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都
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○

×
三
六

・
七
糎

大
阪
天
満
宮
蔵

武

田

一旦

夫

本
画
像

は
、
昭

和
六
十
三
年
夏
、
大
阪
天
満
宮
所
蔵

の
諸
絵
画
を
悉
皆
調
査

し
た
際
に
み

い
だ
さ
れ
た
画
幅

で
あ
る
。
小
品
な
が
ら
、
二

つ
の
問
題
点
を
宿
し
て

注

1

い
る
よ
う
に
思
わ

れ
、
取
り
上
げ

て
み
る
こ
と
に
し
た
。
そ

の

一
つ
は
、
「
雲
中
天
神
」
と
い
う
珍
し

い
題
意

に

つ
い
て
で
あ
り
、
他
は

「
右
都
御
史

之
印
」
と

い
う

こ
れ
ま
た
珍
し

い
落
款

の
印
文

に
関
す
る
点
で
あ

る
。
以
下
、
順
を
追

っ
て
考
察
す
る
こ
と

に
し
た
い
。

天
神
像

は
、
世

に
菅
公
或
は
菅
丞
相

の
名

で
敬
称
さ
れ
る
菅
原
道
長

(八
四
五
-
九
〇
三
)
の
神
格
化
さ
れ
た
影
像

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
多
様
な
信
仰
形
態

に
よ

っ
て
、
影
像
は
さ

ま
ざ
ま

の
か
た
ち
を
生

む
こ
と
に
な

っ
た
。
大
阪
天
満
宮

に
は
、

さ
す
が

に
多
数

の
天
神
像
が
蔵
さ
れ
て
い
て
、
大
阪
市
立
博
物
館

に
寄
託

の
分

注
2

注
3

も
ふ
く
め
て
、
二
十
数
点
が
調
査

の
対
象

と
な

っ
た
。
何
れ
も
掛
幅
形
式

に
よ
る
。
内
訳
は
、
渡
唐
天
神
像
、
綱
敷
天
神
像
、
騎
牛
天
神
像
な
ど
が
認
め
ら
れ
た
以

外
は
、
束
帯
天
神

像
が
圧
倒
的
多
数

を
占

め
て
い
る
。

小
稿

で
紹
介
す

る
天
神
像

も
衣
冠
束
帯
姿

で
あ

っ
て
、
侃

刀
し
笏

を
正
持

し
て
い
る
。
束
帯
姿
の
天
神
影
は
、
人
格
神
と
し
て
の
天
神
像

の
イ
メ
ー
ジ

に
即
応
す

る
も

の
で
あ
ろ
う

。
北
野

に
道
真

が
祀
ら
れ
た
の
は
、
天
暦
元
年

(九
四
七
)
の
こ
と
と
伝
え
ら
れ
、
貞
元
元
年

(九
七
六
)
に
は
、
北
野
天
神

が
儒
家
菅
原
氏

の
氏

神
と
な

っ
て
い
る
。
十

]
世
紀
中
葉

に
藤
原
明
衡

(九
八
七
⊥

〇
六
六
)
に
よ

っ
て
選
述
さ
れ
た

『本
朝
文
粋
』
に
、
道
真
を

「
文
道
之
祖
、
詩
境
之
主
」
と
称
し

て

い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
詩
文
や
学
芸

の
神

と
し
て
既

に
崇
敬
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
察
知
さ
れ
る
。

こ
の
敬
称

は
、
そ
れ
よ
り
六
十
数
年
以
前

の
寛
和

二
年

(九
八

雲
中
天
神
像



雲
中
天
神
像

六
)
、
慶
滋
保
胤

の

「
賓

菅
丞
相
廟

文
」
に

「
以

其
天
神

為

文
道
之
祖
、
詩
境
之
主

也
」
と
あ
る
天
神
観
を
承
け
た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
翌
年

の
永
延
元
年

に

二

一

二

一

.
一

一

道
真
を
祀
る
北
野
