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宗
達
筆
《
松
島
図
屏
風
》
考
　
下
　
　
豊
寿
が
れ
る
海
の
創
出
　

仲
　
町
　
啓
　
子

宗
達
筆
《
松
島
図
屏
風
》（
フ
リ
ア
美
術
館
蔵
、
挿
図
１
）
の
魅
力
は
、
第
一
に

多
彩
な
表
情
を
見
せ
る
海
原
に
あ
る
。
こ
の
屏
風
の
前
に
立
つ
者
は
、
誰
し
も
そ
の

迫
力
に
圧
倒
さ
れ
る
。
金
と
墨
の
線
に
よ
る
山
形
の
波
は
複
雑
に
折
り
重
な
り
、
そ

の
間
に
実
に
様
々
な
形
の
白
い
波
頭１
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
表
さ
れ
た
流
動
感

と
連
続
感
は
、
ま
る
で
一
続
き
の
ド
ラ
マ
を
見
て
い
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。
波
頭

に
塗
ら
れ
た
胡
粉
の
「
白
」
が
、
岩
や
松
の
緑
青
・
群
青･

代
赭
そ
し
て
州
浜
の
金

銀
と
反
映
し
て
、
大
和
絵
独
特
の
清
澄
な
色
感
を
奏
で
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。

殊
に
胡
粉
の
暖
か
み
の
あ
る
白
と
圧
倒
的
な
金
が
、
画
面
を
明
る
く
開
放
的
な
気
分

に
さ
せ
て
い
る
。

一
、
伝
来
と
研
究
史
、
及
び
問
題
点

と
こ
ろ
で
、《
松
島
図
屏
風
》
ほ
ど
、
宗
達
画
の
な
か
で
多
く
の
研
究
が
重
ね
ら

れ
た
作
品
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
研
究
史
自
体
は
意
外
と
浅
い
。
江
戸
時
代
に

初
め
て
こ
の
屏
風
の
真
価
を
見
出
し
た
の
は
、
一
七
〇
〇
年
前
後
に
宗
達
の
画
風
を

継
承
し
た
尾
形
光
琳
（
一
六
五
八
―
一
七
一
六
）
で
あ
っ
た
。
ほ
ぼ
忠
実
な
写
し
を

一
点
（
旧
岩
崎
家
蔵
、
焼
失
）２

の
ほ
か
、
右
隻
の
構
図
を
や
や
変
え
た
作
品
（
米
・

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
ほ
か
）
も
制
作
し
て
い
る
。
光
琳
の
《
松
島
図
屏
風
》
は
幕
末

期
の
江
戸
で
享
受
さ
れ
、
写
し
継
が
れ
て
ゆ
く
が３
、
宗
達
画
自
体
は
、
そ
の
後
は
ほ

と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
明
治
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。

近
代
に
な
っ
て
初
め
て
記
録
に
現
れ
る
の
は
、
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
に

堺
市
が
行
っ
た
「
古
社
寺
調
査
記
録
」（
堺
市
中
央
図
書
館
蔵
）
で
あ
る
。
そ
の
祥

雲
寺
の
項
に
見
ら
れ
る
「
一
、
荒
磯
屏
風　

六
枚
折　

壱
双　

野
村
宗
達
筆　

谷
家

よ
り
寄
付
」
と
い
う
記
録
が
、
宗
達
の
《
松
島
図
屏
風
》
を
指
す
も
の
と
判
断
で
き

る
。
旧
稿
で
考
察
し
た
よ
う
に４
、
諸
事
情
を
考
慮
し
て
、
宗
達
の
《
松
島
図
屏
風
》

は
、
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
―
四
五
）
の
前
半
に
、
こ
の
祥
雲
寺
建
立
に
功
績
の

あ
っ
た
谷
正
安
の
注
文
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
、
そ
の
後
、
長
く
同
寺
に
秘
蔵
さ
れ
て

き
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。

そ
の
後
、
同
屏
風
は
美
術
商
の
小
林
文
七５
の
手
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
に
持
ち
出
さ

れ
、
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）、
チ
ャ
ー
ル
ズ
Ｌ
．
フ
リ
ア
の
所
蔵
に
な
っ

た６
。
フ
リ
ア
に
宛
て
た
、
一
九
〇
六
年
六
月
二
十
八
日
付
け
の
手
紙
（
フ
リ
ア
美
術

館
蔵
）
の
な
か
で
、
小
林
は
三
年
が
か
り
の
交
渉
の
末
、
あ
る
仏
教
寺
院
の
宝
物
で

あ
っ
た
こ
の
屏
風
を
手
に
入
れ
た
こ
と
、
宗
達
の
最
も
す
ば
ら
し
い
作
品
で
あ
る
と

学
者
も
好
事
家
も
認
め
て
い
る
こ
と
、
二
週
間
以
内
に
写
真
を
撮
っ
て
送
る
こ
と
な

ど
を
告
げ７
、
購
入
を
促
し
て
い
る
。
こ
の
手
紙
の
端
に
記
録
さ
れ
た
フ
リ
ア
の
メ
モ

に
よ
る
と
、
返
事
は
七
月
十
六
日
付
け
で
出
さ
れ
た
ら
し
い
。
そ
の
後
も
売
買
の
交
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渉
は
順
調
に
進
み
、
九
月
十
日
に
小
林
は
船
で
日
本
を
発
ち
、
ア
メ
リ
カ
の
西
海
岸

に
到
着
し
た
の
ち
陸
路
で
東
へ
向
か
い
、
十
月
十
六
日
に
デ
ト
ロ
イ
ト
の
フ
リ
ア
宅

を
訪
れ
た８
。
こ
の
訪
問
時
に
《
松
島
図
屏
風
》
も
海
を
渡
っ
た
可
能
性
は
高
い
が
、

残
念
な
が
ら
こ
の
訪
問
に
通
訳
と
し
て
同
行
し
た
英
文
学
者
の
戸
川
秋
骨
は
、
屏
風

や
取
引
な
ど
に
つ
い
て
は
一
切
記
録
し
て
い
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
そ
の
時
に

正
式
の
売
買
契
約
が
成
立
し
た
こ
と
は
確
か
で
、
十
月
十
八
日
付
け
の
フ
ェ
ノ
ロ
サ

宛
の
手
紙
（
フ
リ
ア
美
術
館
蔵
）
の
な
か
で
、
フ
リ
ア
は
一
万
ド
ル
と
言
っ
て
い
た

小
林
の
売
値
を
半
値
に
し
て
購
入
し
た
こ
と
を
誇
ら
し
げ
に
報
告
し
て
い
る
。

フ
リ
ア
の
所
蔵
と
な
っ
た
《
松
島
図
屏
風
》
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
メ
ト
ロ
ポ
リ

タ
ン
美
術
館
で
一
九
一
七
年
に
開
催
さ
れ
た
「
日
本
美
術
展
」
へ
出
品
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。
そ
れ
は
石
井
菊
次
郎
子
爵
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
特
派
大
使
と
し
て
着
任
し

た
の
を
記
念
し
て
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
で９
、
お
そ
ら
く
《
松
島
図
屏
風
》
が
フ
リ
ア

美
術
館
以
外
の
ア
メ
リ
カ
の
美
術
館
で
展
示
さ
れ
た
の
は
こ
の
と
き
だ
け
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
元
フ
リ
ア
美
術
館
の
館
長
・
ト
ー
マ
ス･
ロ
ー
ト
ン
は
、
フ
リ
ア

が
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
へ
の
出
品
に
同
意
し
た
の
は
、
彼
が
そ
の
頃
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
に
も
住
居
を
持
っ
て
い
た
た
め
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る11
。
な
お
、
挿

図
２
は
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
そ
の
時
の
展
示
風
景
を

撮
っ
た
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。《
松
島
図
屏
風
》
の
隣
に
は
、
同
じ
く
フ
リ
ア
の
所

蔵
品
で
あ
っ
た
《
鶏
頭
玉
蜀
黍
図
屏
風
》（
現
フ
リ
ア
美
術
館
蔵
）
も
見
え
る
。

日
本
の
学
会
に
初
め
て
紹
介
さ
れ
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
か
ら
さ
ら
に
三

十
年
ほ
ど
後
の
一
九
三
八
年
で
あ
っ
た11
。
本
格
的
な
研
究
が
始
ま
る
の
は
さ
ら
に
遅

れ
て
一
九
七
〇
年
代
で
あ
る12
。
つ
ま
り
、
近
年
の
お
よ
そ
半
世
紀
の
間
に
、
急
速
に

注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
作
品
な
の
で
あ
る
。

研
究
史
で
最
も
多
い
の
は
画
題
論
で
、
名
所
絵
と
し
て
ど
こ
に
比
定
す
べ
き
か
が

議
論
さ
れ
た
。
陸
奥
の
松
島
説
、
伊
勢
の
海
説
、
住
吉
の
浜
説
、
末
の
松
山
説
な
ど

が
出
さ
れ
た
が11
、
未
だ
ど
れ
と
決
す
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
特

定
の
名
所
に
限
定
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
る11
。
筆
者
も
名
所
絵
で
は
あ

り
得
な
い
と
い
う
立
場
で
、
日
本
に
お
け
る
伝
来
や
注
文
主
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と

が
あ
る11
。
後
ほ
ど
六
章
で
そ
の
内
容
を
要
約
し
つ
つ
、
新
た
な
展
開
を
述
べ
た
い
。

同
じ
く
非
名
所
絵
論
の
立
場
で
、
太
田
昌
子
は
、
屏
風
の
両
隻
に
は
、〈
荒
磯
〉（
右

隻
）
と
〈
州
浜
〉（
左
隻
）
と
い
う
、
日
本
に
お
け
る
海
の
絵
画
化
の
原
型
と
も
言

う
べ
き
形
態
が
記
憶
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
荒
磯
が
外
来
系
で
仙
界
的
な

も
の
と
結
び
つ
く
の
に
対
し
て
、
州
浜
は
む
し
ろ
土
着
的
な
も
の
で
、
そ
の
イ
メ
ー

ジ
は
彼
岸
性
・
祝
祭
性
を
喚
起
す
る
と
い
う11
。
興
味
深
い
指
摘
で
あ
り
説
得
力
に
富

む
説
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
宗
達
の
《
松
島
図
屏
風
》
固
有
の
表
現
に
関
し
て
は
、
未

だ
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
。

《
松
島
図
屏
風
》
の
な
か
に
荒
磯
と
州
浜
を
見
出
す
と
し
て
も
、
画
面
上
圧
倒
的

な
分
量
を
占
め
る
の
は
、「
海
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
実
は
こ
の
「
海
」
こ
そ
、
こ

の
屏
風
の
中
心
的
な
モ
チ
ー
フ
と
呼
ん
で
も
過
言
で
は
な
い
。
次
に
考
察
す
る
よ
う

に
、
宗
達
は
そ
れ
ま
で
の
あ
る
種
の
日
本
の
海
の
表
現
を
継
承
し
て
い
る
が
、
宗
達

画
ほ
ど
、
屏
風
と
い
う
大
画
面
に
、
効
果
的
か
つ
見
事
に
描
き
出
し
た
例
は
、
宗
達

以
前
に
も
以
後
に
も
な
い
。
本
屏
風
の
主
題
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
ど
こ
の
海

（
名
所
）
を
表
し
て
い
る
の
か
で
は
な
く
、
い
か
に
「
海
」
が
絵
画
化
さ
れ
て
い
る

か
と
い
う
点
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
。
以
下
、《
松
島
図
屏
風
》
の
海
の
表
現

を
歴
史
的
に
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
採
用
し
た
契
機
こ
そ
、
こ
の
屏
風
の

制
作
事
情
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
察
す
る
。

二
、
魅
惑
的
な
海

ま
ず
宗
達
の
画
面
に
再
度
注
目
し
て
み
よ
う
。
宗
達
画
の
海
は
、
波
の
動
き
と
波
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頭
の
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
波
の
動
き
に
は
、
山
形
の
波
を
交
互
に
重
ね
て

描
く
、
い
わ
ゆ
る
〈
千
重
波
〉（
挿
図
３
）
と
、
そ
の
間
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
入
れ

