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は　

じ　

め　

に

一　

舟
木
本
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
読
解
の
「
補
遺
」

二　

徳
川
美
術
館
本
の
「
か
ぶ
き
者
」
の
喧
嘩
と
大
坂
夏
の
陣

三　

注
文
主
・
画
家
・
製
作
年
代

四　

左
隻
の
中
心
の
桟
敷
と
そ
こ
に
坐
っ
て
い
る
武
士
の
姿
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桟
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肖
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む　

す　

び

は　

じ　

め　

に

平
成
二
十
五
年（
二
〇
一
三
）に
、
拙
著
『
豊
国
祭
礼
図
を
読
む
』
を
出
し
た
。
主
と
し

て
豊
国
神
社
本
・
妙
法
院
本
・
徳
川
美
術
館
本
と
い
う
三
つ
の
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」

の
相
互
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
各
屏
風
は
ど
の
よ
う
な
作
品
な
の
か
を
示
し
た
の
で
あ

る
が
、
徳
川
美
術
館
本
に
つ
い
て
の
記
述
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
徳
川
美
術

館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」（
以
下
で
は
、「
徳
川
美
術
館
本
」
と
称
す
る
）に
つ
い
て
の
読

解
は
「
未
完
成
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

何
故
か
？　

十
数
年
以
前
か
ら
、
私
は
、
徳
川
美
術
館
本
の
左
隻
第
四
扇
中
央
に
描

か
れ
た
桟
敷
と
そ
こ
に
坐
っ
て
い
る
武
士
の
姿
こ
そ
、
核
心
的
な
表
現
に
相
違
な
い
と

目
星
を
つ
け
て
い
た
の
だ
が
、
同
書
を
書
き
下
ろ
す
時
点
で
は
、
そ
れ
を
解
釈
す
る
こ

と
が
出
来
な
か
っ
た
。
折
角
、
徳
川
美
術
館
本
の
最
重
要
と
思
わ
れ
る
表
現
に
気
付
き

な
が
ら
、
そ
れ
を
読
み
解
け
な
い
の
は
何
と
も
情
け
な
い
こ
と
で
あ
り
、
絶
対
に
解
決

し
た
い
と
思
い
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
た
び
徳
川
美
術
館
か
ら
平
成
三
十
年
九
月
十
六
日
の
特
別
講
演
を
依
頼
さ
れ
た

こ
と
は
、
だ
か
ら
僥
倖
で
あ
っ
た
。「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
核
心
に
再
挑
戦
す
る
絶

好
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
の
だ
と
受
け
止
め
、
読
解
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
し
て
何
と
か

成
案
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
よ
う
に
思
う
。
こ
の
新
た
な
読
解
に
よ
る
「
仮
説
」
を
提

示
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
本
稿
の
主
題
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
私
は
平
成
二
十
七
年
に
凸
版
印
刷
文
化
事
業
推
進
本
部
の
中
村
直
靖
氏

と
知
り
合
い
、
同
社
が
製
作
さ
れ
た
舟
木
本
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
の
4
Ｋ
高
精
細
の

Ｖ
Ｒ（
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
）画
像
を
熟
視
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
の
後
、
同
社
が
徳

（
1
）

長久智子　徳川美術館所蔵ドイツ製塩釉灰色藍彩炻器「印花人物文阿蘭陀焼手付水指」─大名道具の「阿蘭陀」としての視座から─

図2　印花人物文阿蘭陀焼手付水指
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徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

二

川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
も
Ｖ
Ｒ
に
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
画
像
も
熟
視
す
る

こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
っ
た
。
徳
川
美
術
館
本
の
Ｖ
Ｒ
画
像
は
圧
倒
的
な
迫
力
が
あ

り
、
デ
ィ
テ
ー
ル
が
目
に
焼
き
付
い
た
。
同
本
を
見
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
知
見

が
得
ら
れ
た
の
で
、
そ
れ
を
示
し
た
い
。
こ
れ
が
本
稿
の
第
二
主
題
で
あ
る
。

実
は
、
こ
の
Ｖ
Ｒ
の
元
に
な
っ
た
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ー
タ
は
、
私
が
研
究
代
表
者
と

な
っ
て
得
た
科
学
研
究
費
補
助
金（
平
成
十
七
〜
二
十
一
年
度
基
盤
研
究（
Ｓ
）課
題
番
号

一
七
一
〇
二
○
○
一
「
中
近
世
風
俗
画
の
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
画
像
化
と
絵
画
史
料
学
的
研
究
」）

と
徳
川
美
術
館
の
特
別
の
ご
厚
意
に
よ
っ
て
実
現
し
た
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
撮
影

（
8
×
10
カ
ラ
ー
フ
ィ
ル
ム
三
十
六
枚
）に
よ
る
成
果
で
あ
る
。

科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
の
大
目
標
の
一
つ
は
、
研
究
成
果
を
市
民
に
還
元

す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
徳
川
美
術
館
の
講
堂
に
お
い
て
、
こ
の
Ｖ
Ｒ
に
よ
っ
て
「
豊
国

祭
礼
図
屏
風
」
の
デ
ィ
テ
ー
ル
を
ス
ク
リ
ー
ン
一
杯
に
映
し
出
し
つ
つ
、
新
た
な
仮
説

を
語
っ
た
。
本
当
に
貴
重
な
機
会
を
与
え
ら
れ
た
と
思
う
。
同
館
と
凸
版
印
刷
の
ス

タ
ッ
フ
の
皆
さ
ん
に
、
深
甚
の
感
謝
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

一　

舟
木
本
「
洛
中
洛
外
図
屛
風
」
読
解
の
「
補
遺
」

ま
ず
は
、
舟
木
本
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）を
見
る
こ
と
か
ら
本

稿
の
読
解
作
業
を
始
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

と
い
う
の
は
、
こ
の
屏
風
に
つ
い
て
も
、
拙
著
『
洛
中
洛
外
図
・
舟
木
本
を
読
む
』

を
書
き
下
ろ
し
た
。
上
杉
本
と
共
に
最
高
の
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
で
あ
る
舟
木
本

は
、
岩
佐
又
兵
衛
が
中
心
と
な
っ
て
製
作
さ
れ
た
こ
と
が
確
実
な
作
品
で
あ
り
、
徳
川

美
術
館
本
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
と
は
兄
弟
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
。
両
作
品
を
一
緒

に
読
み
続
け
、
二
冊
の
小
著
に
結
実
さ
せ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
両
書
は
不
可
分
な

（
2
）

の
で
あ
る
。

拙
著
『
洛
中
洛
外
図
・
舟
木
本
を
読
む
』
は
、
舟
木
本
の
デ
ィ
テ
ー
ル
を
徹
底
的
に

読
み
解
い
た
研
究
成
果
で
あ
り
、
誰
が
又
兵
衛
に
舟
木
本
の
製
作
を
依
頼
し
た
の
か
、

つ
ま
り
注
文
主
の
と
こ
ろ
に
ま
で
辿
り
着
い
た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
舟
木
本
の

豊
か
な
表
現
の
一
部
を
読
解
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
今
後
も
よ
り
多
面
的
な
読
解
を

続
け
て
い
く
つ
も
り
だ
が
、
こ
の
本
で
の
舟
木
本
の
読
解
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ

書
き
換
え
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

但
し
、
一
点
だ
け
「
補
遺
」
と
し
て
書
い
て
お
き
た
い
知
見
が
生
じ
た
。
そ
れ
は
何
か
。

『
洛
中
洛
外
図
・
舟
木
本
を
読
む
』
の
執
筆
段
階
で
は
ま
だ
ま
だ
見
落
と
し
が
あ
っ

た
。
そ
の
う
ち
で
一
番
重
要
な
の
は
、
舟
木
本
の
右
隻
第
二
扇
に
描
か
れ
た
喧
嘩
の
場

面
に
つ
い
て
の
「
見
落
と
し
」
で
あ
っ
た
。
徳
川
美
術
館
本
の
読
解
に
も
繋
が
っ
て
い

く
点
な
の
で
、
こ
れ
だ
け
は
本
稿
に
記
し
て
お
き
た
い
。

舟
木
本
右
隻
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
豊
国
廟
か
ら
祇
園
社
に
至
る
洛
東
の
一
部

だ
。
第
一
扇
に
は
、
上
か
ら
豊
国
社
・
豊
国
定
舞
台
・
三
十
三
間
堂
、
第
二
扇
に
は
妙

法
院
・
方
広
寺
大
仏
殿
、
第
三
扇
に
は
清
水
寺
・
六
波
羅
蜜
寺
・
五
条
通
・
七
条
河
原
、

第
四
扇
に
は
祇
園
社
・
建
仁
寺
、
第
五
扇
に
は
知
恩
院
・
五
条
大
橋
、
そ
し
て
第
六
扇

に
は
三
条
大
橋
・
四
条
河
原
・
五
条
寺
町
・
六
条
三
筋
町
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
私

と
し
て
は
虱
潰
し
に
見
た
つ
も
り
な
の
に
、
重
要
な
見
落
と
し
が
あ
っ
た
の
だ
。

そ
れ
は
、
第
二
扇
の
上
部
、
方
広
寺
大
仏
殿
の
上
、
妙
法
院
の
前
で
「
か
ぶ
き
者
」

ら
し
き
男
た
ち
が
喧
嘩
を
始
め
て
い
る
場
面
に
つ
い
て
で
あ
る（
挿
図
1
）。
二
年
前
に

出
し
た
拙
著
『
豊
国
祭
礼
図
を
読
む
』
で
は
、
徳
川
美
術
館
本
の
右
隻
第
五
・
第
六
扇

の
喧
嘩
の
場
面
に
、「
か
ぶ
き
者
」
に
見
立
て
ら
れ
た
豊
臣
秀
頼
の
姿
を
見
出
し
た
と

い
う
の
に
、
こ
の
舟
木
本
の
喧
嘩
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
肝
心
の
デ
ィ
テ
ー
ル
を
「
見

落
と
し
」
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

三

家
紋
を
見
落
と
し
た
の
だ
。
挿
図
1
の
喧
嘩
の
場
面
を
見
て
み
よ
う
。
妙
法
院
と
照

高
院
の
門
前
で
喧
嘩
が
始
ま
っ
て
い
る
。
双
方
六
人
ず
つ
、
武
器
は
鑓
・
薙
刀
と
刀
で

あ
る
。
巻
き
込
ま
れ
ま
い
と
、
周
囲
の
者
た
ち
は
慌
て
て
逃
げ
て
い
る
。『
洛
中
洛
外

図
大
観　

舟
木
家
旧
蔵
本
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る（
一
五
三
頁
）。

東
山
の
妙
法
院
と
照
高
院
の
門
前
で
、
武
士
同
士
の
喧
嘩
が
起
こ
っ
て
い
る
。
武

士
と
い
っ
て
も
、
足
軽
階
級
辺
り
の
下
郎
の
喧
嘩
で
、
血
相
を
変
え
た
者
た
ち

が
、
長
刀
や
槍
を
交
じ
え
て
の
争
い
。
こ
の
喧
嘩
に
驚
き
、
逃
げ
ま
ど
う
小
者
や

金
蒔
絵
の
鞍
を
乗
せ
た
馬
。
必
死
で
馬
を
制
す
る
轡
取
り
た
ち
。
妙
法
院
の
下
僧

た
ち
は
、
六
尺
棒
を
持
ち
、
高
見
の
見
物
が
て
ら
け
し
か
け
る
。
戦
国
気
風
の
ま

だ
残
る
寸
景
。

近
世
初
期
風
俗
画
に
は
し
ば
し
ば
こ
う
し
た
喧
嘩
の
寸
景
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
、

普
通
は
、
こ
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
だ
け
だ（
但
し
、
妙
法
院
の
僧
は
け
し
か
け
た
り
し
て
い

な
い
）。

こ
の
妙
法
院
と
照
高
院
の
門
前
の
喧
嘩
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
？　

