
近
世
初
期
土
佐
派
の
「
細
画
」

-
光
吉
'
光
則
の
新
奇
-

l
 
t
　
「
微
の
美
」
の
探
求

桃
山
末
か
ら
江
戸
時
代
の
初
め
、
い
わ
ゆ
る
近
世
初
期
の
画
壇
で
生
み
出
さ

れ
た
土
佐
派
の
細
密
画
は
、
小
さ
な
画
面
を
微
細
な
描
写
で
埋
め
尽
-
し
へ
そ

の
特
異
な
手
法
と
画
風
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

こ
と
に
光
書
(
一
五
三
九
～
一

六
一
三
)
も
光
則
(
一
五
八
三
～
一
六
三
八
)
の
二
代
に
わ
た
る
色
紙
の
「
細
画
」

は
赦
密
な
筆
技
を
極
め
、
絵
画
表
現
と
し
て
ま
こ
と
に
異
色
で
あ
り
驚
嘆
に
値

す
る
。

こ
の
時
期
、
狩
野
派
で
は
京
都
で
永
徳
が
活
躍
し
、
山
楽
、
山
雪
が
画
系
を

引
き
継
ぎ
へ
さ
ら
に
江
戸
に
お
い
て
探
幽
が
幕
府
の
御
用
を
務
め
て
江
戸
狩
野

の
基
盤
を
築
い
た
。

彼
ら
は
織
豊
へ
徳
川
政
権
下
に
、
武
将
や
将
軍
た
ち
の
時

好
に
適
っ
た
豪
華
へ
勇
壮
な
大
画
面
の
障
壁
画
に
ひ
た
す
ら
雄
揮
な
筆
を
揮
う

こ
と
に
心
血
を
注
ぐ
。

こ
う
し
た
当
時
全
盛
の
狩
野
派
の
「
大
画
」
に
対
し
'

光
書
へ
光
則
ら
が
専
ら
と
し
た
「
細
画
」
は
ま
さ
に
対
極
的
な
画
業
と
い
え
る
。

こ
の
「
細
画
」
と
い
う
も
の
の
概
念
に
つ
い
て
詳
細
な
考
察
を
試
み
た
の
は
武

近
世
初
期
土
佐
派
の
「
細
画
」

村

　

垂

寧

(
-
)

田
恒
夫
氏
で
あ
る
。
か
つ
て
「
土
佐
光
吉
と
柵
画
」
と
い
う
論
考
の
中
で
'
諸

画
史
へ
画
伝
書
に
見
る
「
大
画
」
「
小
画
」
「
細
画
」
な
ど
の
用
語
例
に
触
れ
も

「
大
画
が
単
な
る
大
画
面
を
前
提
と
す
る
の
で
は
な
-
、
画
体
問
題
と
密
接
に
関

連
づ
け
ら
れ
る
」
こ
と
へ
「
小
画
若
し
-
は
細
画
は
、
筆
勢
を
抑
え
て
穏
和
な
描

法
を
求
め
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
色
を
発
揮
さ
れ
る
」
な
ど
と
指
摘
し
た
上
で
、

「
画
面
の
大
小
よ
り
も
、
む
し
ろ
筆
法
の
精
租
へ
軽
重
、
柔
剛
と
い
っ
た
性
格
と

関
連
づ
け
ら
れ
て
-
る
」
と
論
じ
ら
れ
た
。

大
画
へ
細
画
の
本
質
へ
概
念
を
具

体
的
に
定
義
づ
け
る
論
考
と
し
て
示
唆
多
い
。

こ
こ
で
と
り
上
げ
る
光
書
、
光
則
の
細
画
は
、
画
面
の
小
さ
さ
は
も
と
よ
り
も

描
写
の
赦
密
さ
に
お
い
て
も
'
文
字
通
-
細
画
の
名
に
相
応
し
い
'
細
密
色
紙

絵
の
世
界
に
他
な
ら
な
い
。

も
っ
と
も
土
佐
派
の
細
密
画
の
源
氏
絵
は
す
で
に

室
町
時
代
か
ら
盛
ん
に
作
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
、
今
日
、
光
信
や
光
元
ら
の

伝
承
作
品
(
筆
者
の
当
否
は
と
も
か
く
同
時
代
の
作
と
み
ら
れ
る
)
や
、
浄

土
寺
の
犀
風
貼
り
交
ぜ
の
扇
面
画
な
ど
、
十
五
-
十
六
世
紀
前
半
ご
ろ
の
小
品

が
伝
存
し
て
お
り
へ
桃
山
以
後
の
流
行
に
繋
が
る
動
向
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の

が
わ
か
る
。

七
五



さ
て
大
画
面
と
小
画
面
、
そ
れ
は
と
-
に
平
安
時
代
の
「
や
ま
と
絵
」
の
成

立
、
発
展
当
時
よ
り
伝
統
的
に
併
用
さ
れ
た
画
面
形
式
、
鑑
賞
形
式
と
い
え
る
。

平
安
当
時
の
日
記
等
の
文
献
に
は
、
寝
殿
内
で
使
わ
れ
た
犀
風
や
障
子
(
襖
)

に
関
す
る
記
事
が
頻
出
L
へ
移
し
い
数
の
障
犀
画
が
作
ら
れ
'
使
用
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
現
在
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
、
実
作
例
に
接
す
る
こ
と
は
稀

で
あ
る
が
'
文
献
の
記
述
に
よ
り
そ
れ
ら
の
画
題
を
知
る
こ
と
は
で
き
る
。

そ

の
多
-
は
四
季
絵
、
月
次
絵
、
名
所
絵
な
ど
を
は
じ
め
と
し
た
景
物
画
、
山
水

画
な
ど
比
較
的
大
観
的
な
題
材
が
多
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
.

殿
内
に
居
な
が

ら
に
し
て
、
和
歌
に
詠
ま
れ
た
自
然
の
風
物
や
景
観
を
画
面
と
重
ね
合
わ
せ
な

が
ら
享
受
し
、
愉
し
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
詩
歌
(
韻
文
)
に
対
し
、
ス
ー
-
リ
ー
を
伴
う
物
語
や
説
話
文
学

に
取
材
し
た
絵
画
は
'
絵
巻
や
冊
子
な
ど
の
形
式
を
用
い
た
小
画
面
の
も
の
が

多
-
、
障
犀
画
が
主
と
し
て
絹
地
に
措
か
れ
る
一
方
、
こ
ち
ら
は
紙
地
を
主
体

と
す
る
の
で
、
紙
絵
と
呼
ば
れ
た
。

机
上
に
、
あ
る
い
は
畳
の
上
に
置
い
て
、

手
ず
か
ら
巻
物
を
開
き
、
あ
る
い
は
ペ
ー
ジ
を
繰
っ
て
場
面
を
送
り
な
が
ら
鑑

賞
す
る
手
法
は
'
ま
さ
に
時
間
を
追
っ
て
話
の
筋
が
展
開
す
る
物
語
の
絵
画
化

に
相
応
し
い
。

そ
し
て
障
犀
画
が
広
い
空
間
を
間
仕
切
り
な
が
ら
、
そ
の
設
ら

い
と
し
て
室
内
を
装
飾
す
る
と
い
う
機
能
を
も
意
図
し
た
の
に
対
し
'
紙
絵
は

専
ら
物
語
の
進
行
に
導
か
れ
'
あ
る
い
は
辿
-
な
が
ら
絵
説
き
画
面
を
享
受
す

る
と
い
う
鑑
賞
法
を
本
意
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

広
い
室
内
の
装
飾
と
、
机
上
で
の
プ
ラ
イ
ベ
1
-
な
賞
玩
。

こ
の
点
で
も
目

的
へ
意
図
を
異
に
し
た
大
小
二
つ
の
画
面
形
式
が
並
行
し
て
盛
行
し
た
所
以
で

あ
っ
た
。そ
し
て
大
画
面
の
障
昇
画
で
は
、
視
点
を
引
い
て
、
実
際
に
山
野
の

自
然
を
眺
望
す
る
如
き
景
観
が
求
め
ら
れ
'
一
方
へ
絵
巻
や
冊
子
本
で
は
'
物

語
の
舞
台
と
な
る
室
内
の
情
景
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
措
か
れ
る
。

と

に
登
場
人
物
た
ち
の
顔
の
描
写
(
い
わ
ゆ
る
引
日
釣
鼻
)
に
は
極
度
の
近
接
視

点
が
用
い
ら
れ
'
眉
や
目
鼻
が
筆
の
毛
先
を
使
っ
て
丹
念
に
作
ら
れ
、
そ
の
精

微
き
わ
ま
り
な
い
筆
技
に
は
驚
-
べ
き
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
は
顕
微
鏡
に
よ
る

(
2
)

拡
大
写
真
を
参
照
す
る
と
き
わ
め
て
よ
-
確
認
で
き
る
。

狭
い
画
面
の
中
を
濃

彩
で
埋
め
尽
-
し
、
人
物
の
衣
装
や
調
度
の
細
か
い
装
飾
文
様
が
資
を
尽
-
し

た
主
人
公
た
ち
の
華
麗
な
生
活
ぶ
-
を
妨
律
さ
せ
、
ま
た
彼
ら
の
顔
貌
を
象
る

微
妙
な
筆
線
の
働
き
が
そ
の
感
情
や
心
理
状
態
ま
で
を
想
像
さ
せ
る
。

鑑
賞
者
は
目
を
凝
ら
し
て
じ
っ
-
-
と
画
面
に
視
線
を
落
と
し
へ
繊
細
へ
微

妙
な
描
写
の
中
に
寵
め
ら
れ
た
対
象
の
真
の
姿
を
掘
り
起
こ
し
'
読
み
取
る
こ

と
に
意
を
傾
け
る
。
こ
れ
こ
そ
物
語
絵
鑑
賞
の
得
難
い
悦
び
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
う
し
た
小
画
面
に
鮮
麗
な
色
彩
と
微
妙
な
筆
技
を
凝
縮
さ
せ
た
細
密
画
は
、

