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藤
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は
じ
め
に

0
「
四
季
竹
図
屏
風
」
の
概
要

②
竹
を
描
く
伝
統

③
四
季
と
竹
林

④

竹
林
七賢
の
趣
向

⑤
土佐
派
の
絵
画
と
の
関
係

終わ
り
に

［
論
文
要
旨
】

　
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
「
四
季
竹
図
屏
風
」
は
中
世
大
和
絵
屏
風
と
し
て
早
く
　
　
　
　
相
を
具
体
的
に
指
摘
し
、
一
方
「
四
季
花
木
図
屏
風
」
と
の
類
似
か
ら
大
和
絵
の
伝
統
の
継
承
に
つ

から
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
表
現
構
造
を
主
題
と
し
た
考
察
は
い
ま
だ
に
な
さ
れ
て
　
　
　
　
い
て
も
指
摘
し
た
。
ま
た
当
作
品
の
反
復
す
る
七
本
の
竹
に
七
賢
の
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
意
図
さ
れ

いな
い
。
小
論
は
こ
の
問
題
を
中
心
に
竹
を
描
く
伝
統
、
四
季
と
竹
林
と
い
う
テ
ー
マ
、
そ
こ
に
盛
　
　
　
　
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
同
時
に
そ
れ
が
連
歌
や
た
て
花
と
い
う
当
時
の
和
様
文
化
に
お
い
て
存
在
し

ら
れ
た
趣
向
に
つ
い
て
考
察
し
、
さ
ら
に
当
時
の
文
化
的
背
景
を
勘
案
し
て
、
そ
の
制
作
背
景
に
つ
　
　
　
た
こ
と
を
挙
げ
た
。
次
に
「
芦
屋
釜
下
絵
図
巻
」
中
の
「
四
季
竹
図
」
と
の
造
形
的
比
較
か
ら
、
当

い

て

推定
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
作
品
が
土
佐
光
信
の
手
に
な
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
以
上
の
諸
点
か
ら
当
屏
風
が
和

　竹
を
描
く
伝
統
は
飛
鳥
時
代
ま
で
遡
れ
る
が
、
十
四
世
紀
以
前
の
絵
巻
に
描
か
れ
た
竹
を
収
集
・
　
　
　
漢
の
絵
画
表
現
を
主
体
的
に
解
釈
・
受
容
し
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
を
挙
げ
、
そ
の
作
者
と
し
て
宮
廷

分
析す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
国
的
文
人
の
表
象
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
保
持
し
な
が
ら
徐
々
に
親
密
な
　
　
　
絵
所
職
及
び
武
家
の
御
用
を
長
く
務
め
た
光
信
こ
そ
相
応
し
い
こ
と
を
推
定
し
た
。
さ
ら
に
七
賢
の

モ
テ
ィ
ー
フ
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
推
定
し
た
。
ま
た
中
国
の
発
達
し
た
竹
画
の
流
入
と
日
本
に
　
　
　
　
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
生
成
・
享
受
し
た
環
境
と
し
て
宗
祇
の
連
歌
サ
ー
ク
ル
を
挙
げ
、
光
信
が
そ
こ

おけ
る
竹
林
の
造
成
の
進
展
と
い
う
二
つ
の
要
因
を
踏
ま
え
て
、
十
四
世
紀
半
ば
頃
に
は
大
画
面
の
　
　
に
属
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
上
述
の
推
定
を
補
強
し
た
。
最
後
に
当
屏
風
の
温
和
な
画
風
、
多

竹画
制
作
の
存
在
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
次
に
当
屏
風
と
「
四
季
墨
竹
図
」
と
の
類
縁
性
、
及
　
　
　
義
的
な
趣
向
、
四
季
表
現
の
必
然
性
が
、
屏
風
の
用
途
及
び
唐
物
や
つ
く
り
物
、
た
て
花
と
屏
風
が

び李
術
著
『
竹
譜
詳
録
』
の
筍
な
ど
の
描
写
の
類
似
性
か
ら
当
作
品
に
お
け
る
中
国
画
の
受
容
の
様
　
　
　
　
共
存
／
競
合
す
る
文
化
的
環
境
か
ら
醸
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
解
釈
を
示
し
た
。

0
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は
じ
め
に

メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
「
四
季
竹
図
扉
風
」
(
カ
ラ
i
図
1
)
は、

数
少
な
い
中
世
大
和
絵
扉
風
と
し
て
山
根
有
三
氏
に
よ
り
い
ち
早
く
紹
介
さ
れ
た
作

品
で
あ
る
。
近
年
の
中
世
大
和
絵
研
究
の
飛
躍
的
な
展
開
に
よ
っ
て
そ
の
史
的
重
要

性
は
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
作
品
の
表
現
構
造
に
関
し
て
は
い
ま
だ
考
察
の
余

地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
山
根
氏
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
、

そ
の
単
純
で
大
ら
か
な
竹
林
の
描
写
は
親
和
性
に
満
ち
、
こ
れ
と
対
峠
し
た
者
に
包

み
込
む
よ
う
な
感
覚
を
与
え
る
。
小
論
は
こ
の
扉
風
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
凝
ら
さ
れ

た
趣
向
を
端
緒
と
し
て
考
察
し
た
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
今
回
の
共
同
研
究
の
テ