そ
れ
を
物

（
3
）

挿図1　妙法院門前の喧嘩　舟木本「洛中洛外図屛風」右隻第二扇　東京国立博物館蔵

挿図2　喧嘩する男の背中の「卍紋」　舟木
本「洛中洛外図屛風」右隻第二扇

語
る
の
が
、
右
側
の
男
の
背
中
に

描
か
れ
て
い
る
家
紋
で
あ
っ
た
の

だ
。
こ
の
男
を
拡
大
し
て
示
そ
う

（
挿
図
2
）。
す
る
と
、
男
の
茶
色

の
短
い
羽
織
の
背
中
に
は
、「
丸

に
卍
紋
」
が
大
き
く
描
か
れ
て
い

る
で
は
な
い
か
。

「
丸
に
卍
紋
」
は
阿
波
の
蜂
須

賀
氏
の
家
紋
で
あ
る
。
妙
法
院
・

照
高
院
の
門
前
に
描
か
れ
て
い
る

（
4
）



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

四

利
が
与
え
た
戦
術
面
、
心
理
面
に
お
け
る
効
果
は
絶
大
で
あ
っ
た
。
豊
臣
恩
顧
の

大
名
家
の
代
表
格
と
も
見
な
さ
れ
て
い
る
蜂
須
賀
が
、
徳
川
方
の
た
め
に
大
戦
果

を
挙
げ
た
と
い
う
こ
と
は
家
康
と
秀
忠
を
い
た
く
喜
ば
せ
、
・
・
・
・
至
鎮
に
対

し
て
は
戦
後
、
淡
路
国
七
万
石
が
恩
賞
と
し
て
加
封
さ
れ
る
と
い
う
殊
遇
を
得
た

ほ
ど
で
あ
る
。
・
・
・
・

す
な
わ
ち
、
大
坂
冬
の
陣
に
お
け
る
蜂
須
賀
勢
の
攻
防
・
活
躍
は
と
く
に
顕
著
で
あ

り
、
世
間
で
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

他
方
、「
大
坂
夏
の
陣
」
で
の
蜂
須
賀
軍
は
ど
う
だ
っ
た
か
。『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家

譜
』
第
六
の
記
述
に
よ
っ
て
示
そ
う（
二
四
三
頁
）。

の
ち
大
坂
の
兵
ふ
た
ゝ
び
お
こ
る
に
よ
り
、
四
月
二
十
四
日
出
船
す
る
の
と
こ

ろ
、
波
濤
穏
な
ら
ざ
り
し
か
ば
、
領
国
川
口
に
船
を
と
ゞ
め
て
順
風
を
ま
ち
、
こ

の
む
ね
本
多
正
純
を
も
つ
て
上
聞
に
達
し
け
れ
ば
、
す
な
は
ち
奉
書
を
賜
ふ
。

二
十
七
日
淡
路
国
沼
嶋
に
を
し
わ
た
り
、
二
十
九
日
和
泉
国
田
川
に
着
船
す
と
い

へ
ど
も
、
こ
の
ご
ろ
分
国
船
数
少
き
に
よ
り
、
雑
兵
等
を
ひ
〳
〵
渡
海
す
る
を
ま

ち
、
こ
の
よ
し
又
本
多
正
信
に
よ
り
て
言
上
し
け
れ
ば
、
尤
に
お
ぼ
し
め
さ
る
ゝ

の
む
ね
奉
書
も
て
お
ほ
せ
下
さ
る
。

荒
れ
た
海
が
蜂
須
賀
軍
の
参
陣
を
阻
ん
だ
の
だ
っ
た
。
よ
う
や
く
和
泉
国
田
川
に
着

船
す
る
と
、
浅
野
長
晟
の
封
地
紀
伊
国
で
一
揆
が
蜂
起
し
、
隣
国
で
あ
る
和
泉
国
の
田

川
や
在
々
で
も
一
揆
の
企
て
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
ら
の
対
処
に
追
わ
れ
て
し
ま
っ

た
。
そ
し
て
、
長
晟
か
ら
一
揆
平
定
の
知
ら
せ
を
受
け
て
、
五
月
七
日
に
大
坂
へ
兵
を

進
め
た
と
こ
ろ
、
炎
上
す
る
大
坂
城
が
見
え
た
。
夜
通
し
進
軍
し
て
、
八
日
の
朝
に
住

吉
に
着
陣
し
、
茶
臼
山
と
岡
山
の
陣
営
に
い
っ
て
家
康
と
秀
忠
に
拝
謁
し
た
の
で
あ
っ

た
。
要
す
る
に
蜂
須
賀
軍
は
、
荒
れ
た
海
と
紀
伊
の
一
揆
の
た
め
に
、
夏
の
陣
の
決
戦

に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

の
は
下
郎
な
い
し
「
か
ぶ
き
者
」
の
喧
嘩
で
あ
る
が
、
こ
の
家
紋
は
、
そ
れ
が
大
き
な

戦
い
の
「
見
立
て
」
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

慶
長
十
九
年（
一
六
一
四
）十
月
か
ら
の
「
大
坂
冬
の
陣
」
に
お
い
て
、
と
く
に
目

立
っ
た
軍
勢
は
阿
波
の
蜂
須
賀
勢（
蜂
須
賀
隊
）で
あ
っ
た
。
大
坂
の
陣
に
つ
い
て
は
、

岡
本
良
一
『
図
説　

大
阪
の
陣
』、
二
木
謙
一
『
大
坂
の
陣
─
証
言
・
史
上
最
大
の
攻

防
戦
』、
笠
谷
和
比
古
『
関
ヶ
原
合
戦
と
大
坂
の
陣
』
や
渡
邊
大
門
『
大
坂
落
城　

戦

国
終
焉
の
舞
台
』
な
ど
を
参
照
す
る
と
し
よ
う
。

笠
谷
氏
の
『
関
ヶ
原
合
戦
と
大
坂
の
陣
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る

（
二
二
一
頁
）。

・
・
・
・
大
坂
冬
の
陣
の
本
格
的
な
戦
い
は
、
こ
れ
ら
木
津
川
河
口
一
帯
の
砦
の

攻
防
を
め
ぐ
っ
て
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
主
役
を
な
し
た
の
は
阿
波
一
八
万
石
の
大

名
、
蜂
須
賀
至
鎮
の
部
隊
で
あ
っ
た
。
大
坂
冬
の
陣
に
お
け
る
蜂
須
賀
隊
の
奮
戦

ぶ
り
に
は
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
こ
の
大
坂
の
陣
に
お

い
て
蜂
須
賀
家
が
置
か
れ
て
い
た
緊
張
感
に
満
ち
た
立
場
の
反
映
で
あ
っ
た
と
言

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

十
一
月
十
九
日
、
大
坂
方
の
木
津
川
の
砦
を
、
蜂
須
賀
至
鎮
・
浅
野
長
晟
・
池
田
忠

雄
の
三
者
で
攻
め
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
蜂
須
賀
至
鎮
は
抜
け
駆
け
し
て
、
砦
を
陥
落

さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
次
に
蜂
須
賀
勢
が
著
し
い
戦
果
を
挙
げ
た
の
は
、
同
月
二
十
九

日
の
未
明
に
、
薄
田
隼
人
の
守
っ
て
い
た
博
労
ケ
淵
の
砦
を
攻
撃
し
、
砦
を
奪
取
し

た
。
ま
た
逆
に
、
十
二
月
十
六
日
の
深
更
に
、
蜂
須
賀
勢
の
陣
地
は
、
大
坂
方
の
塙
団

右
衛
門
ら
に
よ
っ
て
夜
襲
を
か
け
ら
れ
て
も
い
る
。

笠
谷
氏
は
同
書
で
、
こ
の
蜂
須
賀
勢
の
活
躍
と
そ
の
結
果
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る（
二
二
七
頁
）。

　

こ
の
蜂
須
賀
隊
に
よ
る
木
津
川
口
砦
の
攻
略
と
、
そ
れ
に
続
く
博
労
ケ
崎
の
勝

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

五

し
た
が
っ
て
、「
か
ぶ
き
者
」
の
背
中
に
描
か
れ
た
「
丸
に
卍
紋
」
は
、
大
坂
冬
の

陣
に
お
け
る
蜂
須
賀
勢
を
意
味
す
る
。
こ
の
場
面
は
、
大
坂
冬
の
陣
に
お
け
る
戦
い
を

「
か
ぶ
き
者
」
た
ち
の
喧
嘩
に
見
立
て
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
見
立
て
の
表
現
に
よ
っ
て
、
舟
木
本
の
製
作
は
慶
長
十
九
年
の
大
坂
冬
の
陣
に

ま
で
続
い
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
製
作
は
恐
ら
く
慶
長
十
九
年
の
夏
以
降
に

始
ま
り
、
完
成
し
た
の
は
慶
長
十
九
年
末
〜
同
二
十
年
初
頭
頃
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
読
む
と
、
舟
木
本
の
右
隻
第
二
扇
の
喧
嘩
は
、
徳
川
美
術
館
本
の
右

隻
第
五
・
六
扇
上
部
に
描
か
れ
た
「
か
ぶ
き
者
」
の
喧
嘩
の
場
面
と
繋
が
る
。
蜂
須
賀

氏
の
「
卍
紋
」
が
両
作
品
を
繋
い
で
い
る
こ
と
に
奇
妙
な
因
縁
を
感
じ
る
の
は
、
私
だ

け
で
は
あ
る
ま
い
。

二　

徳
川
美
術
館
本
の
「
か
ぶ
き
者
」
の
喧
嘩
と
大
坂
夏
の
陣

本
題
の
徳
川
美
術
館
本
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て
の
検
討
・
読
解
に
入
る
と

し
よ
う
。

先
著
『
豊
国
祭
礼
図
を
読
む
』
で
は
、
徳
川
美
術
館
本
の
全
面
的
な
読
解
を
行
う
ス

ペ
ー
ス
的
余
裕
が
な
か
っ
た
の
で
、
次
の
二
点
の
検
討
に
絞
っ
て
記
述
を
行
っ
て
い
る
。

Ａ　

徳
川
美
術
館
本
の
伝
来
と
注
文
主
の
特
定
、
そ
し
て
製
作
年
代
の
推
定
を
行

い
、
次
の
よ
う
な
仮
説
を
提
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注

文
主
は
蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）で
あ
る
。
隠
居
し
た
家
政
は
、
阿
波
に
豊
国
大
明
神
を
勧

請
し
、
慶
長
十
九
年
八
月
に
、
自
分
の
隠
居
所
に
程
近
い
地
に
社
殿
を
建
立
し
た
の
だ

が
、
そ
の
際
、
同
社
に
奉
納
す
る
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
製
作
を
、
画
家
岩
佐
又
兵

衛
に
依
頼
し
た
。
製
作
年
代
は
慶
長
十
九
年
〜
同
二
十
年
頃
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
徳
川

美
術
館
本
の
伝
来
に
つ
い
て
は
、
高
野
山
光
明
院
と
蜂
須
賀
氏
の
密
接
な
関
係
を
指
摘

し
、
恐
ら
く
蜂
須
賀
家
政
の
死
去
に
際
し
て
、
彼
の
遺
物
と
し
て
光
明
院
に
奉
納
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
そ
れ
ら
の
推
論
と
論
拠
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
同
書

の
参
照
を
お
願
い
す
る（
二
三
〇
〜
二
四
八
頁
）。

Ｂ　

徳
川
美
術
館
本
の
最
も
興
味
深
い
場
面
と
し
て
、
右
隻
第
五
・
第
六
扇
に
描
か

れ
て
い
る
有
名
な
「
か
ぶ
き
者
」
た
ち
の
喧
嘩
の
場
面
を
取
り
上
げ
、
左
側
の
上
半
身

裸
の
大
柄
な
若
者
は
、
大
坂
夏
の
陣
の
豊
臣
秀
頼
の
「
見
立
て
」
な
の
だ
と
指
摘
し
た

（
二
四
九
〜
二
六
七
頁
）。
こ
の
挿
図
3
の
喧
嘩
の
場
面
に
つ
い
て
の
読
解
を
少
々
詳
し
く

記
述
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

左
側
の
大
柄
な
、
上
半
身
裸
の
若
者
が
差
し
て
い
る
大
太
刀
の
朱
鞘
に
は
「
い
き
す

挿図3　「かぶき者」の喧嘩
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」右隻第六扇・中



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

六

ぎ
た
り
や
廿
三　

八
ま
ん　

ひ
け
は
と
る
ま
い
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
朱
鞘
の
文

句
は
以
前
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
誰
も
「
廿
三
」
に
は
注
目
し
な
か
っ
た

の
だ
。

し
か
し
、「
か
ぶ
き
者
」
た
ち
の
場
合
、
生
き
過
ぎ
た
年
齢
は
「
廿
五
」
で
あ
る
。

「
か
ぶ
き
者
」
の
棟
梁
、
大
鳥
一
兵
衛
の
場
合
は
「
廿
五
」
だ
し
、
他
の
例
で
も
同
様

で
あ
る
。「
か
ぶ
き
者
」
た
ち
に
と
っ
て
、
二
十
五
歳
が
定
番
な
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
、