込
ま
れ
る
、
渦
巻
き
状
に
広
が
る
楕
円
形
の
波
（
挿
図
４
）
の
二
つ
が
あ
る
。
後
者

を
こ
こ
で
は
〈
渦
潮
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。〈
千
重
波
〉
は
、
一
一
六
〇
年
代
半

ば
頃
の
《
平
家
納
経
》
授
記
品
表
紙
絵
（
広
島･

厳
島
神
社
蔵
）
な
ど
か
ら
示
唆
を

受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る11
。
宗
達
は
一
六
〇
二
年
頃
そ
の
修
理

に
携
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
時
に
見
る
機
会
を
得
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。

た
だ
し
、《
平
家
納
経
》
授
記
品
に
比
べ
て
、
宗
達
画
の
山
形
は
は
る
か
に
大
き

く
、
し
か
も
複
雑
に
絡
み
合
い
な
が
ら
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き
を
見
せ
て
い
る
。

山
形
を
象
る
優
美
な
線
の
軌
跡
は
、
同
じ
《
平
家
納
経
》
で
も
《
授
記
品
》
よ
り

《
薬
王
品
》
本
紙
裏
の
模
様
や
、
一
一
一
〇
年
頃
の
制
作
と
目
さ
れ
る
《
三
十
六
人

集
》（
京
都･

西
本
願
寺
ほ
か
蔵
、
挿
図
５
）
の
雲
母
刷
模
様
の
波
の
カ
ー
ブ
の
ほ

う
に
近
い
。

波
は
金
と
墨
の
線
を
交
互
に
使
っ
て
表
さ
れ
る
。
そ
の
描
き
方
の
先
例
と
し
て
、

玉
蟲
敏
子
は
《
波
涛
図
》（
米
・
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
Ａ
・
サ
ッ
ク
ラ
ー
美
術
館
）
を

挙
げ
て
い
る11
。
こ
の
よ
う
な
明
代
の
職
業
画
家
の
作
品
は
、
室
町
時
代
以
降
、
か
な

り
多
く
日
本
に
入
っ
て
き
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
宗
達
が
そ
の
な
か
の
ひ
と
つ

を
ヒ
ン
ト
と
し
た
可
能
性
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
宗
達
の
画
面
は
明
る
く

か
つ
開
放
的
で
あ
り
、
中
国
画
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
印
象
を
与
え
て
い
る
。
ま

た
、
宗
達
の
波
を
描
く
線
は
、
線
自
体
の
魅
力
に
富
み
、
熟
達
し
て
い
な
が
ら
も
機

械
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た
筆
の
運
び
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

波
頭
の
形
は
実
に
多
彩
で
あ
る
。《
雲
龍
図
屏
風
》
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な

「
立
ち
上
が
る
」
形
（
挿
図
６
）
の
ほ
か
、
蕨
手
状
に
広
が
る
先
端
部
分
を
、
上
や

下
あ
る
い
は
横
に
向
け
な
が
ら
、
軽
や
か
で
自
在
な
動
き
を
見
せ
る
ユ
ニ
ー
ク
な
波

頭
群
（
挿
図
７
）
が
あ
る
。
そ
の
形
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
蕨
手
状
の
波
頭
の

先
例
を
指
摘
す
る
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
が11
、
宗
達
の
波
頭
は
、
卓
越
し
た
造
形
力

に
よ
っ
て
す
っ
か
り
独
創
的
な
形
に
変
え
ら
れ
て
い
て
、
指
摘
さ
れ
た
い
ず
れ
の
原

画
と
も
形
態
・
線
描
と
も
に
か
な
り
趣
の
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
美
し
い

白
い
波
頭
の
絶
妙
な
配
置
は
画
面
を
活
気
づ
け
、
心
地
よ
い
リ
ズ
ム
を
屏
風
画
全
体

に
生
み
出
し
て
い
る
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
宗
達
の
《
松
島
図
屏
風
》
の
独
創
性
は
ほ
と
ん
ど
孤
立
的

で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
千
重
波
・
渦
潮
・
波
頭
の
三
点
に
注

目
し
て
江
戸
時
代
以
前
の
海
の
表
し
方
を
見
て
行
く
と
、《
松
島
図
屏
風
》
も
、
そ

れ
ま
で
の
文
化
的
伝
統
か
ら
ま
っ
た
く
隔
絶
し
た
と
こ
ろ
で
生
み
出
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
い
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
次
に
そ
の
図
柄
が
有
す
る
歴
史
的
な
意
味
に
つ
い
て

考
え
る
。

三
、
奇
瑞
の
出
現
を
告
げ
る
海

結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、
そ
れ
ら
の
三
要
素
が
登
場
す
る
の
は
、〈
奇
瑞
〉
が
現

れ
る
時
の
海
の
描
写
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
以
降
に
制
作
さ
れ
た
絵
巻
物
で
は
、
祖
師

な
ど
の
宗
教
者
が
奇
瑞
を
起
こ
す
場
面
が
海
（
あ
る
い
は
川
）
で
あ
る
と
、
決
ま
っ

て
こ
れ
ら
三
要
素
が
現
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
〈
瑞
雲
〉
が
特
別
な
場
所
や
出
来
事
を
表

す
記
号
と
し
て
登
場
し
た
よ
う
に
、
千
重
波
・
渦
潮
・
波
頭
の
組
み
合
わ
せ
も
、
超

現
実
的
な
特
別
な
出
来
事
で
あ
る
〈
奇
瑞
〉
を
表
す
印
で
あ
っ
た
。
以
下
、
絵
巻
の

場
面
か
ら
、
そ
れ
を
示
す
代
表
的
な
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

《
玄
奘
三
蔵
絵
》　

十
四
世
紀
初
頭
の
高
階
派
の
手
に
な
る
《
玄
奘
三
蔵
絵
》（
大

阪
・
藤
田
美
術
館
蔵
）
第
一
巻
四
段
は
、
玄
奘
が
夢
の
中
で
世
界
の
中
心
に
そ
び
え

る
と
言
わ
れ
る
聖
な
る
山
・
須
弥
山
を
訪
ね
る
場
面
（
挿
図
８
）
で
あ
る
。
四
段
で

は
、
ま
ず
ま
ど
ろ
む
玄
奘
の
姿
が
捉
え
ら
れ
た
後
、
特
別
な
出
来
事
を
予
告
す
る
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〈
瑞
雲
〉
が
描
き
出
さ
れ
、
奇
瑞
の
舞
台
と
な
る
海
上
の
風
景
へ
と
移
る
。
そ
こ
で

は
左
右
に
日
輪
と
月
輪
を
配
し
て
海
中
よ
り
そ
び
え
立
つ
須
弥
山
に
向
け
て
、
蓮
華

座
を
た
ど
り
な
が
ら
歩
を
進
め
る
玄
奘
が
描
か
れ
る
。
海
に
は
龍
や
怪
魚
が
泳
ぎ
回

り
、
黒
雲
上
で
は
雷
神
が
雷
鳴
を
轟
か
せ
、
超
現
実
の
世
界
を
演
出
し
て
い
る
。
こ

れ
は
ま
さ
に
不
思
議
な
宗
教
的
奇
跡
の
瞬
間
な
の
で
あ
る
。
遠
く
の
ほ
う
に
行
く
に

従
い
、
穏
や
か
な
海
面
と
な
っ
て
い
る
が
、
奇
瑞
が
起
き
て
い
る
前
景
の
海
面
で

は
、
千
重
波
・
渦
潮
・
波
頭
が
交
錯
し
て
、
そ
の
場
面
が
「
特
別
な
」
空
間
で
あ
る

こ
と
を
表
し
て
い
る
。

《
華
厳
宗
祖
師
絵
伝
》　

十
三
世
紀
前
半
の
《
華
厳
宗
祖
師
絵
伝
》
義
湘
絵
（
京

都
・
高
山
寺
蔵
）
第
三
巻
四
段
は
、
唐
で
の
修
行
を
終
え
て
新
羅
へ
帰
国
す
る
僧
・

義
湘
の
乗
る
船
を
、
彼
に
心
を
寄
せ
る
唐
の
女
性
・
善
妙
が
守
っ
て
、
新
羅
へ
と
送

り
届
け
る
と
こ
ろ
を
描
い
て
い
る
。
彼
女
は
海
中
に
身
を
投
じ
て
龍
に
変
身
し
て
い

る
。
そ
こ
で
は
高
波
は
千
重
波
と
な
り
、
宗
達
の
形
と
は
や
や
異
な
る
が
波
頭
も
加

わ
り
、
渦
巻
く
波
も
見
え
る
。
ま
さ
に
こ
の
世
の
も
の
で
は
な
い
「
龍
」
と
い
う
存

在
を
現
出
さ
せ
る
舞
台
装
置
こ
そ
、
こ
う
し
た
海
の
表
現
で
あ
っ
た21
。

《
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
》　

海
で
は
な
い
が
、
た
だ
な
ら
ぬ
喧
噪
の
態
で
賀
茂
川
を

描
写
す
る
の
が
、
十
三
世
紀
後
半
の
弘
安
本
《
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
》
の
尊
意
が
参

内
す
る
場
面
（
長
野
・
サ
ン
リ
ツ
服
部
美
術
館
蔵
）
で
あ
る
。
賀
茂
川
の
水
が
分
か

れ
て
尊
意
の
乗
る
牛
車
を
通
し
た
と
い
う
奇
瑞
の
出
現
に
、
ま
る
で
波
ま
で
も
が
驚

い
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
奔
放
な
動
き
を
見
せ
て
い
る
。《
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
》

（
山
口
・
防
府
天
満
宮
蔵
）
を
は
じ
め
、
弘
安
本
の
図
柄
を
継
承
す
る
天
神
縁
起
絵

は
多
く
、
い
ず
れ
も
同
様
な
図
柄
を
受
け
継
い
で
い
る
。
こ
の
場
面
を
独
立
さ
せ
て

屏
風
絵
に
し
た
の
が
十
六
世
紀
の
《
尊
意
入
内
図
屏
風
》（
東
京
・
出
光
美
術
館

蔵
）
で
あ
る
。
殊
に
、
立
ち
上
が
る
波
涛
の
ま
る
で
踊
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
形
が

お
も
し
ろ
く
表
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
じ
弘
安
本
で
も
、
太
宰
府
へ
左
遷
さ
れ
る

船
上
の
菅
原
道
真
を
描
い
た
場
面
（
米
・
シ
ア
ト
ル
美
術
館
蔵
）
で
は
、
海
面
は
穏

や
か
な
平
行
線
状
の
波
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
両
者
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
て
い

る
。中

国
画
の
な
か
の
波
の
表
現　

以
上
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
千
重
波
・
渦
潮
・
逆

巻
く
波
頭
な
ど
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
異
様
に
荒
れ
狂
っ
た
海
に
は
、
日
常
世
界
か
ら

の
超
越
を
示
す
機
能
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
表
現
が
、
い
つ
頃
、
ど
の

よ
う
な
機
縁
で
成
立
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
研
究
を
重
ね
る
必
要
が
あ

る
が
、
中
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
た

と
え
ば
、
中
国
・
五
代
の
《
閬
苑
女
仙
図
巻
》（
北
京
・
故
宮
博
物
院
蔵
）
で
は
、

女
仙
た
ち
が
集
う
仙
境
を
異
様
に
波
立
つ
水
面
の
描
写
が
取
り
囲
み
、
仙
境
と
い
う

特
別
な
領
域
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
ま
た
、
明
の
周
臣
筆
《
北
溟
図
卷
》（
米
・
ネ

ル
ソ
ン
・
ア
ト
キ
ン
ス
美
術
館
蔵
）
で
は
、『
荘
子　

逍
遙
遊
篇
』
が
説
く
、
鯤
と

い
う
大
魚
が
済
む
北
の
暗
い
海
で
あ
る
〈
北
溟
〉
を
表
す
の
に
、
千
重
波
・
渦
潮
・

逆
巻
く
波
頭
が
表
さ
れ
て
い
る21
。
な
お
、
上
に
述
べ
た
絵
巻
物
の
ひ
と
つ
、《
華
厳

宗
祖
師
絵
伝
》
で
は
、
当
時
舶
載
さ
れ
た
中
国
画
の
構
図
が
参
照
さ
れ
て
い
て
、
絵

巻
作
者
が
貪
欲
に
中
国
画
か
ら
学
ん
で
い
た
様
子
が
判
明
し
て
い
る
の
で22
、
こ
の
よ

う
な
海
の
表
現
に
関
し
て
も
同
様
な
状
況
が
存
在
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