天
神
社
が
官
幣

に
預
り
、
勅
祭

の
社
と
な

っ
て
、
北
野
天
満
宮
天
神
が
公
式

の
も

の
と
な

っ
た
。

と
も
あ
れ
、
中
世
以
後
、
天
神

に
歌
道
や
書
道
の
上
達
を
祈
願
す
る
風
潮
が
生
ま
れ
た
ば

か
り
で
な
く
、
ま
た
渡
唐
天
神

の
伝
説
と
は
別
に
、
天
神
信
仰
は
仏
教

と
習
合

し
、
天
神
の
本
地
は
観
音

で
あ
る
と
す
る
垂
　
信
仰
と
結
び
、
十

一
面
観
音

の
ご
利
益

に
よ
る
諸
願
成
就
が
幅
広

い
信
者
層
を
形
成

す
る
地
盤
と
な

っ
た
。

怒
り
と
は
逆

の
慈
悲

の
神
、
正
直

の
神
、
起
請

の
神
等

々
、

ゆ
た
か
な
利
益
を
も
た
ら
す
天
神
で
も
あ

っ
た
。
天
満
宮
や
天
神
社
が
祀
ら
れ
、
そ

の
神
威

は
全
国
各注

地
を
風
靡
し
た
の
で
あ
る
。
北
野
天
神
縁
起
は
、
鎌
倉
時
代

に
盛
行
し
は
じ
め
る
が
、
そ
の
縁
起

の
本
文

は
建
久
五
年

(
二

九
四
)
の
年
記
を
も

つ
も

の
が
最
も
古

ら
い
と
さ
れ
て
い
る
。
以
来
絵
巻

の
上

で
は

「
根
本
縁
起

(承
久
本
)
」
を
は
じ
め
中
世
中
期

に
か
け
て
十
種

に
余
り
、
現
存
す
る
遺
品
も
二
十
余
件

に
の
ぼ
る
。
掛
幅

装
の
天
神
影

も
天
神
信
仰

の
高
揚

と
と
も

に
当
然
の
こ
と
な
が
ら
要
請
さ
れ
る
こ
と

に
な

っ
た
。
そ
の
影
姿
は
衣
冠
束
帯
像
を
建
前
と
し
て
い
る
。
や
や
遅
れ
て
南

北
朝
時
代
よ
り
登
場
し
は
じ
め
た
渡
唐
天
神
像
が
室
町
時
代
末
期

に
衰
退

し
て
以
後
も
、

こ
の
天
神
影

の
方
は
な
お
普
及
し
続
け
た

の
で
あ
る
。
殊

に
北
野
天
神
社

で
毎
月
行
わ
れ
る
天
神
講
は
、
十
三
世
紀

の
初
頭
に
は
成
立
し
た
と

い
わ
れ
る
が
、

こ
れ

に
は
法
楽
が
と
も
な
う
な
ら
わ
し
が
あ
る
。
法
楽

の
最
た
る
も
の
が
連
歌

会
で
あ

っ
て
、
会
所
に
天
神
影
や
天
満
自
在
天
神

の
名
号
を
掛
け
る
の
を
例
と
し
た
。

図
1

さ

て
、
本
画
像
に
み
る
天
神

の
面
貌
は
、
綱
敷
天
神

に
み
る
よ
う
な
所
謂
あ
ら
わ
な
瞑
悉

の
表
情
を
示
し

て
は

い
な

い
が
、
き
び
し

い
表
情
を
と
る

こ
と
に
変
わ

ひ
げ

あ
ご
ひ
け

り
は
な

い
。
静

か
に
伏
目
が
ち

に
下
界
を

み
つ
め
、
祭
祀

の
対
象
に
ふ
さ
わ
し
い
端

正
な
像
容
を
と
る
。
頭
髪
、
天
神
髭
、
髪
に
は
面
相
筆

に
よ
る
細
微
な
毛
描
き

が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
。
眉
と
目
は
梢

々
つ
り
上
が
り
気
味

で
、

口
唇
の
上
下
を
結

ぶ
朱
線

に
は
両
端

と
中
央

に
四
か
所

の
ア
ク
セ
ン
ト
を

つ
け
て
、
ひ
き
し
ま

っ
た
顔

容
の
印
象
を
与
え
て

い
る
。
黒
抱
は
、
詳
細
に
み
る
と
、
前
面

に
松
葉
文

と
梅
花
文
と
が
ぎ

っ
し
り
充
填

さ
れ
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
。
衣
摺

は
鋭

い
描
線
を
と

ど