こ
の
若
者
は
「
廿
三
」
で
あ
る
。

な
ぜ
二
十
三
歳
な
の
か
？　

そ
れ
を
解
く
鍵（
コ
ー
ド
）が
、
豊
臣
秀
頼
の
死
歿
年
齢

で
あ
る
。
秀
頼
は
大
坂
夏
の
陣
に
お
い
て
、
二
十
三
歳
で
「
自
死
」
し
た
。
こ
の
「
か

ぶ
き
」
者
は
豊
臣
秀
頼
で
あ
っ
た
の
だ
。
徳
川
美
術
館
本
は
、
秀
頼
を
「
か
ぶ
き
者
」

の
若
者
と
し
て
描
き
、
大
坂
夏
の
陣
を
「
か
ぶ
き
」
者
た
ち
の
喧
嘩
に
見
立
て
た
の
で

あ
る
。

喧
嘩
相
手（
右
側
）の
武
士
た
ち
に
も
着
目
す
る
と
、
そ
の
先
頭
に
い
る
中
年
の
武
士

は
、
右
手
で
指
差
し
て
左
側
の
大
柄
な
若
者（
豊
臣
秀
頼
）に
難
癖
を
つ
け
て
お
り
、
太

刀
を
何
時
で
も
抜
け
る
よ
う
に
身
構
え
て
い
る
。
将
軍
徳
川
秀
忠
だ
。
流
石
に
三
つ
葉

葵
は
描
か
れ
な
い
。
秀
忠
は
、「
か
ぶ
き
者
」
の
豊
臣
秀
頼
と
対
峙
し
、
今
に
も
太
刀

を
抜
こ
う
と
し
て
い
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
喧
嘩
を
止
め
よ
う
と
し
て
い
る
武
士
が
い
る
こ
と
だ
。
黒
い
羽
織

に
は
、
緑
色
で
描
か
れ
た
「
卍
紋
」
と
「
梅
鉢
紋
」
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
秀
忠
の
背
後
の
太
刀
に
手
を
か
け
て
い
る
武
士
の
黒
い
短
衣
に
は
「
鷹
羽
紋
」
が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
家
紋
は
コ
ー
ド
で
あ
り
、「
卍
紋
」
は
蜂
須
賀
氏
、「
梅
鉢
紋
」
は
前

田
氏
、「
鷹
羽
紋
」
は
浅
野
氏
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
秀
吉
恩
顧
の
大
名
た
ち
だ
。
徳
川

美
術
館
本
の
注
文
主
は
、
こ
れ
ら
の
家
紋
の
人
物
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

黒
い
羽
織
に
「
卍
紋
」
と
「
梅
鉢
紋
」
の
二
つ
の
家
紋
が
描
か
れ
て
い
る
武
士
に
注

目
し
よ
う
。
彼
は
喧
嘩（
戦
い
）を
止
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
但
し
、
秀
忠
に
対
し
て
で

は
な
く
、
そ
の
背
後
に
続
く
武
士
た
ち
を
制
止
し
て
い
る
。
こ
の
武
士
は
、
蜂
須
賀
氏

と
前
田
氏
の
い
ず
れ
で
も
あ
り
得
る
け
れ
ど
、
恐
ら
く
梅
鉢
紋
は
「
目
く
ら
ま
し
」
で

あ
っ
て
、
卍
紋
の
蜂
須
賀
氏
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
徳
川
美
術
館
本
の
注
文

主
を
絞
り
込
む
際
に
、
手
が
か
り
の
一
つ
と
な
る
に
違
い
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
小
袖
に
鷹
羽
紋
が
描
か
れ
て
い
る
武
士（
浅
野
氏
）は
い
き
り
立
っ

て
太
刀
を
抜
こ
う
と
し
て
、
背
後
の
梅
鉢
紋
の
武
士（
前
田
氏
）が
引
き
と
め
て
い
る
。

浅
野
氏
の
姿
勢
が
蜂
須
賀
・
前
田
両
氏
と
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
表

現
で
あ
る
。

ま
た
、「
か
ぶ
き
者
」
の
「
鎌
〇
怒（
か
ま
わ
ぬ
）」
紋
が
あ
る
こ
と
に
も
気
付
く（
挿
図
4
）。

挿図4　「かぶき者」の「鎌○怒（かまわぬ）」紋
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」右隻第六扇・中



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

七

三　

注
文
主
・
画
家
・
製
作
年
代

次
に
、
Ａ
に
つ
い
て
の
検
討
に
進
も
う
。

小
稿
で
は
、
研
究
史
を
詳
細
に
辿
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
、
徳
川
美
術
館
本
「
豊

国
祭
礼
図
屏
風
」
を
め
ぐ
る
見
解
の
相
違
点
を
示
す
こ
と
に
と
ど
め
る
。
す
な
わ
ち
、

徳
川
美
術
館
本
の
注
文
主
・
画
家
・
製
作
年
代
そ
し
て
伝
来
関
係
に
つ
い
て
は
、
大
き

く
分
け
て
二
つ
の
見
解（
仮
説
）が
出
さ
れ
て
い
る
。

一
方
の
見
解
は
、
①
徳
川
美
術
館
本
の
注
文
主
を
阿
波
の
蜂
須
賀
家
政
、
②
画
家
を

岩
佐
又
兵
衛
と
し
、
③
製
作
年
代
を
慶
長
末
年
と
す
る
。
そ
し
て
、
④
伝
来
は
高
野
山

光
明
院
と
蜂
須
賀
家
の
深
い
関
係
の
な
か
で
考
え
て
い
る
。
美
術
史
家
で
は
、
福
井
県

立
美
術
館
の
戸
田
浩
之
氏
、
文
化
庁
文
化
財
部
美
術
学
芸
課
の
筒
井
忠
仁
氏
、
徳
川
美

術
館
の
四
辻
秀
紀
氏
な
ど
が
代
表
的
な
論
者
で
あ
る
。
戸
田
氏
の
小
論
「
徳
川
美
術
館

蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
研
究
」
で
示
さ
れ
た
も
の
が
、
最
も
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た

見
解
で
あ
ろ
う
。
こ
の
仮
説
の
特
徴
を
製
作
年
代
で
代
表
さ
せ
て
、
慶
長
末
年
製
作
説

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

絵
画
史
料
論
者
と
し
て
の
私
の
仮
説
は
、
こ
の
美
術
史
家
た
ち
の
説
と
近
い
が
、
少

し
前
進
し
た
。
蜂
須
賀
家
政
が
岩
佐
又
兵
衛
に
屏
風
の
製
作
を
依
頼
し
た
の
は
慶
長

十
九
年
の
夏
頃
で
あ
ろ
う
が
、
前
述
し
た
右
隻
第
五
・
第
六
扇
の
喧
嘩
の
場
面
の
「
か

ぶ
き
者
」
の
太
刀
の
鞘
に
描
か
れ
た
「
廿
三
」
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
徳
川
美
術
館
本
が

完
成
し
た
時
期
は
、大
坂
夏
の
陣
の
終
結
後（
七
月
十
三
日
の
元
和
改
元
の
前
後
）と
な
る
。

こ
れ
で
良
け
れ
ば
、
慶
長
末
年
製
作
説
は
慶
長
二
十（
元
和
元
）年
完
成
説
と
称
す
る
の

が
適
切
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

但
し
、
筒
井
氏
だ
け
は
、
注
文
主
と
製
作
目
的
な
ど
に
つ
い
て
独
自
な
推
測
を
行
っ

（
10
）

こ
の
紋
は
、
従
来
、
幡
随
院
長
兵
衛
の
頃
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
き
た
が
、
慶
長
期

の
「
か
ぶ
き
者
」
が
す
で
に
使
用
し
て
い
た
紋
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
で
明
ら
か
に

な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
判
じ
物
的
な
趣
向
は
、
江
戸
中
期
に
ま
で
下
ら
ず
、
慶
長
期
の

「
か
ぶ
き
者
」
た
ち
が
す
で
に
好
ん
で
い
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
。

左
側
の
「
か
ぶ
き
者
」
の
若
者（
豊
臣
秀
頼
）と
、
右
側
の
中
年
武
士（
徳
川
秀
忠
）の

間
に
入
っ
て
、
後
者
に
対
し
て
手
を
合
わ
せ
て
謝
っ
て
い
る
の
は
、
方
広
寺
の
梵
鐘

の
「
国
家
安
康
」
の
入
っ
た
銘
文
を
草
し
た
禅
僧
清
韓
文
英
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
傍
ら

の
倒
れ
掛
か
っ
た
乗
物（
駕
籠
）か
ら
、
女
の
手
が
突
き
出
て
い
る
。
こ
の
乗
物
に
鏤
め

ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
家
紋
の
殆
ど
は
「
目
く
ら
ま
し
」
で
あ
り
、
豊
臣
氏
の
「
桐

紋
」
が
あ
る
。
乗
っ
て
い
る
の
は
淀
殿
な
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
乗
物
を
担
い
で
い
る

揃
い
の
短
衣
を
着
た
駕
籠
か
き
二
人
は
、
大
野
治
長
・
治
房
兄
弟
で
あ
ろ
う
。

乗
物
の
向
こ
う
側
、
す
ぐ
脇
に
後
家
尼
の
老
女
が
い
て
、
破
れ
傘
を
も
っ
た
ま
ま
慌

て
て
飛
び
退
い
て
い
る
。
後
家
尼
の
姿
だ
か
ら
、
こ
れ
は
高
台
院（
秀
吉
の
妻
お
ね
・
北

政
所
）で
あ
る
。
背
後
の
首
に
赤
布
を
巻
い
て
い
る
女
は
、
高
台
院
に
仕
え
て
い
た
女

房（
孝
蔵
主
？
）な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

さ
ら
に
上
の
方
に
は
、
侍
女
に
傘
を
さ
し
か
け
ら
れ
た
、
被
衣
姿
の
貴
女
が
い
る
。

喧
嘩
の
騒
ぎ
を
眺
め
て
い
る
よ
う
だ
。
今
の
と
こ
ろ
確
か
な
論
拠
は
示
せ
な
い
の
だ
け

れ
ど
も
、
大
坂
城
か
ら
脱
出
し
た
千
姫
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
徳
川
美
術
館
本
の
右
隻
の
一
角
に
は
、
大
坂
夏
の
陣
の
豊
臣
秀
頼
と
徳
川

秀
忠
の
戦
い
が
「
か
ぶ
き
者
」
た
ち
の
喧
嘩
に
見
立
て
て
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
こ
の
屏
風
の
注
文
主
に
と
っ
て
必
須（
あ
る
い
は
必
要
）な
表
現
で
あ
り
、

し
か
も
、
徳
川
方
の
者
が
見
て
も
気
付
か
れ
に
く
い
「
見
立
て
」
の
表
現
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

（
9
）



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

八

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
氏
の
博
士
論
文
「
岩
佐
又
兵
衛
の
研
究
」
の
要
旨
が
ネ
ッ
ト

上
に
公
開
さ
れ
て
い
て
、
第
三
章
「
風
俗
画
作
品
の
研
究
─
徳
川
黎
明
会
所
蔵
「
豊
国

祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て
─
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

・
・
・
・
大
坂
の
陣
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
蜂
須
賀
家
を
味
方
に
つ
け
る
べ
く
、

豊
臣
家
が
蜂
須
賀
家
に
贈
っ
た
の
が
本
屏
風（
徳
川
美
術
館
本
の
こ
と
。
筆
者
註
）で

は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
様
式
的
に
は
、
舟
木
本
「
洛
中
洛
外
図
」
と
類
似
し
て

