
伊
藤
若
冲
に
お
け
る
初
期
絵
画
制
作
に
つ
い
て

︱
︱
宝
暦
年
間
の
制
作
を
中
心
に

佐

藤

美

子

１
．

は
じ
め
に

伊
藤
若
冲
︵
一
七
一
六
～
一
八
〇
〇
︶
は
、
独
創
的
な
構
図
や
色
鮮
や
か
な

色
彩
に
よ
っ
て
個
性
的
な
様
式
を
完
成
さ
せ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
し
か

し
、﹁
動
植
綵
絵
﹂
に
代
表
さ
れ
る
若
冲
独
特
の
画
面
構
成
は
、
画
家
の
突
発

的
な
発
想
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
先
学
も
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
中
国
絵
画
の
模
写
と
生
物
の
写
生
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
作
品
を
何
度
も
繰
り
返
し
描
く
こ
と
で
、
よ
り
完
成
さ
れ
た
画
面

を
作
り
出
し
た
。

1

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
第
一
に
宝
暦
年
間
を
中
心
に
若
冲
が
﹁
動
植
綵
絵
﹂
を

描
く
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
習
画
過
程
を
経
た
の
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
絵
画

に
影
響
を
受
け
、
独
自
の
様
式
を
生
み
出
し
た
の
か
を
新
た
な
比
較
作
品
を
提

示
し
な
が
ら
具
体
的
に
分
析
・
考
察
を
す
る
。
第
二
に
、
作
品
の
再
構
築
性
に

つ
い
て
論
じ
る
。
な
か
で
も
東
本
願
寺
旧
蔵
の
二
幅
お
よ
び
今
ま
で
の
若
冲
論

の
中
で
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
﹃
國
華
﹄
第
四
二
三
号
に
掲
載
さ

れ
た
浅
野
家
伝
来
︽
鳳
凰
・
孔
雀
図
︾
に
注
目
し
、
動
植
綵
絵
ま
で
の
再
構
築

性
を
中
国
・
朝
鮮
絵
画
の
影
響
を
含
め
考
察
を
す
す
め
て
い
き
た
い
。

２
．

初
期
絵
画
に
み
る
中
国
絵
画
の
影
響

若
冲
作
品
と
中
国
絵
画
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
康
宏
氏
が
、
若
冲
作
品

の
中
で
も
、
特
に
﹁
動
植
綵
絵
﹂
及
び
﹁
動
植
綵
絵
﹂
以
前
に
描
か
れ
た
初
期

作
品
群
に
つ
い
て
原
本
と
な
っ
て
い
る
中
国
絵
画
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
若

冲
の
画
風
形
成
に
お
け
る
模
写
の
重
要
性
を
論
究
し
て
い
る
。

佐
藤
康
宏
氏
が
提
示
し
た
、
確
証
を
も
っ
て
中
国
絵
画
の
影
響
を
受
け
た
作

品
は
、
中
国
・
明
時
代
、
文
正
筆
︽
鳴
鶴
図
︾︵
京
都
・
相
国
寺
所
蔵
︶
を
模

写
し
た
︽
白
鶴
図
︾︵
個
人
蔵
︶、
作
者
不
明
、
お
そ
ら
く
は
朝
鮮
絵
画
と
考
え

ら
れ
て
い
る
︽
猛
虎
図
︾︵
京
都
・
正
伝
寺
所
蔵
︶
を
模
写
し
た
︽
虎
図
︾︵
ア
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メ
リ
カ
・
プ
ラ
イ
ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
所
蔵
︶
と
旧
東
福
寺
所
蔵
、
現
在
は
ク

リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
美
術
館
所
蔵
の
︽
釈
迦
如
来
坐
像
︾、
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
の

︽
普
賢
・
文
殊
菩
薩
像
︾
を
模
写
し
た
︽
釈
迦
三
尊
像
︾
で
あ
る
。
ま
た
、
原

2

本
は
確
定
で
き
な
い
も
の
の
、
中
国
絵
画
の
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る
作
品
と

し
て
、︽
旭
日
鳳
凰
図
︾
は
明
画
︽
百
鳥
図
︾
の
鳳
凰
か
ら
、︽
雪
中
鴛
鴦
図
︾

︵
動
植
綵
絵
︶
の
垂
下
す
る
雪
柳
は
、
伝
趙
仲
穆
筆
︽
雪
中
柳
鷺
図
︾︵
西
本
願

寺
︶
の
雪
柳
の
描
写
と
か
ら
、
ま
た
︽
芦
鵞
図
︾︵
動
植
綵
絵
︶
の
主
題
や
構

図
は
、
伝
易
元
吉
筆
︽
芦
鵞
図
︾︵
大
阪
市
立
美
術
館
︶
な
ど
の
中
国
画
か
ら

影
響
を
受
け
て
い
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
先
学
の

研
究
史
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
執
筆
者
が
新
た
に
確
認
し
た
、
作
品
に
つ
い
て

比
較
検
証
を
行
う
。

(１
)
︽
梅
花
皓
月
図
︾︵
動
植
綵
絵
︶
と
︽
月
梅
図
︾
に
つ
い
て

伊
藤
若
冲
筆
︽
梅
花
皓
月
図
︾︵
図
１
、
動
植
綵
絵
︶
と
伊
藤
若
冲
筆
︽
月

梅
図
︾︵
図
２
、
メ
ア
リ
ー
バ
ー
ク
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
︶
は
、
ほ
ぼ
同
じ
寸
法
、

構
図
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
同
下
図
を
用
い
て
描
か
れ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

3

両
図
は
何
ら
か
の
中
国
、
元
・
明
時
代
の
墨
梅
図
を
参
考
と
し
て
描
か
れ
た

で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
の
も
と
、
日
本
に
伝
来
し
た
墨
梅
図
を
博
捜
し
た
結

果
、
若
冲
画
と
共
通
す
る
要
素
を
多
く
有
す
る
作
品
と
し
て
、
劉
世
儒
筆
︽
墨

梅
図
︾︵
図
３
︶
太
宰
府
天
満
宮
蔵
を
提
示
し
た
い
。
も
と
よ
り
、
若
冲
が
こ

の
作
品
を
模
写
し
た
と
断
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
若
冲
作
品
が
こ
れ
に

類
す
る
何
ら
か
の
明
代
の
墨
梅
図
を
参
考
に
し
た
と
想
定
し
て
い
る
。

ま
ず
画
面
構
成
で
あ
る
が
、
月
を
背
景
に
描
き
、
画
面
右
側
︵
若
冲
の
も
の

は
左
か
ら
せ
り
出
し
て
い
る
が
︶
か
ら
湾
曲
し
た
太
い
枝
が
画
面
横
へ
と
せ
り

出
し
、
枝
が
わ
か
れ
、
そ
の
枝
が
縦
横
へ
と
複
雑
に
伸
び
る
様
子
が
よ
く
似
て

い
る
。
ま
た
、
劉
世
儒
筆
︽
墨
梅
図
︾
を
反
転
さ
せ
、
若
冲
画
と
比
較
を
す
る

と
、
枝
の
画
面
へ
の
張
り
出
し
方
や
、
枝
が
う
ね
り
な
が
ら
も
画
面
上
部
へ
上

昇
す
る
様
子
が
共
通
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
若
冲
は
劉
世
儒
筆
︽
墨
梅
図
︾
の