め
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
堀
塗

の
手
法
を
用

い
た
も

の
で
あ
る
。
天
神
影
と
し

て
、
右
の
特
徴

は
、

一
般
的

に
み
て
異
例
の
こ
と
が
ら
で
は
な

い
。
問
題

は
、
こ
の
天
神
影
が
雲
中
に
す

っ
き
り
と
直
立
し
て
い
る
点

に
あ
る
。
か
か
る
像
容
は
、
き
わ
め
て
珍
し

い
天
神
影
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
現
在

の
と
こ
ろ
、
題

意
に

つ
い
て
、

二
三
の
推
測
を
め
ぐ
ら
す
段
階

に
あ

る
。

一
つ
の
見
方

と
し
て
、
北
野
天
神
は
、
元
来
農
耕

に
必
要
な
祈
雨

の
対
象
と
な
る
信
仰
形
態
を
生
ん
で

い
た
。
即
ち
、
雷
神
と
し
て
の
性
格
を
も
ち
、
そ
れ
が
生

前
に
お
け
る
失
意
と
敗
残
の
道
真
没
後

の
怨
霊
と
結
び

つ
い
た

こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
か
か
る
崇
り
を
お
さ
め
る
祭
祀

の
た
め
の
影
像
が
考
え
ら
れ
る
。



し

か
し
、
雲
上

に
立

つ
と
は

い
え
、
雷
神
特
有

の
暗
雲
、
雷
鳴

や
稲
妻
と

い
っ
た
属
性
を
と
も
な
わ
ず
、
さ
ら
に
束
帯
姿

の
雷
神

に
つ
い
て
も
な
お
疑
問

の
余
地
を

の
こ
す
。
私
見
と
し
て
、
比
較
的
そ
れ
ら
し
く
受
け
と
れ
る
解
釈
は
、
次

の
如
く
で
あ
る
。
仏
画
に
お
け
る

一
部

の
尊
像

に
み
る
よ
う
な
雲
中
の
釈
迦
像
や
地
蔵
像

な
ど
と
同
工
異
曲

の
雲
上
に
出
現
す
る
天
神
影
を
と
ら
え
た
も

の
で
は
な
い
か
と

い
う
見
方

で
あ
る
。
来
迎
像
で
あ
れ
ば
、
帯
同
す
る
雲
形
は
動
勢
を
あ
ら
わ
す
た

め

に
、
長
く
尾
を
引

く
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
画
面
を
見
る
限
り
そ
の
形
跡

は
認

め
ら
れ
な

い
。
し
か
し
、
現
状
の
画
面
が
左
右
切
り

つ
め
ら
れ
た
場
合
を
考
慮
す

る
と
、
脚
下

の
雲
が
当
初
来
迎
雲

で
あ

っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
殊
に
右
方

の
雲

の
切
れ
目
や
背
後

の
形
態
が
、
そ
れ
を
示
唆
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
常
盤

え
が
ら

注
5

注
6

山
文
庫

に
蔵

さ
れ
る
い
わ
ゆ
る

「荏
柄
天
神
像
」

の
類
型
に
入
る
も
の
と
な
る
。
近
藤
喜
博
氏

の
解
説
に
よ
る
と
、
こ
の
像
影
は
天
神
が
天
空
よ
り
来
臨
す
る
姿
を

注
7

と
ら
え
た
も
の
で
、
「
相
模
国
鎌
倉
荏
柄
天
満
宮
略
緑
起
」
に
記
述
さ
れ
る
雲
中
天
神
立
像
と

一
致
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る

に
、
天
神
が
来
現
す
る
姿
を
描

く

こ
と

で
、

い

っ
そ
う
奉
掛
像
と
し
て
の
性
格
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
な
お
検
討
す