お
り
、
製
作
背
景
か
ら
考
え
て
も
、
製
作
年
代
は
慶
長
末
年
に
さ
か
の
ぼ
り
う
る

と
思
わ
れ
る
。

こ
の
徳
川
美
術
館
本
の
注
文
主
を
豊
臣
家
と
し
、
蜂
須
賀
家
を
味
方
に
付
け
る
た
め

に
贈
っ
た
の
で
は
と
す
る
推
測
は
ユ
ニ
ー
ク
だ
が
、
確
た
る
論
拠（
な
い
し
証
拠
）が
あ

る
と
は
思
え
な
い
。
拙
著
『
豊
国
祭
礼
図
を
読
む
』
が
示
し
た
「
か
ぶ
き
者
」
の
喧
嘩

に
つ
い
て
の
解
釈（
前
述
）と
も
矛
盾
す
る
。
ど
の
よ
う
な
説
明
を
さ
れ
て
い
る
の
か
、

是
非
と
も
知
り
た
い
。
筒
井
氏
の
著
書
の
刊
行
を
俟
つ
と
し
よ
う
。

も
う
一
方
の
見
解
は
、
①
徳
川
美
術
館
本
の
注
文
主
に
つ
い
て
松
平
忠
直
の
可
能
性

を
想
定
し
、
②
画
家
は
岩
佐
又
兵
衛
の
作
と
い
う
よ
り
、
又
兵
衛
工
房
作
で
あ
る
と
判

断
す
る
。
③
製
作
年
代
に
つ
い
て
は
、
元
和
末
年
〜
寛
永
初
年
と
推
定
し
て
い
る
。
そ

し
て
④
伝
来
は
、
毛
利
家
が
高
野
山
光
明
院
の
檀
那
で
あ
る
と
の
宮
島
新
一
氏
の
指
摘

に
依
拠
し
て
い
る
。
こ
の
仮
説
を
主
張
す
る
美
術
史
家
は
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
の
辻

惟
雄
氏
、
東
京
大
学
の
佐
藤
康
宏
氏
、
出
光
美
術
館
の
廣
海
伸
彦
氏（
宮
島
新
一
氏
も
加

え
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
）な
ど
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
仮
説
も
製
作
年
代
で
代
表
さ
せ
て

元
和
〜
寛
永
初
年
製
作
説
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

こ
こ
で
は
、
代
表
的
な
論
者
で
あ
る
佐
藤
氏
の
仮
説
の
変
遷
を
紹
介
し
て
、
二
、
三

の
批
判
的
検
討
を
行
う
こ
と
に
し
よ
う
。

佐
藤
氏
は
、
ま
ず
論
文
「
又
兵
衛
風
諸
作
品
の
再
検
討
」
に
お
い
て
、
辻
氏
の
驥
尾

に
付
い
て
舟
木
本
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
と
徳
川
美
術
館
本
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の

前
後
関
係
を
論
じ
、
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る（
三
八
三
頁
）。

・
・
・
・
ａ
一
方
は
馬
、
一
方
は
牛
が
騒
い
だ
の
に
驚
い
て
逃
げ
出
す
編
笠
の
男

を
描
い
て
い
る
が
、
舟
木
本
の
方
が
つ
ま
づ
い
て
転
ぶ
人
物
を
誇
張
し
な
が
ら
も

自
然
な
動
作
と
し
て
描
写
し
て
い
る
の
に
対
し
、
徳
川
本
は
、
右
腕
が
な
く
な
り

天
秤
棒
を
顔
の
向
こ
う
で
か
つ
い
で
い
る
な
ど
、
不
自
然
な
写
し
崩
れ
が
目
立

つ
。
ｂ
私
も
ま
た
舟
木
本
の
同
じ
場
面
か
ら
も
う
一
例
を
追
加
し
よ
う（
挿
図
11
・

12
）。
こ
ち
ら
も
暴
れ
馬
に
驚
い
て
転
び
か
け
て
い
る
男
を
描
い
て
い
る
の
だ
が
、

舟
木
本
と
較
べ
る
と
き
、
徳
川
本
が
舟
木
本
の
図
像
を
も
と
に
人
体
の
構
造
を
無

視
す
る
ほ
ど
崩
れ
歪
ん
だ
形
を
作
り
出
し
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
徳
川

本
の
方
が
後
に
生
ま
れ
た
派
生
的
な
性
格
を
持
つ
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
は
考
え

ら
れ
な
い
。
ｃ
徳
川
本
を
慶
長
年
間
の
作
と
見
る
意
見
は
依
然
根
強
い
の
だ
が
、

舟
木
本
が
一
六
一
四
年
か
そ
の
直
後
こ
ろ
の
作
と
推
定
さ
れ
る
以
上
、
そ
れ
よ
り

徳
川
本
が
先
行
す
る
と
い
う
の
は
無
理
が
あ
る
。
私
自
身
は
、
徳
川
本
は
舟
木
本

と
違
っ
て
又
兵
衛
自
身
が
仕
上
げ
の
筆
を
執
っ
て
お
ら
ず
、
又
兵
衛
の
下
絵
を

も
と
に
又
兵
衛
工
房
が
元
和
年
間
に
製
作
し
た
も
の
と
考
え
る
。（「
ａ
」
〜
「
ｃ
」

は
筆
者
に
よ
る
）

こ
の
引
用
し
た
箇
所
は
、
舟
木
本
と
徳
川
美
術
館
本
の
前
後
関
係
の
判
断
の
仕
方
を

語
っ
て
く
れ
て
い
る
の
で
、
実
に
有
難
い
文
章
な
の
で
あ
る
。

ａ
か
ら
批
判
し
よ
う
。
問
題
の
挿
図
5
を
御
覧
い
た
だ
こ
う
。
佐
藤
氏
は
、
こ
れ

は
「
不
自
然
な
写
し
崩
れ
」
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
佐
藤
氏
の
見
間
違
い

だ
。
こ
の
男
は
担
い
で
い
る
の
は
外
居（
行
器
）で
あ
り
、
食
物
が
入
っ
て
い
る
の
だ
。

上
に
柄
杓
が
あ
る
か
ら
、
汁
物
も
入
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
を
ひ
っ
く
り
返

さ
な
い
た
め
に
、
慌
て
て
朸（
天
秤
棒
）を
肩
か
ら
お
ろ
し
、
両
手
で
前
に
支
え
持
っ
た

（
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）

（
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）



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

九

状
態
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
右
手
が
身
体
で
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、

一
寸
見
に
は
不
自
然
に
見
え
る
け
れ
ど
、
断
じ
て
「
写
し
崩
れ
」
で
は
な
い
。
佐
藤
氏

の
誤
解
な
の
で
あ
っ
た
。

ｂ
の
「
転
び
か
け
て
い
る
男
」
の
姿
勢
の
比
較
に
つ
い
て
も
問
題
が
あ
る
。
岩
佐
又

兵
衛
と
彼
の
影
響
下
に
あ
る
絵
師
た
ち
は
、
挿
図
6
の
よ
う
な
「
転
び
か
け
て
い
る

男
」
を
し
ば
し
ば（
好
ん
で
）描
い
て
い
る
。
又
兵
衛
風
絵
巻
群
を
見
よ
。
こ
の
「
転
び

か
け
て
い
る
男
」
こ
そ
は
、
又
兵
衛
が
生
み
出
し
た
動
的
な
人
物
の
“
か
た
ち
”（
の
一

つ
）で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
過
剰
に
不
自
然
な
姿
勢
こ
そ
が
、
又
兵
衛
の
躍
動
的
な
身

体
表
現
の
真
骨
頂
な
の
で
あ
る
。「
崩
れ
歪
ん
だ
形
」
云
々
と
し
て
し
ま
っ
て
は
身
も

蓋
も
な
い
。

つ
ま
り
、
ａ
・
ｂ
共
に
不
適
切
で
あ
り
、
も
っ
と
良
い
例

を
示
し
て
自
説
を
裏
付
け
る
必
要
が
あ
る
と
私
は
判
断
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
ｃ
に
関
し
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
よ

う
。な

お
、
同
論
文
の
直
後
に
出
さ
れ
た
『
祭
礼
図
』
で
は
、

徳
川
美
術
館
本
は
、「
上
瑠
璃
」
な
ど
と
同
様
に
越
前
藩
主

松
平
忠
直
の
た
め
に
製
作
さ
れ
た
作
品
と
想
定
で
き
る
と

し
、
宮
島
新
一
氏
の
仮
説
を
元
に
、
徳
川
美
術
館
本
は
「
不

仲
で
あ
っ
た
祖
父（
徳
川
家
康
、
黒
田
注
）の
死
を
記
念
し
て
又

兵
衛
に
発
注
し
、
構
想
に
つ
い
て
も
指
示
し
た
の
が
徳
川
本

「
豊
国
祭
礼
図
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。・
・
・
・
豊
臣
の
霊

廟
は
破
却
を
命
じ
て
お
き
な
が
ら
、
実
は
そ
れ
と
よ
く
似
た

霊
廟
に
東
照
大
権
現
は
お
わ
し
ま
す
。
こ
の
矛
盾
し
た
二
番

煎
じ
を
い
か
に
も
そ
れ
ら
し
く
徹
底
的
な
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
し

（
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）

挿図5　天秤棒をかついでいる男（朸で外居を運んでいる男）
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」右隻第五扇・中

挿図6　転びかけている男
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」右隻第三扇・下

て
表
現
す
る
の
が
、
徳
川
本
の
眼
目
と
見
え
る
」（
六
七
・
六
八
頁
）と
し
て
い
る
。

こ
の
「
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
し
て
の
豊
国
祭
礼
図
」
説
に
つ
い
て
は
、
そ
の
前
提
で
あ
る

宮
島
仮
説
が
す
で
に
否
定
さ
れ
て
い
る
し
、
忠
直
は
祖
父
家
康
と
不
仲
で
は
な
い
。
前

述
の
「
か
ぶ
き
者
」
を
豊
臣
秀
頼
の
見
立
て
と
す
る
私
見
も
提
示
し
て
あ
る
の
で
、
改

め
て
批
判
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

佐
藤
氏
の
最
新
見
解
と
し
て
は
、
論
文
「
浮
世
又
兵
衛
行
状
記
」
が
あ
る
。
近
年
の

徳
川
美
術
館
本
に
関
す
る
美
術
史
研
究
を
紹
介
し
つ
つ
、
自
身
の
見
解
を
示
し
た
も
の

だ（
八
四
〜
八
六
頁
）。
但
し
、
い
ず
れ
も
ク
リ
ア
ー
な
仮
説
と
は
な
っ
て
い
な
い
と
思

わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
も
敢
え
て
批
判
す
る
に
は
及
ぶ
ま
い
。 （

14
）



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

一
〇

と
こ
ろ
で
、
徳
川
美
術
館
本
の
製
作
年
代
に
つ
い
て
佐
藤
氏
は
、「
元
和
元
年

（
一
六
一
五
）こ
ろ
よ
り
も
後
に
製
作
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る（
八
四
頁
）。
こ

の
よ
う
な
書
き
っ
ぷ
り
だ
と
、
も
は
や
元
和
〜
寛
永
初
年
製
作
説
と
は
言
っ
て
も
、
戸

田
氏
ら
の
慶
長
末
年
製
作
説
や
黒
田
の
慶
長
二
十（
元
和
元
）年
完
成
説
と
連
続
し
て
い

る
。
も
は
や
時
期
的
な
違
い
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ

が
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

結
局
、
美
術
史
家
た
ち
に
と
っ
て
の
問
題
は
、
徳
川
美
術
館
本
の
製
作
に
岩
佐
又
兵

衛
が
ど
れ
だ
け
関
わ
っ
た
か
の
判
断
で
あ
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
見
解
の
相
違
に
帰

着
す
る
。
私
の
考
え
方
・
見
解
を
示
そ
う
。

第
一
点
。
慶
長
十
九
年
八
月
前
後
に
、
蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）は
、「
豊
国
祭
礼
図
屏

風
」
の
製
作
を
岩
佐
又
兵
衛
に
注
文
し
た
。
阿
波
小
松
島
に
建
立
し
た
豊
国
社
に
奉
納

す
る
た
め
だ
。
阿
波
・
淡
路
の
二
か
国
を
領
す
る
大
名
家
か
ら
の
特
別
注
文
で
あ
り
、

屏
風
は
阿
波
豊
国
社
へ
奉
納
さ
れ
る
た
め
の
作
品
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
屏
風
の

製
作
を
依
頼
さ
れ
た
岩
佐
又
兵
衛
が
、
肝
心
の
仕
上
げ
の
筆
を
執
っ
て
い
な
い
な
ど
と

い
う
こ
と
が
果
た
し
て
有
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
通
常
は
考
え
ら
れ
な
い
。

佐
藤
氏
が
そ
の
見
解
を
維
持
す
る
に
は
、
大
名
家
か
ら
特
別
注
文
さ
れ
た
屏
風
の
製

作
に
あ
た
っ
て
、
工
房
の
主
た
る
岩
佐
又
兵
衛
が
仕
上
げ
の
筆
を
執
ら
な
か
っ
た
の
は

ど
う
し
て
な
の
か
を
説
明
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
又
兵
衛
以
外
の
誰
が
仕
上
げ
の
筆
を