1
マ

で
あ
る
「
つ
く
り
も
の
」
と
美
術
と
の
関
係
を
多
少
な
り
と
も
考
え
る
こ
と
に
も
な

る
だ
ろ
、
っ
。

@
「
四
季
竹
図
扉
風
」

の
概
要

当
作
品
は
、
現
在
六
曲
一
双
扉
風
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
左
隻
第

一
、
コ
一
、
四
、
六
扇
に
は
引
き
手
跡
が
、
ま
た
第
二
、
五
扇
目
ほ
ぽ
中
央
に
紙
継
が

あ
り
、
す
な
わ
ち
か
つ
て
障
子
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
。
こ

の
痕
跡
か
ら
当
初
は
障
子
と
壁
貼
り
付
け
絵
で
あ
っ
た
と
す
る
見
方
も
あ
る
柄
、
結

論
か
ら
記
す
と
本
来
扉
風
と
し
て
制
作
さ
れ
た
作
品
が
、
伝
来
の
途
中
で
左
隻
の
み

一
時
障
子
と
し
て
改
装
さ
れ
て
い
た
と
考
え
た
方
が
自
然
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
紙
継

に
つ
い
て
は
(
図
2
)
、
左
隻
第
二
、
五
扇
中
央
以
外
は
左
右
隻
と
も
整
然
と
し
て

お
り
、
紙
幅
や
紙
高
も
統
一
的
で
、
全
体
の
大
き
さ
は
い
わ
ゆ
る
小
型
の
本
間
扉
風

の
範
轄
に
入
る
。
第
二
、
五
扇
中
央
の
紙
継
に
掛
か
る
竹
葉
や
金
泥
の
震
な
ど
の
図

様
は
よ
く
繋
が
っ
て
お
り
、
ま
た
特
に
補
筆
も
認
め
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
当
初
か

ら
四
枚
の
障
子
に
分
け
て
描
か
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
次
に
全
体
の
構
図

を
み
る
と
、
成
竹
の
群
れ
が
一
双
の
左
右
端
及
び
中
央
後
方
に
、
若
竹
が
左
右
隻
そ

れ
ぞ
れ
中
央
前
方
に
並
列
的
に
描
か
れ
、
い
さ
さ
か
単
調
な
ほ
ど
左
右
相
称
的
で
あ

る
が
、
左
右
端
と
中
央
に
主
要
な
モ
テ
ィ

1
フ
が
置
か
れ
、
緩
や
か
な
纏
ま
り
を
形

成
し
て
お
り
、
そ
れ
は
「
四
季
花
木
図
扉
風
(
出
光
美
術
館
蔵
)
」
と
同
様
の
傾
向
を

示
し
て
い
る
。
ま
た
右
端
よ
り
董
と
ナ
ズ
ナ
の
萌
え
出
る
春
、
若
竹
の
夏
、
紅
葉
し

た
蔦
の
絡
ま
る
秋
、
そ
し
て
左
端
の
雪
竹
の
冬
ま
で
四
季
を
充
足
し
て
い
る
。
以
上

の
点
か
ら
現
在
の
画
面
は
完
結
し
た
構
成
を
取
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
、
す
な
わ
ち
本

(
4
)
 

来
日
肘
風
と
し
て
制
作
さ
れ
た
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。

す
で
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
中
世
に
は
四
季
を
備
え
た
一
種
の
樹
木
を
テ
l
マ
と
し

た
「
扉
風
一
込
基
ゃ
、
竹
を
主
体
に
構
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
『
金
量
竹
一
匹

が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
当
作
品
と
類
似
の
テ

1
マ
を
扱
っ
た
界
風
が
一
五
世
紀
に
制

作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

一
種
の
花
木
に
よ
っ
て
大
画
面
を
構
成
す
る
淵
源

(
7
)
 

に
つ
い
て
は
す
で
に
興
味
深
い
考
察
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
竹
と
い
う
モ

テ
ィ

1
フ
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
き
た
か
を
初
め
に
み
て
お
き
た
ペ
o

@
竹
を
描
く
伝
統

竹
と
い
う
モ
テ
ィ

l
フ
が
古
く
か
ら
描
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
「
玉
虫
厨
子
」
須

弥
座
の
「
捨
身
飼
虎
図
」
「
施
身
開
偏
図
」
「
舎
利
供
養
図
」
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
飛

鳥
時
代
ま
で
辿
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
正
倉
院
の
「
金
銀
平
文
琴
」
や
「
桑
木
玩
成
」

な
ど
の
高
士
風
の
人
物
の
背
後
に
も
竹
が
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
高
士
風
の
人
物
は
竹
林
七
賢
図
の
人
物
の
図
像
に
近
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
問
、

す
な
わ
ち
寡
少
と
は
い
え
古
代
の
遺
品
か
ら
竹
が
仏
教
説
話
や
、
中
国
の
隠
遁
者
と

い
う
聖
性
を
帯
び
た
題
材
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
料
。
さ
ら
に
平
安

時
代
に
は
人
家
の
門
前
や
、
窓
外
の
竹
が
倭
絵
の
絵
画
モ
テ
ィ

i
フ
と
し
て
知
ら
れ
、

特
に
窓
外
の
竹
の
愛
好
に
は
白
楽
天
の
詩
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
料
、
と
も
か

