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こ
こ
に
紹
介
す
る
円
山
応
挙
筆

[
趙
昌
写
貝
図
」
は
京
都
の
野
村
美
術
館

に
所
蔵
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
、

こ
の
作
品
は
平
成
元
年

の
野
村
美
術
館
春
季

一

特
別
展

「京
焼

の
展
開

仁
阿
弥
道

八

・
永
楽
保
全
」
と
冠
し
た
展
覧
会

に
出
品
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
は
、
花
鳥
な
ど
を
鈎
勒
填
彩
技
法
に
よ

っ
て
写
実
的

に
表

現
し
た
中
国
の
宋
時
代

の
絵
画
、
す
な
わ
ち
徽
宋
皇
帝
な
ど
に
代
表

さ
れ
る
画
院
様
式

の
絵
画
が
茶

の
湯

の
道
具
と
し
て
用

い
ら
れ
た

こ
と
を
示
し
、

そ
の
絵
画
様

(
注

1

)

式

の
作
例
と
し

て
本
図
が
紹
介
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
応
挙
が
彼
独
自

の
写
生
画
様
式
を
確
立
す
る
過
程

に
あ

っ
て
ど

の
よ
う
な
絵
画
学
習
を
し
た
か
を

示
す

一
例
、

つ
ま
り
応
挙
が
そ
の
学
習
期

に
中
国
画

の
研
究

を
し

て
い
た
こ
と
を
明
示
す
る
作
例

と
し
て
紹
介
す
る
。

本
図

は
胎
貝
、

ハ
マ
グ
リ
、

サ
ザ

エ
、
赤
貝
、
ヤ
ド
カ
リ
な
ど

の
貝

二
十
数
個
を
精
細

に
描
写
し
て

い
る
。

二
枚
貝

の
蝶
番

い
の
よ
う
に
結
び

つ
い
て
い
る
と
こ

ろ
を
殻
頂
と

い
い
、
開

く
方
を
腹
縁
と
い
う
が
そ
の
殻
頂
を
上
向

き
下
向

き
に
、
左
向

き
右
向

き
、
斜
向
き
な
ど

に
細
緻

に
描

き
分
け
た
り
、
殻
頂
を
中
心

に
し
て

で
き
る
輪
脈
も
細

い
線
描

で
墨

や
絵

具
の
濃
淡
を
駆
使
し

て
的
確

に
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
さ
に
、
中
国
の
宋
時
代

の
画
院
様
式
と

い
わ
れ
る
鈎
勒
填
彩
技

法

に
よ

っ
て
写
実
的

に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
画
面
左
方

に
は

「墓
本
法
寺
什
物
趙
昌
書

天
明
丁
未
初
夏

源
応
挙
」

の
款
記
と

[
応
挙
」

の
朱
文
本
印
が
認
め
ら

れ
、
右
下
方

に
は
判
読

で
き
な

い
白
文
印

を
有

す
る
。
こ
の
左
方

の
落
款

に
よ

っ
て
、
本
図
は
応
挙
が
天
明
丁
未
す
な
わ
ち
天
明
七
年

(
一
七
八
七
)
に
本
法
寺
の

円
山
応
挙
筆

「
趙
昌
写
貝
図
」
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寒

灘
轟

趙
昌
筆
具
図
を
摸
写
し
て
作
品
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
「墓
本

法
寺
什
物
趙
昌
書
」
と
あ

っ
て
、
本
法
寺

の
趙
昌
画
を
摸
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
が

そ
れ
は
粉
本

い
わ
ゆ
る
テ
キ
ス
ト
、
画
稿
と
し
て
描

き
と
め
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
表
現
の
細
緻
さ
な
ど
か
ら

こ
れ
は
本
画
、
作
品
と
み
て
大
過
な

い
で
あ
ろ
う
。

(注

2

)

さ
ら
に
、
応
挙
は
桃
山
時
代

に
改
装

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
印
金
表
具
を
そ

の
ま
ま
型
紙
を
用

い
た
描
き
表
具
で
再
現
し
た

の
で
あ
る
。
こ
の
描
き
表
具
で
印
金
表
具

を
美
し
く
再
現
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
な
ど

に
も
、
作
品
と
す
る
意
識
が
働

い
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

○

(
注

3

)

貝
を
絵
画
化
し
た
作
品
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な

い
。
作
品
を
・王
題
別

に
調

べ
る
時

に
調
法
す
る
著
書

『芸
術
資
料
』
(金
井
紫
雲
編
)
の
第

四
期
第
十
二
冊
で
あ

る
「
貝
」

の
本
を
み
て
も
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
貝

の
作
品
は
少
な

い
。
た
と
え
ば
、
中
国

の
貝

の
絵
画
と
し
て
趙
昌
が
描
写

し
た
と
伝
え
る
作
品
を
紹
介
し
、
そ
れ
は
細
密
な

筆
致
で

い
ろ

い
ろ
の
貝
を
静
物
画
風

に
描

い
て
い
た
と
伝
え
て

い
る
。

こ
れ
が

い
ま
考
察
し
よ
う
と
す
る
応
挙
が
摸
写
し
た
貝
図
の
原
本
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。