四
、
穏
や
か
な
海
・
長
閑
な
浜
辺

奇
瑞
の
海
と
対
照
的
な
の
は
、
日
常
的
あ
る
い
は
平
穏
な
海
の
描
写
で
あ
る
。
こ

の
例
は
か
な
り
多
い
が
、
そ
れ
が
登
場
す
る
場
面
が
奇
瑞
の
海
と
は
い
か
に
異
な
っ

た
も
の
で
あ
る
か
を
見
極
め
る
た
め
、
こ
こ
で
も
絵
巻
を
中
心
に
典
型
的
な
作
例
を

い
く
つ
か
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

《
山
水
屏
風
》　

現
存
す
る
最
古
の
例
と
思
わ
れ
る
の
は
、
十
一
世
紀
の
《
山
水
屏
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風
》（
京
博
蔵
、
東
寺
旧
蔵
）
で
あ
る
。
屏
風
で
は
登
場
人
物
た
ち
の
背
後
に
、
画

面
上
部
に
向
か
っ
て
し
だ
い
に
幅
を
広
げ
て
ゆ
く
海
景
（
あ
る
い
は
川
）
が
描
か
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
は
鈍
角
状
の
山
形
の
線
を
ほ
ぼ
平
行
状
に
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
穏
や
か
な
水
面
の
よ
う
す
が
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
線
は
繊
細
で
実
に
美
し

い
。
下
地
に
は
、
青
系
の
色
が
薄
く
濃
淡
を
つ
け
て
塗
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
水

面
の
描
写
法
は
、
最
も
一
般
的
な
も
の
と
し
て
、
以
後
も
多
く
の
作
例
が
あ
る
。
前

景
で
は
、
隠
棲
す
る
老
詩
人
ら
し
き
人
物
を
訪
問
す
る
人
た
ち
が
表
さ
れ
て
い
る
の

で
、
こ
れ
が
日
常
的
と
も
言
え
る
人
事
の
一
コ
マ
を
画
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。

十
四
世
紀
初
頭
の
画
中
障
子
絵　

画
中
画
で
は
あ
る
が
、
応
長
元
年
（
一
三
一

一
）
の
《
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
》
第
三
巻
（
山
口
・
防
府
天
満
宮
蔵
）
の
「
左
大
臣

藤
原
時
平
邸
の
障
子
絵
」
や
、
宮
廷
絵
師
・
高
階
隆
兼
の
筆
に
よ
る
一
三
〇
九
年
の

《
春
日
権
現
験
記
絵
巻
》（
東
京
・
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
）
第
三
巻
の
「
知
足
院
関
白
忠

実
邸
の
障
子
絵
」（
挿
図
９
）
に
、《
山
水
屏
風
》
と
似
た
波
が
出
て
く
る
。
広
い
海

を
背
景
に
松
の
生
え
た
岩
や
州
浜
を
描
く
、
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
画
中
画
を
、《
松
島

図
屏
風
》
の
先
例
と
考
え
る
意
見
も
あ
る21
。
し
か
し
よ
く
見
る
と
、
前
者
で
は
馬
上

の
人
物
が
、
後
者
で
は
鵜
、
千
鳥
、
帆
船
な
ど
、
風
俗
や
花
鳥
の
要
素
が
加
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
景
物
の
存
在
は
、
二
点
の
貴
族
邸
の
襖
絵
が
、
ど
こ
か
の
身

近
な
海
の
景
色
つ
ま
り
名
所
絵
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。《
松
島
図
屏

風
》
に
は
そ
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
は
い
っ
さ
い
登
場
し
な
い
。
そ
の
点
こ
そ
、《
松

島
図
屏
風
》
が
名
所
絵
で
あ
る
と
い
う
説
を
否
定
す
る
有
力
な
根
拠
の
一
つ
で
あ

る
。
た
だ
《
松
島
図
屏
風
》
と
主
題
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
、
緑
青
・

群
青
・
代
赭
な
ど
を
主
体
と
し
た
色
感
は
宗
達
画
と
近
く
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ

ず
、
宗
達
が
鎌
倉
時
代
末
ま
で
遡
る
宮
廷
絵
師
系
の
良
質
な
大
和
絵
の
色
感
を
継
承

し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

《
一
遍
聖
絵
》
と
《
石
山
寺
縁
起
絵
巻
》　
《
山
水
屏
風
》
の
描
き
方
を
よ
く
継
承

し
て
い
る
絵
巻
に
、
一
二
九
九
年
に
円
伊
が
描
い
た
《
一
遍
聖
絵
》（
神
奈
川
・
清

浄
光
寺
蔵
、
第
七
巻
は
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
が
あ
る
。
日
本
各
地
を
遊
行
し
た
一

遍
の
事
跡
を
記
し
た
同
絵
巻
に
は
、
日
本
の
海
が
た
び
た
び
登
場
し
、
そ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
《
山
水
屏
風
》
と
同
様
の
や
り
方
で
描
写
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
と

よ
く
似
た
海
面
の
描
写
は
、
一
三
二
四
、
五
年
頃
に
宮
廷
絵
師
の
高
階
派
に
よ
っ
て

制
作
さ
れ
た21
《
石
山
寺
縁
起
絵
巻
》（
滋
賀
・
石
山
寺
蔵
）
第
一
巻
五
段
の
宇
多
法

皇
行
幸
の
場
面
に
も
見
ら
れ
る
。
正
確
に
は
そ
れ
は
海
で
は
な
く
琵
琶
湖
で
は
あ
る

が
、
近ち

か
つ

淡あ
わ

海う
み

あ
る
い
は
鳰に

お
の

海う
み

と
呼
ば
れ
た
琵
琶
湖
が
、
海
と
同
じ
よ
う
な
意
識
で

描
写
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
い
ず
れ
も
固
有
名
詞
の
あ
る
日
本

の
名
所
、
あ
る
い
は
実
在
の
地
を
表
し
た
も
の
で
あ
っ
た
点
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。《

慕
帰
絵
詞
》　
《
慕
帰
絵
詞
》（
京
都
・
西
本
願
寺
蔵
）
第
六
巻
の
「
名
所
松
島
」

を
描
い
た
場
面
（
挿
図
10
）
で
も
、《
山
水
屏
風
》
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
山
形
の
波

が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
、
海
岸
線
に
打
ち
寄
せ
る
白
い
波
し
ぶ
き
は
見
え
る
が
、
逆

巻
く
よ
う
な
波
頭
は
描
か
れ
な
い
。
こ
の
名
所
松
島
の
場
面
で
は
、
狩
り
に
行
く
人

や
旅
人
、
人
家
、
鵜
、
帆
船
、
釣
り
船
、
神
社
と
太
鼓
橋
、
漁
村
ら
し
き
集
落
、
季

節
を
表
す
紅
葉
し
た
木
、
な
ど
が
描
き
加
え
ら
れ
、
日
本
の
景
色
で
あ
る
〈
名
所
〉

の
内
容
を
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
。
第
七
巻
の
和
歌
浦
を
描
く
箇
所
（
挿
図
11
）

で
は
、
山
形
の
波
と
小
さ
め
の
波
頭
と
を
組
み
合
わ
せ
た
、
模
様
化
し
た
波
が
繰
り

返
し
描
か
れ
る
。
外
洋
の
や
や
波
立
つ
様
子
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
高
波
の

表
現
の
例
は
他
に
も
あ
る
が21
、「
奇
瑞
を
表
す
海
」
と
は
異
質
で
、
そ
こ
に
非
日
常

的
な
異
常
さ
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
和
歌
浦
で
は
、
海
岸
の
美
し
い
白
砂
が
目
を
引
き
、
水
際
に
は
貝
殻
や
海

藻
な
ど
が
打
ち
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
海
岸
は
親
し
み
を
込
め
て
描
写
さ
れ
、
同
時
に
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美
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
美
し
い
浜
辺
に
打
ち
寄
せ
ら
れ
た
貝
や
海
藻

に
対
す
る
、
古
代
以
来
の
日
本
人
の
心
性
は
、
催
馬
楽
「
伊
勢
の
海
」
に
よ
く
表
れ

て
い
る
。「
伊
勢
の
海
の　

き
よ
き
渚
に　

潮し
ほ

間が
ひ

に　

な
の
り
そ
や
摘
ま
む　

貝
や

拾
は
む
や　

玉
や
拾
は
む
や
」（
伊
勢
の
海
の
汚
れ
な
く
美
し
い
海
岸
で
、
潮
の
引

い
て
い
る
間
に
、
海
藻
を
摘
も
う
、
貝
を
拾
お
う
、
玉
を
拾
お
う
）21
。
こ
こ
に
謡
わ

れ
て
い
る
よ
う
な
身
近
な
浜
辺
に
対
す
る
独
特
の
親
和
的
な
感
情
は
、
古
代
以
来
、

少
な
く
と
も
近
代
以
前
ま
で
は
日
本
人
が
抱
き
続
け
て
来
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

そ
の
光
景
が
い
か
に
日
本
の
美
し
い
浜
辺
を
表
す
ひ
と
つ
の
典
型
的
表
現
で
あ
っ

た
か
は
、
室
町
時
代
の
《
源
氏
物
語
図
澪
標
図
扇
面
》（
九
博
蔵
、
挿
図
12
）21

を
は

じ
め
、
多
く
の
物
語
絵
が
そ
れ
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
。
そ
の

扇
面
で
は
海
岸
の
白
砂
に
、
海
藻
や
貝
な
ど
が
ま
る
で
模
様
の
よ
う
に
散
り
ば
め
ら

れ
て
い
る
。
浜
辺
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
そ
れ
ら
の
様
子
は
愛
ら
し
く
、
海
辺
を
慈
し

む
か
の
よ
う
な
や
さ
し
い
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
る
。
宗
達
の
《
源
氏
物
語
関
屋
・
澪

標
図
屏
風
》（
東
京
・
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
蔵
）
の
《
澪
標
図
》（
挿
図
13
）
で
は
、

貝
殻
や
海
藻
こ
そ
描
か
れ
な
い
も
の
の
、
海
岸
は
美
し
い
白
砂
と
し
て
表
さ
れ
、
つ

ぶ
つ
ぶ
と
し
た
砂
が
胡
粉
の
盛
り
上
げ
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
波
は
千
重
波
な

が
ら
も
山
形
の
盛
り
上
が
り
は
《
松
島
図
屏
風
》
に
比
し
て
低
く
、
同
じ
形
が
繰
り

返
し
描
か
れ
て
い
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
波
が
《
松
島
図
屏
風
》
の
そ
れ
ほ
ど
存
在

感
を
主
張
し
て
い
な
い
。
海
面
に
は
波
頭
や
う
ず
潮
は
見
え
な
い
。
宗
達
が
、
そ
れ

ま
で
の
日
本
の
絵
画
表
現
の
な
か
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
二
種
類
の
海
の
描
写
法
の

意
味
を
理
解
し
、
そ
れ
を
「
意
識
的
に
」
使
い
分
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。た

だ
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
確
か
に
描
写
法
自
体
は
二
種
類
存
在
す
る

が
、《
松
島
図
屏
風
》《
源
氏
物
語
関
屋
・
澪
標
図
屏
風
》
の
両
屏
風
が
表
す
画
面
の

雰
囲
気
に
は
、
あ
る
い
は
画
面
感
情
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
決
定
的
な
差
は
な
い
と
い
う

点
で
あ
る
。《
松
島
図
屏
風
》
の
海
は
〈
奇
瑞
〉
の
海
の
伝
統
に
則
っ
た
図
柄
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
絵
巻
な
ど
の
中
に
描
か
れ
た
奇
瑞
の
海
は
、
そ
の
場
面
の

