
長
谷
川
派
風
俗
画
に
み
る
描
写
的
特
徴
に
つ

　
　
　
～
邸
内
遊
楽
図
を
中
心
に
～

い
て

佐
　
藤
　
晃
　
子

［
キ
ー
ワ
ー
ド
　
①
邸
内
遊
楽
図
　
②
長
谷
川
派
　
③
共
通
す
る
描
法
に
よ
る
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
］
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は
じ
め
に

　
現
在
、
邸
内
遊
楽
図
と
呼
ば
れ
る
作
品
は
、
著
名
な
「
相
応
寺
屏
風
」
を
は
じ
め
と
し
て
約
四
〇
数
点
お
お
や
け
に
な
っ
て

い
る
が
、
そ
れ
ら
の
作
者
は
判
明
し
て
い
な
い
。
し
か
し
現
在
に
い
た
る
ま
で
の
研
究
に
よ
り
、
相
応
寺
屏
風
に
画
風
が
類
似

す
る
作
例
が
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
作
例
が
狩
野
派
の
工
房
で
制
作
さ
れ
た
こ
と
は
既
に

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
よ
っ
て
、
本
論
で
も
邸
内
遊
楽
図
の
う
ち
画
風
が
似
る
作
例
を
四
点
同
工
房
作
と
し
て
ま
と
め
、
こ
れ
ら
の
作
品
制
作
に
関
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係
し
た
流
派
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
こ
の
四
点
の
作
品
に
み
ら
れ
る
自
然
描
写
に
注
目
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
描
写
の

も
と
と
な
っ
た
の
は
長
谷
川
等
伯
の
絵
画
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
た
。
そ
こ
で
等
伯
の
作
品
で
あ
る
と
今
日
認
め
ら
れ
て
い

る
も
の
を
取
り
上
げ
、
邸
内
遊
楽
図
と
比
較
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
邸
内
遊
楽
図
が
少
な
く
と
も
長
谷
川
派
と
関
係
し

た
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

　
作
品
に
直
接
関
わ
る
文
字
資
料
が
乏
し
い
た
め
、
風
俗
画
が
制
作
さ
れ
た
環
境
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
困
難
を
極
め
る
が
、

長
谷
川
派
の
作
例
で
あ
る
と
今
日
認
め
ら
れ
て
い
る
智
積
院
障
壁
画
や
妙
蓮
寺
障
壁
画
な
ど
の
作
例
を
中
心
に
置
き
、
こ
れ
ら

と
描
法
が
類
似
す
る
風
俗
画
を
集
め
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
ま
と
め
た
の
が
本
論
で
あ
る
。
本
論
の
目
的
は
、
長
谷
川
派
の
描

法
の
特
徴
を
旦
ハ
体
的
に
抽
出
す
る
こ
と
に
あ
る
。

一
　
邸
内
遊
楽
図
の
分
類

　
邸
内
遊
楽
図
の
中
で
、
最
も
著
名
な
作
品
は
「
相
応
寺
屏
風
」
で
あ
る
が
、
こ
の
作
例
と
図
像
・
画
風
と
も
に
近
し
い
作
例

が
、
大
阪
市
立
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
大
阪
市
立
美
術
館
所
蔵
邸
内
遊
楽
図
（
以
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
ユ
）

大
阪
市
美
本
と
す
る
）
を
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
朝
賀
浩
氏
で
あ
っ
た
。
朝
賀
氏
は
、
大
阪
市
美
本
の
諸
特
徴
が
相
応
寺
屏
風
に

き
わ
め
て
近
い
こ
と
か
ら
、
大
阪
市
美
本
の
作
者
は
、
相
応
寺
屏
風
と
同
一
の
工
房
内
に
い
た
者
で
あ
っ
た
と
さ
れ
た
。

　
相
応
寺
屏
風
に
関
し
て
は
、
門
脇
む
つ
み
氏
の
「
相
応
寺
屏
風
研
究
」
が
現
存
す
る
邸
内
遊
楽
図
を
ほ
ぼ
網
羅
し
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

邸
内
遊
楽
図
の
分
類
や
派
生
関
係
に
も
詳
し
い
。
門
脇
氏
は
、
相
応
寺
屏
風
の
作
者
は
狩
野
派
の
絵
師
で
あ
る
と
す
る
認
識
が
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定
着
し
つ
つ
あ
る
現
状
を
ふ
ま
え
、
様
式
比
較
に
よ
っ
て
筆
者
は
、
探
幽
と
同
世
代
の
狩
野
派
の
人
物
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
邸
内
遊
楽
図
研
究
で
は
、
相
応
寺
屏
風
の
画
風
に
最
も
近
似
す
る
作
例
と
し
て
、
大
阪
市
美
本
が
挙
げ
ら
れ
て

お
り
、
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
邸
内
遊
楽
図
以
外
の
風
俗
画
に
目
を
転
じ
る
と
、
ほ

か
に
も
相
応
寺
屏
風
に
類
似
す
る
作
例
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
既
に
「
敷
物
に
座
す
婦
人
像
」
（
大
和
文
華
館
蔵
）
、
「
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

本
多
平
八
郎
姿
絵
」
（
徳
川
黎
明
会
蔵
）
が
、
相
応
寺
屏
風
に
近
い
画
風
を
持
つ
風
俗
画
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
本
論
で
も
同
じ
作
業
を
行
い
た
い
。
門
脇
氏
は
註
二
文
献
に
て
、
邸
内
遊
楽
図
の
作
例
と
し
て
四
五
点
の
遺
品
を
挙

げ
て
お
ら
れ
る
が
、
現
在
は
さ
ら
に
二
点
の
邸
内
遊
楽
図
と
呼
び
う
る
作
品
が
お
お
や
け
と
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
そ
の
二
点

を
含
め
て
、
単
純
に
画
風
が
近
い
も
の
を
同
工
房
作
と
し
て
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
し
て
い
き
た
い
。

　
本
論
に
お
い
て
、
画
風
の
類
似
か
ら
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
ま
と
め
る
作
例
は
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
オ
ン
タ
リ
オ
美
術
館
保
管

本
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
本
、
個
人
蔵
本
二
点
の
合
計
四
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
作
例
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
ロ
イ
ヤ
ル
・
オ
ン
タ
リ
オ
美
保
管
本
は
、
小
林
忠
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
六
曲
一
隻
屏
風
で
あ
る
。
水
辺
に
浮
か
ぶ
邸
宅

と
そ
の
中
で
遊
ぶ
人
々
を
描
く
。

　
こ
の
ロ
イ
ヤ
ル
・
オ
ン
タ
リ
オ
美
保
管
本
と
人
物
の
表
情
が
近
似
す
る
と
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
も
の
が
、
個
人
蔵
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

で
あ
る
。
個
人
蔵
本
は
二
点
あ
る
の
で
、
こ
ち
ら
は
大
阪
市
美
寄
託
本
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
大
阪
市
美
寄
託
本
は
六
曲

一
双
の
中
屏
風
で
、
左
隻
の
構
図
が
ロ
イ
ヤ
ル
・
オ
ン
タ
リ
オ
美
保
管
本
と
近
い
。
人
物
の
面
貌
表
現
に
関
し
て
も
近
似
し
て

い
る
。
同
工
房
の
作
と
し
て
よ
い
。
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ボ
ス
ト
ン
美
本
は
、
六
曲
一
双
で
あ
る
が
所
蔵
は
一
隻
の
み
で
、
も
う
一
隻
は
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
付
属
サ
ッ
ク
ラ
i
美
術
館

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
以
下
ま
と
め
て
ボ
ス
ト
ン
美
本
と
す
る
）
。
こ
の
邸
内
遊
楽
図
は
近
年
お
お
や
け
に
な
っ
た
も
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

辻
惟
雄
氏
に
よ
る
解
説
が
あ
る
。
辻
氏
は
、
ボ
ス
ト
ン
美
本
と
ロ
イ
ヤ
ル
・
オ
ン
タ
リ
オ
美
保
管
本
が
お
そ
ら
く
同
一
筆
者
で

あ
る
と
、
同
解
説
に
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ボ
ス
ト
ン
美
本
と
ロ
イ
ヤ
ル
・
オ
ン
タ
リ
オ
美
保
管
本
の
面
貌
表
現
が
近
い
と
い

う
こ
と
は
、
大
阪
市
美
寄
託
本
と
も
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
ボ
ス
ト
ン
美
本
は
、
構
図
・
図
像
と
も
に
ロ
イ
ヤ

ル
・
オ
ン
タ
リ
オ
美
保
管
本
と
大
阪
市
美
寄
託
本
を
合
わ
せ
た
内
容
で
あ
る
。
特
に
図
像
に
つ
い
て
は
大
阪
市
美
寄
託
本
か
ら

の
引
用
が
目
立
ち
、
さ
ら
に
そ
の
図
像
を
繰
り
返
し
描
き
登
場
人
物
の
数
を
増
加
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
特
徴
か
ら
す

る
と
、
ボ
ス
ト
ン
美
本
は
ロ
イ
ヤ
ル
・
オ
ン
タ
リ
オ
美
保
管
本
、
大
阪
市
美
寄
託
本
よ
り
時
代
の
下
っ
た
作
例
で
あ
る
と
考
え

て
よ
い
と
思
う
。

　
最
後
に
挙
げ
る
個
人
蔵
本
も
、
ボ
ス
ト
ン
美
本
と
同
じ
く
近
年
紹
介
さ
れ
、
注
目
を
集
め
た
作
例
で
あ
る
。
貝
合
わ
せ
を
し

て
い
る
描
写
が
み
ら
れ
る
点
で
、
邸
内
遊
楽
図
で
は
珍
し
い
（
以
下
、
こ
の
描
写
か
ら
と
っ
て
貝
合
わ
せ
本
と
呼
ぶ
こ
と
と

　
（
7
）

す
る
）
。
貝
合
わ
せ
本
は
六
曲
一
隻
で
あ
る
が
、
襖
の
引
き
手
跡
が
画
面
に
み
ら
れ
る
の
で
、
元
は
襖
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
人

物
の
顔
に
損
傷
が
み
ら
れ
、
画
趣
を
損
ね
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
残
念
で
は
あ
る
が
、
先
述
し
た
三
作
例
と
面
貌
を
比
較
す
る

と
、
こ
こ
に
も
類
似
点
が
み
ら
れ
る
。
特
に
貝
合
わ
せ
本
と
大
阪
市
美
寄
託
本
は
、
顔
の
描
き
方
が
共
通
し
て
い
る
の
で
比
較

し
た
い
。
ま
ず
、
斜
め
左
を
見
る
女
を
比
較
し
て
み
る
と
（
図
1
・
2
）
、
眉
を
細
く
カ
ー
ブ
さ
せ
て
描
く
点
、
目
を
切
れ
長

に
描
く
点
、
鼻
の
穴
を
片
方
し
か
描
か
な
い
点
な
ど
が
共
通
す
る
。
ま
た
踊
る
人
物
を
み
て
も
、
両
者
の
癖
は
か
な
り
近
い
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
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以
上
四
作
品
の
比
較
を
行
い
、
画
風
の
一
致
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
の
結
果
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
オ
ン
タ
リ
オ
美

保
管
本
、
大
阪
市
美
寄
託
本
、
ボ
ス
ト
ン
美
本
の
三
作
品
に
強
い
画
風
の
類
似
が
み
ら
れ
た
。
貝
合
わ
せ
本
は
こ
の
三
作
例
ほ

ど
の
画
風
の
一
致
は
み
ら
れ
な
い
も
の
の
、
描
法
は
共
通
し
て
い
る
た
め
、
同
工
房
の
作
と
し
て
一
つ
に
括
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
邸
内
遊
楽
図
の
作
例
を
画
風
で
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
が
制
作
さ
れ
た
環
境
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

学習院大学人文科学論集X　（2001）

図1大阪市美寄託本

図2貝合わせ本
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二
　
大
阪
市
美
寄
託
本
に
み
る
自
然
描
写
の
特
徴
と
長
谷
川
等
伯

　
こ
の
四
作
例
に
か
か
わ
っ
た
絵
師
は
誰
な
の
だ
ろ
う
か
。
直
接
的
な
文
字
資
料
が
存
在
し
な
い
風
俗
画
ゆ
え
、
様
式
比
較
を

丹
念
に
お
こ
な
う
作
業
が
不
可
欠
と
な
る
。
こ
こ
で
は
自
然
描
写
が
豊
富
で
比
較
作
業
が
容
易
な
、
大
阪
市
美
寄
託
本
に
描
か

れ
た
岩
石
と
樹
木
の
表
現
に
注
目
し
、
制
作
さ
れ
た
流
派
を
少
し
で
も
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
い
。

