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古
代
以
来
、
調
度

と
し

て
重
用
さ
れ
て
き
た
屏
風
絵
は
、
中
世
に
入
る
と
、
新
様
式

の
所

謂
漢
画

が
導

入
さ
れ
る
と

い
う
事
情
も
手
伝

っ
て
、
そ
れ
以
前

の
古
屏

　

ユ

風

の
画
面
構
造

か
ら
は
変
化
を
た
ど
る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既

に
指
摘

し
た
こ
と
が
あ
る
。

一
扇
毎

の
縁

と
り
は
、
絹
本
地
か
ら
紙
本
地

に
移

行
す

る
段
階

で
、
二
扇
縁
と
り
、
さ
ら
に
六
扇

一
括
縁

と
り
と
い
う
現
行

の
画
面
構
造

へ
転
じ
て
い
る
。

そ
れ
は
水
墨
画
や
金
碧
画

の
成
立
と
軌
を

一
に
し
て

い
た

D

の
で
あ

っ
て
、
丁
度

十
四
世
紀
あ
た
り
が
そ
の
過
渡
期

に
当
た
る
。
か

つ
て
、

こ
の
変
化

は
、
寝
殿
造
か
ら
次

の
段
階

へ
移
行

し
て
ゆ
く
建
築
内
部
空
間

の
転
換
と

ー

　

　

関
連
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
推
測
し

た
こ
と
が
あ

っ
た
。

今
日
、
我

々
が
接
す
る
屏
風
絵
は
、
和
漢
両
系

の
何
れ
の
画
面
に
お

い
て
も
六
曲
屏
風
を
基
準
形
式
と
し
、

こ
れ
に
二
曲
、
四
曲
、
八
曲
形
式
な

ど
を

ふ
く
め
て

や
ま
と

多
様

で
あ

る
。
さ
ら
に

}
双
形
式
を
も

っ
て
、
漢

画
に
し
ろ
和

(倭
)
絵

に
し
ろ
、
構
図
を
完
結
さ
せ
る

の
を
建

て
前

と
し
て

い
る
。
古
屏
風
と
区
別
さ
れ
る
特
質

か
ら

へ

は
、
紙
本

地
に
移
行
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
漢
様

の
水
墨
大
画
面
が
よ
り
効
果
的

に
表
出
さ
れ
得

る
こ
と

に
な

っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
和
様
に
と

っ
て
も
金
箔
貼
付

が
可
能
と
な

っ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
即
ち
、
紙
本
地
の
成
立
は
、
金
屏
風
の
成

立
を
う
な
が
す
契
機
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

ひ
る
が
え

っ
て
、
狩
野
派
が
屏
風
絵
そ
の
も
の
を
製
作
し
は
じ
め
た
時
期
は
、
既

に
初
代

の
正
信

に
か
か
わ

っ
て
く
る
こ
と
が
ら

で
あ

っ
て
、
確
証

は
得
ら
れ
な

は
ヨ

い
も
の
の
、
当
時
の
漢
画
壇

の
状
況
か
ら
み
て
十
分
可
能
性

の
余
地
は
認
め
ら
れ
る
。

『本
朝
画
史
』
巻
四

に
は
、
正
信
に
関
す

る
花
鳥
屏
風

に
ふ
れ
て

い
る
件
り
を

み
い
だ
す

が
、
逸
話

と
し

て
受
け
と
る

の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
大
徳
寺
真
珠
庵
蔵

の

「
竹
石
白
鶴
図
」
六
曲
屏
風

一
隻

は
、
典
型
的
な
水
墨
画
様
式

に
よ
る

遺
品
で
あ

っ
て
、
古
来
正
信
筆

の
伝
承
を
以

て
知
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
作
品
に

つ
い
て
は
、
落
款
は
な

い
も

の
の
鶴
を
め
ぐ
る
岩
石
や
枯
木
を
近
接
拡
大
し
て
と
ら

T　"蹄

狩
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狩
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え
る
画
面
構
成
は
花
鳥
画
成
熟

へ
の
過
渡
的
な
状
況
を
示
し

て
い
る
。
し
か
し
、
近
景
と
遠
景
と
の
間
に
か
な
り

の
空
間
的
な
乖
離
が
認
め
ら
れ
た
り
、
岩

の
雛
法

に
雪
舟
様
式

に
通
ず
る
手
法
が
用

い
ら
れ
る
点
な
ど
、
狩
野
派
様
式
定
型
以
前

の
様
相
を
呈
し
て

い
る
。
逆
に

い
え
ば
、

こ
の
屏
風
画

の
古
様
が
形
成
期

に
あ

っ
た

正
信

の
未
定
形

の
画
様
を
告
げ
る
特
色
と
解
す
れ
ば
、
資
料
的
に
興
味
を

ひ
く

こ
と
に
も
な
る
。
正
信

の
金
屏
風
に

つ
い
て
は
、
な
お

い
っ
そ
う
慎
重
な
配
慮
を
必

　
る

要
と
す

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
か

つ
て
、
谷
信

一
氏
は
、
正
信

に
よ
る
将
軍
家

の
た
め
の
金
地
屏
風
に
鶴

図
製
作

に
つ
い
て
述

べ
ら

れ
た
こ
と
が
あ
る
。
甚

だ
興
味
深

い
内
容

で
あ

る
が
、
そ

の
曲
ハ拠
を
示
さ
れ
て

い
な
か

っ
た
だ
け
に
、
詳
し
く
う

か
が
う
機
会
を
逸
し
た

こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。

　

ヨ

と
こ
ろ
で
、
金
屏
風

の
成
立
に
つ
い
て
は
、
か

つ
て
論
及
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
文
献
諸
史
料
に
よ
れ
ば
室
町
時
代

の
十
五
世
紀

に
は
か
な
り

の
記
録
を

み
る
こ

　
　

と
が
で
き
る
。
禅
林
関
係

の
史
料
で
あ
る

『
蔭
涼
軒
日
録
』

に
は
十
五
世
紀
末

の
時
期
に
屡

々
登
場
し
、
ま
た
赤
沢
英
二
氏

に
よ

る
指
摘

で
は
、
対
明

・
対
朝
鮮
貿

易
に
と

っ
て
貴
重
な
輸
出
品
で
あ

っ
た

「
金
屏
風
」
や

「
貼
金
屏
風
」
と
称
す
る
も

の
が
、

『善
隣
国
宝
記
』
や

『李
朝
実
録
』
に
散
見
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
た
。
狩
野
派
に
お
い
て
、
金
屏
風
を
積
極
的
に
制
作
し
は
じ
め
た

の
は
、
元
信

の
段
階

に
い
た

っ
て
か
ら
で
あ
る
。
多
く

の
水
墨
画
屏
風
を
手
が
け
て

い
る

一
方

　

　

