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は
じ
め
に

京
都
の
醍
醐
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
《
舞
楽
図
屏
風
》（
図
１
）
は
、
近
世
初
期
に
京
都
で
活

躍
し
た
画
家
俵
屋
宗
達
（
一
五
七
○
？
〜
一
六
四
一
？
）盧
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
。
二
曲

一
双
の
金
地
画
面
に
は
舞
楽
装
束
を
着
け
た
九
人
の
舞
人
が
描
か
れ
て
い
る
。
舞
楽
と
は
現

在
日
本
に
お
い
て
は
雅
楽
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
の
は
じ
ま
り
は
古
く
は
五
世
紀
頃
中
国

や
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
外
来
音
楽
で
あ
る
。
笙
、
篳
篥
、
龍
笛
な
ど
の
楽
器
に
よ

っ
て
奏
で
ら
れ
る
そ
の
音
楽
と
舞
は
、
見
た
目
の
華
や
か
さ
だ
け
で
な
く
国
家
的
あ
る
い
は

宗
教
的
な
儀
礼
を
荘
厳
す
る
役
割
も
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
近
世
初
期
に
お
い
て
朝
廷
か
ら

武
家
へ
と
政
権
が
移
行
す
る
時
期
に
そ
の
役
割
に
も
変
化
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
舞
楽

を
主
な
画
題
と
し
た
舞
楽
図
は
最
も
古
い
も
の
で
十
二
世
紀
頃
の
作
例
が
知
ら
れ
て
い
る

が
、
近
世
前
期
に
は
同
じ
構
図
で
描
か
れ
た
舞
楽
図
屏
風
が
土
佐
派
、
狩
野
派
の
絵
師
に
よ

っ
て
制
作
さ
れ
て
い
た
。
な
ぜ
こ
の
時
代
に
舞
楽
図
屏
風
の
需
要
が
増
え
た
の
か
、
そ
し
て

同
時
期
に
宗
達
も
ま
た
舞
楽
図
屏
風
を
制
作
し
た
の
は
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
か
。

本
作
品
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
場
合
、
構
図
や
技
法
の
独
創
性
が
注
目
さ
れ
、
そ
れ

が
作
品
の
評
価
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
時
代
背
景
に
つ
い
て
の
検
討
は
十
分

に
な
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
ず
、
明
確
な
解
釈
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

本
稿
で
は
ま
ず
従
来
の
研
究
を
確
認
し
作
品
の
特
徴
を
挙
げ
、
宗
達
が
お
こ
な
っ
た
制
作

過
程
を
推
察
す
る
。
次
に
近
世
初
期
に
お
い
て
の
舞
楽
と
舞
楽
図
の
状
況
を
概
観
し
な
が

ら
、
宗
達
と
そ
の
周
辺
の
人
脈
そ
し
て
醍
醐
寺
と
の
関
係
を
検
討
し
、
作
品
の
制
作
背
景
に

つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。

一

作
品
の
概
要
と
従
来
の
研
究

宗
達
筆
《
舞
楽
図
屏
風
》（
以
下
宗
達
筆
本
と
す
る
）
は
紙
本
金
地
着
色
の
二
曲
一
双

屏
風
で
、
右
隻
右
下
に
楽
器
を
演
奏
す
る
幄
舎
が
俯
瞰
し
て
描
か
れ
、
対
す
る
左
隻
左
上

に
は
松
と
桜
の
枝
と
幹
部
分
が
描
か
れ
て
い
る
。
幄
舎
と
樹
木
に
挟
ま
れ
た
空
間
に
は
舞

楽
の
舞
人
九
人
が
描
か
れ
て
い
る
。
彼
ら
が
身
に
つ
け
る
装
束
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る

曲
目
は
右
隻
右
よ
り
、
蛮
絵
文
様
の
つ
い
た
白
い
直
衣
に
翁
の
面
を
つ
け
鳩
杖
を
背
負
う

「
採
桑
老
（
さ
い
そ
う
ろ
う
、
さ
い
し
ょ
う
ろ
う
）」、
緑
の
裲
襠
（
り
ょ
う
と
う
）
装
束
と

龍
の
面
を
つ
け
一
人
は
正
面
を
向
い
て
立
ち
も
う
一
人
は
し
ゃ
が
ん
だ
後
姿
を
見
せ
る

「
納
曾
利
（
な
そ
り
）」、
左
隻
右
よ
り
赤
の
裲
襠
装
束
で
額
に
こ
ぶ
の
あ
る
面
を
つ
け
両
手

で
木
蛇
を
持
つ
「
還
城
楽
（
げ
ん
じ
ょ
う
ら
く
）」、
そ
の
足
元
近
く
で
同
じ
く
赤
の
裲
襠

装
束
に
頂
に
龍
頭
の
あ
る
面
を
つ
け
て
桴
を
持
つ
右
手
を
振
り
上
げ
る
「
羅
陵
王
」（
蘭

陵
王
、
陵
王
と
も
呼
ば
れ
る
）、
そ
し
て
そ
の
左
側
で
紺
地
に
網
目
の
つ
い
た
袍
に
鶴
を

模
し
た
面
を
つ
け
甲
を
か
ぶ
る
四
人
舞
「
崑
崙
八
仙
」
で
あ
る
。
ま
た
、
右
隻
右
下
と
左

隻
左
下
に
は
「
法
橋
宗
達
」
と
い
う
署
名
と
「
対
青
」
の
朱
文
円
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。

人
物
な
ど
の
輪
郭
線
は
細
く
自
然
な
曲
線
で
、
装
束
や
面
の
部
分
は
顔
料
を
厚
く
盛
上

げ
て
彩
色
さ
れ
て
お
り
、
装
束
の
文
様
な
ど
は
丁
寧
に
描
か
れ
て
い
る
。
厚
く
塗
ら
れ
た

人
物
と
は
対
称
的
に
、
樹
木
の
幹
は
水
分
を
多
く
含
ん
だ
絵
具
を
に
じ
ま
せ
る
た
ら
し
込

み
で
描
か
れ
て
い
る
。

屏
風
の
一
扇
ご
と
に
二
人
の
舞
人
、
あ
る
い
は
樹
木
と
舞
人
と
い
っ
た
よ
う
に
二
つ
の

モ
チ
ー
フ
が
置
か
れ
て
お
り
、
各
扇
は
装
束
の
色
に
よ
っ
て
右
か
ら
白
・
緑
・
赤
・
紺
と

配
置
さ
れ
て
い
る
。
右
端
の
採
桑
老
の
目
が
画
面
左
を
向
く
こ
と
で
観
者
の
視
線
も
自
然

に
左
方
向
へ
と
誘
導
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
広
く
余
白
が
と
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
画
面
が
散
漫
に
な
ら
ず
、
モ
チ
ー
フ
同
士
が
関
連
し
合
っ
て
緊
張
感
の
あ
る
画
面
と
な

っ
て
い
る
。

醍
醐
寺
は
《
舞
楽
図
屏
風
》
の
他
に
も
宗
達
の
作
品
《
扇
面
貼
交
屏
風
》（
図
２
）
と

《
芦
鴨
図
衝
立
》（
図
３
）
を
所
蔵
し
て
お
り
、《
源
氏
物
語
関
屋
澪
標
図
屏
風
》（
静
嘉

堂
文
庫
美
術
館
所
蔵
）（
図
４
）
も
明
治
時
代
中
頃
ま
で
同
寺
の
所
蔵
で
あ
っ
た
盪
。

宗
達
筆
本
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
主
な
研
究
を
あ
げ
る
と
、
大
正
時
代
、
獅
崎
庵
氏

蘯
は
醍
醐
寺
と
宗
達
の
関
係
が
深
い
こ
と
を
指
摘
し
、
花
卉
人
物
画
に
優
れ
た
宗
達
が
そ

宗
達
筆
《
舞
楽
図
屏
風
》
の
制
作
背
景

│
近
世
初
期
に
お
け
る
舞
楽
図
の
受
容
か
ら
│

古

谷

美
也
子
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の
特
長
を
本
作
で
発
揮
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
他
の
舞
楽
図
と
は
関
連
付
け
て
い
な

い
。
戦
後
、
持
丸
一
夫
氏
盻
は
金
地
の
余
白
を
活
か
し
て
簡
潔
に
構
成
し
画
面
外
へ
の
広
が

り
を
企
て
た
と
構
図
に
つ
い
て
特
徴
づ
け
な
が
ら
、
舞
楽
の
衣
裳
が
古
い
形
式
を
踏
襲
し
て

い
る
こ
と
か
ら
古
画
を
模
し
た
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
。
六
○
年
代
に
山
根
有
三
氏
眈
は
、

宗
達
が
多
く
の
舞
楽
の
図
か
ら
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
う
モ
チ
ー
フ
を
選
び
修
正
を
加
え
て