執
っ
た
の
か
を
示
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

絵
画
史
料
論
者
で
あ
る
私
は
、
画
家
の
線
・
色
彩
や
“
か
た
ち
”
に
つ
い
て
、
美
術

史
家
の
よ
う
な
論
じ
方
を
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
私
の
主
張
は
、
こ
の
よ
う
な
大
名
か

ら
の
注
文
に
よ
る
重
大
な
仕
事
に
は
、
必
ず
岩
佐
又
兵
衛
の
深
い
関
与
が
あ
っ
た
筈

だ
、
と
言
う
も
の
だ
。
お
そ
ら
く
、
注
文
主
と
又
兵
衛
の
間
で
は
屏
風
製
作
に
つ
い
て

の
相
談
が
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
下
図
を
前
に
し
て
の
両
者
の
「
や
り
と
り
」
も
あ
っ

た
に
相
違
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
又
兵
衛
は
「
仕
上
げ
」
を
し
た
筈
で
あ
る
。
小
稿
の

第
四
章
と
第
五
章
は
、
徳
川
美
術
館
本
の
な
か
に
、
そ
う
し
た
表
現
を
探
す
試
み
の
一

つ
で
も
あ
る
。

第
二
点
。
舟
木
本
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
と
徳
川
美
術
館
本
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」

を
較
べ
て
、
後
者
に
は
「
写
し
崩
れ
」
が
あ
る
と
す
る
よ
う
な
比
較
で
は
、
研
究
の
深

化
は
期
待
出
来
な
い
と
思
う
。

舟
木
本
と
徳
川
美
術
館
本
で
は
、
画
家
の
製
作
姿
勢
が
ま
ず
違
う
。
そ
れ
だ
け
で
は

な
く
、
注
文
主（
大
名
家
と
下
京
の
上
層
町
人
）も
、
費
用
と
材
料（
料
紙
や
絵
具
そ
の
他
）も
、

機
能（
日
常
的
な
使
用
と
神
社
へ
の
奉
納
）も
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
、
舟
木
本
の
筆

致
や
色
遣
い
そ
の
他
と
、
徳
川
美
術
館
本
の
そ
れ
の
大
き
な
相
違
を
生
み
出
し
て
い
る

の
だ
。
徳
川
美
術
館
本
の
筆
致
や
彩
色
が
、
舟
木
本
の
そ
れ
と
大
き
く
違
う
の
は
至
極

当
然
な
の
で
あ
り
、
単
純
な
比
較
は
問
題
の
解
明
を
遠
ざ
け
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。

も
し
も
私
が
美
術
史
家
で
あ
っ
た
な
ら
、
舟
木
本
と
徳
川
美
術
館
本
の
諸
表
現
や
筆

致
・
彩
色
・
か
た
ち
な
ど
を
綿
密
に
比
較
・
検
討
し
て
、
慶
長
末
年
時
点
で
の
岩
佐
又

兵
衛
の
絵
画
製
作
が
ど
の
よ
う
な
表
現
の
幅（
広
が
り
）や
作
域
を
持
っ
て
い
た
か
を
解

明
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。

四　

左
隻
の
中
心
の
桟
敷
と
そ
こ
に
坐
っ
て
い
る
武
士
の
姿

さ
て
、
こ
れ
で
い
よ
い
よ
本
題
に
入
る
。「
は
じ
め
に
」
で
記
し
た
よ
う
に
、
私
は

十
数
年
前
に
、
左
隻
第
四
扇
中
央
に
描
か
れ
た
桟
敷
と
そ
こ
に
坐
っ
て
い
る
中
年
の
武

士
の
姿
こ
そ
が
、
徳
川
美
術
館
本
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
核
心
的
表
現（
の
一
つ
）で

あ
る
と
考
え
た
。
そ
の
読
解
を
本
章
と
次
章
で
果
た
そ
う
と
思
う
。

最
初
に
徳
川
美
術
館
本
の
左
隻
の
全
図
を
示
そ
う（
挿
図
7
）。
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こ
の
左
隻
に
は
、
八
月
十
五
日
に
行
わ
れ
た
豊
国
躍
り
と
非
人
施
行
が
描
か
れ
て
い

る
。
上
半
分
に
は
、
金
雲
に
包
ま
れ
た
方
広
寺
大
仏
殿
が
あ
り
、
そ
の
境
内
に
は
、
施

し
を
受
け
よ
う
と
「
非
人
」
た
ち
が
集
ま
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
美
術
史
家

は
朝
鮮
通
信
使
と
誤
認
し
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
朝
鮮
の
芸
能
民
た
ち
の
姿
も
あ
っ

た
。下

半
分
を
中
心
に
、
上
・
下
京
の
町
人
の
五
つ
の
輪
が
躍
っ
て
い
る
。
第
一
扇
の
上

方
に
は
上
京
の
「
西
陣
組
」・「
小
川
組
」、
第
一
扇
か
ら
第
二
扇
に
か
け
て
は
下
京
の

「
う
し
と
ら
組
」、
第
二
扇
か
ら
第
三
扇
に
は
上
京
の
「
一
条
組
」・「
中
筋
組
」・「
下
立

売
」、
第
四
扇
か
ら
第
五
扇
に
は
上
京
の
「
新
在
家
組
」・「
川
西
川
東
」、
そ
し
て
第
五

扇
か
ら
第
六
扇
に
は
下
京
の
「
中
の
組
」・「
川
西
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
集

団
の
「
一
つ
物
」
や
躍
っ
て
い
る
人
々
の
姿
は
、
そ
の
気
に
な
れ
ば
際
限
な
く
読
み
解

く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
本
稿
の
課
題
で
は
な
い
。

私
が
着
目
し
た
の
は
桟
敷
だ
。
見
物
す
る
人
々
が
坐
っ
て
い
る
桟
敷
は
、
左
隻
で
一

番
奇
抜
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
良
か
ろ
う
。
桟
敷
が
二
階
建
て
の
よ
う
に

描
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
よ
り
実
際
に
ち
か
い
表
現
の
豊
国
神
社
本
「
豊
国
祭
礼
図
屏

風
」
の
左
隻
で
は
、
石
垣
上
に
設
け
ら
れ
た
桟
敷
は
全
て
平
屋
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
徳

川
美
術
館
本
の
二
階
建
て
の
桟
敷
は
あ
く
ま
で
絵
画
上
の
表
現
な
の
だ
。
そ
し
て
、
こ

の
現
実
離
れ
を
し
た
桟
敷
群
の
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
、
第
四
扇
中
央
、
楼
門
の

右
側
に
設
け
ら
れ
た
挿
図
8
の
二
つ
の
桟
敷
で
あ
っ
た
。

こ
の
徳
川
美
術
館
本
左
隻
第
四
扇
の
桟
敷
に
つ
い
て
の
読
解
に
入
る
前
に
、
豊
国
神

社
本
と
徳
川
美
術
館
本
の
桟
敷
の
比
較
を
示
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
右
隻
に
つ
い
て
だ
が
、
豊
国
神
社
本
の
右
隻
で
は
、
①
桟
敷
は
高
床
式
で
、
下

部
に
は
幕
が
張
ら
れ
て
お
り
、
従
者
ら
が
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
。
屋
根
は
板
葺
で
あ

る
。
②
楼
門
の
左（
北
）側
と
右（
南
）側
に
あ
る
桟
敷
は
特
別
で
、
下
に
張
ら
れ
て
い
る

挿図７　「豊国祭礼図屛風」左隻全図　徳川美術館蔵
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幕
に
菊
紋
と
桐
紋
が
あ
る
か
ら
、
豊
臣
家
の
桟
敷
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
左
右

の
桟
敷
に
は
御
簾
が
下
が
っ
て
い
て
内
部
は
描
か
れ
な
い
。
上
部
に
は
水
引
暖
簾
が
張

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
左
側
の
桟
敷
だ
け
が
切
妻
の
屋
根
で
あ
り
、
水
引
暖
簾
・
御
簾

だ
け
で
な
く
、
帳（
と
ば
り
）も
あ
る
。
こ
こ
に
は
高
台
院（
北
政
所
、
秀
吉
の
正
妻
お
ね
）

が
い
た
の
で
あ
る
。
③
そ
れ
以
外
の
桟
敷
に
も
、
御
簾
・
水
引
暖
簾
そ
し
て
幕
な
ど
が

描
か
れ
て
お
り
、
水
引
暖
簾
と
幕
の
表
現
が
目
立
つ
。

そ
れ
に
対
し
て
徳
川
美
術
館
本
の
右
隻
は
、
①
高
床
式
の
桟
敷
と
下
部
の
幕
そ
し
て

板
葺
き
の
屋
根
も
、
豊
国
神
社
本
と
同
様
で
あ
り
、
同
本
の
表
現
を
踏
襲
し
て
い
る
こ

と
が
明
白
で
あ
る
。
②
楼
門
の
左（
北
）側
と
右（
南
）側
に
あ
る
特
別
な
桟
敷
の
表
現
も

豊
国
神
社
本
と
同
様
で
あ
り
、
下
に
張
ら
れ
た
幕
に
は
、
菊
紋
と
桐
紋
が
描
か
れ
て
い

る
。
③
桟
敷
の
表
現
は
、
御
簾
が
か
け
ら
れ
て
い
る
の
が
基
本
で
あ
り
、
水
引
暖
簾
が

か
か
っ
て
い
る
桟
敷
は
楼
門
の
左
右
と
も
う
一
か
所
の
合
計
三
か
所
し
か
な
い
。
水
引

挿図8　中心に描かれている上・下の特別な桟敷
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」左隻
　第四扇・中

暖
簾
が
あ
る
桟
敷
は
特
別
な
の
だ
。
そ
し
て
帳
の
あ
る
桟
敷
は
皆
無
で
あ
る
。

次
に
左
隻
の
方
だ
が
、
豊
国
神
社
本
で
は
、
⑴
桟
敷
は
石
垣
の
上
に
設
け
ら
れ
、
板

や
襖
な
ど
を
屋
根
替
わ
り
に
し
た
簡
単
な
構
造
で
あ
っ
て
、
全
て
平
屋（
一
階
建
て
）で

あ
る
。
石
垣
な
ど
の
上
に
敷
物
を
敷
い
た
だ
け
で
あ
り
、
床
下
に
右
隻
の
よ
う
な
幕
は

な
い
。
⑵
御
簾
・
幕
・
水
引
暖
簾
の
な
い
桟
敷
が
多
く
、
幕
の
張
ら
れ
て
い
る
桟
敷
が

三
つ
、
御
簾
の
あ
る
桟
敷
は
一
つ
だ
け
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
徳
川
美
術
館
本
の
左
隻
で
は
、
⑴
桟
敷
が
ま
る
で
二
階
建
て
で
あ

る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
⑵
ほ
と
ん
ど
の
桟
敷
に
御
簾
が
描
か
れ
て
い
る（
異

国
人
の
い
る
桟
敷
だ
け
を
例
外
と
し
て
）。
御
簾
の
下
が
っ
て
い
る
桟
敷
に
つ
い
て
も
、
中

の
人
々
が
透
け
て
見
え
る
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
⑶
桟
敷
群
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
第
四
扇
の
真
ん
中
に
描
か
れ
た
楼
門
右
側
の
上
・
下
に
描
か
れ
た
桟
敷
で
あ
る

（
挿
図
8
）。
こ
の
二
つ
の
桟
敷
に
だ
け
御
簾
以
外
に
水
引
暖
簾
も
張
ら
れ
て
お
り
、
特

別
な
桟
敷
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
第
四
扇
中
央
の
二
つ
の
桟

敷
は
、
左
隻
の
表
現
全
体
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
も
明
瞭
で
あ
る
。