で
、
金
屏
風
も
ま
た
脚
光
を
浴

び
は
じ
め
て

い
た

こ
と
は
み
お
と
せ
な

い
。
元
信
金
屏
風

の
遺

品
と
し
て
、
白
鶴
美
術
館

の

「
四
季
花
鳥
図
」
六
曲
屏
風

一
双
を
挙

げ
よ
う

と
思
う
。
実

の
と
こ
ろ
、

こ
の
屏

風
絵
は
、
興
福
寺
伝
来
品

で
、
そ

の
落
款

に
よ
り
天
文
十
八
年

(
一
五
四
九
)
元
信
七
十
四
歳

の
作
品

で
あ
る

こ
と
な

ど

注
7

が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
関
し
て
は
、
田
中
敏
雄
氏

の
作
品
紹
介
に
ゆ
ず

る
こ
と
に
し
て
、

こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
そ
の
題
材
と
金
碧
画
面
構
成

で

あ
る
。

一
双
画
面

の
右
隻

で
は
、
向

か

っ
て
の
右
景

に
は
、
紅
梅
、
松
、
桜
、
蒲
公
英
、
董
、

ツ
ツ
ジ
、
牡
丹
、
続

い
て
右
隻
左
方
か
ら
左
隻
右
方
に
か
け

て
の
中

央
景

で
は
流
水

に
か
こ
ま
れ
る
か
た
ち
を
と
る
が
、
竹
林
に
筍
、
萱
草
、
野
菊
、
楓
、
鴛
喬
、
鴨
、
小
鳥
と
夏

か
ら
秋
に
か
か
る
諸
景
物
、
左
隻

の
左
景
で
は
、
滝
、

松
、
白
梅
、
龍
胆
、
芙
蓉
、
椿
、
積
雪
、
小
鳥
と

い
っ
た
具
合
で
、
四
季

に
わ
た
る
季
節

の
花
や
鳥
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
賑

々
し

い
題
材
の
前
後
左
右

を
縫
う

よ
う

に
設
定
さ
れ
る
金
地
と
金
雲

の
緊
密
な
図
様
構
成
は
ま

こ
と
に
技
巧
的
で
、
老
練
と

い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
前
景

の
金
雲
か
ら
そ
の
後
方

の
金
地
さ
ち

に
金
雲
、
ま
た
金
雲
と

い
っ
た
具
合

に
、
金
雲
と
金
地
は
前
後

の
層

を
形
成

し
て
金
箔
押
し

の
画
面

に
四
層
か
ら
五
層

に
わ
た
る
前
後
関
係
を
生

み
出
し
て

い
る

の

で
あ
る
。
か
か
る
元
信
に
よ
る
絢
燗

た
る
花
鳥
図
屏
風

の
複
雑
な
金
地
金
雲
構
成
は
、
金
屏
風

の
歴
史
に
と

っ
て
画
期
的
な
作
例

と
い
え
る
も
の
で
あ

っ
て
、
後

に
、

狩
野
光
信
に
よ

っ
て
さ
ら
に
発
展
す

る
こ
と
に
な

っ
た
点
、
そ

の
意
義

は
大
き
い
。

周
知

の
よ
う
に
、
白
鶴
美
術
館

の
元
信
金
屏
風
と
か
な
り
近

い
時
期

に
お
け
る
金
屏
風

の
史
料

が
存
在
し
て
い
る
。
天
文
十
年

(
一
五
四

一
)
十

】
月
三
日
に
、

(2)

 

、



ぼ
　

周
防

の
大
内
義
隆

が
元
信

に
発
注
し
た

「御
屏
風
金
三
讐
」
の
事
例
が
天
竜
寺
妙
智
院

の

「
至
大
唐
御
進
物
別
幅
分
」
と
題
す
る
注
文
状

の
案
文
に
み

い
だ
す

こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
、
そ
の
画
題
は
左
の
ご
と
く
で
あ
る
。

一
讐
分
絵

鶴
亀
松
竹
鴛
鴛
鴨
小
鳥
也

一
讐
分
絵

月
日
桐
孔
雀
鳳
鳳
也

一
讐
分

松
楓
柳
桜
小
鳥
也

何
れ
も
花
鳥

画
で
あ

り
、

天
文
十
二
年
に
完
成
す
べ
き
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
白
鶴
美
術
館
本

と
図
柄
が
き
わ
め
て
近
似
し
て

い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

元
信

に
つ
い
て
は
、
他
に
も

「
惣
金
屏
風
」
に
関
す
る
史
料
が
遺
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
注
目
し

た
い
。
『続
応
仁
後
記
』
天
文
十
九
年

(
一
五
五
〇
)
五
月
七
日
条

に

よ
る
と
、
将
軍
足
利
義
晴

の
葬
儀
に
際
し
て
、

惣
金

ノ
屏
風

一
双
表
ヲ
外

工
成

シ
是

ニ
テ
囲
テ
御
棺
ヲ
安
置
ス

此
屏
風

ハ
清
光
院
禅
尼

ノ
許

ヨ
リ
進
上
有

シ
扇

ノ
絵

狩
野
法
眼
元
信
ガ
筆
也

と
あ
り
、
画
題
に

つ
い
て
は
、
『万
松
院
殿
穴
太
記
』
に

「
扇
尽
ナ
リ
」
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
元
信

の
段
階

で
和
様

の
金
屏
風
が
制
作
さ
れ
て

い

た
こ
と
は
、
疑

い
の
な

い
事
実
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

惣
金
屏
風

が
金
屏

の

一
種
で
あ
る
こ
と
は
、

い
う
ま
で
も
な

い
が
、

一
般

に
、
金
屏
風
は
、
金
箔
を

「
押
す
」
或

い
は

「
置
く
」

と
い
う
、
箔
を
貼
付
し
た
か
た

ち
の
屏
風
画
面
を
さ
す

の
を
例
と
し
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
中
世
の
金
屏
風
を
正
し
く
指
し
て
い
る
も

の
か
否
か
は
、
改
め
て
問
う
必
要
が
あ

る
。
右

の
元
信

は

　

史
料
よ
り

一
時
期
下
る
文
献
に
も
同
じ
く
惣
金
屏
風
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
即
ち
、
興
福
寺
多
聞
院

の
記
録
で
あ

る

『
英
俊
日
記
』
に
、
件

の
用

は
り

語
例

を

み

い
だ
す

。

即

ち
、

天
正
九

年

(
一
五
八

一
〉
十

一
月

二
十

五
日
条

に
よ

る
と
、

「磨

付

ノ
屏
風

」
を
寺
内

の
佐

野

と

い
う

人

物

が
、

筒
井

順
慶

に
乞

請
し

て

い
た
と

こ
ろ
、

そ

の
代
替

と
し

て

「
惣
金

ノ
新

調
屏

風
」

を

送

っ
て
き

た
、

こ
れ

は

一
段

と
見

事
な

屏
風

絵

で
、

前

の
屏

風
よ

り

「
替
増

」

つ
ま
り
代

替
屏

風

の
方

は
け

が
優
れ
て
み
え
る
、
と

い
う

の
で
あ
る
。

こ
の
文
面

で
、
惣
金
屏
風
と
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
て

い
る

「
磨
付
」
に

つ
い
て
は
、
既
に
推
測
を

の
べ
た

こ
と
が
あ
り
、

そ

の
後
山
根
有
三
氏
も
差
齢

を
す
す
め
ら
れ
・
金
磨
付
屏
風

こ
そ

「
室
町
時
代

の
金
屏
風

で
あ

る
」
と
提
起
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
小
論
で
は
、
新
知
見
も
加
え
る
か

