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は
じ
め
に

本
書
は
、
江
戸
時
代
の
安
永
天
明
期
（
一
七
七
二
〜
一
七
八
八
）
に
お
け
る
京
都
画
壇
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
っ
た
円
山
応
挙
を
論

究
し
た
論
文
集
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
の
美
術
史
研
究
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
。
研
究
を
は
じ
め
た
大
学
の
学
部
生
の
頃

か
ら
数
え
る
と
、
ほ
ぼ
五
十
年
が
経
つ
。
学
部
の
卒
業
論
文
で
長
沢
蘆
雪
に
つ
い
て
書
き
、
そ
の
続
き
と
い
う
こ
と
で
、
大
学
院
で

は
蘆
雪
の
師
匠
で
あ
る
応
挙
を
研
究
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
い
つ
も
頭
の
片
隅
に
あ
っ
た
の
は
、「
一
体
、
応
挙
と
は
ど
ん

な
画
家
な
の
か
」「
応
挙
の
写
生
と
は
何
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、「
美
術
史
」
の
研
究
で
あ
る
か
ら
に
は
、
作

品
そ
の
も
の
の
「
形
式
」
と
「
様
式
」
と
い
う
こ
と
を
究
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
頭
の
中
に
消
え
て
は
蘇
り
、

蘇
っ
て
は
消
え
た
り
し
つ
つ
五
十
年
が
経
過
し
て
し
ま
っ
た
。
美
術
作
品
で
歴
史
と
文
化
を
語
る
こ
と
は
私
の
命
題
で
あ
り
、
こ
れ

み
な
も
と
と
よ
む
ね

が
で
き
れ
ば
恩
師
で
あ
る
源
豊
宗
先
生
、
加
藤
一
雄
先
生
、
今
井
清
先
生
、
さ
ら
に
は
土
居
次
義
先
生
ら
の
学
恩
に
、
い
さ
さ
か

で
も
応
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。

応
挙
は
、
周
知
の
と
お
り
、
安
永
天
明
期
の
京
都
画
壇
に
お
い
て
、
文
人
画
の
池
大
雅
と
与
謝
蕪
村
、「
狂
的
」
な
奇
想
の
絵
画

を
描
い
た
伊
藤
若
冲
・
曾
我
蕭
白
な
ど
に
伍
す
る
中
心
的
な
存
在
で
あ
り
、
写
生
画
を
旨
と
す
る
円
山
四
条
派
の
祖
と
し
て
呉
春
と

と
も
に
活
躍
し
た
。

応
挙
の
写
生
画
は
当
時
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
々
に
愛
好
さ
れ
た
。
上
は
天
皇
、
貴
族
・
門
跡
寺
院
、
地
方
の
大
寺
院
な
ど
か
ら
、
３



下
は
京
都
の
富
裕
な
大
商
人
、
地
方
の
豪
農
・
豪
商
な
ど
に
い
た
る
ま
で
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
上
田

お
く
ぶ
ん
め
い

秋
成
の
『
胆
大
小
（
1
）

心
録
』
や
弟
子
の
奥
文
鳴
が
書
い
た
「
仙
斎
円
山
先
（
2
）

生
伝
」
に
詳
し
い
。

応
挙
の
写
生
画
が
広
い
階
層
の
人
た
ち
に
愛
好
さ
れ
た
理
由
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
々
の
要
求
に
応
え
る
た
め
に
、
種
々

様
々
な
主
題
や
様
式
、
す
な
わ
ち
多
様
な
形
式
と
技
法
を
駆
使
し
て
作
品
を
描
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
漢
画
の
狩
野
派
風
の
古

典
的
・
伝
統
的
な
絵
画
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
流
行
し
た
西
洋
の
科
学
的
な
視
覚
に
よ
る
写
実
的
描
法
の
絵
画
も
描
き
、
さ
ら
に
は

総
金
地
に
極
彩
色
を
施
し
た
金
碧
様
式
の
装
飾
性
豊
か
な
絵
画
を
も
見
事
に
描
い
て
い
る
。
つ
ま
り
応
挙
は
、
当
時
の
流
行
、
思
潮
、

趣
致
な
ど
に
合
致
し
た
あ
ら
ゆ
る
絵
画
に
、
器
用
に
難
な
く
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
形
式
と
し
て
は
、
障
壁
・
屛
風
・
衝
立
・
掛
幅
・
巻
物
な
ど
あ
ら
ゆ
る
形
体
の
も
の
に
描
き
、
主
題
も
山
水
・
人
物
・

つ
き
な
み

花
鳥
虫
魚
を
は
じ
め
、
年
中
行
事
な
ど
の
四
季
絵
・
月
次
絵
・
祭
礼
図
・
風
俗
図
な
ど
、
や
ま
と
絵
の
主
題
も
難
な
く
描
写
し
、
仏

画
も
無
難
に
消
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
に
重
視
さ
れ
た
勧
戒
画
や
吉
祥
画
な
ど
も
上
手
に
表
現
し
て
い
る
。

応
挙
の
性
格
は
、
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
々
の
要
求
に
応
え
る
た
め
に
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、「
温
厚
」
で
「
誠
実
」
な
人
柄
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
「
正
直
」「
素
直
」「
謹
勉
」「
謹
厳
」「
実
直
」
な
人
柄
で
あ
っ
た
。

一
言
で
い
え
ば
応
挙
は
、「
真
面
目
」
で
あ
っ
た
。
正
岡
子
規
は
、
こ
の
応
挙
の
真
面
目
さ
を
認
め
て
『
病
牀
（
3
）

六
尺
』
に
、「
呉
春

は
し
ゃ
れ
た
り
応
挙
は
真
面
目
な
り
、
余
は
応
挙
の
真
面
目
な
る
を
愛
す
」、
と
述
べ
て
い
る
。

げ
ん
き

こ
う
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
応
挙
の
も
と
に
は
応
挙
十
哲
と
称
さ
れ
る
弟
子
た
ち
、
源
琦
・
長
沢
蘆
雪
・
奥
文
鳴
・
吉
村
孝
敬
・

そ
け
ん

か
く
れ
い

き
れ
い

森
徹
山
・
山
口
素
絢
・
山
崎
鶴
嶺
（
山
跡
と
も
書
く
）・
福
知
白
瑛
・
亀
岡
規
礼
・
木
下
応
受
の
十
人
（
こ
の
内
、
福
知
白
瑛
・
亀
岡
規

げ
つ
せ
ん

礼
・
木
下
応
受
を
除
い
た
代
わ
り
に
、
渡
辺
南
岳
・
西
村
楠
亭
・
僧
月
僊
を
入
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
を
は
じ
め
、
多
数
の
弟
子
た
ち
が
集
っ
て

き
た
。
そ
し
て
、
四
条
派
の
祖
で
あ
る
呉
春
は
、
は
じ
め
、
蕪
村
の
弟
子
で
あ
っ
た
が
、
師
の
没
後
に
応
挙
に
つ
い
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、
応
挙
と
そ
の
一
門
の
主
だ
っ
た
弟
子
た
ち
が
参
画
し
て
描
写
し
た
大
乗
寺
の
二
回
に
わ
た
る
障
壁
画
制
作
に
、
呉
春
も
加

４



わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。

応
挙
の
多
く
の
門
弟
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
得
意
技
を
持
っ
て
い
た
。
応
瑞
は
鶏
と
狗
子
、
源
琦
は
唐
美
人
、
素
絢
と
南

岳
は
和
美
人
、
南
岳
と
呉
春
は
鯉
、
さ
ら
に
呉
春
は
山
水
、
孝
敬
・
文
鳴
・
徹
山
・
規
礼
は
花
鳥
、
孝
敬
は
雪
松
と
龍
、
守
礼
は
狗

子
、
月
僊
は
南
画
風
の
山
水
と
人
物
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
弟
子
た
ち
の
得
意
技
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
師
応

挙
が
得
意
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

応
挙
は
、
こ
れ
ら
の
弟
子
一
門
を
ひ
き
つ
れ
て
大
寺
院
の
障
壁
画
制
作
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
象
徴
的
な
制
作
が
、
先
に
も
触
れ

た
大
乗
寺
障
壁
画
で
あ
り
、
他
に
金
刀
比
羅
宮
障
壁
画
、
金
剛
寺
障
壁
画
、
明
眼
院
障
壁
画
、
東
本
願
寺
障
壁
画
な
ど
が
あ
る
。

応
挙
に
続
く
写
生
画
の
円
山
四
条
派
の
画
家
た
ち
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
が
王
侯
貴
顕
か
ら
庶
民
に
い
た
る
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
々

の
要
望
に
応
え
ら
れ
る
技
量
の
「
技
」
を
具
え
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
皆
か
ら
愛
好
さ
れ
、
評
判
の
絵
描
き
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
大

事
な
の
は
、
絵
師
に
は
、
何
で
も
描
け
る
技
術
、
つ
ま
り
職
人
的
な
「
技
」
が
必
要
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
伝
統
的
な
、
あ

る
い
は
古
典
的
な
絵
画
や
、
革
新
的
な
流
行
の
絵
画
、
さ
ら
に
は
当
時
の
最
先
端
を
ゆ
く
西
洋
的
な
絵
画
の
写
実
的
表
現
な
ど
を
自

由
に
描
き
切
る
「
技
」
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
ま
さ
に
対
応
で
き
た
の
が
応
挙
・
呉
春
ら
円
山

四
条
派
の
画
家
た
ち
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
画
家
た
ち
は
、
今
日
で
い
う
と
こ
ろ
の
、
現
代
的
で
個
性
的
、
あ
る
い
は
独
創
的
と
も
て
は
や
さ
れ
る
よ
う
な
芸
術

家
で
は
な
く
、
職
人
的
な
画
家
で
あ
っ
た
。
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
は
な
く
ア
ー
テ
ィ
ザ
ン
で
あ
っ
た
。
さ
し
ず
め
応
挙
は
職
人
工
房
の

工
房
長
で
あ
り
、
そ
の
経
営
主
で
あ
っ
た
。

こ
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
ア
ー
テ
ィ
ザ
ン
に
つ
い
て
は
、
恩
師
の
加
藤
一
雄
先
生
は
先
生
独
特
の
生
知
に
よ
り
、「
芸
術
家
」
よ
り

も
「
職
人
技
」
の
方
に
、
心
か
ら
拍
手
を
贈
り
、
深
く
愛
さ
れ
て
い
た
。
写
生
画
の
円
山
四
条
派
に
つ
い
て
も
、「
円
山
四
条
派
は

職
人
の
技

の

技

の
見
せ
ど
こ
ろ
に
何
と
も
い
え
な
い
良
い
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
し
ば
し
ば
力
説
さ
れ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、

は じ め に

５



「
京
都
画
壇
の
安
永
天
明
期
か
ら
幕
末
を
経
て
明
治
に
至
る
間
は
、
ど
う
し
て
も
、
品
格
が
少
々
落
ち
る
に
し
て
も
円
山
四
条
派
を

も
っ
て
来
な
け
れ
ば
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
話
さ
れ
、
そ
れ
が
ま
た
「
近
世
」
と
「
近
代
」、「
伝
統
」
と
「
革
新
」
と
を
語
る

こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
と
、
義
太
夫
か
講
談
師
の
よ
う
な
独
特
の
語
り
口
調
で
滔
々
と
話
し
て
下
さ
っ
た
。
そ
れ
は
い
つ
も
通
り

風
格
あ
る
語
り
口
調
で
あ
っ
た
。

応
挙
の
「
写
生
」
あ
る
い
は
「
写
生
画
」
の
論
究
を
本
格
的
に
始
め
た
頃
に
読
ん
で
い
た
応
挙
研
究
の
先
覚
者
た
ち
の
論
文
は
、

応
挙
の
絵
画
を
た
だ
単
に
「
写
生
」
と
か
、「
写
実
的
に
精
細
な
表
現
」
あ
る
い
は
「
客
観
的
で
西
洋
的
な
科
学
的
視
覚
に
よ
る
克

明
な
細
密
・
緻
密
表
現
」
な
ど
と
論
述
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
け
加
え
る
と
し
て
も
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る

「
写
生
帖
」
の
紹
介
で
あ
っ
た
り
、
西
洋
画
の
科
学
的
視
覚
に
よ
る
「
写
実
的
」「
客
観
的
」
表
現
で
あ
る
こ
と
を
く
り
返
し
祖
述
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
私
は
こ
れ
ら
大
先
生
方
の
意
見
、
論
究
を
間
違
い
な
い
も
の
と
思
い
こ
み
、
単
純
に
こ
れ
で
も
う
応
挙
の
絵
画
の
こ
と
は

理
解
し
た
も
の
と
思
い
込
ん
で
い
た
。

し
か
し
何
年
か
経
っ
た
あ
る
時
に
、「
待
て
よ
」
と
思
い
直
し
、「
写
生
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
く
中
で
、
さ
ら
に
ま

た
「
写
実
的
に
精
細
な
表
現
」
や
「
客
観
的
な
細
密
・
緻
密
表
現
」
と
は
何
か
と
い
う
疑
問
が
で
て
き
た
。
こ
の
「
写
実
的
」「
客

観
的
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
西
洋
的
な
概
念
で
あ
り
、
こ
れ
ら
と
「
写
生
」
と
は
同
じ
意
味
な
の
か
、
違
う
も
の
な
の
か
と
い
う
こ