『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
室
内
場
面
中
心
の
心
理
劇
の
絵
画
化
に
は
恰
好
の
形
式

と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
室
町
後
期
に
活
躍
し
'
土
佐
派
の
基
礎
を
確
立
し
た
光
信
(
7

一
五
二
二
頃
)
は
、
宮
廷
絵
所
の
絵
師
に
し
て
足
利
幕
府
の
御
用
を
も
兼
ね
て

幅
広
い
画
業
を
手
が
け
た
が
'
絵
巻
と
し
て
は
縦
幅
三
十
数
セ
ン
チ
の
標
準
的

な
画
面
に
縁
起
絵
巻
を
制
作
す
る
一
方
へ
そ
の
約
半
分
ほ
ど
の
小
型
サ
イ
ズ
の

「
小
絵
」
と
称
す
る
お
伽
草
子
絵
巻
を
も
描
き
遺
し
て
い
る
。

小
絵
は
画
面
が
狭

い
分
、
描
写
が
細
密
に
な
る
か
と
い
う
と
う
む
し
ろ
粗
略
な
傾
向
が
強
-
、
そ



の
素
朴
さ
が
か
え
っ
て
持
ち
味
の
一
つ
と
も
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
-
先
の
「
細

画
」
が
描
写
の
細
教
へ
微
細
さ
に
意
味
を
も
た
せ
た
語
で
あ
る
の
に
対
し
'
こ

れ
は
小
型
の
画
面
と
い
う
形
式
を
表
意
し
た
語
と
い
え
る
。

平
安
時
代
の
作
絵

の
微
細
を
尽
-
し
た
画
技
は
、
も
ち
ろ
ん
質
的
な
問
題
は
別
と
し
て
、
撤
密
さ

と
い
う
点
で
は
小
絵
で
は
な
-
む
し
ろ
細
画
の
成
立
に
よ
っ
て
再
現
を
見
る
。

彼
ら
の
画
業
は
'
主
と
し
て
新
興
の
町
へ
堺
を
拠
点
に
富
裕
な
町
衆
ら
を
対

象
に
、
色
紙
な
ど
の
小
品
を
通
し
て
量
産
さ
れ
、
そ
の
主
た
る
題
材
は
『
源
氏

物
語
』
な
ど
の
古
典
文
学
の
世
界
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
同
じ
物

語
文
学
の
世
界
を
題
材
と
し
へ
同
じ
-
撤
密
な
手
法
で
描
き
な
が
ら
も
作
絵
と

細
画
へ
ど
こ
が
両
者
の
絵
画
と
し
て
の
性
格
を
分
か
つ
の
か
。

そ
の
違
い
を
考

え
る
こ
と
は
互
い
の
特
質
、
と
-
わ
け
細
画
の
そ
れ
を
理
解
す
る
の
に
有
用
で

あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
作
絵
と
い
う
も
の
の
概
念
を
要
点
だ
け
で
も
確
認
し
て
お
く

必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
や
ま
と
絵
特
有
の
技
法
で
あ
っ
て
、
ま
ず
塁
の
線
で

下
図
を
こ
し
ら
え
、
そ
の
上
に
顔
料
を
塗
っ
て
彩
色
し
、
最
後
に
精
赦
な
細
い

墨
線
で
輪
郭
を
描
き
起
し
'
顔
の
目
鼻
な
ど
を
入
れ
て
仕
上
げ
る
の
が
常
套
の

(
3
)

手
法
で
あ
っ
た
o
彩
色
は
鮮
麗
な
絵
具
を
厚
-
塗
-
重
ね
、
画
面
全
体
は
美
し

い
濃
厚
な
色
彩
で
隙
間
な
-
充
填
さ
れ
る
。

作
絵
が
最
も
成
熟
L
へ
高
度
の
発

展
を
遂
げ
た
平
安
後
期
の
作
例
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
画
面
を
観
察
す
れ
ば
よ

-
理
解
で
き
る
。

例
え
ば
「
相
木
」
第
二
段
へ
病
床
の
柏
木
を
親
友
の
夕
霧
が

見
舞
う
場
面
。
縦
二
「
九
、
横
四
八
二
セ
ン
チ
の
横
長
の
画
面
の
中
央
に

二
人
の
主
人
公
を
置
き
へ
右
に
は
景
物
画
の
昇
風
や
障
子
へ
左
に
は
凡
帳
の
陰

近
世
初
期
土
佐
派
の
「
細
画
」

に
華
や
か
に
着
飾
っ
た
女
房
た
ち
の
集
う
姿
が
見
え
へ
寸
分
の
隙
間
も
な
く
濃

彩
で
埋
め
尽
-
さ
れ
る
。

御
簾
や
畳
の
鮮
や
か
な
緑
に
'
色
と
-
ど
-
の
男
女

の
衣
装
や
凡
帳
の
色
彩
が
相
侯
っ
て
'
濃
密
な
色
彩
構
成
を
生
み
出
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
へ
こ
の
絵
巻
の
見
所
は
美
し
い
色
調
に
生
命
が
あ
-
、
色

彩
主
導
の
絵
画
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

だ
が
視
点
を
近
づ
け
て
細
部
を
凝

視
す
る
と
へ
人
物
の
顔
貌
な
ど
に
は
実
に
撤
密
な
描
写
が
目
に
入
る
。

相
木
や

女
房
た
ち
の
眉
は
濃
-
太
-
'
両
端
は
塁
の
濃
度
を
落
と
し
て
徐
々
に
皐
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
拡
大
図
版
で
見
る
と
、
実
際
は
一
本
々
々
毛
措
き
の

線
の
間
隔
を
按
配
し
て
葦
L
と
同
様
の
効
果
を
作
り
出
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

因
み
に
こ
の
絵
巻
の
男
の
顔
(
被
-
物
の
下
か
ら
顎
の
下
ま
で
)
は
縦
お
よ
そ

一
五
～
一
八
ミ
リ
程
度
と
小
さ
い
が
、
眉
の
太
さ
も
巾
一
ミ
リ
余
と
き
わ
め
て

柵
-
、
そ
の
両
端
に
細
線
を
引
き
連
ね
る
と
い
う
芸
の
細
か
さ
が
よ
く
分
か
る
。

ま
た
顔
の
輪
郭
や
目
鼻
を
象
る
線
も
単
純
な
一
本
線
で
は
な
く
、
細
い
短
い
筆

線
を
部
分
的
に
重
ね
な
が
ら
形
を
整
え
形
成
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
入
念
な
筆
線
の
技
は
、
王
朝
時
代
に
磨
き
上
げ
ら
れ
た
作
絵
の
す

ぐ
れ
た
感
覚
と
技
術
の
所
産
と
い
え
る
。

ま
さ
に
微
細
も
精
撤
な
表
現
の
中
に

特
有
の
美
を
見
出
し
、
追
求
す
る
王
朝
貴
族
た
ち
の
執
念
が
強
く
う
か
が
え
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
伝
統
が
中
世
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
'

展
開
し
た
か
を
こ
こ
で
辿
る
余
裕
は
な
い
が
へ
物
語
絵
に
篭
め
ら
れ
た
精
妙
な

筆
技
を
駆
使
す
る
精
神
は
、
形
と
質
を
変
え
な
が
ら
も
温
存
さ
れ
、
近
世
に
ま

で
及
ん
で
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
'
こ
れ
ま
で
土
佐
派
の
細
密
画
に
つ
い
て
は
早
-
か
ら
注
目
が
寄
せ
ら

七
七



れ
'
多
-
の
論
文
が
提
出
さ
れ
て
き
た
。

本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
も
そ
れ
ら

の
論
考
に
教
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
少
な
-
な
い
が
へ
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
先
行
研

究
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
も
そ
の
微
細
表
現
の
実
態
を
も
う
少
し
詳
し
く
、
具
体

的
に
観
察
し
'
細
画
の
本
質
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

二
へ
光
吉
の
源
氏
絵
様
式

土
佐
光
書
は
室
町
時
代
の
や
ま
と
絵
界
を
代
表
す
る
光
信
へ
そ
の
子
光
茂
の

あ
と
を
う
け
'
桃
山
画
壇
に
活
躍
し
た
。

光
茂
の
子
と
も
弟
子
と
も
い
わ
れ
る

が
'
最
近
で
は
門
人
説
が
有
力
の
よ
う
だ
。

光
茂
の
長
男
で
戦
乱
に
不
慮
の
死

を
遂
げ
た
光
元
の
子
ら
を
育
て
つ
つ
、
終
生
堺
の
地
に
在
っ
て
自
ら
源
氏
絵
の

制
作
に
意
を
注
ぐ
な
ど
、
土
佐
派
の
命
脈
を
守
っ
た
功
績
は
大
き
い
。

彼
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
『
源
氏
物
語
』
五
十
四
帖
か
ら
各
場
面
を
選
ん

で
色
紙
に
細
密
な
筆
で
措
-
画
技
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
l
方
で
大

画
面
の
障
犀
画
も
手
掛
け
た
こ
と
は
'
彼
の
画
風
の
特
徴
を
示
す
い
く
つ
か
の

犀
風
の
存
在
か
ら
う
か
が
え
る
。

こ
れ
に
関
し
て
欄
揮
正
彦
氏
は
「
光
書
の
真

骨
頂
を
畑
画
作
品
に
求
め
る
こ
と
の
偏
重
」
を
挙
げ
へ
「
画
壇
の
趨
勢
か
ら
す
れ

ば
、
彼
の
大
画
面
作
品
の
検
討
も
不
可
欠
の
作
業
」
と
説
い
て
、
い
く
つ
か
の

(
4
)