一20一



し
か
し
、
残
念

な
が
ら
、

『芸
術
資
料
』
に
そ
の
伝
趙
昌
筆
貝
図

の
写
真
が
掲
載
さ
れ

て
い
な

い
の
で
確

か
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、

い
ま
応
挙
筆

「趙
昌
写
貝
図
」
を
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
時
、

こ
の
記
述
は
無
視

す
る
こ
と
は
で
き
な

い
で
あ

ろ
う
。
伝
趙
昌
筆

の
貝
図
の
あ

っ
た

こ
と
だ
け
は
確
か
な
こ
と
で
あ

る
。
さ
ら

に
、

『芸
術
資
料

』
に
は
中
国
画

の
作
例
と
し

て
銭
舜
挙
筆

の
芋

の
葉

の
上

に
田
螺

を
数
個
描

い
た
作
品
を
紹
介

し
て
い
る
。

一
方
、
日
本

の
貝
の
作
品
と

し
て
、
狩
野
寿

石
敦
信
が
描
写
し
た
と
す

る
青
蓮
院
所
蔵

の
浜
松
図
襖
絵
を
あ
げ
、
そ
の
襖
絵
下
方

の
浜
松

の
根
元

の
波
打
際

に
飽
、
栄
螺
、
帆
立
貝
、
蛤
、
裏
渦
、

桧
扇

な
ど
、
い
ろ

い
ろ
の
貝
が
写

さ
れ
て

い
る

こ
と
を
指
摘
す
る
。
次

に
御
物
で
あ
る
若
沖

の
著
名

な

「動
植
練
絵
」
三
十
幅

の
内

の

」
貝
甲
図
」

(図

1
参
照
)
を

あ
げ

て
い
る
。

さ
ら
に
、
静
物
画
風

の
作
例
と
し
て
土
佐
光
起
筆
の
貝
図

の
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
、
浮
世
絵

に
も
歌
磨
筆

-
飽
取
り
図
」
と
、
春
信
筆

[
す
だ
れ
貝

図
」
、
■
貝

ひ
ろ

ひ
図
」
な
ど
が
あ
る
こ
と
を
伝

え
て

い
る
。
略
画
式

の
ス
ケ

ッ
チ
風

の
貝
図
と
し
て
鍬
形
惹
斎
筆

■
略
画
式
貝
図
」

の
あ
る
こ
と
も
記
述

す
る
。

こ

れ
ら

の
他

に
、
近
現
代
の
作
品
、
川
合
玉
堂
、
川
端
龍
子
、
土
田
麦
催
な
ど

の
数
点
が
紹
介

さ
れ
て

い
る
。

講欝蟹鍵醗蟻 欝霧

羅 難 難響 遡 、

璽欝1難蕪
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図2鈴 木 其 一 筆 「貝 図 」 ア メ リカの ロサ ンゼ ル ス ・カ ウ ン テ ィー 美 術 館心 遠 館 コ レ クシ ョン

『芸
術
資
料
』

の
貝
図
以
外
で
は

『
日
本

の
意
匠
』

の
第
十
巻

蝿
獣

・
魚

・
貝
」

に
も
貝
図
が
四
点
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と

つ
は

『芸
術
資
料
』

に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
若
沖
筆

の

「
貝
甲
図
」
で
あ
る
。

他
に
、
東
京
芸
術
大
学
所
蔵

の
光
起
筆

の

百

ハ尽
図
」
、
ア
メ
リ
カ
の
ロ
サ
ン
ゼ

ル
ス
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
ー
美

術
館
心
遠
館

コ
レ
ク
シ

ョ
ン
所
蔵

の
鈴
木
其

一
筆
の

「貝
図
」

(図

2
参
照
)
、

ア
メ
リ
カ
の
メ
ト

ロ
ポ
リ

タ
ン
美
術
館
所
蔵

の
歌
磨
筆

の

i
汐
干
の

つ
と
図
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
通
覧
し
て
、
ま
ず
気
づ
く
こ
と
は
そ
れ
ら
の
貝
図

の
す

べ
て
が
写
実
的

に
表
現
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
浅
利
、
蜆
、
蛤
、
赤
貝
、
カ
ラ
ス
貝

(イ
シ
貝
)
、
法
螺
貝
、
翁
貝
、
栄
螺
、

宿
借
り
な
ど
の
身
近
な
貝
か
ら
、
若
沖

の

「
貝
甲
図
」
に
み
る
よ
う
な
百
種
以
上
の
貝
ま
で
貝
図
鑑
を
見

る
よ
う
な
精
確

さ
で
細
緻

に
描
写

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
普
通
こ
う
し
た
貝
尽
し
図
は
中
国
宋
元
画

に
は
じ
ま
り
、
わ
が
国

へ
入
り
、
室
町
時
代
の
水
墨

画
を
経
て
、
そ
れ
ら
に
学
ん
だ
土
佐
派

の
画
家
達
が
多
く
絵
画
化
し
た
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は

『芸
術
資

料
』
や

『日
本
意
匠
』

の
わ
ず

か
な
貝
図
を
み
た
だ
け
で
も
十
分
に
理
解

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

応
挙
筆

の
本
図
は
、
ま
さ
に
、
写
実
的

に
表
現
さ
れ
た
作
品

で
あ
り
、
応
挙
自
身
が

「墓
本
法
寺
什
物

趙
昌
画
」
と
記
し
て

い
る
と
お
り

に
、
中
国

の
宋
時
代

の
趙
昌
画
に
倣

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

○

本
法
寺
は
京
都
市
上
京
区
小
川
通
寺
之
内
上

ル
に
あ
る
日
蓮
宗

の
寺
院

で
あ
る
。
寺
宝

に
は
枯
山
水
i
三

巴
の
庭
」
な
ど
本
阿
弥
光
悦
ゆ
か
り
の
も

の
が
多
く
あ
る
。
長
谷
川
等
伯
も
ゆ
か
り
が
深

い
。
重
要
文
化

財

に
指
定
さ
れ
て
い
る
等
伯
筆

の

「浬
葉
図
」
、
「
日
通
上
人
図
」
、
「妙
法
尼
像
」
な
ど
が
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
殊

に
、
本
法
寺
十
世
日
通
上
人
は
等
伯
と
親
交
が
厚
か

っ
た
。
日
通
上
人
は
等
伯

が
折

々
た
つ
ね
て

来

て
、
彼
と
の
間

に
か
わ
し
た
画
事

に
関
す
る
談
話
を
書

き
と
め
た

『画
之
説
』
を

の
こ
し
て
い
る
。

こ

一22一
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懸
馨
馨

ー
雛
華
嵩臓
譲
繊
鹸
ー

円
山
応
挙
筆

「
趙
昌
写
貝
図
」

懸 誕
;'燃

嶽継
票 黙 探

蒙灘

霧 、

議謙

の

『
画
之
説
』

は

一
般

に
は

『
等
伯
画
説
』
と
称
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ

っ
て

等
伯

と
い
う
桃
山
時
代

の
す
ぐ

れ
た
画
人
が
有
し
て

い
た
芸
術
的
教
養
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
は
絵
画
に
つ
い
て
ま
と
ま