と
や
、
我
々
日
本
人
に
西
洋
の
、「
写
実
的
」、「
客
観
的
」
な
思
考
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
な
ど
が
疑
問
と
し
て
湧
い
て
き
た
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
「
写
実
的
」「
客
観
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
「
写
実
」「
客
観
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
同
心
円
状
に
あ

る
く
ら
い
の
非
常
に
曖
昧
な
要
素
が
多
数
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
応
挙
の
写
生
画
は
さ
っ
ぱ
り
理
解
で

き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
き
た
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
更
に
二
十
年
が
経
っ
た
頃
で
あ
ろ
う
か
。
平
成
元
年
（
一
九
八
九
）
に
「
応
挙
の
写
生
」
論
を
書
い
た
。
こ
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れ
は
応
挙
の
「
写
生
」
及
び
「
写
生
画
」
が
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
完
全
に
は
理
解
で
き
て
い
な
い
に
し
て
も
、

折
々
に
考
え
続
け
て
い
た
こ
と
の
一
応
の
ま
と
め
で
あ
っ
た
。
私
な
り
の
一
つ
の
答
え
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
「
応
挙
の
写
生
」
は
、
応
挙
の
写
生
画
を
、
①
「
速
写
の
写
生
」、
②
「
形
似
の
写
生
」、
③
「
気
韻
の
写
生
」
の
三
つ
に
分

類
し
て
論
究
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
①
「
速
写
の
写
生
」
は
、
ス
ケ
ッ
チ
の
意
味
の
写
生
で
、
応
挙
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
「
真
物
に

臨
写
」
し
て
そ
の
描
写
対
象
の
本
質
を
生
き
生
き
と
写
し
と
っ
た
写
生
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
ま
と
ま
っ
た
も
の
が
「
写
生
帖
」
と
な

り
今
日
に
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
②
「
形
似
の
写
生
」
は
、
一
つ
の
描
写
対
象
あ
る
い
は
そ
の
部
分
を
西
洋
の
科
学
的
視
覚
に

よ
っ
て
描
く
、
文
字
ど
お
り
、「
写
実
的
」「
客
観
的
」
な
「
精
細
」「
細
密
」
な
表
現
を
意
味
す
る
写
生
で
あ
る
。
③
「
気
韻
の
写

生
」
は
、
前
述
の
①
「
速
写
の
写
生
」
と
②
「
形
似
の
写
生
」
が
描
写
対
象
の
一
つ
の
部
分
の
写
生
で
あ
っ
た
の
と
は
異
な
り
、
絵

画
全
体
、
一
作
品
と
し
て
の
趣
致
や
、
一
作
品
全
体
の
情
趣
や
雰
囲
気
、
気
分
な
ど
と
い
っ
た
も
の
が
生
き
生
き
と
表
現
さ
れ
た
も

の
、
つ
ま
り
「
写
生
」
表
現
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
気
韻
の
写
生
」
は
、
日
本
人
の
気
韻
、
つ
ま
り
日
本
人
の
資
質
に
合
致

し
た
季
節
感
や
景
色
、
人
事
の
気
色
を
見
事
に
生
き
生
き
と
表
現
し
た
応
挙
独
自
の
新
し
い
写
生
画
を
意
味
す
る
写
生
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
気
韻
の
写
生
」
の
「
気
韻
」
と
い
う
こ
と
ば
を
、
日
本
人
の
気
韻
と
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
か
ど
う
か
を
危

惧
し
て
い
た
。
こ
れ
を
修
正
、
改
変
す
る
機
会
が
巡
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
前
述
の
「
応
挙
の
写
生
」
か
ら
ま
た
二
十
数
年
が
経
過
し
た
平
成
二
十
六
・
七
年
（
二
〇
一
四
・
五
）
の
『
聚
美
』
に
寄

稿
し
た
「
円
山
応
挙
論
」（
前
・
後
編
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
考
に
お
い
て
、
③
「
気
韻
の
写
生
」
の
「
気
韻
」
と
い
う
こ
と
ば
を

「
生
写
」
に
置
き
換
え
て
「
生
写
の
写
生
」
と
し
た
。
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
前
述
の
③
「
気
韻
の
写
生
」
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で

あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
あ
く
ま
で
も
中
国
人
が
考
え
る
「
気
韻
」
で
あ
っ
て
、
応
挙
の
そ
れ
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
り
、
写
生
は
ど

こ
ま
で
も
日
本
的
な
「
写
生
」
な
の
で
あ
る
。

つ
ぶ

「
生
写
」
に
つ
い
て
は
、
白
井
華
陽
『
画
乗
（
4
）

要
略
』
の
応
挙
評
伝
の
、「
花
鳥
草
獣
虫
魚
皆
其
生
を
写
し
、
曲
さ
に
其
状
を
尽
く

は じ め に
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す
」
か
ら
得
て
「
生
写
の
写
生
」
と
し
た
。
こ
の
「
生
写
」
は
音
読
み
で
は
「
セ
イ
シ
ャ
」、
訓
読
み
で
は
「
い
き
う
つ
し
」
と
読

し
や
せ
い

む
こ
と
が
で
き
る
。「
生
写
の
写
生
」
は
「
セ
イ
シ
ャ
の
シ
ャ
セ
イ
」
と
読
ん
で
い
た
だ
き
、
意
味
的
に
は
「
い
き
う
つ
し
の
写
生
」

と
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
有
難
い
。

さ
ら
に
「
写
実
」
と
「
写
生
」
と
を
比
較
し
つ
つ
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
る
と
、
文
字
ど
お
り
、「
写
実
」
の
「
実
」

は
「
現
実
」「
真
実
」
の
「
実
」
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
写
生
」
の
「
生
」
は
何
か
と
い
え
ば
、「
生
物
」「
生

命
」
の
「
生
」
で
あ
る
。
そ
し
て
前
者
の
「
写
実
」
は
西
洋
・
中
国
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
の
「
写
生
」
は
日
本
に
認

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
西
洋
と
中
国
の
「
写
実
」
は
、
自
ず
と
そ
の
表
現
す
る
と
こ
ろ
が
異
な
る
。
ま
た
後
者
の
日
本
の

「
写
生
」
は
、「
生
物
」「
生
命
」
の
「
生
」
を
そ
の
ま
ま
直
接
的
に
表
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
生
」
の
雰
囲
気
、
景
色
、
気
色
な

は
は
き
ぎ

ど
と
い
っ
た
も
の
を
的
確
に
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
の
「
帚
木
」
の
一
節
、「
人
の
家
居
有
様
、
げ
に
と

見
え
」（
傍
点
筆
者
）
を
こ
と
ば
ど
お
り
に
絵
画
化
し
た
も
の
で
あ
る
。「
げ
に
」
と
は
、
我
々
日
本
人
が
、
日
常
見
な
れ
た
景
色
で

あ
る
と
納
得
、
感
嘆
し
た
こ
と
を
表
す
こ
と
ば
で
、
つ
ま
り
、
日
本
人
の
「
こ
こ
ろ
」「
美
的
感
性
」「
自
然
観
」
な
ど
と
い
っ
た
も

の
で
あ
る
。『
古
画
（
5
）

備
考
』
の
「
応
挙
の
写
生
の
工
夫
」
の
「
登
鯉
図
」
に
み
る
一
記
事
、「
形
像
生
る
が
如
く
」「
真
に
登
る
が
如

ご
と

く
（
鯉
が
真
に
滝
を
登
る
が
如
く
）」
の
「
如
く
」、
す
な
わ
ち
「
何
々
の
よ
う
な
」「
何
々
の
よ
う
に
」
と
描
写
対
象
の
雰
囲
気
、

情
趣
を
生
き
生
き
と
表
現
し
た
も
の
が
応
挙
の
写
生
、
つ
ま
り
「
生
写
の
写
生
」
で
あ
る
。

ま
た
応
挙
の
絵
画
に
は
、
写
生
を
活
か
し
た
写
生
画
だ
け
で
は
な
く
、
金
碧
様
式
の
装
飾
画
に
も
代
表
作
の
一
群
が
あ
る
。
細
か

じ
ぐ
ま

そ
と
ぐ
ま

く
い
う
と
金
碧
様
式
の
極
彩
色
の
作
品
や
、
総
金
地
に
墨
画
の
作
品
、
こ
の
ほ
か
総
金
箔
地
の
代
わ
り
に
金
泥
を
地
隈
・
外
隈
と
し

て
施
彩
し
画
面
を
装
飾
的
な
趣
致
に
仕
上
げ
て
い
る
作
品
、
さ
ら
に
墨
画
に
金
線
を
活
用
し
て
衆
人
の
注
目
を
集
め
た
作
品
な
ど
が

あ
る
。
さ
ら
に
金
泥
引
の
作
品
に
は
、
金
箔
の
切
箔
や
砂
子
な
ど
が
ま
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
装
飾
画

は
応
挙
の
代
表
作
に
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
襖
絵
、
屛
風
絵
な
ど
の
大
画
面
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
応
挙
を
論
究
す
る
に
あ
た
っ
て
ほ
ぼ
五
十
年
を
要
し
た
。
こ
の
間
に
、
応
挙
あ
る
い
は
そ
の
作
品
に
つ
い
て
、
す
な

わ
ち
応
挙
の
「
写
生
」「
写
生
画
」
や
「
装
飾
画
」
に
つ
い
て
種
々
様
々
に
論
述
し
て
き
た
。
そ
の
足
跡
が
本
書
で
あ
る
。

本
書
の
構
成
は
、
序
文
と
し
て
「
は
じ
め
に
」（
書
き
下
ろ
し
）、
第
一
部
に
①
「
江
戸
時
代
と
絵
画
」
と
し
て
江
戸
時
代
の
絵
画

の
総
論
（
書
き
下
ろ
し
）、
②
「
安
永
天
明
期
の
京
都
画
壇
―
―
伝
統
と
革
新
」（『
近
世
京
都
』
第
一
号
、
二
〇
一
四
年
）
で
安
永
天
明
期

の
京
都
画
壇
の
論
究
を
収
載
し
、
第
二
部
に
移
る
。
こ
こ
に
は
応
挙
の
新
し
い
絵
画
に
見
る
新
し
い
写
生
画
の
形
式
で
あ
る
「
型
」

の
確
立
と
し
て
、
③
「
孔
雀
画
」（『
花
鳥
画
の
世
界
6

京
派
の
意
匠
』
学
習
研
究
社
、
一
九
八
一
年
）、
④
「
応
挙
の
写
生
画
」（『
日
本

美
術
工
芸
』
連
載
十
五
回
）、
⑤
「
応
挙
の
写
生
図
に
つ
い
て
―
―
新
出
の
「
写
生
図
帖
交
」
屛
風
を
め
ぐ
っ
て
」（『
大
手
前
女
子
大
学

論
集
』
二
九
号
、
一
九
九
五
年
）。
第
三
部
は
「
応
挙
の
写
生
論
」
と
し
て
、
⑥
「
応
挙
の
写
生
」（『
日
本
の
美
術

今
何
が
古
典
か
ら
学

べ
る
か
』
昭
和
堂
、
一
九
八
九
年
）、
⑦
「
円
山
四
条
派
に
お
け
る
装
飾
性
―
―
円
山
応
挙
を
中
心
に
し
て
」（
国
際
交
流
美
術
史
研
究
会

第
一
一
回
シ
ン
ポ
ジ
ア
ム
『
東
洋
美
術
に
お
け
る
装
飾
性
』、
一
九
九
三
年
）、
⑧
「
応
挙
の
写
生
画
―
―
「
し
か
け
」
表
現
を
め
ぐ
っ
て
」

（
京
都
国
立
博
物
館
「
没
後
二
〇
〇
年
記
念
特
別
展
覧
会

円
山
応
挙
―
―
抒
情
と
革
新
」
展
図
録
、
一
九
九
五
年
）、
⑨
「
円
山
応
挙
論
」（『
聚

美
』
一
一
・
一
二
号
）
を
収
載
し
た
。
最
後
に
「
あ
と
が
き
」
を
添
え
て
一
書
と
し
た
。
い
ず
れ
も
、
本
書
収
載
に
あ
た
り
一
部
改
稿

し
て
い
る
。
ま
た
作
品
名
と
所
蔵
者
は
初
出
文
献
の
ま
ま
と
し
て
い
る
た
め
多
少
の
異
同
が
あ
る
。

（
1
）
上
田
秋
成
『
胆
大
小
心
録
』（
坂
崎
坦
編
『
日
本
画
談
大
観

下
編
』
目
白
書
院
、
一
九
一
七
年
）

（
2
）
奥
文
鳴
「
仙
斎
円
山
先
生
伝
」（
山
川
武
『
応
挙
・
呉
奉
』
日
本
美
術
絵
画
全
集
22
、
集
英
社
、
一
九
七
七
年
）

（
3
）
正
岡
子
規
『
病
牀
六
尺
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
四
年

（
4
）
白
井
華
陽
『
画
乗
要
略
』
（
坂
崎
坦
編
『
日
本
画
談
大
観

下
編
』
目
白
書
院
、
一
九
一
七
年
）

（
5
）
朝
岡
興
禎
『
増
訂

古
画
備
考
』（
思
文
閣
、
一
九
七
〇
年
、
原
本
は
弘
文
館
、
一
九
〇
四
年
）

は じ め に
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第
一
章

江
戸
時
代
と
絵
画

一

序
―
―
江
戸
時
代
と
京
都
画
壇

日
本
美
術
の
絵
画
史
に
お
い
て
近
世
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
、
さ
ら
に
江
戸
時
代
は
い
つ
か
ら
は
じ
ま
り
い
つ
ま
で
な
の