お
よ
そ
の
︿
構
図
﹀
及
び
︿
梅
樹
の
形
態
﹀
に
注
目
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。し

か
し
、
そ
れ
ら
の
点
を
ヒ
ン
ト
に
し
つ
つ
も
若
冲
は
さ
ま
ざ
ま
な
変
更
を

行
っ
た
。
ま
ず
、
注
目
す
べ
き
は
誇
張
さ
れ
た
枝
の
表
現
で
あ
る
。
弓
な
り
に

張
り
出
し
た
部
分
は
、
画
面
左
で
す
ぐ
に
直
角
的
に
折
れ
曲
が
り
、
下
へ
と
枝

を
進
め
た
後
、
ま
た
直
角
に
折
れ
曲
が
り
、
そ
の
ま
ま
垂
直
に
枝
が
伸
び
て
い

る
。
ま
た
、
画
面
全
体
に
書
き
込
ま
れ
た
モ
チ
ー
フ
量
も
格
段
に
増
え
て
い

る
。
劉
世
儒
筆
︽
墨
梅
図
︾
の
余
白
の
あ
る
す
っ
き
り
と
し
た
画
面
と
は
違

い
、
若
冲
作
品
は
枝
を
画
面
全
体
へ
と
伸
ば
し
、
余
白
を
作
ら
ず
画
面
を
埋
め

る
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
面
左
上
部
の
枝
は
、
劉
世
儒
筆
︽
墨
梅
図
︾
で
は
月

を
見
せ
る
よ
う
に
余
白
部
分
を
作
り
、
枝
を
月
に
重
ね
て
描
く
こ
と
は
な
い

が
、
若
冲
画
で
は
一
面
に
モ
チ
ー
フ
を
描
き
、
余
白
部
分
を
な
く
し
て
い
る
。

し
か
も
描
か
れ
た
枝
は
ど
こ
か
ら
生
え
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
ほ
ど
混
然
と

し
て
い
る
。

水
墨
画
で
描
が
か
れ
た
劉
世
儒
画
の
幹
は
表
皮
を
描
き
、
よ
り
樹
木
ら
し
い

描
き
方
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
若
冲
画
で
は
表
皮
は
描
か
ず
、
平
面
的
な
着

色
の
み
を
施
し
て
描
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
写
実
性
と
い
う
よ
り
は
、
や
や
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抽
象
的
な
描
き
方
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
画
面
は
色
彩
に
よ
る
メ
リ
ハ
リ
が

生
ま
れ
、
白
梅
が
ア
ク
セ
ン
ト
と
な
っ
て
画
面
を
華
や
か
に
、
全
体
引
き
を
締

め
て
い
る
。

以
上
が
共
通
点
、
及
び
相
違
点
で
あ
る
。
な
お
、
劉
世
儒
と
は
明
代
後
期
の

画
家
で
墨
梅
を
専
門
に
描
い
た
と
伝
わ
る
画
家
で
あ
る
。
画
風
は
元
代
の
王
冕

の
画
法
を
継
承
し
、
技
巧
的
な
筆
法
に
浙
派
の
特
色
を
示
す
。
確
認
し
た
だ
け

4

で
も
日
本
に
劉
世
儒
筆
の
墨
梅
は
四
点
存
在
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
点

数
以
上
に
劉
世
儒
筆
と
さ
れ
る
墨
梅
図
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
、
若
冲
が
同
様
の
作
品
を
目
に
し
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

(２
)
︽
雪
中
遊
禽
図
︾
と
︽
雪
中
鴛
鴦
図
︾
に
つ
い
て

伊
藤
若
冲
筆
、
旧
東
本
願
寺
蔵
の
︽
雪
中
遊
禽
図
︾︵
図
４
、
個
人
蔵
︶
に

見
ら
れ
る
︿
鴛
鴦
が
岩
の
上
で
佇
む
様
子
﹀
と
︿
横
か
ら
張
り
出
し
た
梅
の
木

の
様
子
﹀
に
も
若
冲
が
ヒ
ン
ト
を
受
け
た
先
行
作
品
が
存
在
す
る
。

湾
曲
し
た
梅
の
木
の
枝
に
つ
い
て
は
、
伝
周
之
冕
筆
︽
花
鳥
図
︾︵
図
５
、

南
禅
寺
蔵
︶
が
類
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
伝
周
之
冕
筆
︽
花
鳥
図
︾
の
湾
曲

す
る
枝
を
反
転
す
る
と
︽
雪
中
遊
禽
図
︾
の
湾
曲
す
る
梅
と
ほ
ぼ
重
な
る
。
ま

た
中
心
と
な
る
幹
か
ら
上
部
へ
と
垂
直
に
伸
び
る
枝
、
及
び
そ
の
枝
に
芽
吹
く

蕾
、
梅
花
な
ど
も
似
て
い
る
。
た
だ
若
冲
の
場
合
、
湾
曲
す
る
梅
の
木
の
形
態

を
加
え
、
主
と
な
る
幹
の
下
に
も
う
一
本
、
幹
を
描
き
、
一
度
画
面
の
外
へ
と

梅
が
伸
び
て
い
る
よ
う
に
画
面
を
は
み
出
し
、
そ
し
て
再
び
画
面
の
中
へ
と
そ

の
姿
を
表
す
。
ま
た
、︽
雪
中
鴛
鴦
図
︾
の
雪
柳
は
、
伝
趙
仲
穆
筆
︽
雪
中
柳

鷺
図
︾︵
西
本
願
寺
蔵
︶
の
雪
柳
の
描
写
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
前

述
し
て
い
る
。

︽
雪
中
遊
禽
図
︾
に
描
か
れ
て
い
る
樹
木
に
か
か
る
雪
の
表
現
や
鴛
鴦
は
若

冲
に
と
っ
て
画
面
構
想
上
の
中
核
と
な
る
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
ら
し

く
、
作
品
に
繰
り
返
し
登
場
す
る
。︽
雪
芦
鴛
鴦
図
︾︵
図
６
、
プ
ラ
イ
ス
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
蔵
︶
と
︽
雪
中
鴛
鴦
図
︾︵
図
７
、
動
植
綵
絵
︶
に
も
登
場
し
て
く

る
。︽
雪
中
遊
禽
図
︾
か
ら
鴛
鴦
を
抽
出
し
芦
と
水
草
を
あ
し
ら
っ
た
も
の
が

︽
雪
芦
鴛
鴦
図
︾
で
あ
る
。
そ
し
て
、
﹁
動
植
綵
絵
﹂︽
雪
中
鴛
鴦
図
︾
へ
と
鴛

5

鴦
は
繰
り
返
さ
れ
る
い
っ
ぽ
う
、
背
景
の
梅
花
や
芦
は
垂
直
方
向
の
直
線
的
な

動
き
が
強
調
さ
れ
た
柳
へ
と
姿
を
か
え
ら
れ
、
よ
り
幾
何
学
的
な
画
面
へ
と
画

面
構
成
を
作
り
変
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
若
冲
絵
画
は
何
度
も
既
存

6

の
モ
チ
ー
フ
を
繰
り
返
し
描
き
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
様
々
な
画
面
へ
と
登
場
さ

せ
る
こ
と
で
、
自
ら
の
構
成
力
の
変
化
を
誇
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
も
あ