こ
の
特
別
な
二
つ
の
桟
敷
を
拡
大
し
て
、
上
の
桟
敷
は
挿
図
9
、
下
の
桟
敷
は
挿
図

10
と
し
て
示
そ
う
。

挿
図
9
の
上
の
桟
敷
に
は
女
た
ち
が
八
人
い
る
。
そ
の
中
心
に
い
て
、
片
膝
を
立
て

て
、
左
腰
に
重
心
を
お
い
て
坐
っ
て
い
る
貴
女
が
桟
敷
の
主
人
公
で
あ
ろ
う
。
右
手
に

持
っ
て
い
る
ら
し
い
「
黒
い
扇
」
も
目
立
つ
が
、
こ
の
貴
女
が
何
者
か
直
ぐ
に
は
分
か

ら
な
い
。

そ
こ
で
次
に
挿
図
10
の
下
の
桟
敷
の
表
現
を
見
る
と
、
こ
の
桟
敷
に
い
る
大
人
は
中

年
の
武
士
一
人
だ
け
で
あ
る
。
あ
と
は
武
士
の
前
に
い
る
童（
子
ど
も
）一
人
と
、
背
後

の
小
姓
と
思
わ
れ
る
前
髪
姿
の
少
年
が
二
人
い
る
だ
け
だ
。
そ
こ
に
老
僧
が
顔
を
覗
か

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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他
の
桟
敷
を
見
る
と
、
例
え
ば
、
挿
図
11
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
の
女
た
ち
が
い
る

か
、
挿
図
12
の
よ
う
に
男
た
ち
が
ぎ
っ
し
り
と
坐
っ
て
い
る
。
男
た
ち
だ
け
の
桟
敷
、

女
た
ち
だ
け
の
桟
敷
、
男
女
が
入
り
混
じ
っ
た
桟
敷
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
い
ず

れ
も
ぎ
っ
し
り
と
人
が
詰
ま
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
挿
図
10
の
桟
敷
だ
け
は
他
の
桟
敷
と
全
く
違
っ
て
い
る
。
物
憂
げ
な
表

情
を
し
た
中
年
の
武
士
が
主
人
公
で
あ
り
、
桟
敷
を
独
り
占
め
に
し
て
い
る
の
だ
。
こ

の
中
年
の
武
士
は
、
特
別
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
武

士
の
姿
勢
は
、
上
の
桟
敷
に
描
か
れ
た
女
主
人
公
と
同
じ
く
、
左
腰
に
重
心
を
置
い
た

挿図9　上に描かれている特別な桟敷（拡大）
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」左隻第四扇・中

挿図10　下に描かれている特別な桟敷（拡大）
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」左隻第四扇・中

姿
勢
で
坐
っ
て
い
る
。
彼
の
表
情
も
、
そ
の
坐
り
方
も
実
に
気

に
な
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

こ
の
武
士
は
、
一
体
、
何
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
十
数
年
前
か
ら
調
べ
始
め
た
。
豊
臣
秀
吉
と
深
い
関
係

の
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
、
例
え

ば
、
候
補
者
と
し
て
結
城
秀
康
な
ど
を
挙
げ
て
調
べ
て
み
た

が
、
ど
れ
も
見
事
な
空
振
り
と
な
っ
た
。
ま
た
、
水
引
暖
簾
に

あ
る
家
紋
ら
し
き
文
様
も
検
討
し
た
が
、
こ
れ
は
「
家
紋
も
ど

き
」
で
し
か
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
時
間
が
い
た
ず
ら
に
経
過

し
、
結
局
、
拙
著
『
豊
国
祭
礼
図
を
読
む
』
で
は
、
挿
図
10
の

桟
敷
の
武
士
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

そ
れ
な
の
に
、
拙
著
『
豊
国
祭
礼
図
を
読
む
』
で
は
、
戸
田

氏
ら
と
同
様
に
、
徳
川
美
術
館
本
の
注
文
主
は
蜂
須
賀
家
政
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
何
故
か
。

一
つ
に
は
、
徳
川
美
術
館
本
の
伝
来
関
係
を
調
べ
た
結
果
に

よ
る
。
も
う
一
つ
は
、
徳
川
美
術
館
本
左
隻
第
二
扇
の
表
現
の
な
か
に
、
蜂
須
賀
氏
の

「
卍
紋
」
を
見
出
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

左
隻
第
二
扇
に
あ
る
挿
図
13
の
標
に
つ
い
て
、
私
は
次
の
よ
う
に
書
い
た（
二
六
八

頁
）。・

・
・
・
左
隻
の
豊
国
躍
の
集
団
に
は
、
秀
吉
讃
仰
の
標
が
そ
こ
か
し
こ
に
描
か

れ
て
お
り
、そ
の
一
つ
に
第
二
扇
の「
太
」と
い
う
標
が
あ
る
。
こ
の「
太
」は「
太

閤
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
上
部
に
は
、
卍
紋
が
し
っ
か
り
描
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

一
四

　

徳
川
美
術
館
本
の
左
隻
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
豊
国
躍
に
は
、
家
紋
も
ど
き

の
文
様
が
あ
ふ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
な
か
で
一
か
所
だ
け
、
こ
の
よ
う

に
明
瞭
な
形
の
卍
紋
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
卍
紋
は
、
光
明
院
が
ら
み
で
蜂

須
賀
家
の
家
紋
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
太
」
と
セ
ッ
ト

で
描
か
れ
た
卍
紋
こ
そ
、
注
文
主
が
蜂
須
賀
家
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
だ

ろ
う
。

で
は
、
蜂
須
賀
氏
の
誰
か
。
蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
家
政
は
、

慶
長
十
九
年
八
月
に
、
阿
波
に
豊
国
社
を
建
立
し
て
い
る
。
そ
の
社
に
奉
納
・
安
置
す

る
た
め
に
、
蜂
須
賀
家
政
が
岩
佐
又
兵
衛
に
発
注
し
た
屏
風
が
徳
川
美
術
館
本
で
あ
っ

た
可
能
性
が
一
番
高
い
。
豊
臣
秀
頼
と
淀
殿
が
、
慶
長
十
一
年
八
月
十
三
日
に
「
豊
国

挿図11　女たちだけの桟敷（拡大）
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」左隻第四扇・中

挿図12　男たちだけの桟敷（拡大）
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」左隻第四扇・中

挿図13　「太」（太閤）の標とその竿頭の「卍紋」
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」
　左隻第二扇・下

祭
礼
図
屏
風
」
を
京
の
豊
国
神
社
に
奉
納
し
た
の
に
な
ら
っ
た
の
だ
。
蜂
須
賀
氏
ゆ
か

り
の
高
野
山
光
明
院
に
伝
来
し
た
の
も
、寛
永
十
五
年
十
二
月
末
に
死
去
し
た
家
政（
蓬

庵
）の
「
遺
物
」
が
光
明
院
に
納
め
ら
れ
た
と
考
え
る
と
、
整
合
的
な
理
解
が
で
き
る
。

こ
れ
が
拙
著
で
の
徳
川
美
術
館
本
に
つ
い
て
の
仮
説
で
あ
っ
た
が
、
十
分
で
あ
ろ
う

か
。
否
だ
。
肝
心
の
左
隻
第
四
扇
の
中
央
の
桟
敷
に
坐
っ
て
い
る
中
年
の
武
士
の
姿
に

つ
い
て
、
説
明
も
読
解
も
で
き
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

五　

桟
敷
の
中
年
の
武
士
と
蜂
須
賀
家
政
の
肖
像
画

か
く
し
て
、
凸
版
印
刷
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
徳
川
美
術
館
本
「
豊
国
祭
礼
図
屏



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

一
五

風
」
の
Ｖ
Ｒ
に
よ
っ
て
左
隻
の
桟
敷
群
を
集
中
的
に
見
直
す
こ
と
に
し
た
。
一
章
に
お

い
て
舟
木
本
右
隻
第
二
扇
の
喧
嘩
し
て
い
る
男
の
背
中
に
「
丸
に
卍
紋
」
を
見
出
し
、

ま
た
、
二
章
と
四
章
で
家
紋
な
ど
の
検
討
を
経
て
い
る
私
の
関
心
は
「
卍
紋
」
に
あ
っ

た
。
そ
の
眼
で
、
左
隻
第
四
扇
の
問
題
の
桟
敷
を
熟
視
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
Ｖ
Ｒ
で
徳
川
美
術
館
本
を
熟
視
さ
れ
た
凸
版
印
刷
の
中
村
直
靖
氏
が
、

次
の
二
か
所
に
「
卍
紋
」
を
発
見
し
て
知
ら
せ
て
く
れ
た
。
本
当
に
有
難
い
指
摘
で

あ
っ
た
。

一
つ
は
、
左
隻
第
一
扇
中
程
の
左
端
に
あ
る（
挿
図
15
─
1
）。
旗
の
竿
頭
部
の
丸
の

中
に
、「
卍
紋
」
が
か
す
か
に
見
え
る（
挿
図
15
─
2
）。
も
う
一
つ
は
挿
図
16
─
1
だ
。

左
隻
第
六
扇
中
程
に
あ
る
旗
の
竿
頭
部
に
つ
い
て
い
る
丸
い
飾
り
の
な
か
に
も
「
卍

挿図14　水引暖簾にびっしり描かれた「卍紋」（拡大）
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」左隻第四扇・中

す
る
と
直
ぐ
に
、
挿
図
14
の
水
引
暖
簾
の
見
え
方
が
逆

転
し
た
。
十
数
年
前
に
は
、
大
き
い
家
紋（「
家
紋
も
ど
き
」

で
あ
っ
た
）し
か
見
え
な
か
っ
た
の
だ
が
、
今
度
は
違
う
。

水
引
暖
簾
の
地
と
な
っ
て
い
る
格
子
の
連
続
模
様
に
「
卍

紋
」
が
ぎ
っ
し
り
と
詰
ま
っ
て
い
る
の
が
、
眼
に
飛
び
込

ん
で
き
た
。
つ
ま
り
、
家
紋
も
ど
き
は
言
わ
ば
騙
し
絵
で

あ
り
、
こ
の
桟
敷
の
主
人
公
を
指
し
示
し
て
い
る
の
は
、

地
の
格
子
の
連
続
模
様
に
描
か
れ
た
「
卍
紋
」
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
中
年
の
武
士
は
蜂
須
賀
家
の
人
物
で

あ
り
、
桟
敷
群
の
中
心
に
位
置
す
る
桟
敷
を
独
り
占
め
し

て
豊
国
躍
り
を
見
物
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

で
は
、
挿
図
9
に
示
し
た
、
女
主
人
公
の
い
る
桟
敷
の

上
部
に
描
か
れ
て
い
る
水
引
暖
簾
の
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
こ
ち
ら
は
文
様
だ
け
で
、
家
紋
は
見
ら
れ
な
い
。
し

か
し
、
こ
の
挿
図
9
の
桟
敷
は
、
挿
図
10
の
蜂
須
賀
家
の

桟
敷
と
上
下
の
セ
ッ
ト
で
描
か
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
女
主

人
公
ら
し
き
貴
女
が
い
る
。
こ
の
二
つ
の
桟
敷
の
男
女
二

人
に
は
強
い
結
び
つ
き
が
あ
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
後
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

挿図15-1　旗の竿頭の〇のなかに書かれて
　いる「卍紋」
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」
　左隻第一扇・中

挿図15-2　かすかに見える
　「卍紋」（拡大）



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

一
六

紋
」
が
あ
る（
挿
図
16
─
2
、
少
し
欠
損
し
て
い
る
が
）。
こ
れ
で
合
計
四
か
所
の
卍
紋
が

判
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。
徳
川
美
術
館
本
の
製
作
に
蜂
須
賀
家
が
関
与
し
て
い
た
こ
と

は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

そ
れ
ら
の
卍
紋
の
位
置
関
係
に
着
目
し
よ
う
。
す
る
と
、
新
た
に
見
つ
か
っ
た
挿
図

15
の
「
卍
紋
」
と
挿
図
16
の
そ
れ
を
結
ん
だ
直
線
上
の
中
央
部
に
、
水
引
暖
簾
に
「
卍

紋
」
が
ぎ
っ
し
り
と
描
か
れ
た
挿
図
10
の
桟
敷
が
見
事
に
乗
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
直

線
上
の
位
置
関
係
か
ら
も
、
桟
敷
に
坐
っ
て
い
る
中
年
の
武
士
が
蜂
須
賀
家
の
人
物
あ

る
こ
と
は
確
言
で
き
る
だ
ろ
う
。

挿図16-2　少し欠けている
　「卍紋」（拡大）

挿図16-1　旗の竿頭の〇のなかに書かれて
　いる「卍紋」
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」
　左隻第六扇・下

で
は
、
挿
図
13
の
「
太
」（
太
閤
）の
上
に
あ
る
「
卍
紋
」
の
方
は
孤
立
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
挿
図
13
と
第
六
扇
に
あ
る
挿
図
16
の
「
卍