く
も
日
本
を
題
材
と
し
た
世
俗
画
に
竹
が
描
か
れ
て
い
く
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
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当
代
に
は
竹
に
雪
の
降
り
か
か
る
艇
や
竹
に
露
が
置
か
れ
る
齢
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、

変
容
す
る
水
と
共
に
あ
る
竹
の
姿
に
対
す
る
関
心
が
み
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
聖
性
と

結
び
つ
い
た
想
念
の
中
の
竹
の
み
で
は
な
く
、
現
実
の
姿
の
反
映
さ
れ
た
絵
画
モ

テ
ィ

l
フ
と
し
て
、
竹
が
成
長
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
尚
、
五
代
・
北
宋

の
中
国
で
は
竹
が
画
題
と
し
て
特
に
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

雪
竹
や
笥
竹
の
画
題
は
画
史
に
散
見
す
話
。
ま
た
一
一
一
一
一
頃
の
「
西
本
願
寺
本
コ
一

十
六
人
集
・
元
真
集
」
や
十
三
世
紀
初
と
さ
れ
る
「
吉
祥
天
像
厨
子
扉
絵
(
東
京
芸

術
大
学
蔵
)
」
に
み
ら
れ
る
竹
雀
で
は
、
そ
の
写
実
的
な
表
現
や
雀
と
い
う
日
常
的
な

モ
テ
ィ

I
フ
の
選
択
に
宋
画
の
影
響
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
近
時
、

「
沃
懸
地
螺
銅
毛
抜
形
太
万
(
春
日
大
社
蔵
)
」
の
〈
竹
に
猫
に
雀
〉
の
装
飾
も
、
宋

の
画
題
で
あ
っ
た
「
捕
雀
猫
図
」
の
学
習
の
上
に
成
立
し
た
こ
と
が
説
か
れ
た
。
す

な
わ
ち
当
代
の
現
実
の
竹
を
反
映
し
た
と
み
ら
れ
る
描
写
も
、
日
本
に
お
い
て
は
宋

画
の
影
響
の
も
と
に
描
か
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

次
に
、
十
二
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
第
三
四
半
期
頃
ま
で
の
絵
巻
に
み
ら
れ
る
竹
の

描
写
を
追
う
と
(
表
1
)
、
以
下
の
点
が
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
竹
は
ほ
と
ん
ど
人
家

の
庭
に
描
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
平
安
時
代
以
来
扉
風
歌
に
詠
ま
れ
た
「
人
の
家

の
竹
」
の
伝
統
が
続
い
て
い
る
が
、
同
時
に
当
時
の
庭
の
有
様
を
あ
る
程
度
反
映
し

て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
画
中
の
竹
の
多
く
は
塀
や
蔀
沿
い
に
整
然
と
描
か
れ

[四季竹図扉風について1・・・-加藤悦子

て
お
り
、
自
然
の
中
で
自
生
し
た
も
の
で
は
な
く
人
為
的
に
植
え
ら
れ
た
竹
を
表
し

て
い
る
。
沖
浦
和
光
氏
に
よ
れ
ば
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
は
温
暖
な
九
州
を
除

い
て
竹
林
は
ま
だ
全
国
的
に
広
が
っ
て
い
ず
、
山
野
に
見
ら
れ
た
の
は
主
に
笹
類
で

あ
っ
た
と
い
刊
(
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
〈
表
1
1
1
〉
の
描
写
は
こ
の
指
摘
に
相
応
し

い
)
。
ま
た
畿
内
や
そ
の
周
辺
地
域
で
は
、
手
入
れ
の
行
き
届
い
た
竹
林
は
庭
園
や

特
定
の
荘
園
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
絵
巻
の
添
景
に
見
ら
れ
る

竹
は
こ
の
よ
う
な
推
定
と
合
致
し
て
お
り
、
当
時
整
っ
た
竹
は
人
為
的
な
営
み
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
尚
中
世
、
特
に
鎌
倉
時
代
の
荘
園
絵
図
に
お

い
て
も
松
や
種
類
の
判
ら
な
い
雑
木
が
山
野
に
も
描
か
れ
る
の
に
対
し
て
、
竹
は
寺

社
境
内
な
ど
に
主
に
描
か
れ
そ
の
描
写
は
限
定
的
で
あ
り
、
以
上
の
よ
う
な
傾
向
と

合
致
し
て
い
封
。
次
に
竹
の
描
か
れ
て
い
る
庭
は
文
人
や
(
紀
長
谷
雄
、
菅
原
是
善
、

西
行
)
、
風
雅
を
愛
す
る
人
物
(
善
妙
、
皇
太
后
歓
子
、
小
督
、
吉
見
二
郎
)
の
も

の
が
多
く
、
特
に
三
女
性
は
物
語
に
お
い
て
清
廉
な
行
為
を
成
し
た
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
竹
は
、
古
代
か
ら
竹
が
担
つ

て
き
た
節
操
や
高
雅
と
い
う
コ
ノ
テ
l
シ
ョ
ン
が
物
語
の
畳
場
人
物
の
属
性
に
相
応

し
い
た
め
に
選
択
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
「
男
袋
三
郎
絵
巻
」