る
。

(３
)
︽
隠
元
豆
・
玉
蜀
黍
図
︾
に
つ
い
て

こ
の
︽
隠
元
豆
・
玉
蜀
黍
図
︾︵
図
８
、
草
堂
寺
蔵
︶
に
は
明
確
な
原
本
は

な
い
が
、
そ
の
硬
い
筆
法
は
中
国
元
時
代
の
︽
葡
萄
垂
架
図
︾︵
東
京
国
立
博

物
館
︶
の
よ
う
な
水
墨
画
に
近
い
。
ま
た
隠
元
豆
や
玉
蜀
黍
と
い
っ
た
画
題

は
、
中
国
絵
画
よ
り
も
む
し
ろ
朝
鮮
絵
画
の
草
虫
画
︵﹃
朝
鮮
王
朝
の
絵
画
と

日
本
～
宗
達
、
大
雅
、
若
冲
も
学
ん
だ
隣
国
の
美
～
﹄、

頁
、
図

︶
に
多

109

130

く
描
か
れ
た
画
題
で
あ
る
。
ま
た
、
描
写
に
つ
い
て
も
硬
い
筆
法
は
中
国
明
代

の
草
虫
画
よ
り
も
朝
鮮
絵
画
の
草
虫
図
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
原

本
と
な
っ
た
作
品
は
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
モ
チ
ー
フ
や
画
題
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の
抽
出
を
中
国
及
び
朝
鮮
絵
画
か
ら
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヒ
キ
ガ
エ
ル

の
面
貌
や
、
隠
元
豆
の
折
れ
曲
が
り
、
縦
横
に
伸
び
る
茎
の
様
子
な
ど
は
こ
の

作
品
以
降
の
若
冲
作
品
に
も
表
れ
て
く
る
特
徴
で
あ
る
。
隠
元
豆
の
葉
は
平
面

的
で
硬
さ
の
あ
る
描
写
の
た
め
、
若
冲
の
初
期
作
品
の
特
徴
と
認
め
ら
れ
る

が
、
そ
の
一
方
で
は
、
湾
曲
す
る
蔓
や
玉
蜀
黍
の
葉
の
表
現
な
ど
は
後
世
の
若

冲
固
有
の
造
形
が
見
ら
れ
る
。

落
款
は
﹁
若
冲
居
士
製
﹂
で
あ
り
、
角
ば
っ
た
稚
拙
な
筆
跡
で
あ
る
。
こ
の

字
体
の
特
徴
は
宝
暦
二
年
︵
一
七
五
二
︶
の
︽
松
樹
番
鶏
図
︾
の
も
の
と
最
も

近
い
こ
と
や
、
様
式
の
特
徴
を
み
て
も
近
い
こ
と
か
ら
宝
暦
初
年
こ
ろ
の
制
作

と
考
え
ら
れ
る
。

(４
)
︽
葡
萄
図
︾
に
つ
い
て

若
冲
の
代
表
的
な
葡
萄
図
は
三
点
存
在
す
る
。︽
葡
萄
図
︾︵
図
９
、
プ
ラ
イ

ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
︶、︽
葡
萄
図
︾︵
図

、
東
京
個
人
所
蔵
︶、
そ
し
て
︽
葡

10

萄
図
︾︵
図

、
京
都
鹿
苑
寺
金
閣
大
書
院
︶
で
あ
る
。
中
で
も
プ
ラ
イ
ス
コ

11

レ
ク
シ
ョ
ン
所
蔵
の
︽
葡
萄
図
︾
は
﹁
景
和
﹂
の
落
款
を
も
つ
作
品
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
昭
和
四
十
六
年
秋
東
京
国
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
︹
若
冲
展
︺

を
機
会
に
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
展
覧
会
に
紹
介
さ
れ
た
﹁
景
和
﹂

落
款
の
作
品
は
も
う
一
点
あ
り
、
細
見
美
術
財
団
所
蔵
の
︽
雪
中
雄
鶏
図
︾
で

あ
る
。
伊
藤
若
冲
の
作
品
の
中
で
﹁
若
冲
﹂
の
年
記
が
入
っ
た
最
も
早
い
作
例

は
宝
暦
二
年
︵
一
七
五
二
︶
の
款
記
を
持
つ
︽
松
樹
番
鶏
図
︾
で
あ
る
。
景
和

と
は
若
冲
が
﹁
若
冲
﹂
居
士
を
得
る
前
の
字
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
﹁
景

和
﹂
の
款
記
を
持
つ
二
つ
の
作
品
は
宝
暦
二
年
以
前
に
描
か
れ
た
作
品
で
あ
る

と
推
定
さ
れ
る
。

7

東
京
個
人
所
蔵
の
︽
葡
萄
図
︾
は
図
上
に
は
翠
巖
な
る
人
物
の
題
賛
が
あ

り
、﹁
己
卯
晩
秋
﹂
の
年
記
が
あ
る
。
こ
の
︽
葡
萄
図
︾
は
大
正
二
年
の
西
本

願
寺
の
売
立
目
録
に
次
の
よ
う
な
記
載
さ
れ
た
作
品
に
あ
た
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

8

書
畫
之
部
︵
二
十
八
頁
︶

二
二

一
若
冲
葡
萄

翠
巖
賛

絹
本

賛
者
で
あ
る
翠
巖
は
﹃
参
暇
寮
日
記
﹄
宝
暦
十
一
年
の
条
に
﹁
天
龍
翠
岩
和

尚
﹂
と
あ
る
人
物
と
推
測
さ
れ
る
。
己
卯
は
宝
暦
九
年
︵
一
七
五
九
︶
で
あ

9

り
、
鹿
苑
寺
金
閣
の
︽
葡
萄
図
︾
の
制
作
年
と
同
じ
で
あ
り
、
な
お
か
つ
﹁
動

植
綵
絵
﹂
第
一
期
の
制
作
時
期
と
重
な
る
年
代
で
あ
る
。
次
に
、
三
点
の
﹁
葡

10

萄
図
﹂
の
様
式
の
特
徴
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

プ
ラ
イ
ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
所
蔵
︽
葡
萄
図
︾
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
的
な
描

写
か
ら
、
水
墨
美
術
大
系
﹃
李
朝
の
水
墨
画
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
、︽
葡
萄

図
︾︵
図

︶
の
よ
う
な
李
朝
の
絵
画
を
参
考
と
し
て
描
い
た
の
で
は
な
い
か

12

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
下
か
ら
上
へ
と
上
昇
す
る
か
の
よ
う
な
葡
萄
の
枝
と
蔓

や
、
瘤
の
よ
う
な
節
を
持
つ
枝
な
ど
が
共
通
し
て
い
る
。
折
れ
曲
が
っ
た
枝
が

画
面
を
横
切
り
、
や
や
ぎ
こ
ち
な
い
動
き
を
見
せ
る
点
や
、
水
墨
の
特
徴
的
な

グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
も
若
冲
画
と
よ
く
似
て
い
る
。
ま
た
、
作
者
不
詳
︽
葡
萄

図
︾
の
着
色
画
を
描
く
よ
う
な
、
悠
然
と
し
た
筆
法
を
ま
る
で
な
ぞ
る
か
の
よ

う
に
、
若
冲
も
ゆ
っ
く
り
と
描
い
て
い
る
。
同
時
期
の
作
品
と
考
え
て
い
る
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︽
隠
元
豆
・
玉
蜀
黍
図
︾
も
決
し
て
早
い
筆
で
は
な
く
、
じ
っ
く
り
と
確
か
な