描
い
た
と
述
べ
、
の
ち
に
制
作
年
代
は
寛
永
七（
一
六
三
○
）年
前
後
と
推
測
し
て
い
る
眇
。

七
○
年
代
に
辻
惟
雄
氏
眄
が
文
献
史
料
と
現
存
作
品
を
も
と
に
平
安
時
代
以
降
の
舞
楽
図
の

系
譜
を
ま
と
め
、
宗
達
筆
本
を
位
置
づ
け
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
近
世
以
前
に
多
数
の
舞
楽
の

曲
目
を
描
き
込
ん
だ
い
わ
ば
図
譜
的
な
舞
楽
図
屏
風
は
土
佐
派
に
よ
り
考
案
さ
れ
、
狩
野
派

に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
。
宗
達
は
そ
の
よ
う
な
同
時
代
の
舞
楽
図
屏
風
を
粉
本
と
し
て
任
意

の
曲
目
を
引
用
し
わ
ず
か
な
変
更
、
修
正
を
加
え
て
本
作
品
を
制
作
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は

彼
の
得
意
と
す
る
扇
絵
、
料
紙
装
飾
の
制
作
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
以

後
宗
達
筆
本
は
辻
氏
の
論
考
を
も
と
に
論
じ
ら
れ
る
。
仲
町
啓
子
氏
眩
は
、
桃
山
時
代
の
豪

華
趣
味
と
十
七
世
紀
に
現
れ
る
古
典
的
モ
チ
ー
フ
の
大
衆
化
に
よ
っ
て
図
譜
的
な
舞
楽
図
が

生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
察
す
る
が
、
宗
達
は
逆
に
古
典
人
物
図
や
物
語
図
が
風
俗
画

へ
近
づ
く
こ
と
に
歯
止
め
を
す
る
と
同
時
に
、
多
く
の
モ
チ
ー
フ
を
描
き
込
む
と
い
っ
た
過

剰
な
も
の
へ
の
嫌
悪
か
ら
伝
統
図
様
を
大
胆
に
操
作
し
て
自
己
流
の
画
面
を
作
り
出
し
た
と

分
析
し
て
い
る
。
中
根
恭
子
氏
眤
は
宗
達
が
選
ん
だ
五
曲
は
十
七
世
紀
初
頭
の
舞
楽
図
の

題
材
と
し
て
一
般
的
あ
る
い
は
定
型
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
し
、
樹
木
に
つ
い
て

も
他
の
作
例
か
ら
舞
楽
場
面
の
景
物
と
し
て
定
着
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い

る
。
さ
ら
に
私
見
と
し
な
が
ら
も
装
束
の
色
の
配
置
が
四
神
と
関
連
す
る
可
能
性
を
挙
げ
て

い
る
。

ま
た
近
年
で
は
醍
醐
寺
に
目
が
向
け
ら
れ
、
本
田
光
子
氏
眞
は
、
近
世
初
期
の
朝
廷
・
幕

府
に
よ
る
舞
楽
の
復
興
を
背
景
に
、
室
町
か
ら
江
戸
時
代
前
半
に
か
け
て
の
将
軍
家
や
大
名

家
に
よ
る
権
威
付
け
と
し
て
舞
楽
図
屏
風
が
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
、
さ
ら

に
醍
醐
寺
の
桜
会
の
復
興
を
願
っ
た
座
主
へ
の
追
慕
と
し
て
後
継
者
の
座
主
が
注
文
し
た
の

で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。
中
村
里
那
氏
眥
は
十
四
世
紀
の
醍
醐
寺
に
舞
楽
を
描
い
た
障
子

が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
、
舞
楽
の
再
興
に
代
わ
っ
て
舞
楽
図
屏
風
を
求
め
た
の
で
は
な
い

か
と
考
察
す
る
。

二

作
品
の
検
討

俵
屋
宗
達
は
近
世
初
期
に
活
躍
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
そ
の
経
歴
は
不
明
な
点
も
多

い
。
主
な
画
業
と
し
て
慶
長
七（
一
六
○
二
）年
に
厳
島
神
社
の
「
平
家
納
経
」
が
修
復
さ

れ
た
際
に
全
三
十
四
巻
の
う
ち
三
巻
の
表
紙
と
見
返
し
部
分
の
補
筆
、
慶
長
十
年
（
一
六

○
五
）
頃
か
ら
本
阿
弥
光
悦
（
一
五
五
八
〜
一
六
三
七
）
の
書
の
下
絵
な
ど
の
金
銀
泥
料

紙
装
飾
の
制
作
、
元
和
七（
一
六
二
一
）年
に
徳
川
秀
忠
夫
人
で
あ
る
崇
源
院
（
一
五
七
三

〜
一
六
二
六
）
が
父
浅
井
長
政
の
た
め
に
再
建
し
た
京
都
養
源
院
の
襖
絵
と
杉
戸
絵
、
寛

永
七（
一
六
三
○
）年
に
は
法
橋
と
し
て
禁
裏
に
あ
る
「
西
行
物
語
絵
」
の
模
写
を
し
て
い

る
。
ま
た
本
作
及
び
《
風
神
雷
神
図
屏
風
》（
建
仁
寺
蔵
）（
図
５
）
を
は
じ
め
と
す
る
金

地
屏
風
、
水
墨
画
、
扇
絵
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
限
ら
れ
た
文
献
史
料
を
整
理
す

る
と
本
阿
弥
光
悦
と
の
姻
戚
関
係
、
千
利
休
の
次
男
千
少
庵
（
一
五
四
六
〜
一
六
一
四
）

ら
上
層
町
衆
と
の
交
友
、
後
水
尾
天
皇
（
一
五
九
六
〜
一
六
八
○
）
か
ら
の
屏
風
制
作
の

依
頼
も
さ
れ
て
お
り
、
彼
も
ま
た
富
裕
な
町
衆
の
出
身
で
工
房
兼
絵
屋
で
あ
る
俵
屋
を
主

宰
す
る
画
家
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
眦
。
こ
の
よ
う
な
画
業
を
前
提
と
し
な
が
ら
、

主
題
の
選
択
、
金
地
屏
風
の
特
徴
と
い
う
二
点
に
注
目
し
作
品
を
検
討
し
た
い
。

（
一
）
主
題
の
選
択
に
つ
い
て

宗
達
筆
本
に
描
か
れ
た
舞
楽
の
モ
チ
ー
フ
は
、
同
時
代
に
流
布
し
た
図
譜
的
な
舞
楽
図

屏
風
の
モ
チ
ー
フ
と
共
通
す
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
眛
。
そ
こ
で
現
在

知
ら
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
舞
楽
図
屏
風
の
う
ち
土
佐
派
傍
流
の
絵
師
と
い
わ
れ
る
桃
翁

に
よ
る
も
の
（
以
下
桃
翁
筆
本
と
す
る
）（
図
６
）
と
狩
野
派
絵
師
に
よ
る
と
み
ら
れ
て

い
る
個
人
Ａ
家
所
蔵
（
以
下
Ａ
家
本
と
す
る
）（
図
７
）
の
二
作
品
を
例
に
挙
げ
宗
達
筆

本
と
比
較
す
る
。

桃
翁
筆
本
と
Ａ
家
本
は
ど
ち
ら
も
六
曲
一
双
の
金
地
屏
風
で
、
右
隻
右
下
と
左
隻
左
上

に
幄
舎
と
楽
器
が
描
か
れ
、
そ
れ
ら
に
挟
ま
れ
た
空
間
に
舞
楽
の
舞
人
多
数
が
描
か
れ
て

い
る
。
桃
翁
筆
本
は
画
面
上
下
に
金
雲
と
右
隻
に
は
高
舞
台
が
描
か
れ
、
人
物
は
頭
部
が

小
さ
く
、
丸
み
を
帯
び
た
輪
郭
線
で
装
束
の
描
き
方
な
ど
は
近
世
土
佐
派
の
特
徴
を
表
し

て
い
る
。
一
方
、
Ａ
家
本
は
金
雲
や
舞
台
は
な
く
、
人
物
が
や
や
大
き
く
顔
の
表
情
や
装

束
も
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
両
隻
に
描
か
れ
た
幄
舎
の
色
が
異
な
る
こ
と
も
特
徴
で

(14)
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あ
る
。
ま
た
描
か
れ
た
舞
人
が
桃
翁
筆
本
よ
り
少
な
い
た
め
に
空
間
も
い
く
ら
か
広
く
、
人

物
の
配
置
も
よ
り
整
理
さ
れ
て
い
る
。

両
作
品
に
描
か
れ
た
舞
楽
の
モ
チ
ー
フ
の
う
ち
宗
達
筆
本
に
描
か
れ
た
五
つ
の
曲
目
が
共

通
す
る
の
は
Ａ
家
本
で
あ
る
。
桃
翁
筆
本
で
は
還
城
楽
の
姿
の
み
が
異
な
る
。
宗
達
は
同
時

代
に
土
佐
派
、
狩
野
派
に
よ
る
舞
楽
図
屏
風
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
が
、