っ
た
形
で
語

ら
れ

(注

4

)

た
我
国

に
お
け
る
最
も
古

い
資
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
も
あ
る
。

こ
の

『等
伯
画
説
』

(図

3
参
照
)
に
趙
昌

の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

い
ま

紹
介

し
て
い
る
応
挙
筆

の

「趙
昌
写
貝
図
」
と
直
接
に
関
係

は
な

い
が
、
趙
昌

画

の
特
色

の

一
端
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
か
と
思
わ
れ
る
の
で
次

に
示
す
こ
と

(注

5
)

に

す

る

。

卯
育

二
伯
云

「
外
題

二
如
此
ア
リ
能
阿
弥
力
手
也

趙
融
ウ
ヵ

芙
蓉
水
月

ノ
絵
之
事

昏
半
紙

ノ
内

二
芙
蓉

ノ
花
ト
葉
ト
大

二
書

テ
下
タ

ニ

水
月
モ
本
ノ
月
ホ
ト

ニ
ア
リ
ソ
レ

ニ
水

二
芙
蓉
ノ
影
ノ

ウ
ツ
リ
タ
ル
庭
ヲ
書
タ
リ
狭
キ
需
ノ
内

ニ
カ

〉
ル
大
ナ
ル

図
ヲ
書

ク
事
誠

二
大
功

ノ
至
也
是
名
人

ノ
所
作
也

へ
の
松

ノ
良
心
ト
云
者
持
タ
リ

(堺

ヨ
リ
筑
紫

へ
五
十
貫

二
買
テ
行
ト
云
々

今

モ
在
筑
紫

ニ
ア
ル
歎

通
私
云
狭
キ
地
形

二
家

ノ
立

ヤ
ウ
分
別

ア
ル

ヘ
キ
事
也

半
昏

ノ
芙
蓉
水
月
名
轡
也
可
思
之

一23一



円
山
応
挙
筆

、趙
昌
写
貝
図
」

希
半
紙

の
内

に
、
水
辺

の
芙
蓉
を
描
き
、
そ
の
水
中

に
は
本
物
程

の
大
き
さ
の
月
影
を
映
し
て
、
見
事
な
芙
蓉
水
月
図

に
仕
上
げ

た
趙
昌

の
こ
と
を
名
人
で
あ
る

と
、
等
伯
は
讃
嘆

し
て

い
る
。

こ
の
芙
蓉
水
月
図
は
堺

の
数
奇
者

か
ら
博
多

へ
行

っ
た
と
伝
え
て
お
り
、
趙
昌

の

「貝
図
」
が
本
法
寺

に
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
確

か

で
は
な
い
。

趙
昌
は
北
宋
、
西
暦

一
〇
〇
〇
年
前
後

の
人

で
あ
る
。
権
勢

に
屈
せ
ず
、
性
格
が
傲
慢

で
人
を
軽
蔑

す
る
風
が
あ
り
、
五
代

の
花
鳥
画
家
膝
昌
祐
を
学
ん
で
、
や

が
て
こ
れ
を
し

の
ぐ
名
人
と
な
り
、
地
方
長
官
な
ど
で
画
を
求
め
る
者

が
あ

っ
て
も
、

か
る
が
る
し
く
与

え
な
か

っ
た
。
晩
年

に
大
金
を
出

し
て
旧
作
を
買

い
戻
し

た
た
め
、
世

に
伝

わ
る
も
の
は
ま
れ
と

い
う
。
毎
日
、
朝
露
を
踏
ん

で
花
園
を
巡

っ
て
観
察

に
努

め
、
絵
具
を
持
ち
歩
き
花
卉
を
写
し
た
。
も

っ
と
も
折
枝
、
疏
果

に
す
ぐ
れ
、
ま
た
草
虫
も
巧
み
で
、
骨
法

は
や
や
劣

る
が
伝
色

に
妙
を
得
、
「
設
色
明
潤
、
筆
跡
柔
美
」
、
形
似

を
と
ら
ず
直

ち
に
花

の
神
を
伝
え
た
と
評
さ
れ
、
み

(注

6
)

