
山
田
道
安
筆

「月
に
波
芦
図
」

四

宮

美

帆

子

は

じ

め
に

山
田
道
安

(?
～
天
正
元

(
一
五
七
三
)
年
)
は
戦
国
時
代
、
大

和
で
活
躍
し
た
武
人
で
あ
る
。
彼

の
名
は
、
永
禄
十

(
一
五
六
七
)

年
、
松
永
久
秀
に
よ
る
戦
乱
で
焼
失
し
た
東
大
寺
大
仏

の
修
復
指
揮

に
携
わ

っ
た
人
物
と
し
て
、
ま
た
自
ら
も
彫
刻
を
行
う
人
物
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
が
、
絵
画
史
の
上
で
は
道
釈
人
物
図
や
蔬
菜
図
を
多

く
描

い
た
武
人
画
家
と
し
て
名
高

い
。
親
子
三
代
で
同
じ
印
章
を
用

い
、
画
事

に
た
ず
さ
わ

っ
た
と
言
わ
れ
、
数
種

の
印
章
が
確
認
さ
れ

て
お
り
、
画
風
も
多
岐
に
わ
た
り
不
明
な
点

の
多
い
画
家

で
あ
る
。

こ
こ
に
取
り
上
げ
る

「月
に
波
芦
図
」
は
、
画
題
と
し
て
大
変
興

味
深
い
も

の
で
あ
り
、
現
在

一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
山
田
道
安
の
印

章
と
は
異
な

っ
た
も

の
を
使
用
す
る
点
で
も
特
筆
す
べ
き
作
品
で
あ

る
。
ま
ず
は
画
題
に
つ
い
て
概
観
し
、
そ
の
後
新
た
な
印
章

の
紹
介

を
行

っ
て
道
安
研
究
に
さ
さ
や
か
な
が
ら

一
史
料
を
提
供
し
た
い
。

「月

に
波

芦
図

」

「月
に
波
芦
図
」
(図
1

・
口
絵
)
と
題
さ
れ
た
本
図
は
、
画
面
中

央
に
波
に
浮
か
ぶ
芦
を
、
そ
の
背
後
に
は
大
き
く
月
を
描
き
、
満
月

が
芦

の
姿
を
照
ら
し
出
す
と

い
う
幻
想
的
な
作
品
で
あ
る
。
現
在
は
、

石
川
県
立
美
術
館
所
蔵
で
山
川
美
術
財
団
よ
り
昭
和
五
八

(
一
九
八

五
)
年
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
画
面

の
寸
法
は
縦
六
〇

・
五

×
横
三
三

・
一
㎝
。
掛
幅
装
の
紙
本
墨
画
で
大
き
な
補
修
や
補
筆
の

跡
は
見
ら
れ
な

い
。
画
面
右
上
に

「山
田
氏

道
安
」
朱
文
重
郭
長
方

印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。

で
は
詳
し
く
画
面
を
見

て
み
た

い
。
波
、
芦
、
月
の
三
種
の
モ
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チ
ー
フ
の
み
を
大
き
く
描

い
た
こ
の
作
品
は
、
背
景
と

い
う
も
の
は

あ
え

て
作

っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
背
地
に
は
、
画
面
上
方
、
月
の

周
囲
、
波

の
陰
影
と
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
く
く
り
に
よ

っ
て
外
隈
が

用
い
ら
れ

る
こ
と
に
よ
り
、

モ
チ
ー
フ
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
モ
チ
ー
フ
は
墨
を
多
く
含
ん
だ
太

い
線
描
を
駆
使
し
、
そ
の

形
態
を
表
出
し
て
い
る
。
こ
の
太
い
線
描
は
、
禅
余
画
に
多
く
用

い

ら
れ
る
よ
う
な
速
度
の
あ
る
粗

い
即
興
的
な
線
描
で
は
な
く
、
粘
り

を
も
ち
、
速
度
も
遅
い
も
の
で
、
こ
の
画
家
が
線
の
描
写
に
殊
の
外
、

意
を
用
い
て
い
る
事
が
分
か
る
。
禅
余
画
で
も
ち
い
ら
れ
る
太
い
存

在
感

の
あ

る
線
描
と
い
う
も

の
は
、
結
果
と
し
て
輪
郭
を
描
く
と

い

う
よ
り
は
、
精
神
性
な
ど
の
表
出
を
意
図
し
て
用

い
る
場
合
が
多

い

が
、
こ
の
画
面
に
お
け
る
筆
致

へ
の
意
識
は
、
墨
の
面
的
な
表
現
や

筆
触
を
楽
し
ん
で
い
る
と

い
っ
た
様
子
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
こ
の

作
品
は
線
描
の
み
が
鼻
に
つ
く
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

の
質
感
の
表
出
に
も
意
識
を
注

い
で
い
る
。
そ
の
様
子
は
、
芦
葉
を

描
く
墨
面

の
扱

い
や
、
没
骨
描
を
間
欠
的
に
用
い
た
幹

の
描
写
に
よ

っ
て
表
さ
れ
、
ま
た
外
隈
を
多
く
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
背
景
の
な

い
画
面
に
陰
影
を
与
え
て
い
る
点
な
ど
か
ら
知
る
事
が
出
来
る
。
こ

の
よ
う
に
画
面
全
体

の
調
和
が
と
れ
て
い
る
た
め
極
端
な
形
式
化
、

平
面
化
傾
向
は
避
け
ら
れ
、
上
手
く
ま
と
め
ら
れ
た
作
品
と
な

っ
て

い
る
。
さ

て
、
こ
の
作
品

の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
近
世
に
向
け

て
画
面
の
平
面
化
が
起
こ
り
、
モ
チ
ー
フ
の
近
接
化
が
表
面
化
し
て

く
る
戦
国
末
期
の
作
例
と
し
て
順
当
と
思
わ

れ
、
後
述
す
る
が
、
時

期
的
に
も
山
田
道
安
三
代
の
い
ず
れ
か
の
作

品
と
し
て
差
し
支
え
な

い
も

の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
不
思
議
な
作
品
は
、
描
か
れ
た
芦
、
波
、
月
と

い
う

モ
チ
ー

フ
よ
り
芦
葉
達
磨
を
象
徴
的
に
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
禅
宗

の
祖
師
達
磨
は
仏
法
帰
依
の
篤
か

っ
た
梁
の
武
帝
と
の
対
話
に
落
胆

し
、
揚
子
江
を
渡
り
魏
の
国

へ
と
向
か

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
伝
説
に
つ
い
て
は
、
『寶
林
傳
』

(八
〇

一
年
撰
)
の
揚
子
江
を

渡

っ
た
と
い
う
簡
潔
な
記
述
を
最
初
と
し
、
『
五
家
正
宗
賛
』

(
一
二

五
四
年
撰
)
や

『釈
氏
通
鑑
』
(
一
二
七
〇
年
撰
)
に
載
る
、
芦
を
折

っ
て
揚
子
江
を
渡

っ
た
と

い
う
詳
し
い
記
述

に
変
化
し
形
成
さ
れ
て

い
っ
た
。
芦
の
葉
に
乗
る
と

い
う
伝
説
は
、
芦

の
生
え
て
い
る
草
む

ら
を
踏
み
折
り
な
が
ら
去

っ
て
い
く
様
子
か
ら
派
生
し
た
と
い
う
説
、

ま
た
は

『詩
経
』
に

コ

葦
之
を
わ
た
る
」

と
い
う
句
が
あ
る
よ
う

　

