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目
次

Contents
 

5
 

Ma
tsu
o
 To
m
o
ko
 

11 

48 35 



8
 



《椿図屏風》

，

 



平
成
十
四
年
度
よ
り
当
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
個
人
所
蔵

の
作
品
を
紹
介
す
る
（
口
絵
カ
ラ
ー
図
版）
。

紙
本
金
地
着
色
六
曲
一

双
の
中
屏
風
（
本
紙
の
サ
イ
ズ
は

各
六
四
•

四
x-
―
三――-
•
三）
で、

中
央
の
金
地
の
部
分
に
多

種
の
椿
が
描
か
れ
た
《
椿
図
屏
風》

で
あ
る。

絵
の
両
端
に

は
若
干
切
り
詰
め
か、

も
し
く
は
縁
に
隠
れ
た
部
分
が
あ
る

よ
う
な
の
で、

当
初
は
幅
広
の
縁
が
つ
い
た
こ
の
よ
う
な
姿

の
屏
風
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
も
残
さ
れ
る。

制
作
時
期
と

し
て
は
江
戸
時
代
初
期、

十
七
世
紀
中
＼
後
期
ま
で
に
は
さ

か
の
ぼ
る
も
の
と
思
わ
れ
る。

こ
の
屏
風
は
受
託
後
ま
も
な
く‘
―
1
0
0一
一
年
四
月
か
ら

六
月
に
開
催
し
た
展
覧
会
「
ジ
・
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ー
逢
坂

卓
郎、

須
田
悦
弘、

大
塚
聡、

渡
辺
好
明」

に
お
い
て、

須

田
悦
弘
氏
の
木
彫
作
品
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
初
め
て

展
示
を
し
た
（
同
展
図
録
の
写
真
を
参
照）
。

屏
風
絵
か
ら

ぽ
と
り
と
二
輪
が
落
ち
た
よ
う
な
風
情
の
木
彫
の
椿
の
姿
が

黒
い
屏
風
台
に
映
り
込
ん
だ
様
子
は、

庭
の
銘
椿
で
も
知
ら

れ
る
京
都
の
法
然
院
で、

二
十
五
菩
薩
を
象
徴
す
る一
一
十
五

の
椿
花
が
本
堂
の
板
の
間
に
散
華
さ
れ
た
さ
ま
も
思
わ
せ

た。

そ
し
て
本
年
度
十
月
か
ら
十
二
月
に
開
催
し
た
「
江
戸

寄
託
作
品
紹
介

《
椿
図
屏
風》

に
つ
い
て

本
屏
風
は、

さ
ま
ざ
ま
な
品
種
の
ツ
バ
キ
が、

か
た
や
接

ぎ
木
の
状
態、

か
た
や
各
種
の
立
派
な
花
入
に
生
け
ら
れ

て、

多
数
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る。

屏
風
の
左
右
の
配
置
に

つ
い
て
特
に
意
図
は
感
じ
ら
れ
な
い
の
で、

仮
に
接
ぎ
木
の

方
を
右
隻
と
呼
び、

花
入
れ
の
方
を
左
隻
と
呼
ぶ
こ
と
に
す

る
と、

右
隻
に
は
十
九
輪、

左
隻
に
は一
一
十
九
輪
と
い
う
多

数
の
ツ
バ
キ
が、

色
や
花
び
ら
や
蕊
の
形
な
ど
一

っ
―

つ
の

特
徴
を
明
示
す
る
よ
う
に
詳
し
く
描
か
れ
る。

i雷
も
一

部
に

見
ら
れ
る。

花
は
そ
の
特
徴
が
最
も
よ
く
伝
わ
る
よ
う
な
向

一
、

概
要

絵
画
の
た
の
し
み」

展
で
は、

画
帖
や
版
本
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
形
の
作
品
を
展
示
す
る
コ
ー
ナ
ー
を
飾
っ
た。

当
館
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
に
江
戸
時
代
初
期
の
花
の
絵
は
含
ま
れ
ず、

美

術
館
に
と
っ
て
有
り
難
い
屏
風
で
も
あ
る。

本
稿
で
は、

こ
の
所
蔵
作
品
展
の
折
に
米
館
者
か
ら
も
ご

要
望
を
い
た
だ
き
な
が
ら、

展
示
で
は
触
れ
得
な
か
っ
た
本

屏
風
の
稀
少
な
価
値
と
時
代
性
に
つ
い
て、

紹
介
を
試
み
た

い
と
思
う。

き
に
揃
え
て
描
か
れ、

そ
れ
ら
に
は
微
妙
な
サ
イ
ズ
の
描
き

分
け
が
あ
る。

お
よ
そ
七
セ
ン
チ
か
ら
十
ニ
セ
ン
チ
ほ
ど

で、

大
輪、

中
輪、

小
輪
な
ど
と
言
い
当
て
ら
れ
る
く
ら
い

で
あ
り、

あ
る
い
は
原
寸
の
つ
も
り
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ

る。

描
写
は、

く
つ
き
り
と
し
て
華
や
か
な
椿
花
の
魅
力
を

存
分
に
伝
え、

屈
曲
す
る
枝
や
つ
や
や
か
で
堅
そ
う
な
葉
が

反
り
返
る
感
じ
な
ど
も
一

様
で
な
く、

ま
た
葉
の
茂
り
方
も

よ
く
整
理
さ
れ
る
な
ど、

絵
と
し
て
優
れ
た
表
現
力
を
示
す

も
の
と
思
う。

園
芸
書
や
図
譜
類
に
み
ら
れ
る
線
主
体
の
表

現
と
は
異
な
り、

金
地
に
映
え
る
よ
う
な
重
厚
な
賦
彩
で、

赤
い
花
び
ら
は
墨
線
を
見
せ
ぬ
よ
う
赤
色
の
濃
淡
で
塗
り
込

ん
で
描
か
れ
る。

蕊
の
点
々
も
盛
り
上
げ
の
技
法
が
見
ら

れ、

葉
の
中
央
の
葉
脈
線
に
は
金
泥
を
用
い
て
い
る。

花
に

比
べ
れ
ば、

葉
の
形
は
一

部
を
の
ぞ
い
て
品
種
の
描
き
分
け

に
そ
れ
ほ
ど
執
着
は
み
ら
れ
ず、

ま
た
接
ぎ
木
を
し
た
台
木

な
ど
は
簡
単
な
筆
致
で
あ
る。

こ
の
よ
う
に
多
種
の
ツ
バ
キ
の
描
写
が
魅
力
的
な
本
図
だ

が、

あ
ら
た
め
て
見
て
み
れ
ば
本
図
に
は
非
常
に
興
味
深
い

点
が
い
く
つ
か
あ
る。

第
一

に、

右
隻
の
ツ
バ
キ
は、

花
鳥
図
屏
風
な
ど
に
描
か

松

尾

知

f

38 



図1

れ
て
き
た
よ
う
な
自
然
の
成
長
し
た
花
木
の
姿
で
は
な
く、

い
ず
れ
も
接
ぎ
木
を
し
て
栽
培
さ
れ
る
姿
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る。

し
か
も、

あ
る
も
の
は
接
合
面
を
竹
の
皮
で
く

る
ん
で
大
切
に
守
り、

あ
る
も
の
は
染
付
ら
し
き
洒
落
た
猪

口
の
よ
う
な
も
の
に
水
を
入
れ
て
台
木
に
く
く
り
つ
け
て
穂

木
を
ひ
た
し
て
い
る
（
図
1）
（
こ
れ
は
び
ん
継
ぎ
と
い
い
、

成
功
率
の
高
い
接
ぎ
木
の
方
法
と
い
う。
）
（
註
1
)

と
い
う
具

合
に、

ツ
バ
キ
を
愛
好
し
新
た
な
品
種
を
殖
す
さ
ま
が
具
体

的
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る。

江
戸
時
代
初
期
に
は
ツ
バ
キ
の

実
を
ま
い
て
育
て
る
実
生
も
有
力
な
栽
培
方
法
と
し
て
あ
っ

た
よ
う
だ
が、

花
を
咲
か
せ
る
ま
で
に
は
年
月
が
か
か
る
の

で、

新
し
い
品
種
を
作
り
出
す
の
に
有
効
な
接
ぎ
木
に
よ
る

増
殖
が
す
で
に
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た。

名
の
あ
る
ツ
バ
キ

の
優
れ
た
接
ぎ
穂
を
入
手
す
る
の
は
簡
単
で
は
な
い
。

台
木

を
買
っ
た
り
掘
っ
た
り
し
て
吟
味
の
上
用
意
を
し、

こ
れ
を

差
し
出
し
て
接
い
で
も
ら
っ
た
り
し
た
ら
し
い
。

本
図
に
は

青
磁
の
立
派
な
鉢
に
活
着
し
た
状
態
の
ツ
バ
キ
も
描
か
れ
て

お
り、

日
記
な
ど
の
古
記
録
に
し
ば
し
ば
記
さ
れ
る
鉢
物
の

一

方、

左
隻
の
ツ
バ

キ
は
い
ず
れ
も
生
け
ら
れ
た
姿
だ

が、

そ
の
花
生
が
座
敷
飾
り
に
用
い
る
よ
う
な
豪
華
な
唐
物

な
ど
で、

文
様
な
ど
細
部
ま
で
念
入
り
に
描
か
れ
て
い
る
こ

と
に
も
目
を
ひ
か
れ
る。

向
か
っ
て
右
か
ら、

雷
文
つ
な
ぎ

な
ど
の
文
様
が
刻
ま
れ
環
耳
の
つ
い
た
古
銅
の
花
瓶、

青
白

磁
の
よ
う
な
色
合
い
で
口
が
五
弁
花
形
の
下
蕪
面
取
長
頸
花

瓶、

や
は
り
文
様
が
あ
り
環
耳
の
つ
い
た
古
銅
の
花
瓶、

ロ

が
大
き
く
ラ
ッ
パ
の
よ
う
に
開
い
た
瀬
戸
か
朝
鮮
唐
津
の
よ

う
な
花
入、

環
の
つ
い
た
伊
賀
の
よ
う
な
茶
陶、

細
い
頸
の

唐
物
の
染
付
を
表
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る。
一

図
以
外
は

三
具
足
を
載
せ
る
よ
う
な
立
派
な
花
台
や
薄
板
に
の
せ
ら
れ

て
お
り、

環
の
つ
い
た
花
入
は、

桃
山
時
代
に
例
が
多
い
と

い
う
床
に
掛
け
る
掛
花
入
な
の
で
花
台
を
敷
い
て
い
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に、

本
図
に
は
ツ
バ
キ
の
名
称
が
記
さ
れ
た
貼
札
が

あ
っ
て
（
三
枚
は
失
わ
れ
た
跡
が
あ
る）
、
一
二
十
種
の
ツ
バ
キ

の
名
前
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る。

各
札
は
打
曇
り

の
厚
い
料
紙
を
切
っ
た
も
の
で、

同
一

人
に
よ
り
書
か
れ
て

い
る。

こ
れ
だ
け
の
品
種
名
を
制
作
者
と
全
く
離
れ
た
環
境

で
名
付
け
が
で
き
る
の
か
と
思
う
一

方、

札
の
貼
ら
れ
て
い

な
い
数
種
も
あ
り
剥
落
し
た
形
跡
も
な
い
こ
と
な
ど
も
あ
っ

て、

全
く
同
時
期
の
も
の
と
断
言
は
し
づ
ら
い
が、

時
代
が

下
が
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
だ。

贈
答
の
様
子
ま
で
も
初
彿
と
さ
せ
る
こ
と
は
大
変
興
味
深

し
（
註
2
)