に
お
い
て
、
風
雅
を
愛
す
る
吉
見
二
郎
の
邸
の
庭
に
は
、
松
に
藤
波
、
満
開
の
紅
梅
、

同
じ
く
桜
、
蔀
沿
い
の
竹
、
紅
梅
が
描
か
れ
る
の
に
対
し
て
、
武
勇
を
愛
し
、
馬
の

た
め
に
庭
草
を
抜
く
な
と
命
じ
る
男
袋
三
郎
の
邸
の
庭
に
は
、
松
に
ノ
ウ
ゼ
ン
カ
ズ

ラ
、
広
葉
樹
に
菖
蒲
、
萩
、
撫
子
、
下
草
な
ど
が
雑
然
と
描
か
れ
て
お
り
、
植
物
の

種
類
と
状
態
が
登
場
人
物
の
属
性
を
表
し
て
い
る
こ
と
か
ら
補
強
で
き
る
。
以
上
の

よ
う
に
当
代
の
絵
巻
で
は
、
松
や
柳
が
山
や
水
辺
に
も
描
か
れ
る
の
に
対
し
て
、
竹

は
専
ら
人
家
に
描
か
れ
、
特
に
文
化
的
営
み
や
精
神
性
の
豊
か
な
人
物
の
家
に
描
か

れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
竹
の
イ
メ
ー
ジ
は
か
な
り
強
い
文
化
的
な
コ

ノ
テ

1
シ
ヨ
ン
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
古
代
か
ら
流
入
し
て
い
た

中
国
的
聖
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
日
本
の
世
俗
的
情
景
に
適
用
し
た
も
の
と
い
え
る
が
、

古
代
の
そ
れ
に
比
較
す
る
と
よ
り
豊
か
さ
を
増
し
、
み
や
び
な
側
面
が
強
く
な
っ
て

い
封
。
そ
し
て
こ
の
平
安
時
代
に
発
達
し
た
都
市
的
な
価
値
観
と
竹
の
イ
メ
ー
ジ
と

の
結
び
つ
き
の
背
後
に
は
、
現
実
に
竹
を
育
成
し
て
得
ら
れ
た
認
識
と
親
近
性
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
竹
は
自
然
に
放
置
し
て
お
け
ば
欝
蒼
と
し
た
竹
薮

に
し
か
な
ら
ず
、
整
然
と
し
た
美
し
い
竹
林
に
す
る
に
は
手
入
れ

1
人
為
が
必
要
で

あ
る
こ
と
が
徐
々
に
認
識
さ
れ
、
そ
れ
は
想
念
の
中
の
み
で
は
な
い
、
現
実
の
竹
へ

の
親
近
感
を
生
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
絵
巻
に
お
い
て
竹
林
や
竹
叢
の
描
写
は
三
二

O
O年
前
後
か
ら
増
加
す

討
。
そ
の
描
写
は
大
観
的
で
変
化
に
富
ん
で
お
り
、
そ
こ
に
は
現
実
の
光
景
を
反
映

し
よ
う
と
す
る
意
欲
が
感
じ
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
一
遍
聖
絵
」
で
は
、
墨
竹
的
な
量
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No. 絵巻物名

1 信貴山縁起絵巻

2 同上

3 粉河寺縁起絵巻

4 鳥獣戯画

5 年中行事絵巻(模本)

6 華厳宗祖師絵伝

7 向上

8 北野天神縁起絵巻(承久本)

9 同上

10 観音経絵巻

11 西行物語絵巻(高野美本)

12 小野雪見御幸絵巻

13 向上

14 住吉物語絵巻(静嘉堂文庫美本)

15 隆房卿艶詞

16 北野天神縁起絵巻(弘安本)

17 地蔵菩薩霊験記絵巻

18 新名所絵歌合

19 男袋二郎絵巻

20 一遍聖絵

21 向上

22 向上

23 向上

24 同上

25 向上

26 同上

27 向上

28 同上

29 春日;権現験記絵巻

30 向上

31 松崎天神縁起絵巻

32 向上

33 同上

34 向上

35 玄英二蔵絵

36 向上

37 同上

38 向上

39 同上

40 向上

41 法然上人絵伝(知恩院本)

42 同上

43 向上

44 同上

45 同上

46 向上

47 同上

48 向上

49 向上

50 向上

51 遊行上人縁起絵巻(金台寺本)

52 不動利益縁起絵巻(東博本)

53 慕帰絵

54 向上

55 弘法大師行状絵詞(東寺本)

56 向上

57 向上

表 1 12-14世紀の絵巻にみられる竹*

時代 描かれている場 竹の種類

12c前半 尼公の巻・信濃から畿内への旅路 笹?

向上・畿内の民家

12c後半 3段・長者の家の板塀

12c 乙巻

12c後半 闘鶏・神社境内の亙女の家沿い

13c前半 義湘巻・善妙の家の庭

向上

13c則半 4巻・紀長谷雄邸の庭

8巻・人間界、出産の場面の庭

1257 婦女身説法・唐風住居の背景

13c半ば 西行の庵室の柴垣沿い 竹叢

13c 後半 1段・皇太后宮歓子の寝殿脇

4段・歓子邸の庭前

13c後半 下巻・姫君の乳母の家沿い

13c 後半 小督の家の塀沿い

1278 菅原是善邸・付書院前

13c末 蘇生した鷹雄の家

13c末 河辺里の女の家

13c末 吉見一郎邸の庭

1299 1巻・伊予、窪寺の閑室裏 竹林

2巻・伊予の田園 竹叢

4巻・筑前、武士の館 竹の生け垣

4巻・備前藤井、政所の館裏 竹林

4巻・信濃、小田切の里 笹

5巻・陸奥、白河関の山中 竹林

6巻・片瀬の館の御堂周辺 竹林

6巻・尾張、甚目寺 竹の生け垣

9巻 .i定、上野の田園 竹林・竹叢

1309 1巻・霊地竹林殿 竹林

1巻・藤原吉兼邸(29と同所) 竹林

1311 1巻・菅原是善邸・付書院前

4巻・多治比綾子斎垣

5巻・播磨守有忠と銅細工師の娘の館

6巻・松崎天神社周辺の館と山 竹林

14c前半 1巻・玄突の屋敷

1巻・高僧に法を聞く玄英(中国)