紋
」
と
を
結
ぶ
直
線
上
に
、「
寶
光
」（
豊
公
）と
書
か
れ
た
旗
の
竿
頭
部
の
〇
が
ち
ょ
う

ど
乗
っ
て
い
る（
挿
図
17
）。
こ
の
丸
の
絵
具
は
剥
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
推
測
に

な
っ
て
し
ま
う
の
だ
け
れ
ど
、
そ
こ
に
は
「
卍
紋
」
が
描
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

と
も
か
く
、
秀
吉
を
讃
仰
し
て
い
る
「
太
」（
太
閤
）と
「
寶
光
」（
豊
公
）を
結
ぶ
直
線
上

に
、
挿
図
16
の
「
卍
紋
」
は
乗
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
卍
紋
」
を
結
ぶ
二
本
の
直
線
を
示
し
た
左
隻
全
図
を
、
挿
図
18
に
示
し
て
お

こ
う
。
徳
川
美
術
館
本
は
、
蜂
須
賀
氏
の
「
卍
紋
」
を
、
こ
の
よ
う
な
二
本
の
直
線
上

に
描
き
こ
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
、
挿
図
10
の
卍
紋
が
ぎ
っ
し
り
と
描
き
こ
ま
れ
た
水
引
暖
簾
の
桟
敷
に

坐
っ
て
い
る
中
年
の
武
士
は
い
っ
た
い
誰
か
と
い
う
「
問
い
」
に
戻
ろ
う
。

私
の
解
釈
で
は
、
こ
の
武
士
は
蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）で
あ
る
。
蜂
須
賀
家
の
な
か
に
、

彼
以
外
に
候
補
と
な
る
人
物
は
い
な
い
。
年
齢
的
に
も
、
蜂
須
賀
家
政（
一
五
五
八
〜

一
六
三
八
）が
ふ
さ
わ
し
い（
当
時
、
四
十
六
歳
）。

挿図17　「寶光」（豊公）の旗と竿頭の〇
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」
　左隻第六扇・中



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

一
七

但
し
、
蜂
須
賀
家
政
は
、
慶
長
五（
一
六
〇
〇
）年
の
関
ヶ
原
の
戦
い
に
際
し
て
、
剃

髪
・
隠
居
し
て
蓬
庵
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
息
子
の
至
鎮
に
家
を
継
が
せ
、
東
軍
に

参
加
さ
せ
た
の
だ
っ
た
。
そ
う
し
て
蜂
須
賀
家
存
亡
の
危
機
を
切
り
抜
け
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
も
徳
川
美
術
館
本
の
表
現
が
真
正
直
な
も
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
家
政（
蓬
庵
）は
坊
主
頭
で
描
か
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
素
直
に
坊
主
頭
の
家

政
を
描
く
筈
は
な
い
、
と
私
は
思
う
。
前
述
し
た
右
隻
第
五
・
第
六
扇
に
描
か
れ
た
喧

嘩
で
、「
か
ぶ
き
者
」
に
見
立
て
ら
れ
た
上
半
身
裸
の
若
者
、
豊
臣
秀
頼
の
姿
を
思
い

だ
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

坊
主
頭
の
姿
の
家
政
を
描
い
て
、
万
が
一
、
そ
れ
が
徳
川
方
の
目
に
入
っ
た
ら
、
絶

対
に
言
い
逃
れ
は
で
き
ま
い
。
危
な
い
あ
ぶ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
又
兵
衛
に
は
、
中
年

の
武
士
の
姿
を
描
か
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ど
こ
か
物
憂
げ
な
中
年
の
武
士
の
姿
に
、
で

あ
る
。

私
と
し
て
は
、
こ
れ
で
十
分
だ
と
思
う
の
だ
が
、
や
は
り
坊
主
頭
で
な
い
と
納
得
で

き
な
い
方
が
い
る
だ
ろ
う
し
、「
ど
う
と
で
も
言
え
る
よ
ね
」
と
お
っ
し
ゃ
る
方
も
お

ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
絵
画
史
料
論
的
な
読
解
を
深
め
て
、
こ
の
中

年
の
武
士
を
蜂
須
賀
家
政
と
特
定
で
き
る
決
定
的
な
読
解
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
だ
ろ
う
か
？　

や
は
り
、
こ
の
中
年
の
武

士
の
姿
を
熟
視
し
て
熟
考
を
繰
り
返
す
し
か
あ
る
ま
い
。
興
味
の
あ
る
方
々
に
も
一
緒

に
熟
視
し
て
い
た
だ
こ
う
。

挿
図
19
に
中
年
の
武
士
の
姿
を
拡
大
し
て
示
そ
う
。
こ
の
武
士
は
姿
勢
を
少
し
崩
し

気
味
で
あ
る
。
立
膝
の
右
足
の
上
に
右
手
を
伸
ば
し
て
い
る
。
左
腰
の
ほ
う
に
重
心
が

あ
り
、
左
手
を
立
て
て
上
半
身
を
支
え
て
い
る
よ
う
だ
。
左
手
は
、
御
簾
の
横
線
に
遮

ら
れ
て
見
え
に
く
い
が
、
な
ん
と
か
分
か
る
。
要
す
る
に
立
膝
を
し
て
、
左
に
少
し
身

体
が
傾
い
て
い
る
姿
勢
を
左
手
で
支
え
て
い
る
。
そ
し
て
繰
り
返
す
が
、
私
に
は
彼
の

挿図18　「卍紋」を結ぶ２本の直線
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」左隻



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

一
八

表
情
が
物
憂
げ
に
見
え
る
。

実
は
、
徳
川
美
術
館
本
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
同
じ
姿
勢
を
し
て
い
る
人
物
が

も
う
一
人
描
か
れ
て
い
る
。
同
じ
く
水
引
暖
簾
が
張
ら
れ
て
い
る
桟
敷
の
女
主
人
公
で

あ
る
。
挿
図
20
に
拡
大
し
て
示
そ
う
。
こ
の
女
性
も
右
足
を
立
膝
に
し
て
坐
っ
て
お

り
、
少
し
左
側
に
姿
勢
を
崩
し
、
左
手
を
立
て
て
身
体
を
支
え
て
い
る
。
中
年
の
武
士

と
同
じ
姿
勢
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
同
じ
坐
り
方
で
描
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
二
つ
の
特
別
な
桟
敷
に
坐
っ
て
い
る
男
女
の
主
人
公
性
と
関
係
性
が
表
現
さ

れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
左
手
を
し
た
二
人
の
姿
勢
は
特
別
な
コ
ー
ド
な
の
で
あ

る
。
こ
の
二
人
は
た
ぶ
ん
夫
婦
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
家
政
の
妻（
室
）は
、
豊
臣
家

の
家
臣
生
駒
八
右
衛
門
家
長
の
娘
で
あ
り
、
家
政
の
嫡
子
至
鎮
の
母
で
あ
っ
た（『
新
訂

寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
六
、
二
四
一
頁
）。

こ
う
し
て
中
年
の
武
士
の
、
左
に
崩
し
気
味
の
姿
勢
と
そ
れ

を
支
え
て
い
る
左
手
の
特
有
な
“
か
た
ち（
向
き
）”
を
何
十
度

も
熟
視
し
、
熟
考
し
た
結
果
な
の
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
着

想
が
生
ま
れ
た
。

も
し
か
す
る
と
、
蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）は
、
こ
の
よ
う
な
姿

勢
と
左
手
の
つ
き
方
を
よ
く
し
て
い
た
人
物
な
の
で
は
あ
る
ま

い
か
、
と
。
家
政
は
、
こ
う
し
た
姿
勢
と
左
手
の
「
癖
」
を

も
っ
た
人
物
な
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測（
仮
説
）に
行
き
着
い

た
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
早
速
、
手
許
に
あ
る
『
国
史
大
辞
典
』
十
一
巻
で

「
蜂
須
賀
家
政
」
を
引
い
て
み
た（
六
〇
三
頁
）。『
国
史
大
辞
典
』

の
図
版
は
と
て
も
役
立
つ
。
一
番
良
い
肖
像
画
や
肖
像
写
真
の

図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
場
合
が
と
て
も
多
い
か
ら
だ
。
す
る

（
15
）

挿図19　中年の武士の姿勢と左手の“かたち”
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」左隻第四扇・中

挿図20　女主人公の姿勢と左手の“かたち”
　徳川美術館蔵「豊国祭礼図屛風」左隻第四扇・中

と
、
小
さ
な
図
版
の
肖
像
画
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
彼
の
姿
勢
や
左
手
の
描
か
れ
方

に
、
桟
敷
の
中
年
の
武
士
の
そ
れ
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
二
〇
〇
％
の
拡
大
コ

ピ
ー
を
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
そ
の
左
手
は
普
通
の
肖
像
画
に
は
な
い
“
か
た
ち（
向
き
）”

を
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

あ
と
は
、
徳
島
城
博
物
館
の
図
録
類
の
な
か
で
一
番
良
い
図
版
を
見
つ
け
る
だ
け
で

あ
っ
た
。『
特
別
展　

蜂
須
賀
三
代　

正
勝
・
家
政
・
至
鎮
─
二
五
万
石
の
礎
─
』
に

最
良
の
図
版
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
挿
図
21
の
「
蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）画
像
」（
個
人
蔵
）で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
他
の
蜂
須
賀
家
政
像
の
図
版
も
可
能
な
か
ぎ
り
集
め
て
系
統
立
て

た
検
討
を
行
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
検
討
作
業
の
記
述
は
省
略
す
る
。

私
は
肖
像
画
研
究
も
ず
っ
と
続
け
て
き
て
い
る
の
で
、
多
く
の
肖
像
画
を
見
て
き
た

（
16
）



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

一
九

つ
も
り
だ
が
、
左
手
を
こ
う
し
た
向
き
に
描
い
た
肖
像
画
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
普

通
の
肖
像
画
で
は
、
左
右
の
手
を
向
か
い
合
わ
せ
に
し
て
描
く
。
手
を
伸
ば
し
た
り
、

握
っ
た
り
、
あ
る
い
は
数
珠
を
も
っ
た
り
、
拳
を
袖
の
な
か
に
隠
し
た
り
と
色
々
だ

が
、
こ
の
よ
う
な
左
手
の
“
か
た
ち（
向
き
）”
の
肖
像
は
皆
無
に
近
い
だ
ろ
う
。

唯
一
、
脳
裏
に
浮
か
ぶ
の
は
「
前
田
利
春（
利
昌
）画
像
」（
長
齢
寺
蔵
）の
左
手
と
姿
勢

で
あ
る
。
し
か
し
、
僧
侶
姿
の
前
田
利
春
が
棚
引
く
雲
を
見
上
げ
て
い
る
姿
で
あ
っ

て
、
右
前
に
は
羽
織
姿
の
武
士
、
左
前
に
は
肩
衣
袴
姿
の
小
姓
が
控
え
て
い
る
。
蜂
須

賀
家
政（
蓬
庵
）像
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
表
現
な
の
で
あ
る
。

蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）は
、
戦
場
で
怪
我
を
し
た
た
め
か
、
生
ま
れ
つ
き
か
、
あ
る
い

は
癖
に
よ
っ
て
か
、
こ
う
し
た
特
徴
的
な
手
の
向
き
を
よ
く
し
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ

る
。
恐
ら
く
戦
場
で
の
負
傷
の
せ
い
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
挿
図
21
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な

「
蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）画
像
」
に
は
、
そ
う
し
た
彼
の
特
徴
的
な
左
手
と
姿
勢
が
描
か

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
徳
川
美
術
館
本
の
左
隻
第
四
扇
の
中
心
に
描
か
れ
た
中
年
の
武
士
の
姿
勢

と
左
手
の
“
か
た
ち（
向
き
）”
は
、
寛
永
十
六
年（
一
六
三
九
）四
月
の
蜂
須
賀
家
政
像

の
そ
れ
と
奇
跡
的
に
合
致
し
た
。
こ
の
中
年
の
武
士
の
姿
勢
と
左
手
の
向
き
は
、
蜂
須

賀
家
政（
蓬
庵
）を
指
し
示
し
て
い
た
の
だ
。
左
隻
の
中
心
に
位
置
す
る
、「
卍
紋
」
の

連
続
模
様
の
水
引
暖
簾
が
懸
っ
た
桟
敷
に
坐
っ
て
い
る
中
年
の
武
士
は
、
蜂
須
賀
家
政

そ
の
人
で
あ
る
と
し
て
良
か
ろ
う
。

徳
川
美
術
館
本
は
、
右
隻
に
「
か
ぶ
き
者
」
に
見
立
て
た
豊
臣
秀
頼
を
描
き
、
左
隻

に
は
、
注
文
主
で
あ
る
蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）の
姿
を
描
い
た
屏
風
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
重
要
な
表
現
が
描
き
こ
ま
れ
た
徳
川
美
術
館
本
は
、
慶
長
十
一
年