お
そ
ら
く
Ａ
家
本
系
の
舞
楽
図
屏
風
或
い
は
粉
本
か
ら
モ
チ
ー
フ
を
引
用
し
た
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
古
画
か
ら
モ
チ
ー
フ
を
引
用
し
て
新
た
な
作
品
を
制
作
す
る
と
い
う
手
法

を
宗
達
は
頻
繁
に
用
い
て
お
り
、《
風
神
雷
神
図
屏
風
》
の
雷
神
は
「
北
野
天
神
縁
起
絵
巻

（
弘
安
本
系
）」
か
ら
眷
、
《
源
氏
物
語
関
屋
澪
標
図
屏
風
》
の
人
物
や
景
物
は
先
行
す
る
い

く
つ
か
の
絵
巻
か
ら
の
引
用
眸
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

宗
達
は
な
ぜ
こ
れ
ら
五
曲
を
選
ん
だ
の
か
。
そ
の
理
由
の
可
能
性
と
し
て
各
曲
の
象
徴

性
、
舞
楽
装
束
の
色
、
奏
舞
さ
れ
た
場
を
想
起
さ
せ
る
た
め
の
三
点
を
挙
げ
た
い
。
舞
楽
の

曲
目
は
そ
れ
ぞ
れ
由
来
を
持
っ
て
お
り
、「
採
桑
老
」
は
不
老
不
死
の
薬
草
を
求
め
て
さ
ま

よ
う
老
人
で
長
寿
を
表
し
、「
納
曾
利
」
は
二
頭
の
龍
、「
還
城
楽
」
は
食
用
の
蛇
を
見
つ
け

て
喜
ぶ
西
域
の
人
、「
羅
陵
王
」
は
龍
の
面
で
兵
士
を
鼓
舞
す
る
皇
帝
、「
崑
崙
八
仙
」
は
崑

崙
山
に
住
む
仙
人
を
表
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
象
徴
性
は
今
の
と
こ
ろ
見
い
だ
せ

な
い
。
一
方
舞
楽
装
束
は
ど
れ
も
装
飾
的
で
色
彩
も
豊
か
で
あ
る
が
、
宗
達
筆
本
は
白
、

緑
、
赤
、
紺
と
金
地
に
映
え
る
色
の
装
束
を
つ
け
て
い
る
。
舞
楽
に
お
い
て
左
方
舞
（
唐
楽

由
来
）
は
赤
系
の
装
束
、
右
方
舞
（
高
麗
楽
由
来
）
は
緑
系
の
装
束
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に

加
え
て
特
色
あ
る
別
装
束
が
あ
り
、
宗
達
は
意
識
的
に
特
色
あ
る
装
束
を
選
ん
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
奏
舞
さ
れ
た
場
に
つ
い
て
は
、
羅
陵
王
と
納
曾
利
は
宮
廷
で
も
相
撲
や
賭
弓
等
勝
負

事
の
際
に
奏
舞
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
ま
た
余
興
の
場
の
最
後
に
奏
舞
さ
れ
る
曲
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
一
般
的
に
も
よ
く
知
ら
れ
る
曲
目
を
選
択
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
を
画
面
に
配
置
す
る
際
に
宗
達
は
位
置
を
修
正
し
た
。
本
来
「
陵

王
」
と
「
納
曾
利
」
は
舞
楽
の
最
後
で
舞
わ
れ
、
組
と
な
る
番
舞
（
つ
が
い
ま
い
）
で
あ
る

が
、
両
隻
を
並
べ
る
と
中
央
に
位
置
し
、「
陵
王
」
を
「
還
城
楽
」
の
近
く
に
置
き
「
崑
崙

八
仙
」
を
左
端
に
と
並
べ
替
え
た
の
は
、
白
―
緑
―
赤
―
紺
の
色
の
並
び
を
重
視
し
た
の
は

明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
よ
り
筆
者
が
考
え
る
モ
チ
ー
フ
選
択
の
理
由
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
て
装
束
が
特
徴

的
な
曲
目
を
選
ぶ
こ
と
で
舞
楽
の
場
を
想
起
さ
せ
な
が
ら
色
彩
を
重
視
し
て
配
置
し
た
と
推

察
す
る
。
ま
た
樹
木
の
モ
チ
ー
フ
は
、
宗
達
が
画
派
に
属
せ
ず
自
由
な
制
作
が
許
さ
れ
る

立
場
で
あ
る
こ
と
か
ら
あ
え
て
同
時
代
の
定
型
と
な
っ
て
い
る
構
図
と
は
異
な
っ
た
、
し

か
も
や
ま
と
絵
に
よ
く
見
ら
れ
る
松
と
桜
を
加
え
た
と
い
う
可
能
性
を
挙
げ
た
い
。

（
二
）
宗
達
と
金
地
屏
風

近
世
前
期
の
図
譜
的
な
舞
楽
図
屏
風
の
多
く
が
金
地
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
と
比
べ
宗
達

筆
本
の
金
地
が
強
く
印
象
付
け
ら
れ
る
の
は
、
宗
達
が
金
地
に
明
確
な
役
割
を
持
た
せ
て

い
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
。
《
風
神
雷
神
図
屏
風
》
は
宗
達
の
金
地
屏
風
と
し
て
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
が
、
《
舞
楽
図
屏
風
》
と
同
じ
く
二
曲
一
双
で
大
き
さ
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ

る
。
右
隻
右
側
で
は
両
手
で
風
袋
を
持
つ
風
神
が
笑
い
な
が
ら
左
隻
に
向
か
っ
て
大
き
く

右
足
を
踏
み
出
し
、
左
隻
左
側
で
は
太
鼓
を
担
ぐ
雷
神
が
は
る
か
下
方
の
地
上
に
狙
い
を

定
め
る
よ
う
に
見
下
ろ
す
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
風
神
の
緑
、
雷
神
の
白
、
天
衣
の
紺
は

厚
く
盛
り
上
が
る
様
に
彩
色
さ
れ
、
両
神
の
足
元
に
は
薄
墨
、
白
、
銀
泥
を
使
っ
た
雲
が

た
ら
し
込
み
で
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
雲
に
よ
っ
て
背
景
の
金
地
は
無
限
の
天
空
を
表
し

て
い
る
。
ま
た
《
槇
檜
図
屏
風
》
（
図
８
）
は
六
曲
一
隻
の
や
や
小
ぶ
り
の
画
面
全
体
に

金
切
箔
が
敷
き
詰
め
ら
れ
、
中
央
の
二
扇
に
の
み
墨
と
藍
で
槇
を
中
心
に
檜
、
樅
の
立
木

が
幹
の
途
中
か
ら
頂
の
手
前
ま
で
描
か
れ
て
い
る
。
樹
木
の
葉
は
顔
料
の
濃
淡
を
用
い
て

丁
寧
に
描
か
れ
て
お
り
、
画
面
上
端
に
は
銀
の
野
毛
と
砂
子
で
霞
が
表
さ
れ
、
金
切
箔
に

よ
る
背
景
は
水
分
を
含
ん
だ
大
気
の
中
で
刻
一
刻
と
変
わ
る
月
の
光
を
表
現
し
て
い
る
睇
。

こ
の
よ
う
に
宗
達
が
用
い
る
金
地
は
、
選
び
抜
か
れ
た
少
な
い
モ
チ
ー
フ
を
際
立
た
せ
る

た
め
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
図
譜
的
な
舞
楽
図
屏
風
で
は
多
く
の
舞
人
た
ち
の
単
な

る
背
景
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
宗
達
筆
本
は
少
な
い
モ
チ
ー
フ
で
空
間
を
広
く
と
り
樹
木

を
加
え
た
こ
と
で
金
地
は
儀
礼
で
は
な
く
奥
行
き
の
あ
る
露
地
で
行
わ
れ
た
舞
楽
の
情
景

を
表
し
て
い
る
。

宗
達
は
さ
ら
に
屏
風
と
い
う
形
状
の
特
長
も
よ
く
利
用
し
て
い
る
。
屏
風
は
鑑
賞
す
る

た
め
に
折
り
曲
げ
て
立
て
る
が
、
そ
の
時
平
面
的
に
描
か
れ
て
い
る
モ
チ
ー
フ
に
前
後
感

が
生
じ
る
。
《
風
神
雷
神
図
屏
風
》
や
《
槇
檜
図
屏
風
》
も
そ
の
前
後
感
が
金
地
に
奥
行

を
感
じ
さ
せ
、
モ
チ
ー
フ
が
少
な
い
ほ
ど
そ
れ
は
強
調
さ
れ
る
。
二
曲
一
双
の
小
画
面
に

少
な
い
モ
チ
ー
フ
を
描
く
手
法
を
宗
達
は
お
そ
ら
く
画
業
の
前
期
に
お
い
て
制
作
し
た
料

紙
装
飾
や
扇
面
画
で
身
に
付
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
小
さ
な
画
面
で
も
モ
チ
ー
フ
を
少
な
く