ツ
バ
キ
の
育
成
に
関
し
て
の
研
究
を
た
ど
る
と
し
ば
し
ば

記
さ
れ
る
よ
う
に、

江
戸
時
代
初
期、

寛
永
期
を
中
心
に
椿

ブ
ー
ム
と
も
い
う
べ
き
状
態
が
あ
り、

そ
れ
は
京
都
に
お
け

る
御
所
を
は
じ
め、

江
戸
に
お
け
る
将
軍
秀
忠
の
周
辺
な
ど

広
範
囲
に
及
ぶ
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る。

し
か
し、

そ
の

状
況
を
目
で
た
ど
れ
る
資
料
で
表
現
に
も
優
れ
た
絵
画、

博

物
学
的
に
も
有
用
な
ほ
ど
花
や
葉
の
形
が
明
快
に
描
か
れ
て

い
て、

し
か
も
当
時
の
呼
称
も
わ
か
る
と
い
う
条
件
を
揃
え

た
文
献
や
作
品
は、

実
は
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る。

本
図
は

そ
の
稀
少
な
一

例
と
考
え
る
の
で、

は
じ
め
に
こ
の
点
か
ら

検
討
し
た
い
。

二
、
江
戸
時
代
初
期
の
椿
ブ
ー
ム
と
絵
画

日
本
に
自
生
す
る
ツ
バ
キ
属
は、

ヤ
ブ
ツ
バ
キ、

ユ
キ
ッ

バ
キ、

サ
ザ
ン
カ、

ヒ
メ
サ
ザ
ン
カ
の
四
種
で、

い
ず
れ
も

日
本
の
固
有
種
で
あ
る
が、

そ
れ
ら
は、

花
の
色
（
紅、

桃、

淡
桃、

白、

深
紅、

紫
紅、

し
ぼ
り、

斑
入、

咲
分
な
ど）

や
形
（
大
輪、

中
輪、

小
輪、
一

重、

半
八
重、

唐
子
咲、

矢
倉
咲、

狂
咲
な
ど）
に
変
異
が
お
び
た
だ
し
く
多
い
ば
か

り
で
な
く、

葉
の
形
に
も
異
形
や
多
様
な
文
様
（
長
卵、

楕

円
形、

角
葉、

大
葉、

長
葉、

小
葉、

斑
入、

金
魚
葉、

鋸

葉
な
ど）

が
出
て
面
白
い
う
え
に、

強
靭
で
栽
培
が
比
較
的

楽
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で、

江
戸
時
代
も
早
々
に
本
格
的
に
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）
う
し
た
状
況
を
反
映
し
て、
寛
永
期
に
相
次
い
で
『
百

園
芸
品
種
が
育
成
さ
れ
た。

日
本
の
園
芸
史
に
お
い
て
最
初

に
取
り
組
ま
れ
た
の
が
ツ
バ
キ
だ
っ
た
の
で
あ
る。

江
戸
時
代
に
お
け
る
椿
愛
好
の
第
一

次
ブ
ー
ム
と
も
い
う

さ
ま
は、

日
野
資
勝(
-

五
七
七
S
一

六――一
九）
の
『
資
勝
卿

記』

や
鳳
林
承
章
(
-

五
九
三
s
一

六
六
八）
の
『
隔
莫
記』

な
ど
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る。

後
水
尾
上
皇
の
仙
洞
御
所

に
は
椿
の
花
壇
も
あ
り、

立
花
で
見
た
椿
が
欲
し
い
と
早
速

接
い
で
差
し
出
す
よ
う
求
め
た
り、

逆
に
上
皇
か
ら
椿
を
賜

っ
た
者
も
い
る（
註
3
)。

椿
園
を
持
っ
て
い
た
公
家
衆
も
あ

り、

寛
永
の
末
年
に
は
京
都
に
は
接
ぎ
木
を
職
業
と
す
る
者

や、

椿
を
売
る
椿
屋
も
出
現
し
た
ら
し
い。

儒
学
者
朝
山
意

林
庵
(
-

五
八
九
S
一

六
六
四）
の
仮
名
草
子
『
清
水
物
語』

（
寛
永
十
五
・
一

六
三
八
年
刊）
に
も、
「
こ
の
ご
ろ
椿
の
花
は

や
る」

と、

都
に
各
地
か
ら
見
事
な
ツ
バ
キ
が
集
め
ら
れ
た

こ
と
を
記
し
て
い
る。

江
戸
に
お
い
て
も
特
に一
一
代
将
軍
秀
忠
は
「
花
癖」

が
あ

っ
た
と
さ
れ、

各
国
よ
り
種
々
の
珍
品
の
献
上
を
受
け
た
こ

と
や、
「
広
島
し
ぼ
り」

と
い
う
ツ
バ
キ
を
接
木
に
し
て
献

じ
る
者
が
あ
り、

後
園
に
植
え、

い
つ
咲
く
か
と
月
日
を
数

え
て
待
っ
て
い
た
こ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る（
註
4
)。

国
立
歴

史
民
俗
博
物
館
蔵
《
江
戸
図
屏
風》

に
は
江
戸
城
内
に
囲
い

を
設
け
た
花
畠
が
描
か
れ
て
お
り、

植
栽
の
半
分
は
椿
で
あ

る
よ
う
な
の
も
将
軍
家
の
好
み
を
反
映
し
た
も
の
と
さ
れ
る

゜

（
註
5
)

椿
図』

と
称
す
る
著
作
が
成
立
し
て
い
る
（
註
6
)

が、

残
念

な
が
ら
誓
願
寺
法
主
安
楽
庵
策
伝
(
-

五
五
四
S
一

六
四

二）

の
『
百
椿
集』
（
寛
永
七
・
一

六――-
0
年）
（
註
7
)

以
外
そ

の
内
容
が
知
ら
れ
ず、

図
も
伴
わ
な
い
た
め
姿
は
確
認
で
き

な
い。

策
伝
は
文
禄――一
年(
-

五
九
四）
に
堺
の
正
法
寺
に
入

山
し
て
以
来
長
き
に
わ
た
り
椿
を
収
集
し
て
百
種
に
至
っ
た

と
い
う
が、

京
都
へ
入
り
元
和
初
年
以
降
そ
の
ス
ピ
ー
ド
が

加
速
し
て
い
る
よ
う
で、

こ
の
頃
の
愛
好
熱
の
広
が
り
が
う

か
が
え
る。

策
伝
は
そ
れ
を
白
玉、

赤
椿、

雑、

薄
色、

紫

椿、

替
物
と
分
類
し
て
記
し
て
い
る。

そ
の
名
称
に
は
ユ
ー

モ
ア
が
あ
っ
て、

既
存
の
銘
椿
だ
け
で
な
い、

策
伝
の
命
名

に
な
る
も
の
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る。

近
年
紹
介
さ
れ
た
《
百
椿
図
巻
》
（
二
巻、

根
津
美
術
館

蔵）
（
註
さ
は、

絵
も
描
か
れ
た
も
の
で、

篠
山
城
主
松
平
山

城
守
忠
国
が
出
来
上
が
っ
た
図
に
当
時
の
文
化
人
に
賛
を
求

め、

長
男
松
平
日
向
守
信
が
遺
志
を
継
い
で
成
っ
た
と
さ
れ

る。

六
十
八
図、

四
十
九
人
五
十
二
首
の
画
賛
が
あ
り、

椿

花
の
様
々
な
あ
し
ら
い
と
そ
の
雅
名
に
寄
せ
た
歌
を
集
め
る

と
い
う
趣
向
の
面
白
さ
と
と
も
に、

そ
れ
ぞ
れ
の
ツ
バ
キ
の

名
前
が
知
ら
れ
る
点
も、

大
変
貴
重
で
あ
る。

絵
は
謹
直
で

図
式
的
な
表
現
で
は
あ
る
が、

寛
永
十
年
（
一

六
三――-)
頃
ま

で
に
完
成
し
た
か
と
み
ら
れ
て
い
る。

こ
の
図
巻
に
賛
を
寄

せ
た
一

人、

鳳
林
承
章
に
よ
れ
ば、

当
時
こ
の
図
は
「
狩

野
三
（
山）

楽
筆
の
由」

と
言
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
（
註
9
)
0

一

方、
『
椿
花
図
譜」
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵）
は、

ほ
ぼ
原
寸

六
曲
一

双

妙
心
寺
麟
祥
院
蔵

大
の
椿
花
が
七
百
二
十
図、

重
複
す
る
図
や
サ
ザ
ン
カ
を
除

く
と
ツ
バ
キ
の
品
種
と
し
て
は
六
百
十
八
種
と
い
う
多
数
の

図
が
収
め
ら
れ、

各
図
に
名
称
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
画
帖
で

あ
る。

名
前
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と、

描
写
が
精
密
な
こ

と、

品
種
が
多
い
こ
と
で、

類
書
中
随
一

の
存
在
で
あ
る。

葉
は
描
か
れ
ず、

折
枝
状
に
花
の
み
で
あ
る
が、

ツ
バ
キ
の

多
様
な
種
類
の
う
ち
ほ
と
ん
ど
の
花
形、

花
色
を
既
に
こ
こ

に
見
る
こ
と
が
で
き
る。

江
戸
時
代
前
期、

ま
た
は
元
禄
頃

の
も
の
か
と
さ
れ
て
い
る
（
註
10
)。

同
じ
頃
ま
で
の
絵
画
作
品
と
し
て
は、

ま
る
で
こ
の
図
譜

中
の
図
を
屏
風
に
張
り
込
ん
だ
よ
う
な
趣
の
色
紙
貼
交
屏
風

が、

左
記
の
よ
う
に
複
数
知
ら
れ
て
い
る。
（
名
称
等
は
紹

介
時
の
通
り
記
す。）

（
一
）
《
百
椿
図
屏
風》

江
戸
時
代
前
期
（
註
11
)

片
隻
に
丸
く
切
り
抜
い
た
図
が
各
扇
六
図
ず
つ
で一
二
十
六

図、

も
う
片
隻
に
長
方
形
の
図
が
各
扇
五
図
ず
つ
で一―-
+

図、
一

双
で
合
計
六
十
六
図
が
貼
り
付
け
ら
れ
た
屏
風。

花

名
は
記
さ
れ
な
い。

(-
―)
《
椿
図
屏
風》

六
曲
一

双

松
山
市・
平
山
徳
雄
氏
蔵

江
戸
時
代
初
期
（
翡）

枝
葉、

i雷
も
描
か
れ
た
ツ
バ
キ
の
図
が、
一

扇
に
五
図
ず

つ、
一

双
で
計
六
十
図
貼
り
付
け
ら
れ、

花
名
が
記
さ
れ

る。

狩
野
永
徳
筆
の
伝
承
が
あ
る
が、
「
元
和」

の
銘
も
あ

る
の
で
永
徳
以
後
の
狩
野
派
の
筆
と
紹
介
さ
れ
る。
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(-―-)
《
椿
花
貼
合
屏
風》

六
曲
一

双

蔵

江
戸
時
代
中
期
ま
た
は
元
禄
期
頃
か
（
註
13
)

各
扇
に
六
図
ず
つ、
一

双
で
計
七
十
二
図
が
貼
り
付
け
ら

れ、

花
名
が
記
さ
れ
る。

枝
葉
が
描
か
れ
て
お
り、

中
に
は

一

枝
に
色
違
い
の
も
の
や
一

重
と
八
重
の
も
の
が
つ
い
て
い

る
も
の
も
あ
る。

根
津
本
《
百
椿
図
巻
》

に
は
狩
野
伊
川
院
の
「
山
楽
筆」

と
の
極
書
が
付
属
す
る
が、

こ
の
ほ
か
の
屏
風
に
も
「
狩
野

山
楽
筆」

の
伝
承
を
伴
う
も
の
が
あ
る
（
註
14
)。

い
ず
れ
も
そ

こ
ま
で
は
時
代
が
上
が
ら
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る。

こ
の
ほ
か
絵
画
で
は、

花
鳥
図
屏
風
な
ど
に
ツ
バ
キ
の
姿

は
散
見
さ
れ
る
が、

主
役
と
し
て
大
き
く
描
か
れ
た
作
品
は

見
い
だ
せ
な
い。

伝
尾
形
光
琳
《
梅
椿
図
屏
風》（
仁
和
寺

蔵）（
註
15
)