3巻・突阪国の山中

4巻・ウッデイヤーナ国の山中

5巻・祇園精舎の廃虚

6巻・カーランダ竹園 竹林

14c則半 1巻・美作、法然の生家の後方 竹林

1巻・同上 竹の生け垣

3巻・比叡山西塔、黒谷の庵裏手 竹叢

8巻・九条兼実邸の庭園

12巻・徳大寺公継邸の庭 雪竹

14巻・勝林院の寺坊 竹叢

42巻・ー尊院と雁塔 雪竹

44巻・比叡山、根本中堂

46巻・法然の庵室

48巻・空阿弥陀仏の庵室 竹の生け珂

14c 2巻・あじさか入道入水の場面の家

14c 智興の老母(尼)の家

1351 4巻・南都の門主の屋敷 竹林

8巻・大原 竹叢

14c第 4四半期 4巻・恵果の住坊

10巻・大極殿?

11巻・高野山御廟参道 竹叢

国立歴史民俗樽物館研究報告

第 114集 2004年2月

備考

豹の背景

宋版に基づく

詞書に竹の百及あり

唐風俗

詞書に竹の百及あり

向上

豹(竹虎の変形)

詞書に竹の言及あり・虎

詞書に目及あり

紅白梅及び雀

太湖石

育正・続日本絵巻大成(中央公論社)、新修日本絵巻物全集(角川書唐)を参照した。清涼殿庭前の呉竹・河竹は省略した。
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[四季竹図扉風についてI・M ・-加護悦子

12-14世紀の絵巻画中薗にみられる竹図合

No. 絵巻物名 時代 描かれている場 竹の種類 備考

1 蒙古襲来絵詞 1293 秋田城介泰盛の館 障子絵・墨竹・鳳風に桐
2 天狗草紙 1296 三井寺巻・信誉の住坊 壁貼付絵?・墨竹

3 東征伝絵巻 1298 1巻・大明寺・鑑真の背後 障子絵・墨竹
4 同上 2巻・鑑真の居室 立蔀

5 向上 3巻・法泉寺 障子絵・竹(白色)
6 同上 4巻・龍興寺 障子絵・竹虎図
7 松崎天神縁起絵巻 1311 1巻・菅原是善邸 笹 杉戸絵・梅竹図
8 玄英一蔵絵 14c前半 2巻・高昌国王の宮殿 壁貼付絵・墨・竹林

9 法然上人絵伝(智恩院本) 14c前半 2巻・菩提寺の室・付書院 杉戸絵

10 向上 7巻・法然の居室 障子絵・竹林に雀

11 同上 23巻・向上 杉戸絵?

12 同上 26巻・北条時頼の館 杉戸絵

13 向上 38巻・天王寺の静尊の室 障子絵・竹林
14 向上 46巻・法然の室 障子絵・竹林に雀

15 向上 46巻・厨寺の室 杉戸絵

16 親鷲上人絵伝(照願寺本) 1344 上巻・付書院 杉壁・白梅と対

17 向上 下巻 障子絵・竹虎図・笥

18 慕帰絵 1351 5巻・覚如の家・歌会の場面 二幅対(人麿・墨梅・墨竹)

19 弘法大師行状絵詞 14c第 4四半期 2巻・槙尾寺 杉戸絵

表2

感
表
現
と
着
色
の
装
飾
的
表
現
を
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
て
、
大
小
、
遠
近
さ
ま
ざ
ま

な
竹
林
や
竹
叢
、
ま
た
竹
薮
が
描
か
れ
て
い
る
。
近
景
に
捉
え
ら
れ
た
竹
叢
で
は
、

街
の
描
き
添
え
ら
れ
て
い
る
場
面
も
あ
る
〈
表

1

m〉
。
さ
ら
に
現
地
を
実
見
し

(
幻
)

て
描
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
」
第
六
巻
の
松
崎
天

神
社
周
辺
の
竹
林
に
み
ら
れ
る
表
現
で
は
「
一
遍
聖
絵
」
の
描
写
の
踏
襲
が
み
ら
れ
、

人
家
の
竹
の
み
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
景
観
の
中
の
竹
林
や
竹
叢
が
絵
画
語
棄
と

し
て
普
遍
性
を
獲
得
し
て
き
で
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
絵
巻
の
画
中
函
に
竹

を
主
題
と
し
た
障
子
絵
な
ど
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。
(
表

2
)
す
な
わ
ち
現
存
す
る
作
品
数
の
多
寡
を
勘
案
し
て
も
、
こ
の
頃
竹
や
竹
林
を
絵

画
モ
テ
ィ

l
フ
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
顕
著
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
い
え
る
。
そ