た
ち
で
、
狩
野
派
と
金
屏
風

の
問
題
に

つ
い
て
、
私
案
を
試

み
た
い
と
思
う
。

と

こ
ろ
で
、
右

の

『
英
俊
日
記
』
に
お

い
て
、
磨
付
屏
風

の
代
わ
り
と
し

て
多
聞
院
に
と
ど
け
ら
れ
た
惣
金
屏
風
そ
の
も

の
が
、
実
は
白
鶴
美
術
館

に
、
狩
野
永

狩
野
派
と
惣
金
屏
風

(3)
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徳
筆

の
伝
承
を
も

つ
屏
風
絵

と
し
て
現
存
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
白
鶴
美
術
館
に
は
先
に
と
り
上
げ
た
元
信
筆

の

「
四
季
花
鳥
図
」
屏
風

(以
下
、
便
宜
上
白
鶴
A

本
と
略
称
)
が
あ
り
、

こ
れ
に
対
し
て
伝
永
徳
筆

の
当
惣
金
屏
風
を
白
鶴
B
本
と
し
て
、
区
別
し
て
お
き
た
い
。
B
本

に
つ
い
て
は
、
『
英
俊
日
記
』
に
み
た
記
事
を

図

3

,
注

13

注

14

裏
付
け
る
書
付
け
が
、
屏
風
裏
面

に
墨
書
貼
付
さ
れ
、
興
福
寺
伝
来
を
伝
え
る
白
鶴
美
術
館

の
資
料
か
ら
も
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
ま

こ
と
に
奇
遇
で

あ
り
、
幸

い
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の

「
惣
金
」
と

い
わ
れ
た
屏
風
絵
を
じ
か
に
検
分
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
が
、
磨
付
け

の
手
法
と

い
か
に
異
な

　

　

る
か
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
B
本
も

一
見
し
て
、
狩
野
派
正
系

の
筆

に
な
る
金
碧

「
四
季
花
鳥
図
」
六
曲
屏
風

一
双
で
あ
る
が
、
詳
細
に
こ
れ
を
観
察
す
る

と
き
、
そ
の
伸

び
に
乏
し

い
樹
枝

の
手
法
、
根
元

の
立
ち
上
が
り
を
示
す
樹
法
、
流
動
的
な
岩

の
雛
法
等
は
大
徳
寺

「
仙
人

・
花
鳥
齢

」
金
碧
衝
立
画
と
共
通
す
る

　
り

特
色
を
示
す
。
即
ち
、

こ
の
画
面
に
は
既
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
狩
野
松
栄

の
作
風

が
認
め
ら
れ
、
天
正
九
年

と
い
う
記
載
時

の
傾
向
と
も
矛
盾
し
な

い
。
狩
野
派

に
よ
る
惣
金
屏
風
の
典
型
が
、
保
存
も
完
好

の
か
た
ち
で
伝
世
し
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
貴
重
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

B
本

の
図
様
は
、
右
隻
に
、
桜
桐
牡
丹
春
草
、
萱
草
鳳
風
小
禽

で
春
夏
、
左
隻

に
楓
芙
蓉
松
椿
秋
草
、
孔
雀
水
鳥

に
雪
山
と
い

っ
た
秋
冬
の
諸
景
物
を
穏
や
か
な

リ
ズ

ム
で
配
し
て
い
る
。
A
本
に
く
ら
べ
て
B
本

で
の
金
雲
金
地
の
構
成
は
、
両
隻

そ
れ
ぞ
れ
桐
に
鳳
鳳
、
松

に
孔
雀
を
も

っ
て
と
と
の
え
ら
れ
る
が
、
む
し
ろ
簡

潔

に
処
理
さ
れ
て
大
画
構
成
を
と
ら
な

い
。
し
か
も
、
画
面
上
下
に
配
さ
れ
た
金
雲

に
は
そ
の
下
地
に
胡
粉
に
よ
る
松
皮
菱
文
様
風

の
盛
り
上
げ
が
顕
著

で
あ
り
、

こ
の
種
装
飾
文
入
金
雲

の
先
駆
例

と
し

て
注
目
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
金
雲

の
縁
の
下
地
に
は
、
輪
郭
に
そ

っ
た
胡
粉

の
盛
り
上
げ

に
よ

っ
て
、
金
地
と
の
間
に
区
切

　
り

り
を

つ
け
た
上
で
、
金
箔
を
、
金
雲
と
金
地

の
境
界
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
順

々
に
貼
り
継

い
で
ゆ
き
、
下
地
の
盛
り
上
げ
に
よ

っ
て
雲
形
を
そ
れ
と
な
く
浮
き

出
さ
せ
る
仕
組

み
と
な

っ
て
い
る
。
か
か
る
盛
り
上
げ

の
手
法
は
中
世
和
絵

の
金
屏
風
に
は
用

い
ら
れ
な
か

っ
た
も

の
で
あ
る
。
繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
、
磨
き
付

け
と
い
う
語
感

か
ら
想
像
さ
れ
る
工
程
は
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
画
面
が
平
坦
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
白
鶴

B
本

の
如
く
画
面

の
下
地
が
胡
粉

に
よ

っ
て
盛
り
上

げ
ら
れ
、
凹
凸
を
呈
し
て

い
た
の
で
は
、
磨
き
付
け
る
に
は
困
難
を
き
た
す
。
金
箔
押
し

の
B
本
が
、
磨
き
付
け
屏
風
と
区
別
さ
れ
る
要
因
が
、
金
を
磨
き
付
け
る

と

い
う
よ
り
は
、
金
箔
を
貼
り
付
け
る

こ
と
に
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
て
み
る
と
、
惣
金

の
手
法
は
、
画
面
全
体
を
金
箔
貼
付

で
処
理
す

る
と

い
う
意
味
合

い
よ
り
は
胡
粉
地
文
様

の
盛
り
上
げ
と

い
っ
た
下
地
の
例
も

ふ
く
め
て
、
金
雲
や
金
地
に
対
し
規
則
的

に
金
箔
を
貼
り
め
ぐ
ら
す
手
法
を
さ
し
た
も
の

と
な
る
。

こ
れ
と
区
別
さ
れ
る
磨
付
け
屏
風
は
、
し
か
し
、
右

の
天
正
九
年
に
初
出
を
み
た
も

の
で
は
な
く
、
狩
野
派

に
限

っ
て
も
、
既

に
永
禄
三
年

(
一
五
六
〇
)
の

『御

(6)



湯
殿
上
日
記
』
に
、
そ
の
用
例
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
同
年
七
月

二
十
二

日
の
条

に
よ
る

と
、
将
軍
家
よ
り
内
裏

へ
持
ち
込
ま
れ
た
屏
風
三
双
が

「
き
み
か
き

つ
け
」
と
さ
れ
、

こ
れ
は
後
で
も
ふ
れ
る
よ
う
に
、
金
磨
付
け
を
指
し
て
い
た
も

の
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
の
件
り
は
、
左

の
通
り
で
あ

る
。

し
き
の
梅
い
ろ
い
ろ

ふ
け

(武

家

)
よ
り

き

み
か
き

つ
け

(金
磨

付

け
)

の

御

び
や
う

ぶ
、
三

ぞ

(双
)
ま

い
る
。

一
さ
う

は
土
佐

。

一
さ
う

は

か

の

(狩
野

)
。

四
季

の
な

み
、

う

ち

つ
れ
た
る
か
も
。
わ
か
み
や
み
な
く

ば
ん
し
ゅ
に
う
た
は
せ
ら
る

・

永
禄
三
年
は
、

元
信

の
没
し
た
翌
年

に
当
た
る
が
、
そ

の
晩
年
の
時
期

に
、
土
佐
と
並
ん
で
狩
野
に
お
い
て
も
金
磨
付
屏
風
が
制
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
察
知
さ
れ