に
、
葦
を
描
い
て
小
舟
を
表
し
た
と
い
う
説
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
芦
葉
達
磨
図
と
は
、
達
磨
が

一
葉

の
芦
に
乗

っ
て
江
を
渡

っ
た
と

い
う
伝
説
を
絵
画
化
し
た
も

の
で
あ
り
、
他

に
渡
江
達
磨
、

一
葦
達
磨
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
を
負

っ
た

「芦
葉
達
磨

図
」
は
、
通
常

一
葉
の

芦
に
乗

っ
た
達
磨

の
姿
を
描
き
、
そ
の
飄
然

と
し
た
画
風
を
よ
ろ
こ

ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
図
は
全
く
達
磨

の
姿
を
描
か
ず
芦
の
背

/'



地
に
月
を
描
く

の
み
で
あ
る
。
背
地
の
月
は
、
達
磨
を
象
徴
し
た
芦

を
照
ら
し
出
す
円
光
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
円
の
形
か
ら
円
相
を

も
表
し
て

い
る
の
で
あ

ろ
う
。
円
と
は

「完
全
」
「調
和
」
「永
遠
」

ヨ

「原
初
」
な
ど
多
く
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
る
も

の
で
あ
り
、
禅

宗
に
お
い
て
は
悟
り
の
境
地
を
表
す
も
の
と
し
て
円
相
を
多
く
用

い
　

た
。
仏
教

に
お
け
る
円
光

の
起
源
は
太
陽
崇
拝
で
あ
る
と

い
う
が
、

禅
宗
に
お
け
る
円

(円
相
)
は
、
主
に
月
を
表
す
も

の
が
多

い
よ
う

で
あ
る
。
円
を
描

い
て
悟
り
を
象
徴
的
に
表
し
た
絵
画
作
品
と
し
て

は
、
「指
月
布
袋
図
」
「水
月
観
音
図
」
や

「湖
月
猿
猴
図
」
な
ど
が

良
く
知
ら

れ
て
い
る
。
本
図
は
こ
の
よ
う
な
円
相
、
月
、
か
ら
派
生

し
た
禅
宗

の
悟
り
の
象
徴
化
、
さ
ら
に
は
戯
画
化
を
推
し
進
め
た
も

の
と
い
え

る
。
神
秘
の
象
徴
と
も
言
え
る
月
を
描
く
こ
と
に
よ
り
本

図
は
深

い
宗
教
性
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
山
田
氏
を
始
め
、
大
和
に
住
し
た
国
人
衆
は
、
天
正

十
三

(
一
五
入
五
)
年

の
豊
臣
政
権
に
よ
る
差
出
検
地
、
筒
井
氏
の

伊
賀
上
野
転
封
が
行
わ
れ
る
ま
で
、
大
和
の

一
大
支
配
を
行

っ
て
い

た
興
福
寺

や
春
日
社
の
基
本
的
に
は
忠
実
な
被
官
で
あ
り
、
僧
兵
で

あ
り
、
興
福
寺
と
と
も
に
時
代
を
歩
み
、
自
ら

の
命
脈
を
保

っ
て
い

ら

た
存
在
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
情
況

の
中
、
道
安
画
に
は
本
図
を
始
め
、
「布
袋
図
」

な
ど

の
道

釈
人
物
図
や

「臨
済
栽
松
図
」
な
ど

の
禅
機
図
と

い
っ
た

禅
的
意
味
を
持

つ
作
品
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
武
人
で
あ
り
、
興

福
寺

の
被
官
で
あ
る
山
田
道
安
と
禅
宗
と
の
関
わ
り
を
ど
う
理
解
す

れ
ば
良

い
の
だ
ろ
う
か
。

初
代
道
安
を
始
め
と
し
て
山
田
家
が
特
に
禅
宗
寺
院
の
檀
越
と
な

っ
た
と

い
う
史
料
は
残

っ
て
お
ら
ず
、
道
安

が
建
立
し
た
と
伝
え
ら

れ
る
金
龍
寺
(現
、
山
辺
郡
都
祁
村
馬
場
)
、
菩
提
寺
と
し
た
蔵
輪
寺

(現
、
天
理
市
山
田
町
)
は
と
も
に
禅
宗
寺
院
で
は
な
い
。
旧
仏
教

勢
力

の
強

い
大
和

の
地
に
禅
宗
寺
院
が
建
立
さ
れ
た
例
は
少
な
く
、

多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
江
戸
時
代

に
入

っ
て
以
降
で
あ
る
。

数
少
な
い
例
と
し
て
は
、
聖
徳
太
子
の
達
磨

対
面
伝
説
で
有
名
な
王

寺

の
達
磨
寺

(現
、
北
葛
城
郡
王
寺
町
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
達
磨
寺

は
、
永
享
年
間

(
一
四
二
九
～

一
四
四
〇
)
足
利
幕
府
が
大
和
進
出

.

の
拠
点
と
し
て
、
片
岡
氏
に
命
じ
臨
済
禅

の
寺
と
し
て
復
興
さ
せ
た

が
、
そ
の
後
戦
火
に
帰
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
天
正
五
(
一
五
七
七
)

年
七
月
に
は
正
親
町
天
皇
よ
り
復
興
の
綸
旨
を
受
け
没
落
を
免
れ
る

と

い
っ
た
経
緯
を
た
ど

っ
た
寺
で
あ
る
。
ま
た
、
曹
洞
宗
の
寺
と
し

て
は
、
至
徳
元

(
一
三
八
四
)
年
に
補
厳
寺
が
建
立
さ
れ
、
十
市
氏

の
保
護
を
受
け
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
際
立

っ
た
例
は
み
ら
れ
な
い
。

こ
れ
ち
禅
宗
寺
院
は
、
上
記
の
よ
う
な
援
助
を
受
け
て
い
た
と
は
言

え
、
南
都
興
福
寺
と
拮
抗
す
る
よ
う
な
社
会
的
勢
力
を
扶
植
す
る
こ

と
は
な
く
、
目
立

っ
た
活
動
は
み
せ
て
い
な

い
よ
う

で
あ
る
。

し
か
し
、
上
記
の
よ
う
な
禅
宗
寺
院

の
有
無
の
み
で
大
和
の
地
が
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禅
宗
文
化
と
無
縁
で
あ
る
と
は
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
大
和