性
格
上
、
常
に
ど
こ
か
重
々
し
く
、
深
刻
な
雰
囲
気
に
満
ち
て
い
る
。
し
か
し
、
宗

達
の
屏
風
に
は
、
暗
さ
も
重
苦
し
さ
も
な
い
。
あ
く
ま
で
も
明
る
く
か
つ
開
放
的
で

あ
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
れ
は
、
怒
る
神
の
姿
の
「
風
神
・
雷
神
」
に
、
笑
い
を
浮
か
べ

て
い
る
か
の
よ
う
な
ゆ
と
り
あ
る
表
情
を
与
え
た
の
に
通
じ
る
感
覚
で
あ
る
。《
松

島
図
屏
風
》
の
海
は
、
図
柄
的
に
は
〈
奇
瑞
〉
の
海
の
意
味
を
示
し
つ
つ
も
、
そ
こ

に
古
く
よ
り
日
本
人
が
抱
い
て
来
た
、
身
近
な
浜
辺
に
対
す
る
独
特
の
親
和
的
な
感

情
を
投
影
さ
せ
、
天
真
爛
漫
な
明
る
さ
に
満
た
さ
れ
た
海
の
景
色
を
作
り
上
げ
た
も

の
で
あ
っ
た
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
今
回
、
海
の
表
現
の
伝
統
か
ら
こ
の
屏
風
を
検

討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
達
の
作
風
の
特
色
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五
、
屏
風
に
描
か
れ
た
海

室
町
か
ら
桃
山
時
代
の
海
浜
風
景
を
描
く
屏
風
は
、
現
在
一
様
に
「
浜
松
図
屏

風
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
海
を
屏
風
に
描
く
と
い
う
点
で
は
、
そ
れ
ら
が
宗
達
画
の

直
前
の
作
例
と
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
四
点
の
浜
松
図
屏
風
に
表
さ
れ
た
「
海
」
の

特
色
に
つ
い
て
、
絵
巻
に
見
ら
れ
た
二
種
類
の
海
を
ど
の
よ
う
に
継
承
し
、
か
つ
展

開
し
て
い
る
か
、
画
題
と
描
写
と
の
関
係
を
踏
ま
え
つ
つ
考
え
て
み
た
い
。
な
お
、

浜
松
図
屏
風
に
登
場
す
る
波
の
形
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
す
べ
て
「
銀
」
を
主
体
と
し

て
描
か
れ
、
そ
れ
が
宗
達
画
と
の
大
き
な
違
い
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
予
め
指
摘

し
て
お
き
た
い
。
中
国
画
の
先
例
に
拠
っ
た
か
も
し
れ
な
い
宗
達
の
金
と
墨
線
に
よ

る
波
は
、
桃
山
時
代
ま
で
の
日
本
の
屏
風
絵
の
な
か
で
は
、
や
や
珍
し
い
も
の
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
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四
季
絵
や
歌
絵
の
場
合　

四
点
の
う
ち
三
点
は
、
平
安
時
代
以
来
の
大
和
絵
の
画

題
で
あ
る
、「
四
季
絵
」
あ
る
い
は
「
歌
絵
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
平
穏
な
海
の
描

写
の
系
譜
を
引
き
つ
つ
、
屏
風
画
上
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
に
当
た
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

様
式
化
さ
れ
た
波
形
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

海
北
友
松
（
一
五
三
三
―
一
六
一
五
）
の
《
浜
松
図
屏
風
》（
東
京
・
三
の
丸
尚

蔵
館
蔵
）
は
、
両
隻
に
描
き
加
え
ら
れ
た
千
鳥
に
よ
っ
て
、
室
町
時
代
の
《
塩
山
蒔

絵
硯
箱
》（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）
と
同
じ
く
「
賀
歌
」
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
判

明
す
る21
。
賀
歌
に
応
じ
る
か
の
ご
と
く
に
縁
起
の
良
い
「
青
海
波
」
が
採
用
さ
れ
、

入
り
江
か
ら
海
原
へ
と
広
が
る
穏
や
か
な
海
面
が
描
写
さ
れ
る
。
全
体
の
意
匠
的
な

構
成
に
、
模
様
化
さ
れ
た
波
の
表
現
は
よ
く
調
和
し
て
い
る
。

十
六
世
紀
の
作
と
さ
れ
る
《
浜
松
図
屏
風
》（
文
化
庁
蔵
）
は
、
右
か
ら
紅
白
梅

や
山
桜
に
よ
る
春
、
紅
葉
と
芦
穂
に
よ
る
秋
、
雪
山
に
よ
る
冬
と
、
移
り
ゆ
く
季
節

を
表
す
四
季
絵
で
あ
る
。
網
干
や
塩
焼
き
小
屋
な
ど
の
景
物
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。

海
原
は
右
隻
の
左
端
か
ら
左
隻
の
左
端
に
向
け
て
広
が
り
、
重
ね
ら
れ
た
数
本
の
銀

泥
線
に
よ
る
文
様
風
の
波
が
繰
り
返
し
描
か
れ
る
。

近
年
十
五
世
紀
後
半
の
制
作
説
が
出
て
い
る21
《
浜
松
図
屏
風
》（
東
京
国
立
博
物

館
蔵
）
も
、
人
事
や
花
や
鳥
な
ど
様
々
な
要
素
が
登
場
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
四

季
絵
と
目
さ
れ
る
。
先
の
二
点
の
屏
風
が
広
や
か
な
海
の
風
景
を
捉
え
な
が
ら
も
、

波
の
表
現
は
意
外
な
ほ
ど
単
調
な
の
と
は
対
照
的
に
、
海
岸
線
は
複
雑
に
入
り
組
み

広
い
海
は
登
場
し
な
い
が
、
模
様
化
し
た
水
紋
を
三
種
類
ほ
ど
使
い
分
け
て
い
る
。

波
紋
を
描
く
銀
の
線
は
、
し
な
や
か
だ
が
弾
力
が
あ
り
、
洗
練
さ
れ
た
技
量
を
感
じ

さ
せ
る
。
わ
ず
か
な
が
ら
も
波
頭
ら
し
き
形
も
見
え
る
。
し
か
し
、
宗
達
画
の
よ
う

な
、
海
面
が
踊
り
出
す
よ
う
な
流
動
感
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
は
異
質
で
あ
る
。

《
松
島
図
屏
風
》
と
似
た
海
の
表
現　

十
五
世
紀
の
作
と
さ
れ
る
《
浜
松
図
屏

風
》（
個
人
蔵
）
で
は
、
山
形
の
波
は
ジ
グ
ザ
グ
状
に
交
差
し
、
少
量
で
は
あ
る
が

波
頭
（
挿
図
14
）
や
渦
潮
（
挿
図
15
）
の
形
も
登
場
す
る
。
波
が
交
錯
す
る
と
こ
ろ

に
は
、
小
さ
な
波
頭
も
入
れ
ら
れ
る
。
友
松
画
の
よ
う
な
歌
絵
で
も
、
ふ
た
つ
の

《
浜
松
図
屏
風
》
の
よ
う
な
四
季
絵
で
も
な
い
こ
と
、
画
面
上
「
海
」
の
部
分
の
割

合
が
多
く
、
海
が
し
っ
か
り
と
し
た
存
在
感
を
示
す
こ
と
、
仮
に
そ
れ
ら
ふ
た
つ
の

特
徴
の
み
を
取
り
上
げ
る
な
ら
、
こ
の
作
品
の
海
の
表
現
は
、
浜
松
図
屏
風
の
中
で

は
、
も
っ
と
も
宗
達
の
《
松
島
図
屏
風
》
に
近
い
。

も
ち
ろ
ん
両
者
の
表
現
の
差
は
大
き
い
。
宗
達
が
白
い
波
頭
を
目
立
た
た
せ
て
、

軽
や
か
な
動
き
に
富
ん
だ
画
面
を
作
り
出
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
《
浜
松
図

屏
風
》
で
は
潮
騒
の
音
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
な
太
い
松
並
木
と
と
も
に
、
重
々
し
く

大
海
原
が
描
き
出
さ
れ
る
。
材
質
も
異
な
り
、
お
そ
ら
く
銀
や
雲
母
、
胡
粉
な
ど
を

併
用
し
な
が
ら
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
屏
風
が
《
松
島
図
屏
風
》
と
最
も
大
き
く
異
な
る
の
は
、
人
物
が

描
き
込
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
小
舟
の
上
で
魚
取
り
に
勤
し
む
漁
師
た
ち
や
、
大

型
の
船
の
上
に
も
何
人
か
の
人
物
が
見
え
る
。
な
か
で
も
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
左

隻
の
左
下
の
大
き
な
船
の
中
に
描
か
れ
た
男
性
で
あ
る
。
そ
の
船
は
、
掃
部
助
久
国

筆
《
真
如
堂
縁
起
絵
巻
》（
京
都
・
真
正
極
楽
寺
蔵
、
一
五
二
四
年
）
上
巻
に
描
か

れ
た
、
中
国
大
陸
か
ら
帰
国
す
る
船
の
形
態
と
酷
似
し
、
お
そ
ら
く
外
洋
航
路
用
の

大
型
船
と
目
さ
れ
る
。
船
室
の
窓
は
開
け
放
た
れ
、
中
に
は
口
髭
と
あ
ご
鬚
を
湛
え

た
人
物
が
、
白
い
着
物
を
し
ど
け
な
く
着
な
が
ら
、
船
縁
に
足
を
か
け
て
寛
い
だ
姿

で
描
か
れ
る
。
こ
の
船
の
船
長
か
も
し
れ
な
い
。
堂
々
と
し
た
姿
か
ら
は
、
船
上
で

会
話
を
交
わ
す
従
者
た
ち
や
小
舟
で
魚
取
り
を
す
る
漁
師
た
ち
と
は
明
ら
か
に
異

な
っ
た
風
格
が
感
じ
ら
れ
る
。
入
り
江
の
最
も
奥
ま
っ
た
、
構
図
上
目
立
つ
位
置
に

描
か
れ
た
大
型
船
と
意
味
あ
り
げ
な
人
物
は
、
こ
の
屏
風
の
制
作
事
情
と
深
く
関

わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
再
び
屏
風
全
体
の
構
図
に
目
を
移
す
と
、
海
岸
線
が
州
浜
型
を
示
し
て
い
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る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
に
松
の
み
が
描
か
れ
る
構
図
は
強
い
祝
祭
性
を
帯
び
、
そ

れ
は
ま
さ
に
屏
風
に
拡
大
さ
れ
た
巨
大
な
〈
州
浜
型
〉
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ

の
屏
風
が
制
作
さ
れ
た
の
は
「
海
の
時
代
」、
つ
ま
り
東
シ
ナ
海
を
取
り
巻
く
海
上

貿
易
の
活
発
化
の
時
代
で
あ
っ
た
。
巨
大
な
州
浜
は
、
外
洋
の
荒
波
を
乗
り
越
え
、

海
外
を
目
指
し
た
人
の
祈
り
と
希
望
の
表
現
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
型
船
中
の
人

物
の
記
念
碑
的
な
作
例
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
制
作
動
機
が
、
文
様
的
な
海
波

で
観
念
的
に
「
海
」
を
描
き
出
す
こ
と
に
は
満
足
で
き
な
か
っ
た
理
由
で
は
な
い
か

と
推
測
さ
れ
る
。
奇
瑞
の
海
に
連
な
る
表
現
を
採
用
し
た
契
機
こ
そ
、
実
感
に
裏
打

ち
さ
れ
た
海
へ
の
深
い
畏
怖
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
四
季
絵
や
歌
絵
と
は
異

な
っ
た
制
作
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
、
そ
れ
が
海
の
表
現
の
選
択
に
大
き
く

関
わ
っ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
宗
達
以
前
に
こ
の
よ
う
な
海
の
表
現
が
存
在
し
た

こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

六
、
海
へ
託
し
た
思
い

《
松
島
図
屏
風
》
の
制
作
動
機
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
こ
の
屏
風
の
制
作