か
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
や
問
題
点
が
あ
り
、
諸
説
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
江
戸
時
代
は
、
大
坂
夏
の
陣
を
経
て
、
徳
川

幕
府
に
よ
っ
て
「
太
平
の
世
」
が
開
か
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
元
和
偃
武
」
と
い
わ
れ
る
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
頃
を
は
じ
め
と
し
、

そ
の
終
わ
り
は
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
の
塩
川
文
麟
ら
の
如
雲
社
設
立
を
経
て
、
同
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
の
「
京
都
府
画
学

校
」
開
校
頃
と
す
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
絵
画
の
う
ち
で
も
京
都
画
壇
を
中
心
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
江
戸
時
代
の
文
化
隆
盛
期
は
四
つ
あ
る
。
①
寛
永
文
化
、
②
元
禄
文
化
、
③
安
永
天
明
文
化
、
④
文
化
文
政
文
化
の
四
つ
で

あ
る
。
①
②
④
の
三
つ
、
寛
永
文
化
・
元
禄
文
化
・
文
化
文
政
文
化
は
、『
日
本
史
（
1
）

辞
典
』
や
、
高
校
の
日
本
史
教
科
書
な
ど
に
も
、

し
っ
か
り
と
文
化
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
③
安
永
天
明
文
化
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
に
は
納
得
が
い
か
な

い
。
不
備
が
あ
る
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
こ
れ
に
焦
点
を
あ
て
て
江
戸
時
代
の
絵
画
史
を
論
究
す
る
こ
と
に
す
る
。

合
わ
せ
て
江
戸
時
代
は
死
を
か
け
た
戦
乱
は
な
く
、
平
和
な
文
化
の
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
江
戸
時
代
の
大
き
な
特
色
で
、
大

い
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

ま
た
、
京
都
画
壇
に
い
さ
さ
か
重
き
を
お
く
こ
と
に
な
る
こ
と
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
は
じ
め
に
断
っ
て
お
く
。
①
寛
永
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文
化
期
、
漢
画
の
狩
野
派
は
、
江
戸
時
代
の
時
代
様
式
を
確
立
し
た
探
幽
が
江
戸
に
下
り
、
徳
川
幕
府
の
御
用
絵
師
に
任
じ
ら
れ
た
。

つ
ま
り
狩
野
宗
家
が
江
戸
に
下
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
江
戸
狩
野
と
い
う
。
一
方
、
京
都
に
残
り
活
躍
し
た
の
は
、
漢
画
の
山

楽
・
山
雪
の
京
狩
野
派
や
、
探
幽
門
下
の
四
天
王
の
一
人
で
鶴
沢
家
を
立
て
た
鶴
沢
探
山
、
や
ま
と
絵
の
土
佐
派
の
光
則
・
光
起
で

あ
り
、
さ
ら
に
は
光
悦
と
宗
達
の
琳
派
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
因
み
に
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
京
都
の
文
化
で
あ
る
。
②
元
禄
文
化
期

の
江
戸
画
壇
に
あ
っ
て
は
、
徳
川
幕
府
の
御
用
絵
師
で
あ
る
江
戸
狩
野
家
と
住
吉
家
が
、
家
格
と
画
格
を
保
持
し
て
い
た
。
京
都
の

絵
画
に
あ
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
ア
カ
デ
ミ
ー
の
京
狩
野
派
や
、
や
ま
と
絵
の
土
佐
派
が
そ
の
格
式
を
誇
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
尾
形

光
琳
・
乾
山
の
琳
派
が
隆
盛
し
た
。
こ
の
元
禄
期
は
周
知
の
と
お
り
、
京
都
、
大
坂
、
江
戸
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
が
盛
行
し

た
。
京
都
は
琳
派
、
大
坂
は
井
原
西
鶴
の
浮
世
草
子
と
、
近
松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃
、
江
戸
は
芭
蕉
の
俳
諧
で
あ
る
。
③
安
永
天
明

文
化
期
の
京
都
の
画
界
は
、
漢
画
の
ア
カ
デ
ミ
ー
の
京
狩
野
派
や
、
や
ま
と
絵
の
土
佐
派
が
な
お
健
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
諸
派
、

す
な
わ
ち
池
大
雅
・
謝
蕪
村
の
文
人
画
（
南
画
）、
奇
想
の
絵
画
を
描
い
た
伊
藤
若
冲
や
曾
我
蕭
白
、
円
山
応
挙
と
呉
春
（
松
村
）
の

写
生
画
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
に
盛
行
で
あ
っ
た
。
④
文
化
文
政
文
化
期
の
京
都
画
壇
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
権
威
を
誇
っ
た
漢
画
の
京
狩

野
派
や
鶴
沢
派
、
や
ま
と
絵
の
土
佐
派
な
ど
が
活
躍
し
て
い
る
。
こ
の
期
に
は
、
伝
統
的
な
や
ま
と
絵
か
ら
新
た
な
復
古
や
ま
と
絵

が
興
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
前
期
の
文
人
画
派
や
写
生
画
の
円
山
四
条
派
の
弟
子
た
ち
や
、
そ
の
写
生
画
に
影
響
さ
れ
た
写
生
画

諸
派
の
岸
派
、
原
派
、
望
月
派
の
画
家
た
ち
が
大
い
に
活
躍
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
期
は
全
国
の
あ
ら
ゆ
る
地
域
に
種
々
様
々
な

画
家
た
ち
が
活
躍
す
る
状
況
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
文
化
の
爛
熟
期
で
あ
っ
た
。

二

寛
永
文
化
―
―
江
戸
と
京
都
の
絵
画

〈
元
和
元
年
〉
江
戸
時
代
あ
る
い
は
徳
川
幕
府
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
は
、
極
め
て
象
徴
的
な
「
時
」
で
あ

る
。
既
述
の
と
お
り
、
大
坂
夏
の
陣
に
よ
る
大
坂
城
の
落
城
と
豊
臣
氏
の
滅
亡
は
、
文
字
通
り
、
徳
川
氏
の
時
代
が
到
来
し
た
こ
と
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を
告
げ
る
も
の
で
あ
る
。
家
康
は
よ
り
強
固
な
幕
府
体
制
構
築
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
、
武
家
の
棟
梁
で
あ
る
征
夷
大
将
軍
と
し
て

の
地
位
を
高
ら
か
に
宣
言
、
誇
示
す
る
が
ご
と
く
、
同
年
に
「
武
家
諸
法
度
」
と
「
禁
中
並
公
家
諸
法
度
」
を
制
定
発
布
し
た
。
こ

れ
は
大
名
と
武
家
、
及
び
朝
廷
と
公
家
を
規
制
、
管
理
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
徳
川
幕
府
は
い
か
な
る
も
の
を
も
承
服
さ

せ
て
し
ま
う
絶
大
な
権
力
を
手
中
に
収
め
て
い
た
。

さ
ら
に
こ
の
元
和
か
ら
寛
永
に
か
け
て
の
間
に
は
、
幕
府
の
体
制
を
よ
り
盤
石
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
元
和
の
大
殉
教
と
い
わ

れ
る
キ
リ
ス
ト
教
弾
圧
や
、
南
蛮
貿
易
、
つ
ま
り
交
易
に
よ
る
外
交
と
流
通
経
済
の
統
制
・
管
理
が
行
わ
れ
、
つ
い
に
は
鎖
国
に
至

る
。
こ
れ
は
、
島
津
氏
・
松
浦
氏
・
有
馬
氏
な
ど
の
西
国
大
名
や
、
長
崎
の
末
次
氏
、
摂
津
の
末
吉
氏
、
京
都
の
角
倉
氏
・
茶
屋
氏
、

堺
の
納
屋
氏
な
ど
の
大
商
人
を
強
大
な
権
力
で
も
っ
て
統
制
、
管
理
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
徳
川

幕
府
の
絶
大
な
る
権
力
を
見
せ
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
徳
川
家
に
よ
る
新
し
い
幕
府
は
、
全
国
の
大
名
・
小
名
を
は
じ
め
そ
こ
に
住
ま
い
す
る
農
民
、
商
人
な
ど
や
、
禁
裏

と
公
家
、
さ
ら
に
は
寺
社
な
ど
を
規
制
、
管
理
し
や
す
い
よ
う
に
体
制
を
整
え
て
い
っ
た
。
幕
府
は
儒
教
を
重
視
し
て
「
法
度
」

と
と

「
禁
令
」「
定
」「
覚
」「
触
書
」
な
ど
に
よ
っ
て
、
人
々
に
「
仁
義
忠
孝
」「
勧
善
懲
悪
」「
修
身
斉
家
（
身
を
修
め
家
を
斉
の
う
）」「
治

お
さ

す
く

国
平
天
下
」「
経
世
済
民
（
世
を
経
め
民
を
済
う
）」
な
ど
を
教
育
、
実
践
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
新
し
い
武
家
社
会
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
徳
川
幕
府
の
規
制
、
管
理
を
窮
屈
な
も
の
に
感
じ
、
馴
染
め
な
い
、
あ
る
い
は

相
容
れ
な
い
も
の
と
す
る
一
団
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
後
水
尾
天
皇
を
中
心
と
す
る
王
侯
貴
族
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
伝
統
的
な

王
朝
び
と
の
「
優
美
」「
雅
び
」
な
美
を
追
究
し
た
。
今
一
つ
は
本
阿
弥
光
悦
や
角
倉
素
庵
、
茶
屋
四
郎
次
郎
な
ど
の
上
層
町
衆
た

ち
で
あ
り
、
彼
ら
は
幕
府
の
「
武
力
」
に
対
し
て
「
文
化
力
」
で
対
抗
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
ら
が
ま
た
寛
永
文
化
を
象
徴
す
る
こ

と
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
代
表
す
る
も
の
が
、
日
光
東
照
宮
に
対
す
る
桂
離
宮
で
あ
り
、
江
戸
絵
画
の
ア
カ
デ
ミ
ー

で
あ
る
江
戸
狩
野
派
に
対
す
る
光
悦
・
宗
達
の
琳
派
で
あ
る
。
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〈
日
光
東
照
宮
と
桂
離
宮
〉
日
光
東
照
宮
は
、
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
か
ら
十
三
年
に
か
け
て
造
営
さ
れ
た
寛
永
期
を
代
表
す
る

建
造
物
で
あ
る
。
一
方
、
桂
離
宮
は
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
か
ら
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
に
か
け
て
随
時
増
築
さ
れ
た
も
の
で
、

こ
れ
ま
た
寛
永
期
を
象
徴
す
る
建
物
で
あ
る
。

日
光
東
照
宮
は
、
家
光
が
家
康
を
東
照
宮
大
権
現
と
し
、
幕
府
安
泰
を
加
護
す
る
神
を
祀
る
霊
廟
と
し
て
造
営
さ
れ
た
も
の
で
、

武
家
の
棟
梁
の
絶
対
的
な
政
治
的
権
力
を
象
徴
す
る
建
造
物
。
こ
れ
は
バ
ロ
ッ
ク
的
な
、
多
様
な
、
過
剰
装
飾
的
な
建
築
物
で
、
こ

れ
で
も
か
こ
れ
で
も
か
と
金
、
白
（
胡
粉
）、
青
、
緑
な
ど
の
原
色
で
濃
彩
を
施
し
て
、
細
工
の
細
か
い
組
物
や
彫
刻
を
多
用
し
て

い
る
。
見
る
か
ら
に
権
力
を
象
徴
す
る
政
治
的
な
建
築
物
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
桂
離
宮
は
、
宮
廷
人
の
遊
び
の
数
奇
屋
建
築
で
あ
り
、
智
仁
親
王
が
桂
に
、「
瓜
畠
の
か
ろ
き
茶
や
」
を
建
て
た

こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
古
書
院
・
中
書
院
・
新
書
院
・
楽
器
の
間
の
四
棟
が
雁
行
し
、
庭
に
面
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

御
殿
の
東
に
広
が
る
回
遊
式
庭
園
に
は
、
月
波
楼
・
松
琴
亭
・
笑
意
軒
・
賞
花
亭
な
ど
の
茶
室
が
点
在
し
て
い
る
。
千
利
休
に
よ
る

わ

閉
鎖
的
な
侘
び
た
茶
室
空
間
で
は
な
く
、
池
に
面
し
た
広
々
と
し
た
自
由
で
開
放
的
な
「
山
居
の
体
」
と
い
わ
れ
る
数
奇
屋
建
築
で

あ
る
。

〈
寛
永
の
絵
画

琳
派
〉
琳
派
は
、
元
和
・
寛
永
期
の
京
都
の
光
悦
・
宗
達
に
は
じ
ま
り
、
同
じ
く
京
都
で
元
禄
期
に
活
躍
し
た
光

き
い
つ

琳
・
乾
山
を
経
て
、
さ
ら
に
江
戸
の
文
化
・
文
政
期
の
酒
井
抱
一
・
鈴
木
其
一
な
ど
に
展
開
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
、
デ
ザ
イ
ン
的
、

つ
ま
り
単
純
明
快
で
装
飾
的
な
も
の
で
、
日
本
美
術
の
も
つ
本
来
的
な
特
色
を
も
っ
と
も
純
粋
に
鮮
明
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

日
本
絵
画
を
大
き
く
概
観
す
る
と
、
平
安
時
代
の
仏
画
は
宗
教
性
と
む
す
び
つ
き
、
や
ま
と
絵
は
物
語
の
叙
事
性
と
か
ら
み
あ
い
、