　
大
阪
市
美
寄
託
本
の
岩
組
に
は
、
特
徴
の
あ
る
鐡
法
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
鐡
法
を
観
察
す
る
と
、
一
定
の
方
向
に
向
か
っ
て

真
っ
直
ぐ
筆
を
お
ろ
し
、
濃
淡
を
つ
け
な
が
ら
岩
の
側
面
を
塗
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
あ
る
鍼
法
を
描

く
流
派
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
娘
法
を
用
い
た
作
品
を
も
と
め
る
と
、
長
谷
川
等
伯
の
い
く
つ
か
の
作
例
が
浮
ぴ
あ
が
る
。
特
に
等

伯
の
禅
林
寺
蔵
「
波
濤
図
」
に
み
る
岩
組
の
描
き
方
と
大
阪
市
美
寄
託
本
の
そ
れ
と
を
比
べ
て
み
る
と
、
両
者
の
岩
の
形
や
絵

具
の
濃
淡
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
上
か
ら
下
に
向
か
っ
て
垂
直
に
絵
具
を
は
い
て
い
る
点
、
濃
淡
で
も
っ
て
立
体
感
を
表
す
と

い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ま
た
隣
華
院
障
壁
画
に
み
る
岩
石
表
現
、
特
に
西
側
襖
絵
の
一
部
を
と
り
だ
し
、
大
阪
市
美
寄
託
本
と
比
較
を
す
る
と
、
岩

の
表
面
を
ザ
ク
ザ
ク
と
切
り
取
っ
た
よ
う
な
描
法
に
共
通
点
が
見
出
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
大
阪
市
美
寄
託
本
の
岩
石
表
現
と
、

等
伯
独
自
の
岩
石
表
現
に
共
通
点
が
見
出
せ
る
こ
と
で
、
大
阪
市
美
寄
託
本
の
作
者
は
、
等
伯
の
画
法
を
よ
く
学
ん
で
い
る
者

と
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。

一6一



学習院大学人文科学論集X（2001）

　
次
は
、
樹
木
の
表
現
に
注
目
し
た
い
。
大
阪
市
美
寄
託
本
に
は
少
々
変
わ
っ
た
形
の
、
幹
の
部
分
が
異
常
に
長
い
垂
直
に
伸

び
る
松
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
一
部
の
松
は
、
枝
を
斜
め
下
に
垂
下
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
松
に
近
い
も
の
と
し
て
、
長

谷
川
等
伯
の
真
珠
庵
「
商
山
四
皓
図
襖
」
北
側
四
面
の
松
を
一
例
と
し
て
挙
げ
た
い
（
図
3
・
4
V
。
幹
は
画
面
の
一
番
下
の

部
分
か
ら
突
然
伸
び
、
枝
も
出
さ
ず
に
ひ
た
す
ら
人
工
的
に
真
っ
直
ぐ
伸
び
て
い
る
。
一
方
、
大
阪
市
美
寄
託
本
の
松
を
見
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
、
こ
ち
ら
も
幹
を
直
立
さ
せ
、
伸
び
き
っ
た
と

図4　大阪市美寄

　託本

図3　真珠庵「商山四皓図」襖

こ
ろ
で
緑
の
葉
を
描
い
て
お
り
、
等
伯
晩
年
の
人

工
的
な
樹
木
表
現
が
思
い
出
さ
れ
る
。
ほ
か
に
等

伯
の
樹
木
表
現
と
大
阪
市
美
寄
託
本
の
そ
れ
を
比

較
す
る
と
、
松
の
枝
が
不
自
然
に
下
を
向
く
、
天

授
庵
「
商
山
四
皓
図
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
（
図
5
・
6
）
。

　
ま
た
等
伯
五
十
歳
代
の
作
と
み
ら
れ
て
い
る
壬

生
寺
蔵
「
列
仙
図
屏
風
」
右
隻
の
、
逆
V
字
に
曲

が
る
樹
木
も
大
阪
市
美
寄
託
本
に
類
似
し
て
い
る

（
図
7
・
8
）
。
こ
の
よ
う
な
逆
V
字
型
の
松
は
、

よ
く
あ
る
形
の
よ
う
で
あ
る
が
、
管
見
の
か
ぎ
り

で
は
等
伯
の
樹
木
表
現
が
最
も
近
く
、
大
阪
市
美
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寄
託
本
の
作
者
が
等
伯
の
作
品
を
学
ん
だ
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
と
思
う
。

木
表
現
か
ら
み
て
長
谷
川
を
学
ん
だ
者
に
よ
る
制
作
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

よ
っ
て
大
阪
市
美
寄
託
本
は
、
岩
石
表
現
・
樹

図5天授庵「商山四皓図」襖

図6　大阪市美寄託本
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図7壬生寺蔵「列仙図屏風」

図8大阪市美寄託本
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長谷川派風俗画にみる描写的特徴について～邸内遊楽図を中心に～（佐藤晃子）

三
　
風
俗
画
に
み
る
長
谷
川
派
の
特
徴
　
～
人
物
表
現
～

　
以
上
比
較
し
た
よ
う
に
、
大
阪
市
美
寄
託
本
の
作
者
は
長
谷
川
等
伯
の
作
品
を
学
ん
だ
者
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
だ
が
、

そ
れ
で
は
大
阪
市
美
寄
託
本
に
近
い
描
写
を
も
つ
風
俗
画
は
他
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
章
で
は
、
大
阪
市
美
寄
託
本
に
近

い
描
写
内
容
を
持
つ
も
の
を
ま
と
め
、
そ
れ
ら
が
お
互
い
ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
の
か
考
察
し
た
い
。

　
最
初
に
挙
げ
る
べ
き
作
品
は
、
出
光
美
術
館
所
蔵
の
「
阿
国
歌
舞
伎
図
屏
風
」
で
あ
る
。
以
下
、
出
光
美
本
と
呼
ぶ
が
、
こ

の
六
曲
一
双
屏
風
は
大
阪
市
美
寄
託
本
と
近
い
人
物
表
現
を
み
せ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
大
阪
市
美
寄
託
本
と
出
光
美
本
の
人
物
描
写
を
比
較
す
る
作
業
に
移
る
。
全
体
的
な
こ
と
か
ら
見
る
と
、
人
物

表
現
は
ど
ち
ら
も
固
く
平
面
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
棒
立
ち
に
近
い
人
物
が
多
く
、
人
物
と
人
物
の
間
に
、
あ
る
一
定
の

距
離
が
保
た
れ
て
お
り
、
集
団
で
い
る
割
に
は
互
い
に
つ
い
て
無
関
心
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
物
描
写
は
、
大
阪
市
美
寄
託

本
、
出
光
美
本
と
も
共
通
し
て
み
ら
れ
、
特
徴
あ
る
描
写
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
目
に
つ
く
描
写
は
、
人
物
の
形
の
繰
り
返
し
、
パ
タ
ー
ン
化
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
出
光
美
本
の
輪
踊
り
の
場
面
に
顕
著

に
表
れ
て
い
る
。
山
根
有
三
氏
は
、
長
谷
川
派
の
人
物
描
写
の
特
徴
と
は
「
姿
態
」
と
「
配
置
」
に
あ
る
と
、
氏
の
長
年
に
わ

た
る
長
谷
川
派
研
究
を
ま
と
め
た
『
桃
山
絵
画
研
究
』
に
て
述
べ
ら
れ
て
い
．
翠
山
根
氏
は
他
に
も
長
谷
川
派
の
人
物
描
写
の

特
色
と
し
て
、
同
形
の
姿
態
が
多
い
こ
と
、
互
い
に
向
き
合
っ
て
「
鏡
像
関
係
」
を
な
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
挙

げ
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
長
谷
川
派
が
描
く
人
物
の
「
姿
態
」
や
「
配
置
」
法
は
ど
の
点
に
お
い
て
独
特
な
の
だ
ろ
う
か
。
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以
下
出
光
美
本
・
大
阪
市
美
寄
託
本
に
み
ら
れ
る
「
繰
り
返
し
使
用
す
る
人
物
図
像
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
そ
こ
で
「
鏡
像
関
係
」
に
つ
い
て
詳
し
い
奥
平
俊
六
氏
の
論
文
を
参
照
す
る
。
奥
平
氏
は
、
複
雑
か
つ
巧
み
に
人
物
が
配
置

さ
れ
て
い
る
「
彦
根
屏
風
」
の
構
造
を
分
析
さ
れ
、
そ
こ
で
み
ら
れ
る
相
似
形
・
線
対
称
・
面
対
称
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

人
物
を
配
置
す
る
手
法
を
「
鏡
像
関
係
」
と
表
現
さ
れ
た
。
奥
平
氏
は
、
「
彦
根
屏
風
」
の
人
物
配
置
の
巧
み
さ
を
「
…
…
（
中

略
）
…
…
図
形
の
呼
応
関
係
の
顕
在
化
を
抑
制
し
、
潜
在
的
な
効
果
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
」
と
先
の
論
文

中
で
評
価
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、
大
阪
市
美
寄
託
本
・
出
光
美
本
の
線
対
称
の
人
物
は
「
彦
根
屏
風
」
と

は
正
反
対
の
性
格
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
理
解
で
き
る
人
だ
け
を
相
手
と
す
る
よ
う
な
、
さ
り
げ
な
い
表
現
の
目
立
つ

「
彦
根
屏
風
」
と
は
対
照
的
に
、
大
阪
市
美
寄
託
本
・
出
光
美
本
は
、
誰
に
で
も
わ
か
る
形
の
繰
り
返
し
を
用
い
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
特
に
わ
か
り
や
す
い
線
対
称
の
ア
レ
ン
ジ
が
な
さ
れ
た
人
物
は
、
大
阪
市
美
寄
託
本
・
出
光
美

本
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
一
組
ず
つ
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
両
図
と
も
そ
れ
ぞ
れ
が
双
子
の
よ
う
に
面
貌
が
似

て
い
る
点
で
あ
る
（
図
9
・
1
0
）
。
よ
っ
て
絵
師
は
か
な
り
意
識
的
に
こ
れ
ら
の
人
物
を
配
置
し
て
い
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
、

形
で
遊
ぶ
、
遊
び
心
の
よ
う
な
も
の
さ
え
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
登
場
人
物
が
多
い
風
俗
画
の
中
に
あ
っ
て
は
、
特
別
珍
し

く
は
な
い
「
人
物
図
像
の
転
用
」
で
あ
る
が
、
出
光
美
本
・
大
阪
市
美
寄
託
本
に
は
こ
の
よ
う
に
独
特
の
趣
向
が
こ
ら
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
大
阪
市
美
寄
託
本
・
出
光
美
本
と
も
に
み
ら
れ
る
、
特
徴
あ
る
人
物
の
横
顔
の
描
写
に
つ
い
て
ふ
れ
た
い
。
両
者
に
共

通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
横
顔
も
平
坦
な
描
写
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
で
特
に
目
に
つ
く
の
は
、
つ
る
り
と
し

一11一



長谷川派風俗画にみる描写的特徴について～邸内遊楽図を中心に～（佐藤晃子）

図9　出光美本

図10大阪市美寄託本

12



学習院大学人文科学論集X（2001）

図11出光美本
図12大阪市美寄託本

た
横
顔
の
女
性
で
あ
る
（
図
1
1
・
1
2
）
。
出
光
美
本
の
輪
踊
り

の
女
性
と
、
大
阪
市
美
寄
託
本
の
禿
は
、
と
も
に
卵
型
の
顔
を

し
て
お
り
、
目
が
細
く
、
眼
球
を
小
さ
な
点
で
表
し
て
い
る
箇

所
も
共
通
し
て
い
る
。
鼻
が
描
か
れ
ず
省
略
さ
れ
た
横
顔
を
み

か
け
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
が
、
こ
の
輪
踊
り
の
女
性
と
禿
の

目
の
細
さ
か
ら
く
る
淡
白
な
面
貌
表
現
は
、
そ
れ
で
も
な
お
特

徴
的
で
あ
る
。

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
大
阪
市
美
寄
託
本
と
出
光
美
本
に
は

人
物
表
現
に
お
い
て
共
通
点
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
こ
の

出
光
美
本
阿
国
歌
舞
伎
図
屏
風
を
描
い
た
の
は
誰
で
あ
る
の
か

が
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
屏
風
に
つ
い
て
詳
し
く
言
及
さ
れ
、
長
谷
川
等
伯
の
弟

子
、
等
秀
の
筆
に
な
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
の
は
先
述
し
た
よ