る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
以
前

で
は
、
和
絵
系
統

の
金
屏
風
と
し
て
、
公
家
或

い
は
寺
社
関
係
の
文
献
に
も
そ
の
用
語
例
を
認
め
る

こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
早

い
例
と
し

て
、
後
崇
光
院

の

『看
聞
御
記
』
永
享
四
年

(
一
四
三
二
)
七
月
六
日
条

に
、
七
夕
法
楽
の
会
所
に
飾
る
屏
風
絵
を
前

日
他
所
か
ら
借

用
す
る
記
事

が
あ
る
。
そ
れ

は

「七
夕
錺
具
足
住
心
院
僧
正
屏
風

一
双
云

々
」
と
あ

る
松
四
季
図
屏
風

一
双
が

「金
螢
付
」
け

で
あ

っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
『大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
七
年

(
一

四
七
五
)
の
七
夕

に

「
キ

ミ
ヒ
ヤ
ウ
フ
」
、
同
十
五
年

(
一
四
八
三
)
十
二
月
二
十
二
日
条
に
は
、
春

日
若
宮
祭

の
た
め
に
用

い
た
屏
風
三
双
の
う
ち
、

二
双
が

「
磨

付
」
屏
風
で
あ

っ
た
。

さ
ら
に
、
『
英
俊
日
記
』
天
文
入
年

(
一
五
三
九
)
九
月
十
二
日
条
に
は
、
「
大
乗
院
殿
御
出
之
儀
」

に
先
立

っ
て
、
座
敷

の
室
礼
を
準
備
す

笥

る
段
で
、
「当
坊
磨
付
屏
風
被
引
了
美
麗
口
□
也
、
云

々
」
と
あ

っ
て
、
金
磨
付
け
に
よ
る
画
面
が

「
美
麗
」
と
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
よ
う

に
金
磨
付
屏
風
が
公
家

の

ー

は
　

日
記
や
寺
社
関
係

の
記
録

に
見
出
さ
れ
る

の
に
対
し

て
、
例
え
ば
、
『
蔭
涼
軒
日
録
』
の
如
き
禅
院
関
係

の
記
録

で
は
、
全
て

「
金
屏
」
で
あ
ら
わ
さ
れ
て

い
る
。

そ

れ
は
、
単
な
る
呼
称

の
相
違
か
、
或
は
実
態
の
差

異
か
ら
く
る
も

の
な
の
か
懸
念
は
若
干
残

る
。

さ
ら

に
、
金
屏
風

に
つ
い
て
は
他

に
も
種

々
の
呼
称
が
史
料
に
う

か
が
え
る

の
で
あ

っ
て
、
遺
品

と
同
定
さ
れ
る
例

が
な

い
だ
け

に
予
断
は
許
さ
れ
な

い
が
、
中

に
は

「
金
」

に
対
す
る
解
釈
を
若
干
補
足
さ
せ
る
も

の
が
あ

る
。
先

に
も

ふ
れ
た
よ
う

に
、
室
町
時
代
初
期

の
対

明
貿
易

の
記
録
で
あ
る

『善
隣
国
宝
記
』
に
は
、

応
永
九
年

(
一
四
〇
二
)
を
初
見
と
す
る

「金
屏
風
」
に
関
す
る

一
連

の
記
載

が
散
見
さ
れ
る
。
と

こ
ろ
が
、
日
本
年
記

に
換
算
し
て
宝
徳
三
年

(
一
四
五

一
)
、
文

明
七
年

(
一
四
七
五
)
、
同
十
五
年

(
一
四
八
三
)