ず

か
ら

「写
生
趙
昌
」
と
号
し
た
と

い
わ
れ
て

い
る
。
現
在
、
趙
昌

の
制
作

で
あ
る
と

い
う
伝
称
を
持

つ
作
品
、
「林
檎
花
図
」
が
畠
山
記
念
館

に
所
蔵

さ
れ
て

い

る
。
し
か
し
、
作
者

に
つ
い
て
は
確
証
は
な
く
、
お
そ
ら
く
南
宋
前
期

の
優
れ
た
画
院
画
家

に
よ
る
作
品

で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
趙
昌
が
花
鳥
画
家

と

し
て
有
名

な
た
め
、
趙
昌
筆

と
称
す
る
作
品
が
多
く
あ

っ
た

こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
趙
昌
が
み
ず

か
ら

「
写
生
趙
昌
」
と
号
し
た
と

い

う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

つ
ま
り
、
「
写
生
趙
昌
」
と
号
し
た
趙
昌
筆

の

「
貝
図
」
を
我
が
国
に
お
け
る
写
生
画
の
祖

で
あ
る
応
挙
が
摸
写
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
こ

に
写
生
と

い
う
こ
と
で
相
通
じ
る
も
の
を
感
じ
応
挙

が
趙
昌
画

に
私
淑
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
応
挙

と
本
法
寺

と
の
関
係
と
い
う
こ
と
で
み
る
な
ら
ば
、
[
趙
昌
写
貝
図
」
と
同
様
、
応
挙

は
本
法
寺

に
所
蔵
さ
れ
る
と

こ
ろ
の
銭
舜
挙
筆

の
「
鶏
頭
図
」

(図

4
参
照
)
を
摸
写
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
応
挙

の
中
国
画
研
究

の
顕
著

な
作
例

と
し
て
し
ば

し
ば
取
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
よ
く
知
ら
れ
て

い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
画
面
中
央
に
鶏
頭

の
先
端
部
分
を
大

き
く
写
し
、
そ

の
形
態
全
体

を
極
め
て
精
細

に
摸
写
し
て

い
る
。
右
端

に
は

■墓
本
法
寺
什
物
舜
挙
画

天
明
丁
未
初
夏

源
応
挙
」
の
款
記
と
、
[
趙
昌
写
貝
図
」
に
認
め
ら
れ
る
印
章
と
同
所

の

「
応
挙
」
の
朱
文
印

を
有

す
る
。
左
端
に
は
銭
舜
挙
自
身
が
書

い
た
と
思

わ
れ
る
七
言
絶
句

と
、
銭
舜
挙

の
落
款
や
印
章
を
も
応
挙
は
忠
実

に
写
し
て
い
る
。

銭
舜
挙
は
宋
末
元
初

の
画
家

で
、
南
宋

の
景
定
の
郷
貢
進
士
で
宋
滅
亡
後
は
官
途

に
仕
え
ず
、
在
野
の
文
人
と
し
て
終

っ
た
と
い
う
。
元
初
、
趙
孟
頒
ら
と
と
も

に
呉
興
八
俊
と
称

さ
れ
た
。
詩
書
画
と
も
に
巧

み
で
あ

っ
て
、
人
物
は
李
公
麟
、
山
水
は
趙
令
穣
、
花
鳥

は
趙
昌

に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
を
能
く
し
た
。
青
緑
山
水

に
お

い
て
は
趙
伯
駒
を
師
と
し
、
青
緑
を
主
調

に
し
た
色
彩
本
位

の
山
水
画
を
多
く
絵

画
化
し
て

い
る
。
殊

に
、
花
鳥
画
は
趙
昌

な
ど
を
学
ん
で
清
麗
な
徐
氏
体
を
駆
使
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轟

・
叢

灘
鱗

獺

樋
構

鞭

嚢

憲
繋

畿
色

職
獄

簿

季

由

舜

、難
讃

懸

.鷺
・

響

、

円
山
応
挙
筆

「
趙
昌
写
貝
図
」

図4円 山応挙筆 「鶏頭図」個人蔵

し
た
写
実
的
表
現

に
す
ぐ
れ
て
い
た
。

以
上

に
よ

っ
て
、
応
挙
は
本
法
寺

に
所
蔵
さ
れ
て

い
た
趙
昌
筆

の

「
貝
図
」

と
銭
舜
挙
筆

の

閥
鶏
頭
図
」
を
摸
写
し
て

い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
同
時

に
、
趙
昌
と
銭
舜
挙

は
師
弟

関
係

に
あ

っ
て
、
と
も
に
徐
氏
体

に
よ
る
色
彩
の
没
骨
技
法
を
駆
使

し
て
写
実
性

に
富
ん
だ

花
卉
表
現
を
よ
く
し
た
、
こ
と
も
明
ら

か
で
あ
る
。

こ
の
両
者

の
特
色
あ
る
写
実
的
表
現

や

花
卉
表
現

に
応
挙
は
私
淑
し
た

の
で
あ
る
。
応
挙

の

「
挙
」
が
銭
舜
挙

の

馬
挙
」

に
因
ん
で

名
づ
け
た
と

い
う
こ
と
か
ら
も
こ
の
こ
と
は
知

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
趙
昌
筆
の

「
貝
図
」
も
銭
舜
挙
筆
の

「
鶏
頭
図
」
も
、
天
明
丁
未
七
年

(
一
七

八

七
)

の
初
夏

に
摸
写

さ
れ
て
い
る
。
応
挙

に
と

っ
て
の
天
明
七
年

は
、
夏

に
は
金
比
羅
宮

の

「
鶴
之
間
」
、
「虎
之
間
」
の
襖
絵
を
制
作

し
、
五
月

に
は
大
乗
寺
襖
絵

の
第

一
回
目
の
揮
毫
を

し
、
[
山
水
之
間
」
、
「
芭
蕉
之
間
」
な
ど

の
襖
絵

を
描
写
し
て
い
る
。
他

に
大
乗
寺
所
蔵

の
「
王

義
之
龍
虎
図
」
三
幅
対

な
ど
も
描
き
、

こ
の
天
明
七
年
頃
か
ら
襖
絵
な
ど
大
画
面
の
制
作
が

多
く
な

っ
て

い
く
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
翌
天
明

八
年

(
一
七
八
八
〉

に
は
天
明
大
火

に

罹
り
な
が
ら
も
、
金
剛
寺
襖
絵

■波
涛
図
」
、
「
群
仙
図
」
、
「
山
水
図
」
な
ど
を
制
作
し
、

こ

の
二
年
後

の
寛
政

二
年

(
一
七
九
〇
)

に
は

一
門
を
率

い
て
禁
裡
造

営
に
も
参
画
し
多
く

の

障
壁
画
を
描

い
て
い
る
。

○

応
挙
は
中
国
画

に
つ
い
て
、

い
ま
み
た
趙
昌
や
銭
舜
挙

の
他
に
、
ど
の
よ
う
な
絵
画
を
研

究
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に

つ
い
て
先
人
が
処
々
に
論
究
さ
れ
て
い
る
が
、

近
年

の
ま
と
ま

っ
た
論
考
と
し

て
は
、
佐

々
木
亟
平
氏
の

「
江
戸
時
代

に
お
け
る
中
国
絵
画

～25一



円
山
応
挙
筆

「趙
昌
写
貝
図
」

(注
7
)

思
想

の
受
容

と
展
開
-
狩
野
派
、
土
佐
派
そ
し
て
円
山
応

挙
-
」
を
あ
げ

る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
な
が
ら
応
挙

の
中
国
画
研
究

の
足
跡
を
辿
る
こ
と
に

す
る
。

佐

々
木
亟
平
氏
は
前
述

の
論
考

に
お

い
て
、
応
挙

に
は
李
龍
眠
の
筆
意

に
な
ら

っ
た

「
猛
虎
図
」
と
、
蕪
村

と
共
に
中
国

の
山
水
図
を
研
究
し
た
山
水
図
の
あ
る

(注

8

)

こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
佐

々
木
亟
平
氏
は
『仏
教
芸
術
』
の
八
〇
号

に
お
い
て
紹
介
さ
れ
た
、
「
円
山
応
挙
関
係
資
料

植
松
家
蔵
品
を
中
心
に
し
て
(下
)
」

(注

9
)

の
な
か
で
、
植

松
家

に
所
蔵
さ
れ
る
応
挙
関
係

の
粉
本

の
な
か
に
大
乗
寺
所
蔵

の

「
十
六
羅
漢
図
」
屏
風

の
粉
本
が
あ
り
、
そ
れ
は
高
台
寺
本

「十
六
羅
漢
図
」
を

原
本

と
す
る
も

の
で
あ
り
、
さ
ら

に
、

こ
の
粉
本
を
元

に
し
た
本
画
と
し
て
大
乗
所
蔵

の

「十
六
羅
漢
図
」
屏
風
が
描
写
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る
。
し
か
も
、
高
台

寺
本

の

「十
六
羅
漢
図
」
は
唐
画
だ
と

い
う
。
す
な
わ
ち
、
現
在
高
台
寺

に
所
蔵
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
中
国
画

の

「
十
六
羅
漢
図
」
を
摸
写
し
て
粉
本
と
し
、
そ
れ

に

基
づ

い
て
本
画
、
大
乗
寺
所
蔵

の

「
十
六
羅
漢
図
」
屏
風
を
描
写
し
た
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

ま
た
、
応
挙
は
中
国
の
明
時
代

に
美
人
画
を
描

い
て
著
名
で
あ

っ
た
仇
英

の
美
人
画
を
研
究
し
て

い
る
。

い
わ
ゆ
る
、
応
挙
筆

の
「
仇
英
写
し
美
人
図
」

(図
5
参

(
注

10
)

照
)
で
あ
る
。

こ
の

[
仇
英
写
し
美
人
図
」
は
、

『応
挙
展
』

に
収
載
さ
れ
る
作
品
で
、
画
面
左
方

に
竹
で

つ
く
ら
れ
た
足
の
長

い
机
が
あ
り
そ
の
上
に
は
手
前

か
ら

奥

に
盟
、
水
注
、
水
壷
な
ど
が
置

か
れ
、
そ
の
盟

の
水

で
碗
を
拭

い
て
い
る
女
性
が
机
の
前

に
立

つ
。
美
人

の
面
貌
が
応
挙

の
そ
れ
よ
り
も
や
や
ふ
っ
く
ら
と
し
て

い
る
こ
と
、
着
物

や
机
上

の
器
物

の
模
様
も
応
挙
が
多
用
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
よ
り
も
は
る

か
に
細
緻

に
描

か
れ
て

い
る
。

こ
の
応
挙
画
に
普
通
認
め
ら
れ
る
と
こ

ろ
の
表
現
が
窺
え
な
い
と

い
う
こ
と
は
他

の
何

か
に
基
づ

い
て
描
写
し
た
こ
と
を
暗
示
し
て

い
る
。
中
国

の
仇
英
筆

の
美
人
画
を
模
写
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

を
明
示
し
て

い
る

の
が
机

の
下
方

に
書

か
れ
て
い
る
銘
文

で
あ
る
。
そ
の
銘
文

に
よ
れ
ば
、
本
図
は
明
和
五
年

(
一
七
六
八
)
の
冬
、
応
挙
が
浪
華

に
遊
ん
で
鴻
池

家

に
寓
し
た
時
、
そ
の
当
主
か
ら
仇
英

の
美
人
画
を
見
せ
て
も
ら

っ
た
が
、
そ
の
美
人
画
が
あ
ま
り
に
も
見
事
だ

っ
た

の
で
、
応
挙

は
そ
の
仇
英

の
美
人
画
を
十
余

枚
ほ
ど
臨
墓
し
て
、
や

っ
と
そ
の
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
仕
上
げ
た
美
人
画

で
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

(
注

11

V

応
挙
は
人
物
表
現

に
あ

っ
て
、
本
図
が
描
写
さ
れ
た
明
和
五
年

(
一
七
六
八
)
前
後

に
、

ス
ケ
ッ
チ

(速
写
)
と

い
う
意
味

の
写
生
を
多
く
し
て
、
人
物
表
現
の

基
本
形
、

い
わ
ゆ
る
型
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

っ
た
。
明
和
四
年

の
円
満
院
所
蔵

の

「
四
条
河
原
納
涼
図
画
稿
」
や
明
和
七
年

の
天
理
図
書
館
所
蔵
の

「人

物
正
写
図
巻
」
三
巻
、
同

じ
く
明
和
七
年

の
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵

の

「
琵
琶
湖
宇
治
川
写
生
図
」

に
認
め
ら
れ
る
人
物
表
現
な
ど
が
そ

の
代
表
的
な
作
例
で
あ
る
。

そ
う
し
た
時
に
、

一
方

で
は
中
国

の
古
典
、
明
時
代

の
代
表
的
な
美
人
画

の
研
究
を
応
挙

は
し
て

い
た
の
で
あ

る
。
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鍵
図5円 山応挙筆

「仇英写 し美人図」個 人蔵
図6円 山応挙筆

「美人図」個 入蔵
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こ
の

「
仇
英
写
し
美
人
図
」
を
踏
襲
し
た
美
人
画
が

『長
春
閣
蔵
品
展
観
図
録
』

に
認

め
ら
れ
る
。
こ
の

「
美
人
図
」

(図
6
参
照
)

は
、
「
趙
昌
写
貝
図
」
や
銭

舜
挙
筆
を
原
本

に
し
た

「鶏
頭
図
」
と
同

じ
く
、
天
明
七
年

(
一
七

八
七
)
の
制
作

で
あ

っ
て
、
「
仇
英
写
し
美
人
図
」
の
画
面
構
成

を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
踏
襲
し

て

い
る
。
し
か
し
、
机
が
竹

か
ら
木
製

に
な

っ
た
り
そ
の
机
上

の
器
物
が
和
様

に
さ
れ
た
り
、
着
物

の
模
様

が
少
な
く
な

っ
た
り
省
略
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
は

変
様

さ
れ
て
い
る
。
特

に
変
様
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
面
貌

で
あ
る
。
顔
は
細
面
で
麗
し

い
応
挙
独
特

の
も
の
に
仕
上
げ
ら
れ
て

い
る
。

こ
れ
ら
の
二

つ
の
美
人
図

円
山
応
挙
筆

「
趙
昌
写
貝
図
」



円
山
応
挙
筆

「
趙
昌
写
貝
図
」

を
み
て

い
る
と
、
応
挙
が
中
国
画
を
研
究

し
て
何
を
得
え
よ
う
と
し
て
い
た
か
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
解

っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
み
た
よ
う
に

[
仇
英
写
し
美
人
図
」
と
そ
れ
を
粉
本

に
し
て
描
写
し
た

「美
人
画
」
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
画
面
構
成
を
ま
ず
学
習
し

て
い
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に

そ
の
画
面
構
成
や
形
式
を
通

し
て

「
意
」
、
「
こ
こ
ろ
」
な
ど
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
応
挙

の
姿
が
み
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
応
挙
自
身

の
こ
と
ば
を
借

り
て
い
え
ば
、
一
専
ラ
丘
墾
ヲ
師
ト

シ
テ
、
苛

モ
筆
墨
ノ
軌
轍

ヲ
踏

ス
。
然
ト

モ
又
敢
テ
先
哲

ノ
規
度
ヲ
破

ラ
ス
。
積
習
研
精

シ
テ
深

ク
妙
庭

二
造
ル
。
神
仙
道
釈

ノ

(
注

12

)

服
裳
ヲ
訊

ヒ
、
歴
世
名
家

ノ
風
格
ヲ
学

フ
」
、

と
な
る
。

い
ま

ひ
と

つ
、
応
挙

の
中
国
画
研
究

と
い
う
こ
と
で
注
目
す

べ
き
作
品
が
あ
る
。
そ
れ
は

『
応
挙
名
画
譜
』
に
収
載
さ
れ
る

「
睡
猫
図
」

(図
7
参
照
)
で
あ
る
。

こ
の

h
睡
猫
図
」
は
ゆ
き
の
し
た
の
傍

に
丸
く
な

っ
て
眠

っ
て
い
る
猫
を
描

い
て

い
る
。

こ
こ
に
み
る
柔
ら

か
で
丸
味

の
あ

る
猫
の
姿
態
や
そ
の
毛
描
き
は
見
事
で

難

総

難

.蕪
礁

蘇

欝

錯
諜
"

あ

っ
て
、
猫
そ
の
も
の
に
迫
ろ
う
と
蔑

ゆ
き
の
し
た
は
そ
の
厚
ぼ
っ
た
い

霧

騨

曝

・鵜

撫

趣
を
没
骨
技
法
を
駆
使
し
て
表
現
す
る
.
こ
の
作
.叩
に
は
無
落
款
で
あ
る
が
円

繋

・
メ

山
派

の
画
系

を
継

い
だ
国
井
応
陽
が
応
挙
の
絵
画
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て

い
る
。

購

難

,
..
灘

、.
、
難

躍

.撫

ヨ

ま
た

、

.」
れ

は
中

国

画

に
倣

っ
た

.」
と

を
明
確

に
文

字

に
よ

っ
て
知

る
.
」
と

は

灘
穫
羅
蟹灘

..
韓

蕪
繋

鱗、燕

灘

灘

雛

灘

灘

・
一

・・

.

図7円 山応挙筆 「睡猫図

で
き
な
い
が
、
そ
の

一
本

一
本

の
毛
を
細
緻
に
表
現
し
た
毛
描
き
や
、
ゆ
き
の

し
た
の
葉

の
厚
ぼ

っ
た
さ
ま
で
も
見
逃
さ
ず
表
現
し
た
没
骨
技
法
は
中
国
画
の

そ
れ
ら
に
通
ず
る
も

の
で
あ

っ
て
、

お
そ
ら
く
や
応
挙
は
中
国

の
誰
れ
か
の
猫

図

に
よ

っ
て
、
本
図
を
描
写
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

○

応
挙
は
弟
子
達

に
絵
画

に
つ
い
て
、
「
凡
画
図
ノ
術

タ
ル
ヤ
、
物
象
ヲ
写

シ
精

(
注

13

)

神
ヲ
伝

フ
」
も
の
で
あ
る
と
語

っ
た
り
、
さ
ら

に

{真
物
ヲ
臨
写

シ
テ
新
図

ヲ

遍
述

ス
ル
ニ
ア
ラ
ス
ン

ハ
、
画
図

ト
稻
ス
ル
ニ
足

ン
ヤ
。
豪
放
嘉
落
気
韻
生
動

(
注

14

)

ノ
如

キ

ハ
、
写
形

純
熟

ノ
後

自

然

二
意

会

ス

ヘ
シ
」
、

と
伝

え

て

い
る
。
こ
れ
ら
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の
言
葉

は
応
挙

の
絵
画

に
つ
い
て
語
る
時
、

い
つ
も
使
わ
れ
る
も

の
で
、
弟
子

の
奥
文
鳴
が
著

わ
し
た

「
仙
斎
円
山
先
生
伝
」
の

一
節

で
あ
る
が
、
こ
の
内
の

噛気

韻
生
動
」
と
い
う
言
葉
は
、
明
ら
か
に
中
国

の
南
斉

の
謝
赫
が

い
う
と
こ
ろ
の

「
画

の
六
法
」
の
最
初

に
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
南
斉

の
謝
赫
は

『古

画
品
録
』
の
中
で
、
「
画
に
六
法
有
り
。

一
に
曰
わ
く
、
気
韻
生
動
。

二
に
曰
わ
く
、
骨
法
用
筆
。
三
に
曰
わ
く
、
物

に
応
じ
て
形
を
象

る
。
四
に
曰
く
、
類
に
随

い

(
注

15

)

