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日本の美術文化入門

回数 タイトル 参　考　

第１回  信仰　神道・宗教 　　　神道の造形（38 分）

 　　　神道の本

第２回  仏教と仏像 　　　寺と仏の始まり（12 分）　　　金堂焼失（5 分）

　　　釈迦三尊像（11 分）　 　　　日本の仏教

第３回  仏像の種類と技術 　　　大仏開眼（33 分） 　　　東大寺 ( 芸術新潮）

　　　仏像の変遷（39 分）

第４回  石庭と禅 　　　枯山水をつくる（26 分）　　　小堀遠州（45 分）

　　　龍安寺石庭（1 分） 　　　禅の本

第５回  茶道と焼物 　　　陶磁器の世界（39 分） 　　　織部焼き（17 分）

　　　楽焼きプロセス（4 分）　　　利休（7 分）

第６回  やまと絵 　　　日月山水図（3 分） 　　　源氏物語絵巻

　　　絵巻（日曜美術館）（22 分）　　　王朝絵画の誕生

第７回  浮世絵 　　　北斎・広重（38 分） 　　　浮世絵美人（38 分）
　　　知ってる北斎（38 分）
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そ
の
問
に
対
し
て
、

「
仏
教
か
な　

？

あ
れ
、
特
に
仏
教
を
信
じ
て
る
わ
け
じ
ゃ
な

い
か
ら
、
無
宗
教
か
な　

？

あ
れ
、
な
ん
だ
ろ　

？
」

そ
ん
な
感
じ
で
、
多
く
の
日
本
人
は
答
え
に

詰
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
私
た
ち
に
と
っ
て
宗
教
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
で

し
ょ
う
。
日
本
の
美
術
文
化
を
考
え
る
に
際
し
て
、

最
初
に
「
信
仰
」
の
問
題
を
検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

あ
な
た
の
宗
教
は

　
　
　

何
で
す
か
？

　
イ
ス
ラ
ム
教
を
信
仰
し
て
い
る
人
た
ち
か
ら
は
、
無
宗
教

の
人
は
人
間
扱
い
さ
れ
な
い
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
こ
ん
な
逸

話
が
あ
り
ま
す
。

　

あ
る
日
本
人
が
中
東
を
旅
行
し
て
い
て
泥
棒
に

あ
っ
た
。
被
害
届
け
を
出
し
に
行
き
、宗
教
欄
に
「
な

し
」
と
記
入
し
た
と
こ
ろ
、「
無
宗
教
な
ら
、
盗
ま

れ
て
も
仕
方
な
い
」
と
言
わ
れ
た
と
い
う
。

　

イ
ス
ラ
ム
世
界
に
行
っ
た
な
ら
、「
私
は
無
宗
教

で
す
」
と
言
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
無
宗
教
か
も
知
れ
な
い
と
普
段
は
考
え
て
い

る
私
た
ち
で
も
、
お
彼
岸
が
く
る
と
墓
参
り
を
し
た
り
、
葬

式
が
あ
れ
ば
お
坊
さ
ん
を
呼
ん
で
祈
っ
て
も
ら
っ
た
り
し
て

ま
す
ね
。
で
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
仏
教
徒
で
あ
る
と
は
考

え
て
い
ま
せ
ん
。

　
む
し
ろ
こ
う
し
た
行
為
は
「
祖
先
崇
拝
」
っ
て
意
識
で
捉

え
て
い
ま
す
。先
祖
を
敬
う
た
め
の
儀
式
は
抵
抗
な
く
行
な
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
ほ
と
ん

ど
墓
参
り
を
し
な
い
と
も
言
わ
れ
ま
す
。

　
私
た
ち
日
本
人
は
な
ぜ
祖
先
を
敬
う
の
で
し
ょ
う
か
。

　
日
本
の
精
神
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、一
般
的
に
は「
神
道（
し

ん
と
う
）」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
仏
教
・
儒
教
が
中
国
伝
来
の
宗

教
あ
る
い
は
思
想
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、「
神
道
」
は
日
本

古
来
の
土
着
の
信
仰
を
さ
す
こ
と
ば
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

ま
す
。
祖
先
崇
拝
の
基
本
に
は
神
道
の
精
神
が
あ
り
ま
す
。

　
神
道
と
は
い
か
な
る
精
神
・
思
想
で
あ
る
か
を
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。

　
多
く
の
人
間
は
「
死
」
を
恐
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
は
「
死
者
」
が
肉
体
を
失
っ
て
も
、
そ
の
「
魂
」
が
ど
こ

か
に
残
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
生
者
に
何
ら
か
の
働
き
か
け
を
す
る

の
で
は
な
い
か
、「
お
化
け
」「
幽
霊
」っ
て
の
は
、そ
う
し
た
ホ
ラ
ー

的
思
考
に
も
と
つ
づ
く
も
の
で
す
ね
。

　
「
人
は
死
後
ど
う
な
る
の
か
？
」

　
人
間
の
死
後
の
状
態
を
、
日
本
的
思
考
で
は
ど
の
よ
う
に
捉
え

て
い
る
の
か
、
一
般
的
な
思
考
を
紹
介
し
ま
す
ね
。

　
①　
荒
魂
（
あ
ら
み
た
ま
）

　
人
が
死
ん
だ
ら
、
そ
の
霊
魂
は
、
は
じ
め
は
残
さ
れ
た
人

た
ち
の
近
く
に
い
て
、
危
険
な
亡
霊
の
状
態
に
あ
る
、
そ

れ
を
「
荒
魂
」
と
呼
ぶ
。

②　

和
魂
（
に
ぎ
み
た
ま
）

　
そ
の
魂
は
、
し
ば
ら
く
は
近
く
の
山
奥
な
ど
、
少
し
離
れ

た
と
こ
ろ
へ
と
移
動
し
て
い
る　
供
養
と
祭
祀
（
さ
い
し
）

を
経
て
、
そ
れ
が
次
第
に
清
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
状
態

を
和
魂
と
呼
ぶ
。

　

③　

神
の
地
位

　
さ
ら
に
年
月
が
た
ち
、
自
然
に
神
の
地
位
へ
と
上
昇
し

て
い
く
と
信
じ
ら
れ
た
。
山
の
奥
、
そ
し
て
天
の
上
空
へ

と
遠
ざ
か
っ
て
い
く
。
お
だ
や
か
で
微
か
な
魂
＝
神
と
い

て
山
中
に
鎮
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。

　
そ
の
神
は
、
季
節
に
応
じ
て
里
に
お
り
て
き
て
、
村
人
を
祝
福

す
る
と
い
う
性
格
に
な
る
。
だ
か
ら
、
お
盆
・
正
月
な
ど
、
そ
の

時
だ
け
魂
が
戻
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
存
在
と
捉
え
て
い
る
の
で

す
。

　
日
本
人
の
死
生
観
に
は
、
こ
の
よ
う
な
生
と
死
の
世
界
が

循
環
す
る
構
図
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
日
本
人
の
宗
教
意
識

の
根
底
を
貫
く
特
質
で
あ
る
わ
け
で
す
。

　
「
も
の
の
け
姫
」
っ
て
ア
ニ
メ
が
あ
っ
た
け
れ
ど
、
も
の
の

け
っ
て
の
は
、「
怨
霊
（
お
ん
り
ょ
う
）」
っ
て
意
味
で
す
。

そ
し
て
、怨
霊
は
危
険
な
「
荒
魂
」
の
状
態
に
あ
る
霊
魂
だ
っ

て
わ
け
で
す
ね
。

　
菅
原
道
真
や
平
将
門
な
ど
の
死
後
に
は
、
天
災
な
ど
多
く

の
災
い
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
で
、
神
社
を
作
っ
て
祀
っ
た

わ
け
で
す
。そ
れ
は
、無
念
の
う
ち
に
死
ん
で
い
っ
た
人
間
が
、

そ
の
恨
み
を
晴
ら
す
が
ご
と
く
天
変
地
異
を
起
こ
す
も
の
と

さ
れ
た
か
ら
な
ん
で
す
ね
。　

「
宗
教
」
と
い
う
用
語
は
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の

Religion

の
訳
語
で
す
。Religion

の
語
義
は
、
不
思
議
な

こ
と
、
も
の
に
接
し
た
と
き
の
感
情
、
恐
れ
、
不
安
そ
れ
に

対
す
る
儀
礼
を
意
味
す
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
訳
語
に
用

い
ら
れ
た
「
宗
教
」
っ
て
用
語
は
、も
と
は
仏
教
用
語
で
し
た
。

　
だ
か
ら
、こ
の
言
葉
が
誕
生
し
て
ま
だ
百
数
十
年
し
か
た
っ

て
な
い
わ
け
だ
し
、実
は
、誰
も
が
納
得
す
る
よ
う
な
「
宗
教
」

と
は
何
か
と
い
う
定
義
は
で
き
な
い
と
い
え
る
ん
で
す
よ
。

　
さ
て
そ
う
し
て
み
る
と
、
日
本
人
は
ほ
ん
と
う
に
無
宗
教

か
？

そ
う
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

　
宗
教
は
①
三
大
宗
教
、
②
民
族
宗
教
、
③
民
間
信
仰
、
の
③
種

類
に
大
別
で
き
ま
す
。

世
界
三
大
宗
教
と
は
、

　

キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ム
教
・
仏
教
で
す
。

民
族
宗
教
と
は
、
あ
る
特
定
の
民
族
や
国
だ
け
で
信
仰
さ

れ
て
い
る
。（
特
定
の
創
始
者
が
い
な
い
。
民
族
の
成
立
と

と
も
に
あ
る
。
風
俗
や
生
活
規
範
と
深
い
か
か
わ
り
持
つ
。

そ
の
民
族
だ
け
に
恩
恵
を
与
え
る
。
民
族
宗
教
か
ら
発
生

し
た
の
が
世
界
宗
教
で
す
。

民
間
信
仰
は
、
民
族
よ
り
も
さ
ら
に
小
さ
な
単
位
：
部
族
、

氏
族
、
共
同
体
、
教
祖
や
伝
道
者
も
い
な
い
。

　
日
本
人
の
信
仰
と
は
、
自
然
崇
拝
や
精
霊
崇
拝
か
ら
出
た
も
の

で
す
。
そ
し
て
、
山
に
囲
ま
れ
た
日
本
列
島
で
は
、
山
岳
や
日
本

の
風
土
に
裏
打
ち
さ
れ
た
宗
教
と
し
て
＝
神
道
と
呼
ば
れ
る
「
精

神
」
が
根
付
い
て
き
た
。

　
つ
ま
り
そ
れ
は
民
族
宗
教
で
あ
り
、
日
本
人
の
生
き
方
や
考
え

方
そ
の
も
の
で
あ
り
、
神
道
は
生
活
の
一
部
だ
っ
て
言
え
る
の
で

す
ね
。 ■

祖
先
崇
拝
の
し
く
み

■
宗
教
の
分
類

■
祟
（
た
た
り
）
と
鎮
魂

■
「
宗
教
」
っ
て
？

信 仰
神道・宗教
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日
本
の
精
神
そ
の
も
の
と
も
い
え
る
神
道
は
、
仏
教
，
儒
教

に
対
し
て
土
着
の
信
仰
を
さ
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
。

　
こ
の
、土
着
の
信
仰
は
、６
世
紀
に
大
陸
か
ら
伝
来
し
た
「
仏

教
」
に
よ
っ
て
、
初
め
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

仏
教
伝
来
＝
新
し
い
宗
教
が
入
り
込
ん
で
き
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
日
本
人
は
、
そ
れ
ま
で
当
た
り
前
だ
と
考
え
て
い
た

こ
と
が
、
仏
教
と
の
対
比
・
比
較
の
中
で
、
そ
の
性
格
を
考
え

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
す
。
し
か
も
日
本
人
は
、
異

な
る
も
の
が
入
っ
て
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
片
方
だ
け
を
選
択

し
た
り
、
排
除
し
た
り
し
な
く
て
、
２
つ
を
巧
み
に
ミ
ッ
ク
ス

し
て
信
仰
す
る
と
い
う
特
殊
性
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
ね
。。

　
神
道
と
い
う
言
葉
は
昔
か
ら
あ
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
。

　
中
世
に
入
っ
て
も
一
般
化
し
て
は
お
ら
ず
，
中
世
の
末
に

大
き
な
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
吉
田
神
道
に
よ
っ
て
、
神

道
と
い
う
語
が
土
着
の
信
仰
と
そ
の
教
説
を
あ
ら
わ
す
も
の

と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。し
た
が
っ
て
、

神
道
と
い
う
言
葉
は
、
室
町
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
発
生
し
た

と
い
え
ま
す
ね
。

▼
吉
田
神
道

　
吉
田
神
道
は
、
神
道
こ
そ
、
外
来
宗
教
よ
り
優
れ
て
い
る
、

根
源
で
あ
る
と
主
張
し
て
、京
都
吉
田
山
に
神
社
を
作
っ
た
。

教
祖
は
吉
田
兼
倶
（
よ
し
だ
か
ね
と
も
）
彼
は
、
占
い
師
で

あ
り
学
者
の
一
族
か
ら
出
た
人
で
す
。
彼
は
、
神
道
こ
そ
唯

一
の
宇
宙
の
根
本
原
則
だ
っ
て
言
っ
た
ん
で
す
。

こ
の
チ
ャ
ー
ト
に
は
、
６
つ
の
神
道
が
あ
る
が
、
実
際
は
、

神
社
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

①　

伊
勢
神
道
は
、
伊
勢
神
宮
。

②　

山
王
神
道
は
天
台
宗
比
叡
山
に
最
澄
が
祀
っ
た
神
社
。

③　

両
部
神
道
は
、
空
海
の
真
言
宗

　
つ
ま
り
こ
の
②
③
の
二
つ
は
、
仏
教
と
神
道
の
ミ
ッ
ク
ス

し
た
も
の
で
す
ね
。

▼
国
家
神
道

　
国
家
神
道
に
つ
な
が
っ
た
思
想
は
、
復
古
神
道
で
、
こ
れ

は
、
江
戸
時
代
の
国
学
者
の
加
茂
真
淵
、
本
居
宣
長
に
よ
っ

て
組
み
立
て
ら
れ
た
。

　
国
学
っ
て
の
は
、
日
本
の
古
典
を
研
究
し
、
純
日
本
的
精

神
を
追
求
。
つ
ま
り
、
仏
教
や
儒
教
な
ど
の
外
来
の
文
化
の

影
響
を
排
除
し
て
日
本
古
来
の
復
古
主
義
を
説
い
た
も
の
。

明
治
時
代
に
神
道
が
国
教
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
神
道
と
い

う
こ
と
ば
が
一
般
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

　
神
道
の
歴
史
を
ま
と
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
神
道
は
、
元
は
、
日
本
人
の
土
俗
的
信
仰
で
し
た
。
仏
教
が

移
入
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
も
神
道
は
、
そ
の
他
の
神
々
と

共
存
し
な
が
ら
日
本
的
精
神
と
し
て
継
続
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
、
政
府
は
，
強
力
な

統
一
国
家
を
建
設
し
て
い
く
た
め
に
，
宗
教
的
な
支
え
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。
し
か
し
，
旧
時
代
の
象
徴
の
よ
う
に

思
わ
れ
た
仏
教
に
依
拠
す
る
わ
け
に
は
い
か
ず
，神
道
に
注
目
。

国
家
の
祭
祀
，
皇
室
の
儀
礼
と
結
び
つ
い
た
神
道
は
宗
教
を
超

え
る
も
の
と
し
て
、
神
社
は
国
家
の
機
関
と
な
り
，
神
官
は
官

吏
と
な
っ
た
の
で
す
。

つ
ま
り
ね
、
明
治
時
代
に
神
道
は
国
家
の
支
配
体
系
づ
く
り

に
利
用
さ
れ
た
わ
け
で
す
よ
。

　

1889

年
の
大
日
本
帝
国
憲
法
で
、
神
道
は
他
の
宗
教
と

は
別
次
元
の
も
の
と
み
な
さ
れ
、「
神
社
へ
の
崇
拝
は
国
民

の
義
務
」
と
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
国
家
神
道
の

確
立
」
が
な
さ
れ
た
わ
け
。

　
左
の
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
西
洋
で
は
、「
神
」
は
た
だ

一
つ
＝
唯
一
神
な
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
日
本
で
は
い
ろ
ん

な
神
様
が
い
る
＝
多
神
教
で
し
た
。
そ
こ
で
西
洋
に
追
い
つ

き
追
い
越
す
た
め
に
は
、日
本
人
も
「
唯
一
の
神
」
を
作
り
、

一
致
団
結
し
て
立
ち
向
か
う
必
要
が
あ
っ
た
ん
だ
ね
。

　
そ
こ
で
目
を
つ
け
た
の
が
、「
天
皇
」
だ
よ
。
唯
一
神
に

祭
り
あ
げ
る
の
に
丁
度
よ
い
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
た
わ
け
。
そ

こ
で
天
皇
を
生
き
て
い
る
神
＝「
現
人
神（
あ
ら
ひ
と
が
み
）」

と
し
て
祀
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
っ
て
わ
け
さ
。

　
そ
も
そ
も
の
神
道
は
、
自
然
崇
拝
の
宗
教
で
あ
る
の
に
、

天
皇
を
現
人
神
と
し
て
祭
り
上
げ
て
強
制
的
に
崇
拝
さ
せ
よ

う
と
し
た
わ
け
で
す
ね
。

　
と
こ
ろ
で
、
現
在
の
神
道
は
４
種
類
に
区
分
で
き
る
ま
す
。

神
社
神
道
＝
神
社
中
心
の
祭
祀
・
儀
式
（
東
京
浅
草
の
三
社

祭
）

民
間
神
道
＝
風
俗
・
風
習
・
行
事
（
初
詣
・
七
五
三
・
成
人
式
）

皇
室
神
道
＝
天
皇
家
中
心
の
祭
祀
（
新
嘗
祭
）

教
派
神
道
＝
新
興
宗
教
（
天
理
教
・
黒
住
教
）

さ
て
、
神
社
は
、
神
道
の
信
仰
に
も
と
づ
い
て
，
神
々
を
ま

つ
る
た
め
に
建
て
ら
れ
た
建
物
，
も
し
く
は
施
設
を
総
称
し

て
い
う
。
や
し
ろ(

社)

，
ほ
こ
ら(

祠)

。

　
一
般
に
は
，
神
が
鎮
座
す
る
本
殿
，
神
を
礼
拝
し
さ
ま
ざ
ま

な
儀
礼
を
行
う
拝
殿
，
本
殿･

拝
殿
な
ど
を
囲
む
瑞
垣(

み
ず

が
き)

，
神
域
へ
の
門
に
相
当
す
る
鳥
居
な
ど
か
ら
な
り
，
そ

の
ほ
か
に
神
宝
を
納
め
る
宝
殿
，
参
拝
者
が
心
身
を
浄
め
る
た

め
の
手
水
舎(

ち
よ
う
ず
や)

，神
に
奉
納
す
る
神
楽(

か
ぐ
ら)

を
奏
す
る
神

楽
殿
，
神
官

の
執
務
の
た

め
の
社
務

所
，
神
苑
な

ど
さ
ま
ざ
ま

な
施
設
を
併

せ
て
い
る
。

　

神
社
は
、

お
寺
と
並
ん

で
、
日
本
全

国
隅
々
に
ま

で
作
ら
れ

て
い
る
建
築

で
す
ね
。

お
寺
っ
て
の
は
正
し
く
は
「
寺
院
」
と
呼
び
ま
す
が
、
神
社

と
寺
院
と
は
ど
こ
が
ち
が
う
の
で
し
ょ
う
。

　
実
は
、
神
社
建
築
は
、
日
本
に
元
々
あ
っ
た
建
築
方
法
じ
ゃ

な
い
。

む
し
ろ
仏
教
建
築
つ
ま
り
寺
の
建
立
に
刺
激
さ
れ
、
そ
れ
と

の
違
い
を
う
み
だ
す
た
め
に
工
夫
し
つ
つ
発
展
し
て
き
た
も

の
な
の
で
す
。

　
仏
教
建
築
は
、
神
社
建
築
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
ん

だ
ね
だ
か
ら
、
仏
教
っ
て
の
は
、
単
な
る
精
神
的
な
教
え
だ

け
じ
ゃ
な
く
っ
て
、
学
問
を
伴
っ
た
、
極
め
て
総
合
的
な
文

化
全
般
に
わ
た
る
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

■
神
道
と
は
何
か
？

■
神
道
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る

■
神
道
国
教
化
へ
の
歴
史

■
神
社
と
寺
の
違
い
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仏
教
は
も
と
も
と

　

葬
式
と
は
無
関
係
だ
っ
た

現
代
の
日
本
で
は
、
仏
教
と
い
う
と
、
ま
ず
第
一
が
葬

式
で
す
ね
。
家
族
に
死
者
が
出
る
と
、
葬
式
を
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。

　
ふ
だ
ん
か
ら
檀
那
寺
を
決
め
て
い
る
者
は
ま
ず
少
な

い
。
し
か
し
良
く
し
た
も
の
で
、
今
日
は
葬
儀
屋
さ
ん

が
お
妨
さ
ん
と
連
携
し
て
い
て
、
適
当
に
紹
介
し
て
く

れ
る
。
結
婚
式
は
神
社
で
、
葬
式
は
お
寺
さ
ん
で
、
と

役
割
分
担
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
ね
、

　
し
か
し
、
実
は
仏
教
は
本
来
、
葬
式
・
墓
と
は
無
関

係
だ
っ
た
。
仏
教
の
元
祖
は
お
釈
迦
さ
ま
で
す
ね
。。

釈
迦
は
死
ぬ
と
き
に
出
家
の
弟
子
た
ち
に
こ
ん
な
風
に

言
っ
て
る
。

君
た
ち
は
私
の
葬
式
に
関
わ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。

そ
れ
は
在
家
の
信
者
た
ち
が
適
当
に
計
ら
っ
て
く

れ
る
だ
ろ
う
。
君
た
ち
は
た
だ
法
（
ダ
ル
マ
＝
仏

陀
の
教
え
）
に
生
き
よ
。

　
釈
迦
は
イ
ン
ド
生
ま
れ
っ
て
の
は
知
っ
て
る
で
し
ょ
。

事
実
、
イ
ン
ド
の
仏
教
で
は
、
長
く
僧
侶
た
ち
は
死
者

儀
礼
に
は
関
わ
ら
な
か
っ
た
。
死
者
は
火
葬
に
ふ
し
て
、

骨
と
灰
は
河
に
流
し
て
、
そ
れ
で
お
し
ま
い
。
葬
式
は

な
し
。
墓
も
無
い
。 

　
で
も
、
日
本
の
現
代
仏
教
は
葬
式
仏
教
と
い
え
る
ほ

ど
、
死
ぬ
こ
と
と
、
そ
の
死
者
を
弔
う
礼
儀
作
法
に
終

始
し
て
る
っ
て
言
っ
て
良
い
と
思
う
。
現
代
の
仏
教

か
ら
葬
式
や
法
事
を
取
っ
ち
ゃ
っ
た
ら
何
が
残
る
ん
で

し
ょ
う
ね
。

　
じ
ゃ
あ
、
現
代
の
日
本
の
仏
教
制
度
の
基
本
あ
る
い

は
、
体
質
は
い
つ
の
時
代
に
は
じ
め
ら
れ
た
の
？
そ
し

て
、
釈
迦
が
始
め
た
仏
教
っ
て
も
の
は
い
っ
た
い
ど
ん

な
も
の
だ
っ
た
の
？

　
こ
う
し
た
仏
教
に
絡
ん
だ
問
題
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
み

ま
し
ょ
う
。

　

インドの仏教＝死者儀礼と無関係

バ
ラ
モ
ン
教

輪廻転生　＝　死　→　49 日
　人間か動物に生まれ変わる
　
→　墓は必要ない

葬式＝仏教　→　中国

　
イ
ン
ド
の
仏
教
で
は
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
影
響
が
あ
っ
て
、
輪
廻

転
生
を
信
じ
て
い
た
。
だ
か
ら
死
ん
で
も49

日
た
つ
と
ま
た
、

人
間
か
動
物
に
生
ま
れ
変
わ
る
。
そ
れ
で
墓
は
必
要
な
い
。

　
墓
を
大
事
に
し
た
の
は
、
イ
ン
ド
人
で
は
な
く
、
中
国
人
。
葬

式
が
仏
教
と
結
び
つ
い
た
の
は
中
国
。
仏
教
は
、
イ
ン
ド
に
生
ま

れ
て
、
中
国
や
朝
鮮
を
へ
て
長
い
こ
と
か
か
っ
て
日
本
ま
で
・
・

そ
の
間
に
、
仏
教
の
本
来
の
内
容
が
相
当
変
化
し
て
し
ま
っ
た
の

で
す
。

　
日
本
の
葬
式
仏
教
は
ほ
と
ん
ど
江
戸
時
代
に
形
成
し
た
と
い
っ

て
良
い
。

　
江
戸
幕
府
の
政
治
方
針
は
「
法
度
政
治
」
と
も
呼
ば
れ
る
「
法

度
（
は
っ
と
）」
っ
て
の
は
布
令
の
こ
と
。
お
触
れ
と
も
い
う
ね
。

こ
と
細
か
な
お
触
れ
を
出
す
こ
と
で
封
建
体
制
を
維
持
し
た
。

　
幕
府
は
寺
院
法
度
っ
て
の
を
出
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
仏
教
の

宗
教
性
は
後
退
し
て
葬
儀
・
法
要
に
ウ
エ
イ
ト
を
お
く
習
俗
へ
変

容
し
て
し
ま
っ
た
。
習
俗
っ
て
こ
と
が
大
事
だ
ね
。
仏
教
は
宗
教

じ
ゃ
な
く
っ
て
習
俗
つ
ま
り
マ
ナ
ー
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
わ
け
だ
。

　
も
う
ひ
と
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
家
族
ご
と
特
定
の
寺
院
に
結
び