事
情
に
つ
い
て
、
旧
稿11
に
そ
の
後
の
知
見
も
加
え
て
簡
単
に
述
べ
て
み
た
い
。《
松

島
図
屏
風
》
が
伝
来
し
た
大
阪
府
堺
市
の
祥
雲
寺11
は
、
谷
正
安
（
一
五
八
九
―
一
六

四
四
、
諱
は
宗
印
、
通
称
長
右
衛
門
）
が
沢
庵
宗
彭
（
一
五
七
三
―
一
六
四
六
）
を

開
山
に
迎
え
て
建
立
し
た
禅
宗
寺
院
で
あ
る
。
元
和
元
年
（
七
月
十
三
日
に
慶
長
二

十
年
よ
り
改
元
、
一
六
一
五
）
大
坂
夏
の
陣
の
兵
火
で
焼
け
た
海
会
寺
を
南
宗
寺
内

に
移
転
し
、
そ
の
跡
に
新
寺
建
立
が
計
画
さ
れ
、
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
九
月
に

正
式
の
契
約
書
が
か
わ
さ
れ
た
。
前
年
に
夭
折
し
た
長
男
長
次
郎
の
菩
提
供
養
が
大

き
な
動
機
と
な
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
寛
永
五
年
ま
で
に
、
方
丈
、
玄
関
、
庫

裡
な
ど
主
要
な
建
物
が
完
成
し
、
そ
の
年
落
成
し
て
瑞
泉
寺
と
号
し
た
。
た
だ
開
山

に
迎
え
る
は
ず
の
沢
庵
宗
彭
が
紫
衣
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
て
配
流
と
な
り
京
都
か
ら

離
れ
た
た
め
、
祥
雲
寺
と
し
て
の
正
式
な
落
慶
法
要
は
寛
永
十
一
年
九
月
ま
で
待
つ

こ
と
と
な
る
。

正
安
に
よ
る
禅
寺
建
立
は
、
谷
家
一
族
の
信
仰
へ
の
熱
意
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
正
安
の
祖
父
・
宗
臨
（
一
五
三
二
―
一
六
〇
一
）
は
南
宗
寺
の
開
山
・
大

林
宗
套
（
一
四
八
〇
―
一
五
六
八
）
に
参
禅
し
て
「
大
成
」
の
号
を
、
父
・
宗
卓

（
一
五
五
八
―
一
六
一
五
）
と
今
井
家
出
身
の
母
・
瑞
貞
（
一
五
六
五
―
一
六
四

五
）、
そ
し
て
正
安
自
身
も
、
参
禅
の
師
で
あ
る
沢
庵
宗
彭
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
「
立

翁
」、「
利
峰
」、「
海
岸
」
の
号
を
戴
い
て
い
る12
。
ま
た
谷
家
か
ら
も
、
正
安
の
大
叔

父
・
仙
嶽
宗
洞
（
一
五
四
五
―
九
五
）
や
叔
父
・
雲
英
宗
偉
（
生
没
年
不
詳
）
な

ど
、
大
徳
寺
の
住
持
と
な
る
僧
を
輩
出
し
て
い
る
。
な
お
大
叔
父
と
叔
父
の
二
人
の

僧
は
、
晩
年
隠
居
し
て
堺
に
帰
り
、
南
宗
寺
の
境
外
の
塔
頭
と
言
わ
れ
た
海か

い

眼が
ん

庵あ
ん

に

住
ん
で
い
る11
。

谷
家
は
堺
有
数
の
商
家
で
、
特
に
堺
第
一
の
富
商
と
も
呼
ば
れ
る
今
井
家
と
は
複

数
の
姻
戚
関
係
を
持
ち
、
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
。
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
の

『
堺
大
絵
図
』11

に
載
る
谷
家
の
邸
宅
の
広
さ
か
ら
見
て
も
、
そ
の
経
済
力
は
か
な
り

の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
谷
家
は
富
裕
な
こ
と
に
加
え
て
、
茶
人
と
し
て
も
一
流
の

人
た
ち
と
の
交
友
が
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
中
国
・
宋
代
の
禅
僧
で
あ
る
圜
悟
克

勤
（
一
〇
六
三
―
一
一
三
五
）
の
《
墨
跡
（
印
可
状
）》（
現
在
そ
の
前
半
部
分
は
東

京
国
立
博
物
館
蔵
、
国
宝
）
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
が
よ
く
物
語
っ
て
い

る11
。
薩
摩
の
坊
ノ
津
海
岸
に
漂
着
し
た
と
い
う
言
い
伝
え
か
ら
、「
流
れ
圜
悟
」
と

も
呼
ば
れ
る
そ
の
墨
跡
は
、
大
徳
寺
大
仙
院
か
ら
谷
家
の
所
有
と
な
り
、
伊
達
政
宗

（
一
五
六
七
―
一
六
三
六
）
の
所
望
に
よ
り
、
古
田
織
部
（
一
五
四
三
―
一
六
一

五
）
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
谷
家
の
手
元
に
残
っ
た
前
半
部
は
祥
雲
寺

に
寄
贈
さ
れ
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
松
江
藩
主
で
茶
人
の
松
平
不
昧
（
一
七
五
一
―
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一
八
一
八
）
が
、
金
子
千
両
と
年
々
扶
持
米
三
十
俵
を
祥
雲
寺
に
贈
る
こ
と
で
手
に

入
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
紹
介
さ
れ
た
、
大
叔
父
・
仙
嶽
宗
洞
が
賛

を
施
し
た
狩
野
元
信
風
の
古
様
な
《
四
季
花
鳥
図
押
絵
貼
屏
風
》
は
、
谷
家
出
身
者

の
京
都
に
お
け
る
文
化
的
な
交
遊
の
一
端
を
垣
間
見
さ
せ
て
い
る11
。

明
治
二
十
八
年
の
「
古
社
寺
調
査
記
録
」（
堺
市
中
央
図
書
館
蔵
）
に
「
谷
家
よ

り
寄
付
」11

と
記
録
さ
れ
た
《
松
島
図
屏
風
》
は
、
そ
の
成
立
に
谷
家
の
意
向
が
強
く

関
わ
っ
て
い
た
は
ず
と
考
え
、
前
稿
で
は
、
正
安
が
沢
庵
か
ら
偈
を
授
か
っ
た
「
海

岸
」
号
と
の
関
係
を
推
測
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
海
岸
号
に
つ
い
て
の
沢
庵
宗
彭
の
偈11

の
内
容
を
絵
画
化
し
た
も
の
と
、
単
純
に
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、「
海
岸
」
や
「
海
眼
庵
」
な
ど
、「
海
」
に
ゆ
か
り
の
号
を
谷
家
の
人
が
好
ん

で
選
ん
で
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
特
に
号
と
し
て
は
比
較
的
珍
し
い
正
安
の
「
海

岸
」
に
は
、
海
へ
の
特
別
な
思
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
堺
は
古
く
か
ら
の
港
町

で
、
特
に
日
明
貿
易
か
ら
南
蛮
貿
易
の
時
代
（
十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
）
に
は
、

一
大
中
心
地
と
し
て
栄
え
た
。
谷
家
の
家
業
は
不
明
な
が
ら
も
、
桃
山
時
代
か
ら
江

戸
初
期
に
急
速
に
成
長
し
て
き
た
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
何
ら
か
の
形
で
貿
易
に

関
わ
っ
た
可
能
性
は
大
き
い
。
堺
は
も
と
も
と
海
上
の
安
全
を
守
る
神
で
あ
っ
た
住

吉
大
社
と
も
縁
が
深
く
、
祭
礼
の
時
の
御
旅
所
は
そ
の
町
中
に
あ
る
。
堺
と
い
う
町

の
特
別
な
環
境
は
、
谷
家
の
人
々
の
「
海
」
へ
の
こ
だ
わ
り
に
深
く
関
わ
っ
て
い

る
。海

を
絵
画
化
し
た
《
松
島
図
屏
風
》
発
注
の
最
大
の
理
由
こ
そ
、
そ
こ
に
あ
っ

た
。
寺
の
建
立
を
記
念
し
て
、〈
晴
〉
の
場
所
を
祝
祭
的
雰
囲
気
に
満
ち
た
空
間
に

し
た
い
と
願
っ
た
と
き
、
谷
家
の
人
々
は
「
特
別
な
海
」
が
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い

も
の
と
考
え
た
に
違
い
な
い
。〈
荒
磯
〉
と
〈
州
浜
〉
を
そ
の
構
図
の
中
に
潜
め
、

金
と
銀
と
い
う
特
別
な
素
材
を
使
い
、
不
老
長
寿
の
象
徴
で
も
あ
る
常
緑
の
松
を
添

え
た
《
松
島
図
屏
風
》
に
、〈
奇
瑞
〉
を
表
す
海
の
図
柄
は
よ
く
調
和
し
て
、
そ
の

意
味
を
決
定
付
け
て
い
る
。
注
文
者
た
ち
は
、
吉
祥
的
な
意
味
に
溢
れ
た
こ
の
イ

メ
ー
ジ
に
充
分
満
足
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

《
松
島
図
屏
風
》
が
伝
統
的
な
意
味
に
お
け
る
単
な
る
〈
奇
瑞
〉
の
海
で
は
な
い

こ
と
は
、
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
日
本
各
地
に
古
く
か
ら
あ
る
浦
島
伝
説
は
、
海

の
ど
こ
か
に
不
老
不
死
の
龍
宮
を
思
い
描
く
。
幻
の
宮
殿
で
あ
る
龍
宮
は
、
時
に
蓬

莱
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
仙
界
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
古
く
か
ら
日
本
人
が

抱
い
て
い
た
海
へ
の
祝
福
こ
そ
、
こ
の
屏
風
を
根
底
か
ら
支
配
し
て
い
る
画
面
感
情

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

七
、
宗
達
に
と
っ
て
の
《
松
島
図
屏
風
》

宗
達
が
な
ぜ
堺
の
谷
家
か
ら
屏
風
絵
の
注
文
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
か
、
そ

の
経
緯
は
定
か
で
は
な
い
が
、
沢
庵
と
は
親
し
い
間
柄
に
あ
っ
た
烏
丸
光
広
（
一
五

七
九
―
一
六
三
八
）
が11
、
仲
立
ち
と
し
て
重
要
な
働
き
を
し
た
可
能
性
は
高
い11
。
光

広
は
高
位
高
官
（
権
大
納
言
で
正
二
位
）
の
公
家
で
、
本
阿
弥
光
悦
風
の
書
に
も
巧

み
で
あ
っ
た
。《
牛
図
》（
京
都
・
頂
妙
寺
）
な
ど
数
々
の
宗
達
画
に
単
に
賛
を
施
し

た
だ
け
で
は
な
く
、
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
に
は
《
西
行
物
語
絵
巻
》（
出
光
美

術
館
ほ
か
所
蔵
）
の
制
作
に
当
た
っ
て
、
宗
達
を
推
挙
す
る
な
ど11
、
宗
達
画
を
特
に

贔
屓
に
し
て
い
た
。

《
松
島
図
屏
風
》
の
制
作
時
期
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
ま
ず
問
題
と
な
る

の
は
、「
法
橋
宗
達
」
落
款
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
い
つ
法
橋
に
叙
任
さ
れ
た
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
寛
永
七
年
に
法
橋
位
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が12
、
叙
任
の
年
代

を
示
す
客
観
的
な
証
拠
は
な
い
。
た
だ
、
僧
位
で
あ
る
法
橋
に
一
介
の
町
の
絵
師
の

宗
達
が
推
挙
さ
れ
る
に
は
、
何
ら
か
の
推
薦
母
胎
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
際

に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
門
跡
寺
院
で
あ
る
醍
醐
寺
で
あ
る
。
門
跡
の
存
在
す
る
宗
派
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は
、
勅
許
を
得
ず
に
法
印
ま
で
叙
任
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
た
と
言
わ
れ11
、
宗
達
が

醍
醐
寺
の
た
め
に
多
く
の
作
品
を
残
し
た
の
も
、
法
橋
就
任
と
関
係
し
て
い
た
と
考

え
る
と
納
得
し
や
す
い
。
と
こ
ろ
で
宗
達
と
醍
醐
寺
と
の
関
係
が
生
じ
る
の
は
一
六

二
〇
年
代
初
め
頃
と
推
定
さ
れ
る
の
で11
、
法
橋
叙
任
は
そ
れ
以
降
、
お
よ
そ
元
和
末

か
ら
寛
永
初
年
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
法
橋
宗
達
」
落
款
を
有
す
る
作
品
の
ほ