筆
で
描
か
れ
た
画
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た
筆
法
で
丁
寧
に

描
か
れ
、
や
や
硬
さ
の
あ
る
描
写
こ
そ
、
こ
の
作
品
の
特
色
と
い
え
よ
う
。

い
っ
ぽ
う
、
鹿
苑
寺
金
閣
︽
葡
萄
図
︾
や
東
京
個
人
蔵
・
翠
巖
賛
︽
葡
萄

図
︾
な
ど
の
画
面
の
上
か
ら
下
へ
と
垂
れ
下
が
る
葡
萄
図
の
表
現
は
﹃
國
華
﹄

第
八
六
一
号
に
掲
載
の
中
国
明
時
代
の
︽
葡
萄
図
︾︵
図

︶
や
同
じ
く
中
国

13

明
時
代
、
王
良
臣
筆
︽
墨
葡
萄
図
︾︵
図

︶
の
よ
う
な
作
品
を
参
考
と
し
て

14

描
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
中
国
明
代
の
﹁
葡
萄
図
﹂
は
先
に
紹
介
し
た
李

朝
の
葡
萄
図
と
の
違
い
は
筆
法
の
速
さ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
勢
い
が
あ

り
、
速
さ
の
あ
る
筆
の
運
び
は
、
宝
暦
二
年
前
後
の
若
冲
に
は
お
そ
ら
く
レ
ベ

ル
の
高
い
表
現
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
宝
暦
九
年
︵
一
七
五
九
︶

の
若
冲
の
全
盛
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
表
現
が
成
し
え
る
こ
と
の
出
来
る
技

術
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
こ
れ
ま
で
三
点
の
﹁
葡
萄
図
﹂
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
制
作
年
代

に
つ
い
て
は
手
本
と
な
っ
た
作
品
の
様
式
の
違
い
か
ら
、
最
も
早
い
時
期
に
描

か
れ
た
︽
葡
萄
図
︾
が
プ
ラ
イ
ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
所
蔵
︽
葡
萄
図
︾︵
宝
暦
二

年
前
後
︶、
鹿
苑
寺
金
閣
︽
葡
萄
図
︾・
東
京
個
人
蔵
︽
葡
萄
図
︾︵
宝
暦
九
年
︶

と
移
行
し
て
い
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。

11

(５
)
︽
秋
塘
群
雀
図
︾
に
つ
い
て

﹁
動
植
綵
絵
﹂
に
収
録
さ
れ
て
い
る
︽
秋
塘
群
雀
図
︾︵
図

︶
に
つ
い
て

15

は
、
粟
の
穂
を
啄
ば
む
小
禽
の
モ
チ
ー
フ
は
中
国
、
明
代
の
花
鳥
画
や
土
佐
光

則
︵
一
五
八
三
～
一
六
三
八
︶
の
画
帖
に
春
の
野
辺
に
雪
の
竹
林
に
、
雀
の
群

れ
の
嬉
遊
す
る
様
が
描
か
れ
た
も
の
が
存
在
す
る
。
辻
惟
雄
氏
は
こ
う
し
た
和

漢
の
花
鳥
画
の
伝
統
を
引
く
作
品
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
佐
藤
康
宏

12

氏
は
長
崎
派
の
画
家
で
あ
る
伝
渡
辺
秀
石
筆
︽
野
稲
群
雀
図
︾
︵
図

︶
と
の

16

類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
筆
者
は
こ
の
図
の
祖
形
に
近
い
と
思
わ
れ

13

る
作
品
と
し
て
、
十
八
世
紀
に
朝
鮮
半
島
で
描
か
れ
た
作
者
不
明
︽
群
雀
図
︾

を
挙
げ
る
。
こ
の
︽
群
雀
図
︾︵
図

︶
は
平
成
十
八
年
に
執
筆
者
が
修
士
論

17

文
に
て
取
り
上
げ
た
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
平
成
二
十
一
年
に
開
催
さ
れ

た
﹁
第
六
十
二
回

美
術
史
学
会
全
国
大
会
﹂
に
て
真
鍋
侑
子
氏
の
発
表
に

よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

14

こ
の
作
者
不
明
︽
群
雀
図
︾
を
若
冲
筆
︽
秋
塘
群
雀
図
︾
と
比
較
す
る
と
、

そ
の
描
か
れ
て
い
る
モ
チ
ー
フ
の
一
致
や
構
成
の
類
似
な
ど
共
通
す
る
部
分
が

多
い
。
ま
ず
、
画
面
の
主
役
で
あ
る
群
れ
を
成
す
雀
、
そ
し
て
そ
の
雀
が
目
指

す
粟
が
一
致
す
る
。
ま
た
、
構
図
に
つ
い
て
は
両
作
品
と
も
に
画
面
上
部
に
群

雀
を
描
き
、
画
面
下
部
に
粟
を
描
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
若
冲
筆
︽
秋
塘
群
雀

図
︾
の
粟
は
画
面
左
か
ら
画
面
中
央
へ
と
生
え
て
い
る
の
に
対
し
、︽
群
雀
図
︾

は
そ
の
逆
の
右
か
ら
画
面
中
央
へ
と
生
え
て
い
る
。
こ
の
構
図
に
つ
い
て
は
む

し
ろ
、
伝
渡
辺
秀
石
筆
︽
野
稲
群
雀
図
︾
の
構
図
が
若
冲
筆
︽
秋
塘
群
雀
図
︾

と
共
通
し
て
い
る
の
で
、
全
体
的
な
画
面
の
構
図
に
つ
い
て
は
伝
渡
辺
秀
石
筆

︽
野
稲
群
雀
図
︾
の
ほ
う
に
近
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

︽
秋
塘
群
雀
図
︾
に
お
け
る
若
冲
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
要
素
溢
れ
る
部
分
は
、

上
空
の
空
間
を
整
列
し
た
か
の
よ
う
一
方
向
に
覆
っ
て
飛
ぶ
雀
の
群
れ
が
、
下

降
す
る
構
図
で
あ
る
。
こ
の
整
列
し
た
雀
の
描
写
は
若
冲
の
特
徴
的
な
表
現
で

あ
り
、
雀
は
同
型
を
使
用
し
て
反
復
描
写
さ
れ
る
。︽
群
雀
図
︾
で
は
こ
の
よ
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う
に
整
列
さ
れ
た
構
成
で
は
な
く
、
縦
横
に
好
き
勝
手
に
飛
び
回
り
雀
は
一
方

向
で
は
な
く
右
や
左
へ
と
体
を
翻
し
て
い
る
。︽
秋
塘
群
雀
図
︾
で
は
︽
群
雀

図
︾
よ
り
も
描
か
れ
て
い
る
モ
チ
ー
フ
も
多
い
。︽
群
雀
図
︾
で
は
雀
と
粟
、

そ
し
て
粟
が
生
え
る
地
面
と
い
う
ご
く
ご
く
最
少
の
モ
チ
ー
フ
の
み
で
画
面
が

構
成
さ
れ
て
い
る
が
、︽
秋
塘
群
雀
図
︾
で
は
そ
こ
に
青
く
小
さ
な
花
を
つ
け

る
野
菊
と
青
い
苔
を
生
や
す
岩
が
増
え
て
い
る
。
ま
た
、
粟
の
穂
の
数
も
増
え

て
い
る
。

こ
の
変
更
に
よ
っ
て
作
品
は
い
っ
そ
う
装
飾
性
を
増
す
。
ま
た
一
列
に
飛
ぶ

雀
は
画
面
上
部
右
斜
め
半
分
を
占
め
、
粟
・
野
菊
・
岩
は
画
面
下
部
左
斜
め
を

占
め
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
右
と
左
を
対
称
に
見
せ
る
構
成
を
若
冲
は
意
識
し