は
ツ
バ
キ
を
主
役
級
に
描
い
た
少
な
い
例
で
あ
る

が、
一

双
の
う
ち
右
隻
に
高
接
ぎ
を
し
た
様
子
の
ツ
バ
キ
が

数
種
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
注
目
さ
れ
る。

幹
に
施
さ
れ
た

た
ら
し
込
み
の
彩
色
な
ど
確
か
に
琳
派
風
で
は
あ
る
が、

光

琳
前
後
の
周
辺
作
家
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か。

一

方、

画
家
の
ス
ケ
ッ
チ
の
中
に、

実
際
の
ツ
バ
キ
を
写

生
し
花
銘
も
写
生
の
日
付
も
明
ら
か
な
も
の
が
あ
っ
て、

図

譜
の
少
な
い
十
七
世
紀
で
は、

博
物
学
上
も
大
変
貴
重
な
資

料
と
な
っ
て
い
る。

狩
野
探
幽
画
《
草
木
花
写
生
》（
東
京
国

立
博
物
館
蔵）（
註
琶

や、

狩
野
重
賢
画
《
草
木
写
生
》（
国
会

図
書
館
蔵）（
註
17
)、

狩
野
常
信
画
《
草
花
魚
貝
虫
類
写
生
図》

（
東
京
国
立
博
物
館
蔵）
（
註
18
)

が
そ
れ
で
あ
る。

重
賢
の

岸
川
慎
一

郎
氏

《
草
木
写
生
》

に
は、

美
濃
の
加
納
の
地
で
写
生
さ
れ
た
ツ

バ
キ
が
見
ら
れ、

ガ
治―
-、
-―一
年
（
一

六
五
九、

六
〇）

と

写
生
の
年
月
日
が
判
明
し
て
貴
重
で
あ
る
（
註
19
)。

常
信
の
ス

ケ
ッ
チ
は、

第
二
十
五
巻
に
ツ
バ
キ
の
図
ば
か
り
が
集
め
ら

れ
て
お
り、

元
禄
期
前
後
の
写
生
日
と
と
も
に
「
上
野」

と

記
さ
れ
た
も
の
が
多
く、

写
生
地
と
考
え
ら
れ
る
の
は
大
変

興
味
深
い
（
註
20
)

0

こ
れ
に
続
く
時
代
は、

江
戸
を
中
心
に
ツ
バ
キ
の
第
二
次

ブ
ー
ム
と
い
わ
れ、

園
芸
品
種
も
格
段
に
増
え、

そ
れ
を
記

し
た
園
芸
書
も
刊
行
さ
れ
て
い
く。

延
宝
九
年
（
一

六
八

-
)

刊
の
水
野
正
勝
『
花
壇
綱
目』

は、

図
は
な
い
が
そ
の

喘
矢
で、

ツ
バ
キ
の
名
前
が
六
十
六
種
記
さ
れ
て
い
る
（
註
21
)。

そ
し
て
伊
藤
伊
兵
衛
三
之
丞
著
『
花
壇
地
錦
抄』

と
そ
れ
に

引
き
続
く
増
補、

広
益、

附
録
と
い
う
一

連
の
『
地
錦
抄』

シ
リ
ー
ズ
が
あ
る。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
全
体
で
は
ツ
バ
キ
の
名

称
も
二
百
二
十
九
種
が
あ
げ
ら
れ
る
な
ど、

江
戸
時
代
か
ら

現
代
へ
系
統
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
う
え
で
最
も
重
要
な
資
料
で

あ
る
（
註
22
)。

こ
の
よ
う
に
ツ
バ
キ
関
係
史
料
の
遺
存
状
況
を
概
蜆
し
て

み
る
と、

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に、

本
図
が
ツ
バ
キ
の
様
々

な
品
種
の
色
や
形
の
ほ
か
栽
培
さ
れ
愛
玩
さ
れ
る
姿
も
描
き

留
め、

し
か
も
そ
れ
ら
の
古
名
も
わ
か
り、

絵
画
と
し
て
の

表
現
に
も
優
れ
て
い
る
と
い
う、

他
に
類
例
の
な
い
屏
風
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る。

問
題
は
そ
の
制
作
年
代

で
あ
る
が、

こ
れ
ら
の
史
料
の
中
で
最
も
描
写
に
親
近
性
が

あ
る
の
が、

狩
野
興
以
《
花
鳥
図
屏
風》（
ホ
ノ
ル
ル
美
術
館

蔵）

や
妙
心
寺
天
球
院
障
壁
画
に
見
ら
れ
る
丸
み
を
帯
び
た

椿
花
や
葉
の
表
現
で
あ
り、

そ
の
筆
者
と
し
て
は
江
戸
時
代

初
期
の
京
都
の
狩
野
派
に
関
連
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

ツ
バ
キ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
品
種
に、

知
ら
な
け
れ
ば
と
て

も
植
物
名
と
は
気
づ
か
な
い
よ
う
な
風
雅
な
名
前
が
与
え
ら

れ
て
き
た。

そ
の
よ
う
な
名
前
は
現
代
ま
で
受
け
継
が
れ
て

も
い
る
が、

品
種
の
源
を
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
は
難
し
く、

そ
れ
が
確
認
で
き
る
品
種
は
多
く
な
い
と
い
う。
一

度
明
治

時
代
に
栽
培
の
糸
が
切
れ
た
こ
と、

そ
し
て
『
地
錦
抄』

以

前
の
江
戸
時
代
初
期
ま
で
と
な
る
と
画
像
を
伴
う
資
料
が
少

な
い
た
め
で
あ
る。

本
図
に
記
さ
れ
た
文
字
は
右
か
ら
順
に
次
の
通
り
で
あ

る。
（
図
2
の
番
号
を
参
照。）

①
「
ち
ゃ
せ
ん
箱」、

®
「
八
重
ひ
と
へ
」、

③
「
大
む
ら

と
ひ
人」、

④
「
狸

」々、

⑥
「
石
山
寺」、

⑥
「
ひ
こ
三
か

い
」、

⑦
「
大
薄
色」、

⑧
「
鷲
御
山」、

⑨
「
い
さ
は
い
」、

⑩
「
ひ
ら
き」、

⑪
「
と
ん
た
物
狂」、

⑫
「
く
し
け」、

⑱

「
ゑ
ぼ
し
犀」、

⑭
「
鶴
の
こ」、

⑮
「
金
□
口」、

⑯
「
嵯

峨」、

⑰
「
お
そ
ら
く」、

⑱
「
し
し」、

⑲
「
わ
し
れ
ん

け」、

⑳
「
白
め
い

月」、

⑪
「
一

せ
き」、

＠
「
ま
つ
か

さ」、

⑳
「
か
ら」、

函）
「
あ
め
か
し
た」、

⑮
「
も
ん
し

、

本
図
に
描
か
れ
た
ツ
バ
キ
に
つ
い
て
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ゅ」、

⑯
「

へ
に
ち
よ
く」、

＠
「

羅
生
門」、

⑱
「

お
さ
ら

く」、

⑲
「

茸
駄
天」、

⑳
「

大
は
ん
に
や」

で
は、

本
屏
風
に
描
か
れ
た
こ
れ
ら
の
ツ
バ
キ
は
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
か。