う
に
山
根
有
三
氏
で
あ
っ
た
。
山
根
氏
は
昭
和
二
十
二
、
三
年

ご
ろ
に
こ
の
屏
風
を
初
見
さ
れ
、
そ
の
「
抑
揚
の
な
い
描
線
や

動
き
に
乏
し
い
人
物
描
写
」
か
ら
少
な
く
と
も
狩
野
派
・
土
佐

派
の
人
物
描
写
と
異
な
る
こ
と
、
松
・
桜
・
草
花
の
描
線
か
ら
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図14妙蓮寺「松桜図」襖

図13出光美本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
派
の
筆
に
な
る
こ
と
を
感
じ
ら
れ
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
、

山
根
氏
の
長
谷
川
派
研
究
に
よ
り
現
在
は
、
長
谷
川
等
伯
の
弟

子
た
ち
の
画
跡
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
そ
の
過
程
で
山

根
氏
は
出
光
美
本
を
、
長
谷
川
等
秀
の
筆
に
な
る
と
判
断
さ
れ

た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
出
光
美
本
が
等
秀
の
筆
に
な
る

か
否
か
と
い
う
問
題
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
お
き
、
少
な
く
と
も

長
谷
川
に
関
係
し
た
絵
師
が
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
松
の
表
現
に
注
目
し
、
考
え
て
み
た
い
。

　
そ
こ
で
、
出
光
美
本
に
登
場
す
る
松
に
似
た
も
の
を
探
す
と
、

妙
蓮
寺
障
壁
画
に
登
場
す
る
松
が
候
補
と
し
て
挙
が
っ
て
く
る
。

妙
蓮
寺
障
壁
画
は
、
松
の
形
か
ら
智
積
院
障
壁
画
と
の
関
連
が

強
く
、
長
谷
川
派
の
制
作
に
な
る
障
壁
画
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
作
品
で
あ
る
。
ま
た
妙
蓮
寺
障
壁
画
は
、
松
の
み
な
ら

ず
、
桜
花
の
描
き
方
も
智
積
院
障
壁
画
桜
図
と
共
通
し
て
お
り
、

長
谷
川
派
の
作
例
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
そ
こ
で
妙

蓮
寺
障
壁
画
中
の
松
桜
図
襖
四
面
の
松
と
出
光
美
本
の
松
と
を

比
較
す
る
と
、
全
く
同
じ
形
の
松
は
な
い
が
、
全
体
的
に
み
て
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図15盛安寺「帝鑑図　露台惜費」

筆
癖
に
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
図
1
3
・
1
4
）
。

ま
ず
、
ど
ち
ら
の
松
も
枝
を
画
面
横
に
向
か
っ
て
長
く
伸
ば
し
て

い
る
。
中
心
を
な
す
幹
は
太
い
が
、
こ
の
横
に
伸
び
る
松
の
枝
は

か
細
い
。
全
体
的
な
松
の
曲
率
は
穏
や
か
で
あ
り
、
特
に
出
光
美

本
右
隻
の
松
は
、
「
柳
橋
水
車
図
屏
風
」
の
ご
と
く
、
幹
も
枝
も

軟
体
動
物
の
よ
う
に
ゆ
ら
ゆ
ら
曲
が
っ
て
お
り
、
特
徴
あ
る
形
を

し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
、
妙
蓮
寺
障
壁
画
の
松
が
登
場
し
た
の
で
、
こ
の
松
と

近
い
表
現
を
持
つ
も
の
を
他
に
も
挙
げ
た
い
。
そ
れ
は
「
盛
安
寺

障
壁
画
」
中
の
「
帝
鑑
図
露
台
惜
費
」
で
あ
る
（
図
1
5
）
。
こ

の
盛
安
寺
障
壁
画
の
松
の
表
現
は
、
出
光
美
本
の
そ
れ
に
も
近
い
。

幹
が
ゆ
ら
ゆ
ら
と
曲
が
り
、
細
い
枝
が
横
に
長
く
伸
び
る
と
い
う

こ
れ
ま
で
に
み
た
樹
木
表
現
の
特
徴
を
よ
り
強
調
し
た
表
現
が
盛

安
寺
障
壁
画
の
松
に
は
み
ら
れ
る
。

　
こ
の
盛
安
寺
障
壁
画
の
作
者
で
あ
る
が
、
未
だ
に
判
明
し
て
い

な
い
。
し
か
し
、
同
寺
に
長
谷
川
宗
園
の
「
藤
花
・
牧
牛
図
屏

　
　
　
　
　
　
ハ
セ
　

風
」
が
伝
わ
る
の
で
、
障
壁
画
も
長
谷
川
の
絵
師
が
描
い
た
の
で
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図16瑞巌寺「文王呂尚図」

伯
の
弟
子
、
長
谷
川
等
胤
が
制
作
し
た
も
の
で
、
同
寺
に
は
等
胤
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

胤
に
つ
い
て
は
、
濱
田
直
嗣
氏
の
論
考
が
詳
し
い
。

　
辻
氏
の
指
摘
に
話
を
戻
す
と
、
盛
安
寺
障
壁
画
は
、
絵
本
の
挿
絵
を
室
の
四
側
に
置
き
か
え
る
た
め
に
、
画
面
を
横
に
伸
ば

す
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
工
夫
は
文
王
呂
尚
図
で
も
み
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
両
図
を
比

較
し
て
み
る
と
、
辻
氏
が
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
構
図
の
取
り
方
に
共
通
点
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
図
1
6
）
。
ど
ち
ら
も
画
面

に
奥
行
き
は
あ
ま
り
な
く
、
人
物
は
横
一
列
に
並
ん
で
い
る
。
ま
た
人
物
同
士
に
も
共
通
す
る
形
が
み
ら
れ
る
。
直
立
の
姿
勢

で
ま
ば
ら
に
配
置
さ
れ
る
人
物
や
、
真
正
面
を
向
く
人
物
な
ど
、
筆
致
は
異
な
る
が
、
両
者
に
は
共
通
す
る
描
写
が
多
く
、
や

は
り
盛
安
寺
障
壁
画
は
、
辻
氏
の
指
摘
ど
お
り
長
谷
川
派
の
筆
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
妙
蓮
寺
障
壁
画
に
描
か
れ
た
松
を
中
心
と
し
て
、
長
谷
川
派
に
関
係
す
る
作
品
で
あ
る
、
出
光
美
本
阿
国
歌
舞
伎
図

は
な
い
か
、
可
能
性
と
し
て
は
宗
園
の
息
子
の
等
雲
が
考
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　

れ
る
と
述
べ
ら
れ
た
の
は
辻
惟
雄
氏
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
辻
氏

は
、
等
雲
を
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、

断
言
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
辻
氏
が
盛
安
寺
障
壁
画
と
共
通
す

る
作
例
と
し
て
、
松
島
瑞
巌
寺
上
段
二
の
間
の
文
王
呂
尚
図
襖

絵
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
の
瑞
巌
寺
上
段
二
の
間

の
文
王
呂
尚
図
（
以
下
文
王
呂
尚
図
と
す
る
）
は
、
長
谷
川
等

　
　
「
十
六
羅
漢
図
杉
戸
絵
」
も
残
さ
れ
て
い
る
。
長
谷
川
等
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屏
風
、
盛
安
寺
障
壁
画
を
ま
と
め
、
さ
ら
に
松
島
瑞
巌
寺
上
段
二
の
間
の
文
王
呂
尚
図
も
関
連
づ
け
て
比
較
作
業
を
行
っ
て
き

た
が
、
こ
こ
で
今
ま
で
に
登
場
し
た
人
物
描
写
の
特
徴
を
大
き
く
二
つ
に
ま
と
め
た
い
。

　
一
番
目
立
つ
特
徴
は
、
画
面
の
中
で
静
止
す
る
人
物
で
あ
る
。
そ
の
傾
向
は
出
光
美
本
に
顕
著
に
み
ら
れ
、
そ
こ
で
は
踊
っ

て
い
る
人
物
さ
え
も
静
止
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　
次
の
大
き
な
特
徴
は
、
人
物
間
の
距
離
で
あ
る
。
た
と
え
て
言
う
な
ら
、
人
物
を
別
の
紙
に
描
き
、
切
り
ぬ
き
、
無
作
為
に

そ
れ
ら
を
散
ら
し
た
よ
う
な
印
象
さ
え
与
え
る
配
置
で
あ
る
。
よ
っ
て
人
物
同
士
に
厳
密
な
関
係
性
が
な
い
た
め
に
、
画
面
に

緊
迫
感
は
な
い
も
の
の
、
和
や
か
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
こ
の
人
物
同
士
の
微
妙
な
距
離
感
は
、
盛
安
寺
障
壁
画
・

瑞
巌
寺
障
壁
画
文
王
の
間
に
強
く
表
れ
て
い
た
。

　
そ
れ
で
は
次
に
、
こ
の
よ
う
な
人
物
描
法
を
と
っ
て
い
る
風
俗
画
を
探
し
、
比
較
の
上
、
ま
と
め
る
作
業
に
移
る
。
こ
こ
で

は
萬
野
美
術
館
所
蔵
「
金
閣
寺
遊
楽
図
屏
風
」
、
個
人
蔵
「
金
閣
寺
・
北
野
遊
楽
図
屏
風
」
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
「
醍

醐
花
見
図
屏
風
」
、
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
「
阿
国
歌
舞
伎
図
屏
風
」
を
と
り
あ
げ
る
。

　
ま
ず
出
光
美
本
阿
国
歌
舞
伎
図
屏
風
と
近
い
作
例
で
あ
る
と
、
既
に
田
沢
裕
賀
氏
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
、
萬
野
美
術

館
所
蔵
「
金
閣
寺
遊
楽
図
屏
風
」
（
以
下
萬
野
美
本
と
す
る
）
、
個
人
蔵
本
の
「
金
閣
寺
・
北
野
遊
楽
図
屏
風
」
（
以
下
「
金
閣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

寺
．
北
野
」
本
と
す
る
）
を
と
り
あ
げ
る
。
田
沢
氏
は
出
光
美
本
の
解
説
で
、
萬
野
美
本
と
「
金
閣
寺
・
北
野
」
本
に
登
場
す

る
踊
り
の
場
面
と
、
出
光
美
本
に
登
場
す
る
踊
り
の
場
面
に
共
通
の
形
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
こ
の
二
作

例
に
つ
い
て
は
特
に
共
通
す
る
図
像
が
多
く
、
両
者
の
関
係
・
描
か
れ
た
金
閣
寺
の
系
譜
に
つ
い
て
は
、
既
に
奥
平
俊
六
氏
の

　
　
　
　
（
1
6
）

論
考
が
あ
る
。
奥
平
氏
は
こ
の
二
作
を
比
較
し
た
結
果
、
「
金
閣
寺
・
北
野
」
本
が
萬
野
美
本
よ
り
数
人
ず
つ
引
用
し
、
配
置
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を
変
更
し
て
い
る
こ
と
、
「
金
閣
寺
・
北
野
」
本
に
描
か
れ
て
い
る
建
築
が
整
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
雲
形
や
人
物
描
写
が
萬

野
美
本
に
比
べ
類
型
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
、
「
金
閣
寺
・
北
野
」
本
は
萬
野
美
本
を
も
と
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
さ
れ
た
。
確
か
に
「
金
閣
寺
・
北
野
」
本
に
は
、
杖
を
つ
く
老
人
が
至
近
距
離
で
二
回
描
か
れ
る
な
ど
の
繰
り
返
し
が
多
く
、

図
像
が
水
増
し
さ
れ
た
印
象
を
う
け
る
。
ま
た
、
萬
野
美
本
の
左
端
に
は
毛
暁
を
ひ
き
く
つ
ろ
ぐ
男
が
二
人
描
か
れ
る
が
、

「
金
閣
寺
・
北
野
」
本
で
は
、
男
二
人
は
毛
饒
が
敷
い
て
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
か
そ
こ
か
ら
外
れ
て
酒
を
酌
み
交
わ

し
て
お
り
、
本
来
の
意
味
を
失
っ
て
い
る
。
写
し
つ
が
れ
て
い
っ
た
時
に
図
像
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
「
金
閣
寺
・
北
野
」
本
の
描
写
か
ら
み
て
も
、
奥
平
氏
が
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、
萬
野
美
本
か
ら
「
金
閣
寺
．
北

野
」
本
が
で
き
あ
が
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
も
う
一
度
、
田
沢
氏
の
出
光
美
本
の
解
説
に
戻
り
た
い
。
そ
の
解
説
文
中
で
田
沢
氏
は
「
簡
略
化
さ
れ
た
建
築
の
描

写
と
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
的
人
物
合
成
に
よ
る
生
動
感
の
希
薄
さ
は
「
金
閣
寺
・
北
野
遊
楽
図
」
と
の
密
接
な
関
係
を
感
じ
さ
せ