つ
け
る
「
檀
家
制
度
（
だ
ん
か
せ
い
ど
）」
の
制
定
だ
。
こ
の
制
度

が
設
け
ら
れ
る
直
接
的
な
原
因
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
禁
制
を
徹
底

さ
せ
る
た
め
だ
っ
た
の
だ
が
、
江
戸
幕
府
が
封
建
体
制
を
維
持
す

る
た
め
に
強
制
的
に
成
立
さ
せ
た
制
度
と
も
い
え
る
わ
け
。

　
中
世
で
は
、
自
分
自
身
の
意
思
で
寺
院
と
結
び
つ
い
て
信
仰
を

深
め
て
い
く
も
の
だ
っ
た
の
だ
が
、
こ
こ
に
お
い
て
、
本
来
の
仏

教
が
大
き
く
変
質
し
て
し
ま
っ
た
の
さ
。

　
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
江
戸
時
代
に
始
ま
っ
て
現
代
に
続
い

て
い
る
仏
教
っ
て
の
は
、
精
神
的
な
救
済
ど
こ
ろ
か
、
葬
式
と
法

事
の
た
め
の
習
俗
つ
ま
り
、
形
だ
け
の
マ
ナ
ー
と
し
て
の
仏
教

だ
っ
て
こ
と
が
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
ジ
ャ
ア
い
っ
た
い
仏
教
っ
て
な
ん
な
の
さ
。
っ
て
こ
と
に

な
る
。
ブ
ッ
ダ
が
開
始
し
た
の
が
仏
教
で
し
ょ
。
ブ
ッ
ダ
の

仏
教
は
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
？
っ
て
。

　
ブ
ッ
ダ
の
教
え
は
宗
教
と
は
無
関
係
だ
っ
た
。
っ
て
い
う

と
、
仏
教
は
宗
教
じ
ゃ
な
い
っ
て
こ
と
に
な
る
け
ど
、
こ
こ

ん
と
こ
が
ち
ょ
っ
と
複
雑
に
な
っ
て
る
し
、
大
事
な
と
こ
だ

か
ら
ね
。
上
の
図
を
見
て
く
だ
さ
い
。

　　
ブ
ッ
ダ
の
悟
り
が
そ
も
そ
も
の
出
発
点
だ
ね
。
悟
り
っ
て

の
は
、
人
間
の
根
源
的
な
悩
み
・
苦
悩
の
解
決
方
法
を
さ
す
。

ブ
ッ
ダ
の
思
想
お
よ
び
仏
教
の
根
本
は
、
悟
り
を
開
い
た
者

の
教
え
に
し
た
が
っ
て
「
悟
り
を
開
い
た
者
＝
仏
に
な
る
」

と
い
う
こ
と
な
ん
だ
。
ブ
ッ
ダ
は
、
悟
り
を
開
く
こ
と
は
神

と
は
無
関
係
で
、
神
様
の
こ
と
は
考
え
る
必
要
が
な
い
。
人

間
は
死
ん
だ
後
は
生
ま
れ
変
わ
っ
た
り
し
な
い
し
、
魂
が
残
っ

た
り
し
な
い
。
来
世
な
ん
か
無
い
。
自
分
と
宗
教
と
は
無
関

係
だ
っ
て
、
す
ご
く
即
物
的
で
は
っ
き
り
と
言
い
放
っ
て
る
。

　
で
も
、
仏
教
は
、
と
に
か
く
ブ
ッ
ダ
の
悟
り
を
原
点
に
し

て
る
の
は
事
実
だ
け
ど
、
イ
ン
ド
の
神
々
を
い
っ
ぱ
い
神
様

の
一
部
と
し
て
取
り
入
れ
て
し
ま
っ
て
る
。
バ
ラ
モ
ン
・
ヒ

ン
ズ
ー
・
そ
れ
以
外
の
元
々
そ
の
土
地
で
拝
ま
れ
て
い
た
神

様
な
ど
、
だ
か
ら
仏
教
に
は
、
神
様
が
一
杯
い
る
。

　
仏
教
に
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
ブ
ッ
ダ

の
悟
り
を
中
心
に
し
た
悟
り
と
は
何
か
を
追
求
す
る
精
神
。

　
の
ち
の
小
乗
仏
教

　
も
う
ひ
と
つ
は
土
俗
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
各
地
の
習
俗
を
取

り
込
ん
だ
幅
広
く
て
い
ろ
ん
な
神
様
を
い
っ
ぱ
い
取
り
入
れ

た
に
ぎ
や
か
な
仏
教
。
後
の
大
乗
仏
教

　
そ
れ
で
、
こ
こ
が
奇
怪
な
と
こ
な
ん
だ
け
ど
、
い
ろ
ん
な

神
様
を
増
や
し
た
結
果
、
な

ん
と
、
ブ
ッ
ダ
を
頂
点
に
置

い
と
く
と
マ
ズ
イ
っ
て
こ
と

で
、
ブ
ッ
ダ
を
仏
教
か
ら
追

い
出
し
て
し
ま
っ
た
。（
形
と

し
て
は
、
ブ
ッ
ダ
の
存
在
を

小
さ
く
し
て
、
悟
っ
た
人
＝

仏
と
し
て
、
無
数
に
存
在
す

る
こ
と
に
し
た
。
だ
か
ら
、

死
ん
だ
人
は
仏
様
っ
て
呼
ぶ

し
、
ブ
ッ
ダ
も
仏
様
っ
て
こ

と
に
な
っ
た
。
実
際
は
追
い

出
し
た
）

だ
か
ら
、
ブ
ッ
ダ
と
仏
教
の

関
係
は
す
ご
く
分
か
り
に
く

い
。

　
ブ
ッ
ダ
は
も
と
も
と

シ
ャ
カ
族
の
王
子
様

だ
っ
た
け
ど
、
家
族
も

す
べ
て
捨
て
て
家
出
し

た
。

　
仏
伝
に
よ
る
と
、

生
・
老
・
病
・
死
、
こ

の
４
つ
の
苦
悩
の
解
決

を
求
め
る
た
め
だ
っ
て

い
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
そ
れ
以
外
に
、
人
間

と
は
何
か
、
私
と
は
何
か
、
私
以
外
と
は
な
に
か
、
い
わ
ば
哲
学

的
課
題
の
探
求
か
な
。
す
っ
ご
く
簡
単
に
い
え
ば
、
人
間
は
な
ぜ

苦
し
む
の
か
。
苦
し
み
か
ら
抜
け
だ
す
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の

か
？
そ
の
解
決
の
た
め
に
旅
に
出
た
ん
だ
ね
。

　
２
９
歳
で
家
出
し
て
、
６
年
間
悩
ん
だ
。
難
業
苦
行
、
瞑
想
を

繰
り
返
し
た
。
そ
し
て
、
つ
い
に
３
５
才
の
時
菩
提
樹
の
も
と
で

悟
っ
た
ん
だ
。

　
２
月
８
日
の
明
け
方
、
明
け
の
明
星
の
さ
わ
や
か
な
瞬
き
を
み

な
が
ら
、
釈
迦
（
シ
ャ
ク
ソ
ン
）
は
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
が
解
け
て

い
く
の
を
感
じ
た
。

　
こ
の
と
き
、
ゴ
ー
タ
マ
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
ブ
ッ
ダ
と
な
っ
た
。

　

ブ
ッ
ダ
＝
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
で
、
目
覚
め

た
者
、
悟
れ
る
者
。

釈
迦
＝
釈
迦
族
の
王
子

だ
っ
た
こ
と
か
ら
。

目
覚
め
た
仏
陀
は
、
山

の
中
で
コ
レ
以
上
修
行

し
て
た
っ
て
無
駄
だ
と
、

山
を
降
り
た
。
人
々
の

苦
悩
を
救
う
た
め
に
布

教
伝
道
し
た
。

■
そ
も
そ
も
仏
教
っ
て
何
な
の
？

■
仏
教
の
始
ま
り

■
マ
ナ
ー
と
し
て
の
仏
教
？

仏教と仏像
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■
仏
像
を
考
え
る

■
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
の
誕
生

仏
像
の
始
ま
り
は
、

　
　

ギ
リ
シ
ャ
人

　
　
　
　

に
よ
る
イ
ン
ド
産

　
さ
て
、
こ
れ
か
ら
仏
像
に
つ
い
て
考
え
ま
し
ょ
う
。　

　
仏
像
な
ん
て
線
香
臭
い
モ
ノ
、
興
味
な
い
よ
！

　
若
い
頃
は
み
な
さ
ん
そ
う
言
い
ま
す
。
で
も
そ
れ
は

「
知
ら
な
い
か
ら
関
心
が
持
て
な
い
」
っ
て
こ
と
に
気
づ
く

べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　
「
…　
あ
あ
、
そ
う
い
う
モ
ン
だ
っ
た
の
、
そ
ん
な
違
い

が
あ
る
の
、
ヘ
え
ッ
…　
」

と
、
解
っ
て
く
る
と
興
味
が
出
て
き
て
面
白
く
も
な
っ
て

く
る
も
の
な
の
で
す
ね
。

■
仏
像
を
作
っ
て
は
い
け
な
い

　
仏
陀
の
姿
を
彫
刻
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
そ
う
と
い
う
考
え

は
、
も
と
も
と
は
な
か
っ
た
。

　
原
始
仏
教
（
シ
ャ
カ
が
始
め
た
頃
の
仏
教
を
そ
う
呼
び

ま
す
）
で
は
、
仏
陀
を
崇
拝
す
る
ほ
ど
、
あ
ま
り
に
も
偉

大
だ
か
ら
、
現
し
様
が
ナ
イ
。
恐
れ
多
い
。
そ
う
い
っ
た

意
味
の
偶
像
否
定
で
し
た　

　
例
え
ば
美
人
の
代
名
詞
の
、
小
野
小
町
は
、
あ
ま
り
に

美
人
だ
か
ら
描
け
な
い
だ
か
ら
百
人
一
首
で
は
後
ろ
向
き

の
姿
で
描
か
れ
て
る
で
し
ょ
。

　
ブ
ッ
ダ
の
姿
も
現
し
よ
う
が
無
い
と
い
っ
た
、
表
現
抑

制
が
強
か
っ
た
わ
け
で
す
。

　
で
も
ね
、
お
祈
り
す
る
際
に
は
、
何
か
目
に
見
え
る
モ

ン
が
欲
し
い
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
最
初
に
作
ら
れ
た
の
が

仏
足
石
（
ぶ
っ
そ
く
せ
き
）。
左
右
１
対
の
仏
の
足
形
を

刻
ん
だ
石
で
す
。

　
な
ん
で
足
を
拝
ま
な
く
ち
ゃ
い
け
な
の
か
？

　
仏
陀(

釈
梼)

が
生
涯
を
通
じ
て
諸
方
に
遊
行
し
，
説

法
し
た
足
跡
を
と
ど
め
る
意
味
だ
っ
た
。

　
仏
足
石
以
外
に
、
法
輪
仏
陀
の
教
え
を
あ
ら
わ
す
法
輪

釈
梼
の
説
い
た
教
え(

法)

を
車
輪
に
た
と
え
て
呼
ん
だ
も

の
。

仏
の
教
え
が1

ヵ
所
に
止
ま
る
こ
と
な
く
，
あ
ら
ゆ
る
地

方
の
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
ゆ
き
わ
た
る
こ
と
を
，
車
輪
の
ど
こ

に
で
も
行
く
自
由
な
動
き
に
た
と
え
た
と
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
つ
い
に
仏
陀
の
姿
を
彫
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
時
代
は
シ
ャ
カ
の
死
後
５
百
年
後
、
場
所
は
北
イ
ン
ド
の

ガ
ン
ダ
ー
ラ
で
す
。
ガ
ン
ダ
ー
ラ
は
現
代
は
ぺ
シ
ャ
ワ
ー
ル

と
呼
ば
れ
る
場
所
で
す
ね
。

　
北
イ
ン
ド
は
、、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大
王
に
よ
り
、
紀
元

前
４
世
紀
末
に
ギ
リ
シ
ャ
に
征
服
さ
れ
た
ん
だ
。
以
後
、
ギ

リ
シ
ャ
の
植
民
地
の
よ
う
に
な
り
、
ギ
リ
シ
ャ
人
が
住
み
着

い
た
。

　
ギ
リ
シ
ャ
人
は
も
と
も
と
信
仰
す
る
神
の
像
を
作
る
民
族

だ
っ
た
。
そ
こ
に
仏
教
が
流
行
し
て
い
っ
た
時
、
彼
ら
は
民

族
の
習
慣
に
従
っ
て
、
本
能
的
に
仏

像
を
作
り
出
し
た
。 　

　

だ
か
ら
、
１
～
２
世
紀
に
作
ら
れ

た
仏
像
は
、
西
欧
的
な
ギ
リ
シ
ャ
人

の
風
貌
を
し
て
る
ん
だ
。
す
ご
く
写

実
性
が
強
い
か
ら
、、
ギ
リ
シ
ャ
仏
教

彫
刻
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
わ
け
。

　
　
日
本
最
初
の
仏
像
は
、「
飛
鳥
大
仏
」
だ
と
さ
れ
て
る
ん
だ
け

ど
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
の
影
響

が
強
い
。
し
か
も
、
こ
れ
を

お
作
っ
た
の
は
恐
ら
く
日
本

人
じ
ゃ
な
く
、
朝
鮮
か
ら
わ

た
っ
て
き
た
帰
化
人
の
職
人

だ
ろ
う
っ
て
考
え
ら
れ
て
る
。

だ
か
ら
、
日
本
的
じ
ゃ
な
い

ん
だ
ね
。

　

ち
ょ
っ
と
知
っ
て
く
べ
き
こ
と
だ
け
ど
、
仏
教
導
入
に
と
も

な
っ
て
仏
像
が
入
っ
て
き
た
わ
け
だ
。
し
か
し
、
仏
教
の
移
入
っ

て
の
は
、
日
本
の
文
化
全
般
に
わ
た
る
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
を
わ

す
れ
て
は
い
け
な
い
。

　
寺
院
建
築
も
そ
の
ひ
と
つ
。
土
台
に
石
を
お
く
、
屋
根
に
は
瓦

を
使
う
な
ど
の
技
術
は
、
仏
教
と
と
も
に
入
っ
て
き
た
。
そ
れ
以

前
の
日
本
の
建
築
は
、
掘
建
て
小
屋
だ
っ
た
ん
だ
よ
。

　
っ
て
こ
と
は
、
土
木
作
業
関
係
者
や
建
築
関
係
業
者
な
ど
、
今

で
い
い
え
ば
い
ろ
ん
な
関
連
業
種
の
人
々
が
海
を
渡
り
や
っ
て
き

た
。
そ
の
中
に
仏
像
を
作
る
仏
師
と
呼
ば
れ
る
業
種
も
い
た
よ
っ

て
こ
と
。

　
だ
か
ら
、仏
教
導
入
っ
て
こ
と
は
、大
量
の
文
化
輸
入
だ
っ
た
っ

て
こ
と
。
か
つ
て
は
、
メ
イ
ド
イ
ン
フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ
だ
っ

た
ら
ど
ん
な
も
の
で
も
舶
来
品
だ
、
高
級
品
っ
て
さ
れ
た
け
ど
、

宗
教
の
場
合
も
。
異
国
の
新
し
い
宗
教
で
あ
る
仏
教
の
方
が
、
ご

利
益
が
あ
る
ぞ
、
と
い
う
受
け
止
め
方
を
し
て
信
仰
し
た
傾
向
が

■
仏
教
＝
大
量
文
化
移
入
だ
っ
た

つ
よ
い
。

デ
ル
フ
ィ
ー
の
御
者
の
表
現
と
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
仏
像
（
ギ
リ

シ
ャ
風
仏
像
）
と
は
す
ご
く
類
似
し
て
る
。

こ
れ
ら
を
配
置
し
て
み
る
と
こ
ん
な
感
じ
で
す
ね
。

 BC

５
世
紀
の
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
８
世
紀
半
ば
の
日
本
ま
で
、

1300

年
も
か
け
て
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
が
混
ざ
り
合
っ
て
仏
像

は
は
る
か
日
本
ま
で
伝
わ
っ
て
き
た
。
す
ご
い
も
の
だ
ね
。

■
仏
像
研
究
の
２
つ
の
方
法

　
仏
像
は
、
目
で
見
る
た
め
に
作
ら
れ
た
わ
け
だ
か
ら
、
確

か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
実
は
見
え
る
部
分
と
見
え
な
い
部

分
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
形
や
材
料
な
ど
は
目
に
見
え
る

ね
。
で
も
、
像
が
持
っ
て
い
る
意
味
や
由
来
、
な
ぜ
こ
ん
な

衣
装
を
着
て
る
か
と
か
、
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
る
か
と
い
う
よ

う
な
い
わ
ゆ
る
「
意
味
」
の
部
分
は
目
に
は
見
え
な
い
。

　
言
い
換
え
る
と
、
造
形
的
な
税
量
や
技
術
や
、
様
式
な

ど
、
は
っ
き
り
と
目
に
見
え
る
部
分
に
も
と
づ
い
て
の
理

解
、
解
釈
し
よ
う
と
す
る
の
を
、
①
美
術
的
ア
プ
ロ
ー
チ

と
呼
び
ま
す
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、、
神
・
仏
の
意
味
を
経
典
上
の
知
識
か

ら
解
説
し
た
知
識
、そ
う
い
う
知
識
を
「
儀
軌
（
ギ
キ
）」
っ

て
い
う
。　
　
こ
う
し
た
儀
軌
的
な
知
識
に
よ
っ
て
仏
像

を
理
解
し
よ
う
と
す
る
方
法
は
、
②
宗
教
的
ア
プ
ロ
ー
チ
っ

て
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
仏
像
鑑
賞
や
仏
像
理
解
の
方
法
に
は
、
こ
の
、
美
術
史

的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
宗
教
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
２
つ
が
あ

る
ん
だ
ね
。

　
美
術
関
係
の
人
間
が
仏
像
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

は
、
ふ
つ
う
は
、
①
の
美
術
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
け
で
理

解
し
よ
う
と
す
る
ん
だ
ね
。
日
本
美
術
史
と
か
の
美
術
書
を
読

む
と
、
②
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
記
述
し
て
な
い
。
だ
か
ら
、

仏
像
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
は
、
①
の
方
法
し
か
な
い
と
思
っ

て
し
ま
う
ん
だ
。

　
と
こ
ろ
が
、
②
宗
教
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
理
解
し
な
が
ら
仏
像

に
接
近
し
て
ゆ
く
と
、
仏
像
は
す
ご
く
分
か
り
や
す
い
も
の
な

ん
で
す
よ
。
い
そ
が
ば
ま
わ
れ
っ
て
諺
が
あ
る
け
れ
ど
、
仏
教

や
仏
像
の
意
味
を
、
面
倒
く
さ
が
ら
ず
に
ひ
も
と
い
て
み
た
ら
、

仏
像
が
身
近
な
愛
着
が
も
て
る
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
く
る
も
の
な
の
で
す
よ
。

■
中
宮
寺
の
弥
勒
菩
薩
を
例
に

　
図
●
は
、
中
宮
寺
の
弥
勒
菩
薩
で
、
日
本
の
仏
像
の
中
で
最

も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
の
ひ
と
つ
で
す
。
た
と
え
ば
こ
の
仏
像

を
例
に
と
っ
て
、
仏
像
の
理
解
の
仕
方
の
、
２
種
類
の
違
い
を

は
っ
き
り
さ
せ
て
み
る
ね
。

　
ま
ず
、
左
側
の
美
術
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
か
つ
て
は
色
が
塗
ら
れ
て
た
け
ど
、
現
在
は
黒
の
漆
塗
り
だ

と
か
、
側
面
鑑
賞
つ
ま
り
、
横
か
ら
も
観
ら
れ
る
よ
う
に
作
ら

れ
て
る
と
か
、
ト
リ
ブ
ツ
シ
の
様
式
に
似
て
る
と
か
、
こ
の
ス

タ
イ
ル
は
飛
鳥
・
白
鳳
様
式
に
多
い
と
か
が
書
い
て
あ
る
。
つ

ま
り
、
時
代
の
様
式
と
か
、
材
料
・
技
法
を
中
心
に
書
い
て
あ

る
わ
け
だ
。

次
に
右
側
の
宗
教
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
見
て
み
よ
う
。

　

弥
勒
菩
薩
と
い
う
ホ
ト
ケ
の
意
味
に
つ
い
て
書
い
て
あ
る
。

弥
勒
菩
薩
と
い
う
そ
の
ホ
ト
ケ
が
、
慈
悲
の
心
か
ら
生
ま
れ
た

も
の
で
あ
り
、
ト
ソ
ツ
テ
ン
と
い
う
場
所
に
い
る
こ
と
に
な
っ

て
い
て
、
な
ぜ
信
仰
さ
れ
て
る
の
か
、
う
ん
ぬ
ん
っ
て
ね
。（
こ

れ
は
す
ご
く
簡
潔
に
省
略
し
た
も
の
）
ほ
ん
と
は
は
も
っ
と
細

か
く
解
説
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　
美
術
的
見
方
っ
て
の
は
、
目
に
見
え
る
要
素
に
基
づ
い
て
る

か
ら
、
一
見
わ
か
り
や
す
く
思
え
る
け
ど
、
こ
れ
だ
け
じ
ゃ
仏

像
は
理
解
も
で
き
な
い
し
、
鑑
賞
も
で
き
な
い
ン
で
す
よ
。
宗

教
的
な
意
味
と
あ
わ
せ
て
、
は
じ
め
て
「
あ
あ
解
っ
た
」
っ
て

感
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　①美術的



　
　

如来部 天部

　
ま
ず
こ
れ
ら
は
、
大
き
く
３
つ
に
区
分
で
き
ま
す
。

　
盧
遮
那
仏
（
ル
シ
ャ
ナ
ブ
ツ
）
＝
奈
良
の
大
仏
、
は
ち
ょ
っ

と
特
別
だ
か
ら
一
番
左
に
、
赤
字
に
し
と
い
た
け
ど
、
そ
の

右
の
水
色
文
字
の
３
種
類
は
、「
～
如
来
」
っ
て
つ
い
て
る
で

し
ょ
。
こ
れ
ら
の
４
種
類
を
如
来
部
っ
て
呼
び
ま
す
。

　
次
に
、
大
事
な
タ
イ
プ
に
菩
薩
部
っ
て
の
が
あ
る
。
黄
色

の
文
字
で
あ
ら
わ
し
た
部
分
で
す
ね
。
こ
こ
に
は
観
音
が
い

る
。
観
音
様
っ
て
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
。
あ
れ
は
、

観
音
菩
薩
っ
て
こ
と
な
ん
だ
。
こ
の
菩
薩
部
は
人
気
が
あ
る

か
ら
、
い
ろ
ん
な
種
類
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

　

お
じ
ぞ
う
さ
ん
っ
て
の
が
道
端
に
あ
っ
た
り
す
る
け
ど
、

お
じ
ぞ
う
さ
ん
は
、
本
名
は
地
蔵
菩
薩
だ
か
ら
、
こ
の
菩
薩

部
に
入
る
ん
だ
ね
。

　
残
る
の
を
、
一
番
右
側
に
赤
字
で
書
い
た
け
ど
、
阿
修
羅

な
ん
か
す
ご
く
素
敵
な
像
で
す
ね
。
仁
王
な
ん
か
か
っ
ち
ょ

い
い
ポ
ー
ズ
し
て
ま
す
ね
。
こ
う
い
う
タ
イ
プ
に
も
い
ろ
ん

な
の
が
あ
る
け
ど
、
こ
れ
ら
を
天
部
と
呼
び
ま
す
。

　
天
部
の
仏
像
は
、
仏
教
成
立
以
前
か
ら
、
イ
ン
ド
に
あ
っ

た
バ
ラ
モ
ン
・
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
神
々
を
仏
教
に
取
り
入
れ
た

も
の
。
空
高
く
、
天
の
上
の
方
に
住
む
と
さ
れ
る
、
い
わ
ば

イ
ン
ド
の
神
様
の
類
で
す
ね
。
こ
う
し
て
、
仏
像
は
大
き
く

３
つ
の
部
活
動
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

菩薩部
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こ
れ
ら
が
、
日
本
の
仏
像
の
一

級
品
で
す
ね
。
ど
こ
か
で
み
た

こ
と
あ
る
な
っ
て
仏
像
が
あ
る
で

し
ょ
。
で
も
、
こ
れ
が
な
か
な
か

名
前
を
覚
え
た
り
区
別
が
つ
き
に

く
か
っ
た
り
す
る

　
仏
像
鑑
賞
の
最
初
の
関
門
＝
種

類
が
多
す
ぎ
て
区
別
で
き
な
い
・

で
も
、
３
分
類
が
ポ
イ
ン
ト
な
ん

で
す
。

そ
こ
で
今
日
は
、
仏
像
を
分
類
し

て
み
ま
す
。

仏像鑑賞の最初の関門

種類が多すぎて区別できない

３分類がポイント

■
基
本
は
３
区
分

■
ま
ず
如
来
部
か
ら

　
日
本
に
仏
教
が
伝
来
し
た
と
き
、
す
で
に
当
時
中
国
や
朝

鮮
に
は
、
仏
教
文
化
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
て
、
い
ろ
ん
な
タ

イ
プ
の
仏
像
が
作
り
出
さ
れ
て
い
た
。

　
で
も
、
日
本
に
仏
教
が
移
入
さ
れ
た
ば
か
り
の
紀
元
６
世

紀
・
飛
鳥
時
代
で
は
、
仏
教
を
宣
伝
に
き
た
朝
鮮
人
の
坊
さ

ん
か
ら
、
仏
教
国
に
な
る
と
仏
像
を
拝
み
ま
し
ょ
う
っ
て
い

わ
れ
た
。仏
像
は
作
る
の
に
す
ご
く
経
費
が
か
か
る
。だ
か
ら
、

そ
ん
な
に
い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
ら
大
変
だ
っ
て
い
っ
た
ら
。