(15)
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し
て
画
面
の
隅
に
寄
せ
る
こ
と
で
画
面
の
外
側
へ
の
広
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

《
舞
楽
図
屏
風
》
に
お
い
て
も
宗
達
は
一
扇
ご
と
に
舞
楽
装
束
の
色
を
統
一
し
、
モ
チ
ー
フ

に
視
線
を
集
め
奥
行
き
を
強
調
し
、
幄
舎
と
樹
木
を
隅
に
寄
せ
る
こ
と
で
舞
楽
の
空
間
を
画

面
外
側
に
広
げ
た
。
こ
れ
が
宗
達
の
独
創
的
な
工
夫
で
あ
る
と
い
え
る
。

三

舞
楽
と
舞
楽
図
の
系
譜

舞
楽
と
は
も
と
も
と
五
世
紀
頃
か
ら
中
国
や
朝
鮮
半
島
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
た
新
羅
楽
、

百
済
楽
、
高
麗
楽
、
隋
・
唐
楽
、
渤
海
楽
、
度
羅
楽
等
の
外
来
音
楽
で
、
律
令
国
家
形
成
の

た
め
に
日
本
古
来
の
歌
舞
と
共
に
国
家
の
礼
楽
と
し
て
整
え
ら
れ
、
平
安
時
代
に
楽
器
や
編

成
、
楽
曲
の
形
式
な
ど
も
整
理
さ
れ
現
在
の
よ
う
な
形
式
へ
と
完
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
専
門

の
官
人
だ
け
で
な
く
皇
族
や
貴
族
の
趣
味
教
養
と
し
て
、
年
中
行
事
な
ど
の
場
で
も
奏
舞
さ

れ
た
。
ま
た
仏
教
と
も
結
び
つ
き
が
深
く
、
浄
土
図
や
来
迎
図
に
は
楽
器
を
奏
で
舞
い
踊
る

菩
薩
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。
仏
教
寺
院
の
法
会
に
組
み
込
ま
れ
た
舞
楽
は
「
舞
楽
四
ヶ
法

要
」
と
呼
ば
れ
、
平
安
時
代
後
期
に
は
法
会
の
作
法
と
密
接
に
関
わ
る
供
養
舞
と
法
会
の
あ

と
の
参
拝
衆
の
た
め
の
入
調
の
舞
と
に
分
か
れ
た
形
式
に
な
る
睚
。

鎌
倉
時
代
に
政
権
は
幕
府
へ
と
移
行
す
る
が
、
武
家
の
間
で
は
王
朝
文
化
へ
の
憧
憬
が
強

く
、
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
に
は
源
頼
朝
に
よ
り
鎌
倉
に
も
楽
人
達
を
集
め
た
楽
所
が
創

設
さ
れ
睨
、
室
町
時
代
に
は
天
皇
や
貴
族
と
同
じ
く
、
将
軍
も
笙
な
ど
を
演
奏
す
る
よ
う
に

な
る
睫
。
応
仁
の
乱
（
一
四
六
七
〜
一
四
六
九
）
後
、
朝
廷
で
は
正
親
町
天
皇
（
一
五
一
七

〜
九
三
）、
後
陽
成
天
皇
（
一
五
七
一
〜
一
六
一
七
）、
後
水
尾
天
皇
（
一
五
九
六
〜
一
六
八

○
）
が
皇
室
の
諸
儀
式
の
回
復
に
努
力
し
、
王
朝
文
化
復
興
の
気
運
は
高
ま
り
つ
つ
あ
っ

た
。
そ
こ
に
は
織
田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
ら
武
家
の
尽
力
も
大
き
か
っ
た
。

江
戸
時
代
に
入
り
、
幕
府
の
公
の
場
で
舞
楽
が
催
さ
れ
た
の
は
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）、

日
光
山
に
東
照
社
を
建
立
し
遷
座
さ
れ
た
際
で
あ
る
。
こ
の
時
の
楽
人
は
わ
ず
か
数
人
で
あ

っ
た
が
、
翌
年
江
戸
城
内
の
紅
葉
山
霊
廟
に
東
照
宮
大
権
現
が
置
か
れ
た
際
に
は
京
都
か
ら

楽
人
が
四
五
人
下
向
し
舞
楽
を
担
当
し
た
睛
。
寛
永
三（
一
六
二
六
）年
に
後
水
尾
天
皇
の
二

条
城
行
幸
を
徳
川
秀
忠
・
家
光
が
迎
え
た
際
に
も
舞
楽
や
管
絃
が
華
々
し
く
行
わ
れ
、
寛
永

十
三（
一
六
三
六
）年
の
徳
川
家
康
二
十
一
回
忌
法
要
で
は
日
光
東
照
宮
で
大
々
的
に
営
ま
れ

三
二
曲
の
舞
楽
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
法
要
を
契
機
に
幕
府
は
翌
年
日
光
山
に
楽
人
を
配
置

し
、
寛
永
十
九（
一
六
四
二
）年
に
は
江
戸
紅
葉
山
に
楽
人
を
常
勤
さ
せ
た
。

こ
の
よ
う
に
近
世
前
期
に
は
幕
府
に
よ
る
舞
楽
の
催
行
が
増
え
、
続
い
て
幕
府
自
ら
が

舞
楽
を
掌
握
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
幕
府
の
勢
力
拡
大
と
と
も
に
舞
楽
は

朝
廷
の
威
光
を
示
す
も
の
か
ら
、
幕
府
の
権
威
を
示
す
も
の
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の

よ
う
な
舞
楽
の
状
況
と
舞
楽
図
も
ま
た
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。

舞
楽
を
絵
巻
な
ど
の
一
場
面
と
し
て
描
い
た
例
は
平
安
時
代
以
降
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
が
、
舞
楽
を
独
立
し
た
画
題
と
し
て
描
い
た
舞
楽
図
と
し
て
現
在
知
ら
れ
る
最
も
古

い
も
の
は
十
二
世
紀
頃
の
成
立
と
い
わ
れ
る
《
信
西
古
楽
図
》睥
（
図
９
）で
あ
る
。
白
描

の
図
巻
形
式
の
画
面
に
は
舞
楽
の
他
に
楽
器
、
曲
芸
、
軽
業
な
ど
が
描
か
れ
、
現
在
で
は

模
本
の
み
が
伝
え
ら
れ
る
。
十
三
世
紀
の
作
例
と
し
て
は
京
都
の
北
野
天
満
宮
蔵
《
舞
楽

図
》
衝
立
（
図
10
）
で
、
画
面
上
部
に
演
奏
す
る
楽
人
、
松
や
桜
の
樹
木
の
間
に
童
舞
が
三

曲
七
人
、
そ
の
周
囲
に
は
熱
狂
乱
舞
す
る
衆
徒
が
大
勢
描
か
れ
て
お
り
、
平
安
後
期
に
寺

社
の
庭
で
行
わ
れ
た
余
興
と
し
て
の
延
年
舞
の
情
景
を
表
し
て
い
る
睿
。
十
四
世
紀
の
作

例
と
し
て
山
形
県
谷
地
八
幡
宮
蔵
《
舞
図
》
睾
（
図
11
）
は
白
描
の
図
巻
形
式
に
舞
楽
の
曲

目
が
順
不
同
で
描
か
れ
て
お
り
、
舞
楽
の
地
方
へ
の
伝
播
を
示
す
例
で
も
あ
る
。
ま
た
十

七
世
紀
の
図
譜
的
な
舞
楽
図
の
モ
チ
ー
フ
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
、
モ
チ
ー
フ
の
定
型

化
が
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
十
五
世
紀
の
作
例
と
し
て
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
美
術
館
寄
託
安
倍
季
英
模
写
《
舞
楽
図
巻
》（
図
12
）
は
、
応
永
十
五（
一
四
○
八
）年

に
室
町
時
代
の
公
卿
山
科
教
言
が
、
屋
敷
に
出
入
り
す
る
楽
人
安
倍
季
英
に
模
写
さ
せ
た

も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
図
巻
形
式
で
彩
色
さ
れ
た
舞
人
十
一
人
が
描
か
れ
て
い
る
睹
。

こ
の
よ
う
に
中
世
ま
で
の
舞
楽
図
は
舞
楽
の
実
際
の
情
景
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ

り
、
宮
廷
や
寺
社
に
お
い
て
伝
統
を
継
承
す
る
た
め
の
記
録
と
い
う
役
割
も
あ
っ
た
。
模

写
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
る
う
ち
に
徐
々
に
モ
チ
ー
フ
の
定
型
化
が
進
ん
だ
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
描
い
た
の
は
土
佐
派
な
ど
専
門
の
絵
師
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
を
享
受
す
る

の
は
宮
廷
や
寺
社
の
人
々
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

近
世
前
期
に
は
同
構
図
の
図
譜
的
な
舞
楽
図
屏
風
が
流
布
し
た
。
主
な
作
例
と
し
て
は

桃
翁
筆
本
、
Ａ
家
本
の
ほ
か
狩
野
安
信
、
狩
野
永
納
、
英
一
蝶
な
ど
狩
野
派
絵
師
に
よ
る

も
の
、
そ
し
て
日
光
輪
王
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
三
作
品
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
狩
野