作
品
検
討
を
試
み
て
い
る
。

確
か
に
桃
山
以
前
の
や
ま
と
絵
系
の
犀
風
、
襖
絵
の
作
者
は
自
ら
の
落
款
、

印
章
を
画
中
に
入
れ
な
い
の
が
通
例
で
あ
っ
て
'
光
書
も
例
外
で
は
な
か
っ
た

ろ
う
0と

す
れ
ば
光
書
画
風
の
犀
風
の
中
に
は
彼
の
真
筆
が
含
ま
れ
て
い
る
可

S
B

能
性
を
十
分
考
慮
す
る
必
要
性
が
あ
る
。

中
で
も
メ
-
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
所

蔵
の
「
関
屋
・
御
幸
・
浮
舟
図
犀
風
」
は
注
目
さ
れ
る
。

本
国
に
関
し
て
は
、

早
-
に
山
根
有
三
氏
に
よ
っ
て
も
光
書
と
の
関
連
作
品
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い

(
l
O
)

る
。現
在
四
曲
1
双
犀
風
で
あ
る
が
'
引
き
手
の
跡
か
ら
も
と
は
八
枚
の
襖
絵

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

片
隻
の
左
下
に
'
元
禄
五
年
二
六
九
二
)
に
土

佐
光
戊
が
紙
中
極
め
を
書
L
t
同
図
が
光
書
筆
で
'
一
部
光
起
が
補
筆
し
た
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。

確
か
に
人
物
の
顔
の
表
現
な
ど
は
光
書
の
色
紙
画
の
そ
れ

と
共
通
し
'
光
書
作
品
と
し
て
認
め
る
向
き
が
多
-
'
彼
の
大
画
の
基
準
的
作

例
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
犀
風
に
措
か
れ
る
関
屋
へ
御
幸
へ
浮
舟
の
図
を
、
彼
の
源
氏
絵
色
紙
の

そ
れ
ら
と
比
べ
る
と
、
い
ず
れ
も
同
じ
帖
の
別
の
場
面
に
取
材
し
'
図
様
を
異

に
す
る
。
犀
風
の
図
は
、
三
場
と
も
野
外
に
舞
台
を
設
け
へ
金
雲
の
合
間
か
ら

大
勢
の
人
物
の
活
動
す
る
様
が
大
観
で
き
へ
大
画
面
に
相
応
し
い
構
図
と
し
て

い
る
。
障
犀
と
色
紙
-
画
面
の
横
に
延
び
る
開
放
性
の
強
い
襖
や
犀
風
と
'

狭
い
四
角
形
に
限
定
さ
れ
た
色
紙
-
の
違
い
に
よ
っ
て
、
場
面
の
選
択
、
視

点
の
取
り
方
が
異
な
る
の
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
'
光
書
も
両
者
を
巧
み
に

作
-
分
け
て
い
る
。

ま
た
犀
風
に
登
場
す
る
男
女
は
み
な
引
目
釣
鼻
で
は
な
く
も

目
は
上
下
の
険
を
描
き
分
け
て
上
を
濃
-
引
き
'
中
に
瞳
を
入
れ
る
見
開
き
の

目
と
し
、
鼻
も
「
-
」
の
字
で
は
な
-
鼻
先
を
丸
-
カ
ー
ヴ
さ
せ
、
さ
ら
に
小

鼻
も
表
わ
す
。

唇
も
上
下
に
措
き
分
け
る
な
ど
へ
は
る
か
に
現
実
的
な
顔
に
作

ら
れ
る
。
彼
の
源
氏
絵
色
紙
の
穏
や
か
な
姿
態
も
顔
貌
表
現
と
は
異
な
り
'
大

画
面
の
源
氏
絵
は
作
絵
の
拡
大
へ
再
現
で
は
な
-
'
静
的
な
姿
よ
り
動
き
と
表



情
が
好
ま
し
い
と
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
源
氏
絵
が
成
立
、
発
展
し
た
平
安
当
初
は
、
物
語
絵
の
主

た
る
画
面
形
式
は
絵
巻
へ
冊
子
等
の
小
品
で
あ
っ
て
へ
そ
の
狭
い
画
面
に
登
場

す
る
男
女
の
姿
態
、
表
情
は
、
激
し
い
動
作
や
感
情
の
起
伏
を
抑
え
た
静
的
な

人
物
表
現
こ
そ
好
ま
し
い
。

光
吉
が
色
紙
の
小
画
面
に
障
犀
画
と
は
違
っ
た
引

目
釣
鼻
の
伝
統
的
パ
タ
ー
ン
を
も
っ
て
措
き
分
け
た
の
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と

と
い
え
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
彼
が
大
小
画
面
に
作
品
を
遺
し
伝
え
て
い
る
こ
と

は
'
当
代
の
「
源
氏
絵
措
き
」
の
第
一
人
者
と
し
て
の
存
在
を
強
く
印
象
づ
け

て
い
る
。

さ
て
光
書
の
手
に
な
る
源
氏
物
語
画
帖
と
し
て
、
京
都
国
立
博
物
館
(
京
博

本
)
四
帖
と
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
(
久
保
惣
本
)
八
〇
両
セ
ッ
-
の
二

作
が
あ
げ
ら
れ
る
。
(
こ
の
他
に
も
こ
れ
ら
二
作
と
は
画
面
サ
イ
ズ
の
異
な
る
何

枚
か
の
色
紙
も
伝
存
L
t
別
の
源
氏
絵
画
帖
が
い
く
つ
も
作
ら
れ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。

二
見
博
本
は
四
帖
で
絵
五
十
四
国
を
数
え
へ
そ
の
う
ち
冒
頭
か
ら
の

三
十
六
図
の
紙
背
に
は
光
書
の
用
い
た
「
土
佐
久
翌
」
の
墨
文
重
郭
円
印
が
捺

さ
れ
、
画
者
が
わ
か
る
。

残
り
の
う
ち
十
二
園
は
無
記
名
の
も
の
も
六
図
に
は

「
長
次
郎
」
と
い
う
別
の
画
家
名
が
墨
書
さ
れ
た
も
の
で
、
三
種
に
分
け
ら
れ
る
。

い
ま
問
題
と
す
べ
き
は
「
久
翌
」
印
(
光
吉
筆
)
の
三
十
六
図
で
あ
る
。

本
画

帖
の
こ
う
し
た
複
雑
な
制
作
状
況
か
ら
'
「
依
頼
を
受
け
て
制
作
中
の
光
書
が
老

齢
の
た
め
途
中
で
側
近
の
画
人
に
指
示
し
て
作
画
を
続
け
、
さ
ら
に
間
も
な
く

彼
が
他
界
し
た
の
で
'
・
最
後
の
六
図
を
長
次
郎
が
完
成
さ
せ
た
」
と
す
る
秋
山

r
a

光
和
氏
の
解
釈
が
安
当
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
こ
れ
ら
京
博
本
の
初
め
の
三
十

近
世
初
期
土
佐
派
の
「
細
画
」

六
図
は
光
書
他
界
(
慶
長
十
八
年
=
一
六
一
三
、
五
月
五
日
)
直
前
の
最
晩
年

作
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
久
保
惣
本
は
仝
八
十
図
で
、
各
紙
背
に
は
先
の
京
博
画
帖
と
同
じ

「
土
佐
久
翌
」
の
墨
文
重
郭
円
印
が
あ
る
。

画
風
か
ら
み
て
も
(
仮
に
弟
子
の
補

助
的
参
与
が
あ
っ
た
に
せ
よ
)
光
書
の
作
と
し
て
問
題
な
か
ろ
う
。

詞
書
筆
者

の
官
職
か
ら
す
る
と
へ
制
作
時
期
は
光
書
他
界
の
前
年
へ
慶
長
十
七
年
(
一
六

一
二
)
頃
に
絞
ら
れ
、
や
は
り
光
書
最
晩
年
の
作
と
み
て
よ
い
。

京
博
本
三
十

六
図
が
先
の
推
定
(
秋
山
説
)
ど
お
り
光
吉
の
ほ
ぼ
絶
筆
で
あ
る
な
ら
、
久
保

惣
本
は
相
前
後
す
る
(
わ
ず
か
に
先
立
つ
)
制
作
と
み
ら
れ
る
。

な
お
楢
崎
宗

重
氏
は
、
当
時
新
出
の
久
保
惣
本
を
と
り
上
げ
、
京
博
本
の
強
-
租
い
画
風
に

(
7
)

比
べ
、
岡
本
は
畢
生
の
力
作
と
し
て
京
博
本
よ
-
後
の
制
作
へ
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
二
本
の
画
面
寸
法
を
比
べ
る
と
、
久
保
惣
本
が
お
よ
そ
(
図
に
よ
っ

て
微
差
あ
り
)
各
縦
二
〇
・
〇
へ
横
二
六
二
二
セ
ン
チ
(
舵
-
横
「
二

三
)
'
京
博
本
は
お
よ
そ
各
縦
二
五
・
七
、
横
二
二
・
五
セ
ン
チ
(
「
一
四
‥

一
)
で
、
前
者
が
横
長
な
の
に
対
し
'
後
者
は
や
や
縦
長
の
色
紙
を
用
い
て
い

る
。(

最
終
頁
の
付
表
参
照
)
こ
れ
に
よ
っ
て
両
作
の
図
様
構
成
に
も
か
な
り
の

違
い
が
生
ま
れ
て
い
る
。

久
保
惣
本
は
横
長
の
画
面
を
利
し
て
建
物
も
人
物
'