「
仏
教
国
に
な
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
お
し
ゃ
か
さ
ん
の
像
だ

け
は
祭
り
な
さ
い
」
と
言
っ
た
。
お
し
ゃ
か
さ
ん
は
教
祖
で
す
か

ら
、
そ
れ
な
ら
当
然
か
な
っ
て
思
い
ま
す
ね
。

じ
ゃ
次
は
ど
ん
な
像
が
あ
る
と
い
い
で
す
か
ね
と
尋
ね
た
ら
、。

「
①
釈
迦
如
来
像
を
中
心
に
、
②
薬
師
如
来
、
③
阿
弥
陀
如
来
像

の
三
尊
を
拝
む
こ
と
が
仏
教
の
基
本
で
あ
り
最
小
限
度
の
仏
像
で

す
。」
っ
て
言
わ
れ
た
ん
だ
ね
。
そ
れ
で
法
隆
寺
の
釈
迦
三
尊
が

作
ら
れ
た
。

　
今
度
は
次
の
菩
薩
部
を
の
ぞ
い
て
み
ま
し
ょ
。

　
仏
像
理
解
の
一
番
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
の
菩
薩
部
を
ク
リ
ア
ー

す
る
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　
し
か
し
こ
の
菩
薩
部
は
広
が
り
が
あ
っ
て
、
初
め
て
説
明
さ
れ

て
も
、
な
に
や
ら
グ
チ
ャ
グ
チ
ャ
に
な
っ
て
、
よ
く
わ
か
ら
ん
と

思
い
ま
す
。
こ
こ
が
ク
リ
ア
ー
で
き
た
ら
、
あ
と
は
楽
な
ん
で
す

■
つ
ぎ
に
菩
薩
部
だ

け
ど
ね
。
仏
像
ビ
ギ
ナ
ー
に
と
っ
て
は
、
菩
薩
部
が
ひ
と
つ
の
山
場

だ
ね
。

　
弥
勒
（
ミ
ロ
ク
）
は
ひ
と
つ
だ
か
ら
、
こ
れ
は
誰
で
も
わ
か
る
。

で
も
、
観
音
が
ね
。
こ
い
つ
が
曲
者
な
ん
だ
。
観
音
は
、
い
ろ
ん
な

ス
タ
イ
ル
に
化
け
ち
ゃ
う
ん
だ
ね
。
化
け
ち
ゃ
っ
た
観
音
を

変
化
観
音
（
へ
ん
げ
か
ん
の
ん
）
っ
て
言
う
。

　
観
音
本
来
の
姿
は
「
聖
観
音
」
だ
っ
た
ん
だ
ね
。

　
観
音
は
大
き
な
救
済
力
を
持
つ
も
の
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
が
、
そ

の
さ
ま
ざ
ま
な
救
済
力
を
個
別
に
表
現
し
た
の
が
変
化
観
音
。

　
今
は
、
と
り
あ
え
ず
「
観
音
」
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
仏
ナ
の

か
を
知
り
ま
し
ょ
う
。

　
観
音
様
は
、
人
間
離
れ
し
た
超
人
的
な
威
厳
を
も
っ
て
ま
す
。
そ

し
て
同
時
に
最
も
人
間
ら
し
い
優
し
さ
や
美
し
さ
も
併
せ
持
ち
、
さ

ま
ざ
ま
な
現
世
利
益
の
た
め
に
、
い
ろ
ん
な
姿
に
変
身
し
て
、
人
々

を
救
っ
て
く
れ
る
。
す
ば
ら
し
い
で
す
ね
。

　
こ
う
い
う
タ
イ
プ
の
神
様
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
的
な
ん
で
す
ね
。
イ

ン
ド
の
民
間
信
仰
が
影
響
し
て
「
観
音
さ
ま
」
っ
て
い
う
神
様
が
出

来
上
が
っ
た
ん
だ
。

　
　

　
観
音
の
仏
像
と
し
て
の
ス
タ
イ
ル
の
特
徴
は
、

①
半
裸
＝
イ
ン
ド
の
神
が
入
り
込
ん
で
る
か
ら
、
上
半
身
裸
、

②
派
手
な
飾
り
を
い
っ
ぱ
い
身
に
ま
と
っ
て
る
。

③
宝
冠
の
中
に
化
仏
を
つ
け
て
る
（
イ
ン
ド
の
シ
バ
神
の
影
響
）

　
上
半
身
は
裸
。
そ
の
理
由
は
、
も
と
は
イ
ン
ド
だ
か
ら
な
ん
で
す

が
、
半
裸
の
人
体
に
は
日
本
人
は
慣
れ
て
は
い
な
い
け
ど
ね
。

で
も
顔
つ
き
は
、
も
は
や
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
の
よ
う
に
西
洋
人
ポ
ク
な

い
。
日
本
人
的
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
観
音
は
な
ま
め
か
し
い
の
が
多
い
か
ら
、
若
い
女
性
を
現
し
て
る

よ
う
に
も
い
わ
れ
る
け
ど
、
観
音
は
本
来
男
性
の
神
で
あ
っ
て
、
そ

の
証
拠
に
ひ
げ
が
生
え
て
る
。

■
観
音
の
特
徴

仏像の
種類と技術
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■
変
化
観
音

　
シ
ン
プ
ル
な
聖
観
音
は
、
次
第
に
変
化
す
る
。

　
十
一
面
観
音
っ
て
い
う
の
は
、
普
通
の
顔
の
ほ
か
に
十
個
ま

た
は
十
一
個
の
顔
を
持
つ
。
十
一
面
観
音
は
、
な
ん
で
頭
の
数

を
増
や
し
た
の
か
っ
て
い
え
ば
、
顔
が
一
つ
で
腕
が
二
本
よ
り
、

た
く
さ
ん
あ
れ
ば
ご
利
益
が
あ
る
か
ら
っ
て
こ
と
。

　
経
典
に
よ
る
と
、
本
当
は
一
つ
の
体
に
十
一
の
同
じ
大
き
さ

の
頭
が
並
ん
で
る
よ
う
に
作
る
べ
き
、
っ
て
な
っ
て
る
け
ど
、

そ
れ
は
彫
刻
と
し
て
の
表
現
は
困
難
だ
し
、
出
来
た
と
し
て
も

奇
怪
な
姿
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
中
央
の
一
つ
を
普
通
の

大
き
さ
で
、
他
の
十
面
を
小
さ
く
し
て
頭
髪
の
部
分
に
並
べ

る
方
法
を
と
っ
た
。

　

顔
が
た
く
さ
ん
あ
れ
ば
力
も
強
力
だ
と
て
い
う
こ
と
で

十
一
面
観
音
は
信
仰
さ
れ
は
じ
め
た
。
元
々
は
、
中
国
で
信

仰
が
始
ま
っ
た
。
日
本
で
は
、
奈
良
時
代
後
期
な
ん
だ
け
ど
、

各
地
に
そ
の
信
仰
は
ひ
ろ
が
っ
て
い
っ
た
。
手
も
異
様
に
長

い
け
ど
、
こ
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
。

　
千
手
観
音
は
最
も
複
雑
な
形
を
し
た
観
音
様
。
普
通
は
中

央
に
２
組
の
手
を
持
ち
、
他
に
四
十
の
手
を
つ
く
る
。
そ
し

て
手
に
は
多
く
の
持
ち
物
を
持
っ
て
る
。
一
本
の
手
で
二
十
五
の

世
界
の
民
衆
を
救
う
の
で
、40

×25

＝1000

と
い
う
こ
と

に
な
る
。

顔
に
は
目
玉
が
３
つ
、
頭
上
に
仏
の
頭
が
十
面
、
小
手
は
ほ
ん
と

に
千
本
つ
け
た
像
も
あ
る
、
手
の
ひ
ら
に
目
が
１
つ
つ
い
て
る
。

■
天
部

　
さ
て
、
菩
薩
部
の
代
表
的
な
観
音
を
眺
め
た
後
に
残
っ

て
る
の
は
、
天
部
で
す
ね
。
こ
こ
は
イ
ン
ド
の
神
々
が
影

響
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
戦
う
神
々
が
多
い
で
す
ね
。

天
部
を
代
表
し
、
仏
像
の
中
で
人
気
ベ
ス
ト
１
の
ア
シ
ュ

ラ
を
見
て
み
ま
し
ょ
。

　
興
福
寺
の
国
宝
館
に
あ
る
阿
修
羅
は
不
思
議
な
迫
力
を

持
っ
て
る
。
興
福
寺
は
東
大
寺
と
な
ら
ぶ
南
都
七
大
寺
の

代
表
的
な
寺
院
。

　
や
や
眉
を
寄
せ
た
気
む
ず
か
し
げ
。
キ
リ
ッ
ト
し
た
目

つ
き
で
唇
を
結
ん
で
正
面
を
見
つ
め
て
る
。
腕
は
６
本
。

ウ
エ
ス
ト
は
細
め
で
上
半
身
裸
で
、
上
ハ
ク
を
付
け
て
る
。

腰
は
裳
で
覆
わ
れ
、
両
足
に
は
サ
ン
ダ
ル
風
の
沓
を
は
き

や
や
足
を
開
い
て
力
強
く
立
っ
て
い
る
。

阿
修
羅
は
、
修
羅
場
（
闘
い
の
場
）
と
い
う
言
葉
の
も
と

に
も
な
っ
て
い
て
、戦
闘
好
き
。
闘
い
と
か
悪
と
か
の
ダ
ー

テ
ィ
イ
メ
ー
ジ
と
関
係
し
て
る
っ
て
こ
と
を
言
い
ま
し
た
。

じ
ゃ
こ
こ
で
阿
修
羅
の
ふ
る
さ
と
を
尋
ね
て
み
た
い
。

　
阿
修
羅
の
ふ
る
さ
と
は
、
現
在
の
イ
ラ
ク
あ
た
り
、
紀
元

前
に
ア
ッ
シ
リ
ア
の
人
々
が
住
ん
で
い
た
。

　
ア
ッ
シ
リ
ア
で
す
よ
。
阿
修
羅
と
響
き
が
に
て
る
ね
。
紀

元
前
６
世
紀
に
ア
ッ
シ
リ
ア
は
異
民
族
に
侵
入
さ
れ
て
、
イ

ン
ド
へ
逃
げ
込
ん
だ
。
し
か
し
、逃
亡
先
の
イ
ン
ド
で
は
ア
ッ

シ
リ
ア
の
神
は
異
教
の
神
と
し
て
迫
害
さ
れ
、
悪
者
に
な
っ

て
し
ま
う
。

阿
修
羅
の
名
前
は
、
ア
ッ
シ
リ
ア
が
神
の
名
前
に
転
化
し
て
、

イ
ン
ド
に
入
っ
て
悪
者
あ
つ
か
い
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
そ
ん
な
由
来
を
知
る
と
、
こ
う
し
た
仏
像
が
す
ご
く
身
近

に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
せ
ん
か
？

■
日
本
で
未
発
達
の
仏
像
技
術

　
仏
像
の
制
作
技
術
は
、
左
図
の
よ
う
に
５
種
類
あ
る
。
我

が
国
に
は
、
最
初
の
時
期
か
ら
こ
れ
ら
複
数
の
方
法
が
同
時

に
中
国
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
。　
し
か
し
、
石
像
と
乾
漆
は

我
が
国
で
は
あ
あ
ま
り
歓
迎
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

石　

像

　
中
国
や
イ
ン
ド
・
朝
鮮
で
は
「
石
像
仏
」
が
多
い
の
で
あ

る
が
、
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
発
展
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

我
が
国
の
石
は
硬
い
も
の
が
多
く
、
適
度
の
柔
ら
か
さ
の
石

材
が
不
足
し
て
い
た
か
ら
で
す
ね
。

　
乾　

漆

　
寺
で
は
護
摩
を
焚
い
た
り
す
る
の
で
火
事
が
多
か
っ
た
。

乾
漆
の
像
は
軽
い
の
で
火
災
の
と
き
持
ち
出
し
易
い
。
唐
招

提
寺
の
鑑
真
和
上
像
は
高
さ
九
十
セ
ン
チ
ほ
ど
あ
る
の
に
、

重
さ
は
十
キ
ロ
も
な
い
。だ
か
ら
大
切
な
像
は
乾
漆
で
作
る
、

と
い
う
の
が
当
時
は
普
通
だ
っ
た
。
し
か
し
次
第
に
作
ら
れ

な
く
な
っ
た
。

そ
の
理
由
は
乾

漆
は
像
は
コ
ス

ト
が
高
か
っ
た

か
ら
だ
っ
た
。

　

乾
漆
は
薄
く

何
回
に
も
重
ね

て
塗
る
。
多
く

の
乾
漆
像
は
制

作
に
３
～
４
年

く
ら
い
か
か
り
、

非
常
に
コ
ス
ト

が
高
い
も
の
で

あ
っ
た
。

■
仏
像
制
作
の
時
期

　
奈
良
・
京
都
の
寺
院
に
は
数
え
き
れ
な
い
程
の
仏
像
が

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
う
ち
で
、
優
れ
た
造
形
仏
と

し
て
評
判
が
高
い
も
の
は
、
下
の
年
表
の
よ
う
に
、
飛
鳥

～
鎌
倉
ま
で
の
時
期
に
限
ら
れ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
を
過

ぎ
る
と
，
新
し
い
仏
が
造
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
な

り
ま
す
。

　
南
北
朝
時
代
で
は
，
作
風
も
そ
れ
ま
で
の
厳
し
さ
，
逞
し
さ

が
な
く
な
り
，
丸
く
の
ん
び
り
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
ゆ
き
ま

す
。

　
こ
の
頃
の
特
筆
す
べ
き
点
と
し
て
は
，
禅
宗
で
盛
ん
と
な
っ

た
頂
相
（
ち
ん
ぞ
う
）
の
製
作
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
頂
相
と
は
，

祖
師
像
の
こ
と
で
，
禅
宗
が
盛
ん
と
な
っ
た
こ
の
頃
，
沢
山
の

頂
相
が
造
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
，
後
世
に
名
を
残
す
よ
う
な

仏
師
は
現
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
室
町
時
代
や
戦
国
時
代
，
江
戸
時
代
等
に
は
こ
れ
と
い
っ
た

仏
師
は
出
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
わ
ず
か
に
円
空
や
木
食
（
も

く
じ
き
）
が
特
徴
の
あ
る
独
自
の
作
風
で
名
を
残
し
て
い
る
程

度
で
す
。

　
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
れ
に
は
仏
教
の
変
化
，
流
行
が
大
い
に
関
係
し
て
い
ま
す
。

　
鎌
倉
時
代
に
仏
教
は
文
字
ど
お
り
百
花
繚
乱
の
様
相
を
呈
し

ま
し
た
が
，
浄
土
宗
，
浄
土
真
宗
後
は
，
法
華
経
と
い
っ
た
経

文
自
体
が
礼
拝
の
対
象
と
な
っ
た
り
，
禅
宗
の
よ
う
に
自
力
で

仏
に
な
る
べ
く
修
業
す

る
，と
い
っ
た
日
蓮
宗
，

禅
宗
等
の
宗
派
が
隆
盛

を
向
か
え
ま
す
。
そ
こ

で
は
礼
拝
の
対
象
と
し

て
の
仏
像
は
顧
み
ら
れ

な
く
な
り
ま
す
。
そ
う

な
れ
ば
仏
師
は
必
要
と

さ
れ
ま
せ
ん
。

　
南
北
朝
以
降
仏
師
が

育
た
な
か
っ
た
の
は
，

仏
様
の
需
要
が
極
端
に

減
少
し
た
か
ら
で
す
。

阿修羅
十一面観音

千手観音



1415

■
中
宮
寺
の
弥
勒
菩
薩

　
中
宮
寺
の
弥
勒
菩
薩
は
と
て
も
有
名
な
像
ね
。
誰
で
も
記
憶

に
あ
る
だ
ろ
う
。

　
弥
勒
菩
薩
像
は
、
も
と
も
と
専
門
家
の
間
で
は
、「
仏
像
鑑
賞

第
一
課
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
第
一
課
っ
て
意
味
は
、
こ
の
仏

像
を
き
っ
か
け
と
し
て
仏
像
を
見
て
み
よ
う
と
い
う
気
に
な
っ

て
、
そ
れ
以
後
多
く
の
仏
像
を
鑑
賞
し
て
、
そ
れ
で
、
ま
た
こ

の
仏
像
に
ま
い
も
ど
っ
て
く
る
っ
て
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
ミ
ロ
ク
に
始
ま
り
ミ
ロ
ク
に
終
わ
る
。
と
い
え
る
ね
。

　
中
宮
寺
は
法
隆
寺
の
夢
殿
に
ひ
っ
そ
り
と
よ
り
そ
う
よ
う
に

た
つ
小
さ
な
尼
寺
。
こ
の
像
は
、
円
筒
形
の
台
座
の
上
で
、
右

足
を
上
げ
て
組
み
、
右
手
を
軽
く
頬
に
そ
え
た
、
い
わ
ゆ
る
半

跏
思
惟
（
ハ
ン
カ
シ
イ
）
の
姿
を
と
っ
て
る
。
ハ
ン
カ
シ
イ
っ

て
の
は
、
片
方
の
足
を
持
ち
上
げ
て
、
思
索
し
て
い
る
ポ
ー
ズ

の
こ
と
を
い
う
。

　
思
索
し
て
る
か
ら
、
目
は
や
や
う
つ
む
い
て
い
る
。
指
先
は

や
さ
し
く
ほ
ほ
に
沿
わ
せ
る
。
形
よ
い
唇
が
今
に
も
動
き
そ
う
。

頭
の
上
に
は
、
二
つ
の
結
い
上
げ
た
髪
が
丸
く
形
作
ら
れ
て
い

る
。
す
こ
し
斜
め
か
ら
見
る
と
、
や
や
前
か
が
み
で
、
考
え
込

ん
で
る
よ
う
に
見
え
る
ね
。

　
こ
の
像
の
特
別
な
と
こ
ろ
は
、
①
こ
ん
な
に
少
年
ぽ
く
あ
ら

わ
さ
れ
て
い
る
仏
像
は
あ
ま
り
な
い
。
②
す
ご
く
人
間
的
に
表

さ
れ
て
る
。
③
自
然
な
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
、
④
近
代
的
な
感
じ

が
し
て
、
古
臭
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
そ
う
い
う
所
が
人
気
で

す
ね
。

　
こ
の
像
は
菩
薩
の
前
に
弥
勒
っ
て
付
け
ら
れ
て
い
る

　
弥
勒
菩
薩
っ
て
の
は
未
来
仏
っ
て
言
わ
れ
て
い
て
、
釈
迦
が

入
滅
後
５
６
億
７
千
万
年
後
に
出
現
し
て
人
を
助
け
る
役
割
を

持
っ
て
る
。
こ
の
像
は
、
釈
迦
が
出
家
す
る
以
前
の
姿
を
取
っ

て
る
の
で
、
王
子
の
姿
を
か
た
ど
っ
て
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら

若
い
少
年
の
よ
う
な
感
じ
。
こ
れ
は
、
将
来
如
何
に
し
て
民
衆

を
救
済
す
る
の
か
を
考
え
て
い
る
姿
ね
。
未
来
の
来
る
べ
き
理

想
の
社
会
を
じ
っ
と
考
え
て
る
。（
そ
の
こ
ろ
は
人
間
の
寿
命

は
８
万
歳
）
人
類
を
ど
う
や
っ
て
救
お
う
か
と
考
え
て
る
ポ
ー

ズ
。

　
ハ
ン
カ
シ
イ
の
ポ
ー
ズ
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
右
足
を
左
ひ

ざ
に
の
せ
る
こ
と
。
そ
れ
か
ら
、
右
手
を
軽
く
頬
に
沿
わ
せ
る

こ
と
で
す
。

　
こ
の
像
の
魅
力
は
顔
の
部
分
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

広
い
額
に
眉
が
の
び
の
び
と
美
し
い
弧
を
描
く

両
目
は
瞼
の
輪
郭
は
ぼ
や
け
た
ま
ま
。
は
っ
き
り
と
彫
っ
て
い

な
い
の
は
極
め
て
珍
し
い
表
現
方
法
。

目
は
伏
目
が
ち
、
口
は
か
す
か
に
微
笑
む
。
や
さ
し
い
穏
や
か

な
表
情
で
す
。

　
こ
の
像
は
、
飛
鳥
時
代
に
は
一
般
的
に
用
い
ら
れ
た
楠

（
ク
ス
ノ
キ
）
を
彫
っ
て
る
ん
だ
け
ど
、
し
か
し
、
こ
ん

な
に
複
雑
な
寄
木
の
技
法
で
作
ら
れ
て
あ
る
木
彫
は
他
に

な
い
。
プ
ラ
モ
デ
ル
の
人
形
の
パ
ー
ツ
み
た
い
で
し
ょ
。

飛
鳥
時
代
に
は
珍
し
い
「
寄
木
の
技
法
」

■
阿
修
羅
と
脱
乾
漆
技
法

■
日
本
人
の
顔

　
と
こ
ろ
で
、
古
代
の
日
本
人
の
顔
つ
き
に
は
２
種
類
が
あ
る
と

さ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
縄
文
人
と
し
て
、
日
本
の
在
来
系
の
顔
つ
き

で
、
も
う
ひ
と
つ
は
朝
鮮
か
ら
渡
来
し
て
き
た
大
陸
的
顔
つ
き
、

こ
の
２
種
類
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
在
来
系
は
、
身
長
低
く
、
顔
つ
き
は
四
角
っ
ぽ
い
。
目
鼻
立

ち
く
っ
き
り
。
大
陸
的
顔
つ
き
は
、
身
長
高
く
、
面
長
、
扁

平
な
顔
立
ち
で
唇
う
す
め
。

　

こ
の
違
い
は
、
在
来

系
は
＝
温
帯
気
候
に
適

応
し
、
渡
来
系
は
、
寒

い
気
候
に
耐
え
る
た
め

に
適
応
し
た
か
ら
だ
と

さ
れ
て
い
る
。

　

要
す
る
に
、
日
本
人

は
、
四
角
っ
ぽ
く
、
立

体
的
な
顔
つ
き
の
在
来

系
と
、
面
長
で
扁
平
な

顔
を
持
つ
渡
来
系
の
２

つ
の
集
団
の
混
血
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と

い
え
る
。

　
阿
修
羅
は
「
天
龍
八
部
衆
」
の
ひ
と
り
で
す
。
八
部
衆
の
う
ち
、

阿
修
羅
以
外
の
３
人
を
紹
介
し
よ
う
。

　
迦
楼
羅
（
カ
ル
ラ
）
伝
説
上
の
巨
大
な
鳥
。
竜
を
食
べ
る
と
さ

れ
る
。
緊
那
羅
（
キ
ン
ナ
ラ
）
は
音
楽
を
奏
で
る
神
。

畢
婆
迦
羅(

ヒ
バ
カ
ラ)

は
大
蛇
を
神
格
化
し
た
も
の

こ
れ
ら
合
わ
せ
て
八
人
の
神
が
い
る
。

迦楼羅（カルラ） 畢婆迦羅 ( ヒバカラ） 緊那羅（キンナラ）

「天龍八部衆」

広
隆
寺
の
弥
勒
と
比
較
し
て
み
ま
し
ょ
。
広
隆
寺
の
弥
勒
（
左
図
）

は
仏
像
だ
っ
て
感
じ
が
す
る
け
ど
、
中
宮
寺
の
弥
勒
は
人
間
を
元

に
し
た
彫
刻
っ
て
感
じ
が
す
る
で
し
ょ
。
人
間
的
に
表
さ
れ
て
る

め
ず
ら
し
い
仏
像
の
例
で
す
ね
。

　
で
も
、
こ
の
像
は
す
ご
く
不
思
議
な
仏
像
で
、
作
者
も
・
い
つ

作
ら
れ
た
の
か
も
、
は
っ
き
り
し
て
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
中
宮
寺

と
し
て
は
、
こ
の
像
を
弥
勒
菩
薩
っ
て
呼
ば
な
い
で
、
如
意
輪
観

音
菩
薩
っ
て
呼
ん
で
る
し
、
そ
れ
よ
り
も
何
よ
り
も
中
宮
寺
自
体

が
い
つ
で
き
た
の
か
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
と
い
う
わ
け
で
、
こ

の
仏
像
は
、
す
ご
く
有
名
だ
け
ど
、
ほ
と
ん
ど
情
報
が
無
い
。
不

明
確
な
存
在
な
ん
だ
。

■
塑
像

　
脱
乾
漆
技
法
は
、
漆
を
厚
く
塗
り
固
め
て
作
る
も
の
で
、
脱

乾
漆
と
木
芯
乾
漆
の
２
種
類
が
あ
り
、
前
者
の
方
が
古
い
技
法

で
す
。

　
脱
乾
漆
は
土
や
粘
土
で
大
体
の
形
を
作
り
、
そ
の
上
に
麻
布

を
貼
り
付
け
、
漆
で
塗
り
固
め
、
造
形
し
ま
す
。

　
乾
燥
後
に
像
を
割
り
、
中
の
土
を
取
り
除
き
、
木
芯
な
ど
を

入
れ
て
、
乾
漆
の
収
縮
に
よ
る
像
の
ゆ
が
み
を
防
ぎ
ま
す
。
空

洞
部
分
が
多
い
の
で
軽
い
の
が
特
徴
で
す
。 

　
木
芯
乾
漆
は
木
で
原
型
を
造
っ
た
上
に
麻
布
を
漆
で
張
り
固

め
た
も
の
で
す
。
脱
乾
漆
に
比
べ
て
重
く
な 

り
ま
す
。

　
昔
は
、
出
開
帳
（
で
か
い
ち
ょ
う
）」
と
い
う
行
事
が
あ
り
、

仏
像
を
移
動
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
際
に
、
こ
の
脱
乾
漆
技
法
で