派
は
江
戸
時
代
に
は
幕
府
の
御
用
絵
師
と
し
て
江
戸
城
を
始
め
京
都
御
所
な
ど
様
々
な
公

的
な
場
の
障
壁
画
な
ど
の
絵
画
制
作
を
行
っ
た
画
派
で
あ
る
。
輪
王
寺
の
三
作
品
の
う
ち

(16)
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一
作
品
は
寛
永
十
三
年
の
徳
川
家
康
二
十
一
回
忌
法
要
の
際
に
舞
装
束
と
共
に
奉
納
さ
れ
た

も
の
で
、
落
款
は
な
い
が
か
な
り
技
量
の
高
い
狩
野
派
絵
師
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
英
一
蝶
に
よ
る
舞
楽
図
屏
風
は
や
は
り
将
軍
家
法
要
に
参
列
し
舞
楽
を
目
に
し
て
い
た

大
名
に
よ
る
注
文
で
あ
る
瞎
。
こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
、
武
家
政
権
の
台
頭
し
て
く
る
こ
の
時

期
に
流
布
し
た
図
譜
的
な
舞
楽
図
屏
風
は
、
将
軍
家
と
朝
廷
の
調
和
、
そ
し
て
幕
府
の
権
威

を
示
す
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
武
家
に
と
っ
て
舞
楽
図
と
は
、
中

世
ま
で
の
伝
統
的
な
舞
楽
の
記
録
と
し
て
で
は
な
く
、
幕
府
の
儀
礼
を
思
い
起
こ
し
、
象
徴

す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

宗
達
の
周
辺
と
醍
醐
寺

宗
達
の
時
代
、
他
の
画
派
の
動
向
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

十
四
世
紀
に
朝
廷
の
絵
所
預
と
な
っ
た
藤
原
行
光
を
祖
と
す
る
土
佐
派
の
絵
師
は
、
舞
楽

図
制
作
に
も
名
を
連
ね
る
が
瞋
、
本
流
で
あ
る
春
日
絵
所
の
後
継
者
光
元
が
永
禄
十
二（
一
五

六
九
）年
戦
死
し
た
為
に
、
粉
本
そ
の
他
家
督
は
弟
子
光
吉（
一
五
三
九
〜
一
六
一
三
）
に
譲

ら
れ
る
。
当
時
光
吉
は
堺
を
拠
点
と
し
て
お
り
、
子
で
あ
る
光
則
、
光
起
父
子
が
京
都
に
戻

っ
て
き
た
の
は
寛
永
十
一（
一
六
三
四
）年
、
さ
ら
に
光
起
が
絵
所
預
に
な
っ
た
の
は
承
応
三

（
一
六
五
四
）年
の
こ
と
で
あ
る
瞑
。

一
方
室
町
幕
府
の
御
用
絵
師
で
あ
っ
た
狩
野
派
は
、
祖
で
あ
る
狩
野
正
信
（
一
四
三
四
〜

一
五
三
○
）
の
子
で
あ
る
元
信
（
一
四
七
七
〜
一
五
五
九
）
が
漢
画
に
加
え
て
や
ま
と
絵
を

学
び
和
漢
融
合
を
試
み
大
き
く
飛
躍
し
た
。
彼
の
孫
永
徳
（
一
五
四
三
〜
九
○
）
は
織
田
信

長
や
豊
臣
秀
吉
に
関
係
す
る
莫
大
な
障
壁
画
を
制
作
し
た
が
若
く
し
て
亡
く
な
り
、
子
で
あ

る
光
信
、
孝
信
（
一
五
七
一
〜
一
六
一
八
）、
そ
し
て
弟
長
信
ら
が
宮
廷
と
将
軍
家
の
御
用

を
つ
と
め
た
。
孝
信
の
子
探
幽
（
一
六
○
二
〜
七
四
）
は
弟
尚
信
、
安
信
と
共
に
江
戸
で
幕

府
の
御
用
を
つ
と
め
た
こ
と
か
ら
狩
野
派
の
主
流
は
江
戸
に
移
っ
て
い
く
。
京
都
で
は
山
楽

（
一
五
五
九
〜
一
六
三
五
）、
山
雪
（
一
五
九
○
〜
一
六
五
一
）
ら
が
京
狩
野
と
呼
ば
れ
、
二

条
城
や
内
裏
造
営
に
も
参
加
す
る
が
江
戸
狩
野
と
は
序
列
の
差
が
生
じ
て
い
た
瞠
。

宗
達
が
「
平
家
納
経
」
の
修
復
に
携
わ
っ
て
い
た
当
時
、
京
都
に
土
佐
派
は
既
に
お
ら

ず
、
狩
野
派
は
永
徳
の
後
継
者
た
ち
が
幕
府
や
宮
廷
の
仕
事
を
行
っ
て
い
た
。
長
谷
川
等
伯

（
一
五
三
九
〜
一
六
一
○
）、
海
北
友
松
（
一
五
三
三
〜
一
六
一
五
）、
雲
谷
等
顔
（
一
五
四

七
〜
一
六
一
八
）
な
ど
新
興
の
漢
画
系
画
派
が
頭
角
を
現
し
た
が
持
続
は
し
な
か
っ
た
瞞
。

こ
の
よ
う
な
時
期
に
同
じ
京
都
で
や
ま
と
絵
の
モ
チ
ー
フ
を
継
承
し
な
が
ら
画
風
の
制
約

を
受
け
ず
に
様
々
な
注
文
に
応
え
て
い
た
宗
達
も
ま
た
新
た
に
台
頭
し
、
そ
の
地
位
を
確

立
し
た
画
家
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
平
家
納
経
」
や
天
皇
か
ら
の
依
頼
な
ど
の
公
的
な

仕
事
を
す
る
た
め
に
は
強
力
な
推
薦
者
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。

宗
達
周
辺
の
人
脈
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
一
例
と
し
て
京
都
養
源
院
の
障
壁
画
制
作
が

挙
げ
ら
れ
る
。
養
源
院
は
文
禄
三（
一
五
九
四
）年
に
豊
臣
秀
吉
が
側
室
淀
君
の
願
い
で
父

浅
井
長
政
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
創
建
し
た
が
火
事
で
焼
失
し
、
そ
の
後
淀
君
の
妹
徳
川

秀
忠
夫
人
（
崇
源
院
・
一
五
七
三
〜
一
六
二
六
）
が
秀
忠
に
願
い
出
て
元
和
七（
一
六
二

一
）年
に
再
建
さ
れ
た
。
現
在
の
本
堂
は
再
建
当
時
の
も
の
と
見
ら
れ
、
そ
の
内
の
一
室

に
宗
達
派
に
よ
る
襖
絵
「
松
図
」
と
他
に
杉
戸
絵
四
枚
八
面
が
残
さ
れ
て
い
る
瞰
。

再
建
の
前
年
に
秀
忠
と
崇
源
院
の
娘
和
子
（
東
福
門
院
・
一
六
○
七
〜
一
六
七
八
）
は

後
水
尾
天
皇
に
入
内
し
て
お
り
、
養
源
院
再
建
を
通
し
て
徳
川
秀
忠
と
崇
源
院
、
東
福
門

院
と
後
水
尾
天
皇
と
い
う
将
軍
家
と
天
皇
家
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宗
達

が
こ
の
よ
う
な
公
的
な
寺
院
で
障
壁
画
制
作
を
す
る
た
め
に
は
強
力
な
推
薦
者
の
存
在
が

考
え
ら
れ
る
が
、
山
根
氏
は
尾
形
宗
柏
と
本
阿
弥
光
悦
を
挙
げ
て
い
る
。瞶

尾
形
宗
柏
は

尾
形
光
琳
の
祖
父
で
父
道
柏
が
浅
井
家
の
家
臣
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
崇
源
院
と
つ
な
が
り

が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
宗
柏
が
継
ぐ
呉
服
商
雁
金
屋
は
崇
源
院
と
東
福
門
院
に
引
き
立

て
ら
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
宗
柏
の
母
は
光
悦
の
姉
、
光
悦
と
宗
達
の
妻
は

姉
妹
で
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
姻
戚
関
係
が
事
実
で
な
く
と
も
宗
達
は

す
で
に
光
悦
の
書
の
下
絵
で
あ
る
料
紙
装
飾
を
慶
長
十
一
年
頃
か
ら
制
作
し
て
い
る
。
当

時
上
層
町
衆
と
し
て
芸
術
分
野
で
活
躍
し
、
角
倉
素
庵
（
一
五
七
一
〜
一
六
三
二
）
ら
と

嵯
峨
本
の
出
版
事
業
に
携
わ
り
、
武
家
や
富
裕
な
町
衆
、
貴
族
階
級
と
も
つ
な
が
り
の
あ

っ
た
光
悦
は
宗
達
の
技
量
の
高
さ
を
認
め
、
推
薦
者
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