以
下、
一

種
ず
つ
確
認
を
試
み

①
「

ち
ゃ
せ
ん
箱」

は、

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
椿
花
図

譜』
（
以
下
『
図
譜』

と
記
す）

の
104
番
（
以
下、
『
図
譜』

の
図
の
数
字
は
註
10
文
献
の
索
引
で
各
図
に
ふ
ら
れ
た
番
号

を
記
し
た）

に
あ
り、

図
を
見
て
も
こ
れ
と
同
形
で
あ
る。

な
お、
「

茶
笑」

と
い
う
品
種
が
日
野
資
勝
の
庭
に
早
く
か

ら
あ
っ
た
よ
う
だ。

®
「

八
重
ひ
と
へ
」

は、

岸
川
氏
蔵
《
椿
花
貼
合
屏
風》

に
見
る
こ
と
が
で
き
る。

⑧
「

大
む
ら
と
ひ
入」

と
は、
「

大
村
飛
入」

で
あ
ろ
う。

寛
永
期
か
ら
名
高
い
「

大
村」

と
い
う
ツ
バ
キ
に
飛
入
の
入

っ
た
種
だ
ろ
う
か。
「

飛
入」

と
は、

ま
ば
ら
に
か
す
り
模

様
が
あ
り、

少
し
ず
つ
節
の
あ
る
も
の
を
い
う。

絵
で
は
白

い
玉
の
模
様
が
入
っ
て
い
る
が、
『
図
譜』

4
の
「

大
村」

は、

こ
れ
に
姿
は
そ
っ

く
り
で
あ
る（
『
図
譜』

692
の
「
大

村」

に
は
筋
が
入
っ
て
い
な
い
）。
『
隔
冥
記』

に
よ
れ
ば、

鳳
林
承
章
は
寛
永
十
六
年
三
月
八
日、

こ
の
「

大
村」

と
い

う
椿
を
他
の
二
種
の
椿
と
と
も
に
買
っ
て
い
る。

そ
の
前

日、

上
皇
よ
り
椿
花
の
図
を
描
く
た
め、

珍
し
い
椿
花
が
あ

れ
ば
進
上
す
る
よ
う
に
と
の
仰
せ
を
書
き
留
め
て
い
る
こ
と

に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
が、

関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か。

こ
。
f
 

④
「

狸

」々

は、
『
図
譜』

112、

370
に
掲
載
さ
れ
る
が、

370
の
方
は
蕊
の
形
が
違
い、

112
の
方
が
よ
り
近
い
。

本
図
に

描
か
れ
た
姿
は、

ひ
と
き
わ
立
派
な
大
輪
の
真
っ
赤
な
花
で

あ
る。

ま
た、

狩
野
常
信
は
元
禄
十
七
年一
二
月
二
十
三
日、

上
野
で
こ
れ
を
写
生
し
て
い
る。
『
花
壇
地
錦
抄』

に
は、

「

く
れ
な
い
。

せ
ん
よ。

白
ほ
し
少
有。

大
り
ん。

も
り
あ

げ。
（
花
は
紅
色
で
千
重
咲
き。

白
い
斑
が
少
し
入
っ
て
い

る。

大
輪。

盛
り
上
が
る
よ
う
に
咲
く。）
」

と
記
さ
れ
て
お

り、

常
信
の
ス
ケ
ッ
チ
の
方
が
こ
れ
に
合
致
す
る
姿
で
あ
る

よ
う
だ。

⑥
「

石
山
寺」

は、

安
楽
庵
策
伝
の
『
百
椿
集』

の
「

紫

椿
之
分」

に
記
さ
れ
て
い
る。

策
伝
は
こ
の
花
に
つ
い
て、

一

輪
の
う
ち
に
は
二
つ
ほ
ど
花
一

葉
が
二
重
に
畳
み
重
な
っ

て
咲
く
と
記
し、

紫
と
い
う
こ
と
と
近
江
の
方
よ
り
出
た
椿

と
い
う
こ
と
で、

紫
式
部
が
石
山
寺
で
物
寂
し
く
衣
裳
を
畳

ん
だ
り
す
る
風
情
を
思
い
比
べ
て
そ
の
名
と
す
る、

と
記
し

て
い
る
の
も
面
白
い。
『
図
譜』

630
に
み
ら
れ
る
も
の
は、

赤
味
が
強
い
が、

形
は
似
る。

ほ
か
に、
「

石
山」

と
い
う

椿
が
根
津
本
《
百
椿
図
巻
》

に
描
か
れ
て
お
り、

寛
永
期
ま

で
に
近
江
か
ら
到
来
し
た
と
さ
れ
る
名
高
い
椿
が
あ
っ
た
の

だ
ろ
う。

⑥
「

ひ
こ
三
か
い
」

は、
「

肥
後一
二
階」

で
あ
ろ
う
（
図

3
)。

日
野
資
勝
の
庭
に
は、

寛
永
十
四
年
三
月
に
六
条
の

狂
言
師
山
脇
石
見
守
か
ら
寄
接
を
貰
っ
た
と
い
う
「

肥
後
三

階」

が
あ
り、

の
ち
の
肥
後
椿
の
品
種
の
は
し
り
か
と
も
み



⑦
「
大
薄
色」

は、

安
楽
庵
策
伝
の
『
百
椿
集』
「
薄
色
之

分」

に
あ
げ
ら
れ
て
い
る。

策
伝
が
記
す
と
こ
ろ
に
よ
る

と、

こ
れ
は、

若
い
頃
か
ら
花
を
愛
し、

千
里
の
距
離
も
も

の
と
も
せ
ず
に
花
を
求
め
て
歩
い
た
と
い
う
安
芸
の
町
人
薄

屋
宗
善
が
育
て、

京
都
に
入
っ
て
広
ま
っ
た
薄
色
椿
の
稀
品

な
の
だ
と
い
う。

日
野
資
勝
も
寛
永
九
年
に
五
条
少
納
言
為

適
か
ら
「
広
島
大
薄
色」

を
贈
ら
れ
て
い
る。

岸
川
氏
蔵

《
椿
花
貼
合
屏
風》

に
も
見
ら
れ
る。

⑧
「
鷲
御
山」

に
つ
い
て
は、

他
例
を
見
い
だ
せ
な
い

が、
『
日
本
椿
集』

に
現
存
す
る
「
鷲
の
山」

と
い
う
品
種

が
紹
介
さ
れ
て
お
り、

そ
の
姿
に
似
て
い
る。

こ
の
「
庶
の

山」

の
現
存
種
は、

古
く
よ
り
植
木
生
産
地
と
し
て
有
名
で

椿
品
種
の
保
存
に
も
大
き
な
功
績
の
あ
っ
た
埼
玉
県
川
口
市

図3：肥後三階

ら
れ
て
注
目
さ
れ
る
が、

本
図
は
そ
れ
を
絵
で
確
認
で
き
る

唯
一

の
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
り
貴
重
で
あ
る。

肥
後
の
地

は
園
芸
が
盛
ん
で、

椿
に
つ
い
て
は
排
他
的
に
し
て
種
を
守

っ
て
き
た
伝
説
が
様
々
に
伝
わ
っ
て
い
る。

安
行
の
地
に
あ
る
花
と
緑
の
振
興
セ
ン
タ
ー
の
展
示
園
内
で

見
る
こ
と
が
で
き
る
ら
し
い。
（
同
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
よ
る。）

ち
な
み
に
「
鵞
の
山」

と
は
釈
迦
が
説
法
し
た

天
竺
の
「
霊
鷲
山」

の
こ
と
で
あ
り、

古
歌
に
は
し
ば
し
ば

月
の
語
と
と
も
に
詠
ま
れ
て
き
た。

こ
の
椿
の
名
は
京
都
の

地
名
（
高
台
寺
の
南
に
あ
る
霊
山
の
別
名
で、

鷲
の
山
ま
た

は
鷲
の
尾
山
と
も
い
う。）
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う。

と
す

れ
ば、
『
日
本
椿
集』

で
は
『
椿
名
寄』

第
三
部
(
-

八
七
九

年
刊）
に
初
め
て
そ
の
名
が
あ
ら
わ
れ
「
白
地
紅
立
絞
小
輪」

と
あ
る
と
紹
介
し
て
い
る
が、

本
図
に
描
か
れ
た
「
鷲
御

山」

は
そ
れ
を
は
る
か
に
さ
か
の
ぼ
る
原
種
の
姿
を
表
し
た

も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い。

⑨
「
い
さ
は
い
」

は、
「
諫
早」

で
あ
ろ
う
（
図
4
)。

椿

の
品
種
に
は、

到
来
し
た
土
地
の
名
を
つ
け
た
も
の
も
多
い

が、

こ
の
「
諫
早」

は、

寛
永
九
年、

佐
賀
の
鍋
島
勝
茂
が

後
水
尾
天
皇
に
献
上
し
た
と
い
う
こ
と
で
著
名
な
品
種
で
あ

っ
た
ら
し
い
（
註
23
)。

鳳
林
承
章
は
寛
永
十
三
年
八
月
十
六
日

に
仙
洞
御
所
か
ら
こ
の
椿
の
寄
木
を
拝
領
し
て
い
る。

そ
の

後
十
九
年
七
月
九
日
に
森
八
郎
兵
衛
よ
り
接
穂
を
所
望
さ
れ

七
色
の
椿
を
遣
わ
し
た
が、

そ
の
中
に
こ
の
「
諫
早」

も
含

ま
れ
て
い
た。

日
野
資
勝
も
寛
永
十
四
年
三
月
に
屋
敷
の
後

園
に
垣
を
設
け
る
な
ど
手
入
れ
し
て
邸
内
に
分
散
し
て
い
た

椿
を
集
め
た
と
き、

最
初
に
こ
の
「
諫
早」

を
花
壇
か
ら
移

し
植
え
て
い
る。

こ
の
よ
う
に
献
上
さ
れ
た
「
諫
早」

は
早

速
愛
好
者
の
間
で
分
け
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る。

根
津
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本
《
百
椿
図
巻
》

に
も
描
か
れ、
『
図
譜』

319
に
も
見
ら
れ

る
ほ
か、

狩
野
常
信
は
大
輪
の
諫
早
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
い

る。

と
こ
ろ
が
の
ち
の
江
戸
に
お
け
る
園
芸
書
『
花
埴
地
錦

抄』

に
あ
げ
ら
れ
る
二
百
六
種
の
な
か
に
そ
の
名
は
見
い
だ

せ
ず、

流
通
の
圏
内
と
い
う
も
の
を
想
定
さ
せ
ら
れ
る
例
で

あ
る。⑩

「
ひ
ら
き」

と
読
め
る
が、

そ
の
細
く
ギ
ザ
ギ
ザ
の
葉

が
特
徴
的
な
の
で、
「
柊
椿」

で
あ
ろ
う
か
（
図
5
)。
「
柊

椿」

は
『
図
譜』

716
に
掲
載
さ
れ
て
お
り、
『
増
補
地
錦
抄』

（
宝
永
七・
一

七
一

0
年）

に
も
図
が
載
る。
『
地
錦
抄
附
録』

（
享
保
十
八・
一

七
三――一
年）

に
は、

延
宝
年
中
に
渡
る
品
々

の
中
で
「
柊
椿」

を
あ
げ
て
い
る
が、

ど
こ
か
ら
来
た
か
は

書
い
て
お
ら
ず、

こ
れ
は
江
戸
に
入
っ
た
と
い
う
意
味
か
と

解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
も、

本
図
に
と
っ
て
は
注
目
さ
れ
る

内
容
で
あ
る
（
註
24
)。

こ
の
時
代
か
ら
絶
え
る
こ
と
な
く
今
日

ま
で
伝
え
ら
れ
る
強
健
な
柊
葉
椿
は、

筒
咲
き
の
小
輪
で、

葉
変
わ
り
の
代
表
種
で
あ
る。

本
図
の
そ
れ
は、

現
在
の
柊

葉
椿
よ
り
葉
の
幅
が
広
く、

椀
S
平
開
咲
き
の
鋸
葉
椿
と
い

う
品
種
に
近
い
姿
を
し
て
い
る
よ
う
だ。

⑪
「
と
ん
た
物
狂」
（
図
6
)。

か
わ
っ
た
名
前
だ
が、
「
O

〇
物
狂」

と
つ
け
た
椿
も
い
く
つ
か
あ
り、
『
図
譜』

66
に

「
冨
田
物
狂」

い
う
品
種
が
あ
る
の
が
こ
れ
に
あ
た
る
よ
う

だ。

唐
子
咲
き
と
呼
ぶ
蕊
の
形
が
特
徴
的
で
あ
る。

⑫
「

く
し
げ」

と
読
め
る
が、
「
櫛
笥」

で
あ
ろ
う
か。

こ
の
名
は
他
書
に
は
み
ら
れ
な
い。

持
ち
主
あ
る
い
は
育
て

図6：営田物狂 図5：柊椿 図4：諫早

た
人
の
名
を
つ
け
た
椿
も
多
い
の
で、

椿
の
接
木
を
日
野
家

に
所
望
す
る
な
ど
椿
好
き
だ
っ
た
ら
し
い
公
家
の
櫛
笥
隆
朝

（
一

六
0
七
S
一

六
四
八）

に
由
来
す
る
の
か
も
し
れ
な
い。

⑱
「
ゑ
ぼ
し
屋」

は、
『
図
譜』

694
に
「
烏
帽
子
屋」、

25

に
「
恵
帽
子
屋」

と
二
図
み
ら
れ
る
が、

花
形
か
ら
は
前
者

の
方
と
同
種
と
見
ら
れ
る。

⑭
「
鶴
の
こ」

も、
『
図
譜』

に
114
と
346
の
二
図
見
ら
れ

る
が
両
者
は
全
く
異
な
る
形
を
し
て
お
り、

本
図
の
そ
れ
は

114
の
方
に
近
い。

左
隻
⑮
「
金
□
口」

の
貼
り
札
は
表
面
が
削
れ
て
文
字
が

不
分
明、

さ
ら
に
こ
の
貼
り
札
は
花
の
上
に
大
き
く
重
ね
て

あ
る
と
こ
ろ
が
他
と
違
い、

そ
れ
は
屏
風
の
縁
の
下
に
も
隠

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る。

平
開
咲
き
で
輪
芯
の
蕊
が
特
徴
的

⑯
「
嵯
峨」

は、

他
書
に
み
ら
れ
な
い
が、

角
倉
与
一

も

ま
た
椿
の
愛
好
者
で
あ
り、

そ
の
名
を
つ
け
た
「
角
倉
椿」

ま
た
の
名
を
「
与
一

椿」

に
関
す
る
記
述
が
散
見
さ
れ
る
の

で、

そ
の
邸
の
あ
っ
た
嵯
峨
の
地
名
に
由
来
す
る
も
の
か
も

し
れ
な
い
。

関
西
の
古
い
椿
品
種
を
示
す
例
に、

地
唄
の

「
椿
づ
く
し」

と
い
う
尽
く
し
も
の
が
知
ら
れ
る
が、

こ
の

中
に
「
角
の
倉」

に
加
え
て
別
に
「
嵯
峨」

と
い
う
品
種
名

が
見
出
せ
る
（
註
25
)。

⑰
「
お
そ
ら
く」

は、
『
図
譜」

301
の
そ
れ
同
じ
と
見
て

よ
い
だ
ろ
う。

現
在
は
「
長
楽
（
お
さ
ら
く）
」

と
い
う
品

種
が
あ
り、
『
日
本
椿
集』（
註
l
)