作
ら
れ
た
仏
像
は
と
て
も
軽
い
こ
と
か
ら
重
宝
さ
れ
た
と
い
わ

れ
ま
す
。

中
国
で
は
「
夾
紵
」（
き
ょ
う
ち
ょ
）
あ
る
い
は
「
ソ
ク
（
土

扁
に
「
塞
」）」
と
呼
ば
れ
た
技
法
で
あ
る
。
彫
像
の
み
な
ら
ず
、

器
物
や
棺
な
ど
の
製
作
に
も
用
い
ら
れ
技
法
で
す
。

 　
「
塑
像
」は
、い
わ
ゆ
る
粘
土
づ
く
り
の
像
で
す
が
、出
来
上
が
っ

た
「
塑
像
」
は
焼
い
て
い
な
い
自
然
乾
燥
仕
上
で
す
。
な
ぜ
焼
か

な
か
っ
た
か
と
い
う
と
「
塑
像
」
が
大
き
く
て
焼
く
こ
と
が
難
し

か
っ
た
か
ら
で
す
。
大
変
重
く
脆
い
と
い
う
致
命
的
な
欠
陥
が
あ

り
ま
す
。

　
「
塑
像
」
の
傑
作
の
多
く
は
白
鳳
、
天
平
時
代
に
存
在
し
ま
す
。

洗
練
さ
れ
た
写
実
を
重
ん
じ
た
「
天
平
時
代
」
だ
か
ら
こ
そ
「
塑

像
」
が
多
く
制
作
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
傑
作
が
多
い
と
言
え
ま
す
。

　
木
を
く
ん
で
心
木
を
作
り
縄
を
巻
い
て
か
ら
土
を
２
～
３
層
に

分
け
て
盛
り
、
造
形
し
ま
す
。
モ
デ
リ
ン
グ
が
容
易
で
制
作
費
が

安
い
の
が
特
徴
で
す
。
た
だ
し
、
粘
土
だ
け
で
は
、
乾
燥
し
た
ら

壊
れ
や
す
い
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
粘
土
に
ワ
ラ
や
雲
母
そ
の
他
の

繊
維
質
の
材
料
を
混
ぜ
て
作
り
ま
す
。

　
像
全
体
が
乾
燥
後
白
土
（
化
粧
の
白
粉
と
同
じ
役
目
）
で
下
化

粧
を
し
、
さ
ら
に
極
彩
色
の
彩
色
と
金
箔
の
切
金
（
き
り
か
ね
）

文
様
を
施
す
な
ど
の
例
が
多
く
あ
り
ま
す
。

持国天立像（戒壇院）多聞天立像（戒壇院）

広隆寺の弥勒
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■
木
彫

■
鋳
造

　
木
彫
仏
像
は
そ
の
構
造
で
大
き
く
３
つ
に
分
類
出
来
ま
す

　

一
木
造
り

　
『
頭
体
幹
部
の
根
幹
を
な
す
材
を
１
材
で
作
る
も
の
』
膝
前

材
や
腕
、
背
板
は
別
材
で
作
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。・
内
刳

り
を
全
く
行
わ
な
い
も
の
と
、・
背
面
や
像
底
か
ら
、
内
部
を

刳
り
出
し
、
背
板
（
蓋
板
）
で
蓋
を
す
る
も
の
の
２
種
類
が
あ

り
ま
す
。
平
安
時
代
初
め
ま
で
流
行
し
ま
し
た
。　

　　

一
木
割
り
矧
ぎ
造
り

　

 

一
木
造
り
の
像
を
造
像
過
程
で
一
旦
二
つ
に
（
た
い
が
い
は

耳
の
後
ろ
の
線
で
）
割
り
離
し
、
内
刳
り
を
施
し
た
後
、
く
っ

つ
け
る
技
法
。
平
安
時
代
末
期
に
流
行
し
ま
し
た
。

　
内
刳
り
と
は
、
像
の
内
部
を
空
洞
に
し
て
、
重
量
の
軽
減
、

干
割
れ
の
防
止
を
行
う
こ
と
で
す
。
火
事
な
ど
で
避
難
す
る
際

に
仏
像
が
重
す
ぎ
る
と
、
容
易
に
運
べ
ま
せ
ん
。

　
木
材
は
木
心
と
辺
材
の
収
縮
率
の
違
い
に
よ
っ
て
乾
燥
過
程

で
割
れ
を
起
し
ま
す
。
像
の
内
部
を
空
洞
に
す
る
事
で
こ
の
干

割
れ
を
防
ぐ
事
が
出
来
ま
す
。

　

寄
せ
木
造
り

　
『
頭
体
幹
部
の
根
幹
を
な
す
材
を
同
等
の
２
材
以
上
で
作
る
も

の
』
と
い
う
な
に
か
曖
昧
な
表
現
で
表
現
さ
れ
る
こ
の
技
法
が

発
展
す
る
こ
と
で
、
大
き
な
像
も
作
る
事
が
出
来
る
よ
う
に
な

り
、平
安
末
期
に
は
多
く
の
丈
六
仏（
立
像4.8m

、坐
像2.4m

）

が
作
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
分
業
し
て
の
造
仏
が
可
能
に
な
り

ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
神
木
・
霊
木
を
用
い
る
等
の
木
の
霊
性

を
考
慮
し
た
用
材
感
か
ら
、
木
を
材
料
と
し
て
の
み
見
る
感
覚

の
変
化
が
進
み
ま
す
。　

　
平
等
院
鳳
鳳
堂
の
阿
弥
陀
如
来
像
（1052

年
）
は
、
定
朝

が
そ
の
新
技
法
を
駆
使
し
て
、
一
木
彫
の
制
約
を
脱
し
、
ヒ
ノ
キ

の
軽
軟
強
靱
な
特
質
を
活
か
し
て
つ
く
り
あ
げ
た
代
表
的
な
仏
像

で
す
。

　
定
朝
以
降
の
平
安
後
期
に
な
る
と
、
末
世
の
業
苦
を
造
仏
の
功

徳
に
よ
っ
て
ま
ぬ
が
れ
よ
う
と
い
う
思
想
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
た

め
に
こ
の
時
代
は
、
木
彫
が
最
も
盛
ん
に
な
っ
た
。、
白
河
院
の
時

代
（1072

～1129

年
）
だ
け
で
、
六
千
体
以
上
の
寄
木
仏
が

作
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
当
時
の
木
彫
の
盛
況

ぶ
り
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
東
大
寺
の
金
剛
力
士
像
は
、
南
大
門
の
左
右
に
立
つ
、
高
さ
八
。

四
ｍ
も
あ
る
巨
大
な
木
像
で
す
。
筋
骨
た
く
ま
し
く
激
し
い
動
き

を
あ
ら
わ
し
ま
る
で
生
き
て
い
る
よ
う
な
迫
力
あ
る
像
で
す
。

　
鎌
倉
時
代
を
代
表
す
る
仏
師
の
運
慶
・
快
慶
が
一
門
の
二
十
人

の
仏
師
を
率
い
て
作
っ
た
も
の
で
す
。1203

年
の
作
で
す
が
、

し
か
し
八
百
年
後
の
昭
和
末
年
頃
に
は
、
仁
王
は
ぼ
ろ
ぼ
ろ
だ
っ

た
。

　
風
雪
に
さ
ら
さ
れ
表
面
に
は
無
数
の
亀
裂
が
あ
り
、
指
は
欠
け

台
座
は
シ
ロ
ア
リ
に
食
い
尽
く
さ
れ
倒
壊
寸
前
の
危
機
だ
っ
た
。

　
京
都
美
術
院
国
宝
修
理
所
の
仏
像
修
理
専
門
の
工
房
四
十
人
の

職
人
達
が
、
解
体
修
理
に
取
り
く
ん
だ
。
仁
王
は
な
ん
と
三
千
も

の
部
材
で
組
ま
れ
て
い
た
。
現
在
の
仁
王
像
は
、
十
二
ヶ
月
を
か

け
た
修
理
の
後
、
平
成
三
年
四
月
に
完
成
し
た
像
な
の
で
す
。

■
南
大
門
金
剛
力
士
像

蝋型　・　土型　・　木型

＜蝋型の例＞ 中型

　
「
鋳
造
」
に
は
、
蝋
型
と
土
型
、
木
型
な
ど
が
あ
る
。
古

い
こ
ろ
の
鋳
造
は
全
て
蝋
型
だ
っ
た
。

　
金
属
で
作
ら
れ
て
い
る
仏
像
は
、
銅
合
金
の
も
の
が
圧

倒
的
に
多
い
。
銅
は
加
工
性
が
よ
く
、
比
較
的
に
入
手
が

容
易
だ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

　
鋳
造
仏
像
は
、
土
で
仏
像
の
原
型
を
造
り
、
蝋
（
ろ
う
）

を
塗
っ
て
細
部
を
彫
刻
す
る
。
そ
の
ま
わ
り
を
土
の
外
型

で
覆
っ
て
焼
く
と
蝋
が
溶
け
て
空
洞
が
で
き
、
そ
こ
に
溶
か
し
た

金
属
を
流
し
込
む
。
型
の
中
で
金
属
が
固
ま
り
、
外
型
を
は
ず
す

と
仏
像
が
で
き
る
。

　
で
き
あ
が
っ
た
ら
、
金
粉
を
水
銀
に
ま
ぜ
て
塗
り
つ
け
る
。
熱

を
加
え
て
水
銀
を
蒸
発
さ
せ
、
鍍
金
す
る
。
こ
れ
が
金
銅
仏

　　
大
仏
は
ほ
と
ん
ど
が
銅
製
。
奈
良
や
鎌
倉
の
大
仏
が
代
表
的
。

法
隆
寺
・
釈
迦
三
尊
、
新
薬
師
寺
・
薬
師
三
尊
は
銅
製
で
、
金
メ
ッ

キ
を
施
し
た
「
金
銅
仏
」
と
い
わ
れ
る
。

■
東
大
寺
の
大
仏
鋳
造

塑
像
づ
く
り

　
７
４
５
年
（
天
平
１
７
年
）
地
鎮
祭
が
行
わ
れ
、
聖
武
天
皇
も

自
ら
衣
の
袖
に
土
を
入
れ
て
運
び
、
そ
の
時
に
土
を
採
ら
れ
た
跡

が
今
の
「
大
仏
池
」。　
基
礎
を
固
め
た
座
の
上
に
、
ま
ず
丸
太
で

塑
像
の
骨
組
を
組
み
、
そ
の
表
面
に
縄
を
巻
き
付
け
た
割
竹
や
細

い
竹
で
籠
状
の
大
仏
を
型
取
り
、
そ
の
上
に
厚
さ
三
十
ｃ
ｍ
ほ
ど

土
を
塗
っ
て
塑
像
を
造
る
。
こ
こ
ま
で
で
１
年
２
ヶ
月
か
か
り
ま

し
た
。

鋳
型
づ
く
り

　
造
っ
た
塑
像
を
原
型
に
し
て
、
こ
れ
か
ら
鋳
型
を
造
る
わ
け
だ
。

塑
像
の
表
面
に
薄
紙
を
敷
き
、
そ
の
上
に
３
０
ｃ
ｍ
以
上
も
土
を

重
ね
て
外
鋳
型
を
造
り
、
次
に
塑
像
の
表
面
を
５
ｃ
ｍ
ば
か
り
削

り
取
り
、
こ
れ
が
鋳
造
す
る
時
の
中
子
（
な
か
ご
）
で
す
。
外
鋳

型
と
中
子
を
良
く
乾
燥
さ
せ
た
後
、
外
鋳
型
を
元
の
位
置
に
戻
す

鋳
造　

　
延
べ
２
６
０
万
３
千
人
が
従
事
し
て
、
炉
に
銅
と
錫
を
炭
火
と

共
に
混
ぜ
て
投
げ
入
れ
、
タ
タ
ラ
で
風
を
送
り
な
が
ら
銅
を
溶
か

し
て
流
し
込
み
、
銅
を
流
し
終
わ
る
頃
に
は
大
仏
が
土
中
に
埋

ま
っ
て
い
た
の
で
、
盛
り
土
と
鋳
型
を
上
か
ら
少
し
ず
つ
取
り
除

き
、
８
段
に
分
け
て
行
い
、
３
年
間
に
渡
っ
て
７
回
の
失
敗
を
重

ね
、
最
後
の
鋳
込
が
終
わ
っ
た
の
は
、
７
４
９
年

鍍
金　

　
鋳
造
だ
け
な
ら
３
年
で
す
が
、
大
仏
の
原
形
を
塑
像
で
造
り
、

金
鍍
金
し
て
完
成
ま
で
は
１
０
年
以
上
も
か
か
り
ま
し
た
。
鍍
金

は
水
銀
に
金
の
小
片
や
薄
板
、
砂
金
な
ど
を
化
合
さ
せ
て
金
ア
マ

ル
ガ
ム
を
作
り
、
こ
れ
を
表
面
に
塗
り
付
け
る
方
法
。、
有
毒
ガ
ス

が
発
生
す
る
の
で
大
変
困
難
な
難
作
業
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
な

お
、
使
用
し
た
金
は
、
４
４
０kg

、
水
銀
は 

２
．
５ton

も
使
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

大
仏
殿

　
更
に
、
大
仏
殿
は
大
仏
本
体
の
鋳
造
が
終
わ
っ
た
７
４
９
年
に

工
事
が
開
始
さ
れ
、
７
５
２
年
に
現
在
の
大
き
さ
の
１
．
５
倍
ほ

ど
も
あ
る
建
物
が
完
成
し
た
。
東
大
寺
の
諸
伽
藍
の
造
営
は
、
そ

の
後
も
引
き
続
い
て
行
わ
れ
、
造
東
大
寺
司
が
廃
止
さ
れ
た
の
は
、

都
が
長
岡
京
へ
移
っ
た
７
８
９
年
（
延
暦
８
年
）
で
し
た
。

そ
の
後

　
高
さ
１
５
．
８
ｍ
、重
さ 

３
８
０
ｔ 　
８
５
５
年
（
斉
衡
２
年
）

５
月
仏
頭
が
重
み
で
自
然
落
下
し
、
そ
の
後
も
、
二
度
兵
火
に
襲

わ
れ
、
現
在
の
大

仏
は
、
胴
体
が
鎌

倉
時
代
、
両
手
が

桃
山
時
代
、
に
再

建
さ
れ
、
少
し
面

長
に
な
っ
た
。

　

首
か
ら
上
の
頭

部
が
江
戸
時
代
に

再
鋳
造
さ
れ
て
い

る
が
東
大
寺
大
仏

は
、
平
重
衡
の
南

都
焼
き
討
ち
に

よ
っ
て
燃
え
落
ち
、

鎌
倉
時
代
に
再
建

さ
れ
ま
し
た
。

　
金
属
を
溶
か
し
て
型
に
流
し
込
む
技
法
を
鋳
造
と
い
う
。



　
　

庭園

Ｇａｒｄｅｎ

囲われたエデン　←危険
物理的

イメージで囲う
結界　しめなわ

日本

西洋

　
ガ
ー
デ
ン
は
も
と
も
と
、古
代
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で「
囲
む
」の
意
味
。

危
険
か
ら
守
る
つ
ま
り
、
囲
わ
れ
た
エ
デ
ン
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

西
洋
で
は
、
日
常
は
囲
い
の
中
に
（
城
壁
の
中
）
物
理
的
に
囲
う

と
い
う
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
西
洋
庭
園
は
、
そ
の
精
神
の
表
れ
。

　
物
理
的
に
囲
う
西
洋
に
対
し
て
、
東
洋
は
、
イ
メ
ー
ジ
で
囲
う

と
い
っ
て
良
い
。「
結
界
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。（
注
連
縄
＝
精

神
的
な
バ
リ
ア
）
中
国
韓
国
日
本
の
考
え
方
、
神
道
の
と
こ
ろ
で

言
っ
た
八
百
万
の
神
（
木
や
岩
、
山
に　
神
を
見
る
自
然
と
共
に

生
き
る
共
生
す
る
、
風
土
、
国
民
性
の
違
い
、
信
仰
の
違
い
と
い
っ

て
も
良
い
。

1819

■
西
洋
と
日
本
・
庭
園
の
違
い

　
我
が
国
に
お
い
て
は
、
山
中
の
動
物
や
木
々

な
ど
の
主
で
あ
る
「
山
の
神
」
が
い
る
と
信
じ

ら
れ
て
い
た
。、
仏
教
の
世
界
に
お
い
て
は
ヒ
マ

ラ
ヤ
を
モ
デ
ル
と
し
た
須
弥
山
（
シ
ュ
ミ
セ
ン
）

や
、
道
教
に
は
蓬
莱
山
（
ホ
ウ
ラ
イ
サ
ン
）
の

思
想
が
あ
る
。

　
古
来
、
人
間
は
山
自
体
を
神
秘
的
な
領
域
と

し
、
ま
た
巨
石
に
対
し
て
崇
拝
自
然
の
素
材
を

そ
の
ま
ま
御
神
体
と
し
て
見
立
て
て
き
た
。
そ

う
し
た
こ
と
が
、
石
に
対
し
て
思
想
的
な
物
が

入
り
込
ん
で
き
た
理
由
で
あ
る
。

　

日
本
式
庭
園
と
し
て
は
、
飛
鳥
・
奈
良
・
平

安
期
に
お
い
て
は
、
大
海
を
象
徴
と
す
る
よ
う

な
池
泉
や
、
川
の
せ
せ
ら
ぎ
を
表
現
し
た
か
の

よ
う
な
曲
水
の
庭
が
多
く
作
ら
れ
た
。

　
次
第
に
、
水
を
使
わ
ず
と
も
大
海
や
、
流
れ

を
表
現
し
、
石
組
に
よ
っ
て
様
々
な
思
想
を
表

現
し
た
、
芸
術
的
要
素
の
高
い
日
本
庭
園
の
美

的
構
成
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
そ
の
後
、
池
泉
庭
園
は
、
石
組
も
非
常
に
重

要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
、
庭

園
の
中
に
豪
快
な
枯
滝
石
組
や
、
夜
泊
石
、
鶴

島
亀
島
の
石
組
な
ど
、
次
な
る
新
た
な
意
匠
形

態
で
あ
る
枯
山
水
庭
園
を
生
み
出
し
た
。

　
石
庭
と
い
え
ば
、
竜
安
寺
の
庭
が
も
っ
と
も

有
名
で
す
ね
。
今
日
は
最
初
に
、
竜
安
寺
の
石

庭
を
見
て
み
よ
う
。

　

■
龍
安
寺
の
石
庭
を
読
む

　
竜
安
寺
の
石
庭
は
、、
日
本
が
世
界
に
誇
る
「
難
解
な
哲
学
」
と

も
い
わ
れ
る
。石
と
砂
だ
け
。樹
木
な
し
。現
在
コ
ケ
あ
る
が
、作
っ

た
と
き
な
無
か
っ
た
は
ず
。
抽
象
芸
術
が
登
場
し
て
か
ら
、
こ
の

庭
の
抽
象
性
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
注
目
さ
れ
た
。

　
平
安
朝
の
庭
づ
く
り
は
、
他
力
的
自
然
観
に
基
づ
く
も
の
で
、、

現
実
の
自
然
を
活
用
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
龍
安
寺
の

庭
は
、
そ
う
し
た
釣
日
本
的
庭
園
の
考
え
方
と
は
大
分
違
う
ね
。

　
長
方
形
の
敷
地
、
岩
と
砂
だ
け
の
空
間
、
海
の
イ
メ
ー
ジ

　
白
い
砂
の
上
に
十
五
個
の
石
が
、
５
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ

て
置
か
れ
て
い
て
、
２
頭
の
親
ト
ラ
が
３
頭
の
子
と
ら
を
つ
れ
て

川
を
渡
る
「
虎
の
子
渡
し
の
図
」
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
て
い
る
の
だ

と
も
言
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
禅
宗
の
自
力
的
自
然
観
、
自
然
の
景
色
を
写
そ
う
と

し
な
い
で
、
作
者
自
身
の
心
の
中
の
自
然
を
表
現
す
る
こ
の
禅
宗

の
自
然
観
と
い
う
も
の
は
中
国
か
ら
の
輸
入
だ
と
も
言
わ
れ
ま

す
。

■
龍
安
寺
の
難
解
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
？

　

縁
側
が
あ
っ
て
、
座
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
る
か
ら
、
実

際
に
竜
安
寺
に
行
っ
た
人
た

ち
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
一

度
は
座
る
。

　
そ
し
て
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
見

る
の
だ
が
、
実
は
困
っ
て
る

よ
う
に
み
え
る
？

　
こ
の
人
が
見
て
る
の
は
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
。
こ
の
人
は
、

何
を
考
え
て
る
と
思
う
？

　

実
は
こ
の
人
は
、
わ
か
ら

な
い
な
あ
っ
て
。
考
え
て
る

ん
で
す
よ
。

パンフレット解説文より　＜英語→日本語訳＞

　
日
本
語
の
解
説
文
に
対
し
て
、
英
文
で
は
ど
の
よ
う
に
書
い

て
あ
る
の
か
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　シンプルかつ注目に値するロックガーデンは、東西わずか３０ｍ南
北１０メートルの長さである。長方形の禅庭は、貴族が中世に建設し
た素晴らしい庭とは、完全に異なっている。
ここには木はない；たった１５の岩と白い砂利が庭で使われているだ
け。
　このユニークな庭が何を意味するか見つけだすことはそれぞれの訪
問者次第である。あなたが長く見つめるほど、それだけあなたの想像
力は一層さまざまになる。
　土で作ってある低い壁によって囲まれるこのロックガーデンは禅芸
術の典型であると考えられるかもしれない。壁はオイルで沸かされた
粘土から作られている。時間がたって、しみ出たオイルによって奇妙
なデザインが生じた。世界的な有名のこの庭は 、１５２５年に死んだ
画家・庭師の Soami によって設計されたと言われる。

　
こ
の
、
英
文
パ
ン
フ
か
ら
分
か
っ
た
こ
と
は
、
次
の
よ
う

な
こ
と
だ
ね
。

・
東
西
に
長
く
、
庭
は
南
に
面
し
て
い
る
。

・
禅
の
庭
は
、
中
世
の
庭
と
は
違
う
も
の
だ
。

・
岩
は
十
五
個
あ
る
。
他
に
は
白
い
砂
利
が
あ
る
の
み
。

・
油
締
め
し
た
壁
土
が
年
月
を
経
て
染
み
出
し
て
自
然
な
模

様
を
作
る
（
こ
れ
は
＝
一
部
の
専
門
書
に
し
か
出
て
な
い

記
述
）

・
相
阿
弥
に
よ
る
設
計
（
こ
れ
は
不
確
か
で
す
が
）

　
英
語
の
解
説
は
と
て
も
行
き
届
い
た
説
明
で
具
体
的
で
す

ね
。
な
ぜ
、
日
本
語
解
説
が
こ
ん
な
に
悪
文
な
の
か
分
か
ら

な
い
で
す
が
、
困
っ
た
も
の
で
す
ね
。

　

　
パ
ン
フ
の
説
明
で
は
、
こ
の
庭
の
意
味
は
、
見
る
人
の
自
由

だ
っ
て
言
っ
て
る
が
、
で
も
、
庭
を
造
っ
た
人
は
、
考
え
が
あ
っ

た
は
ず
だ
と
思
う
。
私
は
い
ろ
い
ろ
調
べ
た
結
果
、
こ
ん
な
風

に
考
え
ま
す
。

　
こ
の
時
代
は
、
戦
の
時
代
だ
っ
た
。
武
士
に
と
っ
て
は
常
に

生
き
る
か
死
ぬ
か
。
日
々
い
の
ち
の
や
り
と
り
を
避
け
得
な
い
、

そ
う
い
う
武
士
に
と
っ
て
自
然
を
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
と

は
捉
え
な
い
。

　
も
っ
と
本
質
的
に
哲
学
的
に
捕
ら
え
る
。
目
に
映
る
も
の
と

本
質
と
は
別
物
だ
と
い
う
考
え
。
宇
宙
の
法
則
に
自
ら
を
合
一

さ
せ
る
。
そ
う
い
う
精
神
の
中
か
ら
は
抽
象
化
さ
れ
た
姿
を
求

め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
引
き
算
の
美
。

　
余
計
な
も
の
を
取
り
去
り
、
そ
の
こ
と
で
本
質
的
な
も
の
に

迫
ろ
う
と
す
る
。
引
き
算
の
美
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
、
こ
の
石

庭
で
は
な
い
の
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
方
丈
前
庭
と
い
う
も
の
は
、
本
来
儀
式
の
た
め

の
空
間
で
あ
っ
た
た
め
に
一
木
一
草
の
な
い
場
所
で
あ
っ
た
の

が
、
室
町
期
に
入
っ
て
、
儀
式
が
室
内
で
執
り
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
は
遊
休
の
空
間
で
あ
っ
た
。

　
つ
ま
り
も
と
も
と
は
、建
物
の
南
面
の
庭
＝
儀
式
（
お
さ
ば
き
）

を
お
こ
な
う
と
こ
ろ
。
無
垢
な
色
と
し
て
の
白
色
が
尊
重
さ
れ

て
、
も
と
も
と
は
白
い
砂
だ
け
あ
っ
た
。

　

そ
れ
が
明
応
末
年
（1501

）
頃
か
ら
唐
物
名
物
な
ど
の
飾

り
つ
け
が
全
盛
を
極
め
、
こ
の
遊
休
空
間
に
飾
り
つ
け
の
様
式

を
持
っ
て
、
石
組
構
成
を
し
た
の
が
こ
の
龍
安
寺
庭
園
で
あ
り
、

方
丈
前
庭
と
し
て
の
は
じ
ま
り
で
も
あ
っ
た
。

　
つ
ま
り
、
も
と
も
と
が
囲
ま
れ
、
狭
い
小
さ
い
空
間
だ
っ
た

と
こ
ろ
だ
っ
た
ん
だ
。
そ
し
て
、
ま
た
元
の
儀
式
の
た
め
の
何

も
な
い
空
間
に
戻
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
に
し
た
。

　
貴
族
の
庭
園
の
よ
う
に
、
池
も
あ
り
樹
木
で
は
簡
単
に
は
戻

せ
な
い
、
だ
か
ら
こ
こ
に
は
石
と
砂
だ
け
。
そ
の
よ
う
な
こ
と

か
ら
一
木
一
草
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
出
来
ず
に
こ
の
よ
う
な