て
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
雀
た
ち
の
最
終
的
な

目
的
は
下
降
し
て
、
餌
で
あ
る
粟
の
穂
を
啄
ば
む
こ
と
で
あ
る
。
粟
の
穂
に
止

ま
り
粟
の
実
を
啄
ば
む
姿
や
、
粟
の
茎
に
止
ま
り
休
憩
し
て
い
る
姿
な
ど
、
両

作
品
の
雀
の
姿
は
よ
く
似
て
い
る
。
ま
た
粟
の
葉
の
描
か
れ
か
た
は
︽
隠
元

豆
・
玉
蜀
黍
図
︾
の
玉
蜀
黍
の
葉
と
共
通
し
、︽
秋
塘
群
雀
図
︾
で
は
よ
り
葉

は
洗
練
さ
れ
、
若
冲
の
技
法
の
進
化
を
見
る
事
が
出
来
る
。

伊
藤
若
冲
の
絵
画
制
作
に
つ
い
て
、
日
本
に
古
く
か
ら
伝
来
し
て
い
た
中
国

絵
画
及
び
朝
鮮
絵
画
と
の
関
連
を
考
察
し
た
。
結
果
と
し
て
、
若
冲
の
古
画
学

習
と
と
も
に
画
面
の
構
築
力
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
初
期
作
品

の
制
作
時
期
は
宝
暦
初
年
頃
か
ら
﹁
動
植
綵
絵
﹂
着
手
前
の
宝
暦
七
年
ま
で
で

あ
り
、
こ
の
初
期
作
品
群
が
﹁
動
植
綵
絵
﹂
に
再
構
築
さ
れ
る
次
期
は
宝
暦
七

～
十
年
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
宝
暦
年
間
が
若
冲
の
絵
画
制
作
に
と
っ
て
最

も
重
要
な
時
期
と
い
え
る
。

３
．

浅
野
家
伝
来

伊
藤
若
冲
筆
鳳
凰
孔
雀
図
に
つ
い
て

﹃
國
華
﹄
第
四
三
二
号
に
掲
載
さ
れ
た
︽
鳳
凰
・
孔
雀
図
︾︵
図

︶
は
今
日

18

ま
で
若
冲
論
の
中
で
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
き
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
描
か
れ

た
主
題
と
様
式
、
そ
し
て
落
款
印
章
等
を
見
て
も
伊
藤
若
冲
筆
の
着
色
花
鳥
画

に
き
わ
め
て
近
い
作
品
と
考
え
、
今
回
本
稿
で
重
要
な
作
品
と
し
て
取
り
上
げ

る
こ
と
と
し
た
。

︽
鳳
凰
・
孔
雀
図
︾
は
現
在
、
所
在
不
明
の
た
め
実
作
品
に
あ
た
っ
て
そ
の

真
贋
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
、
若
冲

画
と
判
断
し
て
よ
い
も
の
と
す
る
。
ま
ず
は
そ
の
作
品
の
様
式
は
明
ら
か
に
、

若
冲
独
特
の
描
写
と
形
式
を
見
せ
て
い
る
。
ま
た
な
に
よ
り
も
、
ほ
ぼ
同
様
の

絵
画
が
存
在
す
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。︽
鳳
凰
図
︾
は
︽
旭
日
鳳
凰
図
︾︵
図

︶、︽
老
松
白
鳳
図
︾︵
図

、
動
植
綵
絵
︶
の
二
作
品
と
モ
チ
ー
フ
・
描
写

19

20

の
関
連
が
強
く
、︽
孔
雀
図
︾
に
関
し
て
も
、
﹁
動
植
綵
絵
﹂
︽
老
松
孔
雀
図
︾

︵
図

︶
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
構
図
・
構
成
で
あ
る
。
落
款
、
印
章
に
つ
い
て
も
、

21

﹁
汝
鈞
﹂
白
文
方
印
、﹁
藤
景
和
印
﹂
朱
文
方
印
は
︽
旭
日
鳳
凰
図
︾
に
捺
さ
れ

て
い
た
も
の
同
じ
で
あ
り
、﹁
心
遠
館
若
冲
製
﹂︵
図

落
款
部
分
︶
草
書
風
の

18

落
款
は
︽
虎
図
︾︵
図

、
落
款
部
分
︶
や
︽
薔
薇
小
禽
図
︾︵
図

、
落
款
部

22

23

分
︶
筆
致
と
よ
く
似
て
い
る
。

こ
の
︽
鳳
凰
・
孔
雀
図
︾
の
双
幅
は
若
冲
に
よ
る
着
色
花
鳥
画
の
中
で
ど
の

よ
う
な
様
式
、
制
作
年
代
に
位
置
づ
け
る
事
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
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つ
の
判
断
材
料
は
、︽
鳳
凰
図
︾
の
色
彩
と
鳳
凰
の
尾
羽
の
表
現
で
あ
る
。︽
鳳

凰
図
︾︵
図

︶
は
﹁
動
植
綵
絵
﹂︽
老
松
白
鳳
図
︾
と
ほ
ぼ
同
構
図
だ
が
、
動

18

植
綵
絵
が
白
色
の
鳳
凰
で
あ
る
の
に
対
し
て
、︽
鳳
凰
図
︾
の
﹃
國
華
﹄
第
四

三
二
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
図
版
は
白
黒
な
が
ら
、
あ
き
ら
か
に
何
色
か
に
彩

色
さ
れ
て
い
る
の
が
見
て
と
れ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
、
宝
暦
五
年
︵
一
七
五

五
︶
に
描
か
れ
た
、︽
旭
日
鳳
凰
図
︾︵
図

︶
に
近
い
多
色
で
あ
る
と
考
え
ら

19

れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
︽
鳳
凰
図
︾
の
顔
の
表
現
や
羽
の
広
げ
方
、
そ
し
て
、

ハ
ー
ト
型
の
尾
羽
の
表
現
な
ど
は
明
ら
か
に
﹁
動
植
綵
絵
﹂︽
老
松
白
鳳
図
︾

と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
松
と
桐
の
組
み
合
わ
せ
と
構
図
も
一
致
す

る
。
し
か
し
、︽
老
松
白
鳳
図
︾
の
よ
う
な
洗
練
さ
れ
た
シ
ャ
ー
プ
な
表
現
で

は
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
点
を
ふ
ま
え
、
こ
の
︽
鳳
凰
図
︾
は
︽
旭
日
鳳
凰

図
︾
と
﹁
動
植
綵
絵
﹂︽
老
松
白
鳳
図
︾
の
中
間
に
位
置
す
る
作
品
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
以
前
か
ら
﹁
動
植
綵
絵
﹂︽
老
松
孔
雀
図
︾
と
同
構
図
の
作
品
と
し

て
岡
岷
山
筆
︽
牡
丹
孔
雀
図
︾︵
図

︶
指
摘
さ
れ
て
い
た
。﹃
花
鳥
画
の
世
界

24

７
﹄
の
岡
岷
山
筆
︽
牡
丹
孔
雀
図
︾
の
作
品
解
説
に
お
い
て
佐
藤
康
宏
氏
は

﹁
共
通
の
祖
型
が
存
在
し
、
二
作
品
は
そ
こ
か
ら
無
関
係
に
派
生
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。﹂
と
述
べ
て
い
る
。