室
町
時
代
の
水
墨
画
は
観
念
的
な
精
神
表
現
を
め
ざ
し
、
桃
山
時
代
の
障
壁
画
は
武
家
の
権
力
を
象
徴
す
る
豪
華
絢
爛
な
表
現
に

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
琳
派
の
絵
画
は
、
美
的
感
覚
す
な
わ
ち
装
飾
性
を
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
た
絵
画
で
あ
る
。

こ
れ
は
さ
ら
に
、
純
粋
な
美
術
と
し
て
成
長
し
て
き
た
近
代
絵
画
の
あ
り
方
と
一
脈
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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ま
た
琳
派
が
出
現
し
た
の
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
後
に
京
都
に
あ
っ
て
活
躍
し
た
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
、「
町
衆
」
と
呼
ば
れ

る
人
た
ち
の
活
躍
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
時
代
が
室
町
か
ら
桃
山
の
戦
国
の
世
を
経
て
、
徳
川
政
権
が
次
第
に
堅
固
な
藩
制

を
し
い
て
封
建
支
配
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
時
、
町
衆
た
ち
は
、
幕
府
に
対
抗
す
る
宮
廷
と
緊
密
に
繫
が
っ
て
、
一

つ
の
勢
力
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
、
江
戸
幕
府
に
対
す
る
宮
廷
・
町
衆
の
関
係
を
大
胆
に
比
較
す
る
と
、
江
戸
幕
府
の
武
家
の
絶
大
な
る
「
武
力
」「
学
問

（
宋
学
、
朱
子
学
）」「
新
興
勢
力
（
現
代
、
流
行
）」
に
対
し
て
、
宮
廷
と
町
衆
は
、「
文
化
力
」「
王
朝
美
（
優
美
、
雅
び
）」「
古
典
、
伝

統
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

〈
光
悦
と
宗
達
〉
こ
の
宮
廷
と
町
衆
を
象
徴
す
る
の
が
、
光
悦
と
宗
達
の
琳
派
で
あ
る
。「
琳
派
」
と
い
う
名
称
が
、
光
琳
の
「
琳
」

に
由
来
す
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
琳
派
の
は
じ
ま
り
は
、
何
と
い
お
う
が
光
悦
と
宗
達
で
あ
る
。
江
戸
幕
府
の
政

治
権
力
に
対
し
て
、
文
化
的
実
力
、
つ
ま
り
王
朝
文
化
で
対
抗
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
お
い
て
特
筆
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
、
こ

の
後
も
折
々
に
述
べ
る
こ
と
に
な
る
。

光
悦
と
宗
達
は
、
町
衆
の
経
済
力
と
洗
練
さ
れ
た
伝
統
的
な
文
化
力
、
町
絵
師
の
自
由
さ
な
ど
に
よ
っ
て
新
し
い
絵
画
、
い
わ
ゆ

る
琳
派
と
い
う
革
新
的
で
装
飾
的
な
絵
画
を
誕
生
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
実
に
自
由
な
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
町
衆
を
満

足
さ
せ
る
こ
と
だ
け
を
考
え
れ
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
流
派
の
制
約
も
な
く
、
む
ず
か
し
い
精
神
的
制
約
や
要
求
も
な
く
、
装
飾
と

し
て
た
だ
た
だ
美
し
く
快
適
な
も
の
に
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
ど
ん
な
新
し
い
思
い
つ
き
で
も
試
み
て
よ
い
自
由
さ
が
あ
っ
た
。
町
衆

の
身
近
に
あ
る
屛
風
絵
、
襖
絵
、
扇
面
、
絵
巻
な
ど
の
実
用
の
も
の
と
し
て
、
新
し
い
工
芸
的
な
装
飾
的
絵
画
が
制
作
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
仮
名
草
子
『
竹
斎
』
に
、「
扇
は
都
俵
屋
が
、
源
氏
の
夕
顔
の
巻
、
絵
具
を
あ
か
せ
て
書
き
た
り
け

り
」
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。

光
悦
と
宗
達
が
手
が
け
た
そ
れ
ま
で
に
な
い
発
想
の
作
品
と
し
て
は
、
宗
達
筆
の
金
銀
泥
下
絵
の
上
に
、
光
悦
筆
の
「
千
載
集
」
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「
新
古
今
集
」「
百
人
一
首
」
な
ど
の
和
歌
を
散
ら
し
書
き
し
た
も
の
や
、
宗
達
筆
の
「
源
氏
物
語
図
」
屛
風
、「
舞
楽
図
」
屛
風
、

「
風
神
雷
神
図
」
屛
風
な
ど
が
そ
の
代
表
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
古
典
の
や
ま
と
絵
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
日
本
的
美
意
識
を
新
鮮

に
、
大
胆
に
、
要
約
し
単
純
化
し
て
見
事
に
装
飾
的
な
絵
画
に
消
化
し
て
い
る
。
い
わ
ば
前
人
未
踏
の
画
期
的
な
も
の
で
あ
り
、
革

新
的
な
表
現
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
宗
達
は
、「
た
ら
し
込
み
技
法
」
に
よ
っ
て
漢
画
風
の
水
墨
に
お
い
て
も
面
目
を
一
新
し
た
。「
蓮
池
水
禽
図
」「
牛
図
」

双
幅
が
新
技
法
を
駆
使
し
た
代
表
的
な
作
品
で
あ
る
。

光
悦
と
宗
達
の
琳
派
作
品
は
、
工
芸
的
な
装
飾
美
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
新
し
い
、
革
新
的
な
作
品
で
、
元
和
・
寛
永
期
を
代
表

す
る
新
鮮
な
絵
画
。
そ
の
趣
致
は
「
明
る
い
」「
美
し
い
」「
力
強
い
」、
そ
し
て
「
単
純
（
純
化
）」「
抽
象
」「
明
快
」
で
あ
る
。
い

い
か
え
れ
ば
着
物
の
紋
様
の
よ
う
に
、
同
じ
パ
タ
ー
ン
（
形
式
）
を
繰
り
返
し
て
意
匠
化
、
デ
ザ
イ
ン
化
し
て
新
し
い
工
芸
的
な
装

飾
的
絵
画
に
仕
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
寛
永
の
文
化
〉
こ
の
寛
永
と
い
う
時
期
に
は
、
ま
だ
江
戸
に
独
自
の
文
化
は
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
期
は
、

上
方
文
化
、
い
わ
ゆ
る
京
・
大
坂
の
文
化
が
江
戸
に
移
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
上
方
文
化
が
江
戸
に
「
下
っ
て
」
い
っ

て
い
た
。「
下
ら
な
い
も
の
」
が
「
二
級
品
」
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

絵
画
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
近
世
絵
画
の
ア
カ
デ
ミ
ー
で
あ
る
狩
野
探
幽
を
中
心
と
す
る
狩
野
派
や
、
や
ま
と
絵
の
土
佐

派
か
ら
分
か
れ
た
住
吉
如
慶
・
具
慶
の
住
吉
派
は
江
戸
に
移
り
、
そ
こ
を
活
躍
の
本
拠
地
と
し
た
。

狩
野
派
は
探
幽
が
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
に
、
尚
信
が
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
に
、
さ
ら
に
嫡
流
の
安
信
は
一
番
後
の
寛
永
九

年
頃
に
順
次
江
戸
に
移
っ
て
い
る
。
や
ま
と
絵
の
住
吉
派
も
、
如
慶
が
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
に
、
具
慶
は
貞
享
二
年
（
一
六
八

五
）
に
奥
絵
師
に
任
ぜ
ら
れ
江
戸
に
下
っ
て
い
る
。

こ
の
寛
永
期
の
絵
画
を
象
徴
す
る
の
は
、
漢
画
の
ア
カ
デ
ミ
ー
を
代
表
す
る
探
幽
で
あ
る
。
彼
は
、
江
戸
時
代
の
絵
画
を
象
徴
す
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る
存
在
で
も
あ
る
。
探
幽
を
中
心
と
す
る
狩
野
派
一
門
が
制
作
し
た
代
表
的
な
作
品
は
、
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
の
二
条
城
障
壁

画
や
、
同
十
一
年
（
一
六
三
四
）
に
描
写
さ
れ
た
名
古
屋
城
障
壁
画
な
ど
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
は
、
探
幽
形
式
と
、
江
戸
時
代
様
式

の
典
型
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

探
幽
は
、
徳
川
幕
府
の
御
用
絵
師
と
し
て
当
然
、
幕
府
の
政
策
に
合
致
し
た
絵
画
を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
職
務
で

あ
り
、
プ
ロ
の
仕
事
で
あ
る
。
彼
は
、
今
日
的
な
「
個
」
の
表
現
を
旨
と
す
る
「
芸
術
家
」
で
は
な
く
、
優
秀
な
技
術
を
持
っ
た

「
職
人
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
い
い
か
え
る
と
、
探
幽
は
仕
事
と
し
て
、
江
戸
時
代
の
大
名
・
小
名
を
は
じ
め
、「
士
・
農
・
工
・

商
」
の
皆
を
規
制
、
管
理
す
る
た
め
の
理
念
、
精
神
で
あ
る
「
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信
」「
忠
孝
」「
勧
善
懲
悪
」
な
ど
を
表
現
す
る

主
題
の
絵
画
を
描
く
こ
と
に
自
ず
と
限
定
さ
れ
て
く
る
。
勧
戒
画
や
吉
祥
画
で
あ
っ
た
り
、
皆
が
良
し
と
認
め
る
伝
統
的
な
主
題
の

絵
画
化
で
あ
っ
た
り
、
そ
れ
は
、
漢
画
だ
け
で
な
く
や
ま
と
絵
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
探
幽
は
や
ま
と
絵
の
主

題
も
多
く
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
表
現
は
、
室
町
時
代
の
元
信
の
よ
う
な
「
力
強
い
」「
豪
毅
」
な
表
現
、
あ
る
い
は
桃

山
時
代
の
永
徳
の
「
豪
華
」「
絢
爛
」
な
絵
画
で
は
な
く
、「
平
明
」
で
「
軽
妙
」
な
絵
画
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
れ
が
江
戸
時
代

の
絵
画
で
あ
る
。

探
幽
は
御
用
絵
師
と
し
て
、
さ
ら
に
は
狩
野
派
の
棟
梁
と
し
て
、
同
時
に
江
戸
時
代
の
ア
カ
デ
ミ
ー
を
代
表
す
る
者
と
し
て
、
皆

が
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
こ
と
」
と
「
も
の
」
を
絵
画
化
す
る
た
め
の
、
す
な
わ
ち
「
型
」
を
伝
え
て
い
く
た
め
の

「
縮
図
」
を
多
く
残
し
て
い
る
。
こ
れ
は
次
代
の
木
挽
町
狩
野
家
の
常
信
に
も
し
っ
か
り
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
探
幽
は
、
狩
野

家
の
嫡
流
で
あ
る
中
橋
狩
野
家
を
頂
点
に
し
て
、
鍛
冶
橋
家
、
木
挽
町
家
、
浜
町
家
を
加
え
た
四
家
を
最
高
幹
部
の
「
奥
絵
師
」
と

し
、
こ
の
下
に
「
表
絵
師
」
十
五
家
を
お
い
た
。
他
に
諸
藩
の
「
御
抱
絵
師
」
が
あ
り
、
さ
ら
に
下
部
に
は
多
く
の
「
町
絵
師
」
が

い
る
。
こ
う
し
て
狩
野
派
は
画
家
集
団
の
組
織
、
つ
ま
り
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
形
成
し
、
そ
れ
が
明
治
ま
で
の
約
二
百
五
十
年
余
続
い

て
い
く
。
こ
こ
に
は
狩
野
派
の
伝
統
・
古
典
、
い
わ
ゆ
る
規
則
・
規
範
の
「
型
」
が
あ
っ
た
。
そ
の
「
型
や
ぶ
り
」
は
認
め
ら
れ
な
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い
。
と
こ
ろ
が
な
か
に
は
「
個
」
が
迸
っ
て
個
性
的
な
絵
画
を
描
く
画
家
が
出
て
く
る
と
、
そ
の
画
家
は
「
破
門
」
と
い
う
こ
と
に

は
な
ぶ
さ
い
つ
ち
よ
う

く
す
み
も
り
か
げ

な
る
。
英
一
蝶
や
久
隅
守
景
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
型
」
に
の
っ
と
っ
た
狩
野
派
の
絵
画
は
、
大
名
道
具
、
あ
る

い
は
「
晴
れ
」
の
儀
式
の
道
具
と
し
て
長
く
生
き
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
狩
野
家
八
代
狩
野
安
信
が
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
に

著
し
た
『
画
道
（
2
）

要
訣
』
に
は
こ
の
よ
う
な
狩
野
派
の
絵
画
理
念
が
象
徴
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
狩
野
派
と
同
様
に
江
戸
に
下
っ
て
幕
府
の
や
ま
と
絵
の
画
事
を
担
当
し
た
の
が
、
住
吉
如
慶
と
具
慶
の
父
子
で
あ
る
。
住
吉

派
は
土
佐
家
の
光
吉
・
光
則
の
門
人
で
あ
っ
た
広
通
が
如
慶
と
名
の
り
、
住
吉
家
を
立
て
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
そ
の
子
具
慶
が
江

戸
幕
府
の
御
用
絵
師
に
任
じ
ら
れ
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
江
戸
に
移
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
住
吉
家
は
、
京
都
の
土
佐
家
と

ひ
ろ
つ
ら

共
に
江
戸
の
や
ま
と
絵
宗
家
と
し
て
並
び
称
せ
ら
れ
、
具
慶
以
後
広
保
・
広
守
・
広
行
・
広
尚
・
弘
貫
・
広
賢
と
明
治
に
至
る
ま
で