景
物
な
ど
を
自
然
に
配
し
'
横
へ
の
広
が
-
'
ゆ
と
-
あ
る
空
間
を
生
み
出
す
。

対
し
て
京
博
本
は
縦
長
と
い
う
や
や
不
自
然
な
画
面
に
諸
モ
チ
ー
フ
を
積
み
重

ね
る
よ
う
な
構
図
と
し
、
し
か
も
視
点
を
近
づ
け
て
人
事
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

し
、
や
や
大
き
め
な
図
様
で
空
間
を
塞
い
で
多
少
窮
屈
な
感
は
あ
る
が
へ
そ
の

分
へ
密
度
の
濃
い
画
面
を
作
り
上
げ
る
。

ま
た
同
じ
場
面
の
類
似
す
る
図
桂
岡

七
九



士
を
比
べ
る
と
、
京
博
本
は
脇
役
の
人
物
の
数
を
減
ら
し
、
背
景
部
分
の
描
写

を
縮
小
す
る
な
ど
し
て
へ
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
心
が
け
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

例
え
ば
「
桐
壷
」
で
は
、
両
本
と
も
苦
言
の
将
来
を
相
人
に
占
わ
せ
る
場
面

を
描
き
、
殆
ど
類
似
し
た
図
様
で
構
成
さ
れ
る
が
'
久
保
惣
本
は
殿
内
と
庭
の

人
物
を
対
角
線
上
に
配
置
し
、
ゆ
と
-
を
見
せ
る
の
に
対
し
、
京
博
本
は
内
外

の
人
物
を
縦
に
置
き
へ
数
も
一
人
減
ら
し
て
大
き
目
に
描
-
0

「
滞
標
」
で
も
鳥

居
を
背
に
進
行
す
る
十
六
人
の
l
行
を
十
二
人
に
滅
し
て
大
柄
に
描
き
、
画
面

を
充
足
さ
せ
る
。
そ
し
て
遠
近
表
現
を
抑
え
も
む
し
ろ
平
面
的
な
図
様
で
画
面図1土佐光吉「源氏物語手鑑」(若菜三)和泉市久保惣記念美術館

(原寸)

を
構
成
す
る
こ
と
で
意
匠
性
を
高
め
て
い
る
。

全
体
的
に
み
て
'
久
保
惣
本
は

視
点
を
引
い
て
横
へ
の
広
が
-
と
豊
か
な
景
物
表
現
を
も
っ
て
趣
致
を
高
め
、

京
博
本
は
対
象
を
近
-
捉
え
て
濃
密
な
画
面
と
し
'
よ
-
高
い
装
飾
効
果
を
志

向
す
る
。

京
博
、
久
保
惣
両
本
と
も
描
写
の
赦
密
さ
に
お
い
て
は
大
き
な
差
は
な
-
、

甲
乙
つ
け
が
た
い
。
こ
う
し
た
筆
技
の
精
微
さ
を
示
す
例
と
し
て
、
室
内
の
廉

の
筋
目
・
(
竹
を
細
-
割
っ
て
連
ね
た
簸
-
ひ
ご
)
を
表
わ
す
細
線
が
一
つ
の
手

が
か
-
と
な
る
。
(
図
1
)
両
作
に
描
か
れ
る
簾
の
目
の
密
に
引
き
連
ね
た
無
数

の
細
い
直
線
は
、
一
見
'
金
と
緑
の
線
を
交
互
に
引
い
た
よ
う
に
見
え
る
が
、

実
際
は
緑
青
を
地
塗
-
し
た
上
に
金
泥
で
細
い
線
を
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。

各

線
は
乱
れ
も
な
-
正
確
で
、
恐
ら
-
定
規
の
溝
を
使
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
溝
引
き
」

の
技
法
を
使
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
無
論
そ
れ
ら
は
図
に
よ
-
、
部
分

に
よ
っ
て
間
隔
に
微
妙
な
ば
ら
つ
き
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。光

吉
の
二
作
の
色
紙
で
は
'
一
セ
ン
チ
の
巾
の
中
に
お
よ
そ
二
十
本
前
後

t
o
)

の
線
が
数
え
ら
れ
'
す
な
わ
ち
一
ミ
リ
巾
に
約
二
本
と
い
う
間
隔
が
保
た
れ
る
。

こ
れ
ら
は
一
例
に
過
ぎ
な
い
が
'
他
に
も
衣
裳
や
調
度
品
の
文
様
へ
庭
の
草
花
へ

前
栽
の
露
な
ど
に
及
ん
で
微
細
な
筆
技
で
小
さ
な
紙
面
が
満
た
さ
れ
る
。

そ
し

て
こ
う
し
た
赦
密
な
作
業
が
多
-
の
色
紙
の
画
面
に
繰
り
返
さ
れ
、
数
々
の
画

帖
を
制
作
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
細
密
描
写
の
例
を
あ
げ
る
と
、
久
保
惣
本
の
「
花
の
宴
」
で
は
'
画

面
の
一
角
に
置
か
れ
た
屋
内
の
有
様
が
望
ま
れ
る
。

細
い
線
を
網
目
状
に
引
い

た
敷
物
を
敷
き
、
そ
の
上
に
小
紋
を
あ
し
ら
っ
た
衣
裳
を
着
る
二
人
の
女
性
が



図2土佐光吉「源氏物語画帖」(紅葉貿)京都国立

博物館

図3　同右　部分

近
世
初
期
土
佐
派
の
「
細
画
」

坐
-
へ
そ
の
情
景
が
簾
越
し
に
覗
か
れ
る
。

敷
物
、
衣
裳
へ
簾
と
微
密
な
筆
が

二
重
三
重
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
簾
の
線
描
に

は
、
先
述
の
と
お
-
'
緑
青
の
地
に
金
泥
の
線
が
使
わ
れ
、
ま
た
衣
裳
の
細
か

い
文
様
に
は
白
地
に
極
細
の
墨
の
線
が
用
い
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

こ
れ
は

金
泥
も
墨
も
他
の
顔
料
(
岩
絵
具
)
に
比
べ
へ
き
わ
め
て
細
か
い
微
粒
子
の
色

料
で
あ
る
た
め
'
抵
抗
の
な
い
滑
ら
か
な
筆
が
ス
ム
ー
ズ
に
運
ば
れ
'
こ
の
よ

う
な
微
細
な
作
画
に
適
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
紅
葉
賀
」
で
も
両
本
と
も
に
微
細
な
描
写
が
冴
え
る
。

元
日
の
朝
、
朝
拝
の

途
次
に
源
氏
が
立
ち
寄
る
紫
の
上
の
部
屋
。

雛
遊
び
に
夢
中
の
幼
い
紫
の
上
の

前
に
は
善
美
を
尽
-
し
た
人
形
の
家
が
置
か
れ
る
。

(
図
0
0
蝣
c
o
)
京
博
本
の
玩

具
の
家
は
久
保
惣
本
に
比
べ
て
か
な
-
大
振
-
で
'
こ
こ
で
も
狭
い
色
紙
の
画

面
空
間
の
か
な
-
の
部
分
を
占
拠
す
る
。

因
み
に
京
博
本
の
雛
の
家
の
全
高

(
屋
根
の
上
端
か
ら
家
の
底
辺
に
垂
直
に
下
ろ
し
た
線
の
長
さ
)
は
画
面
縦
寸
法

の
約
三
・
五
分
の
二
久
保
惣
本
は
四
分
の
一
と
さ
ら
に
小
さ
い
。

室
内
に
遊

ぶ
女
性
た
ち
の
衣
裳
文
様
や
、
冊
子
な
ど
を
載
せ
る
厨
子
に
施
さ
れ
た
金
蒔
絵

の
小
紋
の
赦
密
さ
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。

玩
具
の
家
の
敷
物
も
細
密
、

美
麗
で
あ
る
が
'
さ
ら
に
そ
の
ド
ー
ル
ハ
ウ
ス
の
中
の
人
形
た
ち
の
衣
裳
に
斌

さ
れ
た
文
様
に
ま
で
微
細
な
筆
を
尽
-
す
神
経
と
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
は
'
驚
嘆
の

念
を
禁
じ
え
な
い
。

こ
の
よ
う
な
極
彩
色
を
用
い
て
、
端
正
な
筆
を
駆
使
し
た
源
氏
絵
の
密
画
は
'

平
安
時
代
の
絵
巻
と
は
別
の
形
で
再
現
さ
れ
た
新
し
い
「
作
絵
」
と
み
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

そ
れ
は
平
安
絵
巻
の
巧
撒
き
わ
ま
-
な
い
筆
線
に
よ
る
顔
貌
描

八
一



写
、
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
た
た
え
た
優
麗
な
色
彩
表
現
、
な
ど
と
は
別
種
の

精
赦
さ
を
訴
え
る
。
平
安
時
代
の
作
絵
が
消
え
入
る
よ
う
な
描
線
、
溶
け
込
む

よ
う
な
色
調
で
観
者
の
眼
を
画
中
に
引
き
こ
む
の
に
対
し
'
光
書
画
の
そ
れ
は
'

云
っ
て
み
れ
ば
個
々
の
線
や
点
や
色
が
主
張
し
合
い
'
絡
み
合
っ
て
、
明
確
で

無
機
的
な
造
形
美
を
訴
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
王
朝
の
物
語
絵
の
優
美
と
い