安正・続日本絵巻大成(中央公論社)、新修日本絵巻物全集(角川書庖)を参照した。

の
要
因
と
し
て
、
中
国
の
竹
図
や
、
竹
を
背
後
に
描
い
た
羅
漢
図
な
ど
の
舶
載
の
増

大
の
可
能
性
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
よ
刊
。
特
に
十
三
世
紀
末
の
画
中
画
に
墨
竹
風
の
も

の
が
多
い
こ
と
は
、
そ
の
推
測
を
強
く
さ
せ
る
。
ま
た
こ
の
頃
刊
行
さ
れ
た
元
の
李

街
に
よ
る
『
竹
譜
詳
録
』
に
は
彩
色
や
水
墨
に
よ
る
竹
の
描
法
や
、

マ
ニ
ア
ッ
ク
な

ほ
ど
の
種
類
が
一
部
図
入
り
で
記
さ
れ
、
さ
ら
に
種
類
の
み
で
は
な
く
そ
の
生
長
や

気
候
に
よ
る
変
化
の
様
ま
で
図
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
版
行
が
行
わ
れ
た
こ

と
か
ら
も
竹
に
対
す
る
一
般
的
な
興
味
の
増
大
と
作
画
の
普
及
が
中
国
で
当
時
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
、
曳
い
て
は
竹
図
の
日
本
へ
の
流
入
が
容
易
に
な
っ
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。
次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
美
し
い
竹
林
が
風
景
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
可
能

性
で
あ
る
。
(
そ
の
よ
う
な
風
景
は
洗
練
さ
れ
た
舶
載
の
竹
図
に
よ
っ
て
鍛
え
ら
れ

た
眼
が
見
出
し
た
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

ぃ
。
)
室
町
時
代
に
は
大
型
の
竹
林
の
造
成
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
料
、
竹
を
贈
答
す
る
記
事
は
既
に
十
四
世
紀
に
み
ら
れ
、
そ
れ
は
竹
林
の
造
成

が
進
ん
で
竹
の
利
用
が
活
発
化
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

村
。
そ
し
て
現
実
に
認
識
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
っ
た
美
竹
林
が
絵
画
主
題
と
し
て

の
竹
を
押
し
上
げ
、
眼
前
の
二
、
コ
一
本
の
竹
だ
け
で
は
な
く
群
生
し
た
竹
林
の
親
和

性
が
増
し
、
大
和
絵
の
主
題
と
も
な
り
得
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
竹
に
は
原
始
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よ
り
認
め
ら
れ
る
神
性
と
境
界
性
、
ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
中
国
文
化
に
基
づ
く
聖

性
と
が
指
摘
で
き
、
す
な
わ
ち
複
雑
な
文
化
コ

l
ド
を
担
っ
た
モ
テ
ィ

l
フ
と
し
て

古
代
よ
り
描
か
れ
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
絵
画
主
題
と
し
て
大
画
面
に
採
り

上
げ
ら
れ
て
い
く
要
因
と
し
て
、
少
な
く
と
も
以
上
の
よ
う
な
一
三

O
O年
前
後
か

ら
の
変
遺
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
「
法
然
上
人
絵
伝
(
智
恩
院
本
)
」
両
中
障
子
絵
に
は
、
雀
の
舞
う
竹
林

と
呼
ぴ
得
る
描
写
が
み
ら
れ
る
。
特
に
第
七
巻
や
第
四
六
巻
の
法
然
の
居
室
で
は
、

障
子
二
面
乃
至
三
面
に
わ
た
っ
て
竹
が
林
立
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
(
図
3
)
。

画
中
画
と
し
て
の
限
界
は
あ
る
に
せ
よ
、
京
都
の
僧
房
の
室
内
と
し
て
当
時
の
鑑
賞

者
に
異
和
感
の
無
い
描
写
が
な
さ
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
前
述
し
た
状
況
と
も

勘
案
す
る
と
竹
林
を
主
題
と
し
た
大
画
面
が
こ
の
頃
実
際
に
存
在
し
た
こ
と
を
示
す

と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
竹
雀
の
モ
テ
ィ

I
フ
は
前
記
し
た
「
吉
祥
天

像
厨
子
扉
絵
(
東
京
芸
術
大
学
蔵
)
」
に
既
に
み
ら
れ
、
伝
統
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
「
親
鷲
上
人
絵
伝
(
照
願
寺
本
)
」
に
は
竹
虎
図
、
竹
梅
図
が
み
ら
れ
る
が
、

こ
れ
ら
も
『
宣
和
画
譜
」
に
同
類
の
画
題
が
み
ら
れ
、
伝
統
的
な
画
題
と
い
え
討
。

い
ず
れ
も
緑
色
の
竹
に
変
化
と
華
や
か
さ
を
与
え
装
飾
的
な
効
果
を
強
め
、
障
子
絵

な
ど
の
室
内
画
に
相
応
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
こ
の
頃
に
は
、
竹
を
主
題
と
す
る
作
画
を
促
す
視
覚
体
験
の
み
な
ら
ず

モ
テ
ィ

l
フ
・
描
写
と
も
に
先
艇
と
な
る
作
例
の
存
在
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
活
用