形
態
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
な
。

■
日
本
庭
園
の
概
略

石庭と禅

石の象（かたち）、石群、その集合、
離散、遠近、起伏、禅的、哲学的に
見る人の思想、信条によって多岐に
解されている

石群の鑑賞
パンフレット解説文より　＜日本語＞



　
　

2021
■
大
徳
寺
の
枯
山
水
を
見
る

大
徳
寺
（
だ
い
と
く
じ
）
は
、
京
都
府
京
都
市
北
区
紫
野
大

徳
寺
町
に
あ
る
禅
宗
寺
院
で
、
臨
済
宗
大
徳
寺
派
大
本
山
で

あ
る
。
山
号
を
龍
宝
山
と
称
す
る
。

　

本
尊
は
釈
迦
如
来
、
開
基
（
創
立
者
）
は
大
燈
国
師
宗
峰

妙
超
（
し
ゅ
う
ほ
う
み
ょ
う
ち
ょ
う
）
で
、正
中2

年
（1325

年
）
に
正
式
に
創
立
さ
れ
て
い
る
。
京
都
で
も
有
数
の
規
模

を
有
す
る
禅
宗
寺
院
で
、境
内
に
は
仏
殿
、法
堂
（
は
っ
と
う
）

を
は
じ
め
と
す
る
中
心
伽
藍
の
ほ
か
、
二
十
ケ
寺
を
超
え
る

塔
頭
（
た
っ
ち
ゅ
う
、
本
山
寺
院
の
境
内
周
辺
に
あ
る
関
連

寺
院
）
が
立
ち
並
び
、
近
世
の
雰
囲
気
を
残
し
て
い
る
。
大

徳
寺
は
歴
代
多
く
の
名
僧
を
輩
出
し
、
茶
の
湯
文
化
と
も
縁

が
深
く
、
日
本
の
文
化
に
多
大
な
影
響
を
与
え
続
け
て
き
た

寺
院
で
あ
る
。
本
坊
お
よ
び
塔
頭
寺
院
に
は
、
建
造
物
、
庭

園
、
障
壁
画
、
茶
道
具
、
中
国
伝
来
の
書
画
な
ど
、
多
く
の

文
化
財
を
伝
え
て
い
る
。

永
正
六
年
（1509

）、
六
角
近
江
守
政
頼
が
創
建
し
た
山
内

塔
頭
の
ひ
と
つ

こ
の
塔
頭
に
あ
る
庭
は
、
土
塀
を
背
景
に
し
た
極
め
て
狭
い

地
割
に
つ
く
ら
れ
た
禅
院
式
枯
山
水
庭
園
で
あ
る
。

　
大
徳
寺
の
庭
は
、
土
塀
を
背
景
に
し
た
極
め
て
狭
い
地
割
に

つ
く
ら
れ
た
禅
院
式
枯
山
水
庭
園
で
、
竜
安
寺
の
石
庭
と
と
も

に
天
下
無
双
の
名
園
と
た
た
え
ら
れ
て
い
る
。　

　
縁
側
と
土
塀
に
囲
ま
れ
た
と
て
も
狭
い
空
間
に
大
き
な
岩
が

あ
る
の
だ
が
、。
蓬
莱
山
か
ら
流
れ
出
る
水
が
滝
を
落
ち
、
大

海
へ
と
流
れ
る
さ
ま
を
表
し
て
い
る
と
の
こ
と
。

　
と
い
う
こ
と
は
、
一
番
奥
に
あ
る
二
個
の
岩
は
水
墨
画
に
出

て
く
る
よ
う
な
深
山
の
切
立
っ
た
山
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
手
前

に
向
か
っ
て
砂
が
川
と
な
っ
て
流
れ
だ
し
て
く
る
さ
ま
を
表
し

て
い
る
。
そ
う
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
の
庭
は
、
現
実
の
自
然
の
光
景
を
ミ
ニ
ュ
チ
ュ
ア
化
し
た

も
の
と
い
え
る
。

　
竜
安
寺
の
石
庭
よ
り
は
ズ
～
ト
わ
か
り
や
す
い
世
界
で
す

ね
。

　
枯
山
水
の
由
来
は
「
仮
り
山
水
」

　
「
石
を
も
っ
て
山
と
し
、
砂
を
も
っ
て
水
と
す
る
」

　
禅
者
の
悟
り
へ
の
展
開
を
自
然
の
仮
の
姿
に
抽
象
化
し
造
り

■
銀
閣
寺
庭
園
を
見
る

上
げ
た
世
界
で
す
ね
。

　
と
こ
ろ
で
、
枯
山
水
と
は
ど
ん
な
庭
園
を
い
う
の
か
？
こ
こ
で
、

ま
と
め
て
お
き
た
い

　
枯
山
水
と
い
う
言
葉
の
記
録
上
の
初
出
は
、
平
安
末
期
に
編
ま

れ
た
「
作
庭
記
」
で
あ
る
。
当
時
の
作
庭
技
術
の
秘
伝
書
で
あ
る

が
池
や
遣
水
（
や
り
み
ず
）
の
な
い
と
こ
ろ
に
石
組
を
す
る
場
合

が
あ
る
、
と
い
う
意
味
の
記
述
が
あ
る
。

　
　
　
【
水
無
き
に
水
を
楽
し
む
庭
】 

　
つ
ま
り
、
水
の
不
在
で
は
な
く
、
水
の
存
在
を
前
提
に
し
て
い

る
庭
が
、
枯
山
水
だ
と

　
銀
閣
の
イ
メ
ー
ジ
は
こ
ん
な
感
じ
か
な
。

　
観
音
殿
の
手
前
に
、
向
月
台
（
こ
う
げ
つ
だ
い
）・
銀
沙
灘
（
ぎ

ん
し
ゃ
だ
ん
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
海
や
山
に
見
た
て
ら
れ
る
が
、

　
後
の
江
戸
時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。
特
に
向
月
台
は
奇
想

天
外
な
発
想
で
す
ね
。
雨
の
後
に
は
修
復
し
て
る
そ
う
で
す
よ
。

と
こ
ろ
で
、
観
光
客
に

と
っ
て
は
、
銀
閣
は
京

都
の
他
の
寺
院
と
比
較

し
て
と
て
も
親
近
感
が

も
て
る
場
所
と
し
て
人

気
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
理
由
を
考
え
る

に
、
背
後
に
山
を
控
え
、

山
荘
風
の
雰
囲
気
が
今

の
時
代
の
人
々
に
も
好

ま
し
い
も
の
と
し
て
理

解
さ
れ
、
心
を
和
ま
せ

て
く
れ
る
か
ら
だ
ろ
う

と
い
わ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
銀
閣
寺
は
、
東
山
文
化
の
発
症
の
地
と
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
日
本
人
の
近
世
的
な
生
活
文
化
の
発
端
は
東
山
文

化
に
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

　
銀
閣
は
、
義
政
の
死
後
、
臨
済
宗
の
寺
院
と
な
っ
た
の
で

す
が
、
も
と
も
と
は
義
政
の
「
山
荘
」
と
し
て
建
築
さ
れ
た

も
の
で
し
た
。

　
し
た
が
っ
て
東
山
文
化
と
禅
宗
文
化
の
結
合
し
た
銀
閣
寺

は
、
現
代
の
日
本
人
が
自
分
た
ち
の
日
常
生
活
と
全
く
異
質

の
も
の
を
み
る
の
で
は
な
く
、
同
質
の
も
の
で
あ
り
な
が

ら
。高
く
洗
練
さ
れ
た
美
し
い
静
け
さ
を
そ
こ
に
発
見
で
き
、

枯
淡
の
美
を
理
解
し
な
が
ら
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

し
ょ
う
ね
、

　
池
を
中
心
に
組
み
立
て
ら
れ
た
こ
の
庭
園
は
、
池
泉
庭
園

（
ち
せ
ん
て
い
え
ん
）
と
呼
び
、
日
本
庭
園
の
意
匠
形
態
の

中
心
で
あ
っ
た
。
室
町
期
以
前
の
庭
園
は
大
部
分
が
池
泉
庭

園
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。 

　
意
匠
的
に
は
神
池
神
島
の
ご
と
き
中
島
を
作
り
、
そ
れ
に
橋
を

架
け
た
り
、
遣
水
や
流
れ
に
よ
っ
て
水
を
入
れ
、
池
庭
の
背
後
に

は
築
山
を
作
り
、
こ
こ
に
滝
を
作
っ
た
り
と
、
そ
れ
ま
で
の
神
々

を
奉
斎
し
て
い
た
神
域
と
し
て
の
池
泉
と
は
違
う
、
鑑
賞
し
た
り

周
遊
し
た
り
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
庭
園
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
す
。

  

■
寝
殿
づ
く
り
と
そ
の
庭

平
安
時
代
の
庭
づ
く
り
も
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
寝
殿
造
（
し
ん
で
ん
づ
く
り
）
は
、
平
安
時
代
の
都
の
高

位
貴
族
住
宅
の
様
式
。

　
寝
殿
（
正
殿
）
と
呼
ば
れ
る
中
心
的
な
建
物
が
南
の
庭
に

面
し
て
建
て
ら
れ
、
庭
に
は
太
鼓
橋
の
か
か
っ
た
池
（
遣
り

水
）
が
あ
り
、
東
西
に
対
屋
（
た
い
の
や
）
と
呼
ば
れ
る
付

属
的
な
建
物
を
配
し
、
そ
れ
ら
を
渡
殿
（
わ
た
ど
の
）
で
つ

な
ぎ
、
更
に
東
西
の
対
屋
か
ら
渡
殿
を
南
に
出
し
て
そ
の
先

に
釣
殿
（
つ
り
ど
の
）
を
設
け
た
。

　
そ
の
全
体
の
大
き
さ
は
、
信
じ
ら
れ
ぬ
ほ
ど
巨
大
な
規
模

を
も
っ
て
い
た
。
当
時
の
貴
族
の
豪
華

な
生
活
振
り
を
か
い
ま
み
る
こ
と
が
で

き
る
で
し
ょ
う
。

宇
治
の
平
等
院
に
代
表
さ
れ
る
浄
土
庭

園
は
、
規
模
は
小
さ
く
て
も
寝
殿
造
り
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■　
禅

　
今
日
云
う｢

枯
山
水
式
庭
園
」
は
、
室
町
時
代
、
禅

宗
寺
院
の
庭
を
中
心
に
発
達
を
遂
げ
て
き
ま
し
た
。
枯

山
水
は
、
回
遊
式
庭
園
な
ど
と
違
い
、
遊
楽
・
散
策
な

ど
の
実
用
的
要
素
を
も
ち
ま
せ
ん
。
屋
内
か
ら
静
か
に

こ
れ
に
対
峙
し
て
鑑
賞
す
る
よ
う
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
禅
は
、
思
索
を
め
ぐ
ら
し
、
座
禅
を
行
っ
て
悟
り
に

至
る
、
自
ら
を
変
革
す
る
自
立
の
宗
教
で
す
。

禅
者
に
と
っ
て
は
、
遊
興
の
世
界
は
不
要
で
あ
る
。

白
砂
の
上
に
大
小
の
自
然
石
を
立
て
た
り
、
組
み
合
わ

せ
る
こ
と
で
、
見
え
ざ
る
も
の
の
中
に
そ
の
も
の
を
見
、

聴
こ
え
ざ
る
も
の
の
中
か
ら
、そ
の
も
の
を
聴
く
と
い
っ

た
と
こ
ろ
に
が
求
め
ら
れ
た
の
で
す
。

　
無
の
境
地
を
見
出
そ
う
と
し
た
。
枯
山
水
の
表
現
は
、

そ
う
い
う
禅
の
精
神
の
中
で
発
展
し
て
き
た
も
の
な
の

で
す
。

　　
禅
は
、
や
は
り
イ
ン
ド
に
生
ま
れ
て
中
国
に
伝
わ
り
、

そ
し
て
日
本
へ
と
伝
わ
っ
た
。
で
も
今
で
は
日
本
に
だ

け
残
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
　
世
界
中
か
ら
、
禅
を
学
び
に
日
本
へ
や
っ
て
く
る

人
た
ち
が
い
る
。
で
も
、日
本
人
自
体
ほ
と
ん
ど
の
人
々

は
、禅
と
は
何
か
っ
て
こ
と
が
も
は
や
わ
か
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
て
る
。

　
外
国
人
＝
日
本
＝
禅
の
国

　
だ
か
ら
、
禅
と
は
何
か
っ
て
こ
と
を
少
し
は
知
っ
て

な
い
と
情
け
な
い
ね
。
で
も
、
禅
と
は
何
か
を
解
る
こ

と
は
す
ご
く
難
し
い
。
そ
こ
で
、
最
初
に
方
法
と
し
て

の
座
禅
か
ら
み
て
み
よ
う
。

■　
座
禅

誰
で
も
で
き
る

　
　

座
禅
マ
ニ
ュ
ア
ル

■
座
禅
を
科
学
す
る

　
座
禅
て
の
は
何
か
っ
て
い
う
こ
と
を
、
初
め
て
科
学
的

に
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
１
９
５
５
年
東
大
の
精
神

医
学
者
の
笠
松
章
と
平
井
富
雄
っ
て
言
う
２
人
だ
っ
た
。

　
二
人
は
、
座
禅
し
て
る
人
の
脳
波
を
測
定
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
人
間
は
目
を
明
け
て
い
る
と
き
は
ベ
ー
タ

波
が
出
て
る
。目
を
閉
じ
て
安
静
に
し
て
る
と
ア
ル
フ
ァ
ー

派
が
出
る
。
し
か
し
、
座
禅
し
て
る
と
き
は
薄
目
を
明
け

て
る
ん
だ
け
ど
、
ア
ル
フ
ァ
ー
派
が
出
て
い
る
こ
と
を
発

見
し
た
。

　

脳
医
学
で
は
、
正
常
な
人
が
目
を
開
け
て
い
て
ア
ル

フ
ァ
ー
派
が
出
て
る
と
脳
の
機
能
に
な
に
か
異
常
が
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ボ
ケ
と
か
ウ
ツ
病
患
者
に
見
ら

れ
る
現
象
。

　
そ
う
す
る
と
座
禅
の
最
中
は
、
頭
が
ボ
ケ
て
る
の
か
っ

て
い
う
と
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
る
と
き
と

か
、
慣
れ
た
仕
事
を
楽
し
く
や
っ
て
る
と
き
に
は
や
は
り

ア
ル
フ
ァ
ー
派
が
で
る
こ
と
が
あ
る
。
た
ぶ
ん
こ
ち
ら
の
ほ

う
だ
ろ
う
っ
て
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
修
行
を
積

ん
だ
人
の
場
合
に
は
、
シ
ー
タ
派
ま
で
出
て
く
る
と
い
う
。

シ
ー
タ
派
は
、
人
が
寝
入
り
ば
な
で
う
と
う
と
し
て
る
と
き

に
出
る
。

　
お
そ
ら
く
座
禅
の
状
態
っ
て
の
は
、
眠
り
込
む
そ
の
直
前

の
、睡
魔
に
襲
わ
れ
る
時
と
す
ご
く
似
て
る
状
態
。
少
し
前
に
、

Ｌ
Ｓ
Ｄ
っ
て
い
う
ラ
イ
麦
か
ら
と
っ
た
幻
覚
剤
を
服
用
し
た

と
き
の
体
験
と
座
禅
体
験
と
が
す
ご
く
良
く
似
て
い
る
っ
て

こ
と
か
ら
、
Ｌ
Ｓ
Ｄ
を
つ
か
っ
た
イ
ン
ス
タ
ン
ト
禅
っ
て
い

う
の
が
ア
メ
リ
カ
の
西
海
岸
で
流
行
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
つ
ま
り
、
座
禅
に
よ
っ
て
到
達
す
る
境
地
て
の
は
、
特
殊

な
状
態
じ
ゃ
な
く
っ
て
、
眠
り
込
む
前
の
ウ
ト
ウ
ト
し
た
状

態
だ
っ
て
こ
と
。

　
そ
れ
は
、
皆
さ
ん
が
授
業
を
聞
い
て
い
て
ウ
ト
ウ
ト
し
て

る
状
態
、
耳
か
ら
は
声
が
聞
こ
え
て
る
け
ど
、
意
味
は
ほ
と

ん
ど
考
え
て
な
い
。
で
も
全
く
記
憶
に
な
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
。

だ
か
ら
よ
お
く
体
験
し
て
い
る
こ
と
。
で
も
、
そ
の
状
態
を

自
分
自
身
の
行
為
の
力
で
到
達
で
き
る
か
ど
う
か
っ
て
こ
と

の
違
い
。
そ
れ
が
修
行
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
、
マ
ラ
ソ
ン
や
、
絵
を
描
い
て
る
と
き
、
す
ご
く

リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
ご
く
自
然
に
作
業
で
き
て
し
ま
う
。「
あ
、

も
う
こ
ん
な
に
時
間
が
た
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
」
っ
て
い
う

よ
う
な
時
。
こ
れ
も
ま
た
座
禅
の
時
と
同
じ
な
ん
で
す
ね
。

■
座
禅
で
求
め
る
も
の　

と
い
う
こ
と
は
、
座

禅
っ
て
の
は
、
自
分
の
意

識
を
無
に
す
る
こ
と
、
ま

た
は
意
識
を
平
静
に
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
技

術
だ
っ
て
い
う
こ
と
が
出

来
る
と
思
う
。

　
人
間
の
苦
し
み
っ
て
の

は
、
意
識
が
あ
る
か
ら
苦

し
み
が
あ
る
。
そ
の
意

識
っ
て
の
は
、
記
憶
と
言

葉
で
す
。
人
間
は
起
き
て

い
る
間
中
ず
っ
と
言
葉
が

頭
の
な
か
に
常
に
湧
き
上

が
り
つ
づ
け
て
い
る
。
考

え
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と

し
て
も
、
次
々
と
記
憶
が

よ
み
が
え
っ
た
り
言
葉
が

湧
き
上
が
っ
た
り
し
て
る
。
考
え
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
強
く

思
っ
て
も
ダ
メ
。
言
葉
が
浮
か
び
上
が
っ
て
し
ま
う
。

　
こ
れ
は
す
ご
い
苦
し
み
な
ん
で
す
ね
。
で
も
、
う
と
う
と
し
て

る
と
き
は
、そ
の
記
憶
と
言
語
の
攻
撃
か
ら
逃
れ
ら
れ
て
る
と
き
。

授
業
中
に
ウ
ト
ウ
ト
し
て
る
と
き
は
、
す
ご
く
幸
せ
で
し
ょ
。

　
で
も
、
自
分
の
好
き
な
作
業
に
熱
中
し
て
る
と
き
も
、
ウ
ト
ウ

ト
し
て
る
と
き
と
同
じ
状
態
な
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
人
間
は
趣
味

に
没
頭
し
よ
う
と
し
て
る
し
、
趣
味
が
特
に
無
い
人
は
仕
事
に
没

頭
し
よ
う
と
し
て
る
。
そ
う
す
る
こ
と
は
、
実
は
座
禅
す
る
こ
と

と
同
じ
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

　
逆
に
い
え
ば
、
意
識
を
平
静
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
技

術
は
、
座
禅
だ
け
じ
ゃ
な
く
っ
て
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
だ
よ
っ
て
こ

と
で
す
ね
。

　
　
　
「
形
」（
ス
タ
イ
ル
）　

　
座
禅
は
、
釈
迦
の
悟
り
の
方
法
に
ス
タ
ー
ト
し
て
る
。

　
図
右
は
カ
ラ
チ
国
立
博
物
館
に
あ
る
釈
迦
の
座
禅
像
。

　

体
を
締
め
付
け
る
よ
う
な
も
の
は
緩
め
て
、
で
き
れ
ば
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
ウ
エ
ア
み
た
い
な
も
の
が
よ
い
。

　
尻
に
し
く
も
の
が
必
要
だ
か
ら
、
座
布
団
が
２
枚
あ
れ
ば
良

い
。
静
か
な
部
屋
が
よ
い
。

　
調
身
・
調
息
・
調
心
の
３
つ
が
い
わ
れ
る
。
姿
勢
・
息
遣
い
・

心
の
平
成
が
大
切
っ
て
こ
と
だ
ね
。

　
中
で
も
調
身
、
簡
単
に
い
う
と
正
し
い
姿
勢
を
た
も
つ
こ
と

が
重
視
さ
れ
る
。
こ
れ
が
で
き
れ
ば
お
の
ず
か
ら
息
が
整
っ
て

心
も
整
う
と
さ

れ
る

　

姿
勢
の
と
り

方
の
基
礎
は
足

の
組
み
方
。ケ
ッ

カ
フ
ザ
と
ハ
ン

カ
フ
ザ
と
が
ら

う
。
ケ
ッ
カ
と

は
足
を
組
む
こ

と
。
フ
ザ
の
フ

と
は
足
の
裏
の

こ
と
。
足
の
裏

を
上
に
向
け
て

座
る
。

　
座
布
団
を
一
枚
敷
い
て
、
尻
の
下
に
は
、
さ
ら
に
座
布
団
を
二

つ
折
り
し
て
し
く
と
良
い
。

ケ
ッ
カ
フ
ザ
が
で
き
な
い
人
は
、
ハ
ン
カ
フ
ザ
で
も
い
い
。

　
目
は
自
然
に
落
と
す
。
閉
じ
な
い
。
閉
じ
る
と
眠
っ
て
し
ま
う
。

　
手
は
、
ホ
ッ
カ
イ
ジ
ョ
ウ
イ
ン
っ
て
い
う
組
み
方
、
ポ
イ
ン
ト

は
両
方
の
親
指
を
か
す
か
に
合
わ
せ
る
こ
と
。
離
れ
て
も
押
し
付

け
会
っ
て
も

い
け
な
い
。

　

全
体
的
な

姿
勢
は
、
重

心
を
真
中
心

に
お
く
。
こ

れ
は
時
計
の

振
り
子
の
よ

う
に
、
状
態

を
ま
ず
大
き

く
左
右
に
振
っ

て
自
然
に
と

ま
っ
た
位
置
。

次
に
前
後
に

振
っ
て
上
体
が

ま
っ
す
ぐ
安
定

し
た
位
置
。
あ

ご
を
引
い
て
視

線
は
１
Ｍ
先
く

ら
い
に
自
然
に

置
く
。
舌
の
先
を
上
あ
ご
の
歯
の
付
け
根
に
軽
く
当
て
る
背
中
は

ま
っ
す
ぐ
伸
ば
す
。
腰
は
ぐ
っ
と
ひ
く
。
腹
は
少
し
前
に
突
き
出

し
て
、
鼻
と
一
直
線
に
な
る
よ
う
に
す
る
。
初
心
者
の
場
合
、
特

に
注
意
す
る
点
は
、
息
の
仕
方
。

息
は
ま
ず
吐
き
出
し
て
か
ら
吸
う
う
こ
と
。
下
腹
の
そ
こ
か
ら
吐

く
つ
も
り
で
。
す
る
と
自
然
に
鼻
か
ら
吸
う
こ
と
が
出
来
る
。
以

上
が
「
形
」（
ス
タ
イ
ル
）
で
す
。
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茶
道
へ
の
疑
問

そ
の
１　

茶
道
・
華
道
は
女
性
の
嗜
み
っ
て
い

わ
れ
る
け
ど
、
い
つ
か
ら
そ
う
言
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
？

そ
の
２　

わ
び
、
さ
び
な
ど
の
言
葉
を
聞
く

け
れ
ど
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
意
味
な

の
？　

そ
の
３　

茶
道
で
は
変
な
茶
碗
に
価
値
が
あ
る

と
さ
れ
る
。
ヒ
シ
ャ
ゲ
タ
見
っ
と
も

無
い
茶
碗
を
な
ぜ
使
う
の
？
ど
こ
に

良
さ
が
あ
る
の
？

　　

こ
ん
な
素
朴
な
疑
問
に
つ
い
て
考
え
て
見
ま

し
ょ
う
。

■
茶
道
は
女
性
の
嗜
み
？

　
茶
道
に
は
、
い
ろ
ん
な
作
法
が
あ
っ
て
そ
、
そ
う
し
た
作
法
を
身

に
つ
け
、
女
性
が
た
し
な
み
と
し
て
行
う
も
の
。

　
そ
し
て
、
茶
道
の
教
え
方
の
ス
タ
イ
ル
は
、
広
い
場
所
で
先
生
（
師

匠
）
が
、
大
勢
の
弟
子
に
一
度
に
教
え
る　
。
こ
ん
な
の
が
、
皆
さ

ん
が
抱
い
て
る
茶
道
の
イ
メ
ー
ジ
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
茶
道
が
女
性
の
も
の
、
女
性
の
教
養
、
た
し
な
み
と
い
っ
た
イ
メ
ー

ジ
に
な
っ
た
時
期
は
、
そ
ん
な
に
古
く
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
せ

い
ぜ
い
こ
こ
８
０
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
で
す
。
大
正
時
代
。
ば
あ
ち
ゃ

ん
た
ち
の
頃
か
ら
で
す
。

　
そ
の
前　
明
治
時
代
に
は
茶
道
は
一
時
期
と
て
も
衰
退
し
ま
し
た
。

明
治
維
新
の
頃
に
は
、
仏
教
な
ど
古
く
さ
い
モ
ン
は
や
め

ち
ゃ
え
と
か
、
廃
仏
毀
釈
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
日
本
的

価
値
観
へ
の
否
定
的
態
度
が
非
常
に
強
ま
り
、
茶
道
に
お

い
て
も
関
心
が
薄
ま
っ
て
し
ま
う
衰
退
期
も
あ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
そ
の
後
再
び
持
ち
な
お
し
、
現
在
の
茶
道
は
、