る
。
」
と
述
べ
ら
れ
、
出
光
美
本
と
「
金
閣
寺
・
北
野
」
本
が
近
い
作
例
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
面

貌
表
現
が
出
光
美
本
と
近
い
大
阪
市
美
寄
託
本
と
、
「
金
閣
寺
・
北
野
」
本
も
比
較
す
る
と
、
両
者
に
は
人
物
描
写
の
淡
白
さ

に
お
い
て
、
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
特
に
ゆ
る
や
か
な
カ
ー
ブ
が
つ
い
た
、
小
さ
な
目
を
持
つ
横
顔
に
は
、

大
阪
市
美
寄
託
本
と
出
光
美
本
の
横
顔
を
比
較
し
た
時
と
同
じ
く
共
通
点
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
の
流
れ
を
総
合
す
る
と
、
出
光
美
本
・
大
阪
市
美
寄
託
本
・
萬
野
美
本
・
「
金
閣
寺
・
北
野
」
本
に
は
人
物
描
法
、

図
像
と
も
に
密
接
な
関
係
が
み
と
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
出
光
美
本
と
共
通
す
る
人
物
の
姿
態
．
配

置
を
持
つ
作
例
に
は
、
長
谷
川
等
胤
の
名
前
が
つ
く
瑞
巌
寺
障
壁
画
文
王
の
間
や
、
盛
安
寺
障
壁
画
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
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松
の
形
に
お
い
て
、
妙
蓮
寺
障
壁
画
と
の
共
通
点
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
長
谷
川
と
名
の
つ
く
作
例
、
そ
れ
に

関
係
す
る
周
辺
作
の
人
物
描
写
に
は
強
い
共
通
点
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
た
と
思
う
。

　
長
谷
川
に
関
係
す
る
絵
師
が
描
く
人
物
の
特
徴
を
具
体
的
に
み
て
き
た
と
こ
ろ
で
次
に
も
う
一
点
、
出
光
美
本
の
人
物
に
近

似
し
た
面
貌
を
持
つ
作
例
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
「
醍
醐
花
見
図
屏
風
」
を
と
り
あ
げ
た
い
。

　
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
三
月
一
五
日
に
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
醍
醐
の
花
見
の
様
子
を
伝
え
る
こ
の
屏
風
は
、
剥

落
が
激
し
く
、
一
部
に
施
さ
れ
た
補
筆
が
人
物
の
顔
を
潰
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
惜
し
ま
れ
る
作
品
で
あ
る
。
作
者
は
不
詳
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

が
、
山
根
有
三
氏
は
長
谷
川
宗
宅
の
筆
に
な
る
こ
と
を
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

　
等
伯
の
息
子
宗
宅
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
こ
の
屏
風
に
登
場
す
る
人
物
の
姿
態
と
配
置
に
は
長
谷
川
派
の
特
色
が

み
ら
れ
る
と
い
う
山
根
氏
の
指
摘
に
ま
ず
注
目
し
た
い
。

　
そ
こ
で
人
物
の
姿
態
に
つ
い
て
両
者
を
観
察
す
る
と
、
片
手
を
前
に
出
し
、
誰
か
を
呼
び
か
け
る
よ
う
に
伸
ば
し
て
い
る
姿

が
し
ば
し
ば
目
に
と
ま
る
。
例
え
ば
出
光
美
本
の
右
隻
第
四
扇
の
片
手
を
前
に
突
き
出
す
男
性
と
醍
醐
花
見
図
の
秀
吉
が
挙
げ

ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
面
貌
は
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
出
光
美
本
の
男
性
と
醍
醐
花
見
図
の
秀
吉
は
両
者
と
も
曲
げ
た
肘
か
ら

下
を
画
面
水
平
方
向
に
伸
ば
し
て
お
り
、
そ
の
姿
態
は
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
一
方
面
貌
に
つ
い
て
は
、
醍
醐
花
見
図
の
供
人
と
出
光
美
本
の
見
物
人
に
は
近
似
し
た
描
写
が
認
め
ら
れ
る
（
図
1
7
・
1
8
）
。

例
え
ば
、
正
面
を
向
い
て
い
る
男
性
の
面
貌
の
共
通
点
を
列
挙
し
て
い
く
と
、
眉
間
の
あ
た
り
か
ら
線
を
入
れ
る
大
き
な
鼻
、

穏
や
か
な
カ
ー
ブ
を
描
く
眉
、
切
れ
長
で
、
上
瞼
に
濃
く
ア
イ
ラ
イ
ン
の
よ
う
に
縁
取
り
が
入
る
目
、
首
に
み
ら
れ
る
二
本
の

搬
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
、
両
者
の
近
似
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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図17醍醐花見図図18　出光美本

　
以
上
、
人
物
描
写
に
関
し
て
は
出
光
美
本
と
醍
醐
花
見
図
が
近
い
こ
と
が
確

認
で
き
た
。
次
に
、
出
光
美
本
・
醍
醐
花
見
図
に
共
通
し
て
み
ら
れ
た
一
風
変

わ
っ
た
人
物
の
手
の
表
現
に
つ
い
て
ま
と
め
た
い
。
こ
こ
で
挙
げ
る
作
品
は
、

京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
の
「
阿
国
歌
舞
伎
図
屏
風
」
で
あ
る
。

　
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
の
阿
国
歌
舞
伎
図
屏
風
（
以
下
京
博
本
と
す
る
）
は
、

同
じ
阿
国
を
描
い
た
出
光
美
本
よ
り
、
見
物
客
も
多
く
、
楽
器
も
増
え
、
金
の

使
用
も
多
い
た
め
に
華
や
か
な
画
面
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
人
物
配
置
は
人

数
が
多
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
出
光
美
本
よ
り
も
関
係
性
が
密
で
あ
る
。
作
者
は

こ
ち
ら
も
不
詳
で
あ
る
が
、
平
成
九
年
に
徳
川
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
『
か
ぶ

く
美
の
世
界
』
展
で
の
解
説
に
は
、
長
谷
川
派
の
作
例
と
さ
れ
て
お
り
、
松
の

形
態
や
筆
法
が
京
都
妙
蓮
寺
の
「
松
桜
図
」
の
表
現
に
近
い
こ
と
が
理
由
と
し

　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
現
在
は
先
述
し
た
山
根
有
三
氏
の
著
作
に
て
、
長
谷
川

等
学
筆
と
い
う
説
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
等
伯
の
弟
子
と
思
わ
れ
る
等
学
の
作

か
ど
う
か
に
は
、
ま
だ
踏
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
手
順
が
あ
る
の
で
、
今
は
こ
の
屏
風

が
出
光
美
本
の
人
物
描
写
と
関
係
が
あ
る
の
か
否
か
、
比
較
作
業
を
行
う
こ
と

に
す
る
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
京
博
本
に
み
ら
れ
る
見
物
客
の
手
の
描
写
で
あ
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る
。
五
本
の
指
を
ぴ
た
り
と
つ
け
て
、
そ
の
手
を
前
に
伸
ば
し
て
い
る
人
物
が
数
人
、
京
博
本
に
は
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は

出
光
美
本
・
醍
醐
花
見
図
に
も
共
通
し
て
み
ら
れ
る
描
写
な
の
で
あ
る
。
出
光
美
本
の
人
物
描
写
で
、
一
番
印
象
に
残
る
部
分

は
不
自
然
な
手
の
描
写
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
五
本
の
指
を
あ
わ
せ
て
、
そ
の
手
を
前
に
伸
ば
し
た
り
、
左
右
に
伸
ば
し
た
り
し

て
い
る
。
出
光
美
本
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
、
こ
の
不
自
然
な
手
を
し
た
人
物
の
描
写
は
、
萬
野
美
本
や
、
北
野
金
閣
寺
本
に

も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、
京
博
本
も
先
述
し
た
作
例
と
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
だ
ろ
う
。
次
は
長
谷
川
派
の
自
然
描
写
に
注
目
し
て
、
共
通
す
る
描
法
が
あ
る
の
か
探
り
た
い
。

四
　
風
俗
画
に
み
る
長
谷
川
派
の
特
徴
　
～
自
然
描
写
～
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長
谷
川
派
の
自
然
描
写
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
長
谷
川
と
名
の
つ
く
核
と
な
る
確
実
な
作
品
を
挙
げ
る
こ
と
か
ら

は
じ
め
た
い
。
そ
の
作
品
と
は
、
北
野
天
満
宮
所
蔵
、
長
谷
川
宗
宅
筆
の
「
李
白
・
陶
淵
明
図
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

　
筆
者
の
長
谷
川
宗
宅
に
つ
い
て
は
、
土
居
次
義
氏
の
研
究
が
あ
り
、
詳
し
い
。
李
白
・
陶
淵
明
図
屏
風
は
土
居
氏
に
よ
っ
て

提
示
さ
れ
た
宗
宅
の
基
準
作
で
あ
っ
た
。
こ
の
六
曲
一
双
に
は
「
長
谷
川
宗
宅
筆
」
の
署
名
と
「
等
口
」
と
書
か
れ
た
二
重
円

　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

郭
印
が
確
認
で
き
る
。
土
居
氏
は
、
こ
の
落
款
の
体
様
を
疑
い
の
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
、
父
等
伯
と
の
画
風
に

お
け
る
共
通
点
を
明
示
さ
れ
て
い
る
。
土
居
氏
は
、
岩
の
描
法
と
、
人
物
の
描
写
の
特
徴
か
ら
、
こ
の
屏
風
の
作
者
が
長
谷
川

等
伯
を
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
例
え
ば
李
白
・
陶
淵
明
図
の
陶
淵
明
に
従
う
童
子
の
面
貌
と
、
大
徳
寺
塔

頭
聚
光
院
の
等
伯
筆
「
四
愛
図
座
屏
」
に
み
る
童
子
の
面
貌
を
比
較
す
る
と
、
描
写
方
法
は
ほ
ぼ
等
し
い
と
い
っ
て
よ
い
。
よ
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っ
て
土
居
氏
が
主
張
さ
れ
る
と
お
り
、
落
款
を
信
じ
て
李
白
陶
淵
明
図
は
長
谷
川
宗
宅
の
基
準
作
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
李
白
・
陶
淵
明
図
に
描
写
が
似
る
風
俗
画
を
一
点
挙
げ
た
い
。
そ
れ
は
名
古
屋
市
博
物
館
所
蔵
の
「
太
閤
花
見
図
屏

風
」
で
あ
る
。
こ
の
太
閤
花
見
図
は
、
作
者
不
詳
で
あ
り
、
描
か
れ
た
三
人
の
花
見
を
す
る
男
も
誰
を
描
い
た
も
の
か
わ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

な
い
不
明
な
点
が
多
い
作
例
で
あ
る
が
、
現
在
山
根
氏
が
先
述
し
た
著
作
に
て
等
伯
の
弟
子
、
長
谷
川
等
学
筆
を
提
唱
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
先
の
李
白
・
陶
淵
明
図
と
人
物
の
面
貌
を
比
較
す
る
作
業
に
移
り
た
い
。
両
者
の
筆
は
異
な
る
が
、
描
写
方
法

に
は
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

　
一
番
近
し
い
表
現
を
み
せ
て
い
る
の
が
、
李
白
・
陶
淵
明
図
の
李
白
と
、
太
閤
花
見
図
の
左
端
の
公
家
で
あ
る
。
こ
の
二
人

の
目
元
を
拡
大
し
、
並
べ
る
と
（
図
1
9
・
2
0
）
、
そ
の
近
似
性
は
一
層
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
。
最
も
特
徴
あ
る
描
写
は
、
上

瞼
に
濃
く
ひ
か
れ
た
ア
イ
ラ
イ
ン
で
あ
る
。
偶
然
こ
の
二
人
は
表
情
も
近
い
た
め
共
通
点
が
多
い
。
両
者
と
も
眉
間
に
搬
を
よ

せ
、
そ
の
結
果
眉
が
下
が
り
、
瞼
に
も
深
い
級
を
刻
み
、
逆
三
角
形
の
目
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
度
く
ぼ
ん
で
盛
り
あ
が

っ
て
い
る
鼻
筋
や
、
小
鼻
の
は
っ
き
り
と
し
た
ふ
く
ら
み
具
合
、
小
鼻
の
横
か
ら
口
元
に
か
け
て
の
頬
に
刻
ま
れ
た
搬
の
曲
率

な
ど
も
、
両
者
の
面
貌
表
現
法
の
共
通
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
実
在
の
人
物
を
描
い
た
で
あ
ろ
う
太
閤