べ
き
余
地
は
、
今
後

の
考
察

に
侯

つ
こ
と

に
し
た

い
。

印
1

次

に
、
本
画
像

の
資
料
的
価
値
と
し
て
、
画
面
右
下
隅

に
捺
さ
れ
た
珍
し

い
朱
文
方
形
印

に
注
目
し
た

い
。
そ
の
印
文
は
、
[
右
都
御
史
之
印
」
と
読
め
る
。
こ
の図

印
影
自
体

は
、
基
準
作
と
考
え
ら
れ
る
栃
木
県
立
博
物
館
蔵

の
墨
画

「
牧

2

印
2

牛
図
」
双
幅

に
も
認
め
ら
れ
、
既
に

一
部

の
識
者

に
は
知
ら
れ
て
き
た
。

「
右
都
御
史
之
印
」
を
用
い
た
画
人
に

つ
い
て
は
、
現
在
、
狩
野
玉
楽
を
そ

図1雲 中天神像(部 分

れ
に
当

て
る
考
え
が
定
着

し
て
い
る
。
古

い
と
こ
ろ

で
は
、
『
弁
玉
集
』

参
考
図
1

に
、
印
影

は
全
く
異
な
る
が
、
「
右
都
御
史
之
印
」
と
判
読

さ
れ
る
も

の

を
、
玉
楽

の
印
と
し
て
扱

っ
て
以
来
の
こ
と
で
あ

る
。

『古
画
備
考
』
四
十

参
考
図
2

噛
狩
野
門
人
譜
」
に
も
、
「
前
嶋
」
」
宗
祐
」
両
印
を

「
玉
楽
」
の
頃

に
収
録

し
、
玉
楽
印
が

「右
都
御
史
ノ
方
印

ト
連
ネ
押

モ
ア
リ
」
と
注
し
て
い
る
。

印
3

図
5

こ
の

¶右
都
御
史
之
印
」

の
印
と

「
宗
祐
」
を
連
ね
押
す
作
例
と
し
て
、

図
3

現
に
紙
本
着
色

の

「
立
花
図
」
が
取
り
上
げ

ら
れ
る
に
い
た

っ
て
、
問
題

は
さ
ら
に
複
雑
さ
を
加
え
る
に
い
た

っ
た
。
「
右
都
御
史
之
印
」
を
用

い
る

一3一
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霧
三綴
[

注
5

宗
祐

は
、
玉
楽
と
同

一
人
物
で
あ

る
と
す
る
見
解
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
に

な

っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
が
、

こ
れ
ま
で
の

{
右
都
御
史
之
印
」
を
め
ぐ

る
筆
者
問
題
の
概
要

で
あ

る
。

右

の
大
筋

に
対
し
て
、
疑
問
を
投
げ

か
け
る
異
見
も
か

っ
て
存
在

し
た
。

「
右
都
御
史
之
印
」
に
関

し
て
、
以
前

に
発
表

さ
れ
た
滝
精

一
氏
や
田
中

一

注
7

注
8

松
氏

の
論
考

が
そ
う
で
あ

っ
た
し
、
近
年

の
説

で
も
、

玉
楽
落
款

の
あ
る

「
布
袋
図
」
も
、
「
宗
祐
」
「
右
都
御
史

之
印
」
併
用
の

「
立
花
図
」
落
款
も

標
準
的

で
な

い
と
み
な
さ
れ
て

い
る
。
そ

こ
で
、
本
図

に
ほ
ど

こ
さ
れ
た

「
右
都
御
史
之
印
」
を
改
め
て

「
立
花
図
」

の
印
影
と
く
ら
べ
て
み
る
と
、

別
印

で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
し
か
も
、
明
ら
か
に
本
図
像

の
印
影
は
「牧

牛
図
」

の
印
影
と

一
致

す
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
前
嶋
宗
祐
と

「
右
都

御
史
之
印

」
の
画
人
と
を
同

一
人
と
み
な
す
こ
と
は
、
改
め
て
白
紙

に
戻

す
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
嶋
宗
祐

の
作
品

と
し
て
は
、
墨
画

図
4

淡
彩

の
加
藤
家
旧
蔵
「
山
水
図
」
、

こ
れ
と

一
連

の
作

で
あ

っ
た
と
推
定
さ
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け
ん

図
5

れ
る

「
張
鴛
図
」
そ
の
他
鴻
池
家
旧
蔵

の

「
雪
景
山
水
図
」
な
ど
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
『
本
朝
画
史
』
巻
五
は
、
宗
祐