て
彩
を
賦
す
。
五

に
曰
わ
く
、
経
営
位
置
。
六

に
曰
わ
く
、
伝
模
移
写
。
古

え
よ
り
の
画
人
、
能

く
之
を
兼
ね
る
こ
と
ま
れ
な
り
」
、

と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
第

一
位

に
あ
げ
た

嚇
気
韻
生
動
」
を
、
応
挙
も
絵
画

に
あ

っ
て
大
事

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
応
挙

は
こ
の

「気
韻
生
動
」
と

い
う
言
葉
を
何

に

よ

っ
て
知

っ
た
か
は
定

か
で
は
な

い
が
、
『
芥
子
園
画
伝
』
に
も

「
南
斉

の
謝
赫

曰
く
気
運

(韻

)
生
動
、
曰
く
骨
法
用
筆
、
曰
く
応
物
写
形
、
曰
く
随
類
伝
彩
、
日

(注

16

)

く
経

営
位

置

、

曰
く
伝

模
移

写
。
骨

法

よ

り
以

下

の

五
端

は

、

学
び

て
或

る

べ
き
も
、
気

運

(韻

)
は
必

ず

生
知

に
在

り

」
、

と
あ

る

の

で
、

お
そ
ら

く

や

、
応
挙

も

(
注

17

)

こ
う
し
た
書
物

に
よ

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
応
挙

は
絵
画

に
つ
い
て
自
分

の
考
え
を

の
べ
る
時
、
中
国

の
画
論

に
基
づ

い
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

『画
乗
要
略
』

の

「
沈
南
顧
」
の
項

に
次

の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

旨円
山
仙
斎
か

つ
て
沈
南

顔
が
黄
鳥
梅
花
に
栖
止
す

る
の
書
幅
を
論

じ
て
曰
く
。
黄
鳥
大

に
し

て
樹
は
甚
だ
短
し
、
是
れ
其
失
、
小
幅
中

に
全
樹
を
写
す
に
在

り
。
け
だ
し
黄
鳥
は
四
五
寸
ば
か
り
に
し
て
、
樹

は
三
尺

に
足
ら
ず
。
山豆
此

理
有

ら
ん
や
。
古
人
往

々

(注

18

)

此
失
有

り
。
学
者
宜
し
く
先
づ
大
小
の
分
を
考

へ
、
主
客

の
勢
を

つ
ま
び
ら

か
に
し

て
而
る
後
布

置
を
な
す

べ
し
」
、
と
い

っ
て
い
る
。
こ
の
記
事

の
意
味

の
こ
と
は

と
も
か
く
も
、
応
挙
が
沈
南

頭
に
捉
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

っ
て
、
沈
南
顧
に
無
関
心

で
は

い
ら
れ
な
か

っ
た
。
梅
泉
は
ま
た
別

の
と
こ
ろ
で
も
、
当

時

の
画
家
が
中
国
人
画
家

に
触
れ
て
い
た
こ
と
を
記
し
て

い
る
。
{
寛
永
中
明
人
心
越
和
尚
我
が
邦

に
帰
化
し
て
、
水
墨

の
雑
画
を
作
り
、
其
後
清
人
伊
孚

九
、
沈
南

蹟
、
方
西
園
等
相

つ
い
で
舶
来
す
。
邦
人
始
め
て
清
人
の
風
致
を

み
る
。
そ
れ
伊
氏

の
山
水
は
冷
淡
薫
疎
な
り
。
池
大
雅
、
謝
蕪
村
等

一
時
其
風
趣

を
学

ぶ
。
沈
氏

(注

19

)

の
花
禽

は
研
麗

に
し
て
潤
沢
な
り
。
熊
繍
江
、
宋
紫
石
が
輩
争

っ
て
其
門

に
は
し
る
。
け
だ
し
円
山
応
挙
も
亦
此

に
本
つ
く
か
」
、
が
そ
れ
で
あ
る
。

○

応
挙

は
丹
波

の
農
家

に
生
ま
れ
、
若
く
し
て
京
都

に
出

て
狩
野
派
の
石
田
幽
汀
に

つ
き
、
そ

の
後
も
自
ら
自
然

の
ス
ケ

ッ
チ
と

い
う
意
味

の
写
生

に
専
念
し
た
り
、

中
国
の
宋
元

の
院
体
風
の
精
緻
な
写
実
的
表
現
や
清

の
沈
南
顧

の
写
実
的
画
体
を
研
究
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
京
都

に
出

た
当
時
生
活
の
た
め
に
描

い
た
眼
鏡
絵
か

ら
洋
風
画
法

に
習
熟
し
た
り
、
琳
派
の
装
飾
性
を
加
味
し
た
り
し
て
、
応
挙
独
自

の
写
生
画
と

い
わ
れ
る
写
実
的
画
風
、

つ
ま
り
雪
で
あ
れ
ば
雪
が
ま
さ

に
積

っ
て

い
る
よ
う
に
、
飛
雁
で
あ
れ
ば
ま
さ
に
雁
が
飛
ん
で

い
る
よ
う
に
、
流
水

で
あ
れ
ば
ま
さ
に
水
が
流
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鯉
で
あ
れ
ば
ま
さ