岡
岷
山
筆
︽
牡
丹
孔
雀
図
︾
の
制
作
年
代
は
ど
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
か
。
岡
岷
山
は
江
戸
時
代
中
期
に
広
島
藩
に
絵
師
と
し
て
仕
え
た
人
物
で

あ
る
。
名
を
煥
、
字
を
君
章
、
通
称
を
利
源
太
。
安
芸
藩
士
で
あ
っ
た
岷
山

は
、
は
じ
め
藩
の
お
抱
え
絵
師
で
あ
っ
た
狩
野
派
の
勝
田
友
渓
︵
幽
渓
︶
に
絵

を
学
び
、
の
ち
に
江
戸
で
宋
紫
石
に
師
事
し
、
江
戸
や
京
坂
で
流
行
し
た
南
蘋

派
の
花
鳥
画
を
会
得
し
た
と
伝
わ
る
人
物
で
あ
る
。
生
没
年
は
こ
れ
ま
で
は
誕

生
年
が
不
明
と
な
っ
て
い
た
が
平
成
十
八
年
に
広
島
城
で
行
わ
れ
た
﹃
没
後
200

年
記
念

企
画
展

岡
岷
山
展
﹄
で
は
享
保
十
九
年
︵
一
七
三
四
︶
と
さ
れ
て

お
り
、
没
年
は
文
化
元
年
︵
一
八
〇
四
︶
と
し
て
い
る
。
若
冲
筆
︽
鳳
凰
・
孔

雀
図
︾
が
描
か
れ
た
時
期
が
宝
暦
五
～
八
年
と
仮
定
す
る
と
、
岷
山
が
宋
紫
石

に
師
事
し
た
の
は
宋
紫
石
の
江
戸
帰
着
後
︵
宝
暦
五
、
六
～
十
三
年
︶
と
考
え

ら
れ
て
い
る
の
で
、︽
鳳
凰
・
孔
雀
図
︾
は
岷
山
画
と
ほ
ぼ
同
時
期
か
む
し
ろ

先
行
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
整
理
さ
れ
た
若
冲
筆
の
孔
雀
の
形
態
と
岷
山
筆
の

形
態
で
は
、
岷
山
か
ら
若
冲
と
い
う
様
式
の
変
化
は
考
え
ら
れ
る
が
、
若
冲
か

ら
岷
山
へ
変
化
す
る
こ
と
は
難
し
た
め
、
佐
藤
氏
の
論
証
と
同
様
の
意
見
で
あ

る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
安
芸
藩
・
浅
野
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
若
冲
論
の
な
か
で
は

あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
︽
鳳
凰
・
孔
雀
図
︾
を

所
蔵
し
て
い
た
こ
と
、
安
芸
藩
士
で
あ
る
岡
岷
山
が
描
い
た
︽
牡
丹
孔
雀
図
︾

と
の
作
品
の
類
似
な
ど
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
ま
た
、
安
芸
広
島
藩
の
重

臣
浅
野
士
敦
に
仕
え
た
平
賀
蕉
斎
が
残
し
た
﹃
蕉
斎
筆
記
﹄
に
若
冲
が
登
場
し

て
い
る
。
な
か
で
も
寛
政
六
年
︵
一
七
九
四
︶
の
記
載
に
、
こ
の
年
の
初
冬
に

15

蕉
斎
が
大
坂
に
滞
在
し
、
人
々
と
京
都
に
遊
ん
で
諸
所
を
遊
覧
し
た
際
に
若
冲

の
斗
米
庵
に
も
訪
れ
た
と
い
う
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
内
容
に
関
し
て
は
、
平

賀
蕉
斎
が
石
峰
寺
の
若
冲
の
住
ま
い
を
訪
れ
、
若
冲
に
話
を
聞
い
た
。
と
の
記
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載
で
、
残
念
な
こ
と
に
具
体
的
な
話
の
内
容
は
一
切
な
く
、
詳
細
は
不
明
で
あ

る
。
し
か
し
、
記
載
さ
れ
て
い
る
伊
藤
若
冲
に
つ
い
て
の
内
容
は
簡
略
で
あ
る

が
、
大
変
貴
重
な
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
平
賀
蕉
斎
は
佐
竹
噲
々
と
池
大
雅
と

の
遺
居
を
訪
ね
た
こ
と
も
記
し
て
い
る
。

16

伊
藤
若
冲
と
安
芸
藩
・
浅
野
家
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
間
接
的
な
史

料
を
も
と
に
推
論
を
広
げ
て
き
た
。
し
か
し
、
今
後
の
若
冲
研
究
の
中
で
浅
野

家
と
の
確
証
的
な
史
料
の
発
見
が
更
な
る
可
能
性
を
生
み
出
す
こ
と
が
出
来
る

と
考
え
る
。

１

辻
惟
雄
﹁
Ⅱ
若
冲
画
小
論
﹂
﹃
若
冲
﹄
︵
美
術
出
版
社
、
一
九
七
四
年
︶

佐
藤
康
宏
﹁
若
冲
に
お
け
る
模
写
の
意
義
﹂
﹃M

u
s
e
u
m
﹄
第
三
六
四
号
︵
東
京
国
立
博

物
館
、
一
九
八
一
年
七
月
︶

２

佐
藤
康
宏
﹁
若
冲
に
お
け
る
模
写
の
意
義
﹂
、
﹃
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
﹄
三
六
四
号
、
一
九

八
一
年
、
よ
り
。

３

同
一
の
大
下
図
を
用
い
た
︽
月
梅
図
︾
と
︽
梅
花
皓
月
図
︾
に
関
し
て
は
、
田
島
菜

摘
氏
が
﹁
伊
藤
若
冲
の
白
梅
図
を
め
ぐ
る
問
題
﹂
の
中
で
論
究
し
て
い
る
。︵﹃
哲
学
会

誌
﹄
第
三
十
五
号
、
学
習
院
大
学
、
二
〇
一
一
年
︶

４

谷
口
鉄
雄
﹁
劉
世
儒
﹁
墨
梅
図
﹂
と
﹁
雪
湖
梅
譜
﹂
﹂
﹃
仏
教
芸
術
﹄
二
〇
一
号
、
仏

教
芸
術
学
会
、
平
成
四
年

５

こ
の
︽
雪
芦
鴛
鴦
図
︾
の
制
作
時
期
は
︽
雪
中
遊
禽
図
︾
よ
り
も
後
年
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
鴛
鴦
の
脚
や
水
面
を
走
る
波
紋
な
ど
を
比
較

し
た
際
に
︽
雪
中
遊
禽
図
︾
で
は
そ
の
筆
力
は
弱
く
︽
雪
芦
鴛
鴦
図
︾
で
は
雄
が
水
中

の
た
め
、
脚
の
全
容
は
分
か
ら
な
い
が
、︽
雪
中
遊
禽
図
︾
の
雌
の
脚
と
比
較
し
、
そ
の

筆
力
は
弱
々
し
く
、
ま
た
水
面
に
潜
る
雌
の
顔
に
も
勢
い
は
な
く
、
恐
る
恐
る
描
い
た

よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。

６

垂
直
す
る
柳
の
枝
は
西
本
願
寺
所
蔵
、
伝
趙
仲
穆
筆
︽
雪
中
柳
鷺
図
︾
の
柳
を
参
考

に
描
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
辻
惟
雄
氏
が
﹁
若
冲
と
明
清
画
﹂
の
中
で
示
唆
し
て
い
る
。