家
元
制
度
に
よ
っ
て
、
一
般
の
大
衆
に
広
く
お
茶
を
教
え

な
が
ら
、
指
導
者
の
経
済
的
基
盤
を
維
持
す
る
方
法
と
し

て
定
着
し
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
家
元
制
度
と
は
江
戸
時
代
に
は
じ
ま
っ
た

も
の
で
す
が
、
ど
ん
な
し
く
み
な
の
か
？
も
の
か
、
ち
ょ
っ

と
話
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
家
元
制
度
＝
一
般
の
大
衆
に
広
く
お
茶
を
教
え
な
が
ら
、

指
導
者
の
経
済
的
基
盤
を
維
持
す
る
方
法
で
す
。

　
武
家
や
権
力
者
に
と
っ
て
、
心
を
落
ち
着
か
せ
、・
精
神

を
休
ま
せ
る
こ
と
。
お
そ
ら
く
こ
れ
が
茶
の
湯
を
嗜
む
こ

と
の
一
番
の
目
的
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

　
江
戸
時
代
に
な
り
、
一
般
庶
民
に
も
茶
の
湯
を
指
導
す

る
こ
と
の
需
要
が
生
じ
、
そ
れ
は
町
人
茶
と
呼
ば
れ
ま
し

た
。
大
名
に
教
え
る
場
合
と
庶
民
に
教
え
る
場
合
と
は
違

い
ま
し
た
。
大
名
な
ど
は
経
済
的
に
ゆ
と
り
が
あ
る
か
ら
、

大
名
に
茶
を
指
導
す
る
師
匠
の
経
済
は
安
定
し
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
町
人
茶
の
場
合
に
は
指
導
料
で
生
活
せ
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
れ
を
吸
い
上
げ
る
た
め
の
方
法

が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。

　
家
元
の
宗
匠
の
み
が
免
状
発
効
権
利
を
持
ち
、
直
接
一

般
庶
民
の
弟
子
を
教
え
て
い
る
先
生
は
、
家
元
か
ら
そ
れ

を
も
ら
う
。
格
式
化
す
る
こ
と
で
資
金
の
流
れ
を
作
り
、

経
済
的
な
地
盤
を
し
っ
か
り
と
築
き
あ
げ
た
。
こ
れ
が
家

元
制
度
で
す
。

　
そ
し
て
江
戸
時
代
は
、
武
家
社
会
が
非
常
に
格
式
化
さ

れ
て
い
た
わ
け
で
す
か
ら
、
茶
道
に
お
い
て
も
主
従
関
係

の
重
視
・
格
式
化
が
強
ま
り
、
そ
れ
が
現
在
に
い
た
っ
た

も
の
で
す
。

■
家
元
制
度
の
し
く
み

■
千
利
休
と
三
千
家

　
で
は
、
格
式
化
す
る
以
前
の
茶
道
を
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

現
在
の
茶
道
の
家
元
（
京
都
）
に
は
、
三
千
家
と
い
う
の
が
あ
る
。

つ
ま
り
３
つ
の
家
元
が
存
在
し
て
い
る
。

　
表
千
家
、
裏
千
家
、
武
者
小
路
千
家
、
こ
れ
ら
が
茶
道
の
家
元

の
代
表
ね
。
こ
れ
は
、
千
利
休
の
３
人
の
孫
が
元
祖
に
な
っ
て
開

い
た
流
派
で
、
そ
の
の
大
モ
ト
は
利
休
と
い
っ
て
よ
い
わ
け
だ
。

　
一
応
常
識
レ
ベ
ル
と
し
て
、
知
っ
と
い
た
方
が
良
い
の
は
、

利
休
と
織
部
だ
と
思
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
通
常
の
歴
史
の
流
れ
と
は
逆
に
、
江
戸
・
桃
山
・
室

町
へ
と
、
時
代
を
遡
っ
て
見
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
は
織
部
か
ら
。

■
織
部

水差し「破れ袋」

花生け「からたち」

　
こ
れ
が
織
部
の
名
品
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
。

　
ゆ
が
み
を
強
調
し
た
り
、
適
当
な
釉
薬
の
か
け
か
た
で
す
。

同
時
代
人
か
ら
は
「
へ
う
げ
も
の
（
奇
妙
な
）」、「
焼
き
そ
こ

な
い
」
と
揶
揄
さ
れ
も
し
ま
し
た
が
、
粗
野
で
は
あ
る
が
、

自
由
奔
放
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
感
じ
が
よ
く
伝
わ
っ
て
き
ま

す
ね
。　

　
古
田
織
部
（1544

～1615

）
は
千
利
休
の
高
弟
。
利
休

死
後
は
、
そ
の
地
位
を
継
承
す
る
か
の
よ
う
に
天
下
の
茶
人

と
な
っ
た
。で
も
、本
職
は
戦
国
大
名
す
な
わ
ち
武
将
で
す
ね
。

彼
の
武
将
風
、
華
や
か
な
焼
物
は
「
織
部
好
み
」
と
呼
ば
れ

ま
す
。

　
桃
山
時
代
、
秀
吉
の
大
阪
城
、
聚
楽
第
、
伏
見
城
、
絵
画
、

美
術
工
芸
、
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
非
常
に
華
や
か
豪
華
で
す
。

　
利
休
の
中
世
風
で
端
整
な
侘
び
茶
は
す
で
に
桃
山
の
武
将

に
会
わ
な
く
な
っ
て
い
た
。
織
部
の
好
み
は
豪
奢
桃
山
風
で
、

す
べ
て
器
は
大
き
め
で
、
武
将
の
気
宇
に
ふ
さ
わ
し
い
。
こ

の
気
風
が
織
部
の
根
幹
に
あ
る
わ
け
だ
。

「
織
部
焼
」
は
彼
の
指
導
を
う
け
、
慶
長
年
間
に
美
濃
で
焼
か

れ
始
め
た
。
い
わ
ば
織
部
が
デ
ザ
イ
ナ
ー
だ
ね
。

「
茶
碗
は
惣
別
大
き
目
な
る
を
好
む
。
後
世
に
も
ち
い
さ

き
を
能
し
と
は
云
う
間
敷
き
ぞ
」

　
　
彼
の
美
意
識
は
こ
こ
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
師
の
利
休
が

す
べ
て
小
さ
め
を
好
ん
だ
の
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
が

、
端
整
・
気
品
よ
り
も
、
ど
っ
し
り
と
手
に
答
え
る
重
量
感
。

す
べ
て
器
は
大
き
め
＝
武
将
の
気
宇
に
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
の

気
風
が
織
部
の
根
幹
に
あ
る
。
武
士
で
す
な
ア
。

茶道と焼物
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千利休

■
利
休

織部

千利休【せん・りきゅう】
　　　　　　1522 ～ 1591

　姓は田中,堺の魚問屋の子。10歳代で武野紹
鴎に茶の湯を学び、青年時代から先達にまじっ
て茶人としての才能をあらわした。信長の茶頭
としてとりたてられ,天下一の茶頭の地位を築
いた。秀吉の天下となるや,ひきつづき秀吉の
茶頭としての地位を保った。北野社境内におい
て茶席数 800 という空前絶後の大茶会 ( 北野
大茶湯)を開くが,この演出も利休の手になる
ものであった。その他黄金の茶室の設計など,
政治性をおびた茶の湯を支え,さらに秀吉の懐
刀として政治的にも弟の羽柴秀長と共に活躍し
た。天正19年、利休が寄進した大徳寺山門が
政治問題化し,その責任をとって同年2月28
日切腹。

　

利
休
の
父
親
は
堺
の
魚
屋
、

田
中
与
兵
衛
の
長
男
の
与
四

郎
、
こ
れ
が
後
の
利
休
。
爺
さ

ん
の
名
が
、
田
中
千
阿
弥
と

い
っ
た
の
で
そ
の
千
を
と
っ
た

と
い
わ
れ
て
る
。
は
じ
め
は
千

宗
易
と
い
っ
て
い
た
。

　
利
休
は
、
一
人
目
の
茶
の
先
生
か
ら
、
も
う
教
え
る
こ
と

が
な
く
な
っ
た
か
ら
、
紹
鴎
を
紹
介
す
る
か
ら
と
。
そ
の
と

き
頭
を
剃
っ
た
。
紹
鴎
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
利
休
は
堺
の

三
大
茶
人
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
（
今
井
宗
久
、
津
田

宗
及
）、
織
田
信
長
に
見
出
さ
れ
て
茶
事
の
相
談
役
に
な
っ

た
。
さ
ら
に
信
長
が
本
能
寺
で
死
ん
だ
あ
と
は
、
秀
吉
の
８

人
い
る
茶
頭
の
ト
ッ
プ
に
な
っ
た
。

　
彼
は
単
な
る
お
茶
の
先
生
で
は
な
く
て
、
政
治
に
口
を
出

し
た
り
、
精
神
的
な
こ
と
を
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
り
も
し
た
。

豊
臣
氏
の
外
交
や
政
治
の
顧
問
み
た
い
な
こ
と
も
や
っ
て
い

た
ん
だ
ね
。

　　
と
こ
ろ
で
、
織
部
の
茶
道
は
桃
山
の
武
将
の
好
み
に
合
致

し
た
豪
快
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
彼
を
育
て
た
利

休
は
と
い
え
ば
、
織
部
好
み
と
は
全
く
逆
の
、
端
整
・
気
品

を
好
む
侘
び
茶
道
だ
っ
た
。

　
利
休
以
前
の
茶
人
は
、
陶
工
が
作
っ
た
名
器
を
「
選
ぶ
」

と
い
う
役
割
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
茶
道
具
と
し
て
優
れ
た
も

の
を「
見
出
す
」こ
と
に
主
眼
が
お
か
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

利
休
は
、

「
利
休
の
や
き
も
の
＝
全
く
新
た
な
茶
器
を
」
作
り
出
し
た
。

　

　
利
休
は
、
侘
び
の
理
念
を
あ
ら
わ
し
た
茶
碗
を
作
り
出
そ
う

と
し
た
わ
け
で
す
が
、
彼
の
美
の
認
識
と
批
評
は
、
つ
い
に
実

際
の
製
作
に
ま
で
進
ん
だ
わ
け
だ
。

　
美
意
識
に
よ
っ
て
→
美
を
作
り
出
す
っ
て
い
う
作
業
は
、
実

は
「
近
代
芸
術
」
の
本
質
的
な
要
素
で
も
あ
る
わ
け
で
す
よ
。

　
利
休
は
、「
楽
焼
き
」
は
慎
み
深
く
お
ご
っ
て
い
な
い
。
し
お

ら
し
く
小
型
、
侘
び
の
意
識
が
張
り
詰
め
て
る
と
し
て
、「
楽
焼

き
」を
繰
り
返
し
用
い
て
、他
の
茶
碗
を
か
え
り
み
な
く
な
っ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
利
休
自
身
が
陶
芸
家
と
し
て
焼
物
を
制
作
し
た

わ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
。
利
休
が
指
示
し
て
、「
長
次
郎
」
に

作
ら
せ
た
。
利
休
の
言
う
と
お
り
に

手
を
動
か
し
た
長
次
郎
は
、
お
そ
ら

く
、
も
ち
ろ
ん
侘
び
も
さ
び
も
知
ら

な
か
っ
た
だ
ろ
う
け
れ
ど
。
利
休
を

尊
敬
し
命
じ
る
ま
ま
に
仕
事
を
し
た

わ
け
で
す
よ
。

　
と
も
か
く
、
利
休
の
侘
び
は
、
楽

茶
碗
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
れ

ま
す
。。

■
紹
鴎
の
「
わ
び
」

武野紹鴎【たけの・じょうおう】1502～1555

室町後期の富商・茶人。堺の人。号、一閑居士・大黒庵。歌学を
三条西実隆に学ぶ。茶の湯では村田珠光の孫弟子にあたり、佗(わ)
びの境地を確立、千利休・津田宗及・今井宗久らの門弟を養成した。

　
さ
て
、
日
本
的
精
神
・
文
化
の
大
事
な
部
分
に
「
わ
び
・
さ
び
」

と
い
う
言
葉
が
関
係
し
て
ま
す
。
こ
れ
が
ま
た
、
分
か
り
に
く

い
感
覚
で
す
ね
。
こ
こ
で
、そ
れ
ら
を
解
決
し
て
し
ま
い
ま
し
ょ

う
。

　
侘
び
・
さ
び
と
い
う
は
、
禅
と
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
も
見

え
ま
す
が
じ
つ
は
、
和
歌
の
言
葉
で
す
。

　
侘
び
さ
び
を
言
い
出
し
た
の
は
、
利
休
の
一
代
前
の
名
人
の

紹
鴎
と
い
う
人
だ
っ
た
。そ
れ
は
、彼
が
歌
人
だ
っ
た
か
ら
な
の
。

　
紹
鴎
の
父
親
が
堺
で
皮
の
商
売
（
武
具
製
造
）
で
大
当
た
り

財
を
な
し
た
。
紹
鴎
は
学
問
が
好
き
で
、
い
ろ
ん
な
勉
強
を
し
、

中
で
も
歌
道
を
学
ん
だ
。
わ
び
の
極
意
を
た
ず
ね
た
門
人
に

「
見
渡
せ
ば
花
も
紅
葉(

も
み
じ)

も
な
か
り
け
り
浦
の
苫

屋(

と
ま
や)

の
秋
の
夕
暮
」

と
、藤
原
定
家
の
歌
を
引
用
し
、こ
た
え
た
話
は
よ
く
知
ら
れ
る
。

　
も
と
も
と
は
「
わ
ぶ
」
と
い
う
動
詞
の

連
用
形
が
名
詞
化
し
た
も
の
で
あ
る
。「
わ

ぶ
」
は
、
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
こ
と
を

な
げ
く
こ
と
、
あ
る
い
は
ひ
ど
く
落
胆
す

る
こ
と
を
い
う
。
そ
れ
が
、
平
安
末
期
か

ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
思
い
の
か
な
わ

な
い
失
意
や
落
胆
の
境
涯
に
、
か
え
っ
て

深
い
情
趣
を
み
い
だ
す
よ
う
に
な
り
、
物

質
的
に
満
た
さ
れ
る
よ
り
も
、
清
貧
に
徹

す
る
精
神
を
基
調
と
し
て
お
り
、
そ
れ
を

理
想
の
美
と
し
た
。

　
「
紹
鴎
の
詫
び
の
文
」と
い
う
の
が
残
っ

て
い
る
。

　
「
お
茶
に
呼
ば
れ
た
場
合
、
正
直
に
真

心
を
も
っ
て
、
慎
み
深
く
、
お
ご
ら
ぬ
よ

う
に
。自
分
は
威
張
ら
な
い
。へ
り
く
だ
っ

た
姿
。
こ
れ
が
詫
び
で
す
。
そ
れ
が
い
ろ

い
ろ
な
姿
や
形
に
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
詫
び
茶
器
と
い
う
も

の
が
あ
る
が
、
単
な
る
貧
乏
趣
味
で
は
な
い
。
へ
り
く
だ
っ
た

詫
び
の
心
を
込
め
て
作
ら
れ
た
茶
器
の
こ
と
で
す
。
１
年
の
う

ち
十
月
こ
そ
詫
び
な
り
（
今
の
十
一
月
）」

　
芭
蕉
の
蕉
風
俳
諧
は
、
紹
鴎
、
利
休
ら
の
「
侘
茶
」
の
精
神

を
模
範
と
す
る
こ
と
で
、
俳
諧
に
「
わ
び
」
の
理
念
を
も
ち
こ

ん
だ
。

　
芭
蕉
は
こ
の
「
わ
び
」
の
理
念
を
、
静
寂
な
観
照
的
態
度
で

対
象
を
把
握
す
る
「
さ
び
」
の
理
念
や
、
哀
憐
の
心
を
た
だ
よ

わ
せ
る
「
し
ほ
り
」
の
理
念
へ
と
展
開
さ
せ
た
の
で
す
。

秀吉はもともと、なりあがりものだったから、権力的
な要素もってた。はでなものが大好きだった。だから、
黄金の茶室も作らせた。つまり、利休の教える侘び茶
もやったけど、こんな権力的な豪華だから、黄金の茶
室も作らせた。
つまり、利休の教える侘び茶もやったけど、こんな権
力的な豪華な茶室でお茶を楽しむことも好んだ、な茶
室でお茶を楽しむことも好んだ、

黄金の茶室＝秀吉

大徳寺山門利休像事件　
　大徳寺三門は、一休禅師の遺徳を偲んで連歌
師の宗長が造営したものだったが、途中で資金
が尽きて山門の楼閣は未完成だった。そこで利
休が資材を投じて修理した。その際に、楼閣に
諸仏像を安置し、それとともに利休の雪駄ばき
で頭布姿の木像を置いた。ところが、秀吉がた
びたび大徳寺への参詣するにこの山門を通らな
けと秀吉の立腹は激しく、利休に切腹を命じた。
　利休は 2 月 28 日切腹したのであるが、切腹
の際、秀吉は、利休の屋敷まわりを上杉景勝の
軍勢二千人で取り巻いて警備させた。これは、
利休にお茶を習った、大名たちが、利休に同情
し、反乱、天下動乱起こるかも？と恐れたから
であった。

利休像

■
書
院
茶

　
こ
れ
ま
で
、
歴
史
を
遡
り
な
が
ら
、
わ
び
茶
を
考
え
て
き
た

わ
け
だ
け
ど
、
侘
び
茶
の
前
に
は
、
書
院
茶
っ
て
の
が
盛
ん
に

行
わ
れ
て
た
。
書
院
茶
は
侘
び
茶
と
は
正
反
対
の
豪
華
・
貴
族

的
な
も
の
だ
っ
た
。

　
　
そ
れ
が
次
第
に
俗
世
間
の
「
闘
茶
」
と
い
う
遊
び
へ
と
発
展

し
た
。
闘
茶
は
、
お
茶
を
飲
み
比
べ
本
茶・非
茶
（
生
産
地
あ
て
）、

そ
れ
へ
景
品
や
賭
博
の
要
素
な
ど
、
面
白
お
か
し
く
楽
し
む
方
法

へ
と
つ
な
が
り
、
闘
茶
の
後
で
、
宴
会
開
い
て
酒
を
飲
む
俗
世
間

の
遊
び
と
な
っ
た
。

　
遊
び
と
し
て
の
お
茶
＝
闘
茶
は
、
中
国
式
の
茶
室
（
二
階
建

て
の
茶
室
。
銀
閣
寺
の
よ
う
な
も
の
）
で
行
わ
れ
て
た
よ
う
で

す
。

　
書
院
茶
＝
室
町
の
半
ば
ご
ろ
＝
武
家
貴
族
の
茶　

貴
族
的
、

将
軍
向
け
の
お
茶
の
形
式
、
輸
入
品
の
ブ
ラ
ン
ド
志
向
。

お
茶
を
飲
む
と
い
う
習
慣
は
、
も
と
も
と
は
中
国
か
ら
、
薬
と

し
て
飲
む
も
の
で
貴
重
で
珍
し
い
飲
料
、
あ
る
い
は
仏
様
に
お

供
え
す
る
も
の
と
し
て
仏
教
と
と
も
に
伝
わ
っ
た
も
の
と
さ
れ

ま
す
。。
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珠
光
が
選
ん
だ
茶
碗
は
、
こ
ん
な
素
朴
な
茶
碗
だ
っ
た
。

　
井
戸
茶
碗
＝
高
麗
の
飯
茶
碗
で
す
。
な
ぜ
こ
ん
な
も
の
を

選
ん
だ
の
か
？
い
っ
た
い
ど
こ
が
優
れ
て
い
る
の
か
。

　
こ
れ
は
、
朝
鮮
の
人
々
が
日
常
の
生
活
の
中
で
使
っ
て
い

た
も
の
。
粗
末
な
食
器
で
あ
る
。
大
量
生
産
品
で
す
ね
。
侘

び
茶
に
ふ
さ
わ
し
い
器
が
こ
れ
だ
っ
て
い
う
わ
け
だ
。
な
ぜ
？

困
っ
た
ね
。

　

そ
れ
ま
で
の
均
整
の
と
れ
た
、

美
し
い
天
目
茶
碗
に
か
わ
り
、「
粗

相
の
美
」
と
呼
ば
れ
る
、
地
味
で

不
完
全
＝
新
た
な
美
的
価
値
、
新

た
な
ブ
ラ
ン
ド
が
登
場
し
た
っ
て

こ
と
に
な
る
。

　
中
国
の
焼
き
も
の
は
、
左
右
対

称
、
均
整
が
取
れ
て
る
。
完
全
な
技
術
、
完
璧
な
バ
ラ
ン
ス
。

天
目
茶
碗
が
堂
々
と
整
っ
た
美
し
さ
を
誇
る
の
に
対
し
て
。

井
戸
茶
碗
は
？
完
璧
じ
ゃ
な
い
。
ど
こ
か
欠
け
て
る
。
い
ば
っ

て
な
い
。
何
も
主
張
し
な
い
。
ご
く
自
然
。
素
直
。
→
こ
う

い
う
と
こ
ろ
が
良
い
と
い
う
。

　　
粗
末
さ
、
不
完
全
さ
に
無
限
の
美
を
見
出
し
た
。
新
た
な

価
値
観
が
提
案
さ
れ
た
っ
て
こ
と
だ
。

■
村
田
珠
光
の
改
革

村 田 珠 光【むらた・しゅこう】1423 ～

1502
　村田珠光は、わび茶の祖といわれます。奈良の出身で、は
じめ僧侶で、後には京都に住み、町衆として財をなしたよう
です。
村田珠光がわび茶の祖とされるのは、「心の文 」という重要
な文章を残したからです。「心の文」は茶の湯が人間の成長を
もたらす心の道であるということを示唆しています。そのな
かには宗教的な、特に禅宗の影響があると思われます。
　それまでの唐物中心の茶の湯の道具に対して、和物（国産
品）をどのように唐物と調和させて新しい美をつくるかとい
うところに珠光の関心がありました。また珠光は「月も雲間
のなきは嫌にて候」という文章を残していて、満月の皓々（こ
うこう）と輝く月よりも雲の間に見え隠れする月の方が美し
いと述べています。こうした不足の美を楽しむ心に珠光の創
造したわび茶の主張がありました。

　
珠
光
は
考
え
た
。
豪
華
な
部
屋
で
輸
入
グ
ッ
ズ
を
見
せ
び

ら
か
す
の
は
、
人
間
的
に
下
品
じ
ゃ
な
い
か
。

　
お
茶
と
い
う
飲
み
物
を
媒
介
と
し
て
、
人
と
人
と
が
結
ば

れ
る
。
心
を
通
じ
合
わ
せ
る
も
の
だ
ろ
う
。
招
待
す
る
人
と

招
待
さ
れ
る
招
待
す
る
人
：
亭
主
と
、
招
か
れ
た
人
：
客
が

平
等
で
あ
る
こ
と
。
亭
主
は
客
を
誠
心
誠
意
こ
こ
ろ
か
ら
も

て
な
す
。
お
客
も
あ
り
が
た
く
茶
を
い
た
だ
く
。
そ
う
い
っ

た
心
構
え
が
茶
道
だ
と
し
た
。

だ
か
ら
、
茶
室
も
あ
ら
た
め
た
。
そ
の
際
に
参
考
に
し
た
の

が
農
家
の
つ
つ
ま
し
い
質
素
な
つ
く
り
だ
っ
た

■
コ
ン
パ
ク
ト
化

　
数
奇
屋
の
茶
室
は
、
農
家
の
よ
う
な
質
素
で
地
味
、
び
ん

ぼ
う
く
さ
い
。
で
、
そ
こ
で
使
わ
れ
る
道
具
も
変
え
る
必
要

が
あ
っ
た
。　
あ
ま
り
豪
華
な
、
カ
ッ
コ
い
い
も
の
で
は
合

わ
な
い
。
珠
光
は
、
唐
物
名
物
を
つ
か
っ
た
が
、
ギ
ン
ギ
ラ

も
の
は
避
け
て
、
地
味
め
な
唐
物
を
選
ん
だ
。

　
茶
室
の
簡
素
化
が
は
じ
ま
っ
た
。
部
屋
が
狭
く
な
る
と
、

床
の
間
も
小
さ
く
な
る
、
そ
し
て
茶
器
も
小
さ
く
な
る
。

　
そ
れ
ま
で
は
床
の
間
に
は
絵
画　
＝
水
墨
画
を
飾
る
も
の

だ
っ
た
。
で
も
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
書
を
飾
る
よ
う
に
な
っ

た
（
墨
蹟
が
一
級
品
と
決
ま
っ
て
き
た
）
そ
の
理
由
は
、
侘

び
茶
の
開
祖
、
珠
光
が
、
茶
道
の
あ
り
方
を
研
究
す
る
中
で
、

禅
寺
で
修
行
し
、
一
休
和
尚
に
つ
い
て
禅
を
学
ん
だ
か
ら
な

ん
だ
。

　
悟
り
を
開
い
た
あ
か
し

に
、
印
可
の
証
と
し
て
、

書
を
も
ら
っ
た
。
そ
れ
を

床
の
間
に
か
け
て
茶
を
た

て
た
。
そ
れ
が
動
機
に

な
っ
て
数
奇
屋
茶
室
に
は

書
道
が
か
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
さ
。

■
高
麗
茶
碗
：
珠
光
の
焼
物

書院造り
禅宗坊主の書斎、兼、居間、兼、客間

＜書院＞残月亭 16 世紀末

　
次
に
ま
た
、
中
国
か
ら
す
ば
ら
し
い
建
物
の
形
式
が
渡
来
し

た
。
書
院
造
り
で
す
。
書
院
と
は
元
来
、禅
宗
坊
主
の
書
斎
、兼
、

居
間
、
兼
、
客
間
で
し
た
。
正
面
に
、
床
の
間
、
横
に
違
い
棚

が
あ
る
座
敷
。
そ
こ
で
茶
を
や
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
書
院
茶
は
、
い
く
つ
も
の
部
屋
が
あ
る
う
ち
の
一
つ
の
結
構

