選』（明・万暦年間刊）挿図
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Ⅱ　継承作例群

れ
な
り
に
整
理
を
し
て
再
構
成
し
直
さ
れ
て
い
る
。
登
場
人
物
の
プ
ロ
ポ
ー

シ
ョ
ン
は
〈
19 

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
本 

A
〉
や
〈
21 

南
蛮
文
化
館
本 

B
〉
と
く
ら
べ
て
内
膳
の
原
型
に
ま
だ
近
く
、
人
間
ら
し
い
特
徴
を
残
し
て

い
る
。
ま
た
、
ポ
ー
ズ
に
歌
舞
伎
役
者
が
見
得
を
き
る
よ
う
な
大
仰
な
ア
ク

シ
ョ
ン
が
見
え
る
の
も
、
こ
の
画
家
の
す
ぐ
れ
た
美
意
識
を
示
す
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　
右
隻
の
南
蛮
寺
に
藁
葺
き
屋
根
の
書
院
が
あ
り
、
そ
の
右
側
の
茶
室
で
は

点
前
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
屋
根
の
上
に
は
十
字
架
が
そ
び
え
て
い
る
の
だ

が
、
内
部
の
礼
拝
等
儀
式
を
捨
て
去
っ
て
茶
の
湯
に
置
き
換
え
た
も
の
と
見

ら
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
モ
チ
ー
フ
は
描
か
れ
な
く
な
っ
て
、
南
蛮
寺
が
来

航
し
た
南
蛮
人
た
ち
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
変
貌
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。

ま
た
カ
ピ
タ
ン
・
モ
ー
ル
の
前
方
で
抱
擁
す
る
南
蛮
人
の
姿
は
、
南
蛮
屛
風

で
も
異
例
の
描
写
。
こ
の
画
家
独
自
の
情
報
源
に
も
と
づ
く
モ
チ
ー
フ
か
。

フ
ロ
イ
ス
が
『
日
本
覚
書
』
に
お
い
て
「
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
別
れ
る
と

き
と
か
、
外
か
ら
帰
っ
て
来
る
と
、
抱
擁
す
る
の
が
習
わ
し
で
あ
る
。
日
本

人
は
ま
っ
た
く
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
せ
ず
、
む
し
ろ
、
そ
う
す
る
の
を
見
る

と
笑
う
」
と
記
し
て
い
る
の
を
想
起
さ
せ
る
。

　
ま
た
、
左
隻
の
象
は
〈
3 

神
戸
市
立
博
物
館
本 

A
（
内
膳
本
）〉
で
は
写

実
的
な
実
物
に
近
い
象
で
あ
っ
た
が
、
本
図
で
は
体
の
ぶ
よ
ぶ
よ
し
た
仏
画

風
の
姿
に
描
か
れ
る
。
鼻
の
長
さ
は
掃
除
機
の
よ
う
で
も
あ
る
。
榊
原
氏
は

こ
れ
に
よ
っ
て
作
者
を
「
絵
仏
師
的
な
知
識
を
持
っ
た
町
絵
師
」
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。
同
じ
く
左
隻
の
ド
ー
ム
形
の
異
国
建
築
は
変
貌
し
て
韃
靼
人
の

パ
オ
を
思
わ
せ
る
形
と
な
り
、
そ
の
右
で
は
異
国
の
貴
婦
人
た
ち
が
船
出
を

見
送
る
。
そ
こ
に
長
谷
川
等
伯
の
手
長
猿
と
同
じ
ポ
ー
ズ
を
し
た
少
年
が
描

か
れ
て
い
る
。

　〈
19 

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
本 

A
〉
や
〈
21 

南
蛮
文
化
館
本 

B
〉
と
一

見
共
通
し
た
画
面
構
成
を
と
り
な
が
ら
、
画
家
の
個
性
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
発

揮
さ
れ
て
い
る
点
で
明
ら
か
に
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
を
高
く