と
ん
ど
は
、
ほ
ぼ
寛
永
初
年
（
一
六
二
四
）
以
降
の
制
作
と
な
る
。

法
橋
落
款
の
作
品
に
は
、《
松
島
図
屏
風
》
の
ほ
か
、
同
じ
く
「
対
青
」
の
朱
文

円
印
が
捺
さ
れ
た
《
雲
龍
図
屏
風
》（
米
・
フ
リ
ア
ギ
ャ
ラ
リ
ー
蔵
）、《
舞
楽
図
屏

風
》（
京
都
・
醍
醐
寺
蔵
）、《
槇
檜
図
屏
風
》（
石
川
県
立
美
術
館
蔵
）
が
あ
り
、

「
対
青
軒
」
印
を
持
つ
の
が
《
源
氏
物
語
関
屋
澪
標
図
屏
風
》（
東
京
・
静
嘉
堂
文
庫

美
術
館
蔵
）、
そ
れ
に
無
款
の
《
風
神
雷
神
図
屏
風
》（
京
都
・
建
仁
寺
蔵
）
を
加
え

る
と
、
ほ
ぼ
宗
達
の
代
表
的
な
屏
風
絵
が
揃
う
。
他
に
大
作
で
は
、
元
和
七
年
（
一

六
二
一
）
頃
に
再
興
さ
れ
た
養
源
院
の
襖
絵
と
杉
戸
絵
が
あ
る
。
次
に
、
こ
う
し
た

作
品
群
に
お
け
る
《
松
島
図
屏
風
》
の
位
置
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

近
年
、
宗
達
研
究
の
な
か
で
、
特
に
議
論
を
呼
ん
で
い
る
の
は
《
風
神
雷
神
図
屏

風
》（
京
都
・
建
仁
寺
蔵
、
挿
図
16
）
の
制
作
年
で
あ
る11
。
実
は
、
最
晩
年
に
す
る

か
、
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
十
数
年
前
の
養
源
院
の
制
作
あ
た
り
に
す
る
か
は
、
以
前

よ
り
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
が
再
燃
焼
化
し
た
と
呼
ぶ
べ
き
か
も
し
れ
な

い
。
筆
者
も
、
か
つ
て
《
風
神
雷
神
図
屏
風
》
は
豪
商
打
它
公
軌
（
一
六
四
七
年

没
）
が
妙
光
寺
を
再
興
し
た
折
に
注
文
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た11
。
寛
永

十
四
年
に
契
約
が
交
わ
さ
れ
、
同
十
六
年
に
開
山
法
燈
円
明
国
師
忌
を
営
ん
だ
の
が

年
代
の
目
安
と
な
る
の
で
、
最
晩
年
の
制
作
と
な
る
。

今
回
、
京
都
国
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
「
琳
派　

京
都
を
彩
る
」
展
や
醍
醐
寺

で
、《
風
神
雷
神
図
屏
風
》
や
養
源
院
の
《
唐
獅
子
図
》、《
舞
楽
図
屏
風
》
な
ど
を

間
近
に
見
て
、
最
晩
年
説
を
再
確
認
す
る
に
至
っ
た
の
で
、
造
形
面
か
ら
見
る
最
晩

年
説
の
理
由
を
述
べ
た
い
。
も
っ
と
も
大
き
な
違
い
は
、
描
線
の
質
で
あ
る
。
養
源

院
の
唐
獅
子
や
白
象
を
形
取
る
線
は
、
太
く
重
厚
で
あ
り
、
単
純
だ
け
れ
ど
も
立
体

感
を
も
暗
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
風
神
雷
神
の
線
は
、
勢
い
に
欠
け
、
立
体
感

の
表
出
に
も
あ
ま
り
貢
献
し
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
唐
獅
子
の
左
後
ろ
足
の
の
び
や

か
な
輪
郭
線
（
挿
図
17
）
に
比
べ
て
、
雷
神
の
線
（
挿
図
18
）
は
腹
部
の
丸
さ
や
筋

肉
の
盛
り
上
が
り
を
表
そ
う
と
す
る
気
迫
に
欠
け
て
い
る
。
還
城
楽
の
上
半
身
（
挿

図
19
）
と
比
べ
て
も
、
同
様
な
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
還
城
楽
の
輪
郭
線
は
け
っ
し

て
太
く
は
な
い
が
、
面
の
立
体
感
を
し
っ
か
り
と
描
き
出
し
て
お
り
、
か
ぶ
り
物
を

描
く
曲
線
に
も
メ
リ
ハ
リ
と
リ
ズ
ム
が
あ
る
。
バ
チ
を
持
つ
手
と
木
製
の
蛇
の
模
型

を
持
つ
手
を
比
較
し
て
も
、
雷
神
の
手
は
人
間
の
手
で
は
な
い
と
は
言
え
、
合
理
性

を
欠
き
か
つ
や
や
扁
平
な
感
じ
が
す
る
。

全
体
と
し
て
宗
達
は
《
風
神
雷
神
図
屏
風
》
で
は
、
モ
チ
ー
フ
の
存
在
感
を
希
薄

に
し
て
い
る
。
彩
色
の
面
で
も
、《
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
》
な
ど
の
原
画
で
は
朱
で

あ
っ
た
雷
神
の
体
色
を
白
に
変
え
、
右
隻
の
風
神
の
風
袋
と
呼
応
し
な
が
ら
、
清
澄

な
色
感
で
画
面
を
満
た
し
て
く
る
。
宗
達
の
《
風
神
雷
神
図
屏
風
》
を
写
し
た
光
琳

は
、
枯
れ
た
よ
う
な
静
寂
さ
に
物
足
り
な
さ
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
光

琳
の
輪
郭
線
は
宗
達
の
よ
り
も
太
く
か
つ
勢
い
が
よ
く
、
一
つ
一
つ
の
色
彩
も
ギ
ラ

ギ
ラ
と
し
て
い
る
。
複
雑
な
雲
の
上
に
何
の
力
み
も
な
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
浮
か
ぶ

宗
達
の
風
神
雷
神
に
は
、
比
喩
的
な
表
現
を
と
る
な
ら
、
一
種
の
透
明
感
さ
え
感
じ

ら
れ
る
。
こ
の
軽
み
の
世
界
は
、
宗
達
の
上
記
の
屏
風
絵
群
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の

で
、
殊
に
養
源
院
の
作
品
と
は
異
質
で
あ
る
。
モ
チ
ー
フ
を
立
体
的
に
し
っ
か
り
と

描
き
出
す
の
で
は
な
く
、
た
だ
形
を
表
す
の
み
の
線
も
、
こ
の
絵
の
雰
囲
気
に
合
っ

て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
特
徴
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
引
退
状
態
に
入
り
か
け
て
い
た
宗
達
が
、

何
ら
か
の
特
別
な
要
請
に
よ
っ
て
、
や
む
な
く
老
筆
を
ふ
る
っ
た
の
が
こ
の
《
風
神



－　－11

雷
神
図
屏
風
》
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
。
描
い
た
と
き
の
宗
達
の
達
観
し
た
心
境

が
、
風
神
雷
神
と
い
う
異
形
の
モ
チ
ー
フ
と
う
ま
く
共
鳴
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
宗
達

画
に
は
な
か
っ
た
独
特
な
空
間
を
作
り
出
し
、
こ
の
絵
を
成
功
に
導
い
て
い
る
。
落

款
と
印
章
を
入
れ
な
か
っ
た
の
も
、
も
と
も
と
宗
達
は
落
款
印
章
に
は
あ
ま
り
熱
心

で
は
な
か
っ
た
が
、
特
に
こ
こ
で
は
世
間
的
な
も
の
へ
の
拘
泥
を
捨
て
去
っ
た
、
澄

ん
だ
心
持
ち
が
そ
う
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

《
風
神
雷
神
図
屏
風
》
を
い
ち
ば
ん
最
後
に
、
養
源
院
の
作
品
群
を
最
初
に
置
く

と
し
て
も
、
上
記
の
屏
風
の
前
後
関
係
を
す
べ
て
決
め
る
こ
と
に
は
か
な
り
困
難
が

あ
る
。
た
だ
、
作
画
の
傾
向
か
ら
言
っ
て
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
は
可
能
で

あ
ろ
う
。
一
つ
は
、
醍
醐
寺
の
た
め
に
描
か
れ
た
《
舞
楽
図
屏
風
》
と
《
源
氏
物
語

関
屋
澪
標
図
屏
風
》
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
《
松
島
図
屏
風
》
と
《
雲
龍
図
屏
風
》

で
あ
る
。《
舞
楽
図
屏
風
》
は
、
五
曲
の
舞
人
を
視
線
や
裾
の
方
向
に
工
夫
を
凝
ら

し
つ
つ
、
金
地
に
緊
迫
し
た
関
係
を
生
み
出
す
よ
う
に
構
成
し
た
点
に
特
徴
が
あ

る
。《
源
氏
物
語
関
屋
澪
標
図
屏
風
》
は
、
か
つ
て
考
察
し
た
よ
う
に
、
小
絵
巻
に

伝
え
ら
れ
て
い
た
構
図
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
場
面
選
択
も
特
異
な
が
ら
、
構
図
的

に
は
動
き
を
止
め
た
よ
う
な
「
一
瞬
の
表
出
」
に
特
徴
が
あ
る11
。《
関
屋
図
》
で

は
、
源
氏
が
右
衛
門
佐
（
空
蝉
の
弟
で
昔
の
小
君
）
へ
手
紙
を
託
す
瞬
間
を
、
関
守

や
空
蝉
の
三
人
の
従
者
た
ち
の
そ
れ
を
見
守
る
視
線
に
よ
っ
て
演
出
す
る
。《
澪
標

図
》
で
は
、
源
氏
の
従
者
た
ち
が
い
っ
せ
い
に
振
り
返
る
動
作
を
し
て
、
明
石
の
上

の
舟
の
接
近
を
伝
え
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
本
文
で
は
、
源
氏
一
行
は
明
石
の
上

の
舟
に
気
付
か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
小
絵
巻
の
み
に
見
ら
れ
る
従
者
が
振
り

返
る
動
作
を
、
宗
達
は
か
な
り
大
々
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
両
屏
風
は
、
登
場
人

物
の
構
成
、
特
に
視
線
の
操
作
に
意
を
注
ぎ
な
が
ら
「
瞬
間
」
を
作
り
出
す
点
で
、

同
じ
よ
う
な
作
画
傾
向
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。《
源
氏
物
語
関
屋
澪
標
図
屏

風
》
の
制
作
は
、
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
寛
永
八
年
頃
と
い
う
年
代
が
提
示
さ
れ
た

の
で11
、《
舞
楽
図
屏
風
》
も
そ
れ
に
近
い
頃
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

《
松
島
図
屏
風
》
と
《
雲
龍
図
屏
風
》（
挿
図
20
）
に
関
し
て
は
、
落
款
の
書
風
が

近
似
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
に
お
い
て
も
両
屏
風
の
制
作
年
が
近
い

こ
と
、
及
び
法
橋
叙
任
後
の
比
較
的
早
い
位
置
に
置
く
こ
と
は
ほ
ぼ
定
説
化
し
て
き

た
。
寛
永
二
年
に
祥
雲
寺
建
立
の
正
式
な
契
約
書
が
か
わ
さ
れ
、
同
五
年
ま
で
に
主

要
な
建
物
が
完
成
し
、
そ
の
年
に
瑞
泉
寺
と
し
て
仮
に
落
慶
供
養
を
し
て
い
る
の

で
、
そ
の
あ
た
り
に
《
松
島
図
屏
風
》
が
制
作
さ
れ
た
と
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
年

代
推
定
と
も
矛
盾
し
な
い
。
さ
ら
に
今
回
の
考
察
に
よ
っ
て
、《
松
島
図
屏
風
》
は

寿
が
れ
る
海
の
イ
メ
ー
ジ
の
創
出
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
の

で
、
龍
の
出
現
と
い
う
奇
瑞
の
瞬
間
を
描
い
た
《
雲
龍
図
屏
風
》
と
は
、
主
題
的
に

も
近
似
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

本
論
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
宗
達
が
注
文
者
の
意
を
汲
ん
で
、
名
所
絵
で
も
な