広
い
１
２
畳
も
あ
る
立
派
な
つ
く
り
の
部
屋
で
茶
会
を
開
い

た
。

　
書
院
茶
道
は
、
唐
物
の
名
器
・
名
画
、
花
を
め
で
る
よ
う
に

楽
し
む
こ
と
を
理
想
と
し
た
か
ら
、
そ
の
部
屋
を
ど
の
よ
う
に

飾
る
か
？
が
腕
の
み
せ
ど
こ
ろ
だ
っ
た
。　

　
掛
け
物
・
三
福
対
、
違
い
棚
の
飾
り
・
そ
こ
へ
の
輸
入
文
具

の
見
せ
び
ら
か
し
。
書
院
茶
道
は
、
唐
物
至
上
主
義
で
、
天
目

茶
碗
な
ど
茶
器
は
す
べ
て
大
陸
に
求
め
た
の
だ
っ
た
。

　
そ
の
よ
う
な
書
院
茶
の
豪
華
・
貴
族
的
な
茶
に
異
論
を
唱
え
、

質
素
で
庶
民
的
な
特
徴
を
持
つ 

「
草
庵
の
詫
び
茶
」
を
生
み
出

し
た
の
が
、
能
阿
弥
の
弟
子
、 村
田
珠
光
だ
っ
た
。

　
珠
光
は
茶
の
道
、
心
構
え
に
つ
い
て
教
え
を
開
い
た
。
そ
の

後
、
珠
光
・
紹
鴎
・
利
休
の
３
人
に
よ
っ
て
、
侘
び
茶
が
形
成

さ
れ
た
わ
け
だ
。

■
数
寄
屋
づ
く
り

　
数
奇
屋
作
り
と
い
う
茶
室
は
、
珠
光
が
創
造
し
た
も
の
。

書
院
造
り
の
建
物
の
一
部
じ
ゃ
な
く
、
茶
を
楽
し
む
た
め

の
み
に
使
う
小
さ
な
小
さ
な
一
戸
建
て
を
考
え
だ
し
た
。 

＝
こ
れ
を
数
奇
屋
と
称
し
た

数
奇
屋
の
構
造
は
こ
ん
な
感
じ
、
小
さ
な
一
戸
建
て
で
、

四
畳
半
を
真
の
座
敷
と
規
定
し
た
。
そ
れ
よ
り
も
狭
い
も

の
も
作
ら
れ
た
。

「
如
庵
」
は
、
相
当
狭
い
茶
室
の
部
類
。
も
っ
と
も
狭
い
の

は
２
畳
し
か
な
い
。
こ
れ
で
は
身
動
き
取
れ
な
い
。

「
待
庵
」
２
畳
＝
利
休
が
作
っ
た
茶
室
で
唯
一
の
こ
っ
て
る

天目茶碗

井戸茶碗

「茶の湯の開山」村田珠光の茶は道徳的 数奇屋

にじり口つくばい
手洗い 出入り口



　 　

私
た
ち
は
、
西
洋
の
油
絵
も
、
日
本
画
も
「
お
ん

な
じ
絵
で
し
ょ
！
」
っ
て
考
え
て
る
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
す
ね
。
し
か
し
、
東
洋
や
日
本
の
伝
統
的
美
術
と
、

西
洋
の
美
術
の
そ
れ
と
は
著
し
く
異
な
っ
た
性
格
を

も
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
西
洋
で
は
、
人
間
中
心
主
義
・
美
術
の
純
粋

性
へ
の
指
向
・
感
情
移
入
、

東
洋
で
は
自
然
中
心
主
義
・
美
術
の
総
合
性
へ

の
指
向
・
感
情
汲
出

な
ど
、
東
西
の
美
術
に
は
大
き
な
意
識
の
隔
た
り
が

あ
り
ま
す
。

　
芸
術
表
現
に
お
い
て
も
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
ん
で

い
る
と
は
い
え
、
民
族
性
に
根
ざ
し
た
表
現
特
性
と

い
う
も
の
は
決
し
て
消
え
去
る
こ
と
は
な
い
わ
け
で

す
。

　

西
欧
化
さ
れ
た
私
た
ち
の
現
代
生
活
の
中
で
は
、

か
つ
て
は
多
く
の
家
に
あ
っ
た
床
の
間
も
見
ら
れ
な

く
な
っ
て
き
た
。
床
の
間
が
あ
れ
ば
山
水
や
書
が
掛
け
ら

れ
て
お
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
会
話
す
る
機
会
も
あ
っ
た
。

床
の
間
を
は
じ
め
襖
や
屏
風
な
ど
が
見
ら
れ
る
家
屋
は
も

は
や
ほ
と
ん
ど
な
い
。
日
本
的
文
化
は
日
本
人
に
と
っ
て

も
過
去
の
も
の
と
な
り
、
日
常
性
か
ら
隔
離
さ
れ
た
遺
産

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
意
識
し
て
文
化
を
学
ぶ
姿
勢
を
持
た
ね
ば
、
私
た
ち
は

自
分
の
文
化
を
見
失
っ
て
し
ま
う
危
機
に
面
し
て
い
る
の

で
す
よ
。

　
こ
こ
で
は
、
絵
画
を
通
じ
て
、
日
本
の
絵
画
表
現
を
研

究
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
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「
や
ま
と
絵
」
と
い
う
言
葉
は
、　
日
本
絵
画
の
様
式
概
念
の
１

つ
。
中
国
風
の
絵
画
「
唐
絵
」（
か
ら
え
）
に
対
す
る
呼
称
で
あ
り

平
安
時
代
の
国
風
文
化
の
時
期
に
発
達
し
た
日
本
的
な
絵
画
の
こ

と
で
す
。

　
や
ま
と
絵
の
発
生
は
、
平
安
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
古
く

は
、中
国
の
風
景
を
描
い
た
絵
画
を「
唐
絵
」と
呼
ん
だ
の
に
対
し
、

「
や
ま
と
絵
」は
こ
の
国
の
様
子
を
写
し
た
絵
画
で
し
た
。
そ
の
後
、

鎌
倉
時
代
に
中
国
よ
り
水
墨
画
の
技
法
が
伝
わ
っ
て
か
ら
は
、
様

式
や
流
派
ま
で
を
も
含
む
言
葉
へ
と
広
が
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
さ
ら

に
狩
野
派
は
大
和
絵
の
伝
統
と
、
中
国
の
水
墨
画
の
技
法
・
主
題

を
統
合
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
本
来
「
や
ま
と
絵
」
は
、
水
墨
画
の
よ
う
に
特

定
の
技
法
や
主
題
と
は
は
っ
き
り
と
結
び
つ
か
な
い
言
葉
で
し

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
用
い
る
立
場
や
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
は
大

き
く
揺
ら
ぎ
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
生
み
ま
す
。

　
源
氏
物
語
絵
巻
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
表
現
も　
「
や
ま
と

絵
」
と
呼
び
ま
す
。
た
だ
し
、
平
安
時
代
に
制
作
さ
れ
た
も
の
は

ほ
と
ん
ど
現
存
し
て
い
ま
せ
ん
。

源氏物語絵巻　
平安時代末期の制作であるとされている。『伴大納言絵詞』、『信
貴山縁起絵巻』、『鳥獣人物戯画』（いずれも国宝）とともに日
本四大絵巻と称される

（１）日本の絵画は、「仏教絵画」・「唐絵」「やまと絵」の３種類に大別することができます。

■
や
ま
と
絵

や
ま
と
絵
系

唐
絵
系

仏
教
絵
画

■
唐
絵
（
カ
ラ
エ
）

　
中
国
人
の
描
い
た
絵
画
と
中
国
画
を
模
倣
し
て
中
国
の
事
物
を

日
本
人
が
描
い
た
二
種
類
の
絵
画
に
対
し
て
用
い
る
古
代
・
中
世

の
用
語
。

　
唐
絵
は
大
和
絵
と
と
も
に
鎌
倉
時
代
前
期
ま
で
制
作
さ
れ
続
け

た
。、
鎌
倉
後
期
に
入
り
宋
元
（
そ
う
げ
ん
）
絵
画
の
舶
載
が
盛
ん

に
な
る
と
、
新
画
風
の
絵
画
と
し
て
「
漢
画
」
と
も
よ
ば
れ
る
。

 

　「
山
水
屏
風
」
神
護
寺　

　
中
国
的
風
俗
を
描
い
た
い
わ
ゆ
る
唐
絵
（
か
ら
え
）
の
山
水
屏

風
で
、
か
つ
て
東
寺
に
伝
来
し
た
も
の
。
も
と
も
と
は
宮
中
の
室

内
調
度
と
し
て
作
ら
れ

た
と
思
わ
れ
る
。

　
平
安
時
代
の
屏
風
絵

と
し
て
は
唯
一
の
遺
品

で
あ
る
。

　
縁
取
り
の
あ
る
六
面

（
扇
）
か
ら
構
成
さ
れ

る
が
、
全
体
は
連
続
し

た
横
長
の
図
様
に
な
っ

て
い
る
。

　
近
景
に
は
人
物
と
そ

れ
を
と
り
ま
く
景
観
お

よ
び
花
を
咲
か
せ
た
藤

蔓
や
樹
木
を
や
や
大
き

く
表
し
、
中
・
遠
景
に

な
だ
ら
か
な
丘
陵
と
横

に
ひ
ろ
が
る
水
景
、
さ

ら
に
遠
山
を
配
し
て
い

る
。
ゆ
っ
た
り
と
し
た

の
ど
か
な
春
の
景
色
と

み
な
さ
れ
る
。

「
山
水
屏
風
」
神
護
寺

　
　
　
一
帖
六
扇　
各111

×38cm

　
　
　
　
　
　
　
（
十
三
世
紀
初
）　　

やまと絵
屏風・絵巻
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唐
絵
屏
風
の
表
現
の
特
徴

　
パノラマ的
　・東洋では、「自然を広い視野で意識する」
　・自然を描いているようで、人物も小さめに入れて物語る。
視点の位置は？
　・ななめ上から見下ろした視点。
　・遠くのものも小さくしない、弱くしない
　・消失点がない　 （透視図法、空気遠近法なし）

　
日
本
は
、唐
（
中
国・朝
鮮
）
の
圧
倒
的
な
影
響
力
の
中
に
あ
っ

た
が
、
９
世
紀
半
ば
か
ら
、「
唐
で
は
な
い
自
己
」
の
意
識
が
芽

生
え
た
。
そ
こ
で
、
唐
絵
の
和
風
化
っ
て
い
う
変
化
が
起
き
た
。

　
ま
ず
最
初
の
変
化
は
「
主
題
」
で
あ
っ
た
。
中
国
の
風
景
や

物
語
り
か
ら
、
日
本
の
テ
ー
マ
を
描
く
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の

時
に
、
風
俗
画
的
な
人
間
に
と
っ
て
の
出
来
事
よ
り
、
主
に
自

然
を
描
い
た
こ
と
が
特
徴
的
で
す
ね
。

　
そ
の
う
ち
に
、
次
第
に
描
き
方
の
面
に
も
変
化
が
現
れ
た
。

　
柔
ら
か
な
形
、
線
の
強
弱
、
平
面
化
、
装
飾
性
、
デ
フ
ォ
ル

メ
、
女
性
的
。
こ
う
し
た
表
現
内
容
の
絵
画
を
、「
唐
絵
」
と
区

別
す
る
た
め
の
言
葉
と
し
て
「
や
ま
と
絵
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
わ
け
だ
。

　
や
ま
と
は
日
本
を
指
す
古
く
か
ら
の
呼
び
方
だ
ね
。
し
か
し
、

や
ま
と
絵
は
日
本
の
絵
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
。
平
安
時
代
の

や
ま
と
絵
は
、
次
の
よ
う
に
理
解
し
ま
し
ょ
う
。

「
十
世
紀
ご
ろ
に
成
立
し
た
、
日
本
独
自
の
絵
画
様
式
を
さ

す
、
宗
教
画
を
含
ま
な
い
、
物
語
や
風
景
や
、
人
物
な
ど
の
、

世
俗
的
な
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
絵
画
に
限
ら
れ
る
用
語
」

　
し
か
し
、
和
風
化
の
後
も
、
唐
文
化
を
完
全
に
否
定
す
る
の

で
は
な
く
、
残
し
た
上
で
、
な
お
か
つ
日
本
的
内
容
を
表
す
よ

う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
昼
間
・
ハ
レ
の
場
（
儀
式
）
に
は
唐

絵
を
、
夜
や
日
常
生
活
の
場
に
は
や
ま
と
絵
を
用
い
た
。
表
裏

を
使
い
分
け
て
い
っ
た
。

　
そ
の
後
も
日
本
で
は
、
和
の
文
化
を
維
持
し
た
ま
ま
で
、
あ

ら
た
な
外
国
の
文
化
を
取
り
入
れ
て
い
っ
た
。
古
い
様
式
も
生

き
残
り
、
そ
の
上
に
摂
取
し
た
外
国
の
新
し
い
様
式
が
上
乗
せ

さ
れ
て
い
く
。
だ
か
ら
ど
ん
ど
ん
ジ
ャ
ン
ル
が
増
え
て
い
っ
た

　
日
本
美
術
は
こ
の
よ
う
に
展
開
し
て
き
た

■
や
ま
と
絵
の
成
立

　＜国風文化の特質＞

日本化と耽美性貴
族
の
文
化
（
平
安
時
代
）

■
国
風
文
化
、
や
ま
と
絵
の
発
明

　
平
安
時
代
四
百
年
の
う
ち
、
９
世
紀
の
こ
ろ
は
、
ま
だ
文
化
の

面
で
は
奈
良
時
代
を
う
け
つ
い
だ
面
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
９

世
紀
後
半
に
な
る
と
、
貴
族
た
ち
は
自
分
た
ち
の
心
情
や
好
み
に

合
っ
た
文
化
の
形
を
だ
ん
だ
ん
強
く
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
日
本
化
で
す
ね
。

　
数
百
年
に
お
よ
ぶ
大
陸
文
化
の
強
力
な
影
響
か
ら
脱
し
て
、
閉

ざ
さ
れ
た
環
境
の
中
で
、
日
本
独
自
の
性
格
に
変
化
し
て
い
っ
た
。

そ
の
際
に
、
貴
族
の
体
質
が
絡
ま
っ
て
、
耽
美
的
・
趣
味
的
な
側

面
を
伴
っ
て
、
ひ
た
す
ら
洗
練
に
向
か
っ
て
い
っ
た
、

　
平
安
時
代
は
女
性
的
感
性
と
い
わ
れ
ま
す
。

　
平
安
朝
年
間
、
女
流
文
学
き
ら
め
く
ば
か
り
に
開
花
し
た
。
こ

と
に
、
十
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
は
、
日
本
の
文
学
史
上
最
も
女
流

作
家
の
黄
金
時
代
だ
っ
た
。
そ
の
役
目
を
は
た
し
た
の
が

　

ひ
ら
が
な
で
す
。

■
平
仮
名
は
「
女
手
」

　
当
時
、
貴
族
社
会
の
格
式
高
い
公
用
語
は
漢
文
だ
っ
た
。

平
仮
名
は
、
女
手
と
よ
ば
れ
漢
文
を
知
る
必
要
が
な
か
っ

た
宮
廷
女
性
に
い
き
わ
た
っ
た
。
平
仮
名
に
よ
る
表
現
は
、

複
雑
、
微
妙
な
感
情
表
現
し
や
す
い

　
そ
こ
で
、
漢
文
に
が
ん
じ
が
ら
め
の
男
性
を
尻
目
に
み

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
だ
。

　

や
ま
と
え
は
屏
風
絵
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
絵
本
の
挿
絵
、

扇
絵
、
絵
巻
物
な
ど
に
も
描
か
れ
た
。
む
し
ろ
小
さ
な
画

面
の
方
が
、
よ
り
い
っ
そ
う
情
緒
や
色
彩
美
を
、
よ
り
純

粋
な
大
和
絵
を
結
晶
さ
せ
る
場
に
な
っ
た

。
　
小
さ
め
の
画
面
を
女
絵
と
呼
ぶ　
作
り
絵
と
も
よ
ぶ
源

氏
物
語
絵
巻
は
こ
の
典
型
で
す
。
純
粋
絵
画
と
い
う
よ
り

も
、
装
飾
絵
画
と
よ
ぶ
ほ
う
が
よ
い
か
も
。
こ
う
し
た
面

か
ら
、
大
和
絵
は
、
よ
り
い
っ
そ
う
装
飾
性
が
強
く
な
っ

て
い
っ
た
。

　
女
絵
と
対
照
的
だ
っ
た
の
が
、「
男
絵
」

　
男
絵
は
、
主
と
し
て
絵
所
に
所
属
し
て
仏
画
を
制
作
し
て
い
た

絵
仏
師
と
呼
ば
れ
る
画
家
の
描
写
の
影
響
の
中
で
、
大
和
絵
作
家
が

作
り
上
げ
た
様
式
。

　

線
描
は
運
筆
の
妙
・
高
度
な
技
術
が
必
要
だ
か
ら
、
素
人
や
貴

族
女
性
の
趣
味
で
は

で
き
な
い
。
専
門
画

家
の
手
に
よ
る
も
の

だ
っ
た
。
男
絵
は
、

屏
風
絵
よ
り
も
、

絵
巻
物
に
お
い
て
よ

り
効
果
的
に
発
揮
さ

れ
た
。

　

お
ん
な
絵
が
、
平

安
貴
族
社
会
の
没
落

と
と
も
に
衰
退
し
て

い
っ
た
の
と
は
反
対

に
、
男
絵
は
新
し
く

勃
興
し
て
き
た
武
家

や
民
衆
社
会
の
活
力

に
支
え
ら
れ
て
発
展

し
た
。

■
男
絵
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山海波滝
太
陽

月 桜夏
山冬

山雲 松 岩
　
「
日
月
山
水
図
屏
風
」

　
《
日
月
山
水
図
屏
風
》
を
所
蔵
す
る
金
剛
寺
は
、
河
内
長
野
市
の
山
中
に
あ
り
、
弘
法
大
師
が
密
教
の
修
行
を
し

た
霊
場
で
あ
る
。
日
月
山
水
図
屏
風
は
、
頭
に
水
を
注
ぐ
灌
頂
（
か
ん
じ
ょ
う
）
の
儀
式
に
用
い
る
“
山
水
屏
風"

と
い
う
、
仏
具
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
屏
風
は
、
南
北
朝
時
代
に
六
曲
一
双
の
ス
タ
イ
ル
が
確
立
し
た
。
十
二
面
か
ら
な
る
形
式
が
十
二
カ
月
を
連
想

さ
せ
、
四
季
を
表
現
す
る
の
に
適
し
て
い
る
。
畳
め
ば
持
ち
運
べ
、
屏
風
の
切
り
の
具
合
を
調
整
し
て
立
て
れ
ば
、

ス
ペ
ー
ス
を
自
由
に
作
る
こ
と
も
、
巨
大
な
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
大
胆
な
装
飾
化
と

水
墨
画
に
新
生
面
を
開
い
た
俵
屋
宗
達
の
先
駆
を
な
す
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
「
こ
の
風
景
は
那
智
勝
浦
の
沖
合
か
ら
熊
野
三
山
を
望
ん
で
描
い
た
の
で
は
な
い
か
。」「
す
な
わ
ち
《
日

月
山
水
図
屏
風
》
は
、
熊
野
の
雄
大
な
自
然
観
で
を
表
現
し
た
曼
荼
羅
な
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。」「
中

世
性
と
近
世
性
、
宗
教
性
と
世
俗
性
、
霊
性
と
装
飾
性
の
混
淆
し
た
特
異
性
こ
そ
が
、《
日
月
山
水
図
屏
風
》

の
特
質
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（
水
尾
比
呂
志
）

　
「「
日
本
の
風
景
画
は
、
自
然
を
拝
む
こ
と
か
ら
発
達
し
た
が
、
拝
む
心
を
持
た
な
い
も
の
に
、
こ
の
よ
う

に
崇
高
な
景
色
は
描
け
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。」

　
宗
教
画
が
風
景
画
へ
う
つ
っ
て
行
く
、
過
渡
期
の
作
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
過
渡
期
と
い
う
と
、
中
途

半
端
の
代
名
詞
み
た
い
だ
が
、
過
渡
期
ほ
ど
多
く
の
可
能
性
を
包
含
し
、
期
待
に
あ
ふ
れ
た
時
期
は
な
い
。

制
作
年
代
は
室
町
と
も
桃
山
と
も
い
わ
れ
る
が
、
室
町
こ
そ
そ
う
い
う
時
代
だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
」　　

（
随
筆
家
・
白
洲
正
子
）

　
「
特
徴
は
人
間
と
人
工
物
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
。
人
跡
未
踏
の
原
生
林
的
な
自
然
を
指
し
て
い
る
の
か
、

あ
る
い
は
神
聖
過
ぎ
て
人
が
至
る
こ
と
の
で
き
な
い
浄
土
を
指
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
両
方
が
重
な
っ
て
い

る
感
じ
で
、
季
節
を
画
然
と
分
け
つ
つ
も
輪
廻
し
て
い
る
。
突
然
出
て
き
た
と
し
か
説
明
の
し
よ
う
が
な
い

孤
立
し
た
屏
風
作
品
で
あ
る
」
と
述
べ
つ
つ
、『
ま
ん
が
日
本
昔
ば
な
し
』
に
出
て
く
る
あ
の
山
の
形
で
あ
り

な
が
ら
、
厳
し
い
絵
で
あ
り
、
幽
玄
で
神
秘
的
、
得
体
の
し
れ
な
い
畏
れ
を
感
じ
る
」　　
（
髙
岸 

輝
）

「
す
ご
い
」
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
室
町
時
代
の
作
者
不
詳
の
作
品
で
あ
る
。
展
示
替
え
で
、
４
月
１
０

日
ま
で
し
か
見
ら
れ
な
い
の
で
、
近
隣
の
方
は
お
急
ぎ
を
。

東
京
の
ヒ
ト
も
、
新
幹
線
に
飛
び
乗
っ
て
見
に
行
け
！

普
段
は
、
金
剛
寺
に
あ
り
、
年
に
二
日
間
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
茂
木
健
一
郎　
ク
オ
リ
ア
日
記
）

　
右
隻
に
描
か
れ
る
の
は
、「
春
か
ら
夏
へ
の
景
色
、
あ
る

い
は
そ 

の
時
間
の
推
移
」
で
あ
る
。

　
画
面
の
右
に
あ
る
山
で
は
桜
が
咲
い
て 

い
る
。
画
面
の
中

央
に
あ
る
山
に
は
桜
が
咲
い
て
い
な
い
。
画
面
の
右
端
に
そ

の
一
部
を
覗
か
せ
て
い
る
山
の
斜
面
で
は
、
桜
が
少
し
咲 

い

て
い
る
。
春
は
、
画
面
の
右
で
は
ま
だ
浅
く
、
左
に
な
る
に

し
た
が
っ
て
夏
が
優
勢
に
な
る

　
こ
の
屏
風
は
、
そ
の
よ
う
な
“
時
間 

の
推
移
”
を
描
く
も

の
だ
と
思
っ
た
方
が
い
い
。

　
右
隻
の
右
下
に
あ 

る
海
は
穏
や
か
で
、
そ
れ
が
右
か
ら
左

へ
と
移
る
に
従
っ
て
、
元
気 

よ
く
波
立
っ
て
来
る
。
海
の
方

で
も
、
時
間
が
「
春
か
ら
夏
へ
」
と 

流
れ
て
い
る
。
一
つ
の

画
面
の
中
に
“
時
間
の
推
移
”
が
描
か
れ
る 

こ
と
は
、
日
本

の
絵
画
で
は
珍
し
い
こ
と
で
も
な
ん
で
も
な
い
。
こ 

れ
も
、

そ
う
し
た
絵
で
あ
る
。

　
右
隻
の
中
央
に
あ
る
大
き
な
山
は
、
ほ
ぼ
真
っ
直
ぐ
に

立
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
山
の
手
前
に
あ
る
小
さ
な

山
は
、
右
か
ら
左
へ
動
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
小
さ

な
山
は
、重
心
を
右
か
ら
左
へ
移
し
て
、ま
る
で
波
が
う
ね
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
画
面
の
手
前
中
央
に
あ
る
二
つ
の
山
と
一
つ
の
丘
は
、
そ

れ
ぞ
れ
が
違
う
動
き
を
見
せ
な
が
ら
一
つ
に
な
っ
て
、
動
き

の
あ
る
安
定
を
見
せ
て
い
る
。 “
動
き
の
あ
る
安
定
”
と
い

う
の
も
妙
な
言
葉
だ
が
、
そ
れ
は
、 「
陸
地
か
ら
離
れ
て
海

に
漂
い
出
し
た
山
が
、
穏
や
か
な
安
定
を
取 

っ
て
流
れ
て

い
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
う
見
て
は
い
け
な
い
ん
だ
ろ
う
か
？　
い
け
な
い
理
由

は
な
い
と
思
う
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、“
流
れ
て
い
る
時
間

を
描
く
”
は
日
本
の
絵
画
の
常
識
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
屏
風
絵
が
描
か
れ
た
“
十
六
世
紀
の
前
半
”
と
い
う

時
代
は
、
戦
国
時
代
な
の
で
あ
る
。
織
田
信
長
が
生
ま
れ
た

の
が
そ
の
十
六
世
紀
前
半
の
一
五
三
四
年
で
、
と
い
う
こ
と

は
、へ
日
月
山
水
図
屏
風
〉
が
生
ま
れ
た
頃
に
は
、ま
だ
“
天

下
統
一
”な
ど
と
い
う
の
は
夢
の
ま
た
夢
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
時
代
に
信
仰
に
志
そ
う
と
す
る
人
間
が
い
て
、
そ

の
人
間
の
入
門
儀
式
の
た
め
に
置
か
れ
た
屏
風
が
こ
れ
な
の

で
あ
る
。

　
こ
の
絵
を
描
い
た
人
間
は
、「
世
界
が
崩
壊
す
る
」
と
い

う
こ
と
を
、
ち
っ
と
も
こ
わ
が
っ
て
い
な
い
。
か
え
っ
て
そ

れ
を
、「
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
こ
と
」
と
思
っ
て
い
る
。
戦
国