の
社
寺

は
、
応
仁

の
乱
を
避
け
た
文
化
人
が
多
く
来
住
し
、
ま
た
大
和
川
の

水
運
を
通
じ
て
当
時
貿
易
港
と
し
て
栄
え
た
大
阪
堺
か
ら
最
新
の
文

化
が
流
れ
込
ん
で
き
た
。
当
時
文
化

の
中
心
を
占
め
て
い
た
禅
宗
文

化
が
意
識
的
に
せ
よ
、
無
意
識
的
に
せ
よ
大
和

の
地
に
入
り
込
ん
で

い
た
こ
と

は
疑

い
な
く
、
す
で
に
禅
宗
文
化
は
宗
派
を
超
え
た
文
化

と
な

っ
て

い
た
時
代
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
初
代
道
安

(順
貞
)
と
思
わ
れ
る
人
物
が
天

文
三

(
一
五
四
四
)
年
九
月
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派

の
僧
、
大
休
宗
休

(応
仁
二

(
一
四
六
八
)
～
天
文
十
八

(
一
五
四
九
)
)
よ
り

「雲
外
」

号
を
受
け

て
い
る
こ
と
が
大
休
の
語
録
で
あ
る

『見
桃
録
』
よ
り
知

　

れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
山
田
氏
の
菩
提
寺
で
あ
る
蔵
輪
寺
の
墓
碑
銘

よ
り
初
代
道
安

(順
貞
)

の
法
名
は

「雲
外
道
安
大
居
士
」
で
あ
る

こ
と
が
知

れ
、
『見
桃
録
』
に
記
さ
れ
る

「和
之
山
中
」
に
住
し
た

「山
田
氏
」
と
は
初
代
道
安

の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
初
代
道

安
と
禅
僧
と

の
交
わ
り
を
示
す
史
料
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

道
安
画
と

言
わ
れ
る
作
品
に
は
臨
済
宗
夢
窓
派

の
僧
、
策
彦
周
良

(文
亀
元

(
一
五
〇

一
)
～
天
正
七

(
一
五
七
九
))

の
題
詩
を
と
も

　

な
う
作
品

が
二
点
存
在
し
て
い
る
。
何
代
目
の
道
安
画
に
対
す
る
着

賛
で
あ
る
か
は
今
後
の
課
題
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
禅
宗

の

宗
教
的
意
図
を
あ
る
程
度
汲
み
取
ら
な
け
れ
ば
描
け
な
い

「月
に
波

芦
図
」
の
制
作
背
景
を
考
察
す
る
上
で
看
過
し
得
な

い
事
実
と

い
え

る
。こ

れ

ま

で

の
道

安

研
究

大
和
武
人
と
し
て
活
躍
し
た
と
伝
え
ら
れ

る
山
田
道
安
で
あ
る
が
、

そ
の
事
跡
に

つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多

い
。
道
安

の
伝
歴
に
つ
い
て

は
、
『本
朝
画
史
』
を
は
じ
め
と
す
る
数
点
の
画
伝
類
と
、
菩
提
寺
で

あ
る
蔵
輪
寺

の
位
牌
や
墓
碑
銘
、
大
和
地
方

に
残
さ
れ
た
数
点

の
江

戸
時
代
以
降

の
史
料
か
ら
推
測
す
る
の
み
で
あ
る
。
道
安
画
研
究

に

つ
い
て
は
、
「布
袋
図
」
「臨
済
栽
松
図
」
「山
水
図
」
「龍
虎
図
屏
風
」

　

な
ど
数
点
が

『国
華
』
紙
上
な
ど
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
他
、
事
跡
に

関
し
て
は
、
『画
説
』
紙
上
に
て
脇
本
十
九
郎
氏
に
よ
る
高
論
が
載
せ

ら
れ
て
い
る
。
脇
本
氏
は

『和
州
諸
将
軍
伝
』
を
中
心
に
初
代
道
安

(順
貞
)
、
二
代
道
安

(順
清
)
の
事
跡
を
詳
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
れ

る
が
、
『和
州
諸
将
軍
伝
』
は
宝
永
四

(
一
七

〇
七
)
年
成
立
と

い
う

江
戸
時
代
中
期

の
記
録
で
あ
り
潤
色
も
多

い
。
特
に
、
元
亀
二
年

の

辰
市

の
戦

い
の
記
述
は
、
永
島
福
太
郎
氏

に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
た

ね

『多
聞
院
日
記
』
の
記
事
と
齟
齬
を
き
た
す

部
分
が
あ
り
、
注
意
を

要
す
る
史
料
で
あ
る
。
ま
た
、
山
田
道
安

の
東
大
寺
大
仏
仏
頭
修
理

の
情
況
に
つ
い
て
は
松
山
鉄
夫
氏
に
よ
り
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
特
に

松
山
氏
は
奈
良
奉
行
所
の
記
録
に
あ
る
家
系
図
を
用

い
、
初
代
道
安

(順
貞
)
及
び
山
田
家
に
つ
い
て
新
た
な
史
料
を
提
示
さ
れ
て
い
る
。
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以
上
の
史
料
よ
り
分
か
る
事
は
、
山
田
道
安
は
大
和
の
守
護
と
し