し
得
た
可
能
性
は
大
き
く
、
少
な
く
と
も
十
四
世
紀
半
ば
に
は
大
画
面
の
彩
色
の
竹

林
図
が
描
か
れ
て
い
た
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

@
四
季
と
竹
林

で
は
四
季
と
竹
林
の
組
み
合
わ
せ
は
に
つ
い
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
伝
統
的
な

四
季
絵
の
愛
好
が
そ
の
底
流
に
あ
る
こ
と
は
言
、
つ
ま
で
も
な
い
が
、
戸
田
禎
佑
氏
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
「
四
季
墨
竹
図
」
(
図
4
)
の
類
の
中
国
画
の
影
響
を
考

慮
す
べ
き
だ
ろ
う
。
現
存
す
る
「
四
季
墨
竹
図
」
は
元
か
ら
明
初
の
作
と
推
定
さ
れ

て
い
る
が
、
同
様
の
画
題
は
宋
代
ま
で
辿
れ
る
と
い
う
。
尚
、

一
種
の
植
物
の
季
節

に
よ
る
変
化
を
追
っ
た
表
現
は
延
慶
二
年
〈
一
三

O
九
〉
完
成
の
「
春
日
権
現
験
記

絵
巻
」
の
藤
に
既
に
み
ら
れ
る
。
添
景
描
写
で
は
あ
る
が
、
反
復
し
て
描
か
れ
る
社

殿
前
の
藤
は
若
葉
や
花
、
豆
を
つ
け
た
り
、
あ
る
い
は
立
ち
枯
れ
た
り
と
そ
の
表
現

は
非
常
に
細
や
か
で
季
節
に
則
し
て
お
り
、
現
実
の
観
察
に
基
づ
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
一
種
の
植
物
に
四
季
を
組
み
合
わ
せ
る
構
成
が
既
に
十
四
世
紀

初
頭
の
大
和
絵
系
の
画
家
に
よ
っ
て
取
り
挙
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
示

唆
的
で
あ
る
。

ま
た
「
四
季
墨
竹
図
」
の
太
梓
の
竹
に
よ
る
構
成
、
頂
部
が
画
面
を
突
き
抜
け
て

い
る
点
は
「
四
季
竹
図
扉
風
」
の
成
竹
と
共
通
す
る
要
素
で
あ
る
が
、
戸
田
氏
は
そ

こ
に
書
法
に
則
っ
た
筆
力
を
見
所
と
す
る
い
わ
ゆ
る
墨
竹
と
は
異
な
っ
た
、
リ
ア
ル

に
竹
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
意
欲
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。
確
か
に
竹
林
の
中

に
入
っ
て
し
ま
う
と
眼
前
に
は
太
い
梓
が
林
立
し
成
竹
の
頂
部
が
見
え
る
こ
と
は
稀

で
あ
り
、
同
氏
の
指
摘
は
首
肯
さ
れ
る
。
「
四
季
竹
図
扉
風
」
に
対
し
た
時
に
受
け

る
竹
林
の
中
に
居
る
か
の
よ
う
な
感
覚
は
同
様
の
表
現
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
竹

葉
が
梓
の
上
部
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
も
現
実
の
竹
に
近
い
。
ま
た
後
景
の
成
竹
と

前
景
の
若
竹
や
萄
の
聞
の
浅
い
空
間
は
、
前
方
の
モ
テ
ィ

l
フ
の
下
部
を
画
面
下
辺

で
、
ま
た
後
方
の
モ
テ
ィ

l
フ
の
上
部
を
画
面
上
辺
で
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
に
作

り
出
さ
れ
て
い
る
が
、
(
そ
の
よ
う
な
表
現
は
、
既
に
隆
兼
派
と
み
な
さ
れ
る
絵
巻

の
中
に
散
見
さ
れ
る
。
)
そ
れ
は
上
部
に
控
え
め
に
引
か
れ
た
半
透
過
性
の
金
泥
の

霞
が
竹
の
前
方
や
後
方
に
揺
蕩
っ
て
い
る
表
現
と
も
相
侯
っ
て
、
柔
ら
か
な
空
間
表

出
と
な
っ
て
い
る
。
岩
な
ど
の
地
形
を
示
す
表
現
が
無
い
の
も
、
手
入
れ
さ
れ
た
竹

林
を
表
し
て
い
る
た
め
と
も
み
ら
れ
る
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
現
実
感
の
反
映
で
あ
る
表
現
に
は
同
時
に
、
竹
の
直
線
性
が

画
面
と
ど
の
よ
う
に
交
わ
る
か
と
い
っ
た
装
飾
性
に
繋
が
る
興
味
が
窺
わ
れ
、
そ
れ

は
彩
色
と
水
墨
の
様
式
の
相
違
を
超
え
て
「
四
季
墨
竹
図
」
に
も
窺
え
る
噌
好
で
あ
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る
。
「
四
季
墨
竹
図
」
の
春
夏
秋
冬
そ
れ
ぞ
れ
の
幅
は
三
本
の
太
い
竹
か
ら
構
成
さ

れ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
「
四
季
竹
図
扉
風
」
で
は
春
夏
秋
冬
部
分
に
あ
た
る
竹
叢
は