こ
の
時
代
禁
中
並
公
家
諸
法
度
（
一
六
一
五
発
布
）
の
影
響
も
あ
り
、
貴
族
た
ち
は
学

問
諸
芸
に
励
む
よ
う
に
な
り
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
宮
廷
や
周
辺
で
伝
統
文
化
に
造
詣
の

深
い
人
々
の
私
的
な
集
ま
り
が
存
在
し
た
。
公
家
出
身
の
鹿
苑
寺
住
持
鳳
琳
承
章
（
一
五

九
三
〜
一
六
六
三
）
は
茶
人
で
あ
る
上
層
町
衆
と
つ
な
が
り
、
後
水
尾
天
皇
の
文
化
的
な

会
に
も
参
加
し
て
い
た
。
京
都
所
司
代
板
倉
重
宗
は
東
福
門
院
の
御
所
に
頻
繁
に
出
入
り

し
、
本
阿
弥
光
悦
と
も
親
交
が
厚
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
人
脈
の
中
で
宗
達
は
「
平
家
納
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経
」
の
修
復
、
養
源
院
の
障
壁
画
制
作
、
そ
し
て
宮
廷
で
の
絵
画
制
作
と
注
文
主
の
範
囲
を

広
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
醍
醐
寺
と
宗
達
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

《
舞
楽
図
屏
風
》
を
所
蔵
す
る
醍
醐
寺
は
九
世
紀
後
半
に
理
源
大
師
聖
宝
に
よ
っ
て
開
山

さ
れ
た
真
言
宗
の
寺
院
で
あ
る
瞹
。
公
武
の
信
仰
を
集
め
十
世
紀
以
降
は
皇
族
が
座
主
に
任

ぜ
ら
れ
る
の
が
慣
例
と
な
っ
て
お
り
、
仏
画
の
研
究
所
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
院
政
期

に
は
鎮
守
清
滝
宮
の
桜
会
で
舞
楽
四
ヶ
法
要
が
行
わ
れ
た
が
、
特
に
醍
醐
寺
の
童
舞
は
有
名

で
あ
っ
た
瞿
。
七
三
代
座
主
満
済
（
一
三
七
八
〜
一
四
三
五
）
の
時
代
三
宝
院
で
の
天
神
講

で
は
舞
楽
が
行
わ
れ
、
満
済
は
将
軍
足
利
義
教
に
舞
楽
を
描
い
た
屏
風
を
贈
っ
て
い
る
瞼
。

八
十
代
座
主
義
演
（
一
五
五
八
〜
一
六
二
六
）
は
豊
臣
秀
吉
の
援
助
で
寺
の
復
興
を
果
た

し
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
に
秀
吉
が
催
し
た
醍
醐
の
花
見
で
も
舞
楽
が
行
わ
れ
た
と
い

う
。
こ
の
よ
う
な
醍
醐
寺
と
舞
楽
の
関
わ
り
か
ら
、
本
田
氏
は
義
演
が
満
済
へ
の
憧
憬
か
ら

桜
会
復
興
を
目
指
し
て
い
た
影
響
で
後
継
者
覚
定
が
注
文
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
察
し
瞽
、

中
村
氏
も
十
四
世
紀
の
醍
醐
寺
拝
殿
に
「
桜
会
舞
様
」
の
障
子
絵
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
儀

式
の
場
を
あ
つ
ら
え
法
学
の
効
果
を
期
待
す
る
も
の
と
し
て
求
め
た
と
推
察
し
て
い
る
瞻
。

宗
達
が
法
橋
で
あ
っ
た
寛
永
七
年
（
一
六
三
○
）
頃
に
座
主
を
務
め
た
の
は
義
演
の
後
継

者
覚
定
で
あ
る
。
覚
定
（
一
六
○
七
〜
六
一
）
は
元
関
白
鷹
司
信
房
の
子
息
で
、
兄
信
尚
の

正
室
は
後
水
尾
天
皇
の
姉
清
子
内
親
王
、
姉
孝
子
は
三
代
将
軍
徳
川
家
光
の
正
室
で
あ
る
。

元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
に
十
二
歳
で
醍
醐
寺
に
入
室
し
、
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）、
十

九
歳
で
座
主
と
な
る
。
五
十
嵐
公
一
氏
は
晩
年
の
義
演
が
源
氏
物
語
に
興
味
を
持
っ
て
い
た

こ
と
が
覚
定
に
影
響
し
、
《
源
氏
物
語
関
屋
澪
標
図
屏
風
》
を
依
頼
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る
が
矇
、
公
家
出
身
で
禁
中
に
も
た
び
た
び
出
掛
け
て
い
た
覚

定
の
身
近
に
あ
っ
た
の
は
や
は
り
王
朝
文
化
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

醍
醐
寺
と
宗
達
と
の
関
係
は
深
く
、
醍
醐
寺
内
の
無
量
壽
院
に
は
宗
達
筆
の
障
壁
画
が
あ

っ
た
と
い
わ
れ
、
現
在
同
寺
所
蔵
の
《
芦
鴨
図
》、
法
界
寺
所
蔵
《
猪
頭
布
袋
図
屏
風
》
も

も
と
同
院
の
障
壁
画
の
一
部
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
無
量
壽
院
門
跡
で
あ
っ
た
松
橋
僧

正
堯
円
（
一
五
七
○
〜
一
六
三
六
）
も
公
家
出
身
で
、
宮
中
で
の
法
会
を
行
い
立
花
や
能
に

も
招
か
れ
、
彼
の
書
も
光
悦
流
で
あ
っ
た
と
い
う
矍
。
覚
定
も
ま
た
頻
繁
に
出
入
り
す
る
宮

中
と
義
演
、
堯
円
か
ら
宗
達
を
知
り
屏
風
の
依
頼
を
し
た
と
推
測
で
き
る
。
中
世
ま
で
の
宮

廷
で
は
伝
統
的
に
舞
楽
図
巻
が
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
先
述
し
た
。
舞
楽
図
の
粉
本
が
公
家

出
身
の
覚
定
を
通
し
て
宗
達
に
渡
っ
た
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

覚
定
が
舞
楽
図
屏
風
を
依
頼
し
た
こ
と
を
示
す
証
拠
は
ま
だ
示
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と

か
ら
あ
く
ま
で
仮
説
で
は
あ
る
が
、
宗
達
は
お
そ
ら
く
伝
統
と
格
式
の
高
い
醍
醐
寺
に
ふ

さ
わ
し
い
舞
楽
図
を
制
作
す
る
た
め
に
画
面
構
成
に
細
心
の
注
意
を
払
い
舞
楽
の
モ
チ
ー

フ
を
配
置
し
、
自
ら
の
独
自
性
を
出
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
代
の
舞
楽

図
屏
風
の
引
用
で
は
な
く
あ
く
ま
で
も
王
朝
文
化
と
し
て
の
舞
楽
図
と
し
て
描
か
れ
た
と

思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

近
世
初
期
は
公
武
関
係
に
お
い
て
一
つ
の
転
換
期
で
あ
っ
た
。
朝
廷
で
は
後
水
尾
天
皇

を
中
心
と
し
て
権
威
の
復
活
、
朝
廷
儀
礼
や
王
朝
文
化
の
復
興
が
目
指
さ
れ
た
。
一
方
徳

川
将
軍
家
で
は
幕
府
の
権
威
確
立
を
目
指
し
、
将
軍
家
の
法
要
を
は
じ
め
と
す
る
幕
府
の

儀
礼
を
国
家
的
儀
礼
と
同
様
に
荘
厳
す
る
た
め
に
舞
楽
を
催
し
た
。
そ
の
時
期
に
幕
府
御

用
絵
師
で
あ
る
狩
野
派
に
よ
っ
て
流
布
し
た
舞
楽
図
屏
風
は
伝
統
的
な
舞
楽
を
継
承
す
る

た
め
の
記
録
で
は
な
く
、
舞
楽
の
曲
目
を
一
覧
で
き
る
図
譜
的
な
構
図
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
時
代
に
舞
楽
図
屏
風
の
依
頼
を
受
け
た
宗
達
は
、
お
そ
ら
く
同
時
代
の
舞

楽
図
屏
風
を
意
識
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
伝
統
と
格
式
の
あ
る
醍

醐
寺
に
ふ
さ
わ
し
い
舞
楽
図
屏
風
を
制
作
す
る
た
め
、
自
ら
得
意
と
す
る
小
画
面
の
二
曲

一
双
金
地
屏
風
と
い
う
形
式
で
最
大
限
に
独
創
性
を
発
揮
し
た
と
思
わ
れ
る
。
京
都
の
文

化
的
背
景
の
中
で
技
術
を
磨
き
、
特
定
の
画
派
に
属
さ
な
い
宗
達
で
あ
る
か
ら
こ
そ
自
由

な
画
風
が
展
開
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
依
頼
主
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
か
ら
あ
く
ま
で
も