う
ベ
ー
ル
の
裏
に
内
在
し
て
い
た
華
美
な
る
装
飾
的
側
面
を
、
も
っ
と
積
極
的

に
抽
出
へ
具
象
化
し
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

三
へ
光
則
の
極
彩
と
白
描

光
吉
の
後
を
継
い
で
土
佐
家
を
守
っ
た
光
則
は
'
光
吉
の
子
、
ま
た
は
弟
子

と
伝
え
ら
れ
る
。

光
書
と
と
も
に
堺
で
活
躍
す
る
が
、
晩
年
の
寛
永
十
一
年

(
一
六
三
四
)
に
は
子
息
の
光
起
を
伴
っ
て
京
都
に
移
住
、
残
る
数
年
を
土
佐
家

と
も
緑
深
い
こ
の
伝
統
の
地
で
過
ご
し
へ
同
派
の
再
興
を
志
し
た
が
'
果
た
せ

ぬ
ま
ま
世
を
去
っ
た
。

彼
の
画
業
は
や
は
-
堺
の
町
を
活
躍
の
場
に
、
源
氏
絵

を
中
心
と
し
た
色
紙
絵
制
作
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
伝
承
作
品
を
含
め
て
著
彩
、

白
描
の
絵
が
か
な
-
伝
わ
っ
て
い
る
。

そ
の
特
徴
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
光
吉
が

確
立
し
た
細
密
技
法
を
さ
ら
に
深
-
追
求
し
、
細
画
の
美
を
極
め
た
点
に
あ
る
。

小
さ
な
画
面
を
美
麗
な
極
彩
色
で
埋
め
尽
-
す
彩
色
画
の
l
方
へ
墨
一
色
の
単

色
画
を
得
意
と
し
へ
白
描
源
氏
絵
は
こ
の
時
代
土
佐
派
の
お
家
芸
と
も
い
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。

光
則
の
色
紙
絵
の
特
色
と
し
て
は
'
ま
ず
画
面
が
極
端
に
小
さ
い
こ
と
が
あ

八
二

げ
ら
れ
る
0
光
書
の
色
紙
は
小
品
と
は
い
え
、
先
に
付
表
で
見
た
よ
う
に
二
作

と
も
縦
、
横
が
二
〇
セ
ン
チ
余
-
で
も
そ
れ
ら
の
面
積
は
五
〇
〇
平
方
セ
ン
チ

を
超
え
る
。

し
か
し
光
則
色
紙
の
諸
作
で
は
縦
へ
横
と
も
に
十
数
セ
ン
チ
の
小

さ
い
、
ほ
ぼ
正
方
形
を
な
し
、
面
積
も
二
〇
〇
平
方
セ
ン
チ
前
後
と
'
光
書
色

紙
の
半
分
以
下
の
手
の
ひ
ら
サ
イ
ズ
で
、
極
端
に
小
型
化
さ
れ
る
。

(
付
表
参
照
)

お
よ
そ
正
方
形
の
画
面
と
い
う
も
の
は
横
へ
の
広
が
り
へ
上
へ
の
発
展
性
を
拒

み
、
絵
図
と
し
て
は
や
や
窮
屈
な
制
約
感
を
覚
え
る
が
'
光
則
画
は
そ
の
正
方

形
を
選
び
、
狭
い
紙
面
に
可
能
な
限
-
の
微
細
な
描
写
を
圧
縮
し
て
封
じ
込
め

た
よ
う
な
'
あ
る
種
特
有
の
充
足
感
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
彼
の
濃
彩
画
の
源
氏
絵
色
紙
と
し
て
は
'
徳
川
辛
明
会
(
徳
川
本
)
の

画
帖
が
挙
げ
ら
れ
る
。

詞
へ
絵
各
六
十
枚
の
セ
ッ
ト
で
も
各
国
の
裏
面
に
は
光

則
が
使
用
し
た
「
土
佐
光
則
」
の
墨
文
重
郭
印
が
捺
さ
れ
る
。

各
画
面
の
寸
法

は
縦
一
五
・
五
、
横
一
四
二
で
、
約
一
割
ほ
ど
縦
長
で
あ
る
。

絵
を
通
観
し

て
言
え
る
こ
と
は
'
光
書
色
紙
絵
に
比
べ
て
い
っ
そ
う
描
写
が
細
密
化
し
'
密

度
を
高
め
た
こ
と
で
あ
る
。

先
に
み
た
光
書
色
紙
の
う
ち
画
面
構
成
が
近
似
す

る
久
保
惣
本
「
紅
葉
賀
」
と
光
則
の
同
図
を
比
較
す
る
と
、
画
面
が
極
端
に
縮

小
さ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
視
点
を
さ
ら
に
引
い
て
庭
の
情
景
を
広
-
と
り
入
れ
へ

そ
の
分
縮
小
さ
れ
た
狭
い
屋
内
に
集
う
人
物
も
、
久
保
惣
本
の
四
人
か
ら
さ
ら

に
六
人
に
増
や
し
'
ま
す
ま
す
複
雑
化
す
る
。

画
面
を
小
型
化
し
、
図
様
を
濃

密
に
L
へ
描
写
を
縮
小
し
て
'
敢
え
て
微
細
へ
精
練
な
筆
技
に
挑
戦
す
る
の
で

あ
る
。

人
形
の
家
の
高
さ
は
画
面
縦
の
七
・
四
分
の
l
で
も
実
寸
二
・
1
セ
ン
チ
に



し
か
過
ぎ
な
い
。
そ
の
中
に
玩
具
の
人
形
三
体
を
配
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
着
物
を

着
せ
文
様
を
添
え
る
0

横
の
厨
子
の
蒔
絵
に
付
さ
れ
た
金
泥
の
点
々
は
光
書
画

の
そ
れ
よ
-
さ
ら
に
微
粒
で
'
ま
さ
に
ミ
ク
ロ
の
技
術
の
所
産
と
い
え
る
。

庭

の
梅
の
木
の
幹
に
付
着
す
る
苔
の
周
囲
に
点
綴
す
る
白
線
の
粒
は
、
長
さ
五
ミ

リ
中
に
一
〇
個
(
一
ミ
リ
に
二
個
)
を
数
え
、
さ
ら
に
簾
の
横
筋
は
丁
、
リ
巾

の
中
に
三
本
の
線
が
引
か
れ
、
光
吉
色
紙
絵
(
約
二
本
)
の
一
・
五
倍
の
細
か

さ
と
な
る
。

さ
て
光
則
は
極
彩
色
の
源
氏
絵
制
作
の
一
方
、
白
描
絵
の
作
品
も
多
く
の
こ

し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
フ
リ
ア
美
術
館
(
図
4
)
、
バ
ー
ク
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

(
図
5
)
、
東
京
国
立
博
物
館
(
犀
風
貼
-
交
ぜ
)
な
ど
の
色
紙
は
、
彼
が
直
接
、

密
接
に
関
与
し
た
作
品
と
み
る
。

そ
れ
ら
は
濃
墨
の
面
と
'
淡
墨
の
ご
く
細
い

線
を
主
調
と
し
た
単
色
画
で
、
そ
れ
に
各
図
の
雲
霞
表
現
に
金
彩
(
金
泥
)
へ
ま

た
と
き
に
朱
を
加
味
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
が
'
光
則
が
得
意
と
し
た
へ
い
わ
ゆ

る
白
描
の
源
氏
絵
の
典
型
的
作
風
を
示
す
。

そ
れ
ら
に
み
る
特
色
を
挙
げ
る
と
、
極
端
に
縮
ま
っ
た
小
画
面
に
、
色
彩
を

排
除
し
た
単
調
な
絵
図
の
中
に
微
細
、
精
微
な
筆
技
を
集
中
さ
せ
、
画
面
を
凝

視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
極
小
の
図
様
の
中
に
潜
む
対
象
の
思
い
が
け
ぬ
存

在
、
意
外
な
姿
に
発
見
の
悦
び
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
い

う
単
色
画
と
は
'
単
に
墨
一
色
の
み
の
絵
と
い
う
意
味
に
限
定
し
な
い
。

あ
く

ま
で
墨
を
主
調
と
し
な
が
ら
霞
な
ど
に
金
泥
を
付
加
L
へ
明
暗
二
色
の
構
成
に

ょ
り
、
黒
一
色
の
単
調
な
画
面
に
抑
揚
を
作
-
出
し
て
い
る
。

す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
墨
も
金
泥
も
粒
子
の
微
細
な
、
水
な
ど
の
液
体
に
溶
け
や
す
い
色
料
で

近
世
初
期
土
佐
派
の
「
細
画
」

あ
る
。墨
の
濃
い
面
と
淡
い
線
で
形
成
さ
れ
る
単
一
へ
明
確
な
墨
画
に
金
泥
を

加
味
し
、
そ
の
微
粒
子
同
士
の
融
け
合
い
に
よ
る
働
き
が
モ
ノ
-
-
ン
な
色
調

の
中
に
か
す
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
補
い
、
単
調
に
陥
る
の
を
救
っ
て
い
る
の
が

わ
か
る
。

こ
れ
ら
の
自
描
画
で
は
、
着
彩
の
色
紙
絵
の
よ
う
に
雲
や
霞
の
表
現

に
金
の
切
箔
、
砂
子
を
用
い
ず
、
主
に
金
泥
を
掃
い
て
墨
と
の
調
和
を
は
か
る
。

そ
の
他
に
も
よ
-
注
視
す
る
と
、
男
女
の
唇
に
は
微
細
な
朱
の
点
が
打
た
れ
'