に
つ
き
、
元
信
の
弟
子
と
し
て

「
(前
略
)

似

元
信
筆

稻
不

優
、
徒
有

規
矩

耳
、
云
々
」
と
伝
え
て
い
る
が
、
確
か
に
そ
の
筆
さ
ば

き
は
硬
質
で
元
信
様
式

の
類
型
化
が
認
め
ら
れ
る
。

い
ず
れ
も
、
白
文
重

一

レ

ニ

一

二

印
4

郭
長
方
形

「
前
嶋
」
印
と
朱
文
団
扇
形

「
宗
祐
」
印
を
併
捺

し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
狩
野
玉
楽

に
つ
い
て
は
、
今
も

っ
て
確
証
あ
る
落
款
を
有
す
る
遺
品
が

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
「
右
都
御
史
之
印
」
と
玉
楽
画
と
の
関
係
は
、
否
定
も
肯
定
も
し
得
な

い
の
が
実
情
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
玉
楽
に
関

し
て
は
、

『
本
朝
画
史
』
巻
五

「専
門
家
族
」
の
項
に
、
元
信
の
甥
と
伝
え
、
「筆
法
能
学

得
元
信

、
其
秀
逸
而
無

印
者
、
世
人
多
誤
為

元
信
之
筆

、
云
々
」
と
し
て
、
か
な

二

一

レ

ニ

「

り
高
く
評
価

し
て
い
る
。
『本
朝
画
印
』
の

「
玉
楽
」
の
頃

に
も

「
画

ハ
上
手

ニ
テ
元
信
ノ
法
ヲ
守

ル
」
と
あ

っ
て
、
宗
祐

の
評
伝
と
は
、
明
ら
か
に
差
を

つ
け
て
い

る
こ
と
が
解

る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
掲
載
す
る
印
影
は
、
印
文
不
明

の
方
印

と
団
扇
形

{宗
祐
」
印
な
の
で
あ
る
。
し
か
も

「
右
都
御
史
之
印
」
と
の
関
係

に
つ
い

て
、
全
く
ふ
れ
る
と
こ
ろ
は
な

い
。
た
だ

「雑
伝
」
の

「
宗
祐
」
の
項

に

「
当
時
観

探
幽
所

極
之
外
題

玉
楽
筆
也
」
と
あ

っ
て
、
探
幽
が
宗
祐
画
と

い
わ
れ
て
き
た

ニ

レ

一

絵
を
み
て
、
そ
れ
を
玉
楽
画
と
鑑
別
し
た
と

い
う
。
当
時
、
古
画
鑑
識

の
最
高
権
威
で
あ

っ
た
狩
野
探
幽
が
、
既
に
宗
祐
と
玉
楽
と
の
混
同

に
明
快
な
判
断
を
下
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

本
図
の
出
現
に
よ

っ
て
、
玉
楽

と
宗
祐
を
同

一
視
す
る
根
拠
は
さ
ら
に
失
わ
れ
た
と
考
え
て
よ

い
。
そ
の
こ
と
は
、
同
時

に
宗
祐
と

「
右
都
御
史
之
印
」

の
画
人

を
同

一
人
と
み
る
こ
と
の
難
し
さ
を
伝
え

て
い
る
。
残

る
は

「
右
都
御
史
之
印
」
の
画
人
と
狩
野
玉
楽

と
の
関
係

で
あ
る
が
、
『
弁
玉
集
』
以
来
の
両
者
の
関
係
を
な

お
否
定
す
る
ま
で
に
は

い
た

っ
て

い
な

い
こ
と
も
特
筆
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
玉
楽
は
、

い
わ
ゆ
る
小
田
原
狩
野

の
草
分
け
で
、
『古
画
備
考
』
四
十
、
「
狩
野
門
人
譜
」

に
「
氏
政
画
工
、
住

小
田
原

」
と
あ
る
よ
う
に
、
北
条
氏
政

の
御
用
を
果
し
た
画
家

の

一
人
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