で
は、

肥
後
の
植
木
犀
に

で
あ
る。

44 



よ
る
文
政
十――一
年
の
記
録
に
「
恐
ら
く」

と
あ
る
肥
後
系
の

品
種
（
極
淡
い
桃
色
平
開
咲
き、

梅
芯、

中
輪
と
さ
れ
る。）

が
そ
の
原
種
か
と
し
て
い
る
が、

ほ
ん
の
り
桃
色
に
塗
ら

れ、

平
開
咲
き
に
描
か
れ
た
本
図
の
も
の
は
そ
の
さ
ら
に
原

種
で
あ
ろ
う
か。

本
図
に
は
別
に
⑱
「
お
さ
ら
く」

と
い
う

品
種
も
描
か
れ
て
お
り、

全
く
花
形
が
異
な
る
の
で、

両
者

は
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ。

⑱
「
し
し」

と
読
み、
「
獅
子」

で
あ
ろ
う。
『
図
譜』

376

に
掲
載
さ
れ
る
「
獅
子」

に
は
白
い
斑
が
入
っ
て
い
る。

狩

野
探
幽、

軍
賢
も
ス
ケ
ッ
チ
を
残
し
て
い
る
が、

探
幽
の
ス

ケ
ッ
チ
で
「
し
し」

に
同
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
も
赤
地
に

白
の
ふ
が
入
り、

重
賢
の
ス
ケ
ッ
チ
で
は
白
い
縦
絞
り
が
入

る
な
ど、

本
図
の
そ
れ
と
は
ま
た
様
子
が
違
っ
て
い
る。

し

か
し
「
獅
子」

と
い
う
語
は、
「
獅
子
咲
き」

と
い
う
表
現

も
あ
る
な
ど、

椿
に
は
馴
染
み
深
い
名
称
で
あ
る。

京
都
鹿

ヶ
谷
の
円
成
山
霊
鑑
寺
（
後
水
尾
上
皇
が
創
立
の
尼
門
跡
寺

院
で、

京
都
に
数
あ
る
椿
寺
の
中
で
も
銘
椿
が
多
い
こ
と
で

随
一
。）
に
唯
一

古
木
が
現
存
す
る
と
い
う。

日
野
資
勝
は
寛

永
十
四
年
（
一

六
三
七）
、
「
獅
子
椿」

を
買
っ
て
内
儀
の
庭

に
植
え
て
お
り、

永
井
信
濃
守
尚
政
(
-

五
八
七
S
一

六
六

八）
は
後
水
尾
上
皇
に
こ
の
「
獅
子
椿」

や
「
八
重
獅
子」

「
一

重
獅
子」

を
含
む
十
種
の
椿
を
進
上
し
た。

仙
洞
御
所

よ
り
こ
れ
を
拝
見
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
鳳
林
承
章
は
「
驚

凡
眼
也」

と
記
し
て
い
る
（
註
26
)。

⑲
「
わ
し
れ
ん
け」

は、

他
書
に
は
見
ら
れ
な
い
品
種
名

⑳
「
白
め
い
月」

も
他
書
に
は
見
ら
れ
な
い
品
種
名
で
あ

る。
「
名
月」

と
い
う
品
種
は
『
図
譜』

に
見
ら
れ
る
が
形

は
全
く
違
う。

⑪
「
一

せ
き」

は、
「
一

跡」

か。
『
図
譜』

に
355、

492
と

二
図
載
る
が、

355
の
方
は
や
や
似
る。
『
花
壇
綱
目』

に
は、

「
赤
き
千
重
に
白
飛
人」

と
あ
る。

＠
「
ま
つ
か
さ」

は、
「
松
笠」。
『
図
譜』

31
に
あ
る
も

の
は
少
し
形
が
違
う。
《
椿
花
貼
合
屏
風》

に
も
見
ら
れ
る。

『
花
壇
綱
目』

に
は、
「
し
ぼ
り
の
大
輪
な
り」

と
あ
る。

松

笠
の
よ
う
に
咲
く
現
存
品
種
が
あ
り、

そ
れ
と
同
じ
も
の
で

あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（『
日
本
椿
集』）。

⑳
「
か
ら」

は、
「
唐
椿」

の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
（
図
7

)

。

『
図
譜』

41
の
「
唐
椿」

を
見
る
と、

形
は
ま
さ
し
く
等
し

い。
「
唐
椿」
（
か
ら
つ
ば
き、

と
う
つ
ば
き）
と
い
う
の
は
総

称
で
も
あ
る。

ト
ウ
ツ
バ
キ
(

11

八
重
大
輪
緋
紅
色）
は、

中

国
名
雲
南
山
茶
花、

延
宝
年
間
に
中
国
か
ら
導
入
さ
れ
た
と

『
増
補
地
錦
抄』
（
宝
永
七
·
一

七
一

0
年）
に
あ
っ
て、

こ
れ

が
描
か
れ
て
い
る
『
図
譜』

の
制
作
年
代
の
指
標
と
も
さ
れ

て
い
る。

し
か
し
本
図
は、

そ
の
描
写
を
見
る
限
り、
『
図

譜』

と
同
時
代
の
も
の
と
も
思
え
ず、

と
う
つ
ば
き
の
渡
来

自
体
は
さ
ら
に
古
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
も
推
測
さ
れ
て
い
る

（
註
27
)。

は
た
し
て、

こ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ

き
か
考
え
ど
こ
ろ
で
あ
る。

な
お
常
信
の
ス
ケ
ッ
チ
に
も

で
あ
る。
「
0
0
蓮
花」

と
い
う
品
種
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ

る。

「
か
ら
椿」

が
見
ら
れ
る
が、

花
形
（
特
に
蕊）

は
異
な
る

よ
う
で
あ
る。

⑳
「
あ
め
か
し
た」

『
図
譜』

に
は
1、

246、

604
の一
二
図

「
天
下」

が
載
っ
て
い
る
が、

1
の
図
に
近
い。

重
賢
の
ス

ケ
ッ
チ
に
は
筒
S
ラ
ッ
パ
咲
き
の
桃
色
の
「
雨
ヶ
下」

が
見

ら
れ
る。
『
花
壇
綱
目』

で
は、
「
雨
が
下」

の
説
明
と
し
て

「
白
八
重
の
大
輪
赤
飛
入
り」

と
あ
っ
て、

現
存
の
品
種
で

あ
る
「
夭
が
下」

と
は
異
な
る
よ
う
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

（『
日
本
椿
集』）。

現
在
の
「
夭
が
下」

は
濃
紅
地
に
大
小
の

白
斑
が
鮮
明
に
入
る。

⑮
「
も
ん
し
ゅ」

は、
『
図
譜』

268
に
「
文
殊」

が
あ
る

が、

姿
は
一

致
し
な
い。

⑯
「
へ
に
ち
よ
く」

と
読
む
よ
う
だ
が、

他
書
に
例
を
見

図7:から（唐椿）

45 



な
い。＠

「
羅
生
門」

も、

他
に
見
な
い
名
前
で
あ
る。

⑱
「
お
さ
ら
く」

で
あ
ろ
う
か。

⑰
の
「
お
そ
ら
く」

と

は
全
く
別
品
種
の
よ
う
で、
「
長
楽」

か。

⑲
「
茸
駄
天」

『
花
壇
綱
目』

で
は、
「
白
き
八
重
也
早

咲」

と
あ
っ
て、

現
存
の
品
種
と
同
じ
も
の
で
あ
る
可
能
性

が
指
摘
さ
れ
る（『
日
本
椿
集』）
。
『
花
壇
地
錦
抄』

に
も
載

っ
て
お
り、
「
白
花。
一
二
重。

花
丸
ク、

中
少
け
し。（
花
の

中
に
少
し
芥
子
状
の
お
し
べ
が
あ
る。）

九
月
時
分
よ
り
咲゚

大
り
ん。
」

と
説
明
さ
れ
て
い
る。

描
か
れ
て
い
る
の
は、

白
い
八
重
咲
き
の
花
で、

他
に
比
べ
て
小
輪
で
あ
る。
『
図

譜』

に
は
「
太
秦
蔀
駄
天」

397
と
い
う
品
種
が
載
る
が、

こ

れ
に
も
少
し
近
い。

®
「
大
は
ん
に
や」

は、
『
図
譜』

213、

550
に
「
大
般
若」

と
い
う
品
種
が
載
る
が、

両
図
と
も
白
い
花
で、

形
も
全
く

違
う。
「
大
坂
大
般
若」

589
と
い
う
種
も
載
る
が、

こ
れ
も

白
で
全
く
違
う。

以
上、

本
図
に
描
か
れ
た
椿
の
品
種
を
探
っ
て
み
る
と、

他
書
に
見
ら
れ
な
い
品
種
名
が
新
た
に
知
ら
れ、

こ
れ
ま
で

名
前
の
み
文
献
に
記
さ
れ
て
い
た
が
新
た
に
花
の
姿
も
わ
か

っ
た
品
種
も
あ
っ
た。

個
々
の
品
種
の
系
統
な
ど
詳
し
い
検

討
は
専
門
家
に
ゆ
だ
ね
る
ほ
か
な
い
が、

概
し
て
『
図
譜』

に
掲
載
さ
れ
た
ツ
バ
キ
に
一

致
す
る
数
が
多
く、

そ
れ
は
三

十
種
中
十
六
種
と
過
半
数
に
の
ぼ
る。
『
図
譜』

に
は
六
百

十
八
種
も
載
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
当
然
の
よ
う
で
も
あ
る

が、

他
の
ツ
バ
キ
関
係
史
料
と
『
図
譜』

と
の
関
係
を
鑑
み

れ
ば、

比
較
的
密
な
関
係
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ

る
（
註
28
)。

ま
た、
『
図
譜』

に
は、

他
書
に
は
見
出
せ
な
い

と
い
う
品
種
が
な
お
半
数
弱
あ
っ
た
が、

本
図
に
は
そ
の
う

ち
「
茶
笑
箱」
「
石
山
寺」
「
鶴
子」

が
確
認
さ
れ
た。

た
だ

し、

本
図
と
『
図
譜』

と
の
関
係
は、

先
に
記
し
た
（
三）

《
椿
花
貼
合
屏
風
》

の
よ
う
に
七
十
二
図
の
う
ち
六
十――一
種

が
『
図
譜』

と
一

致
す
る
う
え
絵
も
似
て
い
る
と
い
う
よ
う

な
特
に
濃
厚
で
直
接
的
な
関
係
で
は
な
い。
『
地
錦
抄』

シ

リ
ー
ズ
が
多
数
の
品
種
名
を
載
せ
な
が
ら
『
図
譜』

の
そ
れ

と
一

致
す
る
数
が
少
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は、
『
図
譜』

の

制
作
環
境
と
掲
載
の
ツ
バ
キ
の
流
通
の
範
囲
を、

江
戸
の
園

芸
家
と
は
違
う、

京
都
の
公
家
な
ど
の
高
貴
の
者
に
見
よ
う

と
す
る
解
釈
が
あ
る
（
註
29
)

が、

本
図
の
場
合
も
同
様
に
考

え
れ
ば、

絵
同
士
の
直
接
的
な
関
連
で
は
な
く、

ツ
バ
キ
の

品
種
の
流
通
圏
が
近
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か。

本
図
に

描
か
れ
た
品
種
で
『
地
錦
抄』

に
載
る
も
の
は一一一
種
の
み
で

少
な
く、

狩
野
常
信
が
元
禄
期
頃
に
上
野
な
ど
で
実
際
に
ス

ケ
ッ
チ
し
た
多
数
の
ツ
バ
キ
と
も
違
う
傾
向
を
示
し
て
お

り、

同
様
に
考
え
て、

こ
れ
ら
と
は
違
う
時
代
お
よ
び
制
作

環
境
が
本
図
に
は
想
定
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

図8

本
図
の
左
隻
の
よ
う
に
屏
風
の
各
扇
に
花
を
生
け
た
様
子

を
並
べ
て
描
く
と
い
う
構
成
は、

先
に
あ
げ
た
椿
図
の
諸
例

よ
り
も、

江
戸
時
代
前
期
に
い
く
つ
か
の
例
が
あ
る
《
立
花

図
屏
風
》（
註
30
)