て
名
高
い
筒
井
順
慶
の
伯
父
で
あ
り
、
自
ら
も
岩
掛
城

(現
、
天
理

市
山
田
町
)
、
及
び
馬
場
城
(現
、
山
辺
郡
都
祁
村
馬
場
)
の
城
主
と

し
て
活
躍

し
た
人
物
で
あ
る
。
名
を
順
貞
と
い
い
、
民
部
大
輔
と
称

し
、
剃
髪

し
て
後
道
安
と
号
し
た
と

い
う
。
道
安
に
は
、
順
清

(天

文
九

(
一
五

四
〇
)
～
元
亀
二

(
一
五
七

一
)
)
と

い
う
嫡
男
が

い
た

が
、
父
に
先
立

つ
こ
と
元
亀
二
年
、
辰
市

の
戦
い
に
よ

っ
て
戦
死
し

て
い
る
。
順
清

の
嫡
男
は
順
知
と
い
い
、
順
知
に
つ
い
て
は
生
没
年

等
不
明
で
あ
る
が
、
『筒
井
諸
記
』
な
ど
の
記
述
か
ら
武
人
と
し
て
在

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

『本
朝
画
史
』
な
ど
画
伝
類
に
は
山
田
道
安
(順
貞
)
以
下
親
子
三

代
に
わ
た

っ
て
作
画
を
行

い
、
そ
こ
に
は
同
じ
印
章
を
用
い
た
と
記

さ
れ
て
い
る
。
ま
た

『増
訂

古
画
備
考
』
欄
外
に

「畫
工
略
傳
云
」

と
し
て
、
道
安
の
後
裔
で
あ
る
牛
島
興
福
寺

(弘
福
寺
の
誤
り
)
の

鶴
峯
和
尚

の
言
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
初
代
、
二
代
の
名
が
入
れ
替

わ
る
な
ど
問
題
の
あ
る
記
述
で
は
あ
る
が
、
『本
朝
画
史
』
が
記
し
て

い
る

「親

子
三
代
で
同
じ
印
章
を
用
い
て
、
画
事

に
携
わ

っ
た
」
と

い
う
こ
と

に
は
変
わ
り
な
い
。
現
存
す
る
史
料
か
ら
は
初
代
道
安
の

嫡
男
順
清

、
孫
順
知
と
も
、
道
安
号
を
用

い
た
形
跡
は
み
ら
れ
な
い

が
、
狩
野
松
栄
の
例
を
出
す
ま
で
も
な
く
、
画
事

に
お

い
て
父
親
の

代
筆
者
と

し
て
同
じ
印
を
用

い
た
事
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

近
年
調
べ
た
と
こ
ろ
鶴
峯
和
尚
は
道
安

の
末
孫
で
あ
る
黄
檗
宗
長
松

派

の
僧
、
鶴
峯
廣
大

(生
没
年
未
詳
)
で
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
。

こ
の

「親
子
三
代

で
山
田
道
安
と
号
し
、
画
事

に
携
わ

っ
た
」
と

い

う

「道
安
三
代
同
印
説
」
は
、
確
実
な
史
料

が
な

い
こ
と
な
ど
か
ら

め

脇
本
氏
や
松
山
氏
は
反
論
を
唱
え

て
い
る
が
、
遺
族
に
認
知
さ
れ
て

い
た
と
い
う
こ
の
事
実
は
、
道
安
三
代
同
印

説
の
信
憑
性
を
高
め
る

一
助
と
な
り
得
な
い
だ
ろ
う
か
。

道
安

の
印
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
数
種
あ
る
が
、
ど
れ
が
ど
の
道
安

使
用
の
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
、
三
代
そ
れ
ぞ
れ
の
画
風
と
い
う
も

の
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
全
く
解
明
さ
れ
て

い
な
い
。
画
風
に
つ
い

て
は
諸
先
学
が

い
く

つ
か
の
推
測
を
提
示
し

て
お
ら
れ
る
。
例
え
ば

中
村
溪
男
氏
は
、
「布
袋
図
」
(ク
リ
ー
ブ
ラ

ン
ド
美
術
館
蔵
)
を
は

じ
め

一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
作
例
は
ほ
と
ん
ど
初
代
道
安

の
筆
に
な

る
と
さ
れ
、
ま
た
、
全
体
を
通
し
た
画
風
、

画
法
か
ら
山
田
道
安
は
、

初
代
、
二
代
の
二
人
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
辻

惟
雄
氏
は

「龍
虎
図
屏
風
」
を
三
代
順
知
の
作

で
は
な

い
か
と
推
測

さ
れ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
納
得

の
い
く
も

の
で
は
な

い
。
以
上
の

よ
う
に
、
道
安
画
研
究
は
不
明
な
部
分
が
多
く
、
関
連
論
文
も

一
九

七
五
年
発
行
の
辻
氏
に
よ
る

「龍
虎
図
屏
風
」

の
作
品
解
説
を
最
後

に
途
絶
え

て
い
る
。
次
項
で
は
、
多
く
問
題
提
起
さ
れ
な
が
ら
、
今

ま
で
実
現
さ
れ
て
い
な
い
道
安
印
に
つ
い
て
列
記
し
、
道
安
研
究
の

再
検
討
を
促
し
て
み
た
い
。
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印

章

の

問
題

道
安

の
印
と

い
わ
れ
る
も
の
は
二
種
あ
り

「山
田
氏
道
安
」
朱
文

重
郭
長
方
印
と

「道
安
」
朱
文
重
郭
瓢
形
印
が
存
在
す
る
。
前
者
は

道
安
画
と
呼
ば
れ
る
も
の
ほ
と
ん
ど
の
作
品
に
捺
さ
れ
、
後
者
は
道

安
画
全
体

の
中
で
も
比
較
的
新
し
い
画
風
の
作
品
に
捺
さ
れ
る
事
が

多

い
。
全
体
の
使
用
例
な
ど
か
ら
見
て
画
史
類
に
記
さ
れ
た

「三
代

に
わ
た

っ
て
使
用
し
た
印
章
」
と
は

「山
田
氏
道
安
」
朱
文
重
郭
長

方
印

の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に

『増
訂

古
画
備
考
』
に
は
二

代
目
道
安
は
、
上
述
の
二
種
の
印
を
用

い
た
者
と
い
う
が
、
人
名

の

倒
錯
な
ど
が
あ
り
こ
の
記
述
は
直
ち
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
画
風

の

上
で
道
安
画
の
可
能
性
が
高

い
と
稿
者
が
判
断
し
た
作
品
に
捺
さ
れ

た

「山
田
氏
道
安
」
朱
文
重
郭
長
方
印
は
九
種
存
在
し
、
「道
安
」
朱

文
重
郭
瓢
形
印
も
四
種
を
数
え
る
。

通
常
、

そ
の
印
章
が
画
家

の
使
用
し
た
真
正
な
も

の
と
判
明
さ
れ

た
場
合
、
同
じ
印
章
を
持

っ
た
作
品
を
グ
ル
ー
プ
化
す
る
こ
と
で
、

画
家
の
大
ま
か
な
画
風
の
区
別
を
す
る
事
が
出
来
る
。
し
か
し
、
道

安
印

に
関

し
て
は
、
同
じ
印
章
を
持

っ
た
作
品
で
あ

っ
て
も
、
画
風

が
明
ら
か

に
異
な
る
も
の
が
混
在
し
て
お
り
、
印
章

の
グ
ル
ー
プ
化

か
ら
三
代
道
安
の
画
風
を
判
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
仮
に
、
画
家

の
使
用
し
た
真
正
な
も

の
と
し
た
が
、
印
章
の
真
偽
に
関
す
る
判
定

は
難
し
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「栗
鼠
喰
瓜
図
」

(茨
城
県
立
歴

史
館
蔵
)
の
印
は
三
代
順
知
が
、
鑑
識
の
意

味
で
捺
し
た
も
の
で
は

　

な

い
か
と
い
う
説
さ
え
あ
る
。
現
在
道
安
画
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
は

落
款

の
あ
る
も

の
は
な
く
、
制
作
年
代
の
解

明
は
難
し
い
状
態
に
あ

る
。
だ
か
ら
と

い
っ
て
道
安
画
に
捺
さ
れ
た
多
く
の
印
章
を
看
過
す

べ
き
で
は
な
く
、
我
々
に
多
く
の
示
唆
を
与
え

て
く
れ
る
こ
の
印
章

を
敢
え

て
取
り
上
げ

て
い
く
事
か
ら
新
た
な
視
点
が
生
ま
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。