花
見
図
が
、
李
白
陶
淵
明
図
を
写
し
た
と
は
考
え
に
く
い
が
、
こ
れ
だ
け
近
い
表
現
方
法
を
見
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
太

閤
花
見
図
は
、
長
谷
川
宗
宅
に
近
い
環
境
で
制
作
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
に
太
閤
花
見
図
の
右
隻
に

み
ら
れ
る
、
豊
か
な
自
然
描
写
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
桜
が
咲
き
誇
る
太
閤
花
見
図
の
右
隻
を
観
察
す
る
と
、
そ
こ
に
繊
細
な
桜
の
描
き
分
け
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
基
礎
に
な

る
桜
の
花
の
描
き
方
は
共
通
し
て
い
る
の
だ
が
、
花
の
散
ら
し
方
を
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
桜
に
表
情
を
つ
け
て
い
る
。
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図19　李白・陶淵明図　李白

図20　太閤花見図　左端の人物
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木
々
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
離
れ
て
全
体
を
見
渡
す
と
さ
ほ
ど
気
に
か
か
ら
な
い
が
、
近
く
で
観
察
す
る
と
そ
の
自
然
描
写
の

豊
か
さ
、
杉
・
槙
・
楓
を
描
き
こ
む
種
類
の
多
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
太
閤
花
見
図
右
隻
の
自
然
描
写
に
近
い
描
写
が
み
ら
れ
る
作
例
を
二
点
挙
げ
、
そ
の
特
徴
を
ま
と
め
た
い
。
最
初
に

挙
げ
る
べ
き
作
例
は
、
福
岡
市
博
物
館
所
蔵
の
「
邸
内
邸
外
図
屏
風
」
で
あ
る
。
こ
の
六
曲
一
双
屏
風
に
つ
い
て
は
、
中
山
喜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

一
朗
氏
の
論
文
に
表
現
意
図
、
作
者
問
題
、
制
作
年
代
の
考
察
な
ど
が
あ
り
詳
し
い
。
中
山
氏
に
よ
る
と
、
邸
内
邸
外
図
の
筆

者
と
太
閤
花
見
図
の
筆
者
は
等
し
く
、
等
伯
の
弟
子
長
谷
川
等
学
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
も
等
学
か
否
か
と
い
う
問
題
は
置

い
て
お
き
、
ひ
と
ま
ず
植
物
の
描
写
の
共
通
点
に
注
目
し
、
若
杉
・
若
松
・
桜
が
ぎ
っ
し
り
密
に
描
か
れ
て
い
る
邸
内
邸
外
図

の
描
写
を
観
察
す
る
。
す
る
と
、
こ
の
杉
や
松
が
密
集
す
る
緑
の
中
に
、
桜
が
点
在
す
る
描
写
は
、
太
閤
花
見
図
の
右
隻
と
共

通
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
の
で
あ
る
。

　
続
い
て
、
太
閤
花
見
図
と
近
い
作
風
を
持
っ
た
ギ
ッ
タ
ー
・
イ
エ
レ
ン
財
団
所
蔵
の
屏
風
を
取
り
上
げ
る
（
　
（
2
3
）
図
2
1
）
。
こ
こ

で
は
仮
に
「
春
景
図
」
と
名
付
け
る
が
、
こ
の
六
曲
一
隻
屏
風
は
、
太
閤
花
見
図
右
隻
と
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
も
、
画
面
下
部

に
細
長
い
金
雲
を
配
置
す
る
点
や
、
黒
い
ラ
イ
ン
を
は
っ
き
り
描
く
波
の
描
写
な
ど
が
近
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
豊
か
な

緑
の
中
に
桜
が
と
き
お
り
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
邸
内
邸
外
図
と
共
通
す
る
描
写
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
桜
の
描
写
方

法
に
つ
い
て
は
、
太
閤
花
見
図
に
近
似
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
桜
の
枝
の
描
法
や
、
地
に
白
を
刷
い
て
お
き
、
そ
の

上
に
花
び
ら
を
一
枚
一
枚
描
く
描
法
が
両
者
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
桜
花
の
塊
の
中
に
、
赤
い
葉
を
と
き
お
り
描
き
込
む
方

法
も
一
致
し
て
お
り
、
両
者
と
も
同
じ
工
房
内
で
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
以
上
、
太
閤
花
見
図
、
邸
内
邸
外
図
、
春
景
図
を
比
較
し
た
結
果
、
こ
の
三
作
例
に
は
、
種
類
豊
富
に
植
物
を
密
集
さ
せ
て
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図21　ギッター・イエレン財団所蔵本

描
く
と
い
う
自
然
描
写
に
お
い
て
近
似
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
が

確
認
で
き
た
。
ま
た
そ
の
う
ち
桜
の
描
写
に
つ
い
て
は
、
太
閤

花
見
図
、
春
景
図
と
も
一
致
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
よ
っ
て

二
点
の
類
例
を
持
つ
、
太
閤
花
見
図
の
豊
か
な
自
然
描
写
は
、

し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
た
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
三
作
例
は
作
画
環
境
が
近

い
と
み
て
よ
く
、
そ
の
環
境
と
し
て
、
長
谷
川
宗
宅
等
後
と
の

関
係
か
ら
、
や
は
り
長
谷
川
派
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
結
論
を
述
べ
て
し
ま
え
ば
、
太
閤
花
見
図
の
よ
う
な

作
例
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
種
類
・
数
と
も
に
豊
富
な
自
然
描
写

は
、
長
谷
川
派
が
他
派
と
の
違
い
を
示
す
、
い
わ
ば
目
印
の
よ

う
な
も
の
で
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
桜
と
杉
と
松

な
ど
を
同
時
に
豊
か
に
描
い
た
作
例
は
、
他
に
も
類
例
を
多
く

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
自
然
描
写
と
長
谷

川
派
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
も
、
既
に
先
学
に
よ
っ
て
言
及
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
高
津
古
文
化
会
館
所
蔵
の
「
誰
が
袖
美
人
図
屏
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風
」
を
挙
げ
た
い
（
以
下
、
高
津
古
文
化
会
館
本
と
す
る
）
。
こ
の
屏
風
に
描
か
れ
て
い
る
桜
と
鉾
杉
の
描
写
に
つ
い
て
は
、

長
谷
川
派
の
制
作
に
な
る
妙
蓮
寺
「
杉
桜
図
襖
」
な
ど
と
共
通
す
る
感
覚
を
示
し
て
い
る
と
、
奥
平
俊
六
氏
は
指
摘
さ
れ
て

　
（
2
4
）

い
る
。
奥
平
氏
に
よ
る
と
、
高
津
古
文
化
会
館
本
は
、
根
津
美
術
館
所
蔵
「
誰
が
袖
美
人
図
屏
風
」
（
以
下
、
根
津
美
本
と
す

る
）
と
も
「
斜
線
を
生
か
し
た
構
図
」
「
右
隻
の
野
毛
散
ら
し
の
処
理
」
「
左
隻
の
鉾
杉
と
桜
の
表
現
」
な
ど
に
お
い
て
、
通
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

る
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
う
。
奥
平
氏
は
続
け
て
、
「
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
等
伯
の
次
世
代
以
降
町
絵
師
化
し
た
長
谷
川
派
と
の

関
係
で
考
察
さ
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
」
と
先
述
の
文
献
に
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
奥
平
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
妙
蓮
寺
の
杉
・
桜
・
松
の
描
写
と
の
近
似
か
ら
、
長
谷
川
派
の
作
例
と
さ
れ
る
も
の
は
多

く
あ
っ
た
が
、
こ
の
杉
と
桜
と
松
の
描
写
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
か
明
示
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
が
た
い
。
よ
っ
て
、

桜
の
描
写
に
焦
点
を
置
き
な
が
ら
、
妙
蓮
寺
障
壁
画
に
代
表
的
に
み
ら
れ
る
桜
・
杉
・
松
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
自
然
描
写

が
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
類
例
が
あ
る
の
か
考
察
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。

　
こ
こ
で
改
め
て
、
妙
蓮
寺
の
杉
桜
図
と
高
津
古
文
化
会
館
本
左
隻
の
桜
と
杉
、
根
津
美
術
館
本
の
桜
と
杉
を
見
比
べ
て
、
ど

の
部
分
に
お
い
て
感
覚
が
近
い
の
か
考
え
て
み
る
と
、
三
角
の
形
に
極
端
に
整
え
ら
れ
た
杉
の
描
写
に
注
意
が
向
く
。
こ
の
傾

向
は
、
例
え
ば
同
じ
く
杉
と
桜
を
描
い
た
勧
学
院
客
殿
一
の
間
の
「
桜
、
杉
及
び
花
卉
図
襖
」
と
比
較
す
る
と
、
よ
り
両
者
の

目
指
す
と
こ
ろ
の
違
い
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
狩
野
光
信
が
描
く
杉
に
は
、
妙
蓮
寺
の
杉
に
み
ら
れ
る
デ
ザ
イ
ン
志
向
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
桜
も
同
様
で
、
花
び
ら
の
描
写

に
は
全
く
規
則
性
が
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
固
い
つ
ぼ
み
か
ら
、
咲
き
か
け
て
い
る
つ
ぼ
み
、
満
開
の
花
ま
で
、
光
信
の
桜

は
実
に
繊
細
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
桜
の
葉
の
向
き
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
立
体
感
さ
え
感
じ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
妙
蓮
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寺
の
桜
に
は
規
則
性
が
あ
る
。
桜
の
花
び
ら
は
一
枚
一
枚
丁
寧
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
花
に
微
妙
な
向
き
は
な
く
、
す
べ
て
正

面
を
向
い
て
い
る
。
ま
た
つ
ぼ
み
も
描
か
れ
て
い
る
が
、
咲
き
か
け
の
状
態
の
も
の
は
な
く
、
咲
い
て
い
る
か
つ
ぼ
み
か
は
っ

き
り
と
し
た
描
写
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
妙
蓮
寺
の
杉
桜
図
は
、
全
て
に
お
い
て
平
面
的
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
妙
蓮
寺
の
場

合
、
杉
も
三
角
形
で
も
っ
て
表
さ
れ
人
工
的
で
あ
る
た
め
、
平
面
的
な
描
写
の
桜
こ
そ
が
画
風
に
合
い
、
画
面
の
統
一
が
取
れ

て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
妙
蓮
寺
障
壁
画
が
持
つ
、
人
工
的
か
つ
平
面
的
な
傾
向
が
、
高
津
古
文
化
会
館
本
、
根
津
美
術
館
本

に
受
け
継
が
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
に
も
多
く
の
類
例
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
高
津
古
文
化
会
館
本
や
根
津
美
術
館
本
の
よ
う
に
、
妙
蓮
寺
障
壁
画
か
ら
受
け
継
い
だ
杉
と
、
ま
る
で
雲
の
よ
う
に
描
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

た
桜
の
花
の
塊
を
、
同
時
に
画
面
に
配
置
し
て
い
る
作
品
は
多
い
。
そ
れ
ら
は
、
先
述
し
た
太
閤
花
見
図
、
春
景
図
、
出
光
美

本
阿
国
歌
舞
伎
図
、
金
閣
寺
・
北
野
遊
楽
図
、
醍
醐
花
見
図
な
ど
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
、
高
津
古
文
化
会
館
本
、
根
津
美
術
館
本
、
太
閤
花
見
図
な
ど
に
み
る
桜
と
杉
の
構
成
に
お
け
る
一
致
に
つ
い
て
み
て

き
た
が
、
次
は
も
う
少
し
細
か
く
桜
花
自
体
の
描
き
方
に
つ
い
て
、
智
積
院
障
壁
画
の
内
「
桜
図
襖
」
と
比
較
し
な
が
ら
考
え

て
み
た
い
。

　
ま
ず
桜
図
に
お
け
る
桜
の
描
写
方
法
を
み
る
と
、
妙
蓮
寺
の
桜
と
同
じ
く
画
一
的
な
描
写
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の

明
確
な
円
形
の
繰
り
返
し
ゆ
え
に
桜
の
白
さ
が
際
立
ち
、
装
飾
効
果
を
高
め
て
い
る
と
言
え
る
。

　
こ
の
桜
図
に
み
る
描
法
は
、
妙
蓮
寺
障
壁
画
だ
け
で
な
く
、
大
阪
市
美
寄
託
本
の
桜
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
大
阪
市
美

寄
託
本
の
桜
は
、
智
積
院
の
桜
花
と
は
大
き
さ
が
異
な
る
が
、
丸
く
塗
っ
た
円
の
中
に
、
胡
粉
を
盛
り
上
げ
る
花
の
描
写
、
そ