と
形
式
上
は
関
連
が
深
い
と
見
ら
れ
る
だ
ろ

う。

し
か
し
立
花
図
は、

立
花
の
記
録
と
し
て
の
性
格
が
強

く
さ
ま
ざ
ま
な
花
の
ア
レ
ン
ジ
を
描
く
た
め
か、

こ
の
よ
う

に
同
じ
種
類
の
花
ば
か
り
を
多
数
生
け
た
図
の
例
を
見
る
こ

と
が
な
い。

本
図
は、

立
花
を（
そ
の
腕
前
を）
描
く
と
い
う
こ
と
よ
り

明
ら
か
に
ツ
バ
キ
の
品
種
を
描
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る。

そ
れ
も、

接
ぎ
木
を
し
た
り
鉢
入
り
の
台
木
が
あ
る
な
ど、

今
ま
た
新
た
に
品
種
を
人
手
し
た
（
あ
る
い
は
分
け
て
差
し

上
げ
る）
と
か、

自
分
の
も
と
で
増
え
育
っ
て
い
る
と
い
う

事
柄
が
描
か
れ
て
い
る。

び
ん
接
ぎ
の
ひ
も
の
掛
け
方
（
図

8
)

や
竹
の
皮
の
く
る
み
方
な
ど
描
写
は
具
体
的
で
あ
り、

四、

意
図
と
機
能
に
つ
い
て

46 



右
隻
に
見
ら
れ
る
ラ
イ
ブ
感
覚
や
左
隻
の
花
入
の
詳
細
な

表
現
は、

こ
の
よ
う
な
光
景
も
現
実
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に

感
じ
て
し
ま
う。

椿
好
き
の
者
は
立
花
の
会
で
各
種
各
色
の

椿
を
一

瓶
に
複
数
（
し
ば
し
ば
青
磁
花
入
な
ど
に）
生
け
た
こ

と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
し、

前
述
の
よ
う
に
一

疫
に
二
十

五
種
の
椿
を
仙
洞
御
所
か
ら
賜
っ
た
と
い
う
よ
う
な
記
録
も

あ
る（
註
2、
3
)

が、

そ
れ
ら
は
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
こ
の
よ
う

な
状
態
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か。

あ
る
い
は
本
当
に
そ
の

よ
う
な
誇
ら
し
い
記
録
と
し
て
の
絵
画
で
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
が、

少
な
く
と
も
本
図
に
は、

多
種
の
由
緒
あ
る
椿

が
ひ
と
と
こ
ろ
に
集
ま
っ
て
い
る
と
い
う
事
柄
を
表
す
こ
と

に
主
眼
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る。

し
か
も
本
図
が
目
指
す
の

は
知
り
得
た
椿
の
品
種
を
網
羅
的
に
描
き
た
め
る
と
い
う
図

譜
の
よ
う
な
機
能
で
は
な
い
。

椿
の
品
種
の
収
集
は、

有
力
な
椿
愛
好
者
と
の
交
流
な
し

に
は
果
た
せ
な
い
。

時
代
は
ま
だ
限
ら
れ
た
貴
顕
に
し
か
そ

の
楽
し
み
を
許
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る。

珍
し
い
椿
は、

そ
の
由
来、

所
有
者
な
ど
の
情
報
と
と
も
に
こ
の
範
囲
を
往

来
し
た。

椿
の
数
と
種
類
の
豊
富
さ
を
描
く
こ
と
は
す
な
わ

ち、

そ
う
し
た
交
流
の
証
を
描
き
留
め
る
こ
と
で
あ
り、

屏

風
と
い
う
一

目
瞭
然
の
絵
の
形
式
を
と
る
こ
と
は、

そ
れ
を

一

堂
に
披
露
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
ね
ら
い
が
あ
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る。

そ
し
て
実
際
そ
の
よ
う
な
機
能
を
果
た

あ
る。

ま
さ
し
く
今
そ
れ
を
見
て
描
い
た
と
い
う
よ
う
な
現
実
感
が

五、

伝
来
に
つ
い
て

し、

そ
の
場
に
椿
を
め
ぐ
る
人
脈
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ

と
が
で
き
た
だ
ろ
う
と
今
で
も
想
像
が
可
能
で
あ
る。

披
露
の
場
が
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
か。

こ
の
屏
風

が
ど
の
よ
う
な
場
面
で
展
げ
ら
れ
た
の
か。

描
写
も
優
れ
て

見
所
の
多
い
本
図
は、

椿
愛
好
の
第
一

次
ブ
ー
ム
を
象
徴
す

る
貴
重
な
作
品
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う。

最
後
に、

本
図
の
伝
来
に
つ
い
て
新
た
に
知
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
の
で
紹
介
し
て
お
く。

こ
の
た
び
昭
和
九
年
十
一

月
十
二
日
東
京
美
術
倶
楽
部
に

て
行
わ
れ
た
入
札
の
目
録
「
故
小
堀
鞘
音
翁
遺
愛
品
並
某
家

蔵
品
展
観
入
札」

に
こ
の
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
を
見
出

し
た。

表
装
な
ど
は
現
状
と
同
じ
で
あ
る。

同
目
録
で
は
某

家
所
蔵
の
も
の
と
の
区
別
を
明
示
し
て
い
な
い
が、

後
ろ
の

棒
目
録
の
部
分
は
番
号
が
途
中
か
ら
振
り
直
し
て
あ
る
の

で、

そ
れ
よ
り
前
の
一

群
は
小
堀
家
の
売
り
立
て
と
判
断
で

き
る
だ
ろ
う。

と
い
う
の
も、

同
目
録
の
本
図
と
同
じ
部
分

に
図
版
が
掲
載
さ
れ
る
冷
泉
為
恭
筆
《
清
少
納
言
図
》

は、

小
堀
靭
音
の
最
大
の
遺
墨
集
『
弦
酒
舎
画
述』（
註
31
)

に
掲
載

さ
れ
る一
二
幅
対
《
清
少
納
言
・

伊
勢
・

紫
式
部
》

の
一

図
に

そ
の
ま
ま
姿
形
が
引
用
さ
れ
て
い
る。

小
堀
柄
音
が
所
蔵
の

古
画
を
自
作
に
大
い
に
利
用
し
て
い
る
さ
ま
が
さ
ら
に
知
ら

れ
る
と
と
も
に
（
註
包、

こ
れ
ら
の
点
か
ら、

同
じ
一

群
に
掲

載
さ
れ
る
本
図
は、

小
堀
柄
音
の
遺
愛
品
と
い
う
こ
と
に
な

る。「
近
代
歴
史
画
の
父」

と
敬
わ
れ
た
小
堀
鞘
音
が、

歴
史

画
を
描
く
為
に
必
要
な
有
職
故
実
を、

文
献
ば
か
り
で
な

く、

実
物
の
古
器
物
を
蒐
集
し
手
元
に
お
い
て
研
究
資
料
と

し
た
こ
と、

得
難
い
も
の
に
つ
い
て
は
模
造
を
し
た
こ
と、

特
に
武
具
甲
胄
類
が
多
数
で
あ
り
鎧
な
ど
の
復
元
に
も
熱
心

に
取
り
組
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る。

売

立
目
録
に
も、

古
仏
の
断
片
や
馬
具、

楽
器、

鎧
の
札、

関

連
の
金
具
な
ど
細
か
い
各
種
部
品
を
種
類
別
に
標
本
箱
の
よ

う
に
し
て
整
理
し
た
も
の
な
ど
が
さ
ま
ざ
ま
掲
載
さ
れ
て
お

り、

こ
の
売
立
て
は
話
題
に
も
な
っ
た
よ
う
だ（
註
33
)。

遺
愛

品
の
売
り
立
て
に
至
る
経
緯
は、

厳
島
神
社
所
蔵
の
大
鎧
の

修
理
と
復
元
の
助
手
も
つ
と
め
た
弟
子
の
棚
田
暁
山
の
回
想

文
な
ど
で
知
ら
れ
る
が、

関
心
が
鎧
関
連
に
集
中
す
る
た

め、

残
念
な
が
ら
絵
画
に

関
し
て
の
詳
細
は
不
明
で
あ

る
（
註
34
)。

し
か
し、

冷
泉
為
恭、

田
中
訥
言、

浮
田

二
患

ら
の
絵
画
の
ほ
か、

伝
足
利
尊
氏
像、

柿
本
人
麻
呂
像
の

数

、々

酒
井
抱
一

《
弁
財
天
像
》、
《
源
氏
物
語
五
十
四
帖
屏

風
》、
《
年
中
行
事
図
屏
風
》

な
ど、

歴
史
画
家
が
い
か
に
も

関
心
を
寄
せ
そ
う
な
注
目
の
所
蔵
品
の
数
々
の
中
で、

本
図

が
果
た
し
て
い
た
役
割
を
想
像
す
る
と
興
味
深
い
も
の
が
あ

る。

晩
年
の
駒
沢
の
家
の
離
れ
座
敷
に
陳
列
場
ま
で
作
っ
て

い
た
と
い
う
が、

そ
の
場
に
広
げ
門
人
た
ち
に
語
る
こ
と
も

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か。

こ
の
屏
風
は
故
実
に
通
じ
た
そ
の
画
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註 家
の
関
心
を
惹
く
に
足
る
内
容
を
確
か
に
含
ん
で
い
た
の
だ

と
思
う。

以
下 、

椿
の
栽
培
な
ど
に
つ
い
て 、

概
要
は
主
に
左
記
の
文
献
を

参
照 。

桐
野
秋
豊
『

色
分
け
花
図
鑑

椿』

学
習
研
究
社

二
0
0
五
年

横
山――一
郎 、

桐
野
秋
豊
•

著 、

神
園
英
彦
・

写
真
r
日
本
の
椿
花

園
芸
品
種
1
0
0
0

』
（
新
装
版）

淡
交
社

―
1
0
0
五
年

『
安
達
瞳
子
の
世
界
の
名
花

椿
物
語
展
図
録』

株
式
会
社
サ
ン

オ
フ
ィ
ス

ニ
0
0
三
年

日
本
ツ
バ
キ
協
会
事
務
局
『

古
文
書
に
見
る
日
本
の
ツ
バ
キ
文
化

史』

一

九
九
九
年

柏
岡
精――- 、

荻
巣
樹
徳・
監
修
「

絵
で
見
る

伝
統
園
芸
植
物
と
文

化』

柏
岡
精―
二
発
行

一

九
九
七
年

渡
辺
武
『

椿

花
と
木
の
文
化』

家
の
光
協
会

一

九
八
0
年

肥
後
銘
花
保
存
会
編
『

肥
後
六
花
撰』

一

九
七
四
年

誠
文
堂
新

光
社
（
所
収
論
文
「

肥
後
武
士
の
園
芸
総
論」）

京
都
園
芸
倶
楽
部
・

編
r

椿

花
と
文
化』

誠
文
堂
新
光
社

一

九
六
九
年

（
右
に
所
収）

津
山
尚
「

椿
の
話」

渡
辺
武
「

ツ
バ
キ
を
さ
ぐ
る」

の
「

一

0 、

ツ
バ
キ
屏
風」

（
初
出
『

京
都
園
芸』

五
〇
輯
（
「

ツ
バ
キ
特
輯」

第
四
号）

一

九

六
＝一
年）

津
山
尚
・

文 、

二
口
善
雄
・

画
『
日
本
椿
集』

平
凡
社

一

九
六

六
年

以
下 、

近
世
初
期
の
椿
愛
好
に
つ
い
て
は 、

前
註
1
の
ほ
か
特
に

左
記
の
文
献
を
参
照
し
た 。

森
末
義
彰
「

近
世
初
頭
の
京
都
に
お
け
る
椿
愛
好」

『
白
百
合
女

子
大
学
研
究
紀
要』

六

一

九
七
0
年
（
再
録
�
『

植
物
と
文
化』

七
号

一

九
七
三
年）

10 ，
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こ
の
ほ
か 、

植
栽
に
つ
い
て
は 、

左
記
を
参
照 。

飛
田
範
夫
『
日
本
庭
園
の
植
裁
史」

京
都
大
学
出
版
会

二
年

『
隔
莫
記』

に
は 、

仙
洞
御
所
の
花
壇
を
拝
見
す
る
と
い
う
記
事

が
散
見
さ
れ
る
が 、

承
応
三
年
三
月
三
日
条
で
は
椿
の
花
壇
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る 。