評
価
し
た
い
。
制
作
年
代
は
寛
永
期
。
上
述
の
類
似
作
品
と
さ
ほ
ど
隔
た
る

も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
1
） 

榊
原  

悟
「
南
蛮
屛
風  

美
を
求
め
て  

最
終
回
」『
日
本
美
術
工
芸
』
五
一
四
　

一
九
八
一
年
　
五
〇
〜
六
〇
ペ
ー
ジ

（
2
）
松
田
毅
一
、
E
・
ヨ
リ
ッ
セ
ン
『
フ
ロ
イ
ス
の
日
本
覚
書
』（
中
公
新
書  

七
〇
七
） 

中
央
公
論
社
　
一
九
八
三
年
　
一
三
八
ペ
ー
ジ

（
成
澤
勝
嗣
）
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唐
招
提
寺
本 

六
曲
一
隻

紙
本
金
地
著
色
　
一
五
八
・
〇
×
三
六
七
・
二

唐
招
提
寺
所
蔵
「
南
蛮
屛
風
」

十
七
世
紀
後
半

　
狩
野
内
膳
系
の
右
隻
で
あ
る
日
本
入
港
の
図
と
、
神
事
と
し
て
の
競
馬
図

を
組
み
合
わ
せ
て
一
双
と
す
る
。
各
隻
の
画
中
右
隅
に
「
奉
寄
進
唐
招
提
寺  

御
舎
利
寶
前  

施
主
不
動
院
賢
盛
」
と
い
う
奉
納
銘
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
（
図

4
）。
高
見
澤
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
こ
の
賢
盛
は
江
戸
時
代
前
期
、
延
宝
年

間
（
一
六
七
三
〜
一
六
八
〇
）
に
い
た
僧
侶
だ
と
い
う
。
画
風
様
式
か
ら
見
て
も
、

作
画
期
は
だ
い
た
い
そ
の
あ
た
り
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
一
見
す
る
と
両
隻
に
は
関
わ
り
が
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
た
だ
し
画

風
は
共
通
す
る
か
ら
、
同
一
の
画
家
に
よ
っ
て
セ
ッ
ト
と
し
て
描
か
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
、
し
た
が
っ
て
異
例
で
は
あ
る
が
六
曲
一
双
で
は

な
く
六
曲
二
隻
と
し
て
、
つ
ま
り
別
個
に
使
用
す
る
た
め
に
調
製
さ
れ
た
と

い
う
可
能
性
も
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
両
隻
が
無
関

係
と
決
め
つ
け
て
し
ま
う
の
も
早
計
で
、
こ
の
競
馬
図
が
〈
5 

サ
ン
ト
リ
ー

美
術
館
本
〉
を
代
表
と
す
る
南
蛮
屛
風
第
三
類
の
左
隻
、
外
国
風
景
に
し
ば

し
ば
登
場
す
る
調
馬
モ
チ
ー
フ
の
翻
案
で
あ
る
と
い
う
捉
え
か
た
も
可
能
で

あ
る
。
南
蛮
寺
門
前
に
お
け
る
調
馬
を
日
本
式
の
神
事
に
置
き
か
え
た
と
す

る
な
ら
ば
、
こ
の
画
家
は
、
第
三
類
左
隻
を
南
蛮
寺
が
行
な
う
異
国
（
キ
リ

ス
ト
教
）
の
「
神
事
」
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
未
だ
よ
く
わ
か
ら

な
い
第
三
類
左
隻
の
構
成
意
味
を
さ
ぐ
る
う
え
で
興
味
深
い
問
題
で
は
あ
る

が
、
も
と
よ
り
確
証
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。

　
こ
の
作
品
の
第
一
の
特
色
と
し
て
は
、
人
物
の
衣
装
の
襞
に
陰
影
を
施
し

た
と
こ
ろ
が
多
く
、
西
洋
画
学
習
の
成
果
を
見
せ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
。
こ
れ
は
内
膳
の
原
本
〈
3 