詳
細
な
分
析
は
後
稿
に
期
す
と
し
て
、
試
み
に
現
在
確
認
で
き
る

道
安
印
を
今
後

の
参
考
と
し
て
表
1
に
示
し
、
以
下
主
な
作
品
に
つ

い
て
列
記
し
て
お
く
。
印
章

の
捺
さ
れ
た
作
品
に
つ
い
て
は
、
戦
国

時
代
末
期
よ
り
江
戸
時
代
初
期
、

つ
ま
り
道
安
三
代
が
活
躍
し
た
年

代

の
も
の
と
稿
者
が
判
定
し
た
作
品
を
道
安

画
と
し
て
取
り
上
げ
た
。

な
お
、
実
見
せ
ず
写
真
に
よ

っ
て
確
認
し
た
も
の
は
、
印
文
が
鮮
明

に
み
ら
れ
る
も

の
の
み
記
載
し
、
ま
た
、
あ
く
ま
で
も
印
章
主
体

の

表
で
あ
る
た
め
、
他
の
作
品
と
の
比
較
に
よ
り
、
画
風
か
ら
は
道
安

画
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
も
、
印
文
の
崩
れ
た
も
の
は
省
く
こ

と
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
先
に
九
種
と
述
べ
た

「山
田
氏
道
安
」
朱

文
重
郭
長
方
印
は
七
種
、
「道
安
」
朱
文
重
郭
瓢
形
印
は
三
種
の
表
記

に
留
め
て
い
る
。
*
印
が
付
く
も

の
は
表
1
に
印
章
を
載
せ
た
も
の

で
あ
る
。
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【A
l
印
】

1

「
月
に
波
芦
図
」

(石
川
県
立
美
術
館
所
蔵
)

*

2

「大
黒
天
図
」

(常
盤
山
文
庫
所
蔵
)

3

「瓜
図
」

(メ
ア
リ
ー

・
バ
ー
ク
所
蔵
)

【A
2
印
】

4

「朝
比
奈
力
競
図
」

(ボ
ス
ト
ン
美
術
館
所
蔵
)

*

5

「瓜
図
」

(所
有
者
未
詳
)
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
保
管
写
真

【
B
1
印

】

6

「鍾
馗

図
」

(円
覚
寺
所
蔵
)

7

「鍾
馗

図
」

(東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
)

8

「山
水
図
」

(根
津
美
術
館
所
蔵
)
*

9

「布
袋
図

(汝
岱
若
林
賛
)」

(ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
美
術
館
所
蔵
)

10

「布
袋
図
」

(所
有
者
未
詳
)
『戦
国
武
将
の
絵
』
所
載

【
B
2
印

】

11

「布
袋
図
」

(根
津
美
術
館
所
蔵
)
甲
印
と
併
用

12

「臨
済
栽
松
図
」
(東
京
芸
術
大
学
所
蔵
)

13

「瓜
図
」

(ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
美
術
館
所
蔵
)

14

「鍾
馗
図
」

(東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
)

15

「海
鼠
図
」

(個
人
蔵
)

16

「茄
子

・
鮎

・
瓜
図

(三
幅
対
)」

(ボ

ス
ト
ン
美
術
館
所
蔵
)

17

「花
鳥
図
」

(個
人
蔵
)
*

18

「
叭
々
鳥
図

(双
幅
)」
(所
有
者
未
詳
)
東
京
国
立
文
化
財
研
究

所
保
管
写
真

19

「寒
山
図
」
(個
人
蔵
)

【B
3
印
】

20

「山
水
図

(策
彦
周
良
賛
)」

(出
光
美
術
館
所
蔵
)

21

「山
水
図
」
(頴
川
美
術
館
所
蔵
)

22

「茄
子
図
」
(個
人
蔵
)

*

【B
4
印
】

23

「芥
子
図
」
(個
人
蔵
)

*

【C
1
印
】

24

「龍
虎
図
屏
風
」
(ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
美
術
館
所
蔵
)

25

「喰
瓜
栗
鼠
図
」
(茨
城
県
立
歴
史
館
所
蔵
)
*

26

「栗
鼠
図
」

(個
人
蔵
)

【甲
印
】

27

「布
袋
図
」

(根
津
美
術
館
所
蔵
)
B
2
印
と
併
用

28

「鍾
馗
図
」

(個
人
蔵
)
*
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【乙
印
】

29

「瓜
蓮
根
図
」

(東
京
芸
術
大
学
所
蔵
)

30

「眠
り
布
袋
図
」
(個
人
蔵
)

*

31

「布
袋

図
」

(個
人
蔵
)

32

「瓜
図
」

(所
有
者
未
詳
)
東
京
国
立
博
物
館
保
管
写
真

【丙
印
】

33

「山
水

図
」

(ボ
ス
ト
ン
美
術
館
所
蔵
)