︵﹃
若
冲
﹄
美
術
出
版
社
、
一
九
七
四
︶

７

狩
野
博
幸
﹃
伊
藤
若
冲
大
全
﹄﹁
葡
萄
図
﹂
解
説
で
は
宝
暦
二
年
前
後
と
し
て
い
る
。

８

執
筆
者
が
平
成
十
八
年
に
東
京
文
化
財
研
究
所
に
て
大
正
二
年
の
西
本
願
寺
の
売
り

立
て
目
録
﹁
西
本
願
寺
大
谷
家
御
蔵
品
﹂
に
て
確
認
。

９

相
国
寺
の
役
僧
に
よ
る
寺
の
日
記
。
江
戸
時
代
中
期
か
ら
明
治
に
及
ぶ
。

﹁
動
植
綵
絵
﹂
の
制
作
は
大
き
く
三
期
に
わ
け
ら
れ
て
い
る
。
第
一
期
：
宝
暦
七
年

10︵
一
七
五
七
︶
～
宝
暦
一
〇
年
︵
一
七
六
〇
︶、
第
二
期
：
宝
暦
一
〇
年
︵
一
七
六
〇
︶

～
明
和
二
年
︵
一
七
六
五
︶、
第
三
期
：
明
和
二
年
︵
一
七
六
五
︶
～
明
和
三
年
︵
一
七

六
六
︶
。
特
に
第
一
期
は
初
期
作
品
が
多
く
転
用
さ
れ
て
い
る
。

制
作
年
代
に
つ
い
て
は
、
辻
惟
雄
氏
が
﹃
若
冲
﹄
解
説
に
て
、
東
京
個
人
蔵
︽
葡
萄

11
図
︾
は
様
式
的
に
︽
隠
元
豆
・
玉
蜀
黍
図
︾
な
ど
の
作
品
と
近
い
と
し
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
制
作
年
代
の
宝
暦
三
～
四
︵
一
七
五
三
～
一
七
五
四
︶
頃
と
し
、
プ
ラ
イ
ス
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
︽
葡
萄
図
︾
を
宝
暦
四
～
六
︵
一
七
五
四
～
一
七
五
六
︶
年
頃
の
作
品

と
推
定
し
て
い
る
。

前
掲
書
、
解
説
﹁
秋
塘
群
雀
図
﹂︵
美
術
出
版
社
、
一
九
七
四
年
︶
よ
り

12

佐
藤
康
宏
﹃
伊
藤
若
冲
﹄︵﹃
日
本
の
美
術
﹄
二
五
六
号
、
至
文
堂
、
昭
和
六
十
二
年

13︵
一
九
八
七
︶
九
月
︶

真
鍋
侑
子
﹁
伊
藤
若
冲
と
朝
鮮
絵
画
︱
朝
鮮
通
信
使
を
背
景
と
し
て
︱
﹂
第
六
十
二

14
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回
美
術
史
学
会
全
国
大
会
、
平
成
二
十
一
年
︵
二
〇
〇
九
年
︶

平
賀
蕉
斎
と
は
、
江
戸
時
代
中
期
か
ら
後
期
の
儒
者
で
あ
り
、
延
享
二
年
︵
一
七
四

15
五
︶
に
生
ま
れ
る
。
名
は
周
蔵
、
字
は
子
英
。
別
号
に
独
醒
庵
、
白
山
が
あ
る
。
安
芸

広
島
藩
の
重
臣
浅
野
士
敦
に
仕
え
、
江
戸
の
服
部
仲
英
に
儒
学
を
学
ん
だ
。
詩
文
に
優

れ
た
人
で
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

﹃
蕉
斎
筆
記
﹄
、
巻
三
、
寛
政
六
年
︵
一
七
九
四
︶
﹁
當
十
月
十
八
日
、
朝
よ
り
淀
船
に

16
て
大
坂
の
諸
士
と
伴
ひ
上
京
せ
し
め
、
暮
過
伏
見
の
池
六
と
い
う
へ
揚
り
止
宿
、
十
九

日
朝
よ
り
伏
見
海
道
よ
り
寶
塔
寺
へ
参
詣
。
是
は
法
華
宗
也
。
其
門
前
よ
り
右
え
取
り
、

瑞
光
寺
と
い
う
法
華
宗
あ
り
。
是
は
深
草
の
元
政
上
人
開
基
な
り
。
い
た
つ
て
し
ほ
ら

し
く
、
元
政
の
墓
は
藪
の
内
に
あ
つ
て
、
竹
三
本
植
て
あ
り
。
甚
物
さ
び
た
る
所
な
り
。

そ
れ
よ
り
百
丈
山
石
峰
寺
へ
参
る
。
是
に
は
若
冲
居
士
門
前
に
居
住
せ
り
。
し
ば
ら
く

咄
を
き
ゝ
ぬ
。
ふ
す
ま
に
石
摺
の
や
う
に
蓮
を
書
け
り
。
面
白
き
物
好
き
也
。
五
百
羅

漢
を
一
見
し
ぬ
。
是
は
山
上
に
自
然
石
を
集
め
形
り
に
若
冲
彫
付
た
り
。
段
々
迂
回
し

て
道
を
作
れ
り
。
其
外
涅
槃
像
も
あ
り
。
甚
面
白
き
事
な
り
。
又
其
山
の
入
口
に
新
に

亭
を
建
た
り
。
是
も
若
冲
の
物
好
き
也
。
寺
の
左
に
若
冲
の
古
庵
あ
り
。
庭
も
さ
び
て

お
も
し
ろ
し
。
妹
を
眞
寂
尼
と
い
う
て
両
人
住
居
せ
り
。
…
以
下
略
﹂
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宝
暦
七
～
宝
暦
十
年

(１
７
５
７
～
１
７
６
０
)

１
４
２
・
３
×
７
９
・
６

絹
本
着
色

伊
藤
若
冲

梅
花
皓
月
図

図
１

出
典

旧
蔵

所
蔵

制
作
年
代

法
量
(
㎝
)

形
質

作
者

作
品
名

図
版
番
号

墨
梅
図

図
３

﹃
伊
藤
若
冲
大
全
﹄、
小
学
館
、
２
０
０
２
年
、

頁
20

メ
ア
リ
ー
バ
ー
ク
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

宝
暦
五
年
(１
７
５
５
)

１
４
０
・
５
×
７
９
・
５

絹
本
着
色

伊
藤
若
冲

月
梅
図

図
２

﹃
伊
藤
若
冲
大
全
﹄、
小
学
館
、
２
０
０
２
年
、

頁
84

京
都
・
相
国
寺

宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館

劉
世
儒

花
鳥
図

﹃
伊
藤
若
冲
大
全
﹄、
小
学
館
、
２
０
０
２
年
、

頁
34

京
都
・
東
本
願
寺

個
人

宝
暦
五
年
前
後

１
３
９
・
０
×
９
３
・
３

絹
本
着
色

伊
藤
若
冲

雪
中
遊
禽
図

図
４

﹃
中
国
絵
画
総
合
図
録

続
編

第
三
巻

日
本
篇
﹄、
１
９
９
９
年

頁
105

大
宰
府
天
満
宮

中
国
・
明
代

１
７
７
・
６
×
１
２
３
・
８

図
５

﹃
伊
藤
若
冲
大
全
﹄、
小
学
館
、
２
０
０
２
年
、

頁
28

プ
ラ
イ
ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

宝
暦
五
～
宝
暦
七
年

(１
７
５
５
～
１
７
５
７
)