ま
た 、
『

時
慶
卿
記』

に
よ
れ
ば 、

西
洞
院
時

慶
は 、

寛
永
十
五
年
三
月 、

仙
洞
御
所
か
ら
鉢
入
り
の
椿
を
拝
領

し
て
い
る 。

鉢
は
翌
日
返
し
て
い
る
の
で
こ
れ
は
切
り
花
ら
し
い 。

翌
十
六
年
に
は
二
十
五
種
も
一

度
に
拝
領
し
て
い
る 。

『
台
徳
院
殿
御
実
紀
付
録
巻
五
』 ‘
r

武
家
深
秘
録』

鈴
木
進
ほ
か
『

江
戸
図
屏
風』

平
凡
社

一

九
七
一

年

小
澤
弘 、

丸
山
伸
彦
・

編
『

図
説
江
戸
図
屏
風
を
よ
む
』

河
出
書

房
新
社

一

九
九
三
年

こ
の
ほ
か 、

徳
川一
二
代
将
軍
の
ツ
バ
キ
愛
好
に
つ
い
て
は 、

左
記

を
参
照 。

青
木
宏
一

郎
「

徳
川
三
代
の
将
軍
た
ち
は
「

花
癖」

将
軍
と
呼
ば

れ
た
」

『
歴
史
と
旅』
一
一
八
巻
三
号
（
特
集

江
戸
の
ガ
ー

デ
ニ

ン
グ）

秋
田
書
店

―
1
0
0
一

年

烏
丸
光
広
・

序
文
の
『

百
椿
図」
（
寛
永
十
一
・

一

六
三
四
年）

、

林

羅
山
・

序
文 、

松
平
忠
晴
•

愛
培
の
r

百
椿
図』
（
寛
永
十
ニ
・

一

六

＿
1

-

五
年）

と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
が 、

序
文
以
外
の
内
容
は

未
詳 。

『
続
群
書
類
従

第
三
十一
一
輯
上
』

所
収 。

関
山
和
夫
「

安
楽
庵
策
伝
『

百
椿
集」

に
つ
い
て」

『
大
谷
大

学
国
文
学
会
会
報』

十
ニ

―

九
六
六
年
（
再
録

関
山
和
夫

『
安
楽
庵
策
伝
和
尚
の
生
涯』

法
蔵
館

一

九
九
0
年）

以
前
よ
り
写
本
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
た
が
近
年
そ
の
原
本
で
あ

る
豪
華
絵
巻
物
の
存
在
が
確
認
さ
れ 、
「

安
達
瞳
子
の
世
界
の
名
花

椿
物
語
展」

に
出
品 、

図
録
（
註
1
参
照）
に
全
図
が
掲
載
さ
れ
て

い
る 。

そ
の
内
容
に
つ
い
て
は 、

詳
し
く
は
左
記
を
参
照 。

渡
邊
光
夫
「
『

百
椿
図』

に
み
る
寛
永
の
椿
ブ
ー

ム
—

篠
山
城
主
松

平
忠
国
が
残
し
た
絵
巻
物
ー」

『
紫
明』

八
号

二
0
0
一

年

「
隔
費ハ
記』

寛
文
三
年
十
月
＋―
二
日
条 。

ま
た 、

本
図
に
は 、

文
政

八
年 、

伊
川
院
に
よ
る
極
書
が
付
属
す
る 。

『
椿
花
図
譜

宮
内
庁
蔵
本』

講
談
社

一

九
六
九
年

（
別
冊
解
説）

渡
辺
武
「

宮
内
庁
蔵
『

椿
花
図
譜』

に
つ
い
て」

―
1
0
0
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中
国
雲
南
・

貴
州・

広
西
原
産
で 、

明
時
代
中
期
以
降
に
発
見
さ
れ

日
本
に
導
入
さ
れ
た
「

唐
椿」

が
描
か
れ
る
が 、
一

七
三
三
年
刊

『
地
錦
抄
附
録」

に
は 、
「

唐
椿」

は
延
宝
元
年
（
一

六
七
三）
に
伝

来
し
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら 、

こ
の
『

図
譜』

は
『

地
錦
抄』

成
立
前
後
の
元
禄
年
間
か 、

古
く
と
も
延
宝
元
年
以
降
の
成
立
か

と
推
測
さ
れ
て
い
る 。

前
註
10
渡
辺
武
氏
論
文
に
挿
図
が
あ
る 。

渡
辺
武
「

京
都
園
芸」

第一
一
号
（
つ
ば
き
特
輯） 、
『

椿・
花
と
文
化』

に
紹
介 。

も
と
今
治
の
旧
家
蔵
と
い
う 。

「
椿
物
語
展」

に
出
品 、

図
録
（
註
1
)

に
カ
ラ
ー

図
版
が
掲
載
さ
れ

て
い
る 。

ほ
か
に
『

古
文
書
に
見
る
日
本
の
ツ
バ
キ
文
化
史』

に

部
分
図
が
掲
載
さ
れ
る 。

大
正
六
年
二
月
五
日
東
京
美
術
倶
楽
部
に
お
け
る
売
立
目
録
「

当

市
木
下
家
所
蔵
品
第
一

回
人
札」

及
び
大
正
九
年―
一
月
十
三
日
京

都
美
術
倶
楽
部
に
お
け
る
売
立
目
録
「

当
市
某
iB
家・
江
州
某
大
家

所
蔵
品」

に
挿
図
入
り
で
掲
載
さ
れ
る
作
品
（
二
図
は
同
じ
作
品）

は 、

各
扇
五
図
合
計
六
十
図 、

椿
銘
の
入
っ
た
椿
図
色
紙
が
貼
り

付
け
ら
れ
て
い
る
同
種
の
屏
風
だ
が 、
「

松
花
堂
題
永
徳
椿
絵
色
紙

張
中
屏
風」

と
さ
れ
て
い
る 。

「
椿
物
語
展」

に
出
品 、

図
録
（
註
1
)

に
カ
ラ
ー

図
版
が
掲
載
さ
れ

る 。中
村
深
男
・

北
村
四
郎
r

狩
野
探
幽

草
木
花
写
生

東
京
国
立
博

物
館
蔵」
（
影
印
本）

紫
紅
社

一

九
七
七
年

ツ
バ
キ
に
つ
い
て
は 、

十
三
品
種
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る 。

磯
野
直
秀
「

狩
野
重
賢
画
『

草
木
写
生
」」

『
慶
応
義
撚
大
学
日
吉

紀
要

自
然
科
学』

三
十
六
号

―
1
0
0
四
年

本
図
は 、

国
会
図
書
館
の
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
の
「

和
漢
書
•

本
草」

に

全
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る 。

写
生
年
代
は
明
暦
三
年
（
一

六
五
七）

か
ら
元
禄
十
二
年
（
一

六
九
九）
に
わ
た
る
が 、

ツ
バ
キ
は
四
十
八

品
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ 、

う
ち
二
十一
一
品
に
花
銘
が
あ
り 、

大
半
が
万

治
二

、

三
年（
一

六
五
九 、

六
0)
の
写
生
に
な
る 。

磯
野
直
秀
「

博
物
誌
資
料
と
し
て
の
『

草
花
魚
貝
虫
類
写
生
図』
」

r
M
U
S
E
U
M
』

五
九
0
号

―
1
0
0
四
年

磯
野
氏
の
紹
介
に
よ
れ
ば 、

全―
―

十
九
巻
で 、

写
生
の
日
付
が
最

も
古
い
の
は
寛
文
元
年
（
一

六
六
一
）

、

遅
い
の
は
正
徳
二
年
(
-

七

ご
一
）

で
あ
り 、

常
信
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
書
き
留
め
た
も
の
で
あ

48 
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る 。安
楽
庵
策
伝
は
故
郷
の
美
濃
に
十
八
年
在
住
の
折
に
も
花
に
興
味

を
持
ち
続
け
て
「

近
国
遠
里
よ
り

様
々
草
木
を
あ
つ
め」

て
お
り 、

美
濃
に
知
行
地
を
持
つ
旗
本
岡
田
善
同
(
-

五
五
八
S

一

六――
二
）

が
熱
心
な
ツ
バ
キ
愛
好
者
で
あ
る
こ
と
を
『

百
椿
集
』

に
記
し
て

お
り 、

善
同
は
こ
の
ほ
か
日
野
家
と
も
ツ
バ
キ
の
や
り
取
り
を
繰

り
返
し
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
る
（『
資
勝
卿
記』）
の
で 、

そ
の
影

響
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か 。

こ
の
第
二
十
五
巻
は 、

や
は
り

何
年
に
も
わ
た
る
ス
ケ
ッ
チ
の
う

ち
ツ
バ
キ
の
も
の
だ
け
を
集
め
「

椿

一

巻」

と
し
て
後
世
ま
と

め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る 。
一

部
に
写
生
の
日
付
が
あ
り 、

そ
れ
ら

は
天
和
三
年 、

元
禄
九
年 、

十
七
年
の 、

い
ず
れ
も
三
月
で
あ
る 。

花
の
絵
は
六
十
九
図
あ
り 、

う
ち
四
十
一

図
に
は
花
銘
が
あ
る
（
重

複
も
あ
る） 。

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
て
い
な

い
の
で 、

左
に
記
し
て
お
く 。

か
ら
か
さ 、

ひ
く
る
ま（
火
の
車） 、

牡
丹
さ
し
め 、

て
う
花 、

乱
拍
子 、

野
千
鳥 、

水
引 、

け
し
椿 、

蜘
居 、

北
雪 、

と
も

ゑ 、

狸
々 、

あ
わ
ち
嶋 、

ひ
の
れ
ん
け 、

か
ら
い
と 、

赤
あ

す
か
川 、

消
恨 、

柴
垣 、

本
多
し
ぼ
り 、

乱
拍
子 、

御
所
車 、

平
野 、

し
も
つ
ま（
し
も
さ
ま
？） 、

か
ら
椿 、

も
の
か
わ 、

胡
蝶 、

十
輪 、

み
う
へ

、

大
し
ら
ひ
け 、

波
玉 、

あ
す
か
川 、

沖
の
波 、

い
さ
は
や

同
品
種
の
重
複
を
除
く
と 、

元
禄
期
ま
で
の
江
戸
で
実
際
に
見

ら
れ
た
ツ
バ
キ
の
名
前
が一―-
+――一
種
確
か
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る 。