仮
説
と
し
て
宗
達
筆
本
の
制
作
背
景
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
。
醍
醐
寺
と
宗
達
と
の
関

わ
り
、
ま
た
土
佐
派
、
狩
野
派
に
よ
る
同
時
代
の
舞
楽
図
屏
風
の
背
景
に
つ
い
て
さ
ら
に

検
討
す
る
こ
と
で
宗
達
筆
本
の
制
作
背
景
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
ら
れ
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註盧

生
没
年
に
つ
い
て
不
明
で
あ
る
が
、
寛
永
七（
一
六
三
○
）年
に
宗
達
が
模
写
し
た
「
西
行
物
語

絵
」
に
は
「
法
橋
宗
達
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
当
時
六
十
歳
位
が
通
例
で
あ
ろ
う
と
す
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る
山
根
有
三
氏
の
説
に
沿
っ
た
。
山
根
有
三
「
伝
記
史
料
の
解
説
」『
宗
達
研
究
一
』
中
央
公
論
美

術
出
版
、
一
九
九
四
年
、
五
二
―
八
八
頁
（
初
出
『
宗
達
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
六
二
年
）。

盪

明
治
二
八
年
頃
に
岩
崎
弥
之
助
所
蔵
と
な
っ
た
経
緯
は
以
下
に
詳
し
い
。
玉
蟲
敏
子
『
俵
屋
宗
達

金
銀
の
〈
か
ざ
り
〉
の
系
譜
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
○
一
二
年
、
三
○
―
三
一
頁
。

蘯

獅
埼
庵
「
野
村
宗
達
筆
舞
楽
図
屏
風
解
」『
国
華
』
三
六
三
号
、
国
華
社
、
一
九
二
○
年
。

盻

持
丸
一
夫
「
宗
達
筆
舞
楽
図
屏
風

図
版
要
項
」『
美
術
研
究
』
一
六
二
号
、
美
術
研
究
所
、
一
九

五
一
年
。

眈

山
根
有
三
「
宗
達
の
芸
術
」『
宗
達
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
六
二
年
、
二
○
四
頁
。

眇

山
根
有
三
「
寛
永
年
間
に
お
け
る
宗
達
の
画
風
展
開
と
そ
の
意
義
」『
宗
達
研
究
二
』
中
央
公
論
美

術
出
版
、
一
九
九
六
年
。

眄

辻
惟
雄
「
舞
楽
図
の
系
譜
と
宗
達
筆
「
舞
楽
図
屏
風
」」『
琳
派
絵
画
全
集

宗
達
派
一
』
山
根
雄

三
編
、
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
七
年
、
六
九
―
八
○
頁
。

眩

仲
町
啓
子
「
俵
屋
宗
達
の
金
碧
画
の
特
質
に
つ
い
て
│
江
戸
美
術
に
お
け
る
抑
制
を
め
ぐ
る
問

題
│
」『
日
本
美
に
お
け
る
抑
制
の
問
題
』
科
研
報
告
書
（
代
表

神
保
常
彦
）
一
九
八
四
年
、
六

五
―
七
二
頁
。

眤

中
根
恭
子
「
俵
屋
宗
達
筆
《
舞
楽
図
屏
風
》
に
つ
い
て
」『
真
保
亨
先
生
古
稀
記
念
論
文
集

芸
術

の
視
座
』
勉
誠
堂
出
版
、
二
○
○
二
年
、
一
六
一
―
一
七
三
頁
。

眞

本
田
光
子
「
俵
屋
宗
達
筆
『
舞
楽
図
屏
風
』
の
制
作
背
景
」『
美
術
史
』
一
六
七
号
、
二
○
○
九

年
、
九
八
―
一
一
二
頁
。

眥

中
村
里
那
「
宗
達
筆
《
舞
楽
図
屏
風
》
考
│
醍
醐
寺
清
滝
宮
及
び
朝
廷
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
│
」

『
美
術
史
学
』
三
一
号
、
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
美
術
史
学
講
座
、
二
○
一
○
年
、
二
九
―

五
三
頁
。

眦

宗
達
に
つ
い
て
の
史
料
と
解
釈
は
主
に
以
下
を
参
考
に
し
た
。
山
根
有
三
「
伝
記
史
料
の
解
説
」

『
宗
達
研
究
一
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
四
年
、
五
二
―
八
八
頁
（
初
出
『
宗
達
』
日
本
経

済
新
聞
社

一
九
六
二
年
）。

眛

前
掲
眄
、
辻
氏
の
表
現
に
従
い
、
多
く
の
舞
楽
モ
チ
ー
フ
を
描
き
込
ん
だ
舞
楽
図
屏
風
を
「
図
譜

的
な
舞
楽
図
屏
風
」
と
言
い
表
す
こ
と
に
す
る
。

眷
《
風
神
雷
神
図
屏
風
》
に
つ
い
て
は
主
に
以
下
を
参
考
に
し
た
。
前
掲
眇
、
二
四
二
―
四
九
頁
。
仲

町
啓
子
「「
風
神
雷
神
図
鬟
風
」
と
宗
達
・
光
琳
」『
実
践
女
子
大

美
学
美
術
史
学
』
一
号
、
実

践
美
学
美
術
史
学
会
、
一
九
八
六
年
。

眸

《
源
氏
物
語
関
屋
澪
標
図
屏
風
》
に
つ
い
て
主
に
以
下
を
参
考
に
し
た
。
山
根
有
三
「
宗
達
筆

関
屋
・
澪
標
屏
風
に
つ
い
て
」『
琳
派
絵
画
全
集

宗
達
派
一
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
七

年
。
村
瀬
実
恵
子
「
宗
達
派
源
氏
絵
の
先
蹤
作
品
探
索
│
白
描
絵
巻
を
中
心
と
し
て
│
」『
Ｍ
Ｕ

Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
四
四
五
号
、
東
京
国
立
博
物
館
、
一
九
八
八
年
。

睇
《
槇
檜
図
屏
風
》
に
つ
い
て
主
に
以
下
を
参
考
と
し
た
。
田
中
喜
作
「
俵
屋
宗
達
筆

槇
檜
図
」

『
美
術
研
究
』
二
号
、
帝
国
美
術
院
附
属
美
術
研
究
所
、
一
九
三
二
年
。
水
尾
比
呂
志
「
俵
屋
宗

達
か
ら
法
橋
宗
達
へ
│
槇
檜
図
屏
風
を
め
ぐ
っ
て
│
」『
国
華
』
九
五
八
号
、
一
九
七
三
年
。
小

林
真
結
「
俵
屋
宗
達
筆
〈
槇
檜
図
屏
風
〉
の
再
検
討
」『
美
術
史
論
叢
』
二
七
号
、
東
京
大
学
大

学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
・
文
学
美
術
史
研
究
室
、
二
○
一
一
年
。

睚

中
世
ま
で
の
雅
楽
の
歴
史
に
つ
い
て
は
主
に
以
下
の
文
献
を
参
考
と
し
た
。『
日
本
の
古
典
芸
能

二

雅
楽
』
平
凡
社
、
一
九
七
○
年
。『
日
本
芸
能
史
第
一
巻

原
始
・
古
代
』
芸
能
史
研
究

会
編
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
一
年
。『
平
安
朝
音
楽
制
度
史
』
荻
美
津
夫
、
吉
川
弘
文

館
、
一
九
九
四
年
。

睨

荻
美
津
夫
「
鎌
倉
幕
府
と
雅
楽
│
鶴
岡
八
幡
宮
を
中
心
に
│
」『
古
代
中
世
音
楽
史
の
研
究
』
吉

川
弘
文
館
、
二
○
○
七
年
、
七
五
―
九
三
頁
。

睫

坂
本
麻
実
子
「
足
利
義
満
と
笙
」『
日
本
の
音
と
文
化
』
小
島
美
子
・
藤
井
知
昭
編
、
第
一
書

房
、
一
九
九
四
年
。

睛

江
戸
時
代
初
期
の
幕
府
に
よ
る
法
会
で
の
舞
楽
に
つ
い
て
以
下
を
参
考
と
し
た
。『
徳
川
実
紀
』

第
二
篇
、
第
三
篇
（『
国
史
大
系
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
）。
小
川
朝
子
「
近
世
の
幕
府

儀
礼
と
三
方
楽
所
│
将
軍
家
法
会
の
舞
楽
を
中
心
に
│
」『
中
近
世
の
宗
教
と
国
家
』
岩
田
書

院
、
一
九
九
八
年
。
武
内
恵
美
子
「
紅
葉
山
楽
所
を
め
ぐ
る
一
考
察
│
楽
譜
の
法
会
と
礼
楽
思

想
の
関
係
性
を
中
心
と
し
て
│
」『
公
家
と
武
家
Ⅲ
│
王
権
と
儀
礼
の
比
較
文
明
史
的
考
察
│
』

思
文
閣
出
版
、
二
○
○
六
年
。

睥

林
謙
三
「
信
西
古
楽
図
と
平
安
初
期
の
楽
制
に
つ
い
て
」『
雅
楽
界
』
四
八
号
、
小
野
雅
楽
会
、

一
九
六
八
年
。

睿

泉
武
夫
「
北
野
天
満
宮
蔵
〈
舞
楽
図
〉
衝
立
に
つ
い
て
│
古
代
末
期
〜
中
世
初
期
に
楽
舞
の
状

況
か
ら
│
」『
美
術
史
学
』
二
九
号
、
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
美
術
史
研
究
室
、
二
○
○

八
年
。

睾

前
掲
眄
、
七
八
―
七
九
頁
。

睹

相
澤
正
彦
「
室
町
宮
廷
社
会
に
お
け
る
〈
舞
絵
〉
制
作
と
そ
の
一
例
に
つ
い
て
」『
古
美
術
』
五
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八
号
、
三
彩
新
社
、
一
九
八
一
年
。

瞎

久
留
米
藩
主
有
馬
則
維
に
よ
る
注
文
と
さ
れ
て
い
る
。M

iriam
W

attles,
“T

h
e

D
aim

yo

Com
m

ission
of

H
anabusa

Icho’s”
“B

ugaku
D

ancers”
:Profligate

W
aste

or
E

nnobling
T

aste.”