１
１
０
・
７
×
５
１
・
５

絹
本
着
色

伊
藤
若
冲

雪
芦
鴛
鴦
図

図
６

﹃
中
国
絵
画
総
合
図
録

第
四
巻

日
本
篇
Ⅱ
寺
院
・
個
人
﹄

１
９
８
３
年

頁
75

京
都
・
南
禅
寺

中
国
・
明
代

１
３
５
・
７
×
７
５
・
１

絹
本
着
色

伝
周
之
冕

和
歌
山
・
草
堂
寺

(
各
)
１
４
３
・
４
×
７
１
・
５

紙
本
墨
画

伊
藤
若
冲

隠
元
豆
・
玉
蜀
黍
図

図
８

﹃
伊
藤
若
冲
大
全
、
小
学
館
、﹄
２
０
０
２
年
、

頁
34

京
都
・
東
本
願
寺

個
人

宝
暦
五
年
前
後

１
３
９
・
０
×
９
３
・
３

絹
本
着
色

伊
藤
若
冲

雪
中
鴛
鴦
図

図
７

宝
暦
二
年
(１
７
５
２
)以
前

９
９
・
０
×
５
７
・
０

伊
藤
若
冲

葡
萄
図

図
10

﹃
伊
藤
若
冲
大
全
﹄、
小
学
館
、
２
０
０
２
年
、

頁
150

プ
ラ
イ
ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

宝
暦
二
年
(１
７
５
２
)以
前

１
１
８
・
８
×
２
８
・
５

紙
本
墨
画

伊
藤
若
冲

葡
萄
図

図
９

﹃
伊
藤
若
冲
大
全
﹄、
小
学
館
、
２
０
０
２
年
、

頁

148−

149

絹
本
墨
画

図
12

﹃
伊
藤
若
冲
大
全
﹄、
小
学
館
、
２
０
０
２
年
、

頁

240−

241

京
都
・
鹿
苑
寺

宝
暦
九
年
(１
７
５
９
)

鹿
苑
寺
障
壁
画

紙
本
墨
画

伊
藤
若
冲

葡
萄
図

部
分

図
11

﹃
伊
藤
若
冲
大
全
﹄、
小
学
館
、
２
０
０
２
年
、

頁
151

西
本
願
寺

個
人

宝
暦
九
年
(１
７
５
９
)前
後

葡
萄
図

図
14

中
国
・
明
代

葡
萄
図

図
13

﹃
水
墨
美
術
大
系
／
別
巻
第
二

李
朝
の
水
墨
画
﹄、
昭
和

年
、
参
考
図
版

52

41

１
０
１
・
２
×
３
３
・
０

紙
本
墨
画

﹃
國
華
﹄
第
８
６
１
号
、
國
華
社
、
１
９
６
３
年

京
都
・
相
国
寺

宝
暦
九
年
︵
１
７
５
９
)

１
４
２
・
４
×
７
９
・
７

絹
本
着
色

伊
藤
若
冲

秋
塘
群
雀
図

図
15

﹃
中
国
美
術

第
二
巻

絵
画
Ⅱ
﹄、
講
談
社
、
昭
和

年
、
図

48

76

フ
リ
ー
ア
美
術
館

中
国
・
明
代

１
８
６
・
６
×
６
０
・
２

紙
本
墨
画

王
良
臣

墨
葡
萄
図

宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館

李
朝
・
十
八
世
紀

群
雀
図

図
17

﹃
花
鳥
画
の
世
界

第
七
巻

文
雅
の
花
・
綺
想
の
鳥
︱
江
戸
中
期
の
花
鳥
Ⅱ
﹄

学
習
研
究
社
、
１
９
８
３
年
、
図
87

長
崎
歴
史
文
化
博
物
館

十
七
世
紀
中
期
～

世
紀
初
頭

18

１
０
０
・
８
×
４
３
・
５

絹
本
着
色

伝
渡
辺
秀
石

野
稲
群
雀
図

図
16

﹃
伊
藤
若
冲
大
全
﹄、
小
学
館
、
２
０
０
２
年
、

頁
74

絹
本
着
色

旭
日
鳳
凰
図

図
19

﹃
國
華
﹄﹁
伊
藤
若
冲
筆

鳳
凰
孔
雀
図

双
幅
﹂
第
４
２
３
号
、
國
華
社
、

１
９
２
６
年

安
芸
藩
・
浅
野
家

宝
暦
五
～
七
年

(１
７
５
５
～
１
７
５
７
)

絹
本
着
色

伊
藤
若
冲

鳳
凰
・
孔
雀
図

図
18

﹃
韓
国
の
美

花
鳥
／
四
君
子
﹄、
中
央
日
報
社
、
１
９
９
６
年

18−

伊
藤
若
冲

老
松
孔
雀
図

﹃
伊
藤
若
冲
大
全
﹄、
小
学
館
、
２
０
０
２
年
、

頁
132

京
都
・
相
国
寺

宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館

明
和
二
～
三
年

(１
７
６
５
～
１
７
６
６
)

１
４
２
・
１
×
７
９
・
２

絹
本
着
色

伊
藤
若
冲

老
松
白
鳳
図

図
20

﹃
伊
藤
若
冲
大
全
﹄、
小
学
館
、
２
０
０
２
年
、

頁
24

京
都
・
東
本
願
寺

宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館

宝
暦
五
年
(１
７
５
５
)

１
８
５
・
５
×
１
１
３
・
８

図
21

﹃
伊
藤
若
冲
大
全
﹄
２
０
０
２
年
、

頁
22

プ
ラ
イ
ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

宝
暦
五
年
(１
７
５
５
)

１
２
９
・
７
×
７
１
・
０

絹
本
着
色

伊
藤
若
冲

虎
図

(
落
款
部
分
)

図
22

﹃
伊
藤
若
冲
大
全
﹄、
小
学
館
、
２
０
０
２
年
、

頁
86

京
都
・
相
国
寺

宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館

宝
暦
七
～
宝
暦
十
年

(１
７
５
７
～
１
７
６
０
)

１
４
２
・
５
×
７
９
・
７

絹
本
着
色

伊
藤
若
冲

１
５
０
・
０
×
７
３
・
８

絹
本
着
色

岡
岷
山

牡
丹
孔
雀
図

図
24

﹃
伊
藤
若
冲
大
全
﹄
２
０
０
２
年
、

頁
120

京
都
・
相
国
寺

宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館

宝
暦
十
～
明
和
二

(１
７
６
０
～
１
７
６
５
)

１
４
２
・
７
×
７
９
・
６

絹
本
着
色

伊
藤
若
冲

薔
薇
小
禽
図

(
落
款
部
分
)

図
23

十
八
世
紀
中
期
～
十
九
世
紀
初
頭

︹
表
︺

図
版
一
覧

﹃
花
鳥
画
の
世
界

第
七
巻

文
雅
の
花
・
綺
想
の
鳥
︱
江
戸
中
期
の
花
鳥
Ⅱ
﹄

学
習
研
究
社
、
１
９
８
３
年
、
図
97