に
は

「
貼
金
屏
風
」
が
用

い
ら
れ

て
い
て
、
明
ら
か
に
金
箔
貼
付
を
思
わ
せ
、
「
金
屏
風
」
と
同
義
語
と
判
断
さ

れ
る
。
と

こ
ろ
が
、
文
明
四
年

(
一
四
七
二
)
、
永
正
十
三
年

(
一
五

一
六
)
に
は

「装
金
屏

風
」
と
あ

っ
て
、

こ
れ
ま
た
金
屏
風
を
指
す
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ

の

「
装
」
を

「惣
」
と
読

み
易
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
惣
金
屏
風
と

の
混
同
は
避
け

ら
れ
な
く
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
李
朝

の
側
か
ら
す

る
日
本
よ
り

の

進
物
を
録
し
た

『李
朝
実
録
』

で
は
、
同
じ
く
日
本
年
記

に
し
て
、
文
明
六
年

二

四
七
四

)
以
後
数
年
に
わ
た
り

「
装
金
屏
風
」
を
用

い
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、

狩
野
派
と
惣
金
屏
風

　T



狩
野
派
と
惣
金
屏
風

『
実
録
』
に
は
、
嘉
吉
三
年

(
一
四
四
三
)
に

「
塗
金
彩
花
屏
風
」
、
宝
徳
二
年

(
一
四
五
〇
)
に
は
、
「
塗
金
屏
風
」
の
記
載
を

み
い
だ
す

の
で
あ
る
。

こ
の

「
塗
金
」

は
、
金
箔

に
よ
る

「
貼
金
」

と
異
な
り
、
金
泥

の
使
用
を
想
定
さ
せ
る
。
塗
金
屏
風
か
ら
推
測
さ
れ
る
金
泥
使
用
は
、
金
屏
風

の
範
疇
に
金
泥

の
要
素
も
ふ
く
ま
せ

得
る
と

い
う
解
釈
を
許
す

こ
と
に
な
る
。

　
む

そ
も
そ
も
、
金
箔
と
金
泥

は
、
古
来
、
箔
と
泥
と

い
う
か
た
ち
で
区
別
を

み
て
き
た
。
し
か
し
、
金

の
意
味
す
る
実
態
は
金
箔

に
と
ど
ま
ら
ず
、
金
泥
、
金
砂

子

に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
、
改
め
て
注
意
し
た

い
。

こ
こ
で
中
世
屏
風
に
お
け

る
金

の
意
味
す

る
様

々
な
様
相
に

つ
い
て
、
果

た
し
て
金
箔

の
み
を
対
象

と
す
る
こ

と
が
妥
当

か
ど
う
か
考
え
直
す
必
要
が
起

こ
る
。
金

に

つ
い
て
は
、
金
箔
以
外

に
金
砂
子
、
さ
ら
に
金
泥
も
対
象
と
な
ろ
う
。
砂
子
は
、
切
箔
を
徹
底
し
て
細
分
化

し
た
も

の
で
あ

っ
て
、

い
わ
ゆ
る
微
塵

は
そ

の
い
っ
そ
う
微
細
な
素
材
で
あ
り
、
撒
く
か
た
ち
で
画
面
に
ほ
ど

こ
さ
れ
る
。
実
際
に
は
筒

に
入
れ
、
節

に
か
け
る
た

め
、

ふ
る
と
も

い
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
金
泥

の
場
合
は
、

二
通
り
の
使

用
が
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
、

一
般

に
知
ら
れ
て

い
る
の
は
、
金
泥
引
き

の
手
法

で
あ

っ
て
、
刷
毛
を
以
て
、
濃
淡
自
在

に
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
し
か
し
、
金
泥
に
は
そ
れ
以
外

に
も
別

の
方
法
と
し
て
、
金
砂
子
よ
り
さ
ら
に
極
限
に
近

い
微
粒
子
で
あ

る

こ
と
か
ら
、
砂
子
同
様

に
撒
く
と

い
っ
た
手
段

が
用

い
ら
れ
、
画
面
効
果
と
し
て
は
、
金
泥

の
方

が

一
層
緻
密
な
光
輝
性
を
期
待
し
得
る
こ
と
に
な
る
。
と
も
あ

れ
、

金
砂
子
も
金
泥
も
、
金
箔
を
押
す
場
合
よ
り
、
そ

の
工
程
に
丹
念
な
技
術

が
求

め
ち
れ
る
。
撒
く
と
い
う
手
段
を
重
ね
る
こ
と
で
、
和
わ
ら
い
だ
輝
き

の
効
用
が
生

き

ら

ず

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
金
粉
を
撒
く

に
当

た

っ
て
は
、
膠
地
よ
り
雲
母
を
交
え
た
糊
地

の
方
が
磨
付
け

の
効
果
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
、
光
る
均
質
な
画
面
を

表
出
す
る
た
め
に
は
、
繰
り
返
し
撒
く
と
い
う
手
間
を
か
け
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

い
っ
そ
う
効
果
を
挙
げ

る
。
糊
地

の
乾
き
は
お
そ
く
、
泥
や
砂
子
を
定
着
さ
せ
る

の
に
時
間
を
要
す
る
。
そ
れ
を
押
さ
え
て
、
ま
た
撒
く
、
最
終
段
階

で
、
磨
き
付
け
る
。
糊
地

に
金
を
撒
く

こ
と
は
、
箔
押
し

に
よ
る
箔
足
を
み
る

こ
と
な
く
、
箔

特
有

の
輝
き
で
は
な
く
均
質

で
柔
ら
か
な
雅
致
を
あ
ら
わ
す
点
で
優
れ
て

い
る
。
そ
れ
だ
け
に
求
め
ら
れ
る
金

の
費
用
並
び
に
そ

の
工
程
に
多
く

の
時
間
を
と
ら
れ

る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な

い
。

右

の
如
き
次
第
で
、
金
磨
付
け

に
は
、
金
泥
や
金
砂
子
と
い

っ
た
微
細
な
金
関
係

の
種

々
な
使

用
か
ら
他
に
も
多

く
の
呼
称
が
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ

る
。
既
に
、
拙
著

『
近
世
初
期
障
屏
画
の
研
究
』
で
指
摘
し
た
よ
う

に
、
岡
田
清
編
述
の

『
厳
島
宝
物
図
会
』
巻
二
に
磨
付
け

の
様

々
な
用
語
が
、
「平
家
納
経
」
各

巻

の
表
紙
絵
や
見
返
し
絵
に
よ
せ
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。
何
れ
も
小
品
画
面
を
対
象

と
す
る
も

の
だ
が
、
遺
品
を
と
も
な
う

だ
け

に
、
参
考
と
な
る
。
目
下
の
と

こ

ろ
、
「
金
磨
付
」
の
語
は
、
中
世

の
文
献
に
主
と
し
て
散
見
さ
れ
て
き
た
が
、

こ
の

『
宝
物
図
会
』
が
天
保
十
三
年

(
一
入
四
二
)
と

い
う
幕
末
近

い
時
期

の
刊
行
図

(8)
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録

に
見
出

さ
れ

る

こ
と

に
は
、

「
金
磨

付

」
が
な

お
死
語

化

さ

れ
て

い
な

か

っ
た

こ
と
を
う

か

が
わ

せ

る
。

金

以
外

に
銀

に
も
適

用

し

て

い
る

が
、

こ
れ

ら
を

整

理
す

る

と
、

「
銀

置

(押

)
箔

ミ
ガ
キ

(埜

キ

)
」
、

「
銀

ノ
ミ
ガ

キ

(螢
)
」
、

「金

地

螢

キ
」
、

「
ミ
ガ

キ
出

シ
」
、

「金

デ

イ
螢

キ
」
、

「
ト

ギ
出

シ
」
と

い

っ
た
具
合

に
大
別

さ

れ

る
。

右

の
中

で
特

に
注
目

し

た

い
の
は
、

先

に

み
た

「金

デ
イ

(泥
)

螢

キ
」

で
あ

っ
て
、

砂

子
と

共

に
金
泥

を
磨

(螢
)

く

と

い
う
刷

く

以
外

の
働

き

が
ふ
く

ま

れ

て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

こ
れ

ら

の
画
面

は
、

何

れ
も
金

銀

の
砂

子

、
金

泥

を
料

紙

に
全

面

的

に
撒

き

つ
め
た
り
、

塗

布

し

た
り

し

て
磨

き

付
け

る

の
で
あ

っ
て
、

金
箔

押

地

に

み
ら

れ

る

箔
あ

し

(目
)
は

、

み

い
だ
し
難

く
、

い
わ

ゆ
る
通

有

の
金

箔
押

し

の
画

面

と
は
区

別

さ
れ

る

こ
と
に
な

る
。

ま

た
、

「
如

来
神

力

品
」

の
表

紙
絵

に

は

「
銀

ス
ナ

ゴ

ツ

ム
シ

(
ツ
ブ

シ
)
唐

ク
サ
螢
キ

」

と
注

記

さ
れ

て

い
る

の

は
、
今

日
で
も

用
語

と

な

っ
て

い
る
微

細

な

金

泥
や

金
砂

子

に
よ

る

「
撒

き

つ
ぶ
し
」

と

い
わ

れ

る
手

法

を
指
す

も

の
で
あ
ろ

う
。

ち
な

み
に

『
羅

山
文
隻

+
三
』

に

み
る
寛
永

十

三
年

(
一
六
三

六
)
十

二
月

二

十
七

日
付

の
朝
鮮

国

王

へ
の
返
書

に

「
撒

金

六
曲

屏

風
」

が

み

い
だ

さ
れ

る
が
、

そ

の
文
言

の
限
り

で
は
、
磨

き
付
け

と
は
区

別
さ

れ

よ
う

。

注

20

さ
て
、
「
磨
付

」
、
「
金
磨
付
」
、
「
き

み
か
き

つ
け
」
と
さ
ま
ざ
ま

に
呼
称
さ
れ
た
屏
風
絵

に

つ
い
て
、
何
れ
も

「
磨
き

つ
け
」
と

い
う
働
き
を
め
ぐ

っ
て
は
、
金
砂

9ー

子
や
金
泥
、
さ
ら
に
は
微
塵
と

い
っ
た
箔
片
類
の
素
材

が
対
象
と
な
ろ
う
。

こ
れ
ら

の
材
質
を
料
紙
に
定
着
さ
せ
る
た
め
の
媒
材
と
し

て
、
胡
粉
地

に
雲
母
を
交
え

ー

た
下
地
が
中
世

の
和
絵
系

の
屏
風
絵
や
扇
絵
に
見
受
け
ら
れ
る
の
は
、
磨
付
け

の
手
法

が
用

い
ら
れ
た
た
め
と
み
な
さ
れ
る
。

　

　

ロ
は

る

　