活
躍
し
て
い
る
。
さ
ら
に
十
八
世
紀
後
半
に
は
、
広
守
門
人
の
慶
舟
が
板
谷
家
を
、
慶
羽
が
栗
田
口
家
を
立
て
て
そ
れ
ぞ
れ
に
活
躍

し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
狩
野
派
は
室
町
時
代
の
正
信
か
ら
は
じ
ま
る
漢
画
の
画
系
。
代
々
、
室
町
幕
府
・
織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
・
江
戸
幕
府

と
常
に
権
力
者
の
御
用
絵
師
を
つ
と
め
て
、
明
治
ま
で
の
約
四
百
年
余
続
い
た
日
本
絵
画
の
ア
カ
デ
ミ
ー
の
一
大
流
派
で
あ
る
。
前

述
の
と
お
り
、
江
戸
時
代
の
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
以
来
、
探
幽
、
そ
し
て
二
人
の
弟
、
尚
信
・
安
信
と
い
う
狩
野
派
の
嫡
流
、

主
流
が
順
次
江
戸
に
下
っ
て
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
永
徳
の
高
弟
で
あ
る
山
楽
は
京
都
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
子
息
山
雪
か
ら

幕
末
の
永
岳
ま
で
は
京
都
で
活
躍
し
た
。
こ
れ
を
「
京
狩
野
」
と
い
う
。
ま
た
探
幽
の
門
人
鶴
沢
探
山
は
京
都
で
狩
野
派
の
一
派
と

し
て
活
躍
し
、
こ
の
画
系
か
ら
石
田
幽
汀
が
出
て
、
こ
の
幽
汀
か
ら
さ
ら
に
写
生
画
の
祖
で
あ
る
円
山
応
挙
や
、
原
派
の
祖
の
原
在

と
つ
げ
ん

中
、
さ
ら
に
は
復
古
や
ま
と
絵
の
祖
で
あ
る
田
中
訥
言
ら
が
出
て
い
る
。

〈
京
狩
野
の
山
雪
〉
京
狩
野
派
の
祖
で
あ
る
山
楽
に
、
晩
年
の
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）、
突
然
危
機
が
巡
っ
て
き
た
。
大
坂
夏
の
陣

の
豊
臣
家
滅
亡
に
よ
っ
て
、
豊
臣
家
の
残
党
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
時
期
、
男
山
・
瀧
本
坊
の
僧
で
あ
る
松
花
堂
昭
乗
の
元
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に
逃
れ
、
九
条
家
及
び
二
代
将
軍
秀
忠
の
助
命
活
動
に
よ
り
九
死
に
一
生
を
え
た
。
以
後
、
将
軍
秀
忠
が
再
建
し
た
四
天
王
寺
絵
堂

の
障
壁
画
や
、
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
の
二
条
城
障
壁
画
制
作
な
ど
徳
川
幕
府
の
画
事
に
参
画
し
て
い
る
。
さ
ら
に
同
八
年
（
一
六

三
一
）
に
は
、
養
子
山
雪
が
中
心
に
な
っ
て
描
か
れ
た
と
い
う
天
球
院
障
壁
画
制
作
に
も
関
与
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
大
覚
寺

障
壁
画
の
「
牡
丹
図
」
襖
、「
紅
白
梅
図
」
襖
、「
松
に
鷹
図
」
襖
や
、
妙
心
寺
の
「
龍
虎
図
」
屛
風
、
東
京
国
立
博
物
館
の
「
車
争

図
」
屛
風
、
常
盤
山
文
庫
の
「
犬
追
物
図
」
屛
風
な
ど
は
そ
の
代
表
作
の
一
例
。
こ
れ
ら
は
永
徳
に
代
表
さ
れ
る
桃
山
時
代
の
絵
画

様
式
の
「
金
碧
様
式
」「
大
画
面
様
式
」
で
、
主
題
に
お
い
て
は
桃
山
時
代
に
盛
行
し
た
花
鳥
画
・
風
俗
画
な
ど
に
健
筆
を
揮
っ
て

い
る
。

一
方
、
養
子
と
な
っ
た
山
雪
（
天
正
十
七
〜
慶
安
四
年
、
一
五
八
九
〜
一
六
五
一
）
は
山
楽
の
後
を
継
ぎ
、
寛
永
頃
京
都
画
壇
に
お
い

て
大
い
に
活
躍
し
て
い
る
。
山
雪
は
し
ば
し
ば
奇
矯
な
画
家
と
評
さ
れ
、
独
自
性
の
強
い
絵
画
を
描
い
て
い
た
。
そ
れ
は
蛇
足
軒
や

桃
源
子
な
ど
文
人
風
の
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
雅
号
を
用
い
て
い
る
こ
と
な
ど
に
も
窺
え
る
。
山
雪
に
は
学
究
的
な
一
面
が
あ
っ
た
よ

う
で
、
の
ち
に
息
子
の
永
納
が
出
版
し
た
『
本
朝
画
史
』（
は
じ
め
は
『
本
朝
画
伝
』
と
い
う
）
が
山
雪
の
草
稿
を
も
と
に
編
纂
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
知
ら
れ
よ
う
。
こ
の
『
本
朝
画
史
』
の
草
稿
が
山
雪
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
延
宝
八
年
（
一

六
八
〇
）
に
狩
野
家
八
代
安
信
が
『
画
道
要
訣
』
を
著
す
よ
り
以
前
に
、
自
家
の
京
狩
野
の
画
系
の
再
確
認
と
顕
彰
を
行
う
意
図
が

山
雪
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
時
代
が
大
き
く
変
革
し
た
江
戸
開
幕
以
来
、
よ
う
や
く
落
ち
つ
い
た
こ
の
時
期

に
、
自
家
の
正
当
性
を
誇
示
す
る
た
め
に
こ
う
し
た
こ
と
が
お
こ
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
さ
ら
に
林
羅
山
の
依
頼
に
よ
っ
て
、「
歴
聖
大
儒
像
」
や
「
藤
原
惺
窩
閑
居
図
」
な
ど
を
描
い
て
い
る
こ
と
に
も
文
人
ら
し

い
学
究
的
一
面
が
窺
え
る
。
こ
う
し
た
儒
学
的
な
血
脈
は
、
前
述
の
山
楽
が
松
花
堂
昭
乗
と
親
交
の
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
推
測
さ
れ

る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
さ
ら
に
明
示
す
る
一
資
料
と
し
て
下
冷
泉
家
蔵
の
山
楽
筆
「
藤
原
惺
窩
図
」
が
あ
る
。
本
図
は
小
品
（
縦

十
七
・
五
×
幅
十
四
・
一
セ
ン
チ
、「
冷
泉
家
の
至
宝
展
」
図
録
）
で
あ
る
が
、
精
細
な
筆
致
で
写
実
的
な
惺
窩
像
が
描
か
れ
、
林
羅
山
の
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賛
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
三
者
、
す
な
わ
ち
惺
窩
、
羅
山
、
山
楽
に
深
交
の
あ
っ
た
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

因
み
に
惺
窩
は
下
冷
泉
家
の
荘
園
の
あ
っ
た
播
州
細
川
荘
（
兵
庫
県
三
木
市
）
に
生
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
山
楽
と
山
雪
の
京
狩
野
の
画
系
に
は
文
人
ら
し
い
学
究
的
一
面
が
顕
著
で
あ
っ
た
と
分
か
る
。
前
述
の
『
本

朝
画
史
』
に
し
て
も
、
中
国
の
画
論
な
ど
に
倣
え
ば
、
た
や
す
く
書
く
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

た
だ
山
雪
の
京
狩
野
は
、
江
戸
に
移
り
幕
府
の
画
事
を
担
当
し
た
探
幽
を
中
心
と
す
る
狩
野
派
一
門
の
活
躍
に
比
し
て
、
や
や
低

調
気
味
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
の
京
都
御
所
障
壁
画
制
作
に
も
参
画
し
て
い
な
い
。
ち
な

み
に
こ
の
時
は
、
探
幽
を
中
心
と
す
る
江
戸
狩
野
一
門
が
大
い
に
活
躍
し
て
い
る
。

と
は
い
え
、
山
雪
は
前
代
の
桃
山
時
代
様
式
の
金
碧
様
式
を
踏
襲
し
て
充
分
に
活
用
し
な
が
ら
、
独
自
の
工
芸
的
な
装
飾
画
か
ら
、

水
平
と
垂
直
、
さ
ら
に
は
曲
線
を
組
み
合
わ
せ
た
意
匠
的
で
幾
何
学
的
な
画
面
構
成
の
絵
画
を
描
い
て
い
る
。
水
墨
画
に
あ
っ
て
は
、

力
強
い
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
構
図
や
筆
致
を
駆
使
し
た
躍
動
感
溢
れ
る
作
品
を
仕
上
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
や
や
硬
質
の
筆
致
を
用
い
て
、

中
国
山
水
画
の
基
本
的
な
三
遠
法
、
つ
ま
り
高
遠
、
深
遠
、
平
遠
を
上
手
に
盛
り
込
ん
だ
山
水
画
を
描
い
て
い
る
。
こ
こ
に
認
め
ら

れ
る
人
物
は
豆
粒
ほ
ど
に
小
さ
く
、
山
水
の
中
に
点
描
で
表
現
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
ま
さ
に
中
国
画
学
習
の
痕
跡
で
あ
る
。
他
に
、

妙
心
寺
天
球
院
の
「
籬
に
草
花
図
」
襖
、
旧
妙
心
寺
天
祥
院
「
老
梅
図
」
襖
（
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
）、「
雪
汀
水
禽
図
」
屛
風

（
個
人
）、
随
心
院
の
「
蘭
亭
曲
水
図
」
屛
風
、
真
正
極
楽
寺
の
「
寒
山
拾
得
図
」、「
盤
谷
図
」（
個
人
）
な
ど
が
山
雪
の
代
表
作
と
し

て
あ
げ
ら
れ
る
。

〈
京
都
の
や
ま
と
絵

寛
永
期
の
土
佐
光
則
〉
土
佐
派
が
そ
の
家
系
と
画
系
を
形
成
す
る
の
は
、
室
町
時
代
の
初
期
か
ら
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
宮
廷
絵
所
預
に
任
じ
ら
れ
世
襲
し
て
い
く
の
は
、
こ
の
時
期
以
後
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
土
佐
派
が
や
ま
と
絵
の
中
核
、

ア
カ
デ
ミ
ー
に
な
っ
た
の
も
こ
の
時
期
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
幕
末
に
い
た
る
ま
で
続
き
、
宮
廷
の
絵
所
を
拠
り
所
に
し
て
日
本
の

伝
統
的
な
「
や
ま
と
絵
」
の
絵
画
様
式
を
継
承
・
保
持
し
て
い
っ
た
。
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そ
れ
を
象
徴
す
る
の
は
、
応
永
二
十
一
年
（
一
四
一
四
）
に
描
か
れ
た
「
融
通
念
仏
縁
起
」（
清
凉
寺
）
の
画
家
六
人
の
う
ち
に
、

土
佐
派
の
行
広
と
行
秀
の
二
人
が
い
る
こ
と
で
あ
る
。
行
広
の
後
を
継
い
だ
の
は
広
周
で
あ
り
、
行
秀
の
あ
と
を
光
信
、
光
茂
が
継

い
だ
。
し
か
し
そ
の
光
茂
が
戦
没
し
た
と
こ
ろ
で
室
町
時
代
の
土
佐
派
は
終
わ
る
。
こ
の
光
茂
に
は
二
人
の
息
子
、
光
元
と
光
吉
が

お
り
、
弟
の
光
吉
が
泉
州
堺
に
お
い
て
土
佐
派
の
画
系
を
維
持
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
光
則
と
広
通
に
伝
え
た
。
こ
の
光
則
の
あ
と
、

光
起
・
光
成
・
光
祐
・
光
芳
を
経
て
、
さ
ら
に
光
淳
・
光
時
と
幕
末
ま
で
続
き
、
ま
た
光
芳
の
あ
と
光
淳
の
他
に
光
貞
・
光
孚
の
分

家
が
で
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
兄
の
光
吉
の
あ
と
に
は
、
広
通
（
住
吉
如
慶
）、
広
澄
（
具
慶
）
と
い
う
住
吉
派
の
別
家
が
で
き
た
。

こ
の
広
澄
が
時
の
権
力
者
で
あ
る
徳
川
幕
府
の
や
ま
と
絵
の
画
事
、
つ
ま
り
絵
所
に
な
り
、
以
後
、
広
保
・
広
守
・
広
行
・
広
尚
・

弘
貫
・
広
賢
と
幕
末
ま
で
続
い
て
い
る
。
こ
の
画
系
は
活
躍
の
本
拠
地
を
江
戸
に
お
い
た
。
こ
の
間
、
広
守
の
後
に
板
谷
慶
舟
（
板

谷
家
）
と
、
栗
田
口
慶
羽
（
栗
田
口
家
）
の
二
家
が
分
家
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
家
は
い
ず
れ
も
幕
府
の
御
用
絵
師
に
任
じ
ら
れ
て
江

戸
に
お
い
て
活
躍
し
て
い
る
。

や
ま
と
絵
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
日
本
的
な
主
題
様
式
と
技
法
で
表
現
し
た
絵
画
。
つ
ま
り
主
題
は
、
日
本
的
な
四
季
絵
、
十
二