、
小
田
原

に
は
、
殊
ト
や
宗
陳
と

い
っ
た
狩
野

二

「

派
系

の
画
人

の
活
躍
が
目
立

っ
て
い
る
。
近
隣

の
鎌
倉

に
は
、
す
で
に
禅
林
を
背
景
に
し
た
画
壇
が
形
成
さ
れ
、

こ
と
に
室
町
時
代

に
入

っ
て
か
ら
は
、
雪
舟
画
系

の
宗
渕
や
芸
阿
弥
門
下
の
祥
啓
ら
を
め
ぐ
る

一
派
が
存
在

し
、
地
方
画
壇
と
し
て
、
そ
の
活
性
化
は
め
ざ
ま
し

い
も
の
が
あ

っ
た
。
小
田
原
狩
野
は
、
狩
野
派
発
祥

と
地
縁
関
係
も
あ
り
、
特
異
な
発
展
を
と
げ
た
こ
と
は
特
筆
さ
れ
て
よ

い
が
、
天
正
十
八
年

二

五
九
〇
)
秀
吉
に
よ
り
氏
政
が
滅
ぼ
さ
れ
て
、
こ
の
グ

ル
ー
プ

の
存

在
は
変
容
し
た
。
以
上
、
玉
楽
自
身

に
関
す
る
詳
し

い
事
情
は
な
お
不
明
で
あ
り
、
遺
品
に
も
こ
と
欠
く
が
、
先

に
も
ふ
れ
た
よ
う

に
、
探
幽
が
、
宗
祐
画
と

い
わ

れ
て
き
た
作
品

に
対
し
玉
楽
筆

と
い
う
外
題
を

つ
け
た

こ
と
は
、
そ
の
当
時
玉
楽
画

の
特
色
が
、
或

る
程
度
把
握

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
告
げ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
右

都
御
史
之
印
」
を
と
も
な
う
作
品
が
、
宗
祐
画
と
く
ら

べ
る
と
雅
致

に
と
み
、
柔
軟
な
作
風
を
示
す
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
よ

い
。
今
後
玉
楽

の
遺
品
が
新
出
す
る
こ
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と
に
な
れ
ば
、
本
図
は
比
較
資
料

と
し
て

の
存
在
慣
値
を
さ
ら
に
高
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

1鴫

講
参 考 図 一1

『弁玉 集 』 所収

玉 楽 印

(「右 都 御 史之 印 」)

戴
痢

翻
講

参考 図 一2

『古 画 備 考 』 所収

玉楽 印

(「前 嶋 」 「宗 祐 」)

王

騨
繍
参考 図 一3
『本 朝 画 印 』 所収

玉楽 印

(「こ[」 「宗 祐 」

 

注

1

箱
蓋
表
墨
書
銘

「
雲
中
天
満
宮
御
神
影

玉
楽
筆
」

き

ん
ざ
ん

2

天
神
信
仰

の
対
象
と
し
て
、
束
帯
像
が

い
ち
早
く
成
立

し
た

が
、
中
世
初
期
あ
た
り
よ
り
禅
林

に
お

い
て
禅

儒

一
致

の
理
想

を
生

み
、
天
神
が
渡
宋
し
、
径
山

で
無
準
師
範

に

参
禅

し
た
と

い
う
伝
説

に
も

と
つ

い
た
夢
想
像

で
あ
る
。
唐
服

を
着

し
た
天
神
が
梅
花

】
枝
を
手

に
す
る
姿
を
描

く
。

3

束
帯
姿
を
と
る
が
、
太
宰
府

へ
左
遷

の
途
次
、
休
息

の
場
も

な
く
帆
綱
を
用

い
て
円
座
を

つ
く

っ
た
と

い
う
伝

説

に
も
と
つ
く
影
像

で
あ
る
。
流
配

の
境
遇

に
対
し
、
す

さ
ま

じ

い
葱
怒

の
形
相
を
示
す
の
が
特
徴
と
な

る
。

4

源
豊
宗

「
北
野
天
神
縁
起
絵

巻

に
つ
い
て
」

(『
日
本
絵
巻
物

全
集
』
第
九
巻
。
角
川
書
店
。
昭
和
五
二
年
)