ら

こ
　
　

実
例
と
し
て
、
東
京
国
立
博
物
館

の

「
日
月
山
水
図
」
六
曲
屏
風
二
隻

を
挙
げ
た

い
。
「
春
景
図
」

一
隻

と

「
秋
冬
景
図
」

一
隻
に
分
け
ら
れ
る
が
、
何

れ
に
も
磨

き
付
け
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
先
ず
、
中
世
和
絵
屏
風
と
し
て
最
も
古
様
を
示
す

「
春
景
図
」

で
は
、
中
景
満
開

の
桜
樹
を
包

む
よ
う

に
設
定
さ
れ
た
雲
形

む
ら

こ

の
白
地
を
背
に
、
さ
ら

に
雲
形
に
銀
泥
を
撤
き

つ
け
、
そ

の

一
部

に
金
砂
子
や
小
切
箔
を
村
濃

に
撤
き
加
え

て
い
る
。
即
ち
、
金
銀

の
磨
付
け
と
判
断
さ
れ
る
か
か

る
雲
形

は
、
左
方
芽
を

ふ
く
柳

の
上
辺
を
遮
蔽
す
る
銀
磨
付
け

の
手
法
に
も
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
春
景
図
」

と
は
作
風
も
制
作
時
期
も
下
る

「
秋
冬
景
図
」

の
場
合
も
、
左
方
の
芽
を
ふ
き
は
じ
め
た
冬
枯
れ
柳
樹

の
間
近
に
み
る
金
地

の
土
坂
や
雲
形
に
は
、
明
ら
か
に
糊
地

の
上

に
金
箔
が
貼
付
さ
れ
て
金
銀

の
撒
き

つ
ぶ

し
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
磨
付
け
ら
れ
た
も

の
と
判
断
さ
れ
る
。

　

　

ロ
　

次
に
室
町
時
代
末
期

の
遺
品
と
考
え
ら
れ
る
金
剛
寺

の

「
日
月

山
水
図
」
六
曲
屏
風

一
双
に
も
、
両
隻

の
上
空
を
表
す
局
面

に
、
銀
箔
貼
付

の
上

に
銀
泥

に
よ
る

　

　

磨
付
け

が
ほ
ど
こ
さ
れ
て

い
る
。
右
隻

で
は
、
さ
ら
に
そ

の
銀
地

の
中

に
金
箔

に
よ
る
日
輪
が
貼
り
付
け
ら
れ
、
図

7
で
は
、
金
銀

の
裂
け
箔
や
砂
子
を
撒
く
上
方

狩
野
派
と
惣
金
屏
風

一7
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に
、
銀
箔
と
銀
磨
付
け
が
認
め
ら
れ
る
。
ち
な

み
に
右
隻

で
は
狩
野
派
に
は
み
ら
れ
な

い
不
定
形

の
源
氏
雲

に
も
金
銀
泥
や
各
種

の
金
銀
切
箔
、
砂
子
が
撒
か
れ
る

と
い
っ
た
手

の
込
ん
だ
技
法
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

ふ

　

　
　

も
う

一
例
を
加
え
る
な
ら
ば
、
東
京
国
立
博
物
館

の

「
浜
松
図
」
六
曲
屏
風

一
双
を
、
や
は
り
十
六
世
紀

に
入

っ
た
室
町
時
代
最
末
期

の
和
絵
屏
風
と
し
て
挙
げ

た
い
。
す
や
り
霞
か
ら
脱
化
し
た
よ
う
な
棚
引
く
源
氏
雲

の
縁
は
部
厚

い
幅
を
素
地
に
と
ど
め
た
輪
郭
と
な
り
、
処
々
に
群
青
着
彩

の
名
残
り
が
と
ど
め
ら
れ
て

い

る
。
そ

の
雲
形
に
は
金
砂
子
が
、
密

に
撒
き

つ
け
ら
れ
、
時
代

の
下
る
か
た
ち
で
所
謂
地
表

に
も
比
較
的
粗

い
金
砂
子
や
金
切
箔
が
撤
き
付
け
ら
れ
、
惣
金
と

い
う

手
法

と
は
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
、
三
の
例

に
と
ど
め
た
が
、
金
磨
付
屏
風
の
遺
品
を
検
証
し
た
結
果
、

こ
れ
ら
を
通
じ
て
特
筆
す

べ
き

こ
と
は
、
磨
付
屏
風

で
は
、
雲
霞
形
と
そ
の
周
辺
と
が

何
ら
か
の
か
た
ち

で
分
別
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。

こ
れ
に
関
し
、
中
世
和
絵
屏
風

に
お
け
る
雲
霞

形
態

の
手
法
を
、
改
め
て
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
十
四

ぼ
れ

世
紀

か
ら
十
六
世
紀
に
い
た
る
展
開
過
程
に

つ
い
て
、
泉
万
里
氏

に
よ
る
考
察

は
、
参
考
と
な
る
。
金
磨
付

の
手
法
も
、
操
作
上

の
特
殊
な
事
情

に
よ
り
か
か
る
限

定
さ
れ
た
画
面
部
分
、
主
と
し
て
雲
霞
形
態
と
深
く
か
か
わ
り

つ
つ
変
化
し
て

い
っ
た
も

の
と
判
断
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
限
定
さ
れ
た

ス
ペ
ー

ス
を
金
泥
や
金
砂
子

や
微
細
な
切
箔
な

ど
を
も

っ
て
磨
き
付
け
て

い
た
こ
と
が
察
知
さ
れ
る
。
和
絵
系

の
金
碧
扇
絵
が
そ

の
下
地
を
雲
母
交
り

の
糊
地

に
仕
立
て
て
い
る
の
も
、
そ

の
限

り
で
は
屏
風
絵
と
軌
を

一
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
金
箔
を
膠
地

に
貼
り
付
け
る
手
法

で
は
、
箔

と
箔
の
重
な
り
に
よ

っ
て
生
ず

る
箔
足
は
時
代
を
経
て
あ
ら
わ
と

な
る

の
で
あ
る
が
、
磨
付
に
あ

っ
て
は
、
厚
味
を
も
た
せ
る
た
め
雲
母
を
交
え
た
胡
粉
地
に
金
箔
を
貼
付
、

さ
ら
に
そ
の
上

へ
金
を
撒
き

つ
け
て
磨
き
付
け
る
手
法

も
起

り
得

る
。
箔
足
が
辛
う
じ
て
看
取
さ
れ
る
作
例
と
し
て
、
中
世
末
期
に
近

い
東
京
国
立
博
物
館
蔵
の

「松
図
」
六
曲
屏
風

一
隻
や
、
先

に
み
た
日
月
山
水
屏
風

の

「秋
冬
景
図
」
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
磨
付
け

の
下
地
の
工
程
で
雲
母
交
り

の
糊
地
や
胡
粉
地
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ

た
が
、
画
面

の
み
な
ら
ず
、
装
束

に
ほ
ど
こ
さ
れ
る
金
磨
付
け
に
つ
い
て
も
興
味
あ
る
史
料

が
見
出
さ
れ
る
。

武
家
故
実
家

の
伊
勢
貞
頼

二

四
五
五
1

一
五
二
九
)
が
、
そ
の
晩
年

の
大
永
八
年

二

五
二
八
)
に
著
し
た

『
條

々
聞
書
』
に
よ
る
と
、
晴

の
場
に

「
き
み
か

な
お

き
付
」

を

ほ
ど

こ
す

直
垂
着

用

の
件

が

「御

晴

の
時

ひ

た

・
れ

と
き

み
か

き
付

に
我
紋

を

ろ
く

し

ゃ
う

(
緑
青

)