34

「雨
中

の
虎
図
」

(個
人
蔵
)
*

以
上
が
、
管
見

の
限
り
知
り
え
た
道
安
印
で
あ
る
。
今
ま
で

一
般

に
知
ら
れ

て
お
り
、
基
準
印
と
さ
れ
る

「山
田
氏
道
安
」
朱
文
重
郭

長
方
印
は

B
1
、
B
2
、
B
3
、
C
1
印
の
四
種
で
あ
る
。
A
か
ら

C
ま
で
の
差
異
は

「氏
」
と
呼
ば
れ
る
印
字

の
違

い
に
よ

っ
て
お
り
、

更
に
他
の
文
字

の
違
い
で
数
種
区
別
し
た
。
印
文
に
つ
い
て
、
『本
朝

画
印
』
な
ど
道
安

の
印
章
を
載
せ
た
も
の
で
は
、
朱
文
重
郭
長
方
印

に
つ
い
て

「山
田
氏
道
安
」
と
判
読
し
て
い
る
。
し
か
し
、
今
回
取

り
上
げ
た
A
1
印
や
、
C
1
印
な
ど
は
明
ら
か

に
右

下
の
文
字
を

「氏
」
と
読
む

こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
現
状

で
は
そ

れ
ぞ
れ
の
文
字
を
判
読
で
き
な
い
た
め
通
説
に
従

っ
て

「氏
」
と
読

む
こ
と
と
す
る
。

「道
安
」
朱
文
重
郭
瓢
形
印
に

つ
い
て
は
、
今
ま

で
に
知
ら
れ
て

い
る
も

の
は
甲
印

の
み
で
あ
る
が
、
他

に
乙
印
、
丙
印
を
加
え
た
。

朱
文
重
郭
瓢
形
印

に
つ
い
て
は

『本
朝
画
印

』
な
ど

で
は

「道
安
」

と
判
読
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
ち
ら
に
関

し
て
も

「道
安
」
と
読

む
こ
と
は
難
し
い
。
大
石
利
雄
氏
は
甲
印
上
部
を

「雲
外
」
と
読
む

の
で
は
な
い
か
と

い
う
説
を
提
示
し
て
お
ら

れ
る
が
、
そ
れ
で
も
印

文
全
体
を
判
読
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
丙
印
は
甲
、
乙

印
と
は
異
な

っ
た
印
文
を
持

つ
も

の
で
あ
る
。
乙
印
、
丙
印

の
捺
さ

れ
る
作
例
の
制
作
時
期
は
桃
山
か
ら
江
戸
初
期
に
降
る
と
考
え
ら
れ
、

海
北
友
松
な
ど
と
近
い
画
風
を
持
ち
、
現
在

、
道
安
画
と
し
て
ほ
と

ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
作
品
群
と
な

っ
て
い
る
。
道
安

(順
貞
)
の

孫
に
あ
た
る
順
知
は
、
順
清
没
年

で
あ
る
元
亀
二

(
一
五
七

一
)
年

に
は
生
ま
れ
て
お
り
、
桃
山
期
に
入

っ
て
活

躍
し
た
も

の
と
思
わ
れ
、

順
知

の
作
と
す
れ
ば
年
代
的
に
も
大
き
く
齟

齬
を
き
た
さ
な
い
。
偽

作
の
可
能
性
も
払
拭
し
き
れ
な
い
が
道
安
画
と
し
て
敢
え

て
取
り
上

げ
た
。

さ
て
、
今
回
取
り
上
げ
た

「月
に
波
芦
図
」
は
、
今
ま
で
に
広
く

知
ら
れ
、
紹
介
さ
れ
た
印
と
は
異
な
る
新
た
な

「山
田
氏
道
安
」
朱

文
重
郭
長
方
印

(仮
に
A
1
印
と
呼
ぶ
)
を
も

つ
作
品
で
あ
る
。

一

般
に

「氏
」
と
解
さ
れ
る
、
印
右
下
の
文
字

の
中
央
上
部
が
、
丸
く

な

っ
て
い
る
の
で
は
な
く

「
U
」
字
の
よ
う

に
な

っ
て
い
る
の
が
特
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〈表1道 安印一覧 〉()内 の数字 は本文(表1)作 品番号

甲印(28)鍾 馗図 B1印(8)山 水図 A1印(1)月 に波 芦 図

乙印(30)眠 り布袋図 B2印(17)花 鳥 図 A2印(4)朝 比奈力競図

丙卯(34)雨 中の虎図 B3印(22)茄 子 図

B4(23)芥 子図 C1印(25)喰 瓜栗鼠図
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徴
で
、
他
の
も

の
に
比
べ
大
変
簡
潔
な
形
状
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の

印
を
捺
す
作

例
は
表
1
に
示
し
た
よ
う
に
二
例
あ
り
、
「大
黒
天
図
」

(常
盤
山
文
庫
蔵
)
と

「瓜
図
」

(メ
ア
リ
ー

・
バ
ー
ク
所
蔵
)
で
あ

る
。
以
下
略
述
し
、
「月
に
波
芦
図
」
と

の
関
係
を
考
え
て
み
た

い
。

「大
黒
天
図
」
(図
2
1

1
)
は
画
面
を
は
み
出
す
程
大
き

い
袋
が

右
端

に
置
か
れ
、
そ
の
陰
に
打
ち
出
の
小
槌
を
振
り
上
げ
た
大
黒
が

そ
の
姿
を
覗
か
せ
る
と

い
う

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
作
品
で
あ
る
。
袋
、
大

黒
、
俵
の
三
種
の
モ
チ
ー
フ
の
み
で
構
成
さ
れ
た
そ
の
画
面
は
、
そ

れ
ぞ
れ
異
な

っ
た
線
描
を
用

い
て
モ
チ
ー
フ
を
描
き
、
多
少

の
バ
ラ

ン
ス
の
悪
さ

が
目
に
付
く
。
袋

の
描
写
は
墨
を
た

っ
ぷ
り
含
ま
せ
た

速
度
の
遅

い
線
描
で
描
か
れ
、
脇
に
置
か
れ
た
俵
は
輪
郭
線
を
用

い
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ず
墨
の
面
的
な
効
果
や
、
滲
み
を
利
用
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
大
黒
を
描
く
線
は
肉
身
部
と
衣
の
描
写
が
異
な
り
、
肉
身
部
は

中
墨
で
描
か
れ
る

一
方
、
衣
文
線
は
濃
墨

の
短
い
禿
筆
を
継
ぎ
、
さ

ら
に
帽
子
、
打
ち
出
の
小
槌
に
は
墨
の
面
的
な
処
理
を
施
し
て
い
る
。

袋
、
大
黒

に
は
外
隈
が
施
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
チ
ー
フ
に
対

し
て
個
別

に
用
い
る
と

い
う
使

い
方
を
し
て
い
る
た
め
、
全
体

の
調

和
が
と
れ
ず
、
ば

ら
ば
ら
な
感
じ
は
否
め
な

い
。
こ
の
筆
者
は

モ

チ
ー
フ

一
つ

↓
つ
に
意
識
を
向
け
、
さ
ら
に
、
滲
み
な
ど
を
利
用
し

た
墨

の
面
的
効
果
と
、
短
く
折
れ
る
よ
う
に
引
か
れ
た
濃
墨
や
、
な

め
ら
か
な
袋
の
描
写
な
ど
多
用
な
筆
法
の
変
化
を
楽
し
ん
で
い
る
。

又

一
つ
の

「瓜
図
」
(図
3
-
1
)
は
、
大
変
抽
象
化
、
平
面
化
さ

れ
た
瓜
と

西
瓜
が
中
央
に
置
か
れ
、
輪
郭
線
を
も
た
ず
滲
み
を
利
用

し
た
葉
や
、
即
興
的
な
線
描
で
描
か
れ
た
蔓
な
ど
が
周
囲
に
添
え
ら

れ
て
い
る
、
装
飾
化
傾
向

の
強
い
作
品
と
な

っ
て
い
る
。
中
心
的
な

モ
チ
ー
フ
で
あ
る
瓜
に
は
、
他
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
特
化
す
る
か
の
よ

う
に
外
隈
が

ほ
ど
こ
さ
れ
、
そ
の
白
い
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い

る
。
こ
の
外
隈
は
他

の
モ
チ
ー
フ
の
上
か
ら
用
い
る
な
ど
不
自
然
さ

が
目
立
ち
、
ま
た
、
瓜
、
西
瓜

の
描
写
も
あ
ま
り
に
も
平
面
的
な
た

め
、

一
見
、
他
の
モ
チ
ー
フ
と
の
調
和
が
と
れ
て
い
な

い
未
熟
な
画

技
の
作
品
と

し
て
見
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
改
め
て
こ
の
画

面
を
見
る
と

、
葉
や
蔓

の
筆
さ
ば
き
は
こ
な
れ
て
お
り
、
描
き
慣
れ

た
ゆ
え
の
単
純
化
、
平
板
化
、
よ
く
言
え
ば
画
家

の
老
成
し
た
姿
を

想
像
さ
せ
、
洒
落
た

つ
く
り

の
作
品
と
も
言
え
よ
う
。
道
安
画
は
職

業
画
家
の
も
の
と
は
異
な

っ
た
武
人
の
余
技

画
で
あ
り
、
こ
の
よ
う

な
蔬
菜
図
は
完
成
度
を
敢
え
て
意
識
せ
ず
に
描

い
た
席
画
、
ま
た
は

日
課
と
し
て
描
い
た
作
品
と
も
考
え
ら
れ
、

か
な
り
描
き
な
れ
て
い

た
画
題
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
。

こ
の
作
品

の
よ
う
に
道
安
画
に
は
瓜
な
ど
を
描

い
た
蔬
菜
図
が
多

く
存
在
す
る
が
、
あ
ま
り
に
平
明
で
類
型
的
な
も

の
が
多
く
、
ボ
ス

ト

ン
美
術
館
蔵

「茄
子

・

鮎

・瓜
図

(三
幅
対
)」
な

ど

は
十
八
～
十
九
世
紀
の

作
と
し
て
判
定
さ
れ
て
お

㌦
、

一
般
に
時
代

の
下
る

偽
作
と
捉
え
ら
れ
る
向
き

が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

作

品
を
初
代
、
二
代
道
安

と

活
躍
年
代

の
重
な
る
是

庵

(文
明
十
八

(
一
四
八

六
)
～

(天
正
九

(
一
五

八

一
))
筆

「瓜
に
虫
図
」

(ボ

ス
ト

ン
美
術
館

蔵
)