『
国
際
東
方
学
者
会
議
紀
要
』
四
七
、
二
○
○
二
年
。

瞋

応
永
一
五
年
（
一
四
○
八
）
七
月
四
日
条
に
は
、
山
科
教
言
が
土
佐
将
監
行
広
に
還
城
楽
と
採
桑

老
を
扇
に
描
か
せ
て
い
る
。『
教
言
日
記
』（『
史
料
纂
集
』
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
○
年
）。

寛
正
三
年
六
月
に
土
佐
広
周
、
光
信
が
足
利
義
政
邸
に
舞
絵
障
子
を
制
作
し
た
。『
綱
光
公
記
』

（
遠
藤
珠
紀
・
須
田
牧
子
・
田
中
奈
保
・
桃
崎
有
一
郎
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
第
二

二
号
、
二
○
一
二
年
）。

瞑

江
戸
初
期
の
土
佐
派
の
動
向
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
考
に
し
た
。
宮
島
新
一
『
宮
廷
画
壇
史
の
研

究
』
至
文
堂
、
一
九
九
六
年
、
二
○
九
―
二
二
○
頁
。

瞠

武
田
恒
夫
『
狩
野
派
絵
画
史
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
○
年
。

瞞

山
本
英
男
「
桃
山
画
壇
の
展
開
」『
日
本
美
術
全
集
第
一
○
巻

桃
山
時
代

黄
金
と
わ
び
』
小
学

館
、
二
○
一
三
年
。

瞰

河
野
元
昭
「
養
源
院
宗
達
画
考
」『
国
華
』
一
一
○
六
号
、
国
華
社
、
一
九
八
七
年
。

瞶

山
根
有
三
「
伝
宗
達
筆
の
養
源
院
杉
戸
絵
・
襖
絵
に
つ
い
て
」『
宗
達
研
究
一
』
中
央
公
論
美
術
出

版
、
一
九
九
四
年
（
初
出
『
大
和
文
華
』
二
三
号

一
九
五
七
年
）。
但
し
、
河
野
氏
は
前
掲
瞰
に

お
い
て
、
烏
丸
光
広
に
よ
り
推
挙
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

瞹

中
島
俊
司
『
醍
醐
寺
略
史
』
醍
醐
寺
寺
務
所
、
一
九
二
○
年
。

瞿

土
谷
恵
『
中
世
寺
院
の
社
会
と
芸
能
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
一
年
、
一
七
八
―
二
三
八
頁
。

瞼

正
長
二（
一
四
二
九
）年
正
月
十
一
日
条
に
満
済
が
足
利
義
教
に
贈
っ
た
屏
風
に
は
舞
楽
の
曲
目
万

歳
楽
と
地
久
が
描
か
れ
て
い
た
。『
満
済
准
后
日
記
』（『
続
群
書
類
従

補
遺
一
・
二
』
続
群
書
類

従
完
成
会

一
九
五
八
年
）。

瞽

前
掲
眞
参
照
。

瞻

前
掲
眥
参
照
。

矇

五
十
嵐
公
一
『
近
世
京
都
画
壇
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

注
文
主
と
絵
師
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
一
○

年
、
五
一
―
五
二
頁
。

矍

山
根
有
三
「
宗
達
と
醍
醐
寺
│
蘆
鴨
図
衝
立
を
中
心
に
│
」『
宗
達
研
究
一
』
中
央
公
論
美
術
出

版
、
一
九
九
四
年
（
初
出
『
大
和
文
華
』
二
六
号

一
九
五
八
年
）。

図
版
典
拠

（
図
１
）『
日
本
屏
風
絵
集
成
第
一
二
巻

風
俗
画
│
公
武
風
俗
』
講
談
社
、
一
九
八
○
年
、
四
│
七

図
。

（
図
２
）『
国
宝
醍
醐
寺
の
す
べ
て

密
教
の
仏
と
聖
教
』
奈
良
国
立
博
物
館
、
二
○
一
四
年
、
一
九

八
頁
。

（
図
３
）『
国
宝
醍
醐
寺
の
す
べ
て

密
教
の
仏
と
聖
教
』
奈
良
国
立
博
物
館
、
二
○
一
四
年
、
二
○

○
頁
。

（
図
４
）「
宗
達
・
光
琳
・
抱
一
を
め
ぐ
る
美
の
世
界

金
銀
の
系
譜
」（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）
静
嘉
堂
文

庫
美
術
館
、
二
○
一
五
年
。

（
図
５
）『
大
琳
派
展

継
承
と
変
奏
』
東
京
国
立
博
物
館
、
二
○
○
八
年
、
Ⅰ-

四
四
図
。

（
図
６
）『
日
本
屏
風
絵
集
成
第
一
二
巻

風
俗
画
│
公
武
風
俗
』
講
談
社
、
一
九
八
○
年
、
第
一

○
・
一
一
図
。

（
図
７
）『『
日
本
屏
風
絵
集
成
第
一
二
巻

風
俗
画
│
公
武
風
俗
』
講
談
社
、
一
九
八
○
年
、
第
一

二
・
一
三
図
。

（
図
８
）『
琳
派

第
三
巻

風
月
・
鳥
歌
』
紫
紅
社
、
一
九
九
一
年
、
第
九
○
図
。

（
図
９
）『
信
西
古
楽
図
』（
復
刻
日
本
古
典
全
集
）
現
代
思
潮
社
、
一
九
七
七
年
。

（
図
10
）『
日
本
屏
風
絵
集
成
第
一
二
巻

風
俗
画
│
公
武
風
俗
』
講
談
社
、
一
九
八
○
年
、
第
一
│

三
図
。

（
図
11
）『
琳
派
絵
画
全
集

宗
達
派
一
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
七
年
、
七
○
頁
。

（
図
12
）『
古
美
術
』
五
八
号
、
三
彩
新
社
、
一
九
八
一
年
、
四
二
―
四
五
頁
。

（
付
記
）

本
稿
は
、
平
成
二
十
七
年
度
筑
波
大
学
芸
術
専
門
学
群
卒
業
論
文
「
宗
達
筆
《
舞
楽
図
屏
風
》
の
制

作
背
景
│
近
世
初
期
に
お
け
る
舞
楽
図
の
受
容
か
ら
│
」
に
基
づ
き
、
大
幅
な
加
筆
訂
正
を
加
え
た

も
の
で
あ
る
。

（
ふ
る
や

み
や
こ
）

※
平
成
二
十
七
年
度
筑
波
大
学
芸
術
専
門
学
群
長
賞
受
賞

(20)



26 (21)宗達筆《舞楽図屏風》の制作背景

図１ 俵屋宗達《舞楽図屏風》
紙本金地着色 二曲一双 各155.0×170.0cm
江戸時代 17世紀 京都・醍醐寺

図２ 俵屋宗達《扇面貼交屏風》
紙本金地着色 二曲一双 各157.0×168.0cm
江戸時代 17世紀 京都・醍醐寺

図３ 俵屋宗達《芦鴨図衝立》
紙本墨画 二面衝立一基 各144.2×168.3cm
江戸時代 17世紀 京都・醍醐寺





24 (23)宗達筆《舞楽図屏風》の制作背景

図８ 俵屋宗達《槇檜図屏風》
紙本墨画 六曲一隻 96.0×222.0cm
江戸時代 17世紀 石川県立美術館

図６ 桃翁《舞楽図屏風》
紙本金地着色 六曲一双
各92.0×263.5cm
江戸時代 17世紀
東京国立博物館

図７ 《舞楽図屏風》
紙本金地着色 六曲一双
各118.0×295.0cm
江戸時代 17世紀
個人蔵
（京都国立博物館寄託）