な
お 、

作
品
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は 、

東
京
国
立
博
物
館
列
品
室

に
お
世
話
に
な
り 、

同
館
の
池
田
宏
氏 、

田
中
純
子
氏
に
は
資
料

の
提
供
を
い
た
だ
き
ま
し
た 。

記
し
て
感
謝
し
ま
す 。

三
巻 。

草
稿
本
は
寛
文
四
年
序 。

国
会
図
書
館
蔵 。

ツ
バ
キ
の
品

種
が
他
の
園
芸
植
物
と
と
も
に
収
載
さ
れ
た
最
初
の
文
献
と
位
置

づ
け
ら
れ
る
が 、

図
は
な
い 。

伊
藤
伊
兵
衛―
二
之
丞
著
r

花
埴
地
錦
抄
』

は 、

元
禄
八
年
（
一
六
九

五）
江
戸
志
村
孫
七
版
・

京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
を
底
本
と
す

る
翻
刻
が
あ
り（『
花
壇
地
錦
抄
（
日
本
農
書
全
集
五
十
四

園
芸

-
)
』

農
山
漁
村
文
化
協
会

一

九
九
五
年） 、

ほ
か
に 、

京
都
版

が
底
本
の
翻
刻
も
あ
る
（
京
都
園
芸
倶
楽
部
刊 、
一

九
三
三
年 。

そ
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の
復
刻
本
は
八
坂
書
房
刊 、
一

九
八
三
年） 。

そ
の
子
政
武
に
よ
り

r
増
補
地
錦
抄
』

『
広
益
地
錦
抄」
r

地
錦
抄
附
録
』

な
ど
の
シ
リ
ー

ズ

が
あ
り 、

以
上
計――
十
六
冊
を
あ
わ
せ
て
『

地
錦
抄
』

と
呼
ば
れ 、

改
版
を
重
ね 、
『

増
補
花
壇
大
全
』

な
ど
と
改
題
し
て
十
九
世
紀
初

頭
ま
で
刊
行
が
続
い
た
た
め 、

現
存
種
の
出
発
点
と
し
て
用
い
ら

れ 、

品
種
変
遷
の
跡
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
史
料
と
な
っ
て
い
る 。

ツ
バ
キ
に
関
し
て
は 、

二
百
六
の
品
種
名
が
載
り 、
『

地
錦
抄」

シ

リ
ー

ズ
全
部
を
あ
わ
せ
る
と
総
計
二
百―
―
十
九
種
の
名
が
知
ら
れ

る 。

う
ち
図
が
あ
る
の
は一
一
十
二
図
で
あ
る 。
（『
日
本
椿
集」

に

よ
る 。）

『
時
慶
卿
記』

寛
永
九
年
十
月
十
五
日
条 。

岩
崎
潮
園
の
『

本
草
図
譜
』（
文
政
十
一

年・
一

八
二
八
に
完
成）
「

巻

之
九
十
一

灌
木
類」

に 、

ツ
バ
キ
六
十
五
種
が
図
と
と
も
に
記
さ

れ
て
い
る
が 、

そ
の
中
に
「

ひ
ら
き
つ
ば
ぎ」

が
あ
り 、

本
図
と

同
じ
く

葉
に
特
徴
の
あ
る
ヒ
イ
ラ
ギ
ツ
バ
キ
と
同
定
さ
れ
て
い
る 。

『
地
錦
抄
附
録
』

の
記
述
の
解
釈
に
つ
い
て
は
左
記
の
解
説
を
参

照 。北
村
四
郎・
監
修
『

本
草
図
譜
総
合
解
説
』

第
四
巻

同
朋
舎

一

九
九
一

年

前
註
1
r
日
本
椿
集
』

所
収
の
津
山
尚
「

椿
の
話」

『
隔
莫
記
』

正
保―一
年一
二
月
十
日
条 。

柏
岡
精
三
『

絵
で
見
る

伝
統
園
芸
植
物
と
文
化
』（
註
1
)

先
に
列
挙
し
た
椿
の
古
文
献
や
作
品
で
は 、
（
二）

の
《
椿
図
屏

風》

は 、

描
か
れ
た
六
十
種
中
三
十
一

図
が
『

図
譜
』

と
一

致
す

る 。

以
下
同
様
に 、
(
-
1

-

)

の
《
椿
花
貼
合
屏
風》

は
描
か
れ
た
七

十
二
種
中 、

六
十
三
種
が
一

致 。

根
津
本
《
百
椿
図
巻》

は
五
十

―一
種
の
う
ち
十
七
品
種
が
一

致 。

策
伝
の
『

百
椿
集
』

は
百
種
の

う
ち
十
三
種
と
少
数 。
『

花
壇
綱
目
』

は
六
十
六
種
の
う
ち
二
十
七

種 。
『

地
錦
抄
』

は一
一
百
二
十
九
種
と
い
う
多
数
の
名
前
を
載
せ
る

が 、
『

図
譜
』

と
一

致
す
る
の
は
三
十
五
種 。
（
以
上
の
数
は 、

前

掲
註
10
渡
辺
武
氏
の
調
査
に
よ
る 。）

こ
れ
ら
を
ま
と
め
れ
ば 、
『

図
譜
』

と
一

致
す
る
の
は 、
（
二）

は

五
十
一
％ 、
（
三）

は
八
十
七
％ 、

根
津
本
三
十
二
％ 、

策
伝
『

百

椿
集
』

十
三
％ 、
『

花
壇
綱
目
』

四
十
一

％ 、
『

地
錦
抄』

十
五
％

と
い
う
具
合
に 、
『

図
譜
』

と
の
関
連
の
深
さ
が
わ
か
る 。

本
図
の

場
合
は 、

三
十
種
中
十
六
種
が
一

致
す
る
の
で
五
十
＝一
％
と
い
う

34 33 32 31 30 29 

こ
と
に
な
り 、

比
較
的
密
な
関
係
に
あ
る
と
言
え
よ
う 。

前
掲
註
10
渡
辺
武
氏
解
説 。

立
花
図
に
つ
い
て
は
左
記
文
献
な
ど
を
参
照 。

工
藤
昌
伸
『

江
戸
文
化
と
い
け
ば
な
の
展
開
』

同
朋
舎
出
版

九
九
三
年

革
丙
会（
代
表
・

棚
田
暁
山）
編 、
一

九――
言
年 、

巧
藝
社
刊 。

革
丙

会
は 、

門
人
た
ち
を
中
心
に
組
織
さ
れ
た
会
で 、

鞘
音
の
没
後
一

周
年
に
開
催
し
た
「

小
堀
輌
音
遺
作
展
覧
会」

の
全
出
品
作
品
を

収
め
た
も
の
で
あ
る 。

小
堀
柄
音
に
つ
い
て
は 、

主
と
し
て
左
記
の
図
録
を
参
照 。

r
近
代
歴
史
画
の
父

小
堀
柄
音
』

（
展
覧
会
図
録）

栃
木
県
立
美

術
館

一

九
八―
一
年

そ
の
他 、

同
目
録
に
は
ほ
か
に
複
数
の
柿
本
人
麻
呂
像
が
掲
載
さ

れ
る
が 、

こ
れ
ら
も 、

小
堀
柄
音
の
作
品
に
直
接
参
照
さ
れ
て
い

る 。な
お 、

小
堀
柄
音
が
古
画
を
下
敷
き
に
自
作
を
制
作
し
た
様
相
に

つ
い
て
は 、

左
記
文
献
に
《
恩
賜
の
御
衣》

や
《
管
公》

を
例
に

指
摘
さ
れ
て
き
た 。

山
梨
俊
夫
「「

描
か
れ
た
歴
史」
—

明
治
の
な
か
の
「

歴
史
画」

の

位
置」

r
描
か
れ
た
歴
史
』

（
展
覧
会
図
録）

兵
庫
県
立
近
代
美
術

館 、

神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館

一

九
九――一
年
九
月）

塩
谷
純
「

小
堀
柄
音

恩
賜
の
御
衣」

『
国
華
』

―
二
三
四
号

一

九
九
八
年
八
月

「
柄
音
画
伯
の
遺
品
三
百
点
の
売
立」

『
国
民
新
聞
』

一

九
三
四
年

十一

月
六
日

（
採
録

『
雙
杉
會
誌
』

―

|-

―

九
三
五
年）

棚
田
暁
山
「

故
鞘
音
先
生
蒐
集
品
大
掃
除
之
記」

『
美
之
國」

九
—

七

一

九
三――一
年
七
月
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Introducing Camellia Screens on Deposit at the Chiba City Museum of Art 

Matsuo Tomoko 

This article introduces Camellia Screens, a work that has been on deposit at the Chiba City Mu

seum of Art since fiscal 2002. This pair of six-panel screens from a private collection was painted in 

full color on a gold ground on paper, with each screen measuring 64.4 X 233.3 cm. The screens were 

displayed in the autumn exhibition for fiscal year 2005, The Pleasures of Eda Period Painting. This 

introduction provides more information about the screens, fulfilling the wishes of visitors to the 

museum who thought that the exhibition did not touch on the rare importance of or sense of period 

style found in these screens. 

One screen of this medium-sized pair shows grafted camellia bushes, while the other screen de

picts camellia branches arranged in splendid vases, with various types and colors of camellia blos

soms all in full-bloom. The depiction reveals the characteristic shapes and colors of each individual 

blossom, and the subtle differences in blossom size suggests the possibility that the flowers were 

drawn in life-size. Clearly the painter intended his audience to be able to discern the specific camellia 

types of each blossom. Gold pigment and moriage built-up pigment techniques were used in the 

densely applied pigment areas, and judging from these methods and the splendid finishing of the 

camellia depictions, it can be surmised that these screens were painted by an artist related to the 

Kyoto Kano school during the mid 17th century. 

Several points are of particular interest in these screens. First, the painting depicts a fascination 

with camellias and their cultivation, including views of different propagation methods, such as high 

grafting and the unusual bintsugi grafting technique that involves setting branches in containers tied 

to the host tree, along with images of the grafted trees planted in celadon planters. The second point 

of note is the fact that one screen depicts camellia blossoms arranged in various types of elegant 

vases. The third point is that small paper cartouches are attached to the screen near the flowers, with 

the names of the flowers listed clearly on these papers. There are 30 old-style names for different 

types of camellias listed on these papers. 

Camellias grow wild in Japan and their rich variety in blossom color and shape combined with 

their relative ease of propagation has meant that camellias have been an extremely popular garden 

plant in Japan since the Edo period. The first "boom" in camellia cultivation came in the early Edo 

period, around the Kan'ei era. This trend began in the Kyoto Imperial Palace with the aristocrats and 

other nobility of Kyoto and then spread to the shogun's circles in Edo. The different varieties of 

camellias were judged and critiqued, camellias were used as gift items, and they were given names 

that indicated their origins. Paintings of camellias, as here, which provided detailed depictions of 

their visual appearance and clear indication of their traditional Japanese names, are rare. Comparison 

of the images in this painting with historical materials from the period, artist sketches, and early 

horticulture books indicate that each of the different types depicted can be confrrmed. W伍le materi

als on this subject are few from that period, these documents provide a sense of the cultural milieu of 

Kyoto at the time. Rikka type flower ranging with its strictly vertical forms was also a popular trend 

of the period. Screens depicting rikka style flower arrangements were created during this period, and 

these screens focusing on camellias stand as proof of the popularity of camellias and their display 

amongst the upper classes of the day. Clearly a person who could acquire and raise this number of 

different camellia varieties occupied an important place within a wide circle of like-minded aficiona— 

dos. These screens with their many superb aspects are noteworthy and important examples symboliz

ing the frrst boom in camellia appreciation in Japan. 

This study confirmed that these screens were formerly in the collection of Kobori Tomoto (1864-

1931), a painter known as the "father of modem history painting." As part of his reference materials 

for the creation of history paintings, Kobori collected samurai armor, helmets, weapons, decorative 

arts, paintings and calligraphies. He was also particularly known for his interest in the careful repro

duction of full suits of armor. These screens were sold at the well-noted 1934 auction of Kobori's 

famous collection after his death. The specific subject of these screens would surely have fascinated 

this painter well versed in Japan's traditions. (Translated by Martha McClintock) 
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