(図

4
)
な
ど
と
比

べ
る

と
制
作
年
代
に
大
き
な
隔
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た
り
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
道
安
画
の
蔬
菜
図
の
評
価
に
は
再

考
の
余
地
が
あ
り
そ
う

で
あ
る
。

以
上
二
点
が

「
月
に
波
芦
図
」
と
同
じ
A
l
印
を
捺
す
作
例
で
あ

る
。
道
安
画
と

い
わ
れ
る
も

の
は
、
同
じ
印
章
が
捺
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ

っ
て
も
、
画
風
が
数
種

に
わ
た
り
、
筆
分
け

の
判
断
を
難
し

く
し
て
い
る
。
こ
の
A
1
印
を
捺
す
こ
の
三
点
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
題

材
が
異
な
り

、

一
画
面
で
い
く

つ
か
の
筆
法
が
混
在
す
る
と

い
っ
た

安
定
し
な

い
画
風
を
持

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
制
作
年

の
差
異
な
ど
も

考
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
モ
チ
ー
フ
ご
と
に
外
隈
を

施
す
姿
勢

や
、
短
く
ひ
き
継
い
だ
禿
筆
、
う
ね
り

の
あ
る
潤
筆
、
墨

の
面
的
な
作
用
を
好
む
点
、
そ
し
て
平
面
性
の
強
い
画
面
作
り
を
行

う
点
が
全

体
に
通
じ
、
現
状
で
は

「月
に
波
芦
図
」
と
同

一
筆
者
に

よ
る
作
品

の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

お

わ
り

に

「月
に
波
芦
図
」
は
芦
葉
達
磨
図
の
珍
し

い
作
例
と
し
て
存
在
す

る
だ
け
で
な
く
、
南
都
興
福
寺
と
密
接
な
関
わ
り
を
持

っ
た
武
将
が

禅
味
を
持

っ
た
作
品
を
描
き
、
さ
ら
に
機
知
に
富
ん
だ
表
現
に
仕
上

げ
た
と

い
う
面
で
も
興
味
深

い
作
品
で
あ

っ
た
。

多
く

の
印
章
を
持
ち
、
画
風
が
数
種
に
わ
た
る
と
い
っ
た
、
印
章

の
使
用
法
及
び
画
風
が
安
定
し
な
い
道
安
画
は
、
ア
。フ
ロ
ー
チ
の
し

づ
ら

い
画
家
の
作
品
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
況
の
中
、
同
じ
印
章

を
持

つ
作
品
を
グ
ル
ー
プ
化
し
、
そ
の
中
で

の
比
較
検
討
は
、

一
見
、

無
意
味
で
あ
る
と
も
思
え
る
。
し
か
し
、
作

品
の
画
風
や
印
文
が
安

定
し
て
い
る
も
の
を
ひ
と
ま
ず
道
安
画
と
し

て
広
く
採
取
し
、
そ
の

上
で
同
じ
印
章
を
持
つ
作
品
を

一
つ
の
ま
と

ま
り
と
し
て
取
り
上
げ
、

比
較
検
討
を
加
え

て
い
く
。
そ
の
積
み
重
ね

の
後
、
取
捨
選
択
を
加

え
、
道
安
印
や
道
安
画
の
全
体
像
を
把
握
す
る
と

い
う
方
法
は
決
し

て
無
意
味
で
は
な
い
と
考
え
る
。
今
回
は
A

1
印
を
持

つ
作
品
と
し

て

「月
に
波
芦
図
」
を
中
心
に
他
二
点
の
比
較
検
討
を
行

っ
た
が
、

親
子
三
代

の
内
、
ど
の
道
安

の
作
品
に
あ
た

る
か
の
指
摘
は
時
期
尚

早
と
考
え
保
留

に
し
て
お
く
。
更
な
る
作
品

の
出
現
に
よ
り
、
こ
の

よ
う
な
魅
力
的
な
作
品
を
残
し
た
山
田
道
安

、
延

い
て
は
道
安
画
解

明
に
幅
が
出
る
事
を
期
待
し
、
筆
を
お
き
た

い
。

註1

関
口
真
大

『達
磨
の
研
究
』
(岩
波
書
店
、

一
九
六
七
年
)
参
照
。

2

木
戸
忠
太
郎

『達
磨
と
其
諸
相
』
(村
田
書
店
、

一
九
三
二
年
)、

西
部
文
浄

『茶
席
の
禅
機
画
』
(淡
交
社
、

一
九
九
〇
年
)
参
照
。

本
稿
で
は

「芦
」
「蘆
」
「葦
」
を
同
義
と
し
て
と
ら
え
る
が
、
「葦
」

に
は
小
舟
の
意
が
付
加
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
で
は

「葦
」
の
字
を
用
い
た

(『角
川
漢
和
中
辞
典
』
参
照
)。

3

マ
ン
ブ
レ
ー
ト

・
ル
ル
カ
ー
著
、
竹
内
章
訳

『象
徴
と
し
て
の
円

人
類
の
思
想

・
宗
教

・
芸
術
に
お
け
る
表
現
』
(法
政
大
学
出
版
局
、
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一
九

九

一
年
)
、

佐
藤

賢

一

「円

」

(『
歴
史

学

事
典

(
三
)

か
た
ち

と

し

る
し
』

弘
文

堂

、

一
九
九

五
年

)
参

照

。

4

三
浦
國

雄

「
【円

相
と

太
極

図
】

万
物

生
成

の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ

ム
を

内
包

す

る
太
極

。
」

(
『円

相

の
芸
術

工
学

・
神

戸

芸
術

工
科

大

学

レ

ク
チ

ャ
ー

シ
リ

ー
ズ

』

工
作
舎

、

一
九

九

五
年

、
参

照

)
。

5

興
福

寺

と
大

和
国

人
衆

の
関
係

に

つ
い
て
は
中

世
奈

良

を
と

り
あ

げ

る
書

籍

ほ
と

ん
ど

に
記

載

さ
れ

る
事

柄

で
あ

る
。
稿

者

が
特

に
参

照

し
た

も

の
を

こ
こ

に
明
記

し

て
お
く

。

永

島
福

太
郎

『奈

良
文

化

の
伝

流
』

(目
黒

書
店

、

一
九

五

一
年

)
、

熱

田

公

「筒

井

順
永

と

そ

の
時

代
」

(
『
中
世

社
会

の
基

本

構
造

』
御

茶

ノ
水

書
房

、

一
九

五
八
年

)
、

森

川
英

純

「
中
世

後
期

に
お
け

る

興
福
寺

の
荘
園

支
配

体
制

」

(『
ヒ

ス
ト
リ

ァ
』
七

〇
号

、

一
九

七
五
年

)
、

安

国

陽
子

「戦

国

気
大

和

の
権

力

と
在

地

構

造
」

(
『
日
本

史

研
究

』

三

四

一
号

、

一
九
九

一
年

)
、

朝

倉
弘

『奈

良

県
史

(十

一
)
大

和

武
士
』

(
一
九
九

三
年

)
。

6

永

島
福

太

郎

『
奈
良

文
化

の
伝

流

』

四
五
九

頁

(目

黒
書

店
、

一
九

五

一
年

)
、

『王

寺
町

史
』

(
一
九
六

九
年

)