神
戸
市
立
博
物
館
本 

A
〉
に
は
見
る
こ
と

の
で
き
な
い
描
写
で
、
こ
の
作
者
の
大
き
な
自
己
主
張
で
あ
ろ
う
。
ま
た
人

物
は
総
じ
て
大
き
な
瞳
で
愛
嬌
の
あ
る
表
情
を
持
つ
け
れ
ど
も
、
顔
や
ポ
ー

ズ
に
は
歪
み
が
見
ら
れ
、
内
膳
本
の
よ
う
な
自
然
さ
に
は
欠
け
る
。
正
統
な

狩
野
派
の
画
家
の
制
作
と
は
見
な
し
が
た
い
。

　
さ
ら
に
こ
の
作
者
の
西
洋
の
情
報
に
関
す
る
博
識
は
、
上
辺
に
挿
入
さ
れ

た
北
半
球
図
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
こ
の
半
球
図
は
画
面
に
直
接
描
き
こ
ま

れ
た
も
の
で
、
類
例
で
あ
る
〈
15 

文
化
庁
保
管
本
〉
の
よ
う
に
別
紙
を
貼

り
付
け
た
も
の
で
は
な
い
。
円
の
中
央
に
北
極
を
置
き
、
そ
こ
か
ら
経
度
線

を
放
射
状
に
引
い
て
三
六
〇
度
を
三
二
区
画
に
区
切
る
。
緯
度
線
は
九
州
よ

り
南
に
三
本
だ
け
引
か
れ
、
間
隔
も
不
均
等
で
あ
る
。
ま
た
九
州
と
朝
鮮
半

島
が
陸
続
き
と
な
り
、
地
球
の
反
対
側
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
島
の
よ
う
に
表
現

さ
れ
て
い
る
な
ど
、
不
正
確
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。
日
本
と
南
蛮
国
の
位
置
関

係
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
キ
リ
ス
ト
教
の
モ
チ
ー
フ
も
総
体
に
豊
富
で
、
右
端
上
方
の
南
蛮
寺
の
祭

壇
こ
そ
松
の
枝
で
巧
妙
に
隠
さ
れ
て
い
る
が
、
右
端
下
方
の
商
家
の
暖
簾
に

は
花
ク
ル
ス
と
三
本
の
釘
と
欧
文
（
辻
成
史
氏
は
こ
れ
をIN

R
I

と
解
読
さ
れ
た
が
、

私
見
で
はVAV

R
E

）
が
描
か
れ
、
南
蛮
船
の
旗
に
もA

R
IC

A
IA

S

と
読
め
る

欧
文
と
ク
ル
ス
、
太
陽
の
紋
章
が
見
え
る
。
ま
た
内
膳
本
で
は
こ
の
商
家
の

前
に
い
た
、
ロ
ザ
リ
オ
を
持
っ
て
杖
を
つ
く
茶
人
帽
の
老
人
が
、
本
図
で
は

中
景
の
南
蛮
寺
祭
壇
前
に
移
動
し
て
い
る
。

　
荷
揚
げ
さ
れ
る
動
物
で
は
内
膳
本
の
虎
が
姿
を
消
す
。
か
わ
り
に
二
頭
の

羊
が
登
場
し
、
中
国
の
仙
人
で
あ
る
黄
初
平
の
よ
う
な
ポ
ー
ズ
の
南
蛮
人
が

杖
を
振
り
上
げ
て
引
き
連
れ
る
。
ま
た
奈
良
に
ち
な
む
も
の
か
、
大
き
な
角

を
生
や
し
た
鹿
も
上
陸
す
る
。

　
南
蛮
人
の
服
装
の
描
写
の
細
密
さ
は
も
と
よ
り
内
膳
本
に
及
ぶ
も
の
で
は

な
い
が
、
カ
ピ
タ
ン
は
じ
め
帽
子
の
額
部
に
二
本
の
羽
根
飾
り
を
つ
け
た
も

の
が
見
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
作
品
独
自
の
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、
カ
ピ
タ
ン

の
や
や
後
方
の
人
物
が
、
小
型
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
よ
う
な
形
を
し
た
金
色
の