時
代
が
「
新
し
い
個
人
主
義
の
台
頭
を
伝
え
る
時
代
」
で
あ

る
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
時
代
は
、
こ
の
屏
風
に
描
か
れ
る

景
色
の
よ
う
に
、
新
鮮
で
豊
か
で
壮
犬
な
も
の
で
も
あ
っ
た

ろ
う
な
と
思
う
。

動
き
出
そ
う
と
す
る
も
の

ひ
ら
が
な
日
本
美
術
史
２　

橋
本
治　
（
新
潮
社
）

や
ま
と
絵
を
読
む
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唐絵（からえ） とは、中国から伝来した絵画、あるいは日本人の手になる中国風の絵画のことで
す元来は舶載された中国絵画の呼び名でしたが、鎌倉・室町時代には主として中国伝来の水墨画

を中心とする宋元画が「唐絵」と呼ばれました（これにより、一種の混乱が生じてるんだけどね）。
江戸時代になると、日本人の手になる中国風の絵画に対し「漢画」の呼び名が一般的になります。
このように、中国＆日本の関係は、長い歴史を通じて結構絡み合ってるから複雑ですね。

■唐絵（からえ） 

奈良時代から平安時代のはじめ頃まで日本で描かれた絵画はいずれも中国の影響を強く受けたもの
がほとんどだった。それが平安時代中期、藤原氏が摂関政治を行っている頃、当時の人々が身近に
目にする景色や風俗を扱った絵・日本の題材が描かれるようになる。
漢字からひらがな、カタカナができ、漢詩に対して和歌が好まれるようになった頃、絵画の世界で
はやまと絵が成立した。

■やまと絵

絵巻物は、日本の絵画形式の 1 つで、横長の紙（または絹）を水平方向につないで長大な画面を作り、
情景や物語などを連続して表現したもの。「絵巻」とも言う。絵画とそれを説明する詞書が交互に
現われるものが多いが、絵画のみのものもある。
最初の絵巻物は、奈良時代に制作された『絵因果経』と言われる。これは巻物の下段に経文、上段
にそれを絵解きする絵画を配したもの。
平安時代になると、王朝文学の物語、説話などを題材とした絵巻が制作されるようになった。これ
らは、金銀箔や野毛、砂子を撒き、花鳥などの下絵をあしらった料紙に連綿体で書かれた詞書と、
それに対する絵を交互に配する独特の様式を生み出した。
物語絵巻は、『枕草子』『伊勢物語』『源氏物語』『宇治拾遺物語』などを、独特の表現で描写し、特
に『源氏物語絵巻』は、濃厚な色彩で貴族の生活を描き、家屋は屋根を省略した吹抜屋台で描かれ
ていて、当時の住居の状況や建具の使用状況などが一望できる。
鎌倉時代には、歌仙絵巻、戦記絵巻、そして寺社縁起や高僧の伝記絵巻などが多く制作された。

『源氏物語絵巻』・『信貴山縁起』・『伴大納言絵巻』・『鳥獣人物戯画』を、日本の四大絵巻物と称される。

■絵巻物

平安時代以来の大和絵の伝統を受け継いだ画派。室町前期、宮廷の絵所預 ( えどころあずかり ) であっ
た藤原行光が祖とされ、行広が土佐を名のって成立。室町後期の土佐光信によって隆盛をみた。漢
画の狩野派と並ぶ画派として江戸末期まで続いた。

■土佐派

日本画の一流派。室町中期に起こり、武家政権の庇護のもとに、日本画の主流を占めつつ、江戸時
代を通じて将軍家御用絵師としての家業を世襲した。始祖の正信は、禅僧の宋元画を継いで水墨画
を主とし、その子の元信は大和絵の画法を取り入れ、力強い装飾性をもって武家の好みに投じた。
孫の永徳は織田信長・豊臣秀吉に仕えて安土桃山時代の障壁画を代表。豊臣氏滅亡ののちは、徳川
家御用絵師となり、永徳の孫の探幽に至って、江戸狩野派の基礎は不動のものとなった。その門系
から狩野芳崖 ( ほうがい )・橋本雅邦が出ている。

■狩野派

日本の状況中国の状況
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外
国
人
が
も
っ
て
い
る
日
本
の
イ
メ
ー
ジ

「
富
士
・
桜
・
芸
者
」
は
浮
世
絵
に
描
か
れ

た
富
士
山
（
北
斎
の
赤
富
士
）
や
歌
舞
伎
の

芝
居
絵
に
描
か
れ
た
桜
や
花
魁
（
お
い
ら
ん
）

か
ら
き
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
日
本
的
な
も
の
を
求
め
て
や
っ
て
く
る
外

国
人
は
、
浮
世
絵
に
大
き
な
関
心
を
示
し
て

お
り
ま
す
。
し
か
し
、
若
い
日
本
人
は
、
ほ

と
ん
ど
実
物
の
浮
世
絵
を
見
た
こ
と
が
な
い

人
が
多
い
。
高
校
ま
で
の
美
術
の
時
間
で
、

主
と
し
て
西
洋
の
美
術
を
学
ん
で
い
る
か

ら
、
む
し
ろ
日
本
よ
り
も
西
洋
美
術
の
法
に

関
心
も
知
識
も
深
い
。

　　
今
日
は
浮
世
絵
入
門
で
す

①　鈴木春信 「雪中相合傘」 
②　鳥居清長「日傘をさす芸者」
③　喜多川歌麿「鶏舌樓　雛鶴　廊下の風情」
④　東洲斎写楽「谷村虎蔵の鷲塚八平次」
⑤　葛飾北斎「冨嶽三十六景　凱風快晴」 
⑥　歌川広重「東海道五拾三次之内　箱根　湖水圖」

錦絵の創始により一躍人気絵師となった鈴木春信をはじめ、堅
実な写生に基づき健康的でさわやかな香気を放つ鳥居清長、女
性の微妙な心理描写まで描き込んだ喜多川歌麿、徹底した写実
を基礎に役者の内面をも描こうとした東洲斎写楽、風景描写の
なかに自然の造型美を追求した葛飾北斎、自然現象を巧みに取
り入れ詩情豊かな風景を描いた歌川広重 

これら６人が代表者

　
江
戸
時
代
の
日
本
で
は
、
ま
だ
、
浮
世
絵
な
ん
て
呼
ば
れ
て
い

な
く
て
、「
江
戸
絵
」
と
か
「
絵
紙
」
と
い
っ
て
安
価
な
低
俗
な
絵

と
し
て
し
か
み
て
い
な
か
っ
た
。

　

 

そ
こ
で
考
え
て
ほ
し
い
こ
と
は
、
今
で
こ
そ
美
術
館
で
名
品
展

が
開
か
れ
て
、
額
縁
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
美
術
品
芸
術
と

し
て
大
切
に
眺
め
て
い
る
浮
世
絵
で
あ
る
が
、
浮
世
絵
が
刷
ら
れ

て
い
た
江
戸
時
代
、
浮
世
絵
は
い
っ
た
い
当
時
の
人
々
の
中
で
は

ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
て
ほ
し
い
の
で
す
。

　
つ
ま
り
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
の
浮
世
絵
は
ど
う
い
う
存
在

だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
を
浮
世
絵
を
眺
め
な
が

ら
作
品
を
通
じ
て
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
浮
世
絵
は

江
戸
へ
続
く
タ
イ
ム
ト
ン
ネ
ル
の
入
り
口
で
す
ね
。

　
今
日
は
、
授
業
の
よ
う
に
、
対
話
形
式
で
進
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
人
は
、
い
っ
た
ど
う
い
う
人
で
し
ょ
う
？

　
　
▼
「
役
者
で
す
な
」

　
　
▼
「
歌
舞
伎
伎
役
者
か
な
」

こ
う
い
う
の
タ
イ
プ
の
浮
世
絵
を
「
役
者
絵
」
っ
て
呼
ぶ
よ
。　

じ
ゃ
あ
ね
、
こ
れ
は
何
の
た
め
に
描
か
れ
た
（
摺
ら
れ
た
）
の
か

を
考
え
ま
し
ょ
う
。

　
舞
台
や
観
客
の
様
子
が
描
か
れ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
も
浮
世
絵

で
す
。
墨
刷
り
に
朱
色
の
版
を
擦
り
重
ね
、
そ
れ
に
漆
を
ぬ
っ
て

光
沢
を
出
し
て
画
面
を
保
護
し
た
も
の
で
す
ね
。

漆絵（うるしえ・1716 頃～）の例
「忠臣蔵」（政信・浮絵） 

にかわで漆様の光沢を出した手彩色 

　
　
歌
舞
伎
の
観
客
は
、
ど
う
い
う
人
た
ち
だ
と
思
う
。
皇
室
や

武
家
や
お
公
家
様
な
ん
か
の
当
時
の
上
流
階
級
度
と
思
う
か
な
？

　
「
町
民
」「
町
衆
」
庶
民
っ
て
い
う
感
じ
が
す
る
ね
。
Ｔ
Ｖ
や
映

画
も
な
い
当
時
、
歌
舞
伎
は
大
衆
芸
能
の
頂
点
に
あ
っ
た
。
と
い

う
こ
と
は
、
歌
舞
伎
役
者
は
大
ス
タ
ー
だ
。

　　
じ
ゃ
、
こ
の
絵
は
ど
う
で
す
か
。
一
般
に
は
美
人
画
っ
て
呼
ば

れ
て
る
け
ど
、
派
手
な
櫛
（
ク
シ
）
を
指
し
て
る
ね
。

　
　
▼
「
花
魁
・
芸
者
で
す
な
」

　
　
▼
「
今
で
言
え
ば
、
高
級
風
俗
嬢
っ
て
か
」

　
そ
う
で
す
ね
。
美
人
画
は
、
花
魁
、
茶
屋
の
娘
、
姫
様
な
ど
、

当
時
実
在
し
て
る
人
気
者
が
描
か
れ
て
た
ん
で
す
ね
。

人
気
力
士
を
描
い
た
の
は
「
相
撲
絵
」
っ
て
呼
ば
れ
て
た
。

　
と
い
う
こ
と
は
、
浮
世
絵
は
、
当
時
は
庶
民
の
た
め
の
も
の
で

あ
っ
た
、
し
か
も
役
者
絵
や
美
人
画
は
、
そ
ば
１
杯
分
の
値
段

十
六
文
＝
三
百
円
と
も
い
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
手
軽
に
買
う
こ
と

が
で
き
た
そ
う
だ
。

　
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
は
現
在
の
ポ
ス
タ
ー
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
チ

ラ
シ
と
い
っ
た
感
じ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
ね
。
買
わ
れ
た
浮
世

絵
は
、
一
時
は
「
手
に
と
っ
て
し
げ
し
げ
と
眺
め
る
」　
か
も
知

れ
な
い
が
、
そ
の
う
ち
、
捨
て
た
り
無
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
り
し
た

ん
だ
ね
。

　
つ
ま
り
ね
。
浮
世
絵
は
、
主
に
「
町
人
」
と
呼
ば
れ
る
社
会
階

層
に
よ
っ
て
消
費
さ
れ
る
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。

　
私
達
が
浮
世
絵
を
「
美
術
」
と
し
て
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に

は
、
こ
の
こ
と
を
理
解
し
て
お
か
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
と
思
う
の

で
す
。
す
な
わ
ち
、
浮
世
絵
は
、
版
元
か
ら
浮
世
絵
師
へ
注
文
に

よ
っ
て
製
作
さ
れ
、
し
か
も
絵
師
・
彫
師
・
摺
師
と
の
分
業
体
制

に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
、
出
来
上
が
っ
た
作
品
は
、
絵
草
紙
屋
の
店

頭
で
販
売
さ
れ
て
た
っ
て
い
う
わ
け
で
す
。

■
江
戸
の
出
版
「
黄
表
紙
」

■
世
界
初
の
カ
ラ
ー
印
刷

　
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
が
流
行
し
、
そ
れ
を
広
く
伝
え
る
手
段
と
し

て
、
簡
単
な
挿
絵
入
り
本
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
木
版
印
刷
で
作
ら

れ
た
こ
れ
ら
の
本
は
、
そ
れ
ま
で
の
本
に
比
べ
は
る
か
に
安
価
に

な
り
、
貸
本
屋
で
借
り
て
庶
民
が
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。

　
一
般
に
「
黄
表
紙
」
呼
ば
れ
る
、
こ
の
本
の
絵
は
墨
の
線
画
で

し
た
が
、
宗
教
画
以
外
で
庶
民
が
楽
し
め
る
初
め
て
の
絵
で
し
た
。

　
そ
の
後
、
歌
舞
伎
の
隆
盛
と
と
も
に
役
者
の
絵
は
本
か
ら
独
立

し
、
一
枚
も
の
の
浮
世
絵
と
し
て
江
戸
で
売
り
出
さ
れ
、
庶
民
が

自
分
の
も
の
と
し
て
買
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
一
枚
も
の

に
な
っ
て
か
ら
、
約
百
年
後
、
カ
ラ
ー
化
さ
れ
た
。

　
こ
れ
か
ら
、
最
初
の
浮
世
絵
師
と
呼
ば
れ
た
鈴
木
春
信
を
見
て

み
ま
し
ょ
う
。

浮世絵



■
鈴
木
春
信
画
「
お
仙
茶
屋
」

■
見
立
絵
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鈴
木
春
信
は
、
多
色
刷
版
画
す
な
わ
ち
錦
絵
の
開
発
を
な
し
と

げ
て
，
錦
絵
の
祖
と
呼
ば
れ
た
。
六
大
浮
世
絵
師
の
一
人
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
る
重
要
な
絵
師
で
す
。

　
繊
細
優
美
な
美
人
画
は
世
に
も
て
は
や
さ
れ
，
短
期
間
に
多
く

の
作
品
を
の
こ
し
た
。
没
年
ま
で
の
わ
ず
か
５
年
間
で
一
時
代
を

な
し
、
後
世
に
ま
で
大
き
な
影
響
を
与
え
た
人
で
す
。 

　
明
和
（1764

～1772

）
頃
、
江
戸
で
は
、
年
の
初
め
に
配

る
カ
レ
ン
ダ
ー
づ
く
り
が
流
行
し
た
ん
で
す
。

　
特
に
、
江
戸
の
俳
人
た
ち
が
趣
向
を
こ
ら
し
て
絵
師
た
ち
に
つ

く
ら
せ
て
た
ん
で
す
ね
。
こ
の
、
版
画
づ
く
り
の
高
ま
り
の
な
か

で
、
春
信
は
自
ら
の
画
風
を
つ
く
り
あ
げ
，
ま
た
多
色
刷
版
画
す

な
わ
ち
十
色
で
も
刷
り
重
ね
ら
れ
る
華
麗
な
多
色
摺
版
画
が
出

来
上
が
っ
た
。

　
厚
手
で
上
質
な
奉
書
紙
を
用
い
、
濃
淡
を
利
用
し
て
豊
富
な
中

間
調
も
可
能
と
な
り
、
今
ま
で
に
な
い
カ
ラ
－
作
品
が
仕
上
が
っ

た
。
錦
絵
の
開
発
を
な
し
と
げ
て
，
錦
絵
の
祖
、
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
ん
だ
。

■
鈴
木
春
信

　

ー
江
戸
の
カ
ラ
リ
ス
ト
登
場
ー

　
古
歌
の
心
を
現
代
風
俗
に
見
立
て
た
り
，
現
存
す
る
茶
屋
の
看

板
娘
を
描
く
な
ど
，
繊
細
優
美
な
美
人
画
は
世
に
も
て
は
や
さ

れ
，
短
期
間
に
多
く
の
作
品
を
の
こ
し
た
。
代
表
作
に
は
，『
座

敷
八
景
』『
水
売
り
』『
笠
森
お
せ
ん
』
な
ど
が
あ
り
ま
す
る
。

　笠森お仙ちゃんは江戸の美人アイドルだった。
とはいえ歌を唄うわけでも、芝居をするわけでも
なく、ただ谷中の笠森稲荷社前の水茶屋鍵屋で湯
茶を接待するだけの評判の美少女である。十三歳
のころから店の看板娘となって、その美少女ぶり
が当代の浮世絵師鈴木春信の目にとまり、錦のよ
うに美しいともてはやされた多色刷りの錦絵に描
かれて売り出され、お仙ちゃんはたちまち江戸の
スターになった。
　 それまで既に高尾太夫・吉野太夫といった遊郭
のスターはいたが、素人娘がスターになったのは
お仙ちゃんが初めてだった。おかげて茶店は大繁
盛、錦絵や絵草紙はむろんのこと、お仙双六、お
仙手拭いといったグッズまで出て、神社にはお仙
人形が奉納され、お仙ちゃんをモデルにした狂言
まで公開され、これも大当たりしたという。

　　カラー化が進まなかった理由
師宣により独立した一枚絵のいわゆる浮世絵が発
生して以来、歌舞伎と結びついて役者絵にその命
脈を保った鳥居派の清信や清倍、清満、また奥村
政信や西村重長などの巨匠たちは、黒一色の墨摺
絵から少しでも美しい表現を目指して、丹絵、紅
摺絵等工夫はこらしたが、いずれも多色刷の木版
技術を開発するまでには至らなかった。その原因
として当時の版元、つまり浮世絵の出版をあずか
る地本問屋が軒並み零細な経営であったことに加
えて投機的な出版にのみ心血を注いでいた点にあ
る。いきおい多大な経費と手間のかかる多色刷と
いう新技術の開発はなおざりにされ、それは私家
版の装幀に趣向を凝らして惜しまない俳諧人の間
に任されていた。 

　
印
刷
物
と
し
て
は
す
ご
く
き
れ
い
だ
ね
。
絵
と
い
う
よ
り
も
イ

ラ
ス
ト
っ
て
感
じ
で
す
ね
。
ち
ょ
っ
か
い
出
し
て
る
と
こ
ろ
だ
け

ど
、
そ
れ
は
お
い
と
い
て
、

　
こ
の
人
物
表
現
を
ど
う
思
い
ま
す
か
？　
ち
ょ
っ
と
感
想
を
聞

い
て
み
た
い
で
す
ね
。

　
▼
「
く
ね
く
ね
、
弱
弱
し
い
で
す
な
」

　
▼
「
顔
の
表
情
が
単
純
す
ぎ
で
し
ょ
う
」

そ
う
で
す
ね
、
春
信
は
ど
う
し
て
、
こ
ん
な
弱
弱
し
い
人
物
を
描

い
た
の
か
で
し
ょ
う
ね
。

　
浮
世
絵
に
関
し
て
書
か
れ
た
英
語
の
本
に
は
、
た
い
て
い
、

初
期
の
版
画
は
幼
稚
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
で
も
私
は
、

そ
う
い
っ
た
言
葉
を
使
う
の
は
、
大
き
な
間
違
い
だ
と
思
う
の
で

す
。
な
ぜ
な
ら
、
後
期
の
、
色
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
作
品
に
比
べ

る
と
、
初
期
の
作
品
は
も
ち
ろ
ん
単
純
で
す
。
で
も
、
そ
の
単
純

さ
故
に
、
基
本
要
素
と
な
る
美
し
く
流
れ
る
線
が
、
く
っ
き
り
と

見
え
て
く
る
と
思
う
の
で
す
。

　
春
信
の
、
美
し
い
流
れ
を
見
せ
た
線
は
、
版
木
の
表
面
を
滑
ら

か
に
す
べ
っ
て
い
き
ま
す
。
で
き
た
線
は
隠
れ
場
が
な
く
、
彫
る

手
の
微
妙
な
筋
肉
の
動
き
も
す
べ
て
、
版
画
の
中
に
見
て
取
れ
ま

す
。
め
り
は
り
の
あ
る
墨
線
が
紙
の
上
を
さ
っ
と
流
れ
る
、
こ
れ

こ
そ
が
、
日
本
の
木
版
画
の
も
っ
と
も
根
幹
を
な
す
と
こ
ろ
で
、

実
際
の
と
こ
ろ
、
後
に
な
っ
て
色
彩
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
を
、「
道

を
踏
み
誤
っ
た
」
と
考
え
る
人
が
た
く
さ
ん
い
る
ほ
ど
で
す
。

　

 

　
春
信
が
好
ん
で
描
い
た
若
い
恋
人
達
、
母
と
子
、
さ
り
げ
な
い

日
常
…
、
ま
た
そ
れ
に
重
ね
ら
れ
た
絵
暦
、
見
立
絵
と
い
っ
た
主

題
上
の
機
知
的
な
操
作
な
ど
、
春
信
は
小
さ
な
画
面
の
中
に
、
詩

的
で
洗
練
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
江
戸
っ
子
ら
し
い
洒
落
の
世
界

を
豊
か
に
築
き
あ
げ
ま
し
た
。

　
江
戸
の
町
に
暮
ら
す
若
い
男
女
や
評
判
の
町
娘
、
母
と
子
の

姿
な
ど
、
人
々
の
日
常
の
ひ
と
こ
ま
を
単
純
な
構
図
で
切
り
取
っ

た
明
快
な
作
品
と
し
て
生
ま
れ
ま
す
。

　
そ
れ
ら
の
人
物
は
他
の
浮
世
絵
師
の
も
の
と
比
べ
る
と
中
性

的
な
感
じ
が
し
て
、
温
か
く
、
上
品
で
美
し
く
、
小
さ
い
画
面
の

中
で
情
感
的
で
洗
練
さ
れ
た
存
在
と
な
っ
て
、
豊
か
な
色
彩
と
と

も
に
安
ら
ぎ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　　
現
代
の
私
達
は
美
術
館
に
行
っ
て
、
額
に
入
っ
た
浮
世
絵
作
品

を
対
峙
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
眺
め
ま
す
が
、
二
百
年
以
上
前
の

武
士
や
趣
味
人
達
は
、
高
級
紙
に
摺
ら
れ
た
浮
世
絵
を
実
際
に
手

に
取
っ
て
風
合
い
を
感
じ
つ
つ
、
眺
め
、
鑑
賞
し
た
の
か
と
思
う

と
、
そ
の
贅
沢
さ
に
羨
ま
し
く
な
り
ま
す
。 

　　

　
春
信
は
、
見
立
絵
と
い
っ
て
、
題
材
を
史
実
や
伝
説
の
物
語
に

か
り
て
、
そ
の
場
面
に
美
人
を
描
く
と
い
う
方
法
を
、
多
く
用
い

て
い
る
。

　
こ
の
綺
麗
な
着
物
の
若
い
女
性
は
、
な
ぜ
大
そ
う
な
船
を
漕
い

で
流
れ
を
下
っ
て
い
る
の
か
、
皆
さ
ん
は
疑
問
に
思
わ
れ
た
事
で

し
ょ
う
。
で
も
、
こ
ん
な
衣
装
を
身
に
付
け
て
船
を
漕
ぐ
な
ん
て

こ
と
は
、
ま
る
で
真
に
受
け
る
必
要
が
な
い
の
で
す
。

　
こ
の
絵
で
は
写
実
性
な
ど
、
ど
う
で
も
い
い
の
で
す
。
春
信
の

時
代
に
こ
う
い
っ
た
絵
を
描
く
時
に
は
、
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
を

描
写
し
よ
う
、
な
ど
と
い
う
考
え
は
さ
ら
さ
ら
な
か
っ
た
か
ら
で

す
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
私
達
は
、
絵
が
象
徴
的
に
暗
示
し
て

い
る
何
か
を
は
っ
き
り
読
み
取
る
よ
う
に
見
る
こ
と
が
大
切
な
の

で
す
。

　
春
信
は
そ
う
い
っ
た
謎
絵
を
画
く
の
が
得
意
で
、
８
つ
の
生
活

場
面
を
画
い
た
「
座
敷
八
景
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
伝
統
的
な
景
色

を
象
徴
し
て
い
て
、
こ
の
分
野
の
傑
作
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
、

こ
う
い
っ
た
絵
を
鑑
賞
す
る
人
達
は
古
典
文
学
に
精
通
し
て
い
ま

し
た
か
ら
、
暗
示
を
読
み
取
る
こ
と
は
お
手
の
も
の
で
、
こ
の
程

度
な
ら
ば
謎
に
す
ら
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

見立絵
浮世絵の表現方法の
１つ。作画の発送を
中国の故事・説話、
日本の古典文学など
江戸庶民が共有する
教養にとり、その意
を当世風の人物・風
景・小道具などにお
きかえて描いたも
の。 

■
青
春
の
浮
世
絵
師　

こ
の「
見
立
菊
慈
童
」

も
、
題
材
は
中
国
に

求
め
ら
れ
、
能
、
歌

舞
伎
に
な
っ
て
い

る
。

　
周
の
穆
王
に
仕
え

た
慈
童
が
、
他
人
の

嫉
み
に
よ
っ
て
山
に

流
さ
れ
た
。し
か
し
、

時
の
帝
に
「
菊
の
葉

に
句
を
書
き
つ
け
て

毎
日
唱
え
よ
」
と
い

わ
れ
、
そ
う
し
た
と

こ
ろ
、
菊
の
葉
か
ら

落
ち
た
水
は
川
と
な
り
谷
へ
流
れ
、
そ
の
水
が
天
の
霊
水
と
な
り

七
百
年
も
の
長
寿
を
得
た
と
い
う
。

　

 

春
信
は
、
横
版
と
い
う
当
時
で
は
珍
し
い
型
式
で
、
こ
の
伝
説

の
物
語
を
流
れ
の
ほ
と
り
で
菊
を
手
折
る
娘
に
見
立
て
て
い
る
。

春
信
は
、
没
年
ま
で
の
わ
ず
か
５
年
間
で
一
時
代
を
な
し
、
後
世

に
ま
で
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
す
。  

揚子江を渡る達磨

鈴木春信画「お仙茶屋」 

鈴木春信画「お仙茶屋」 

鈴
木
春
信 「
雪
中
相
合
傘
」



42

2012.02.16