に
て
可
書

」

と
述

べ
ら
れ

て

い
る
。

そ

の
後

、

河

注

23

村

誓
真

が
、

さ

ら

に

『宗

吾

一
冊
抜
書

』
を
著

し

、

「
一
段

の
晴

に
ひ

た
た
れ

を
金

み

か
き

に
も

せ
ら

れ
候

て
着

候
」
と
、

右

の
件

り
を

特

に
抜

書

き
し

て

い
る
。

こ

れ

に
よ

っ
て
、
先

に
触
れ

た

「
き

み
か
き
付

」

は

「金

み
が

き
付

」

と
同
義

語

で
あ

る

こ
と
も

了
解

さ

れ

る
。

直
垂

に
金

加

工
さ

れ

た
上

に
緑

青

を

ほ
ど

こ
す

こ
と

狩
野
派
と
惣
金
屏
風

(13)
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狩
野
派
と
惣
金
屏
風

で
華
麗
な
彩
色
効
果
を
発
揮
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
生
地

に
媒
剤
を
ほ
ど

こ
し
て
金
を
撤
き
付
け
、
乾
燥
後
、
摺
り

こ
ん
で
光
沢
を
出
す
仕
組
み
で
あ

っ
た

注
24

も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
金
磨
付
屏
風
は
、
晴

の
場
に
ふ
さ
わ
し

い
調
度

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
そ

の
し
き
た
り
は
、
代
替
と
し
て
の
惣
金
屏
風
に
引
き

継
が
れ
て
い
る
。
中
世
末

か
ら
近
世
初
期

へ
移
行
す

る
時
点

で
、
狩
野
派
は
そ

の
役
割
を
積
極
的

に
果

た
し

た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
金
を
磨
き
付
け
る
工
程
で
の

手
間
と
、
そ
れ

に
要
す
る
金
泥
や
金
砂
子
な
ど

の
大
量
使
用
に
よ
る
高
額
消
費
と

い
っ
た
点
か
ら
、
金
磨
付
屏
風
は
次
第
に
貼
金
屏
風
に
・王
役
が
ゆ
ず
ら
れ
、
金
屏

風

の
歴
史

に
も
変
化

が
お
と
ず
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

し
か
し
、
金
磨
付
け

の
手
法

が
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
が
、
大
量

の
障
壁
画
が
要
求

さ
れ
る
時
代
と
な

っ
て
、
近
世

の
初
期
か
ら
全
期
に
か
け
て
、
狩
野
派
の

諸
作
品
に
う

か
が
え
る
よ
う
に
、
装

い
を
改
め
た
金
屏
風

の
普
及
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
、
近
世
に
お
け
る
遺
品

の
大
半
が
惣
金
屏
風
で
あ
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

『條

々
聞
書
』
な
ど
に
も
示
唆
さ
れ
た
よ
う

に
、
晴

の
場
に
対
応
す
る
金
磨
付
け
に
代
わ

っ
て
、
新
し

い
金
箔
押
し
の
屏
風

ひ
い
て
は
障
壁
画
が
登
場
す
る
こ
と
に

な

っ
た
。
書
院
造

の
大
成
と
共
に
、
大
広
間
や
小
広
間
、
遠
侍
な

ど
の
武
家
殿
中

の
み
な
ら
ず
、
内
裏
に
お
け
る
諸
御
殿
の
荘
厳
化
に
こ
れ
ら
金
碧
障
壁
画
が
盛
行

均

す
る
に
い
た
る
。
そ

の
背
景

に
、
公
武

の
支
持
を
取
り

つ
け
た
狩
野
派

の
活
躍
が
目
立

つ
の
で
あ
る
。
狩
野
派
和
様
化

の
展
開
を
考
え
る
上
で
、
磨
付
屏
風
か
ら
総

ー

金
屏
風

へ
の
転
機
に
は
時
代
的
に
意
義
深

い
も

の
を
覚
え
る
。

3217654

注

拙
稿

「
中
世
障
屏
画
と
そ
の
画
中
画
」

(京
都
国
立
博
物
館
編

『
中
世

の
障
壁
画
』
昭
和
四
十
五
年
)

拙
稿

「
絹
か
ら
紙

へ
ー
屏
風
絵

の
転
換
」

(『建
築
雑
誌
』
二

一
八
号

昭
和
五
十
二
年
)

『本
朝
画
史
』
巻
四

「専
門
家
族
」
ー
正
信

の
項
に
み
る
関
連

の
件
り

は
、
左

の
如
く
で
あ
る
。

舟

(雪
舟
)
之
帰
自
明
也
宿
泉
州
堺
津
其
家
有
花
鳥
屏

風
舟
視
之

日
美
哉

(中
略
)
是
為
誰
主

人
日
先
有

公
方
臣
狩
野
大
炊
助

(正
信
)
者
、
云
々

谷
信

一

『美
術
史
』
第
七
章

「狩
野
正
信
」

(〈体
系
日
本
史

叢
史
〉
昭
和
四
十
八
年
)

拙
著

『
近
世
初
期
障
屏
画

の
研
究
』

(吉
川
弘
文
館
)
第
三
章

「
金
碧
障
屏

画
」
第

一
節

「金
碧
大
画
面

の
成

立
」
三

「金
屏
風

の
登
場
」
)

赤
沢
英
二

「
十
五
世
紀

に
お
け

る
金

屏
風
」

(『国
華
』
八
四

九
号
)

田
中
敏
雄

「
図
版
解
説

白
鶴
美
術
館
蔵
狩
野
元
信
在
銘
四

季
花
鳥
図
屏
風
」

(『美
術
史
』

七
〇
号

昭
和
四
十
三
年
)

■
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牧
田
諦
亮

『策
彦

入
明
記

の
研
究

上
』
所
収

『
英
俊
日
記
』

は

『多
聞
院

日
記
』

(文

明
+
年

よ
り
元
和

四
年
迄
の
興
福
寺
寺

院
記
録
)

の
う
ち
、
天
文
三

年

二

五
三
四
)

か
ら
慶
長
元
年

(
一
五
九

六
)

の
間
を
対
象

と
す

る
記
録

に
当

た
る
。

『英
俊

日
記
』

天
正
九
年
十

一
月

汁
五
日
条

先
般
寺

門
之
佐
野
申
、
磨
付

ノ
屏
風
順
慶

へ
被
乞
請

、
其
代

二
惣
金

ノ
新

調
屏
風
送
来
了
、

一
段
見
事

也
、
替
増
也

同

『
日
記
』

天
正
九
年
十

一
月
大
条

金
屏
風

一
双
自
順
慶

被
新
調

去
十
日

二
到
来
、
去

年
寺
門
佐
野
屏
風
被

借
用
其
後
無
返
納
間
、
先
以
被

寺
納
由
申
来

口

右

の
記
載
に
お
け

る

「惣

金
ノ
新
調
屏
風
」
と
B
本
と
の
同

定
は
、
吉
田
友
之

「
日
月
四
季
絵

の
主
題
ー
金
剛

寺
蔵
日
月
山
水
屏
風
考
の
ー
」

(帝
塚
山
学
院
大
学

『
研
究
論

集
』
第
四
集

昭
和
四
十
四
年
)