謎
の
物
体
を
捧
げ
て
い
る
の
も
、
個
人
的
に
は
気
に
掛
か
る
。
台
座
は
六
角

形
で
そ
の
上
に
蓮
弁
が
あ
っ
て
頂
上
に
は
一
本
の
突
起
が
つ
い
て
い
る
。
こ

れ
が
南
蛮
船
で
も
た
ら
さ
れ
た
聖
体
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
南
蛮
寺
へ
安

図 4　 〈23 唐招提寺本〉  画中奉納銘
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本
書
の
特
色

■
新
出
資
料
を
含
め
世
界
中
か
ら
集
め
た
九
一
点
の
南
蛮
屛
風
の
総
目
録

南
蛮
屛
風
の
総
数
は
、
二
〇
〇
七
年
時
点
で
国
外
に
所
蔵
さ
れ
る
作
例
も
含
め
、
九
〇

点
あ
ま
り
の
多
数
に
の
ぼ
る
。
本
書
は
、
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
可
能
な
か
ぎ
り

良
質
な
図
版
を
収
録
し
、
実
地
調
査
に
も
と
づ
く
図
版
解
説
と
、
二
つ
の
総
論
を
加

え
た
南
蛮
屛
風
の
総
カ
タ
ロ
グ
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
に
岡
本
良
知
、
高
見
澤
忠
雄

両
氏
に
よ
る
、
そ
の
当
時
知
ら
れ
て
い
た
六
〇
点
の
南
蛮
屛
風
を
掲
載
し
た
大
著
﹃
南

蛮
屛
風
﹄（
鹿
島
研
究
所
出
版
会
）
の
刊
行
以
来
、
約
四
〇
年
の
時
を
へ
だ
て
て
編
集

さ
れ
た
、
あ
ら
た
な
南
蛮
屛
風
の
総
合
図
録
の
決
定
版
で
あ
る
。

■�

Ａ
３
判
の
大
型
本
。
オ
ー
ル
・
カ
ラ
ー
二
九
二
頁
に
わ
た
る
図
版
。

　
最
新
の
情
報
と
知
見
を
豊
富
に
含
む
図
版
解
説

南
蛮
屛
風
の
図
様
の
細
部
ま
で
確
認
で
き
る
大
型
カ
ラ
ー
図
版
を
、
全
図
は
も
と
よ

り
、
部
分
拡
大
図
も
含
め
、
多
数
掲
載
す
る
。
そ
の
細
部
表
現
は
き
わ
め
て
多
彩
で

あ
り
、
ひ
と
つ
と
し
て
同
じ
図
様
の
屛
風
が
無
い
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。

図
版
解
説
は
、
本
書
作
成
に
向
け
て
実
施
し
た
五
年
間
に
わ
た
る
共
同
研
究
と
調
査

の
成
果
で
あ
り
、
最
新
の
情
報
と
知
見
を
豊
富
に
含
む
。
従
来
の
分
類
法
に
か
え
て
、

あ
ら
た
な
南
蛮
屛
風
の
系
統
分
類
と
体
系
化
を
試
み
、
制
作
年
代
や
来
歴
な
ど
も
含

む
、
個
別
の
屛
風
の
特
徴
を
詳
述
す
る
。
絵
画
史
の
み
な
ら
ず
、
漆
工
や
染
織
な
ど

工
芸
史
の
観
点
か
ら
の
見
解
も
加
え
、
い
ま
ま
で
に
な
い
充
実
し
た
内
容
の
図
版
解

説
と
し
た
。

■
南
蛮
屛
風
研
究
の
最
前
線
を
展
望

本
書
の
使
命
は
、現
時
点
で
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
南
蛮
屛
風
の
図
版
を
、

適
切
な
解
説
と
と
も
に
ひ
ろ
く
公
開
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
南
蛮
屛
風
全
体
を
展

望
す
る
論
考
も
収
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
研
究
の
現
状
を
総
括
し
、
今
後
の
南
蛮
屛
風

研
究
の
資
と
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

本
書
を
お
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め
す
る
方
々
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