ま
た
か
す
か
に
覗
-
衣
の
裏
に
は
、
や
は
-
朱
が
斌
彩
さ
れ
へ
色
彩
的
な
ア
ク

セ
ン
ト
を
加
え
て
い
る
。

粒
子
の
異
な
る
顔
料
　
(
岩
絵
具
)
　
を
用
い
ず
、
ひ
た
す
ら

子
の
滑
ら
か図4　土佐光則「白描源氏物語絵画帖」 (購蛤)フリア美術館



な
墨
汁
と
金
泥
に
限
定
し
て
単
一
な
筆
技
に
専
念
で
き
る
た
め
'
微
細
表
現
に

神
経
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
が
容
易
で
、
驚
-
べ
き
微
密
な
筆
技
が
現
出
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
相
見
香
両
氏
は
か
つ
て
光
則
の
細
画
を
評
し
て
「
繊
巧
そ
の
も
の

と
も
称
す
べ
き
精
密
徴
妙
な
る
も
の
で
'
真
に
驚
-
べ
き
技
術
」
「
土
佐
の
家
法

を
圧
縮
し
て
小
さ
-
し
た
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
繊
細
髪
の
如
き
線
を
以
て
釣

勤
を
と
-
、
そ
の
間
に
厚
い
岩
絵
具
な
ど
を
施
し
て
線
を
乱
さ
ね
ば
形
も
-
づ

】
a

さ
ぬ
」
と
賞
し
て
い
る
。

著
色
画
の
徳
川
本
で
果
た
し
た
簾
の
目
の
一
ミ
リ
巾

に
三
本
の
線
は
、
白
描
絵
で
は
さ
ら
に
密
度
を
増
し
て
四
本
と
い
う
間
隔
を
可

能
と
し
、
こ
れ
は
光
吉
彩
色
画
の
二
倍
の
赦
密
さ
を
実
現
さ
せ
た
わ
け
で
あ
る
。

一
見
し
て
'
グ
レ
ー
に
見
え
る
色
面
を
拡
大
鏡
で
熟
視
す
れ
ば
'
そ
こ
に
無
数

の
線
の
集
積
が
確
認
さ
れ
、
あ
る
い
は
衣
の
淡
墨
の
模
様
が
実
は
細
い
微
妙
な

線
の
引
き
連
ね
で
あ
る
の
に
気
づ
-
如
き
例
は
少
な
-
な
い
。

ま
た
男
女
の
顔

を
よ
-
観
察
す
る
と
'
唇
を
針
で
突
い
た
ほ
ど
の
小
さ
な
点
で
表
す
が
、
ル
ー

ペ
で
拡
大
す
る
と
墨
で
は
な
-
朱
の
点
で
あ
る
こ
と
が
辛
う
じ
て
判
明
で
き
る
。

ま
さ
に
相
見
氏
の
い
う
「
繊
細
髪
の
如
き
」
技
で
あ
る
。

墨
主
体
の
白
描
画
は
、
同
じ
細
画
で
も
極
彩
色
の
細
密
画
面
の
そ
れ
と
は
異

な
り
、
一
元
的
な
墨
の
濃
淡
で
微
妙
な
趣
を
表
出
す
る
。

例
え
ば
フ
リ
ア
美
術

館
本
「
桐
壷
」
の
庭
の
秋
草
の
し
な
や
か
な
曲
線
の
姿
は
、
直
線
主
体
で
白
黒

を
強
調
し
た
屋
台
の
図
様
と
は
対
照
的
に
柔
ら
か
-
風
情
を
感
じ
さ
せ
る
。

岡

本
「
購
蛤
」
の
庭
前
の
石
楠
花
も
屋
内
の
女
房
た
ち
の
黒
髪
(
つ
や
の
あ
る
焦

墨
)
に
対
比
し
た
'
消
え
入
る
よ
う
な
淡
い
業
の
薄
墨
が
風
趣
を
添
え
る
。

自

描
画
特
有
の
精
微
な
表
現
と
い
う
意
味
で
は
、
例
え
ば
バ
ー
ク
・
コ
レ
ク
シ
ョ

5土佐光則「白描源氏物語絵画帖」(若菜下)バーク・コレ

クション

ン
本
「
空
蝉
」
も
源
氏
と
小
君
の
着
衣
の
複
雑
な
文
様
、
松
図
を
描
-
杉
戸
の

板
地
の
木
目
な
ど
、
思
わ
ず
画
中
に
目
を
引
き
込
ま
れ
'
熟
視
さ
せ
ら
れ
る
。

わ
が
国
の
白
描
画
の
歴
史
は
上
代
に
遡
る
が
、
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
や
ま

と
絵
の
作
絵
を
単
色
化
し
た
よ
う
な
、
白
描
物
語
絵
が
盛
行
L
t
墨
の
筆
墨
が

い
か
に
細
密
画
に
適
し
た
も
の
か
を
物
語
る
。

「
白
描
絵
入
浮
舟
冊
子
」
や
「
隆

房
卿
艶
詞
絵
巻
」
、
「
枕
草
子
絵
巻
」
な
ど
が
そ
れ
で
、
女
性
の
髪
な
ど
の
濃
墨

の
面
と
、
輪
郭
を
象
る
淡
墨
の
細
い
線
を
組
み
合
わ
せ
て
構
成
し
た
'
清
楚
に

し
て
艶
め
か
し
い
画
面
が
彩
色
画
に
は
な
い
魅
力
を
訴
え
る
。

「
絵
入
浮
舟
冊
子
」

の
遠
樹
や
岩
の
毅
に
施
さ
れ
る
、
淡
塁
を
掃
い
た
よ
う
に
見
え
る
灰
色
の
帯
は
'



実
は
ご
-
細
い
毛
措
き
の
線
を
引
き
連
ね
た
も
の
で
、
白
描
な
ら
で
は
の
き
め

細
か
さ
を
現
出
し
て
い
る
。

ま
た
「
隆
房
卿
艶
詞
絵
巻
」
も
顔
の
目
鼻
に
繊
細

な
筆
線
を
慎
重
に
運
び
、
ま
た
微
粒
子
の
墨
の
特
性
を
活
か
し
て
御
簾
の
筋
目

も
一
ミ
リ
内
に
二
本
を
入
れ
、
光
則
白
描
画
の
四
本
と
は
い
か
な
い
ま
で
も
光

書
の
彩
画
ば
-
の
細
か
さ
を
披
露
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
や
ま
と
絵
白
描
画
の
微
細
、
精
微
な
描
写
は
南
北
朝
以
後
、
次
第

に
消
え
て
い
-
が
へ
そ
の
伝
統
は
や
が
て
室
町
土
佐
派
の
彩
画
に
よ
っ
て
復
活

さ
れ
、
江
戸
時
代
に
入
り
光
則
自
描
画
に
よ
る
驚
異
的
な
完
成
を
見
る
の
で
あ

る
。水

墨
画
の
よ
う
な
墨
の
濃
淡
が
揮
然
と
混
ざ
-
合
う
単
色
表
現
で
は
な
く
、

明
確
な
渡
・
淡
の
筆
墨
が
合
体
し
競
合
す
る
独
得
の
白
黒
構
成
は
、
あ
た
か
も

白
描
絵
巻
の
画
面
を
小
さ
-
圧
縮
し
た
よ
う
な
赦
密
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

四
へ
作
善
と
独
善

光
書
の
開
発
し
た
細
画
の
世
界
は
、
大
画
全
盛
の
桃
山
画
壇
に
あ
っ
て
t
や

ま
と
絵
伝
統
の
担
い
手
を
自
認
す
る
土
佐
派
が
辿
っ
た
'
必
然
的
な
途
で
あ
っ

た
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
は
平
安
時
代
の
作
絵
の
近
世
的
な
形
で
の
復
活
を
意

図
し
た
も
の
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
光
書
、
光
則
の
捧
げ
た
細

密
画
へ
の
営
為
は
、
王
朝
時
代
の
作
絵
の
精
神
を
必
ず
し
も
忠
実
に
'
本
質
的

に
継
承
、
復
興
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

源
氏
物
語
絵
巻

に
象
徴
さ
れ
る
繊
細
、
優
美
へ
典
雅
な
る
造
形
美
は
'
近
世
土
佐
派
の
細
密
、

華
美
と
い
う
技
芸
に
投
影
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
、
異
質
の
も
の
と
い
う
べ
き

近
世
初
期
土
佐
派
の
「
細
画
」

で
あ
り
、
む
し
ろ
彼
ら
の
絵
画
が
も
つ
細
画
独
自
の
新
鮮
な
魅
力
を
積
極
的
に

認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
源
氏
物
語
絵
巻
の
微
妙
な
細
い
墨
線
に
潜
む

豊
か
な
l
‡
ア
ン
ス
を
感
じ
と
る
感
覚
と
は
別
の
視
線
で
'
表
面
に
表
示
さ
れ

た
明
快
な
色
の
線
と
点
と
面
の
鮮
や
か
な
組
織
を
識
別
す
る
悦
び
で
あ
る
。

そ

の
意
味
で
、
最
後
に
光
則
の
異
色
の
作
品
で
あ
る
'
「
雑
画
帖
」
(
人
物
禽
点
画

帖
)
の
画
面
を
目
を
凝
ら
し
て
観
察
し
た
い
。

光
則
は
赦
密
な
白
描
の
手
法
を
駆
使
し
て
'
近
世
源
氏
絵
の
流
れ
に
新
風
を

吹
き
込
ん
だ
。

そ
の
一
方
で
'
濃
彩
の
源
氏
絵
色
紙
帖
(
徳
川
本
)
も
制
作
す

る
な
ど
、
器
用
な
画
技
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
源
氏
絵
の

他
に
も
極
彩
色
の
「
人
物
禽
最
画
帖
」
(
図
t
o
・
t
-
)
を
描
き
の
こ
し
て
い
る
。

こ
れ
は
紀
州
徳
川
家
の
伝
来
で
'
大
名
調
度
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
き
た
と
思
わ