一
七

〇
頁
、

『奈

良
県

史

(六

)
寺

院
』

(
一
九

九

一
年

)

一
七

四
、

二

二
六
頁

参

照
。

7

永

島

福
太

郎

「
奈
良

と
堺
」

(
『
史
林

』

三
五

「
二
、

一
九

五

二
年
)
、

『
奈
良

県
史

(
六
)
寺

院
』

(
一
九
九

一
年

)

一
九

五
頁
参

照
。

8

大

石

利
雄

「
戦
国

時
代

の
武

人
画
家

に
関
す

る
研

究
」
(鹿

島
美

術

財

団
編

『
鹿
島

美
術

研
究

(年
報

第
十

七
号

別

冊
)
』

二

〇
〇

〇
年

)

参

照
。

9

一
点

は
、

表

1
に
も

示

す
通

り

「
山
水

図
」

(出

光
美

術
館

蔵

)

で
、

も

う

↓
点

は

「
神
農

図
」

(個

人
蔵

)

で
あ

る
。

「
神
農

図
」

の
ほ
う

は

、
写

真

の
み

の
確

認

で
あ

る
が

、
現
状

で
は
策

彦
周

良

の
賛

と
し

て
妥

当

で
あ

る
と
考

え

る
。

な
お

、
「
神
農

図
」

の
図
版

は

『
図

説
福

井

の
文
化

財
』
(福

井
県

教
育

委
員

会

、

一
九

八

〇
年
)

の
も

の
を

参

照

し
た

が
、
印

章

部
分

が
全

く
見

え

な

い
た

め
、
後

に

示
す

表

1
か

ら
は

除

い

て
あ

る
。

10

道

安

画

の
作

品
解

説

は
以

下

の
通
り

で
あ

る
。

「
山

田
道

安

(布
袋

図

)
」

(
『
国
華

』

四

一
号

、

一
八
九

三
年

)
、

「山

田
道

安

(達
磨

図
)
」

(
『
国
華

』
七

八
号

、

一
八
九

六
年

)
、

「山

田
道

安
筆

栗
鼠

図
」

(
『
国
華
』

二
七

九
号

、

一
九

=

二
年

)
、

田

中

「道

安

筆
臨

済
栽

松

図
」

(
『美

術
研

究
』

四

一
号
h

一
九

三
五

年
)
、

わ
き

も
と

「道

安

瓜
図

名

品
紹

介
」

(
『
画
説

』

五
五
号

、

一
九

四

一
年

)
、

田
中

一
松

「
山

田
道

安
筆

山
水

図

」

(
『
国
華

』

六
六

三
号

、

一
九

四

七
年

)
、

米

沢
嘉

圃

「
山

田
道
安

筆

山
水

図
」

(
『
国
華
』

六

七
九

号
、

一
九

四

八
年

)
、

徳
永

弘

道

「
山

田
道
安

筆
布

袋

図
」

(
『国

華
』

九

二

四
号

、

一
九

七

〇
年

)
、

辻
惟

雄

「
山

田
道
安

筆

龍
虎

図
屏

風
」

(
『
国
華

』
九

七
七

号

、

一
九

七

五
年

)
。
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11

脇

本
十

九

郎

「
戦

国
武

人
画
家

山

田
道
安

」

一
～

三

(『
画

説
』

第
十

、

十

二
号
、

一
九

三
七

年
)
。

12

永
島

福

太
郎

「
山

田
道

安
」

(
『
日
本
美

術

工
芸

』

一
二
二
号

、

一
九

四

八
年
)

参

照
。

13

松

山
鉄

夫

「
東
大

寺
大

仏

永
禄

再

興

に

つ
い
て
」

(『
美

術
史

』
第

七

九

号
、

一
九

七

〇
年
)
。

14

『筒

井

諸
記

』
元
和

元

(
一
六

一
五
)
年

四
月

二
八

日

の
項

。
(
『奈

良

県

史

(
十

一
)
大

和
武
士

』

一
九
九

三
年

、
『大

和
郡

山
市

史
』

一
九

六
六
年

)
参

照

。

15

鶴
峯

和
尚

に

つ
い
て

は
、
山

田
家

所
蔵

の
家

系

図
及

び
、

山

田
家

の

親
戚

筋

に
あ

た

る
安
村

家

の
過

去
帳

(善

福
寺

蔵
)

等

に
よ
り

判

明

し

た
。
詳

細

に

つ

い
て
は
別
稿

を

た

て
る

つ
も

り

で
あ

る
。

16

前

掲
註

(
11
)
脇

本
論
文

、

及
び
前

掲

註

(
13
)
松

山
論

文
参

照

。

17

『水

墨

美

術

大

系

(七

)
雪

舟

・
雪

村
』

(講

談

社

、

一
九

七

三

年
)

作

品
解

説
参

照
。

18

中
村

溪
男

「武

人

画
家

と

そ

の
作

品
」

(
『水

墨
美

術

大
系

(七

)
雪

舟

・
雪
村

』

(講

談
社

、

一
九

七
三
年

)
参

照
。

19

前
掲

註

(
10
)

辻
論

文
参

照
。

20

前
掲

註

(
10
)

辻
論

文
参

照
。

21

前

掲
註

(
8
)
大

石
論

文
参

照
。

22

ア

ン

・
ニ
シ

ム
ラ

・
モ

ー

ス
、

辻
惟

雄

編

『ボ

ス
ト

ン
美

術

館

日
本

美

術

調
査

図
録

解
説

編
』

(講

談
社

、

一
九
九

七
年

)
参

照
。

〈
付

記

〉
石

川
県
立

美

術
館

北
春

千
代

氏
を

は

じ
め

所
蔵

者
各

位

に
は

ご

多
忙

中

に
も

か
か

わ

ら
ず

調
査
を

お

許

し
頂
き

、
ま

た
、

群
馬

県
立

女

子

大
学
大
石
利
雄
氏
、
京
都
国
立
博
物
館
山
本
英
男
氏
に
は
多
く
の
ご
助
言
、

ご
協
力
を
給
わ
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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