ヶ
月
図
（
月
次
絵
）、
名
所
絵
、
物
語
絵
、
縁
起
絵
（
寺
院
）、
祖
師
伝
絵
（
高
僧
）、
歌
絵
（
歌
仙
絵
）
な
ど
で
あ
り
、
そ
の
様
式
、
技

法
は
、
豊
麗
な
色
彩
を
調
和
さ
せ
た
装
飾
的
な
表
現
に
よ
る
、
平
明
で
情
趣
的
な
内
容
を
具
え
て
お
り
、
日
本
の
美
的
感
性
、
自
然

か
ら
え

観
な
ど
と
い
っ
た
「
日
本
人
の
こ
こ
ろ
」
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
国
の
絵
画
で
あ
る
「
唐
絵
」
に
対
し
て
、
日
本

や
ま
と
え

や
ま
と
え

の
絵
画
と
い
う
こ
と
で
「
倭
絵
」「
大
和
絵
」
と
い
っ
た
。
本
書
で
は
「
や
ま
と
絵
」
と
表
記
す
る
。
明
治
時
代
に
な
る
と
、
中
国

絵
画
の
「
唐
絵
」
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
絵
画
の
「
西
洋
画
」
に
取
っ
て
変
わ
り
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
「
や
ま
と
絵
」
が
「
日
本
画
」
に

変
わ
っ
た
。

光
則
は
、
前
述
の
と
お
り
、
光
吉
の
子
あ
る
い
は
弟
子
と
伝
え
ら
れ
、
光
吉
と
と
も
に
堺
に
居
住
し
土
佐
派
の
画
系
と
家
系
を
維

持
し
て
い
た
。
そ
れ
が
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
に
、
息
子
の
光
起
と
と
も
に
京
都
に
移
住
し
土
佐
派
の
再
興
を
は
か
っ
た
。
そ

第一章 江戸時代と絵画
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の
絵
画
は
、「
源
氏
物
語
」
画
帖
（
久
保
惣
美
術
館
）
や
、「
人
物
禽
虫
」
画
帖
（
東
京
国
立
博
物
館
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
金
銀
の

砂
子
や
切
箔
を
駆
使
し
、
土
佐
派
の
伝
統
で
あ
る
細
密
表
現
を
よ
く
し
た
。

三

元
禄
文
化

〈
元
禄
期
〉
元
禄
期
は
徳
川
幕
府
四
代
将
軍
家
綱
（
在
位
一
六
五
一
〜
一
六
八
〇
）
と
、
五
代
将
軍
綱
吉
（
在
位
一
六
八
〇
〜
一
七
〇
九
）

の
在
位
期
間
で
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
の
「
明
暦
の
大
火
」
か
ら
宝
永
四
・
六
年
（
一
七
〇
七
・
一
七
〇
九
）
の
「
富
士
山
の
宝

永
噴
火
」「
綱
吉
の
死
」
ま
で
、
あ
る
い
は
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
の
「
享
保
の
改
革
」
が
は
じ
ま
っ
た
頃
ま
で
の
お
よ
そ
六
十
年

間
を
総
称
す
る
。

こ
の
時
期
は
、
徳
川
幕
府
も
す
で
に
安
定
し
、
平
和
な
世
と
な
っ
て
い
た
。
殊
に
綱
吉
の
時
代
は
、「
天
和
の
治
」
と
い
わ
れ
た

よ
う
に
、「
武
断
政
治
」
か
ら
「
文
治
政
治
」
に
変
わ
り
経
世
済
民
が
は
か
ら
れ
た
。
こ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
、「
犬
公
方
」
と
い
わ

れ
た
綱
吉
が
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
に
出
し
た
「
生
類
憐
み
の
令
」
で
あ
り
、
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）、
幕
閣
へ
の
批
判
と
旗
本

救
済
を
か
か
げ
た
謀
反
計
画
が
事
前
に
発
覚
し
て
自
刃
し
た
由
井
正
雪
の
事
件
な
ど
が
世
を
騒
が
せ
た
こ
と
で
あ
る
。

一
方
で
は
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
に
、
江
戸
城
本
丸
・
二
の
丸
・
三
の
丸
な
ど
を
焼
失
し
、
大
名
屋
敷
百
六
十
家
、
旗
本
屋

敷
七
百
七
十
家
、
町
家
四
百
町
を
焼
き
尽
く
し
、
十
万
人
以
上
の
人
間
が
死
亡
し
た
と
い
う
「
明
暦
の
大
火
」
な
ど
も
お
こ
っ
て
い

る
。
す
で
に
大
都
市
で
あ
っ
た
江
戸
の
町
の
復
興
は
、
大
き
な
経
済
活
動
を
興
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
新
し
い
町
人
や
、
新
興
商
人

か
ら
豪
商
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
人
々
は
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
現
世
的
（
現
実
的
）・
享
楽
的
な
生
活
を
強
め
た
り
、
合

理
主
義
的
・
実
証
主
義
的
な
考
え
方
な
ど
か
ら
新
し
い
精
神
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
「
憂
世
」
が
「
浮
世
」
に
変
容
し

た
の
で
あ
る
。

〈
儒
学
の
隆
盛
〉
幕
府
が
「
文
治
政
治
」
を
行
う
た
め
に
重
視
し
た
の
は
儒
教
、
朱
子
学
で
あ
る
。
家
康
・
秀
忠
・
家
光
・
家
綱
な
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の
款
記
が
認
め
ら
れ
る
「
老
松
鷹
図
」
が
そ
う

し
た
作
例
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
「
老
松
鷹

図
」
は
横
長
の
掛
幅
で
あ
る
が
、
す
で
に
み
て

き
た
呉
春
や
景
文
と
同
じ
よ
う
に
、
画
面
の
左

上
の
角
を
松
の
太
い
幹
が
つ
つ
み
込
む
よ
う
に

描
写
さ
れ
、
そ
の
幹
に
交
差
し
て
右
下
の
角
へ

と
枝
が
配
さ
れ
て
、
そ
の
枝
上
に
鷹
が
左
向
き

に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

黒
川
古
文
化
研
究
所
の
呉
春
「
雪
中
鷲
図
」（
図
9
）
も
そ
う
し
た
作
例
で
あ
る
。
本
図
の
場
合
は
、
太
い
幹
の
上
に
鷲
を
雄
々

し
く
表
現
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
適
し
た
構
図
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
太
い
幹
と
そ
の
枝
は
、
右
下
の
角
を
中
心
に
し

て
弧
を
描
く
よ
う
に
布
置
さ
れ
て
い
る
。

二

応
挙
の
掛
幅
に
お
け
る
大
画
形
式
の
四
つ
目
の
展
開
は
、
大
画
面
の
屛
風
や
襖
絵
に
そ
れ
を
表
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
顕
著

な
作
例
が
、
三
井
文
庫
の
「
雪
松
図
」
屛
風
（
図
10
）
や
大
乗
寺
の
「
松
に
孔
雀
図
」
襖
絵
（
図
11
）
で
あ
る
。

三
井
文
庫
の
「
雪
松
図
」
屛
風
は
、
文
字
通
り
、
雪
の
降
り
積
も
っ
た
巨
松
三
本
を
屛
風
一
双
に
格
調
高
く
描
写
し
て
、
ま
ば
ゆ

い
ば
か
り
の
雪
の
朝
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
表
現
し
て
い
る
。

右
隻
は
、
一
本
の
巨
松
の
大
画
表
現
で
あ
っ
て
、
東
京
国
立
博
物
館
「
雪
松
図
」（
図
1
）
の
巨
松
表
現
を
左
右
反
転
し
て
屛
風

片
双
に
気
高
く
、
し
か
も
雄
大
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
屛
風
に
な
れ
ば
、
枝
は
左
右
に
大
き
く
力
強
く
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な

図9 呉春筆 雪中鷲図
黒川古文化研究所蔵
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〈右隻〉

図10 円山応挙筆 雪松図屛風 三井文庫蔵
〈左隻〉

１５８



り
、
屛
風
の
ほ
ぼ
い
っ
ぱ
い
の
五
扇
分
（
屛
風
の
一
く
ぎ
り
、
一
折
り
分
を
一
扇
と

い
う
）
に
広
が
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
一
本
の
斜
め
に
な
っ
た
棒
を
左
右
に

張
っ
た
ロ
ー
プ
で
支
え
て
い
る
の
に
似
て
い
て
、
緊
張
と
調
和
が
観
取
さ
れ
る
巧

緻
な
構
図
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
例
の
一
つ
に
、
長
谷
川
等
伯
に
よ
る
智
積
院

の
「
楓
図
」
壁
貼
付
絵
が
あ
る
。

ち
な
み
に
、
応
挙
に
お
け
る
「
雪
松
図
」
掛
幅
の
大
画
形
式
は
、
先
に
ふ
れ
た

よ
う
に
、
縦
長
の
掛
幅
の
画
面
半
分
を
占
め
る
ほ
ど
の
太
い
松
の
幹
を
、
下
か
ら

上
へ
と
斜
め
に
配
し
、
そ
の
幹
の
手
前
上
方
か
ら
や
や
太
い
枝
を
な
か
ほ
ど
の
斜

め
下
に
描
写
し
、
そ
れ
ら
太
い
幹
と
太
い
枝
の
奥
に
細
い
枝
を
添
え
て
、
上
端
と

下
端
は
消
し
て
し
ま
う
。
太
い
幹
は
外
形
の
左
右
の
両
端
の
み
を
少
し
描
写
し
、

中
央
部
を
大
き
く
描
き
残
し
て
、
松
を
大
き
く
み
せ
る
描
法
で
表
現
し
た
も
の
を

い
う
。

三
井
文
庫
所
蔵
の
応
挙
筆
「
雪
松
図
」
屛
風
の
右
隻
に
認
め
ら
れ
る
巨
松
表
現

は
、
ほ
ぼ
屛
風
一
扇
分
ほ
ど
の
太
さ
の
幹
を
、
屛
風
な
か
ほ
ど
の
下
方
よ
り
右
上

方
へ
斜
め
に
描
写
す
る
。
そ
の
太
い
幹
の
上
端
か
ら
左
下
方
の
屛
風
の
角
に
向

か
っ
て
、
太
い
枝
を
曲
折
さ
せ
な
が
ら
ほ
ぼ
直
線
的
に
長
く
力
強
く
展
開
さ
せ
、

そ
の
枝
に
対
称
さ
せ
る
よ
う
に
、
長
い
枝
の
上
方
か
ら
、
短
い
枝
を
右
下
の
屛
風

の
角
に
向
か
っ
て
布
置
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
左
右
に
伸
び
た
枝
は
、
ほ
ぼ
画
面

の
両
端
下
方
の
角
に
向
か
っ
て
張
ら
れ
た
ロ
ー
プ
の
よ
う
に
広
が
り
、
斜
め
の
太

図11 円山応挙筆 松に孔雀図襖絵 大乗寺蔵

第五章 雪松表現
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い
幹
を
支
え
る
形
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
左
隻
は
、
右
隻
の
巨
松
に
比
べ
て
や
や
小
ぶ
り
に

ま
と
め
ら
れ
た
二
本
の
大
き
な
松
の
大
画
表
現
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
二
本
の
巨
松
表
現
は
、
探
幽
の
二
条
城
襖
絵
、
名
古

屋
城
襖
絵
な
ど
に
認
め
ら
れ
る
大
画
形
式
と
同
じ
く
、
画
面
内
に
描

写
対
象
を
お
さ
め
て
し
ま
う
大
画
表
現
法
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
。

応
挙
の
「
雪
松
図
」
屛
風
左
隻
に
配
さ
れ
た
二
本
の
う
ち
の
一
本
の

雪
松
は
、
屛
風
な
か
ほ
ど
の
や
や
左
方
か
ら
右
方
へ
、
右
隻
の
左
方

へ
展
開
す
る
巨
大
な
雪
松
に
呼
応
さ
せ
る
よ
う
な
形
に
、
白
い
雪
を

負
っ
た
巨
松
を
横
た
え
る
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。
そ
の
左
方
に
、

も
う
一
本
の
大
き
な
雪
松
を
、
簡
潔
に
曲
折
さ
せ
な
が
ら
も
、
ほ
ぼ

上
方
に
真
っ
直
ぐ
に
表
現
す
る
。

す
な
わ
ち
、
画
面
中
ほ
ど
か
ら
右
方
へ
地
を
這
う
よ
う
に
横
た
え
た
巨
大
な
雪
松
表
現
は
、
探
幽
の
二
条
城
二
の
丸
の
「
松
に
孔

雀
図
」
襖
、
壁
貼
付
絵
の
巨
松
表
現
に
認
め
ら
れ
る
松
の
形
姿
に
極
め
て
近
い
関
係
に
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
松
の
左
方
に
描
写
さ
れ

た
、
細
く
て
曲
折
さ
せ
な
が
ら
も
ほ
ぼ
上
方
に
簡
潔
に
表
現
さ
れ
た
雪
松
は
、
探
幽
の
大
徳
寺
の
「
四
季
松
樹
図
」
屛
風
（
図
12
）

に
認
め
ら
れ
る
冬
の
雪
松
表
現
に
類
似
し
て
い
る
。

い
ま
み
た
よ
う
に
、
右
隻
と
左
隻
を
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
た
形
と
し
て
い
る
こ
と
に
構
図
に
お
け
る
特
色
を
認
め
る
が
、
そ
れ
で

は
、
こ
れ
ら
の
右
隻
と
左
隻
を
あ
わ
せ
て
一
双
の
屛
風
に
し
た
時
の
画
面
構
成
は
、
ど
の
よ
う
な
形
式
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま

図12 狩野探幽筆 四季松樹図屛風（部分）
大徳寺蔵
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〔
初
出
一
覧
〕

第
一
部

江
戸
時
代
絵
画
史
に
お
け
る
応
挙

第
一
章

江
戸
時
代
と
絵
画
（
新
稿
）

第
二
章

安
永
天
明
期
の
京
都
画
壇
―
―
伝
統
と
革
新
（『
近
世
京
都
』
学
会
会
報

第
一
号
〔
平
成
二
十
六
年
〕）

第
二
部

応
挙
の
新
し
い
写
生
の
型

第
三
章
「
花
鳥
諷
詠
」
―
―
は
じ
め
に
（『
日
本
美
術
工
芸
』
六
〇
四
号
〔
昭
和
六
十
四
年
〕）

第
四
章

京
派
の
絵
画
（『
日
本
美
術
工
芸
』
六
〇
五
号
・
同
六
〇
六
号
〔
平
成
元
年
〕）

第
五
章

雪
松
表
現
―
―
新
し
い
美
の
典
型
①
（『
日
本
美
術
工
芸
』
六
〇
七
号
・
同
六
〇
八
号
〔
平
成
元
年
〕）

第
六
章

雪
景
表
現
―
―
新
し
い
美
の
典
型
②
（『
日
本
美
術
工
芸
』
六
〇
九
号
〔
平
成
元
年
〕）

第
七
章

鶴
表
現
―
―
新
し
い
美
の
典
型
③
（『
日
本
美
術
工
芸
』
六
一
〇
号
〔
平
成
元
年
〕）

第
八
章

雁
表
現
―
―
新
し
い
美
の
典
型
④
（『
日
本
美
術
工
芸
』
六
一
一
号
・
同
六
一
二
号
・
同
六
一
三
号
〔
平
成
元
年
〕）

第
九
章

孔
雀
表
現
―
―
新
し
い
美
の
典
型
⑤
（
以
下
を
元
に
再
構
成
し
て
い
る：

『
日
本
美
術
工
芸
』
六
一
四
号
・
同
六
一
五
号
〔
平
成
元
年
〕、

『
花
鳥
画
の
世
界
6

京
派
の
意
匠
』
共
著
・
学
習
研
究
社
〔
昭
和
五
十
六
年
〕）

第
十
章

動
的
表
現
（
鯉
魚
・
瀑
布
・
波
濤
・
流
水
）
―
―
新
し
い
美
の
典
型
⑥
（『
日
本
美
術
工
芸
』
六
一
六
号
〔
平
成
二
年
〕）

第
十
一
章

人
物
表
現
―
―
新
し
い
美
の
典
型
⑦
（『
日
本
美
術
工
芸
』
六
一
七
号
〔
平
成
二
年
〕）

第
十
二
章

応
挙
の
写
生
図
に
つ
い
て
―
―
新
出
の
「
写
生
図
貼
交
」
屏
風
を
め
ぐ
っ
て
（『
大
手
前
女
子
大
学
論
集
』
第
二
九
号
〔
平
成
七
年
〕）

第
三
部

応
挙
の
写
生
論

第
十
三
章
「
応
挙
の
写
生
」（『
日
本
の
美
術

今
何
が
古
典
か
ら
学
べ
る
か
』
昭
和
堂
〔
平
成
元
年
〕）

第
十
四
章

円
山
四
条
派
に
お
け
る
装
飾
性
―
―
円
山
応
挙
を
中
心
に
し
て
（
国
際
交
流
美
術
史
研
究
会
報
告
書
〔
平
成
五
年
〕）

第
十
五
章

応
挙
の
写
生
画
―
―
「
し
か
け
」
表
現
を
め
ぐ
っ
て
（『
没
後
二
〇
〇
年
記
念
特
別
展
覧
会

円
山
応
挙
―
―
抒
情
と
革
新
』
京
都
国

立
博
物
館
〔
平
成
七
年
〕）

結

章

円
山
応
挙
論
（『
聚
美
』
一
一
・
一
二
号
〔
平
成
二
十
六
年
〕）
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あ
と
が
き

思
文
閣
出
版
の
故
・
長
田
岳
士
さ
ん
か
ら
応
挙
の
本
の
出
版
の
話
を
い
た
だ
い
た
の
は
、
随
分
と
昔
の
こ
と
で
、
今
か
ら
二
十
数

年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
当
時
、
今
は
廃
刊
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
月
刊
の
美
術
雑
誌
『
日
本
美
術
工
芸
』（
日
本
美
術
工
芸

社
）
に
、
平
成
元
年
（
一
九
八
九
）
正
月
か
ら
翌
二
年
三
月
ま
で
の
十
五
回
、「
応
挙
の
写
生
」
を
連
載
し
た
。
そ
れ
が
終
了
し
て
一
、

二
年
経
っ
た
頃
に
、「
あ
の
『
日
本
美
術
工
芸
』
連
載
の

応
挙
の
写
生

を
元
に
し
て
、
少
々
色
々
な
も
の
を
書
き
加
え
て
い
た

だ
い
て
一
冊
の
本
に
し
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
お
誘
い
の
話
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
こ
れ
に
応
え
る
だ
け
の
余
裕
は
な
か
っ
た
。
し
か

し
こ
の
応
挙
の
本
出
版
の
話
は
こ
こ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
間
、
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
、
応
挙
の
写
生
画
研
究
は
続
け
て
お
り
、
近
年
、『
聚
美
』（
一
一
・
一
二
号
）
に
「
円
山
応

挙
論
」（
前
・
後
編
）
を
執
筆
し
た
。
こ
の
執
筆
中
、
確
か
平
成
二
十
五
年
（
二
〇
一
三
）
頃
で
あ
っ
た
ろ
う
か
、
定
か
で
は
な
い
が
、

長
田
さ
ん
か
ら
突
然
に
連
絡
が
あ
り
、
同
社
の
原
宏
一
氏
と
私
共
の
財
団
役
員
で
あ
る
藤
本
孝
一
氏
を
伴
っ
て
三
人
で
訪
れ
ら
れ
た
。

そ
れ
は
、
長
田
さ
ん
の
大
手
術
後
の
挨
拶
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
挨
拶
は
そ
こ
そ
こ
に
し
て
、
突
然
に
、「
あ
の
、
前

に
お
願
い
し
て
お
り
ま
し
た
原
稿
は
、
も
う
出
来
上
が
っ
て
お
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
」
と
い
わ
れ
た
の
で
あ

る
。
た
だ
そ
の
時
は
、
京
都
人
風
に
「
今
の
話
、
う
か
が
っ
て
お
き
ま
す
」
と
だ
け
お
答
え
し
た
。

今
か
ら
思
う
と
そ
れ
は
、
長
田
さ
ん
の
相
当
な
覚
悟
の
御
挨
拶
で
あ
っ
た
と
思
う
。
あ
ら
た
め
て
の
応
挙
の
本
の
執
筆
依
頼
だ
っ

た
。
そ
の
長
田
さ
ん
は
そ
れ
か
ら
一
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
足
早
に
浄
土
に
逝
っ
て
し
ま
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く

し
て
、
原
氏
と
藤
本
氏
が
再
び
訪
れ
ら
れ
て
再
々
度
応
挙
の
本
の
出
版
の
依
頼
を
受
け
た
。
こ
の
時
は
、
流
石
に
引
き
受
け
ざ
る
を
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得
な
い
と
覚
悟
を
し
た
。
そ
れ
か
ら
で
も
、
早
や
二
年
が
過
ぎ
て
三
年
目
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
い
え
ば
、
本
書
は

長
田
さ
ん
の
遺
言
の
よ
う
に
思
え
、
こ
こ
に
お
応
え
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
故
人
に
失
礼
な
こ
と
に
な
ら
な
い
か
が
大
い
に
心
配

で
あ
る
。

本
書
を
出
版
す
る
に
あ
た
り
、
思
文
閣
出
版
の
編
集
者
の
秦
三
千
代
氏
と
井
上
理
恵
子
氏
の
両
氏
に
は
、
実
務
の
写
真
の
取
り
揃

え
や
、
参
考
文
献
の
確
認
な
ど
、
細
部
に
わ
た
っ
て
種
々
様
々
に
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
こ
と
や
、
我
が
儘
を
何
と
か
ま
と
め
て
本

書
を
産
み
出
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
に
大
い
な
る
感
謝
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
私
の
老
眼
の
か
わ
り
に
な
っ
て
多
大
な
御
力
添
え
を
い

た
だ
い
た
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
の
若
き
調
査
研
究
員
の
有
松
遼
一
君
と
大
山
和
哉
君
の
両
君
に
は
そ
の
絶
大
な
る
御
厚
意
に
深
く

感
謝
し
て
い
る
。
さ
ら
に
思
文
閣
出
版
の
編
集
責
任
者
の
原
宏
一
氏
に
は
ほ
ん
と
う
に
長
い
間
か
く
も
辛
抱
強
く
、
忘
れ
る
こ
と
な

く
御
力
添
え
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
深
甚
の
謝
意
を
表
す
次
第
で
あ
る
。

二
〇
一
七
年
八
月

冷
泉
為
人
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309，328，329，351，367，368，374，398，409
狩野周信 49，51
狩野常信 19，30，31，49，72，225，309，368
狩野尚信 18，20，30，49，65，92，194
狩野栄信 50，65，66
狩野正信 186～188，191，192，195，363
狩野典信 49，50，55
狩野光信 124，153
狩野元信 19，90，123，151，152，214，229，
230，235，236，395～398，418
狩野安信 18，20，21，30，32，37，92，94，130
亀岡規礼 4，5，73，118，367，408
鴨長明 97，391
岸駒 74，133，180，241，242，244，309，365
祇園南海 25，96，102，104，125，132～134
喜多川歌麿 46，47，51，59，63
木下応受 4，73，118，367
木村蒹葭堂 52，75～77，80，84，85，104，133
仇英 118，138，262，272
清原雪信 31
久隅守景 20，30～32，49，72，309，374
桑山玉洲 65，75，84
渓斎英泉 46，59，63，70
源琦（駒井源琦） 4，5，73，83，118，133，219，
220，252，269，309，365，367，373，376，408，
414
高芙蓉 77，102，133
呉春 3，5，14，47，57，73，81～84，91，92，
95，100，105，117，118，120，125，133，154～
157，165，166，169，170，177～180，193，194，
240，241，252，307～310，348～352，357，362，

365，367，405，408，413，414，418
近衛家熙 104，370
呉北汀 340，342
後水尾天皇 15，34，93

さ

酒井抱一 16，37，39，52，67，68
彭城百川 124，125，132，134，135
佐竹義敦（曙山） 52，53，107，108
佐竹義躬 53，107
山東京伝 47，60，62
塩川文麟 13，74
式亭三馬 47，60，62
十返舎一九 47，60
司馬江漢 43，47，52～54，86，100，108
柴田義董 74，241
周文 123，151，191，214
白井華陽 7，74，99，100，106，369，384
白井直賢 73，220，221
沈南蘋 51，68，71，77，86，106，118，132，
134，135，138，141，241，242，310，369，370
菅井梅関 65，75，85
鈴木其一 16，37，39，67，68，194
鈴木春信 46，47，51，53，59，63
住吉具慶 18，20，30，33，34，50
住吉如慶 18，20，23，33，34，50
住吉広賢 20
住吉弘貫 20，23，65，67
住吉広尚 20，23，67
住吉広保 20，23
住吉広行 20，23，50，67
住吉広守 20，23，50
雪舟 28，90，122，123，151，191，214，418
銭舜挙 118，138，262，272，370
千利休 16，28
僧鶴亭 77，86，104
僧月僊 4，73，118
宋紫石 86，242，369
曾我蕭白 3，14，35，36，57，90～92，95，98，
99，133，136，137，139，143～145，211，252，
309，310，313，339，365，377，414，415，418
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あ

亜欧堂田善 47，52，54，108
青木木米 75～77，84
栗田口慶羽 20，23，50
安藤広重 48，70
池玉瀾 133，365，413
池大雅 3，14，47，56，57，75～78，84，85，
90～92，95，96，102～104，106，133，134，139，
140，142～145，201，211，309～311，365，369，
378，386，413，414，418
石田梅岩 47，417
石田幽汀 20，36，55～57，64，118，138，139，
180，188，231，236，239，244，310，334，335，
360
板谷慶舟 20，23，50
伊藤若冲 3，14，56，57，90～92，94，95，98，
102～104，133，137～139，144～146，186，
194～196，201，211，309～311，317，365，378，
403，413，414，418
伊藤仁斎 25，101
伊藤東涯 25，29
稲生若水 26，107
井原西鶴 14，26～28，31，80，109
伊孚九 86，106，132，369
隠元隆琦 103，104，369
上田秋成 4，47，73，83，100，101，119，272，
307，312，339，340，357，377，414
上田公長 83，84
上田耕夫 82～84
浮田一蕙 57，58，73
歌川国貞 59，70
歌川国芳 59，63，70，46
歌川広重 59，63
浦上玉堂 76，77，84
浦上秋琴 75
浦上春琴 75，84，340
雲谷等顔 124
惲南田 69