八
月
に
、
豊
臣
秀
頼
・
淀
殿
に
よ
っ
て
京
の
豊
国
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
豊
国
神
社
本
に

な
ら
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
豊
国
神
社
本
と
徳
川
美
術
館
本
、
こ
の
二
つ
の
屏
風
が
あ

（
17
）

挿図21　蜂須賀家政像トレース



徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
注
文
主

二
〇

た
か
も
親
子
の
よ
う
な
表
現
関
係
な
の
は
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。
徳
川
美
術
館
本

は
、
慶
長
十
九
年
夏
頃
に
蜂
須
賀
家
政
が
岩
佐
又
兵
衛
に
注
文
し
、
又
兵
衛
は
同
二
十

（
元
和
元
）年
夏
頃
に
そ
れ
を
完
成
さ
せ
た
。
そ
の
後
ま
も
な
く
蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）は
、

こ
の
屏
風
を
阿
波
の
豊
国
社
に
奉
納
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

む　

す　

び

徳
川
美
術
館
本
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
左
隻
第
四
扇
中
央
に
描
か
れ
た
、「
卍
紋
」

が
ぎ
っ
し
り
と
描
き
こ
ま
れ
た
水
引
暖
簾
の
あ
る
桟
敷
、
そ
こ
に
坐
っ
て
い
る
謎
の
武

士
は
、
そ
の
姿
勢
と
左
手
の
“
か
た
ち（
向
き
）”
に
よ
っ
て
、
蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
し
て
、
同
じ
く
水
引
暖
簾
の
か
か
っ
た
桟
敷
に
同
じ
姿
勢

で
坐
っ
て
い
る
の
は
彼
の
妻
で
あ
ろ
う
。
家
政
は
、
阿
波
小
松
島
の
豊
国
社
に
奉
納
す

る
屏
風
に
、
自
分
と
妻
の
姿
を
描
き
こ
ま
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
す
れ
ば
、
右
隻
第
五
・
第
六
扇
の
、
豊
臣
秀
頼
と
大
坂
夏
の
陣
の
戦
い
を
「
か
ぶ

き
者
」
の
喧
嘩
に
見
立
て
て
描
い
た
表
現
も
、
注
文
主
蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）と
絵
師
岩

佐
又
兵
衛
の
間
で
な
さ
れ
た
「
や
り
と
り
」
の
末
に
生
ま
れ
た
可
能
性
が
浮
上
す
る
。

で
は
、
徳
川
美
術
館
本
は
、
注
文
主
蜂
須
賀
家
政（
蓬
庵
）と
絵
師
岩
佐
又
兵
衛
の
間

の
ど
の
よ
う
な
「
や
り
と
り
」（
相
談
）に
よ
っ
て
構
想
・
製
作
さ
れ
、
完
成
に
至
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
先
の
考
察
は
ど
こ
ま
で
可
能
に
な
る
の
か
、
更
な
る
徳
川

美
術
館
本
の
読
解
と
史
料
探
索
を
続
行
し
て
、
別
の
機
会
に
論
ず
る
こ
と
が
出
来
れ
ば

と
思
う
。

か
く
し
て
徳
川
美
術
館
本
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
は
、
狩
野
内
膳
筆
の
豊
国
神
社
本

「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
と
親
子
の
よ
う
に
結
び
つ
き
、
他
方
、
同
じ
岩
佐
又
兵
衛
の
作

品
で
あ
る
舟
木
本
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
と
も
、
表
現
面
に
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
る
け
れ
ど
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
生
ま
れ
た
異
父
兄
弟
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
作

品
だ
っ
た
の
だ
。
す
な
わ
ち
岩
佐
又
兵
衛
の
作
品
と
し
て
は
、
舟
木
本
「
洛
中
洛
外
図

屏
風
」
と
徳
川
美
術
館
本
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
両
屏
風
は
、
慶
長
二
十（
元
和
元
）

年
頃
の
二
つ
の
「
基
準
作
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
決
定
的
な
位
置
に
あ
る
徳
川

美
術
館
本
は
、
真
に
特
別
な
作
品
な
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
、
舟
木
本
と
並
ぶ
重
要

な
作
品
と
し
て
美
術
史
上
に
位
置
付
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
舟
木
本
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
と
徳
川
美
術
館
本
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の

相
違
・
異
質
性
等
々
に
つ
い
て
は
、
ａ
発
注
者（
京
の
上
層
町
人
と
豊
臣
大
名
）、
ｂ
屏
風

の
機
能
・
使
用
目
的（
町
家
で
の
使
用
と
豊
国
社
へ
の
奉
納
）、
ｃ
仕
様（
注
文
主
の
財
力
に
よ

る
画
材
の
相
違
）、
そ
し
て
ｄ
岩
佐
又
兵
衛
の
製
作
姿
勢
の
違
い
な
ど
の
考
察
を
深
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
充
分
に
説
明
可
能
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
徳
川
美
術
館
本
の
「
形
式
化

し
た
人
物
描
写
」
や
「
贅
沢
な
顔
料
の
使
用
」
な
ど
は
、
大
名
蜂
須
賀
家
の
注
文
に
よ

る
、
阿
波
の
豊
国
社
へ
奉
納
す
る
た
め
の
作
品
で
あ
れ
ば
こ
そ
の
特
徴
と
し
て
了
解
で

き
る
。
舟
木
本
と
近
接
し
た
時
点
で
の
製
作
と
判
断
し
て
一
向
に
齟
齬
す
る
と
こ
ろ
は

な
い
と
思
う
。

今
必
要
な
の
は
、
見
る
眼
と
見
方
を
変
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。
徳
川
美
術
館
本
と
舟
木

本
を
新
た
な
視
点
で
比
較
す
る
時
期
が
到
来
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
う
し
た
比
較

を
通
し
て
、
両
作
品
の
美
術
史
研
究
が
一
段
飛
躍
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

註（
1
）　K

A
D

O
K

A
W

A

、
二
〇
一
三
年
十
一
月
。
本
書
と
註
⑵
の
本
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金

（
平
成
十
七
〜
二
十
一
年
度
基
盤
研
究（
Ｓ
）課
題
番
号
一
七
一
〇
二
〇
〇
一
「
中
近
世
風
俗
画

の
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
画
像
化
と
絵
画
史
料
学
的
研
究
」）の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
2
）　K

A
D

O
K

A
W

A
、
二
〇
一
五
年
十
一
月
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文
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月

（
4
）　
『
新
訂
寛
政
重
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譜
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書
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従
完
成
会
、
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九
六
四
年
十
二
月
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二
三
九
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五
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寛
政
重
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家
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群
書
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従
完
成
会
、
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年
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月
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頁
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5
）　

創
元
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、
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八
年
十
月
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）　

中
公
新
書
、
一
九
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三
年
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一
月

（
7
）　

吉
川
弘
文
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、
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○
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年
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月

（
8
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角
川
学
芸
出
版
、
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〇
一
二
年
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月

（
9
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又
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の
「
豊
国
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か
ら
歴
史
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読
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集
英
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）
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、
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〇
一
八
年
十
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月

（
10
）　
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鹿
島
美
術
研
究
』
年
報
第
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六
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別
冊
、
二
〇
〇
九
年
十
一
月

（
11
）　

京
都
大
学
学
術
情
報
リ
ポ
ジ
ト
リ　

K
U

REN
A

I

、
二
〇
一
八
年
三
月

（
12
）　
『
美
術
史
』
一
六
〇
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月

（
13
）　
『
日
本
の
美
術
』
四
八
四
号
、
至
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
八
月

（
14
）　
『
岩
佐
又
兵
衛
全
集
』
研
究
篇
、
藝
華
書
院
、
二
〇
一
三
年
四
月

（
15
）　

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
九
月

（
16
）　

徳
島
市
立
徳
島
城
博
物
館
、
二
○
一
〇
年
十
月
、
五
九
頁
。「
75　

蜂
須
賀
蓬
庵
像
」
寛

永
十
六
年（
一
六
三
九
）最
岳
元
良
画
賛　

個
人
蔵

（
17
）　
『
利
家
と
ま
つ　

加
賀
百
万
石
物
語
展
─
前
田
家
と
加
賀
文
化
─
』（N

H
K

・N
H

K

プ
ロ

モ
ー
シ
ョ
ン
・N

H
K

中
部
プ
レ
ー
ン
ズ
、
二
○
○
二
年
四
月
）一
七
頁

《
付
記
》

　

舟
木
本
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
と
徳
川
美
術
館
蔵
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
図
版
に
つ
い
て

は
、
左
記
の
高
精
細
Ｖ
Ｒ
画
像
デ
ー
タ
よ
り
作
成
し
た
。

・
Ｖ
Ｒ
作
品
「
洛
中
洛
外
図
屏
風　

舟
木
本
」（
監
修
＝
東
京
国
立
博
物
館
／
制
作
＝
凸
版
印

刷
株
式
会
社
）

・「
徳
川
美
術
館
所
蔵　

豊
国
祭
礼
図
屏
風
Ｖ
Ｒ
」（
監
修
＝
徳
川
美
術
館
／
制
作
＝
凸
版
印

刷
株
式
会
社
／
協
力
＝
立
正
大
学
）　

＊
本
Ｖ
Ｒ
作
品
中
の
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風（
徳
川
美
術

館
本
）」
の
画
像
デ
ー
タ
に
は
、
立
正
大
学
の
研
究
成
果（JSPS

一
七
一
〇
二
〇
〇
一
）を
使

用
し
た
。

《
後
記
》

　

本
論
文
の
仮
説
は
、
平
成
三
十
年（
二
○
一
八
）九
月
十
六
日
、
徳
川
美
術
館
の
講
堂
に
お
い

て
「
豊
国
祭
礼
図
と
舟
木
本
洛
中
洛
外
図
の
謎
解
き
─
デ
ジ
タ
ル
画
像
で
細
部
ま
で
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
─
」
と
題
す
る
講
演
を
行
っ
た
際
に
披
露
し
た
。
本
稿
は
、
そ
の
際
に
用
意
し
た
講
演

用
の
原
稿
を
、
論
文
用
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
講
演
の
雰
囲
気
が
多
少
残
っ
て
い
る
よ
う

に
思
う
。

　

な
お
、
こ
の
蜂
須
賀
家
政
像
の
姿
勢
と
左
手
の
“
か
た
ち（
向
き
）”
に
つ
い
て
は
、
如
意
輪

観
音
の
そ
れ
を
連
想
す
る
方
や
、
維
摩
居
士
像
と
の
関
係
が
気
に
な
る
方
も
お
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
を
論
ず
る
こ
と
は
小
稿
の
射
程
外
で
あ
る
。（

東
京
大
学
名
誉
教
授
）



金　

鯱　

叢　

書　
第
四
十
六
輯
　〔
年
一
回
刊
行
〕

─
史
学
美
術
史
論
文
集
─

平
成
三
十
一
年
三
月
　

三
十
　

日
　
編
集

平
成
三
十
一
年
三
月
　

三
十
　

日
　
印
刷
・
発
行

竹
　
　
内
　
　
　
　
　
誠

徳
　
　
川
　
　
義
　
　
崇

編
集
者

発
行
者

〒
171
─

0031
　
東
京
都
豊
島
区
目
白
三
ノ
八
ノ
十
一

公
益
財
団
法
人
　

徳
川
黎
明
会

電
話
（
3950
）
〇
一
一
一
番
（
代
）

〒
171
─

0031
　
東
京
都
豊
島
区
目
白
三
ノ
八
ノ
十
一

徳
川
林
政
史
研
究
所

電
話
（
3950
）
〇
一
一
七
番
（
代
）

〒
461
─

0023
　
名
古
屋
市
東
区
徳
川
町
一
〇
一
七

徳

川

美

術

館

電
話
（
935
）
六
二
六
二
番
（
代
）

印
刷
所

〒
600
─

8805
　
京
都
市
下
京
区
中
堂
寺
鍵
田
町
二

株
式
会
社
　
図
書

印
刷　

同
朋
舎

電
話
（
361
）
九
一
二
一
番
（
代
）
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