に
鯉
が
泳

い
で
い
る
よ

円
山
応
挙
筆

「
趙
昌
写
貝
図
」
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円
山
応
挙
筆

「
趙
昌
写
貝
図
」

う
に
表
現
し
た
革
新
的
な
絵
画
、
写
生
画
を
確
立
し
た

の
で
あ
る
。

応
挙

が
独
自

の
写
生
画
を
確
立
す
る
時

の
ひ
と

つ
の
要
素
と
な

っ
た
中
国
画
の
研
究
を
、
邑趙
昌
写
貝
図
」
を
紹
介
し
な
が
ら
考
察

し
た
が
、
当
時

の
画
家

の
多
く

が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う

に
、
応
挙
も
中
国
画

の
研
究

に
余
年
が
な
か

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
殊

に
、
応
挙
が
趙
昌
、
銭
舜
挙

に
私
淑
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

徐
氏
体

に
近

い
色
彩

に
よ
る
没
骨
描
法
を
駆
使
し
た
写
実
表
現
、
描
写
対
象

の
形
態
全
体

の
極
め
て
精
緻
な
写
実
的
表
現
な
ど

に
習
熟

し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
理
解

で
き
る
。

9

注

注
1

野
村
美
術
館
で
平
成
元
年

三
月

に
開
催
さ
れ
た

「京
焼

の
展

開

仁
阿
弥
道
八

・
永
楽
保
全
」
展

の
図
録
を
参
照
。

注
2

注
1
に
同
じ
。

注
3

金
井
紫
雲
編

『芸
術
資
料
』
第
四
期
第
十

二
冊

「貝
」
、
昭
和
十
六
年

三
月
五
日
発
行
、
芸
艸
堂
を
参
照
。

注

4

源
豊
宗
考
註

『等
伯
画
説
』

和
光
出
版
社
関
西
発
売
所

文
華
堂
書
店
を
参
照
。

注

5

注

4
に
同
じ
。

注
6

『
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
』
を
参
照

注

7

佐
々
木
亟
平
氏
論
文

「江
戸
時
代

に
お
け
る
中
国
絵
画
思
想

の
受
容

と
展
開
ー
狩
野
派
、
土
佐
派
そ
し
て
円

山
応
挙
1
」

一
九

八
九
年
三
月
発
行
京
都
大
学
文
学
部
美
学

美
術
史
学
研
究
室

研
究
紀
要

第
10
号
別
冊
を
参
照
。

注

8

注

7
に
同
じ
。

注

9

植
松
家

は
東
海
道

の
原
宿

の
郷
士
で
、
代

々
は
米
、
食
塩
な

ど
の
商

い
を
し
て
い
た
。
こ
の
植
松
家

に
東
海
道

を
往
来
す
る
多
く

の
文
人
墨
客
が
ひ
か
れ
た
の
は
、
原
宿

の

郷
士

で
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
、
植
松
家

に
は
日
本

で
最
も
美
し

い
庭
園

の
ひ
と

つ
で
あ

っ
た
と
評
判

の
「笑
美
園
」
が
あ

っ
た
か
ら
だ
と
い
わ
れ
て
い

る
。

シ
ー
ボ

ル
ト
も

『江
戸
参
府
紀
行
』
の
中

で
こ
の

「笑

美
園
」

の
こ
と
を
書
き
と
め
て
い
る
。

こ
の
有
名

な
庭
園

の
観
賞

に
多

く
の
人

々
が
立
ち
寄

っ
た
こ
と

で
あ
ろ

う
。
直
接
的
間
接
的
で
あ

る
に
せ
よ
、
そ

の
多

く
の
人

々
の
な

か
に
応
挙
、
大
雅
、
蒲
白
、
若

沖
、
薦
雪
、
岸
駒

ら
を
は
じ
め
、
円
山
派
の
画
家
達
、
さ
ら

に
は
白
隠

な
ど
も

植
松
家
と
親
交
が
あ

っ
た
と
伝
え
て
い
る
。

注

10

『
円
山
応
挙
展
』
展
覧
会

図
録

一
九

八
〇
年
日
本
経
済
新
聞

を
参
照
。

注

11

原
田
平
作
、
太
田
孝
彦
編

『日
本

の
美
術

今
何

が
古
典

か
ら
学

べ
る
か
』

の
第
十
三
章

の
拙
稿

「
応
挙

の
写
生
」

を
参
照
。

注

12

奥
文
鳴

が
著
わ
し
た

『仙
斎
円
山
先
生
伝
』
を
参
照
。

注

13

注
12
に
同
じ
。
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注

14

注
12

に
同
じ
。

注

15

福
永
光
司
著

『中
国
文
明
選

第
十
四
巻
芸
術
論
集
』

昭
和
四
十
六
年
九
月

二
十
五
日
発
行

朝
日
新
聞
社

を
参
照
。

注

16

『芥
子
園
画
伝
』

の

「第

一
集
山
水
」

一
九
八
三
年

四
月

発
行

人
民
美
術
出
版
社
を
参
照
。

注

17

中
国

の
画
論

に
基
づ

い
て
自
分

の
絵

画
観
を
確

立
し
た
り

、
絵
画
そ
の
も

の
を
創
造
し
た
の
は
応
挙
だ

け
で
は
な
く
、
彼
が
活

躍
し
た
当
時

や
そ
れ
以
前
、
以
後

の
多

く
の

画
家

が
中
国
絵
画
及
絵
画
思
想

に
触

れ
て

い
た

に
ち
が

い
な

い
。
た
と

え
ば
、
蕪
村
は

『芥
子
園
画
伝
』
の
絵

画

に
お
け
る
去
俗
論

を
俳
譜

に
お
け
る
離
俗
論

に
援
用
し
て

い

る
。
さ
ら
に
、
梅
泉
が

い

っ
た
こ
と
し
て

『画
集
要
略
』

に
次

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

「元
禄
年
間
但
棟
先

生
清
人
李
漁

が
芥
子
園
画
譜
を
得

て
、
大

い
に
之
を
奇

と
し
、

進

ん
で
之
を
官
庫

に
納
む
。
而
し
て
後

十
竹
斎
、
侃
文
斎
書

画
譜
相

つ
い
で
至
る
。
是

に
於

て
人
或

は
王
黄
侃
呉
以
下
清
人

の
風
格
を
み
る

こ
と
を
得
た
り
。
百
川
、
南
海
首

と
し
て
之
を
と
な

へ
、
蕪
村
、
大
雅
相

継

い
で
お

こ
る
」
。

こ
の
記
事

に
よ

っ
て
、
中
国

の
絵
画
、
画
譜
、
画

論
な
ど
に
依

っ
て
独
自

の
絵
画
を
そ
れ
ぞ
れ
の
画
家

が
確
立
し

た
の
で
あ
る
。

注
18

白
井
華
陽
著

『画
乗
要
略
』
を
参
照
。

注
19

注

18
に
同
じ
。

本
稿
を
成
す

に
あ
た
り
様
々
な
方

の
ご
協
力
を
得
た
。

と
り
わ
け
野
村
美
術
館

の
古
賀
健
造
氏

に
は
多
大
な
ご
協
力
と
ご
指
導
を
受
け
た
こ
と
を
記
し
て
深
甚

の

謝
意

を
表
し
ま
す
。
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円
山
応
挙
筆

「
趙
昌
写
具
図
」