く
、
単
な
る
日
常
的
な
平
穏
な
海
で
も
な
い
、「
特
別
な
海
」
を
作
ろ
う
と
し
た
の

が
制
作
の
出
発
点
だ
と
し
た
ら
、《
松
島
図
屏
風
》
の
構
想
に
《
雲
龍
図
屏
風
》
は

重
要
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。《
雲
龍
図
屏
風
》
制
作
体
験
を
踏
ま

え
て
《
松
島
図
屏
風
》
が
制
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
目
下
の
筆
者

の
推
定
で
あ
る
。
水
墨
画
か
ら
彩
色
の
大
和
絵
へ
と
い
う
、
大
き
な
翻
案
へ
の
挑
戦

こ
そ
《
松
島
図
屏
風
》
で
あ
っ
た
。
手
元
に
あ
っ
た
《
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
》
な
ど

で
「
奇
瑞
の
海
」
の
表
現
に
出
会
っ
た
宗
達
は11
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
独
自
に
構
想
を

膨
ら
ま
せ
て
い
っ
た
。
特
に
《
雲
龍
図
屏
風
》
に
見
ら
れ
る
多
彩
な
波
頭
を
彩
色
画

の
な
か
に
取
り
込
む
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
古
絵
巻
の
な
か
か
ら
参
考
に
な
る
形
を

探
し
た
ら
し
い
。

六
曲
一
双
屏
風
が
波
の
流
動
感
と
連
続
感
で
包
ま
れ
る
点
で
も
、
ふ
た
つ
の
屏
風

は
似
て
い
る
。
特
に
息
の
長
い
描
線
は
魅
力
的
で
あ
る
。
大
和
絵
系
の
古
典
的
な
人

物
画
で
あ
る
《
舞
楽
図
屏
風
》
と
《
源
氏
物
語
関
屋
澪
標
図
屏
風
》
が
、
主
題
の
性
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格
上
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
厳
格
な
造
形
が
要
請
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
両
屏
風
の

場
合
、
空
間
の
表
出
に
か
な
り
自
由
が
許
さ
れ
た
点
も
好
都
合
で
あ
っ
た
。
た
だ

「
龍
」
の
表
情
は
や
や
硬
く
、「
風
神
雷
神
」
の
よ
う
な
、
異
界
の
も
の
に
も
笑
い
の

表
情
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
諧
謔
性
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
点
も
年
代
の
相
違
を
示

す
理
由
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
、《
松
島
図
屏
風
》
の
第
一
の
魅
力
と
な
っ
て
い
る
「
海
」
の
表
現
に
つ

い
て
述
べ
て
き
た
。
注
文
主
の
意
向
と
宗
達
の
造
形
力
と
の
奇
跡
的
な
出
会
い
が
、

〈
奇
瑞
〉
を
表
す
海
の
図
柄
を
先
祖
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
単
に
踏
襲
し
た
も
の

で
は
な
く
、
明
る
く
溌
剌
と
し
た
独
創
的
な
海
の
屏
風
絵
に
作
り
か
え
た
と
こ
ろ

が
、
こ
の
屏
風
の
画
期
的
な
点
で
あ
る
。
宗
達
の
屏
風
の
中
で
も
先
行
す
る
構
図
か

ら
の
拘
束
が
少
な
い
本
屏
風
は
、
ま
さ
に
宗
達
の
創
造
力
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
た

傑
作
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

註
　

１ 　

波
の
立
っ
た
さ
ま
を
図
案
化
し
た
形
を
本
稿
で
は
、
波
頭
（
な
み
が
し
ら
）
と
呼
ぶ
。

２　
『
光
琳
図
録
：
光
琳
畫
聖
二
百
年
忌
記
念
』
所
載
、
芸
艸
堂
、
一
九
一
五
年
。

３ 　

酒
井
抱
一
編
『
光
琳
百
図　

後
編
』
に
六
曲
一
隻
屏
風
が
、
池
田
孤
邨
編
『
新
撰
光

琳
百
図
』
に
六
曲
一
双
屏
風
が
掲
載
さ
れ
る
他
、
鈴
木
其
一
や
田
崎
草
雲
ら
の
《
松
島

図
屏
風
》
を
元
に
し
た
作
品
が
残
る
。

４ 　

仲
町
啓
子
「
宗
達
筆
『
松
島
図
屏
風
』
考　

上
」（『
実
践
女
子
大
学
美
学
美
術
史

学
』
十
号
、
一
九
九
五
年
）p.21-34

。

５ 　

小
林
文
七
の
伝
記
は
下
記
を
参
照
。
山
口
静
一
「
小
林
文
七
事
蹟
」（『
埼
玉
大
学
紀

要
（
総
合
編
）』
第
六
巻
、
一
九
八
七
年
、p.1-45

。

６ 　

購
入
の
経
緯
に
つ
い
て
は
下
記
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。Thom

as Law
ton / Linda 

M
errill, Feer: A Legacy of Art, the Feer G

alley of A
rt, 1993, p.145-146.

７ 　

“This Sotatsu screen w
as a treasure of a B

uddhist m
onastery, w

hich after three 

years

’ efforts on m
y part, I succeeded in legitim

ately transferring into m
y 

collection. I dare say, it is the very best of Sotatsu. Experts and connoisseurs are of 

the sam
e opinion.

”

８　

こ
の
訪
問
の
様
子
は
、
左
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

戸
川
秋
骨
『
欧
米
紀
遊
二
萬
三
千
哩
』
服
部
書
店
、
一
九
〇
八
年
、p.75-82

。

９ 　

そ
の
時
の
展
覧
会
に
つ
い
て
は
、
右
記
に
も
簡
単
な
報
告
が
あ
る
こ
と
を
、
メ
ト
ロ

ポ
リ
タ
ン
美
術
館
の
学
芸
員John Carpenter 

氏
か
ら
ご
教
示
戴
い
た
。The M

etropolitan 

M
useum

 of Art Bulletin, Vol. 12, N
o.10

（O
ct., 1917

）, p.197-200.

10　

註
６
同
書 p.230

。

11 　

矢
代
幸
雄
「
宗
達
筆
松
島
屏
風
」（『
美
術
研
究
』
七
十
三
号
、
一
九
三
八
年
）p.1-8

。

12 　

画
期
と
な
っ
た
の
は
、『
國
華
』
誌
上
に
紹
介
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
秋
山
光
和
・

田
中
一
松
・
水
尾
比
呂
志
「
座
談
会　

フ
リ
ア
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
蔵
宗
達
の
松
島
図
屏
風

を
め
ぐ
っ
て
」（『
國
華
』
第
九
五
八
号
、
一
九
七
三
年
）p.5-26

。

13　

名
所
絵
各
説
に
つ
い
て
は
、
下
記
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

 　

安
達
啓
子
「
琳
派
の
景
物
画　

宗
達
と
松
島
図
屏
風
」（『
琳
派
三　

風
月
・
鳥
獣
』

し
こ
う
し
ゃ
、
一
九
九
一
年
、p.235

）。
な
お
安
達
氏
は
松
島
説
で
あ
る
。
右
の
論
考

後
に
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
杉
原
篤
子
氏
の
《
新
伊
勢
名
所
絵
歌
合
絵
巻
》
の
打
越

浜
と
の
関
連
を
考
え
る
説
（
同
氏
「
宗
達
筆
松
島
図
屏
風
の
主
題
に
つ
い
て
」『
美
術

史
研
究
』
三
十
冊
、
一
九
九
二
年
、p.145-161

）、
河
野
元
昭
氏
の
伊
勢
の
海
説
（
同

氏
「
琳
派
の
主
題
―
宗
達
の
場
合
」『
日
本
美
の
精
華
―
琳
派
』
展
カ
タ
ロ
グ
、
一
九

九
五
年
）
林
進
氏
の
住
吉
の
浜
説
（
同
氏
『
日
本
近
世
絵
画
の
図
像
学
―
趣
向
と
深

意
』
八
木
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、p.115-137

）
な
ど
が
あ
る
。

14  　

山
根
有
三
「
宗
達
筆
『
松
島
図
』
屏
風
を
め
ぐ
っ
て
」（『
在
外
日
本
の
至
宝
五　

琳

派
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
九
年
）。
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15　

註
４
。

16 　

太
田
昌
子
『
俵
屋
宗
達
筆
松
島
図
屏
風
―
座
敷
か
ら
つ
づ
く
海
』
平
凡
社
、
一
九
九

五
年
。

17　

註
12
ほ
か
。

18 　

玉
蟲
敏
子
『
俵
屋
宗
達　

金
銀
の
〈
か
ざ
り
〉
の
系
譜
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二

〇
一
二
年
）p.371
。
同
氏
「
宗
達･

光
琳
の
代
表
作
と
趣
向
の
美
学
」『
日
本
美
術
全

集
十
八
』
講
談
社
、
一
九
九
〇
年
。

19 　
《
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
》（
東
京
・
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
）
は
註
14
で
、《
彦
火
々
出
見

尊
絵
巻
》（
福
井
・
明
通
寺
蔵
み
ょ
う
つ
う
じ
）
は
註
18
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

20 　

一
二
五
七
年
の
《
観
音
経
絵
巻
》（
米
・
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
蔵
）
の
、
観
音

菩
薩
が
現
れ
人
々
を
難
か
ら
救
う
場
面
に
も
同
様
の
海
の
表
現
が
採
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
他
、《
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
》（
福
井
・
明
通
寺
蔵
）
の
龍
王
宮
や
龍
王
国
と
人
間
界

を
隔
て
る
海
に
も
こ
の
よ
う
な
表
現
が
見
え
る
。
た
だ
、
絵
巻
の
原
本
は
十
二
世
紀
後

半
の
作
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
遺
る
の
は
江
戸
時
代
初
め
の
模
写
の
た
め
、
か

な
り
線
描
の
質
や
個
々
の
形
が
変
わ
っ
て
い
て
、
当
初
の
様
子
を
充
分
に
は
推
し
量
れ

な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。

21 　

中
国
の
二
作
品
及
び
そ
の
他
の
中
国
画
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
法
子
氏
よ
り
多
く
の
御

教
示
を
賜
っ
た
。
な
お
、《
北
溟
図
卷
》
の
画
題
は
、
揚
子
江
の
逆
流
を
表
す
「
銭
塘

観
潮
」
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
明
の
唐
寅
《
韓
煕
載
夜
宴
図
巻
》（
中
国
・

重
慶
市
博
物
館
蔵
）
の
奏
楽
の
妓
女
た
ち
の
背
景
に
、《
北
溟
図
卷
》
の
表
現
に
似
た

《
波
図
屏
風
》
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
果
た
し
て
女
性
た
ち
を
仙
女
に
見
立
て

る
機
能
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
不
明
。

22 　

中
国
・
五
代
の
画
巻
《
帰
去
来
図
巻
》
の
構
図
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
古
賀
康
子
「『
義
湘
絵
』
に
つ
い
て
」（『
実
践
女
子
大
学
美
學
美
術

史
學
』
二
十
号
、
二
〇
〇
六
年
）p.95-121

。
森
實
久
美
子
「
義
湘
絵
に
つ
い
て
の
一

考
察
―
宋
代
絵
画
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
」（『
フ
ィ
ロ
カ
リ
ア
』
二
十
四
号
、
二
〇
〇
七

年
）p.61-85

。

23　

註
６
の
安
達
論
文
ほ
か
。

24 　

相
澤
正
彦
「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
の
五
〇
〇
年
」（
滋
賀
県
立
近
代
美
術
館　

國
賀
由

美
子
編
『
石
山
寺
縁
起
絵
巻
の
全
貌
』
京
都
新
聞
社
、
二
〇
一
二
年
）。

25　

十
四
世
紀
前
半
の
《
高
野
大
師
行
状
図
絵
》
な
ど
。

26 　

臼
田
甚
五
郎
校
注
・
訳
「
催
馬
楽
」p.126-127

（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
四
十

二　

神
楽
歌
・
催
馬
楽
・
梁
塵
秘
抄
・
閑
吟
集
』
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
）。