の
花
の
先
か
ら
ふ
っ
く
ら
し
た
つ
ぼ
み
が
飛
び
出
し
て
い
る
部
分
な
ど
、
描
法
は
類
似
し
て
い
る
。
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一
方
、
桜
の
葉
の
描
写
に
つ
い
て
は
、
大
阪
市
美
寄
託
本
は
出
光
美
本
に
よ
り
近
く
、
赤
と
緑
二
色
を
使
用
し
て
描
い
て
い

る
。
よ
っ
て
桜
の
描
写
に
つ
い
て
み
て
も
、
出
光
美
本
と
大
阪
市
美
寄
託
本
に
は
共
通
点
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
出
光

美
本
の
桜
に
み
ら
れ
る
、
桜
花
の
ま
わ
り
に
つ
ぼ
み
を
表
現
す
る
点
を
置
く
描
写
は
、
醍
醐
花
見
図
と
京
都
国
立
博
物
館
本
阿

国
図
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
三
作
例
に
共
通
し
て
み
ら
れ
た
桜
を
さ
ら
に
細
か
く
描
い
た
も
の
が
、
太
閤
花
見
図
、
春
景
図
、
金
閣
寺
・
北
野
遊
楽

図
な
ど
で
登
場
し
た
い
く
つ
か
の
作
例
で
あ
る
。
太
閤
花
見
図
と
春
景
図
の
桜
が
近
似
し
て
い
る
こ
と
は
先
述
し
た
と
お
り
で

あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
の
流
れ
を
ま
と
め
る
と
、
妙
蓮
寺
の
杉
桜
図
に
み
ら
れ
る
デ
ザ
イ
ン
化
さ
れ
た
杉
と
桜
の
取
り
合
わ
せ
は
、
高
津

古
文
化
会
館
本
や
根
津
美
術
館
本
、
太
閤
花
見
図
や
春
景
図
ほ
か
に
、
桜
の
白
と
杉
の
緑
の
対
比
も
鮮
や
か
に
描
き
継
が
れ
て

い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
桜
の
描
写
が
み
ら
れ
る
風
俗
画
に
は
、
特
徴
的
な
人
物
描
写
が
共
通
し
て
指

摘
で
き
る
こ
と
は
、
人
物
描
写
の
特
徴
の
項
に
て
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
桜
の
描
写
の
一
致
、
そ
れ
に
と
も

な
う
人
物
描
写
の
一
致
は
、
あ
る
特
定
の
流
派
が
、
こ
の
場
合
、
長
谷
川
派
で
あ
る
が
、
関
与
し
た
と
い
う
証
と
な
る
の
で
あ

る
。　

以
上
、
長
谷
川
派
に
お
い
て
描
か
れ
た
桜
を
概
観
し
、
い
く
ば
く
か
長
谷
川
派
の
桜
の
描
き
方
に
つ
い
て
系
統
立
て
る
こ
と

が
で
き
た
。
最
後
に
、
長
谷
川
派
の
画
面
構
成
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
う
。
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め
　

　
長
谷
川
派
の
画
面
構
成
に
つ
い
て
は
、
中
山
喜
一
朗
氏
の
論
考
が
あ
る
。
中
山
氏
は
、
落
款
、
印
章
な
く
、
筆
者
、
制
作
年

代
と
も
に
不
詳
の
、
福
岡
市
美
術
館
所
蔵
「
　
鞄
人
狩
猟
図
屏
風
」
を
、
長
谷
川
等
伯
筆
の
壬
生
寺
「
列
仙
図
」
、
隣
華
院

「
山
水
人
物
図
」
、
「
牧
馬
図
」
と
比
較
、
長
谷
川
派
の
作
品
で
あ
る
と
特
定
さ
れ
た
。
特
に
、
等
伯
の
信
春
時
代
の
作
例
で
あ

る
「
牧
馬
図
」
と
「
擁
鞭
人
狩
猟
図
屏
風
」
の
画
面
構
成
の
類
似
に
つ
い
て
詳
し
い
分
析
が
あ
る
の
で
参
照
す
る
。

　
中
山
氏
に
よ
る
と
、
「
　
鞘
人
狩
猟
図
屏
風
」
に
は
、
画
面
左
上
隅
か
ら
右
下
隅
へ
向
け
て
の
右
下
が
り
の
動
き
と
、
画
面

左
下
隅
か
ら
右
上
隅
へ
向
け
て
の
右
上
が
り
の
動
き
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
の
左
上
か
ら
右
下
へ
か
け
て
の
斜
め
の
動
き
は
、

丘
陵
、
土
披
、
雲
の
流
れ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
左
下
か
ら
右
へ
の
斜
め
の
線
は
、
岩
、
松
の
動
き
な
ど
景
物
の
方
向

性
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
中
山
氏
は
分
析
す
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
的
な
画
面
構
成
の
原
型
を
な
し
て
い
る
の
が
、
室

町
期
の
大
和
絵
の
手
法
を
用
い
て
作
ら
れ
た
「
牧
馬
図
」
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
中
山
氏
の
主
張
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

右
下
が
り
の
線
は
土
披
に
よ
っ
て
明
示
し
、
右
上
が
り
の
線
は
、
景
物
の
方
向
性
に
よ
っ
て
暗
示
す
る
と
い
う
手
法
が
、
「
牧

馬
図
」
、
「
　
鞘
人
狩
猟
図
屏
風
」
と
も
に
み
ら
れ
る
と
、
両
者
の
関
係
性
の
深
さ
に
つ
い
て
中
山
氏
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
中
山
氏
が
挙
げ
ら
れ
た
「
牧
馬
図
」
に
注
目
し
、
構
図
に
限
っ
て
言
う
と
、
「
醍
醐
花
見
図
」
も
「
　
鞘
人
狩
猟
図
屏
風
」

と
同
じ
く
、
「
牧
馬
図
」
左
隻
の
対
角
線
構
図
に
近
い
こ
と
が
わ
か
る
。
「
牧
馬
図
」
に
み
ら
れ
る
画
面
左
端
の
な
だ
ら
か
な
土
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披
に
似
た
遠
山
が
、
「
醍
醐
花
見
図
」
で
は
画
面
左
上
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
醍
醐
花
見
図
」
で
は
そ
の
山
の
真
下
に
、

右
下
が
り
の
な
だ
ら
か
な
山
が
み
え
る
が
、
こ
れ
は
「
牧
馬
図
」
に
も
描
か
れ
て
お
り
、
左
上
か
ら
右
下
へ
の
流
れ
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
反
対
に
左
下
か
ら
右
上
へ
の
流
れ
は
、
「
醍
醐
花
見
図
」
の
場
合
、
人
物
の
配
置
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お

り
、
主
に
左
下
か
ら
右
上
へ
の
対
角
線
上
に
人
物
が
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
目
立
つ
衣
装
の
秀
吉
一
行
は
、
右
上

が
り
の
線
上
に
配
置
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
。
た
だ
「
醍
醐
花
見
図
」
の
山
々
は
「
牧
馬
図
」
の
土
披
ほ
ど
急
な
角
度
で

描
か
れ
て
お
ら
ず
、
対
角
線
構
図
を
意
識
し
て
い
る
の
か
微
妙
な
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
対
角
線
の
起
点
と
な
る
画
面
左
上
と

右
上
に
そ
れ
ぞ
れ
、
建
築
物
と
木
々
を
固
め
て
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
や
は
り
「
醍
醐
花
見
図
」
は
「
牧
馬
図
」
と

同
じ
く
対
角
線
構
図
を
意
識
し
て
制
作
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
「
牧
馬
図
」
の
構
図
に
は
、
も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
点
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
左
右
の
画
面
の
連
続
性
で
あ
る
。
右

隻
と
左
隻
を
ぴ
っ
た
り
と
合
わ
せ
る
と
、
曲
が
り
く
ね
っ
た
渓
流
が
左
右
つ
な
が
り
、
左
隻
第
＝
扇
の
土
披
の
線
が
右
隻
の
土

披
の
線
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
画
面
の
平
面
的
な
連
続
性
は
、
例
え
ば
太
閤
花
見
図
で
も
見
る
こ
と
が
で
き

　
　
　
（
2
8
）

る
（
図
2
2
）
。
太
閤
花
見
図
の
右
隻
と
左
隻
を
合
わ
せ
る
と
、
画
面
下
部
を
低
く
横
に
流
れ
る
金
雲
が
左
右
ぴ
た
り
と
連
続
す

る
。
一
見
し
て
も
わ
か
る
と
お
り
、
右
隻
は
塀
、
植
物
と
も
対
角
線
に
そ
っ
て
描
か
れ
て
お
り
、
幾
何
学
的
構
図
を
取
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
金
雲
が
そ
の
流
れ
を
遮
っ
て
画
面
平
行
に
流
れ
、
左
右
横
の
つ
な
が
り
を
強
調
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

「
牧
馬
図
」
「
太
閤
花
見
図
」
と
も
、
高
さ
の
狂
い
な
し
に
両
隻
の
図
柄
が
連
続
す
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
意
識
的
な
連
続
構

成
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
連
続
す
る
画
面
は
他
に
も
、
等
伯
の
息
子
、
左
近
等
重
が
描
い
た
、
ボ
ス
ト
ン
美
術

館
所
蔵
「
牧
牛
・
野
馬
図
」
が
あ
る
。
「
牧
牛
・
野
馬
図
」
は
、
馬
を
等
伯
の
「
牧
馬
図
」
か
ら
、
岩
も
同
じ
く
等
伯
の
岩
法
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図22　太閤花見図

か
ら
学
ん
だ
、
等
伯
と
深
い
つ
な
が
り
が
指
摘
さ
れ
る
作

　
　
（
2
9
）

例
で
あ
る
。
こ
の
「
牧
牛
・
野
馬
図
」
は
構
図
も
等
伯
の

「
牧
馬
図
」
に
よ
っ
て
お
り
、
左
右
隻
を
水
面
と
そ
の
上

に
は
え
る
草
が
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
は
、
太
閤
花
見
図
に
み
ら
れ
た
、
画
面
下
部
を
平
行

に
覆
う
金
雲
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
と
い
う
の
も
、

太
閤
花
見
図
の
こ
の
金
雲
と
同
じ
よ
う
に
画
面
下
部
を
覆

う
、
変
わ
っ
た
形
の
土
披
が
最
近
登
場
し
た
作
例
に
み
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
顕
著
な
例
が
、
「
玄
宗
楊
貴
妃
図
」
の
一
風
変
わ

っ
た
土
披
で
あ
る
。
玄
宗
楊
貴
妃
図
屏
風
は
、
『
国
華
』

誌
上
で
山
根
有
三
氏
に
よ
っ
て
平
成
十
年
に
紹
介
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

近
年
注
目
を
集
め
て
い
る
六
曲
　
隻
屏
風
で
あ
る
。
珍
し

い
形
態
の
土
披
は
、
第
二
扇
か
ら
第
六
扇
に
か
け
て
画
面

下
部
を
連
続
し
て
走
っ
て
い
る
の
だ
が
、
か
な
り
距
離
を

取
っ
て
い
る
た
め
、
画
面
を
塞
い
で
し
ま
っ
て
い
る
。
特

に
第
四
扇
の
柵
の
部
分
は
、
土
披
が
一
部
遮
っ
て
し
ま
っ
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て
お
り
目
立
つ
。
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
土
披
は
柵
よ
り
も
ず
っ
と
手
前
の
高
い
位
置
に
あ
り
、
柵
や
人
物
が
い
る
建
築
は
遠
く

に
あ
る
の
か
と
も
解
釈
で
き
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
土
披
と
人
物
た
ち
の
い
る
建
築
の
距
離
感
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
。
こ

の
よ
う
に
、
な
ん
と
も
不
思
議
な
空
間
把
握
が
、
こ
の
玄
宗
楊
貴
妃
図
に
は
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
長
谷
川
派
の
画
面
構
成
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
が
、
今
回
長
谷
川
派
の
遺
品
と
し
て
取
り
上
げ
た
作
例
の
数
が
少
な

か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
多
く
の
作
品
に
共
通
す
る
よ
う
な
独
特
の
画
面
構
成
の
法
則
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ

理
路
整
然
と
し
た
狩
野
派
の
構
図
法
と
は
ま
た
異
な
っ
た
感
覚
を
、
太
閤
花
見
図
や
玄
宗
楊
貴
妃
図
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

と
思
う
。

お
わ
り
に

　
本
論
は
、
山
根
有
三
氏
の
長
谷
川
派
総
合
研
究
に
多
く
を
よ
り
な
が
ら
、
類
似
す
る
描
写
を
も
つ
風
俗
画
を
集
め
、
そ
れ
ら