れ
る
が
、
現
在
は
東
京
国
立
博
物
館
に
「
雑
画
帖
」
の
名
称
で
保
管
さ
れ
る
。

(
種
々
の
画
題
の
絵
が
混
っ
て
い
る
画
帖
の
意
味
で
あ
ろ
う
が
'
い
さ
さ
か
気
の

毒
な
名
称
で
は
あ
る
。

)
三
十
三
図
の
内
容
は
'
古
式
ゆ
か
し
い
舞
楽
を
扱
っ
た

も
の
十
三
へ
四
季
折
々
の
風
俗
八
、
花
鳥
草
虫
十
二
の
図
が
収
め
ら
れ
る
。

舞
楽
図
で
は
各
舞
人
の
装
束
の
文
様
を
'
芥
子
粒
ほ
ど
の
気
の
遠
く
な
る
よ

ぅ
な
点
描
を
用
い
て
丹
念
に
措
き
分
け
、
山
野
の
草
花
へ
鳥
虫
も
肉
眼
で
は
細

部
ま
で
把
握
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

こ
れ
以
前
の
絵
で
、
草
虫
な
ど
の
微
細

な
描
写
の
描
き
込
み
で
注
目
さ
れ
る
の
は
「
伊
勢
物
語
絵
巻
」
で
あ
る
。

鎌
倉

後
期
、
十
三
世
紀
の
作
品
で
も
絵
七
図
が
の
こ
る
。

大
半
の
画
面
は
余
白
に
金

銀
の
細
か
い
露
箔
が
撒
か
れ
、
図
棟
部
分
に
は
詳
細
な
筆
で
景
物
や
人
物
が
描

き
こ
ま
れ
る
。

目
を
凝
ら
す
と
各
画
面
の
諸
所
に
は
昆
虫
や
土
筆
、
羊
歯
な
ど

八
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の
微
細
な
草
虫
、
ま
た
反
対
に
遠
景
の
富
士
の
山
裾
に
は
小
さ
な
飛
鳥
や
鹿
の

姿
が
検
出
で
き
、
ま
る
で
望
遠
鏡
で
観
察
す
る
よ
う
に
'
そ
れ
ら
を
見
つ
け
る

の
も
好
奇
心
を
そ
そ
る
。

こ
う
し
た
革
虫
な
ど
の
微
細
な
描
き
込
み
は
、
同
時

代
の
「
男
会
三
郎
絵
巻
」
や
「
伊
勢
新
名
所
絵
巻
」
な
ど
に
も
認
め
る
こ
と
が

で
き
へ
鎌
倉
写
実
主
義
の
一
傾
向
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
光

則
「
雑
画
帖
」
の
芋
虫
に
対
す
る
精
細
な
観
察
、
描
写
の
追
究
は
途
方
も
な
-
'

常
軌
を
逸
し
て
い
る
。

し
か
も
特
筆
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
顕
微
鏡
的
微
細
表
現
を
顔
料
で
厚
塗
-

し
た
極
彩
色
で
果
そ
う
と
す
る
発
想
、
意
図
で
あ
る
。

さ
ら
に
各
色
紙
の
寸
法

は
'
ほ
ぼ
正
方
形
に
近
-
縦
一
三
・
五
、
横
二
二
二
二
セ
ン
チ
と
、
光
則
画
の

遺
品
の
中
で
も
日
額
も
小
さ
い
サ
イ
ズ
を
用
い
て
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
小
型
色

紙
の
画
面
を
わ
ざ
わ
ざ
用
意
し
'
し
か
も
墨
で
は
な
-
粒
子
の
粗
い
極
彩
色
の

顔
料
を
用
い
て
あ
え
て
困
難
な
筆
技
に
挑
み
、
超
微
細
な
世
界
に
自
ら
没
入
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
極
彩
色
の
細
画
を
達
成
す
る
に
は
、
恵
ま
れ
た
視

力
と
赦
密
な
筆
の
技
量
、
そ
れ
に
耐
え
得
る
根
気
と
集
中
力
を
必
要
と
す
る
。

か
つ
て
楢
崎
宗
重
氏
は
'
土
佐
光
吾
筆
の
最
晩
年
作
久
保
惣
本
「
源
氏
物
語

図6　土佐光則「雑画帖(人物禽轟画帖)」東京国立博物館



図
色
紙
」
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
た
折
に
、
「
古
稀
を
過
ぎ
た
老
爺
が
よ
く
も
か
く

S
)

の
如
き
画
を
画
い
た
と
'
光
書
の
眼
に
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
」
と
嘆
じ
て
い
る
。

同
じ
濃
彩
画
で
も
光
則
の
筆
と
な
れ
ば
、
さ
ら
に
細
か
く
驚
嘆
の
念
を
禁
じ
え

(
3
)

な
い
。こ

の
「
雑
画
帖
」
の
作
画
に
関
し
て
は
小
林
忠
氏
を
は
じ
め
、
「
当
時

渡
来
し
た
眼
鏡
(
近
眼
鏡
)
を
用
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
す
る
興
味
深
い
指

摘
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
こ
れ
ほ
ど
の
妙
技
は
、
新
し
い
文
明
の
利
器

を
手
に
入
れ
て
初
め
て
叶
え
ら
れ
る
成
果
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な

進
取
の
気
性
を
光
則
自
身
が
備
え
て
い
た
こ
と
へ
あ
る
い
は
細
画
の
魅
力
を
追

究
し
求
め
続
け
た
当
時
の
大
名
、
公
家
へ
豪
商
な
ど
享
受
者
た
ち
の
探
究
心
の

賜
物
と
も
考
え
ら
れ
る
。

眼
鏡
は
わ
が
国
に
は
十
六
世
紀
の
中
ご
ろ
に
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
に

ょ
っ
て
初
め
て
将
来
さ
れ
た
と
い
う
。

十
七
世
紀
初
頭
に
は
そ
の
需
要
は
高
ま

り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
る
l
方
へ
元
和
(
l
六
1
五
～
二
四
)

の
頃
に
は
日
本
で
も
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

光
則
の
活
躍
時
期
は
ま
さ
に

わ
が
国
に
お
け
る
眼
鏡
の
需
要
、
発
展
当
初
の
歴
史
と
軌
を
一
に
す
る
。

彼
の

細
画
に
お
け
る
微
の
あ
-
な
き
追
求
は
、
そ
の
よ
う
な
背
景
な
く
し
て
は
考
え

ら
れ
ま
い
。

そ
し
て
さ
ら
に
憶
測
す
れ
ば
、
(
虫
)
眼
鏡
は
単
に
作
画
の
み
な
ら
ず
、
鑑
賞

の
側
に
も
活
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

裸
眼
で
は
気
づ
か
ぬ
細
部
の

図
様
が
、
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
部
分
を
露
わ
に
し
、
別
の
側
面
が

確
認
さ
れ
る
。
(
単
に
グ
レ
ー
に
見
え
る
色
面
が
'
実
は
墨
の
点
の
集
積
で
あ
っ

た
り
'
た
だ
の
黒
点
が
脚
を
伴
っ
た
虫
で
あ
っ
た
り
、
と
い
う
ケ
ー
ス
も
少
な

近
世
初
期
土
佐
派
の
「
細
画
」

-
な
い
。
)
鑑
賞
者
は
思
わ
ぬ
発
見
に
驚
き
、
興
じ
る
。

こ
れ
こ
そ
細
画
鑑
賞
特

有
の
大
き
な
魅
力
の
一
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

画
者
と
享
受
者
が
眼
鏡
と
い

ぅ
新
し
い
手
段
を
介
し
て
'
細
画
の
画
面
に
篭
め
ら
れ
た
真
の
姿
を
確
認
し
合

い
、
悦
び
を
交
歓
す
る
。

こ
れ
こ
そ
他
の
絵
画
に
は
得
ら
れ
な
い
醍
醐
味
へ
極

意
の
世
界
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

細
密
画
は
'
例
え
ば
写
経
の
料
紙
装
飾
に
見
る
よ
う
に
、
丹
精
な
筆
技
へ
金

銀
の
細
箔
片
で
狭
い
紙
面
を
形
成
し
'
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
工
芸
的
な
メ
チ
エ

と
し
て
の
性
格
が
強
い
。

個
性
豊
か
な
筆
線
を
縦
横
に
走
ら
せ
る
独
創
性
の
強

い
造
形
は
む
し
ろ
避
け
、
独
自
の
主
張
を
控
え
る
姿
勢
は
例
え
ば
「
平
家
納
経
」

な
ど
に
見
る
荘
厳
の
世
界
に
近
い
感
覚
を
覚
え
る
。

肉
筆
で
あ
り
な
が
ら
へ
筆

勢
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
抑
え
、
色
の
濃
淡
、
抑
揚
を
避
け
て
'
淡
々
と
職
人
芸
に

と
り
組
み
、
自
ら
を
沈
潜
さ
せ
る
撤
密
な
作
業
。

そ
の
抑
制
さ
れ
た
'
無
心
の

作
画
行
為
は
'
あ
る
と
き
は
自
己
を
捨
て
て
何
か
に
捧
げ
る
謙
虚
さ
'
敬
慶
さ

を
生
み
へ
忘
我
の
境
地
さ
え
つ
-
-
出
す
。

こ
れ
は
ま
さ
に
喜
捨
の
精
神
に
も

通
じ
へ
作
善
的
行
為
に
近
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。

3泉
武
夫
氏
は
王
朝
絵
画
に
関
す
る
論
考
の
中
で
'
「
善
美
」
と
「
美
麗
」
の

語
に
つ
い
て
触
れ
、
そ
れ
ら
が
平
安
当
時
の
使
用
例
か
ら
み
て
、
「
最
初
か
ら
仏

像
仏
画
の
評
語
と
い
う
わ
け
で
は
な
-
、
衣
服
や
歌
合
せ
の
色
紙
へ
風
流
の
作

り
物
な
ど
と
い
っ
た
t
は
ば
広
い
対
象
へ
事
象
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
だ
っ
た
」