27 　

武
田
恒
夫
・
片
桐
弥
生
「
新
出
和
様
扇
面
図
帖
に
つ
い
て
（
上
）」（『
國
華
』
第
一

一
二
四
号
、
一
九
八
九
年
）p.13

の
16
図
。

28 　
《
塩
山
蒔
絵
硯
箱
》（
京
都
国
立
博
物
館
）
は
、『
古
今
和
歌
集
』
巻
七
の
賀
歌
「
し

お
の
や
ま 

さ
し
で
の
磯
に 

住
む
千
鳥 

君
が
御
代
を
ば 

八
千
代
と
ぞ
な
く
」
を
意
匠
化

し
た
も
の
。

29 　

泉
万
里
『
中
世
屏
風
絵
研
究
』
中
央
公
論
美
術
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
、p.349-379

。

30　

詳
し
く
は
、
註
４
仲
町
論
文
参
照
。

31 　

一
八
九
五
年
の
「
古
社
寺
調
査
記
録
」（
堺
市
中
央
図
書
館
蔵
）
の
祥
雲
寺
の
項
に

記
載
が
見
ら
れ
る
。
註
４
参
照
。

32 　

い
ず
れ
も
沢
庵
の
文
集
で
あ
る
『
明
暗
雙
雙
集
』（『
沢
庵
和
尚
全
集
』
巻
二
、
巧
藝

社
、
一
九
三
〇
年
）
に
偈
が
戴
る
。

33 　
『
堺
市
史
』
第
七
巻
第
一
編
第
二
章
の
（
四
六
）
笑
嶺
宗
訢
の
項
に
は
、
笑
嶺
宗
訢

が
、
南
莊
の
一
比
丘
尼
よ
り
、
谷
口
に
あ
る
海
眼
菴
を
寄
進
さ
れ
、
わ
ず
か
に
住
ん
だ

後
、
こ
れ
を
弟
子
の
仙
嶽
宗
洞
に
与
え
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。（
清
文
堂
出
版
、
一

九
三
〇
年
刊
、
一
九
七
七
年
復
刻
、p.80

）
な
お
、「
海
眼
」
と
は
、『
大
漢
和
辞
典
』

（
諸
橋
轍
次
著
、
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
る
と
、「
地
中
を
伏
流
す
る
泉
」

あ
る
い
は
「
潮
が
満
ち
れ
ば
出
、
干
れ
ば
尽
き
る
泉
」
と
い
う
意
味
と
い
う
。

34　

小
葉
田
淳
・
織
田
武
雄
監
修
『
堺
大
絵
図
』
前
田
書
店
、
一
九
七
七
年
。

35　

田
山
方
南
「
流
れ
圜
悟
の
墨
跡
」（M

useum
14

、
一
九
五
二
年
）。
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36 　

辻
惟
雄
「
仙
嶽
宗
洞
賛
四
季
花
鳥
図
押
絵
貼
屏
風
」（『
聚
美
』
三
号
、二
〇
一
二
年
）。

37　

註
４
の
前
掲
書p.22

。

38　

沢
庵
宗
彭
『
明
暗
雙
雙
集
』
巻
二
に
載
る
、
左
記
の
七
言
絶
句
。

　
　

海
岸
號　

諱
宗
印
谷
氏

　
　
　
　
　

宗
印
者
予
籌
室
之
一
數
也　

求
道
稱
曰
海
岸　

一
偈
以
述
其
義
云

　
　

波
涛
鼓
処
叵
留
舟　

直
掛
古
帆
過
晩
洲　

法
性
無
邊
絶
崖
際　

須
彌
百
億
一
浮
漚

39 　
『
沢
庵
和
尚
全
集
』
巻
４
（
巧
藝
社
、
一
九
三
〇
年
）
に
は
、
沢
庵
か
ら
光
広
に
送

ら
れ
た
書
状
を
載
せ
る
。p.150-152

、p.218-219

。

40　

杉
原
篤
子
氏
も
註
13
の
論
文
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

41　
《
西
行
物
語
絵
巻
》（
出
光
美
術
館
蔵
）
の
烏
丸
光
広
の
奥
書
に
よ
る
。

42　

註
41
。

43 　

法
橋
叙
任
に
つ
い
て
、
下
記
の
論
考
が
あ
る
。
山
本
ゆ
か
り
「
月
岡
雪
鼎
・
礒
田
湖

龍
斎
へ
の
僧
位
叙
任
に
つ
い
て
―
『
御
室
御
記
』
に
関
す
る
報
告
―
」（『
浮
世
絵
芸

術
』
一
三
二
、
一
九
九
九
年
）。
高
埜
利
彦
『
近
世
の
朝
廷
と
宗
教
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
四
年
。

44 　

山
根
有
三
「
宗
達
と
醍
醐
寺
―
蘆
鴨
図
衝
立
を
中
心
に
―
」（『
大
和
文
華
』
二
十
六

号
、
一
九
五
八
年
）。

45 　

代
表
的
な
意
見
と
し
て
、
長
年
宗
達
研
究
を
重
ね
た
山
根
有
三
氏
は
、《
風
神
雷
神

図
屏
風
》
の
制
作
を
最
晩
年
に
位
置
付
け
る
の
に
対
し
て
、
近
年
画
期
的
な
新
説
を
発

表
さ
れ
た
古
田
亮
氏
は
、《
風
神
雷
神
図
屏
風
》
を
法
橋
叙
任
の
前
後
に
、
最
晩
年
に

《
舞
楽
図
屏
風
》
の
制
作
を
考
え
る
。
山
根
有
三
「
寛
永
年
間
に
お
け
る
宗
達
の
画
風

展
開
と
そ
の
意
義
―
代
表
的
な
金
屏
風
を
中
心
に
―
」（『
山
根
有
三
著
作
集
二　

宗
達

研
究
二
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
六
年
）。
古
田
亮
『
俵
屋
宗
達　

琳
派
の
祖

の
真
実
』（
平
凡
社
新
書
五
一
八
、
平
凡
社
、
二
〇
一
〇
年
）。

46 　

仲
町
啓
子
「
風
神
雷
神
図
屏
風
と
宗
達
・
光
琳
」（『
実
践
女
子
大
学
美
学
美
術
史
学
』 

創
刊
号
、
一
九
八
六
年
、p.73-90

）。

47 　

仲
町
啓
子
『
光
悦
・
宗
達
（
名
宝
日
本
の
美
術
十
九
）』
小
学
館
、
一
九
八
三
年
。

同
「
多
彩
化
す
る
源
氏
物
語
絵
の
機
能
と
造
形
」（
佐
野
み
ど
り
編
『
源
氏
絵
集
成
』

所
収
、
藝
華
書
院
、
二
〇
一
一
年
、p.231-242

）

48 　
《
源
氏
物
語
関
屋
澪
標
図
屏
風
》
の
制
作
年
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
論
文
参
照
。
五

十
嵐
公
一
「
三
寶
院
覺
定
と
宗
達
」（『
國
華
』
第
一
三
一
九
号
、
二
〇
〇
五
年
）

49 　

宗
達
派
の
《
伊
勢
物
語
図
屏
風
》（
東
京
・
出
光
美
術
館
）
は
、
弘
安
本
系
《
北
野

天
神
縁
起
絵
巻
》
の
尊
意
参
内
の
場
面
か
ら
図
柄
を
借
用
し
て
い
る
の
で
、
宗
達
が
そ

の
場
面
を
見
知
っ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

【
付
記
】
本
論
文
は
、
二
〇
一
五
年
十
月
二
十
四
日
か
ら
二
〇
一
六
年
一
月
三
十
一
日
ま

で
、
ワ
シ
ン
ト
ンD

C

の
フ
リ
ア
／
ア
ー
サ
ー
サ
ッ
ク
ラ
ー
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
開
催
さ
れ

た
「
俵
屋
宗
達
：
創
造
の
波
」（
英
語
名
“SŌ

TATSU
: M

A
K

IN
G

 W
AV

ES

”）
展
の
展

覧
会
カ
タ
ロ
グ
に
寄
せ
た
拙
稿
“Miraculous W

aters: Expression and M
eaning in the 

W
aves at M

atsushim
a

”の
日
本
語
版
に
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
一
章
と
七

章
に
関
し
て
は
大
幅
な
変
更
を
行
っ
て
い
る
。

【
挿
図
複
写
元
リ
ス
ト
】

１
〜
７
、
12
、
13
、
16
、
18
、
20
、SO

TATSU
, Sm

ithsonian Institution, 2015.

８
、『
続
日
本
の
絵
巻
四　

玄
奘
三
蔵
絵
上
』
中
央
公
論
美
術
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
。

９ 

、『
続
日
本
の
絵
巻
十
三　

春
日
権
現
記
絵
上
』
中
央
公
論
美
術
出
版
社
、
一
九
九
一

年
。

10
、
11
、『
続
日
本
の
絵
巻
九　

慕
帰
絵
詞
』
中
央
公
論
美
術
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
。

14
、
15
、『
日
本
屏
風
絵
集
成　

第
九
巻　

四
季
景
物
』
講
談
社
、
一
九
七
七
年
。

17
、『
琳
派
絵
画
全
集　

宗
達
派
二
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
八
年
。

19
、『
琳
派
絵
画
全
集　

宗
達
派
一
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
七
年
。
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1.　�俵屋宗達筆《松島図屏風》、
1625-８年頃　屏風６曲１
双、紙本着色、各166.0×
369.3㎝、米・フリア美術
館

2.　�ニューヨークのメトロポリタン美術館で1917
年に開催された「日本美術展」に展示された
《松島図屏風》

3.　�〈千重波〉（俵屋宗達筆《松島図
屏風》より）4.　�〈渦潮〉（俵屋宗達筆《松島図屏風》より）
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5.　�《三十六人集》源重之集の部分、1112年
頃、冊子、紙本着色墨書、20.0×31.4㎝、
京都･西本願寺

9.　�高階隆兼筆《春日権現験記絵巻》第３巻２
段、1309年、巻物、絹本着色、縦41.4㎝、
東京・三の丸尚蔵館

6.　�俵屋宗達筆《松島図屏風》〈波頭〉の部分１

7.　�俵屋宗達筆《松島図屏風》〈波頭〉の部
分２

8.　�《玄奘三蔵絵》第１巻４段、鎌倉時代（14世紀初め）、
巻物、紙本着色、縦40.2㎝、大阪・藤田美術館

10.　�藤原隆昌・隆章筆《慕帰絵詞》第６巻３段、1351年、
巻物、紙本着色、縦32.0㎝、京都・西本願寺
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11.　�藤原久信筆《慕帰絵詞》第７巻１段、1482年、
巻物、紙本着色、縦32.0㎝、京都・西本願寺

12.　�《源氏物語図澪標図扇面》（部分）、室町時代（16
世紀）、扇面、紙本着彩、上弦49.0㎝�下弦22.4
㎝�縦19.0㎝、九州国立博物館

15.　《浜松図屏風》〈渦潮〉の部分
14.　�《浜松図屏風》〈波頭〉の部分、

室町時代（15世紀）、屏風６
曲１双、紙本着色、各160.5
×356.0㎝、個人蔵

13.　�俵屋宗達筆《源氏物語関屋・
澪標図屏風》澪標図の部分、
1631年、屏風６曲１双、紙本
金地着色、各152.3×355.6
㎝、東京・静嘉堂文庫美術館

16.　�俵屋宗達筆《風神雷神図屏風》、1637-９年頃、屏風２曲１双、紙本金地着色、各154.5×169.8㎝、京
都・建仁寺
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17.　�俵屋宗達筆《唐獅子図》（部分）、1621
年頃、杉戸絵２面、板地着色、各
182.0×125.0㎝

18.　俵屋宗達筆《風神雷神図屏風》雷神の部分

19.　�俵屋宗達筆《舞楽図屏風》還城楽の部分、1630年代
初頭、屏風２曲１双、紙本金地着色、各155.5×
170.0㎝、京都・醍醐寺

20.　�俵屋宗達筆《雲龍図屏風》左隻、1625-８年頃　屏風６曲１双、紙本着色、各171.5×374.3㎝、米・フ
リアギャラリー