5

荏
柄

天
神

は
、
鎌

倉
幕

府
創

設

に
と

も
な

い
、
鬼

門

鎮

護

の
神

と

し

て
鎌
倉

に
祀

ら

れ
た
。

以

後

、

北

野

天
神

信
仰

と

も
結

び

、
関

東

一
円

の
崇

敬

を
受

け

る

に
い
た

っ
た
。
後

述

す

る
よ

う

に
、
本

画
像

の
筆

者

が

、
小

田
原

狩
野

系

で
あ

る
関
係

を

考
慮

す

る

と

、
い

っ
そ
う

荏
柄

天
神

像

と
地

縁

的
な

か
か
わ

り

を
無

視

し

え
な

く

な
る
。

6

近
藤
喜
博

「
影
向

型
天
神
像

に
つ
い
て
ー

荏
柄

天
神
像

の
解
説
」

(『
史
　

と
美
術
』

一
九
七
号
、
昭
和

二
四
年
)

7

「
略
縁
起
」

の
本

縁
謂
は
次

の
如

く
い
う
。
「
(前
略
)
往
古
長
治
元
年

二

「
〇
四
)
八
月
廿
五
日
、
九
雷
俄

に
か
き
曇
り
天
雷
地
軸
を
震
ふ
、
其
時
雷
雨
と

倶

に
玉
軸
の

一
軸
、
当
所

の
荏
畑

へ
降
臨
し
給

ふ
、
人
々
性
し
み
見
奉

る

に
黒
色

の
束
帯

に
し
て
、
両
眼
天
を
睨
て
怒
れ
る
尊
形

の
天
満
宮
雲

の
上

に
立

た
ま
ひ
た

る
画
像

に
し
そ
有
け
る
、
云
々
」

(傍
点
は
筆
者

に
よ
る
)
。

8

中
村
漢
男

「
玉
楽

と
宗
祐
ー

新
出

の
立
花
図
を
中
心
と
し
て
」

(『大
和
文
華
』
四
八
号
、
昭
和
四
三
年
)

鍋

雲
中
天
神
像
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9

滝
精

一

「
右
都
御
史
之
印
あ

る
画

に

つ
い
て
」

(
『国
華
』
五
五
七
号
、
昭
和

一
二
年
)

田
中

「
松

「
玉
楽
と
宗
祐
」
(
『星
岡
』
七
二
号
、
昭
和

=

年
)

10

辻
惟

雄

「狩
野
元
信
」

(五
)
(
『美
術
研
究
』
二
七
二
号
、
昭
和
四
五
年
)

後

記

「
雲
中
天
神
像
」

の
掲
載
許
可
を
与
え
ら
れ
た
大
阪
天
満
宮

の
寺
井
種
茂
宮
司
、
写
真
を
提
操
し

て
い
た
だ
い
た
栃
木
県
立
博
物
館
の
北

口
英
雄
氏

に
謝
意
を
表

し
た

い
。

な
お
、
小
稿
執
筆
後
、
神
奈
川
県
立
博
物
館

に
お

い
て
、
特
別
展

「
後
北
条
氏
と
東
国
文
化
」
が
開
催
さ
れ
た
。
「
右
都
御
史
之
印
」
を
と
も
な
う
諸
作
品
と
宗
祐

画
そ
れ
ぞ
れ
新
資
料
を
ふ
く
め
た
数
点
が
、

コ
ー
ナ
ー
を
異
に
し
て
展
示
さ
れ
て

い
た

こ
と
を
申

し
添
え
た

い
。
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