円満院祐常 200，207，210，211，227，235，
261，291，296，297，300，301，337，361，364，
365，367，371，373，375，383，414
王維 95
王蒙 97
大岡春川 80，81
大岡春卜 77，79～81，132
大田南畝（蜀山人） 48，52，60，61，63，67
大西酔月 100，133，311
尾形乾山 14，16，35，39，40，41，67，68，309
尾形光琳 14，16，30，35，37～41，67，68，
90，99，124，138，194，225，245，268，272，309，
310，322，368，370，371，418，
岡田（冷泉）為恭 57，58，72，73
岡田半江 75，79，80，84，85
岡田米山人 75～77，79，80，84，85
岡本豊彦 74，241
荻生徂徠 25，29，78，101，132
奥文鳴 4，5，73，118，119，240，344，367，
371，383，401，408，416
小田野直武 47，52，53，107，108
小野蘭山 102，107

か

貝原益軒 25，26，107
海北友松 123，153
葛飾北斎 63，48，59，70
勝山琢舟 56，136
楫取魚彦 247，397
金子金陵 68，69
狩野章信 66
狩野一渓 226，233
狩野永岳 20，35，70～72
狩野永敬 34，35
狩野永俊 35，54，55
狩野永常 35，54，55
狩野永泰 58，72
狩野永徳 19～21，123，124，150～153，
161～163，173，186～188，191，195，214～
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見返り美人図（寛文美人図）／菱川師宣／東京国立博物館 46
水汀鴨図／呉春／野村美術館 221，222
紫式部日記絵巻／五島美術館 201
明眼院障壁画／円山応挙／東京国立博物館 5，367，401
鳴鶴図（双幅）／文正／相国寺 185～187，189，191，195，298
眼鏡絵／円山応挙 368

や

山姥図／長沢蘆雪／厳島神社 377
夕顔棚納涼図屛風／久隅守景／東京国立博物館 32，374
雪松双鹿図／吉村孝敬 180，181
雪松図掛幅／円山応挙／東京国立博物館 138，148～150，154，156，157，159，164，171～174，176，
177，183，188，197，202，231，248，258，331，334～346，348，350～352，360，361，364，379
雪松図屛風／円山応挙／三井記念美術館 157，158～161，163～166，169，171～176，180，202，
218，272，327，331～333，348，350～352，362，367，401，405
雪松之図／呉春／香雪美術館 154，167，177，348，362
湯女図／MOA美術館 45
楊貴妃図／円山応挙／個人 262～264
淀川両岸図巻／円山応挙／アルカンシェール美術財団 274，275，277，294，300，377，378
淀川両岸図巻画稿／円山応挙／アルカンシェール美術財団 274，277

ら

鯉魚図（双幅）／円山応挙 348，349，352，355，397
鯉魚水禽図屛風／円山応挙 204，219，247～249，397
鯉鮒図／円山応挙／頴川美術館 292
龍門図（三幅対）／円山応挙 248，251，397
龍門鯉魚図（双幅）／円山応挙／大乗寺 248，250～253，292，356，397
老梅図襖／狩野山雪／メトロポリタン美術館 22，399
芦雁図屛風／白井直賢／北野天満宮 220
芦雁図襖絵／円山応挙／東京国立博物館 204，216，218

わ

若松老松図屛風／呉春／個人 166，169，177，352
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木賊兎図／円山応挙／静岡県立美術館 289，370，382

な

布晒舞図／英一蝶／遠山記念館 33
野兎図／渡辺始興／大覚寺 290，370

は

白梅図屛風／呉春／逸翁美術館 125，127，165，166，169，351，352，405
梅花図襖絵／与謝蕪村／島原角屋 124，125
瀑布古松図床壁貼付／円山応挙／金刀比羅宮 253，255，256，258，333，399
瀑辺虎図／円山応挙 258
波上群仙図襖／円山応挙／無量寺 367，377，398，401
芭蕉童児図屛風／円山応挙 268，365，374
白鶴松竹梅図／伊藤若冲 195
波濤図襖／長沢蘆雪／正宗寺 398，409
波濤図襖／円山応挙／金剛寺 190，253，255，398，406，407，409
飛雁図／円山応挙 183，197，198，200～203，205～209，213，219，248，258，352～354，379，380，395
飛雁図掛幅・茄子図屛風／長沢蘆雪 222
飛雁芙蓉・寒菊水禽図（双幅）／円山応挙／個人 204，208，209，211～217，231，286，289～291，
365，379，380，394，395，400
檜図屛風／狩野永徳／東京国立博物館 150，153
百蝶図／円山応挙／徳川ミュージアム 381
琵琶湖宇治川写生図巻／円山応挙／京都国立博物館 107，199，206，207，248，255，260，267，274，
275，291，296，353，373，375，379，380，395
風神雷神図屛風／尾形光琳／東京国立博物館 68
風神雷神図屛風／俵屋宗達／建仁寺 18，68
風雪三顧図襖絵／円山応挙／白鶴美術館 367，401
風雪三顧図（双幅）／円山応挙 175，177，178，258，350，351
舞楽図／俵屋宗達／醍醐寺 18，317，337
藤花図屛風／円山応挙／根津美術館 164，217，218，317，321，322，335，337，365，401，402，405，411
墨梅図／伝如拙筆／正木美術館 121，122
牡丹孔雀図／岸駒／大阪市立美術館 241，244
牡丹孔雀図／円山応挙／相国寺 226，227，228～232，236，239，240，246，249，272，298，299，365，
394～396，398～400
牡丹図襖／狩野山楽／大覚寺 21，322
保津川図屛風／円山応挙／個人 253，255～257，272，273，275，332，333，367，398，399，405，
406，411，412

ま

亦復一楽帖／田能村竹田／寧楽美術館 79，201
松に鴨図／松村景文／北村美術館 155，156，349，362
松に孔雀図襖絵／円山応挙／大乗寺 157，159，160，163，164，169，225，226，232，245，323～
326，351，395，406，408
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四季花鳥図襖絵八面／狩野元信／大仙院客殿 151，152，214，396，397
四季花鳥図屛風／雪舟 122，151，192，214
四季花鳥図屛風／伝狩野永徳筆／白鶴美術館 229
四季花鳥図屛風／狩野元信／白鶴美術館 229，395
四季松樹図屛風／狩野探幽／大徳寺 160
四季草花図屛風／円山応挙／袋中庵 326
四条河原納涼図／円山応挙 294，300，365，372，375，376
四条河原納涼図画稿／円山応挙 107，260，267，295
七難七福図巻／円山応挙／相国寺 211，294，296，300，301，365，374，375
写生雑録帖冊子／円山応挙／個人 248，274，277～279，283，292，293
写生帖／円山応挙／東京国立博物館 37，248，274～276，281，283，370，380，384
写生蝶之図／円山応挙／東京国立博物館 274，275，281
秋山行旅図／范寛 387，388
棕櫚図／円山応挙／香雪美術館 382
松下遊鯉・岩上孔雀図（双幅）／呉春／逸翁美術館 155，156，349，362
松竹梅図襖絵／海北友松／禅居庵 123，126
松鯉図（双幅）／円山応挙 155，156，247，249，292，362
深山大沢図屛風／円山応挙／仁和寺 286，289
人物正写図巻／円山応挙／天理大学附属天理図書館 107，248，261，265，267，274，275，277，294，
296，300，374～377
西洋婦人図／平賀源内／神戸市立博物館 52，107
雪景山水図／呉春 179
雪中山水図／横山清暉 181
雪中松鹿図／円山応挙 174～176，180，350，351
雪中鷲図／呉春／黒川古文化研究所 157，177，349，362
雪梅図襖／円山応挙／和歌山草堂寺 120，367，401
仙女図襖絵／円山応挙／金剛寺 263
双鶴図／円山応挙／八雲本陣記念財団 138，183，184，185，188～190，193，195，197，206，248，
258，298，360，363，364，379，395
双鶏図衝立／円山応瑞／大乗寺 321，403
双鶏図衝立／円山応挙／八坂神社 315，317，320，335，337，365，401，402
楚蓮香図（三幅対）／円山応挙筆・鳴沢素堂賛／白鶴美術館 263～265，266

た

大瀑布図／円山応挙／相国寺 253～255，258，365，394，396～398
鷹狩図屛風／狩野養信／板橋区立美術館 32，66
鷹見泉石像／渡辺崋山／東京国立博物館 69，107
竹石白鶴図屛風／伝狩野正信筆／大徳寺真珠庵 186，187，192
竹林七賢図襖／円山応挙／金刀比羅宮 377，407
鳥類真写図巻／渡辺始興／三井記念美術館 104，107，370，381
蔦鴨図／円山応挙／藤田美術館 203～209，213，220，252，255，290，291，352，354，364，379，380，
395
動植綵絵／伊藤若冲／宮内庁 195，403

iv



観音猿鶴図（三幅対）／牧谿／大徳寺 191，192，195
仇英写し美人図／円山応挙 262，263，267
京名所図屛風／円山応挙 331，332
禽虫之図折本／円山応挙／東京国立博物館 274～277
孔雀図／岡本豊彦／東京国立博物館 241
孔雀図／岸駒／善法律寺 242
孔雀図（牡丹孔雀図）／円山応挙／宮内庁三の丸尚蔵館 226，232，233，395，401
孔雀図／円山応挙／絲原記念館 226，232～234，241，295
孔雀図（双幅）／森徹山／永青文庫 243
孔雀図板絵／原在中／建仁寺開山堂 244
孔雀図襖絵／原在中／高野山常喜院 244，245
孔雀図襖絵／原在中／三玄院 244
孔雀図襖絵／原在中／大阪市立美術館 244，245
孔雀図屛風／鶴沢探索／泉涌寺 236，237，238
孔雀立葵図屛風／尾形光琳 245
黒白図屛風／長沢蘆雪／ロサンゼルス・カウンティー美術館・心遠館コレクション 168，169
群鴨図／源琦／大乗寺 219，220
群鶴図屛風／尾形光琳／フリーア美術館 194
群鶴図襖絵／長沢蘆雪／無量寺 193，194
群仙図襖／円山応挙／金剛寺 377，407
群仙図屛風／曾我蕭白／文化庁 143，377
渓間雨意・池辺雪景図（双幅）／呉春 178，350，351
月下飛雁図屏風／円山応挙 204，217～219
月前飛雁図／円山応挙 204，217～219
源氏四季絵図屛風／円山応挙／宮内庁三の丸尚蔵館 330，335，367
源氏物語画帖／久保惣美術館 24
源氏物語絵巻／徳川黎明会 201
鯉亀図風炉先屛風／円山応挙／徳川黎明会 248，292
江州日野村図屛風／円山応挙／宮内庁 400，401
紅白梅図屛風／尾形光琳／ＭＯＡ美術館 38，124，125
江畔群鶴図襖絵／円山応挙／金刀比羅神社別当金光院 190
渡辺崋山／黄粱一炊図／個人 69
孤鶴款冬花図／呉春／逸翁美術館 193，194
昆虫写生帖折本／円山応挙／東京国立博物館 107，274～276

さ

佐藤一斎像／渡辺崋山／東京国立博物館 69，107
山水図屛風／円山応挙／三井記念美術館 365
山水図襖／円山応挙／大乗寺 323，325，406～409
山水図襖／円山応挙／三井寺法明院 360，361，364，379
山水図襖／円山応挙／無量寺 367，401
四季花鳥図襖絵／狩野永徳／大徳寺聚光院 123，124，152，161，163，173，186，192，214，216，351，
409
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※太字は挿入図版と掲載頁
※図版は原則として初出文献より転載

※作品名と所蔵者は初出文献のままとしているため多少の異同がある

あ

朝顔狗子図杉戸／円山応挙／東京国立博物館 290
雨宿図屛風／英一蝶／東京国立博物館 33
犬追物図屛風／常盤山文庫 21
岩浪群烏図襖絵／長沢蘆雪／薬師寺 219，220，398，409
雨竹風竹図屛風／円山応挙／円光寺 164，177，258，272，321，335，337，350，365，401，404
梅に鶯図／円山応挙筆・皆川淇園賛 128
雲龍図屛風／円山応挙／元観智院 334，365，394，399
江口君図／円山応挙／静嘉堂文庫美術館 264，265，272，324，376，405
老松鯉魚図／渡辺南岳／逸翁美術館 155，156，349，362
大石良雄図／源琦／逸翁美術館 269，374
大石良雄図／円山応挙／武井報效会百耕資料館 259，262，263，295，365，373

か

海棠孔雀図／呉春／京都国立博物館 240
海棠孔雀図／円山応挙 226，232，243
楓図壁貼付絵／長谷川等伯／智積院 159，337
燕子花図屛風／尾形光琳／根津美術館 38，322
臥牛図／円山応挙／東京国立博物館 382
郭子儀図／森徹山／藤田美術館 83，269，270
郭子儀図襖／円山応挙／大乗寺 217，218，267，268，272，315，317，318，320，323～325，371，375，
377，403，406，408，409
郭子儀図掛幅／円山応挙／三井文庫 265，266，270
花鳥写生図巻／円山応挙／個人 212，248，274，276，280～283，289，379，380，384
花鳥図／円山応挙／祇園祭月鉾 367
花鳥図屛風／文化庁 230，231，235，236，298，299
鴨図襖絵／呉春／洛東遺芳館 221
華洛四季遊戯図巻／円山応挙／徳川美術館 294，375，376
岩上孔雀図／呉春／逸翁美術館 240，241
岩上孔雀図／長沢蘆雪／ロサンゼルス・カウンティー美術館・心遠館コレクション 239
巌頭水禽図／円山応挙 204，217
岩頭飛雁図／円山応挙／円満院 203～209，213，218，220，252，255，272，290，291，352，354，364，
379，380，395
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