の
特
徴
を
抽
出
す
る
作
業
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
の
作
業
を
通
じ
、
町
絵
師
作
と
言
わ
れ
て
き
た
作
例
に
も
、
あ
る
程
度
ま
と
ま

っ
た
特
徴
を
指
摘
で
き
る
こ
と
を
知
っ
た
。
だ
が
、
描
写
が
類
似
す
る
も
の
を
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
し
た
と
し
て
も
、
ま
だ
ま
だ
不

明
な
点
が
多
い
長
谷
川
派
と
い
う
流
派
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
の
は
困
難
な
作
業
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
困
難
な
作
業
を
通

じ
、
町
絵
師
作
と
言
わ
れ
て
い
た
作
品
の
中
か
ら
具
体
的
な
流
派
と
し
て
長
谷
川
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
等
伯

亡
き
後
の
長
谷
川
派
の
足
跡
も
明
ら
か
と
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
し
、
長
谷
川
派
の
全
貌
が
解
明
さ
れ
る
時
、
そ
の
研
究
成
果
は

風
俗
画
研
究
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
高
く
、
や
は
り
こ
れ
ら
の
様
式
比
較
は
避
け
て
は
通
れ
な
い
作
業
の
よ
う
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に
思
う
。

　
長
谷
川
派
研
究
に
関
す
る
問
題
は
山
積
し
て
い
る
。
長
谷
川
に
関
係
す
る
絵
師
が
、
ど
の
程
度
の
流
派
意
識
を
も
っ
て
作
品

を
描
い
た
の
か
、
本
論
で
は
全
く
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
山
根
氏
に
よ
っ
て
長
谷
川
派
の
作
で
あ
る
と
近
年

指
摘
さ
れ
た
作
品
は
多
く
、
そ
れ
ら
の
全
て
に
言
及
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

学習院大学人文科学論集X（2001）

（
1
＞
　
朝
賀
浩
「
（
資
料
紹
介
）
邸
内
遊
楽
図
屏
風
」
（
『
美
を
つ
く
し
』
恥
一
三
四
　
平
成
四
年
　
大
阪
市
立
美
術
館
）

（
2
）
　
門
脇
む
つ
み
「
「
相
応
寺
屏
風
」
研
究
」
（
『
美
術
史
論
叢
』
一
二
号
　
平
成
八
年
）

（
3
）
　
星
野
鈴
「
『
座
敷
に
坐
す
婦
人
像
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
大
和
文
華
』
七
七
号
一
九
八
六
年
）
、
黒
田
泰
三
「
相
応
寺
屏
風
の
作
者
に
つ

　
　
い
て
」
（
『
デ
ア
ル
テ
』
六
号
　
一
九
九
〇
年
）

（
4
）
　
『
日
本
屏
風
絵
集
成
第
一
四
巻
風
俗
画
遊
楽
・
誰
力
袖
』
昭
和
五
二
年
講
談
社
解
説
番
号
7
0

（
5
）
　
同
右
　
解
説
番
号
1
9
・
2
0

（
6
）
　
『
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
　
肉
筆
浮
世
絵
』
第
一
巻
　
二
〇
〇
〇
年
　
講
談
社
　
解
説
番
号
6

（
7
）
『
江
戸
モ
ー
ド
大
図
鑑
ー
小
袖
模
様
に
み
る
美
の
系
譜
　
』
平
成
一
一
年
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
解
説
番
号
5
2

（
8
）
　
等
伯
の
岩
石
表
現
、
樹
木
表
現
に
関
し
て
は
以
下
の
論
文
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
　
　
土
居
次
義
「
禅
林
寺
の
襖
絵
と
等
伯
派
」
（
『
宝
雲
』
第
一
七
冊
　
昭
和
一
一
年
）
・
「
隣
華
院
の
山
水
図
襖
絵
と
長
谷
川
等
伯
」
（
『
東

　
　
洋
美
術
』
二
五
号
　
一
九
七
三
年
）
・
「
天
授
庵
に
於
け
る
長
谷
川
等
伯
の
画
蹟
」
（
『
宝
雲
』
第
二
十
二
冊
　
昭
和
＝
二
年
）
、
『
国
華
』

　
　
九
〇
〇
号
、
武
田
恒
夫
『
等
伯
　
友
松
』
（
水
墨
美
術
大
系
九
　
昭
和
四
八
年
　
講
談
社
）
、
黒
田
泰
三
『
長
谷
川
等
伯
』
（
新
潮
日
本

　
　
美
術
文
庫
四
　
平
成
九
年
　
新
潮
社
）

（
9
）
　
山
根
有
三
『
桃
山
絵
画
研
究
』
山
根
有
三
著
作
集
六
　
平
成
十
年
　
中
央
公
論
美
術
出
版

（
1
0
）
　
奥
平
俊
六
「
彦
根
屏
風
に
つ
い
て
〈
鏡
像
関
係
〉
と
〈
画
中
画
〉
の
問
題
を
中
心
に
」
（
『
美
術
史
』
一
〇
九
号
　
一
九
八
〇
年
）
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（
1
1
）
　
山
根
有
三
「
長
谷
川
等
秀
・
等
学
研
究
」
（
『
国
華
』
一
二
二
八
号
　
平
成
十
年
）
山
根
有
三
著
作
集
六
『
桃
山
絵
画
研
究
』
平
成
十

　
　
年
　
中
央
公
論
美
術
出
版
に
採
録

（
1
2
）
　
「
藤
花
・
牧
牛
図
屏
風
」
長
谷
川
宗
圓
筆
　
紙
本
金
地
著
色
　
滋
賀
盛
安
寺
蔵
　
各
隻
に
「
長
谷
川
宗
圓
筆
」
の
署
名
と
「
長
谷
川

　
　
（
朱
文
）
」
「
宗
圓
（
白
文
）
」
の
二
印
、
寛
永
六
年
（
】
六
二
九
）
の
寄
進
銘
が
墨
書
き
さ
れ
る
。
（
『
桃
山
百
双
　
近
世
屏
風
絵
の
世

　
　
界
』
一
九
九
七
年
　
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
よ
り
）

（
1
3
）
　
辻
惟
雄
「
盛
安
寺
障
壁
画
に
つ
い
て
」
（
『
国
華
』
一
一
八
九
号
　
平
成
六
年
）

　
　
　
盛
安
寺
障
壁
画
に
つ
い
て
は
、
土
居
次
義
氏
の
論
考
が
あ
る
。
（
土
居
次
義
「
盛
安
寺
の
障
壁
画
」
『
美
と
工
芸
』
二
一
一
～
二
一
二

　
　
号
　
昭
和
四
九
年
　
京
都
書
院
）
こ
の
論
文
中
で
は
、
土
居
氏
は
長
谷
川
派
の
作
品
で
あ
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
断
言
は
で
き
な
い
と

　
　
さ
れ
て
い
る
。
辻
氏
は
、
長
谷
川
派
の
作
例
で
あ
る
こ
と
は
明
言
さ
れ
て
い
る
。

（
1
4
）
　
濱
田
直
嗣
「
瑞
巌
寺
の
障
壁
画
」
（
『
国
華
』
九
九
五
号
　
昭
和
五
一
年
）

　
　
　
他
、
松
島
瑞
巌
寺
障
壁
画
、
長
谷
川
等
胤
に
つ
い
て
は
以
下
の
資
料
を
参
考
に
し
た

　
「
瑞
巌
寺
宝
物
館
青
龍
殿
開
館
記
念
特
別
展
」
（
瑞
巌
寺
　
平
成
八
年
）
、
辻
惟
雄
「
瑞
巌
寺
障
壁
画
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
国
華
』
九
九
五
号

　
　
昭
和
五
一
年
）
、
山
根
有
三
「
長
谷
川
左
近
・
宗
也
・
等
憶
・
信
近
な
ど
の
画
業
に
つ
い
て
」
（
『
国
華
』
一
一
＝
七
号
　
平
成
九
年
）

　
等
胤
と
瑞
巌
寺
の
関
係
を
示
す
資
料
と
し
て
は
、
瑞
巌
寺
に
等
胤
の
名
が
墨
書
き
さ
れ
た
扁
額
が
現
存
す
る
。

　
　
扁
額
裏
面
の
墨
書

　
「
瑞
岩
方
丈
圭
旦
工
之
名
、
住
持
蓬
花
庵
記
焉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
享
保
一
五
年
重
陽
日

　
　
　
文
王
間
　
長
谷
川
等
胤

　
　
　
室
中
間
　
狩
野
左
京

　
　
　
礼
間
桜
間
菊
間
　
左
京
弟
子
　
九
郎
太

　
　
　
仙
人
墨
絵
間
　
狩
野
幸
益

　
　
始
於
元
和
六
庚
申
年
了
干
同
八
年
壬
戌
蓋
粉
色
功
三
年
也
」
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こ
の
墨
書
を
信
じ
れ
ば
、
瑞
巌
寺
障
壁
画
制
作
は
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
～
同
八
年
（
一
六
二
二
）
に
か
け
て
行
わ
れ
た
と
考
え

　
　
ら
れ
る
。
し
か
し
「
享
保
一
五
年
重
陽
日
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
障
壁
画
が
描
か
れ
た
当
時
の
記
録
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か

　
　
る
。
ほ
か
に
、
天
嶺
性
空
『
松
島
夜
話
』
に
は
「
上
臆
有
文
王
間
、
長
谷
川
等
胤
給
之
」
と
い
う
記
載
も
み
え
る
が
、
こ
ち
ら
も
元
文

　
　
三
年
（
一
七
三
八
）
の
資
料
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
瑞
巌
寺
障
壁
画
の
筆
者
に
つ
い
て
の
同
時
代
資
料
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
伊

　
　
達
政
宗
の
書
状
に
等
胤
の
名
が
登
場
し
て
お
り
、
等
胤
が
障
壁
画
制
作
の
年
に
あ
た
る
元
和
六
年
に
確
か
に
仙
台
に
入
っ
て
い
た
こ
と

　
　
が
わ
か
る
。
（
「
伊
達
政
宗
書
状
」
元
和
六
年
五
月
廿
九
日
「
伊
達
家
文
書
」
『
仙
台
市
博
物
館
所
蔵
資
料
目
録
』
平
成
二
年
）

　
　
　
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
考
え
て
、
等
胤
が
制
作
し
た
確
固
た
る
文
書
は
な
く
と
も
、
等
胤
が
瑞
巌
寺
と
無
関
係
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能

　
　
性
は
低
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
1
5
）
　
『
肉
筆
浮
世
絵
大
観
三
　
出
光
美
術
館
』
一
九
九
六
年
　
講
談
社
解
説
番
号
3
・
4
、
『
肉
筆
浮
世
絵
大
観
七
　
萬
野
美
術
館
』
　
九

　
　
九
六
年
　
講
談
社
・
『
櫻
花
燗
漫
　
日
本
美
術
の
櫻
』
展
　
一
九
九
八
年
　
新
津
市
美
術
館

（
1
6
）
　
奥
平
俊
六
「
金
閣
寺
遊
楽
図
に
つ
い
て
」
（
『
肉
筆
浮
世
絵
大
観
七
　
萬
野
美
術
館
』
一
九
九
六
年
　
講
談
社
）

（
1
7
）
　
山
根
有
三
「
長
谷
川
宗
宅
等
後
研
究
」
（
『
国
華
』
＝
＝
七
号
　
平
成
九
年
）
山
根
有
三
著
作
集
六
『
桃
山
絵
画
研
究
』
平
成
十
年

　
　
中
央
公
論
美
術
出
版
社
に
採
録

（
1
8
）
　
『
か
ぶ
く
美
の
世
界
　
絵
は
語
る
　
異
端
と
享
楽
の
浮
世
』
展
　
平
成
九
年
　
徳
川
美
術
館

（
1
9
）
　
土
居
次
義
「
長
谷
川
宗
宅
に
つ
い
て
」
（
『
近
世
日
本
絵
画
の
研
究
』
昭
和
四
五
年
　
美
術
出
版
社
）

（
2
0
）
　
土
居
氏
は
、
註
一
八
論
文
に
て
、
こ
の
印
に
つ
い
て
「
等
」
の
文
字
と
左
側
の
「
示
扁
」
は
間
違
い
が
な
い
が
、
や
や
印
に
不
明
瞭

　
　
な
点
が
あ
り
、
左
の
文
字
の
方
が
判
読
し
か
ね
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
印
は
「
長
谷
川
宗
宅
筆
」
の
落
款
と
共
に
押
さ
れ

　
　
て
い
る
の
で
疑
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
等
口
」
の
印
の
み
が
押
さ
れ
た
作
品
は
現
在
、
他
に
四
点
知
ら