に
み
る
注
34
の
件
り

で

い
ち
早
く
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

注
5
同
第
二
章

「
障
屏
画
」
第
五
節

「
広
間

の
荘
厳
」

一

「対
面
空
間

の
成
立
」
、
同
第
三
章
第

一
節
三

「金

屏
風
の
登
場
」

山
根
有
三

「
室
町
時
代
屏
風
絵
」
概
観

-
和
漢
配
合

の
世

界

(東
京
国

立
博
物
館
編
特
別
展
目
録

『室
町
時

代

の
屏
風
絵
』
平
成
元
年
)

当
屏
風

一
双

の
各

隻
裏
面

に
古

い
墨
書

銘
が
貼
付
け

ら
れ

、
損
傷
も
著

し

い
が
、
両
者
を
照
合
判
読
す
れ
ば
左

の
如

き
文
言
と
な
る
。

金
屏
口
讐
為
寺
門
公
物
従

筒
井
順
慶
到
来
□
寺
役
先
途
□

5ー

天
正
九
年
ロ
十
月

汁

一
日

U

興
福
寺
別
會
五
師
宗
榮
擬
得
業

注

7
田
中
敏
雄
前
掲
図
版
解
説
に
よ
る
と
、
B
本
は
A
本

と
と
も

に
、
も
と
興
福
寺

に
伝
来
し

た
。
明
治
維
新

の
際

、
興
福
寺
の
維
持
に
尽
力
し

た
中
村
尭
円
に
対
し
、
謝

意

の
し
る
し
と
し

て
両
屏
風
が
中
村
家

へ
譲

ら
れ
た
と
さ

れ
る
。
白
鶴

美
術
館

の
創
設
者
嘉
納
治
兵
衛

は
、

尭
円

の
実
子
に
当
た
る
。

大
徳
寺
蔵
伝
永
徳
筆

「
仙

人

・
花
鳥
図
」
に

つ
い
て
は
、

土
居
次
義
氏

に
よ

っ
て
、
長
崎
家

「
花
鳥
図
」
屏
風

や
大
徳
寺

「
浬
繋
図
」
と
の
比
較

か
ら
、
狩
野
松
栄

の
筆
に

な
る

こ
と
が
考
証

さ
れ
て

い
る
。

拙
著

『桃
山
百
双
』
上
巻

作
品
四
三
解
説

(
フ
ジ
ア
ー

ト
出
版

昭
和
五
十
年
)

田
中
敏
雄

「
作
品
解
説

四
季
花
鳥
図

伝
狩
野
永
徳
」

(『
日
本
屏
風
絵
集
成
』
第
六
巻

講
談
社

昭
和

五
十
三
年
)

金
箔

貼
付

に
際
し
、
そ
の
下
地
を
胡
粉
等
に
よ
り
盛

り
上

げ
る
手
法
は
、
藤
岡
通
夫

『京
都
御
所
』
第

二
篇

第

三
章

「慶
長
度
御
造
営

の
内
裏
」

に
み
る

「
禁
中
御
位

の
御

所
様
覚
」
に
当
時

の
用
語
と
し
て
記
載

さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

「
は
り
付
金
」
と

い
う

用
例
が
基
本
と

み
ら
れ

る
中
に
、
清
涼
殿
上
段

「
は
り
付
金

置
あ
げ
御
絵
八
仙
人
」
或

い
は
常
御
殿
れ
ん
た
い
の
間
や
御

ひ
さ
し

の
間

「金

置
上

け
御
絵
八
仙
人
」

と
あ
る
の
に
該
当
す
る
も

の
と
思

わ
れ
る
。

注
6
前
掲
論
文
参
照

注

5
前
掲
書
第
三
章
第

一
節
二

「金
泥

と
金
箔
」

金
箔

の
貼
付

に
は
、
膠
地
が
通
例
と
な

る
が
、
漆
地

の
場

合
は
さ
ら

に
光
輝
性
を
帯

び
る
。

こ
の
よ
う
な
漆
箔
面

の
光
輝
性
を
抑
え
る
た
め
に
撤

く
金
泥

や
金
砂
子
を

「
ぬ

嚇}↑
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狩
野
派
と
惣
金
屏
風
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狩
野
派
と
惣
金
屏
風

ぐ

い
粉
L
と
呼

ぶ
業
界
用
語
が
生
れ
て

い
る
。

泉
万
里

「雲
霞
形
態
の
成
立
と
展
開
ー
中
世
和
画
屏
風

の

一
側
面
」

(『M
U
S
E
U
M
』
四
四
七
号

昭
和
六

十
三
年
)

『
故
実
叢
書
』

「武
家
名
目
抄

」
第
四
所
収
参
照

「宗
吾
」
は
、
伊
勢
貞
頼

が
、
別

に
宗
悟
、
宗
五
の
入
道
号

を
も

つ
こ
と
に
由
来
す
る
。

天
文
五
年

(
一
五
三
六
)
の
年
記
を
も

つ
西
教
寺
蔵

『文
阿

弥
花
伝
書
』
は
、
『国
書
総
目
録
』
に
も
扱
わ
れ

て

い
な

い
巷
間

の
書

で
あ

る
が
、
磨
付
け
屏
風

に
関
し

『條

々

聞
書
』
と
通
ず

る
箇
所

が
あ
る
の
で
、
左

に
引
用
す

る
。

御
成
又
祝
言
之
時
同
家
内
な
り
共
墨
絵
き
ょ

っ
か
ん

(玉
澗
)
な
と

の
か
す
か
成
絵

の
屏
風
し
や
う
し

(障
子
)
不
可
立

懸
絵

ハ
作
者

二
よ
る
也

何
も
見

か
き

つ

け

(磨
付
け
)
或
者
う
す

た
み

(淡
彩
)
也

と
あ

る
よ
う

に
磨
付
け

の
屏
風

は
、
御
成
や
祝
言
と

い
っ
た
晴

の
場

に
用

い
る
も

の
と
規
定
す
る
。

こ
れ

に
対
し
て
、

『僧
用
集
』

(『続
群
書
類
従
』
所
収
)
で
は
、
む
し
ろ

右

と
は
逆
と
も

い
え
る
見
解

が
の
べ
ら
れ
て

い
る
。

御
座
舗

に
屏
風
立
候
事
、
墨
絵
可
為
上
、
色
画

み
が
き

つ
け
下
に
可
立
。
組
扇
な
か
し
は
上
也
、

み
か
き

つ
け
殊

に
下
也

『僧
用
集
』

一
巻
は
、
室
町
時
代

の
作
法
や
座
敷
飾
り
を
伝

え

る
僧
房
関
係

の
史
料

(比
叡

山
の
僧
盛
純
に
よ

る
寛
文
二
年

(
一
六
六
二
)
の
写
本
)
と
す

る
な
ら
ば
、
各
種

屏
風

の
位
置
づ
け

に
花
伝
書
と
は
お
の
ず

か
ら
相
違

の
生
じ

得
る
こ
と
も
考
慮

に
入
れ
る
必
要
が
あ

る
。

記

本
稿
写
真
掲
載
に
つ
い
て
、
東
京
国
立
博
物
館
資
料
部
並
び
に
白
鶴
美
術
館
学
芸
課
か
ら
の
ご
好
意
に
感
謝
し
、

か
ら
教
示
を
得
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

ま
た
磨
付
け

の
技
法

に
つ
い
て
は
、
二
条
城
模
写
室

の
方

々

(16)