が
、
「
平
安
後
期
に
頻
出
す
る
(
善
を
尽
-
す
)
は
、
本
来
の
(
善
)
の
意
味
よ

り
、
仏
教
的
な
作
善
、
善
根
の
意
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い

か
」
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
「
美
を
尽
-
せ
-
、
未
だ
善
を
尽
く
さ
ず
」
の
用

S
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例
を
挙
げ
、
「
(
莱
)
よ
-
入
善
)
は
達
成
が
む
ず
か
し
-
'
一
般
に
(
美
)
の

本
質
的
価
値
が
(
善
)
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
」
と
説
い
て
い
る
。

と
す
る
と

「
作
善
」
も
本
来
仏
教
的
な
言
葉
に
限
定
せ
ず
、
広
-
造
形
的
行
為
に
も
適
用
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

光
書
画
を
顧
み
る
と
き
、
新
し
い
紳
画
を
開
拓
し
た
初
発
性
を
感
じ
も
さ
ら

に
潔
-
追
求
す
る
時
点
で
、
彼
は
視
力
を
減
じ
そ
の
画
業
へ
の
執
念
を
残
し
っ

つ
、
崩
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
遺
業
を
継
い
だ
光
則
は
、
徴
の
追
求
を
さ
ら

に
深
化
さ
せ
へ
眼
鏡
と
い
う
新
兵
器
を
駆
使
し
て
そ
の
明
断
な
画
像
の
新
鮮
さ

に
魅
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

極
彩
色
の
個
々
の
点
描
、
線
描
を
モ
ザ
イ
ク
の
よ

う
に
埋
め
込
み
、
小
さ
な
紙
面
を
充
填
す
る
そ
の
色
紙
絵
は
'
技
の
頂
点
と
同

時
に
、
肉
筆
画
と
し
て
一
つ
の
極
限
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
も
い
え
る
。

し
か

し
白
描
に
せ
よ
極
彩
色
に
せ
よ
、
光
則
が
極
め
た
超
微
細
の
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー
ル

絵
画
は
す
で
に
究
極
の
城
に
達
し
て
お
り
へ
こ
れ
以
上
進
む
と
絵
画
の
道
を
外

し
へ
遊
び
の
世
界
、
だ
ま
し
絵
な
ど
の
領
域
へ
と
、
際
物
的
な
分
野
に
入
-
込

み
か
ね
な
い
。

言
い
換
え
れ
ば
、
そ
う
し
た
技
に
偏
重
し
た
画
業
に
は
う
と
も

す
る
と
作
者
自
身
の
自
己
満
足
、
「
独
善
」
に
陥
る
恐
れ
も
あ
る
。

無
論
へ
後
の

時
代
に
行
な
わ
れ
た
米
粒
に
絵
や
文
字
を
書
-
よ
う
な
大
衆
を
相
手
と
し
た
l

種
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
へ
大
道
芸
的
画
業
と
は
次
元
を
異
に
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
。

土
佐
派
の
細
画
が
は
た
し
て
作
善
か
独
善
か
、
そ
の
判
定
は
き
わ
め
て
難
し

く
'
ま
た
興
味
深
い
問
題
で
も
あ
る
。

少
な
-
と
も
光
則
の
絵
が
'
絵
画
と
し

て
ぎ
り
ぎ
り
の
際
に
踏
み
止
ま
り
'
こ
れ
以
上
の
進
展
が
望
め
な
い
状
態
、
レ

S
B

ヴ
エ
ル
に
ま
で
達
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
O
そ
れ
は
1
つ
に
'
細
画

の
最
も
重
要
な
特
質
で
あ
る
「
微
細
さ
」
の
表
現
が
技
術
的
に
も
す
で
に
限
界

に
達
し
て
い
た
こ
と
。
当
時
と
し
て
は
可
能
な
限
り
の
技
術
へ
手
段
を
駆
使
し

た
成
果
を
さ
ら
に
こ
れ
以
上
、
求
め
ら
れ
ぬ
か
ら
で
も
あ
る
。

光
則
の
子
へ
光

起
の
細
画
が
'
細
密
化
を
一
途
に
目
指
し
極
め
た
光
書
、
光
則
ら
の
緊
張
感
か

ら
解
放
さ
れ
'
か
な
り
大
ら
か
で
'
緩
い
作
風
に
転
回
し
て
い
る
こ
と
が
そ
れ

を
物
語
っ
て
い
る
。

も
う
一
つ
に
は
'
小
さ
な
画
面
の
中
に
詰
め
込
ま
れ
た
微
細
な
園
様
を
熟
視

L
t
そ
こ
に
潜
む
詳
細
な
表
現
の
美
し
い
姿
-
微
の
美
I
を
掘
り
起
こ
す
t

と
い
う
悠
長
な
鑑
賞
法
が
い
つ
ま
で
も
支
持
さ
れ
、
永
続
す
る
と
は
思
え
な
い
。

描
き
手
も
鑑
賞
者
も
'
珍
し
さ
(
新
奇
性
)
の
目
的
で
、
時
代
を
超
え
て
ま
で

営
々
と
そ
の
伝
統
を
保
持
す
る
こ
と
に
蒔
措
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
。い
ず
れ
に
せ
よ
土
佐
派
の
細
画
は
'
あ
-
ま
で
も
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
、

近
視
眼
的
な
独
特
の
絵
画
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
0

し
か
し
彼
ら
の
す
ぐ
れ

た
職
人
芸
が
絵
画
的
に
も
高
-
評
価
さ
れ
'
迎
え
ら
れ
た
'
近
世
初
期
と
い
う

好
奇
に
満
ち
た
時
代
性
が
改
め
て
注
目
へ
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

注(
-
)
武
田
恒
夫
「
土
佐
光
書
と
細
画
-
京
都
国
立
博
物
館
源
氏
物
語
図
帖
を
め
ぐ
っ

て
-
」
(
『
国
華
』
九
九
六
号
)
0

(
2
)
秋
山
光
和
『
平
安
時
代
世
俗
画
の
研
究
」
図
版
(
吉
川
弘
文
館
)
ほ
か
。

(
3
)
注
2
の
書
へ
第
二
篇
第
五
章
「
源
氏
物
語
絵
巻
の
構
成
と
技
法
」
に
詳
し
い
。

(
4
)
「
大
画
作
品
に
み
る
土
佐
光
吉
」
(
『
鹿
島
美
術
財
団
年
報
』
第
八
号
)
0



(
5
)
山
根
有
三
「
土
佐
光
書
と
そ
の
関
屋
・
御
幸
・
浮
舟
図
犀
風
」
上
へ
下
(
『
国
華
』

七
四
九
・
七
五
〇
号
)
0

(
6
)
秋
山
光
和
『
源
氏
絵
』
(
至
文
堂
「
日
本
の
美
術
」
二
九
)
0

(
7
)
楢
崎
宗
重
「
新
出
土
佐
光
書
筆
源
氏
物
語
絵
帖
に
つ
い
て
」
(
『
国
華
』
七
三
六

号
)
。

(
8
)
計
測
は
'
筋
目
の
横
線
(
絵
で
は
斜
線
)
に
直
角
に
交
わ
る
直
線
の
〓
疋
巾
の
中

の
本
数
を
数
え
る
。

(
9
)
相
見
香
雨
「
閑
却
せ
ら
れ
た
る
土
佐
光
則
-
日
本
の
ミ
ニ
ア
チ
ユ
リ
ス
ト
と
し
て
、

又
白
描
画
家
と
し
て
'
又
所
謂
初
期
風
俗
画
の
筆
者
と
し
て
」
(
『
日
本
美
術
協
会
報

告
」
第
五
輯
)

(
S
)
楢
崎
宗
重
註
7
の
論
文
。

3
)
小
林
忠
『
土
佐
光
則
手
鑑
』
(
フ
ジ
ア
ー
ト
出
版
)
論
文
。

(
ほ
)
泉
武
夫
「
王
朝
仏
画
へ
の
視
線
I
儀
礼
と
絵
画
」
(
『
王
朝
の
仏
画
と
儀
礼
』
展

図
録
)
京
都
国
立
博
物
館
。

な
お
、
右
に
掲
げ
た
論
文
の
ほ
か
へ
左
記
の
図
書
(
図
版
、
論
文
等
)
を
参
考
と
し
た
。

『
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
源
氏
物
語
画
帖
土
佐
光
書
画
へ
後
陽
成
天
皇
他
至

狩
野
博
幸
他
(
勉
誠
社
)
。

『
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
源
氏
物
語
手
鑑
研
究
』
河
田
昌
之
(
和
泉
市
久

保
惣
記
念
美
術
館
)
0

『
江
戸
名
作
画
帖
全
集
Ⅴ
土
佐
・
住
吉
派
光
則
・
光
起
・
具
慶
』
榊
原
悟
他

(
犀
々
堂
)
0

付表　各色紙画面寸法

縦×横(cm)

25.7×22.5

20.0×26.3

光書京博本源氏絵(若色)

I,久保惣源氏絵(著色)

0
0
L
O
O
0
0

・
-
i
o
e
n
t
^

P
)
(
M
H
H

15.5× 14.1

13.7×15.1

13.5× 14.1

13.5× 13.2

光則徳川本源氏絵(著色)

/,フリア源氏絵(白描)

I,東博本源氏絵(白描)

I/東博本雑画帖(著色)

近
世
初
期
土
佐
派
の
「
細
画
」