　
　
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
南
禅
寺
蔵
「
秋
草
図
屏
風
」
、
個
人
蔵
「
山
水
図
屏
風
」
、
群
馬
県
立
近
代
美
術
館
所
蔵
「
柳
橋
水
車
図
屏
風
」
、

　
　
個
人
蔵
「
枯
木
鴉
図
屏
風
」
で
あ
る
。

（
2
1
）
　
一
九
九
六
年
に
開
か
れ
た
『
黄
金
と
俺
び
　
秀
吉
展
』
（
大
阪
市
立
博
物
館
・
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
・
名
古
屋
市
博
物
館
）
で
の
図

　
　
版
解
説
に
て
、
中
央
の
人
物
を
容
貌
か
ら
判
断
し
て
秀
吉
と
す
る
説
が
提
出
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
同
解
説
で
は
、
秀
吉
が
描
か
れ
て
い
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る
と
す
る
と
、
右
隻
の
鐘
楼
を
醍
醐
寺
の
シ
ン
ボ
ル
的
建
造
物
と
解
釈
で
き
る
た
め
、
慶
長
三
年
の
醍
醐
の
花
見
を
描
い
た
も
の
で
あ

　
　
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
醍
醐
の
花
見
と
す
れ
ば
、
秀
吉
の
横
に
い
る
人
物
は
醍
醐
寺
座
主
義
演
准
后
で
あ
る
と
し
、
顔
も

　
　
醍
醐
寺
に
伝
わ
る
義
演
准
后
の
画
像
と
似
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
い
る
。
こ
の
解
説
で
は
、
一
番
左
の
公
家
が
誰
か
明
か
さ
れ
て
い
な

　
　
い
が
、
神
谷
浩
氏
は
、
義
演
の
兄
の
関
白
二
条
昭
美
に
あ
て
る
説
を
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
神
谷
氏
が
提
唱
さ
れ
た
三
人
は
、
い

　
　
ず
れ
も
醍
醐
寺
復
興
に
関
係
す
る
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
神
谷
浩
「
花
見
を
す
る
三
人
の
男
た
ち
〈
太
閤
花
見
図
屏

　
　
風
〉
」
「
名
古
屋
博
物
館
だ
よ
り
」
一
〇
九
号
　
一
九
九
六
年
四
月
）

（
2
2
）
　
中
山
喜
一
朗
「
邸
内
邸
外
図
屏
風
に
つ
い
て
　
長
谷
川
等
学
の
試
み
」
（
『
福
岡
市
博
物
館
紀
要
』
二
〇
〇
〇
年
三
月
）

（
2
3
）
　
ギ
ッ
タ
ー
・
イ
エ
レ
ン
財
団
の
こ
の
六
曲
一
隻
屏
風
の
存
在
は
、
鎌
田
純
子
氏
か
ら
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
（
写
真
提
供
・
鎌
田
純

　
　
子
氏
）

（
2
4
）
　
奥
平
俊
六
「
誰
が
袖
美
人
図
屏
風
」
（
『
日
本
美
術
全
集
第
一
七
巻
　
狩
野
派
と
風
俗
画
』
一
九
九
二
年
　
講
談
社
　
解
説
図
版
番
号

　
　
㎜
・
鵬
）

（
2
5
）
　
奥
平
俊
六
「
誰
が
袖
美
人
図
屏
風
」
（
『
日
本
美
術
全
集
第
一
七
巻
　
狩
野
派
と
風
俗
画
』
一
九
九
二
年
　
講
談
社
　
解
説
番
号
㎜
・

　
　
皿
）

（
2
6
）
　
山
根
有
三
氏
に
よ
っ
て
、
根
津
美
術
館
本
の
桜
や
杉
の
描
写
・
構
図
が
太
閤
花
見
図
、
妙
蓮
寺
障
壁
画
な
ど
に
類
似
す
る
こ
と
は
既

　
　
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
山
根
有
三
前
掲
書
参
照

（
2
7
）
　
中
山
喜
一
朗
「
筑
前
黒
田
家
伝
来
　
　
靱
人
狩
猟
図
屏
風
に
つ
い
て
」
（
『
国
華
』
＝
〇
七
号
　
昭
和
六
二
年
）

（
2
8
）
　
太
閤
花
見
図
を
は
じ
め
長
谷
川
派
の
作
例
に
、
左
右
の
連
続
性
が
強
く
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
竹
内
美
砂
子
氏
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
い

　
　
た
。

（
2
9
）
　
『
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
日
本
美
術
調
査
図
録
　
解
説
編
』
一
九
九
七
年
　
講
談
社
・
『
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
所
蔵
日
本
絵
画
名
品
展
』
一
九

　
　
八
三
年
　
東
京
国
立
博
物
館
　
京
都
国
立
博
物
館
よ
り

　
　
　
牧
牛
図
に
は
朱
文
矩
形
「
長
谷
川
」
印
、
野
馬
図
に
は
同
「
長
谷
川
」
印
と
朱
文
円
形
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
印
記
は
従
来

　
　
の
左
近
画
に
も
認
め
ら
れ
、
例
え
ば
「
自
雪
舟
六
代
藤
原
長
谷
川
左
近
書
」
の
款
記
が
あ
る
滋
賀
県
海
津
天
神
社
所
蔵
の
板
絵
三
十
六
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歌
仙
扁
額
に
も
同
じ
印
「
長
谷
川
」
印
が
み
ら
れ
る
。
（
土
居
次
義
「
長
谷
川
左
近
に
関
す
る
一
考
察
」
『
日
本
近
世
絵
画
放
』
昭
和
十

　
　
九
年
　
桑
名
文
星
堂
、
「
ア
メ
リ
カ
で
見
た
長
谷
川
左
近
」
『
近
世
日
本
絵
画
の
研
究
』
昭
和
四
五
年
　
美
術
出
版
社
）

（
3
0
）
　
山
根
有
三
「
長
谷
川
等
秀
筆
　
玄
宗
楊
貴
妃
図
屏
風
」
（
『
国
華
』
一
二
三
八
号
　
平
成
十
年
）
『
出
逢
い
と
語
ら
い
　
故
事
人
物
画

　
　
と
物
語
絵
』
（
平
成
十
二
年
　
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
）
図
版
番
号
4
5
解
説
中
に
、
松
の
枝
ぶ
り
が
妙
蓮
寺
障
壁
画
に
近
い
こ
と
や
、
鍍

　
　
法
が
醍
醐
寺
三
宝
院
「
老
杉
・
竹
林
遊
禽
図
襖
絵
」
、
禅
林
寺
「
竹
虎
図
屏
風
」
と
近
似
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
指
摘
が
あ
る
。

要
旨
　
長
谷
川
派
風
俗
画
に
み
る
描
写
的
特
徴
に
つ
い
て

学習院大学人文科学論集X（2001）

　
近
世
初
期
風
俗
画
の
中
に
「
邸
内
遊
楽
図
」
と
呼
ば
れ
る
一
群
が
あ
る
。

　
そ
こ
に
は
豪
華
な
家
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
遊
び
を
楽
し
む
人
々
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
現
在
、
邸
内
遊
楽
図
と
呼
ば
れ
る
作
品
は
、
有
名
な
相
応
寺
屏
風
を
は
じ
め
と
し
て
約
四
〇
数
点
公
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
作
者
は

わ
か
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
現
在
に
い
た
る
ま
で
の
研
究
に
よ
り
、
相
応
寺
屏
風
に
画
風
が
似
る
例
が
数
点
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
め
ら

れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
例
は
狩
野
派
の
工
房
で
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
論
で
も
邸
内
遊
楽
図
の
中
で
画
風

が
似
る
作
品
を
四
点
、
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
ま
と
め
、
こ
れ
ら
の
作
品
制
作
に
関
係
し
た
流
派
に
つ
い
て
考
え
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
四

点
の
作
品
に
み
ら
れ
る
自
然
描
写
に
注
目
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
描
写
の
も
と
と
な
っ
た
の
は
長
谷
川
等
伯
の
絵
画
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る

に
い
た
っ
た
。
ま
ず
等
伯
の
作
品
で
あ
る
と
今
日
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
取
り
上
げ
、
邸
内
遊
楽
図
と
比
較
し
た
。
結
果
、
こ
れ
ら
の
邸
内

遊
楽
図
が
少
な
く
と
も
長
谷
川
派
と
関
係
し
た
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
論
の
目
的
は
、
長
谷
川
派
の
描
法
の
特
徴
を
具
体
的
に
抽
出
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
は
、
長
谷
川
派
の
も
の
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
て
い
る
作
品
、
智
積
院
障
壁
画
、
長
谷
川
宗
宅
筆
「
李
白
陶
淵
明
図
」
な
ど
を
中
心
に
お
き
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
表
現
や
図
像
が
似
る

も
の
を
長
谷
川
派
の
作
例
と
し
て
ま
と
め
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
作
品
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
人
物
の
描
写
方
法
を
抽
出
し
た
。
一
方
、
長
谷

川
派
の
自
然
描
写
に
関
し
て
は
智
積
院
障
壁
画
や
妙
蓮
寺
障
壁
画
を
軸
に
、
桜
の
描
法
に
注
目
し
て
似
た
作
品
を
探
し
た
と
こ
ろ
、
風
俗
画
が

数
点
確
認
で
き
、
こ
ち
ら
も
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
ま
と
め
た
。
そ
の
結
果
、
自
然
描
写
の
類
似
で
グ
ル
ー
プ
に
し
た
作
品
と
、
人
物
描
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Painting　Traits　in　the　genre　paintings　of　the　Hasegawa　School

SATO　Akiko

　There　is　a　group　of　paintings　called“various　amusement〈teinai－yurakuzu＞”among　the　early　seventeenth　genre

paintings．　In　these　paintings，　you　can　see　the　people　enjoying　themselves　with　various　plays　in　their　gorgeous　houses．

　　Today，　the　number　of　the　works　called〈teinai－yurakuzu＞amounts　to　about　forty，　including　the　famous　pa重nting

“sooj　i　byoubu”with　the　authors　unknown．　However，　the　studies　shows　that　there　are　some　paintings　which　have　a

similar　style　Qf　painting　to　those　of〈soQji　byoubu＞，　and　they　are　put　together　into　one　group．　It　became　clear　that

they　had　been　painted　in　a　studio　of　the　Kano　schooL　In　this　research，　I　put　four　works　whose　style　of　painting　is

similar　to　the〈teihai－yurakuzu＞into　one　group　and　try　to　give　consideration　in　terms　of　schools　related　to　the

production　of　these　works．

　　With　attention　to　a　description　nature　drawn　in　these　four　paintings，　we　have　a　pgssible　idea　that　these　paintings

are　based　on　the　works　of　Hasegawa　Touhaku．　I　picked　up　Touhaku’s　paintings　that　are　recognized　today　and

compared　them　with〈teinai－yurakuzu＞．　The　result　shows　us　that　there　is　a　relation　between〈teinai・yurakuzu＞and

the　Hasegawa　School　in　certain　ways．

　　The　main　issue　of　this　research　is　to　abstract　the　concrete　traits　of　the　painting　techniques　of　the　Hasegawa　School．

Firstly，　to　define　the　Hasegawa　School，　I　list　up　both　works　that　are　recognized　today　and　that　have　similar　ways　of
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expression　and　drawing，　focusing　on“Rihaku　Touen　meizu”by　Hasegawa　Soutaku　and曜【the　Sliding　Door　Panels　of

aCherry　Tree　in　Chishaku・in　temple”．　Secondly，　I　extract　the　conlmon　traits　in　a　description　human　from　these　works

and　take　them　into　careful　consideration．　Thirdly，　to　find　the　traits　of　a　description　nature　of　the　Hasegqwa　School，

Isearch　for　the　works　in　terms　of　the　similar　painting　technique　of　Cherry　Trees．　I　especially　focus　on　both　works，

ヒヒ 狽??@Sliding　Door　Panels　of　a　Cherry　Tree　in　Chishaku・in　temple”and更ヒthe　Sliding　Door　Panels　of　a　Pine　Tree　and

Cherry　Tree　in　Myoren－li　temple”．　Some　genre　paintings　are　recognized　and　put　into　one　group．

　　The　results　shows　us　that　the　same　works　come　in　our　sight　although　some　are　extracted　in　terms　of　similarity　of

adescription　nature，　and　the　others　similarity　of　a　description　human．　It　became　clear　that　a　certain　particular　school

has　some　influence　on　these　works，　and　the　school　in　the　H．asegawa　School，　I　concluded．

　　Iend　this　research　with　stating　the　common　composition　of　the　Hasegawa　School　seen　in　the　following　works．
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