そ
れ
ぞ
れ
七
本
(
春
の

1
本
は
根
で
示
さ
れ
る
)
で
構
成
さ
れ
る
。
両
者
に
共
通
す

る
律
儀
な
ほ
ど
同
数
で
繰
り
返
さ
れ
る
モ
テ
ィ

l
フ
の
羅
列
は
写
実
的
表
現
か
ら
離

れ
て
い
く
要
素
で
あ
る
が
、
反
面
リ
ズ
ム
感
を
画
面
に
与
え
て
お
り
、
こ
の
匹
胎
さ

れ
た
装
飾
化
・
文
様
化
は
近
世
以
降
の
竹
図
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
と
み
ら

れ
る
。次

に
季
節
表
現
に
つ
い
て
み
る
と
、
「
四
季
墨
竹
図
」
で
は
春
は
街
、
夏
は
風
竹
、

秋
は
月
夜
、
冬
は
雪
で
表
さ
れ
、
戸
田
氏
に
よ
れ
ば
春
は
雨
中
の
筈
で
あ
り
、
す
な

わ
ち
本
来
は
大
気
や
時
間
に
よ
る
竹
の
微
妙
な
変
化
を
表
す
表
現
意
欲
を
持
っ
た
タ

イ
プ
の
絵
画
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
宋
代
に
高
度
に
発
達
し
て
い
っ
た
写
実
表
現

の
見
せ
所
と
も
な
り
、
風
雪
に
も
耐
え
て
毅
然
と
立
つ
姿
が
現
実
社
会
の
荒
波
に
採

ま
れ
る
文
人
の
共
感
を
呼
ん
だ
に
違
い
な
い
。
前
出
の
『
竹
譜
詳
録
」
は
、
そ
の
よ

う
な
竹
の
描
写
の
需
要
に
広
く
応
え
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
四
季
竹

図
」
で
は
、
春
は
董
と
ナ
ズ
ナ
、
夏
は
位
旬
、
秋
は
紅
葉
し
た
蔦
、
冬
は
雪
に
よ
っ
て

季
節
を
表
す
。
華
や
若
菜
の
一
つ
で
あ
る
ナ
ズ
ナ
は
古
代
以
来
和
歌
に
も
詠
ま
れ
た

身
近
な
モ
テ
ィ

l
フ
で
あ
り
、
笥
は
「
一
遍
聖
絵
」
に
、
雪
の
降
り
か
か
っ
た
竹
も

平
安
時
代
よ
り
絵
画
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
木
か
ら
雪
が
落
ち
か
か
る

モ
テ
ィ
l
フ
は
「
玄
英
三
蔵
絵
」
に
、
紅
葉
し
た
蔦
は
「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
に
み
ら

れ
、
い
ず
れ
も
季
節
の
指
標
l
景
物
と
し
て
目
新
し
い
も
の
は
無
い
。
す
な
わ
ち
前

者
に
重
な
る
モ
テ
ィ

l
フ
も
含
む
が
、

一
日
で
判
り
易
く
ま
た
親
し
み
易
い
も
の
を

取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
添
景
モ
テ
ィ

l
フ
は
緑
色
の
竹
の

み
の
画
面
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
が
、
他
の
中
世
大
和
絵
扉
風
と
比
較
す
る

と
そ
の
種
類
が
少
な
く
整
理
さ
れ
て
お
り
、
ジ
グ
ザ
グ
の
竹
叢
の
整
然
と
し
た
配
置

を
強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
が
意
図
的
な
構
成
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
に
は
「
法
然
上

人
絵
伝
」
画
中
画
の
障
子
絵
に
み
ら
れ
た
雀
に
類
す
る
烏
も
居
ず
、
ま
た
岩
な
ど
も

描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
知
ら
れ
、
す
な
わ
ち
描
写
対
象
を
ひ
た
す
ら
竹
そ
の
も

の
と
季
節
の
指
標
と
な
る
添
景
モ
テ
ィ
l
フ
に
限
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

こ
の
作
品
の
中
心
は
竹
と
四
季
で
あ
る
と
い
う
明
確
な
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
一
不
し

て
い
る
と
い
え
る
。

そ
の
よ
う
な
竹
の
描
写
に
対
す
る
関
心
は
、
殊
に
萄
の
描
写
に
見
て
取
れ
る
。
(
カ

ラ
l
図
1
及
び

5
)
夏
景
を
表
象
す
る
街
は
、
良
く
見
る
と
地
面
か
ら
顔
を
出
し
た

ば
か
り
の
と
こ
ろ
か
ら
成
竹
に
至
る
ま
で
の
諸
段
階
が
描
か
れ
て
い
る
。
興
味
深
い

こ
と
に
そ
れ
ら
の
成
長
の
段
階
は
、
前
述
の
『
竹
譜
詳
録
』
の
笥
の
生
長
を
図
解
し

五
図
の
内
、
四
図
に
ほ
ぼ
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
細
部
に

た
も
の
(
図
6
)

つ
い
て
は
、
同
書
の
博
物
図
譜
的
な
描
写
に
比
較
す
れ
ば
「
四
季
竹
図
扉
風
」
の
そ

れ
は
概
念
的
で
あ
る
が
、
特
に
『
竹
譜
詳
録
」
の
〈
萌
〉
が
三
本
の
街
で
構
成
さ
れ
、

街
と
地
面
と
の
境
が
自
然
に
み
え
る
よ
う
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
点
な
ど
は
「
四
季

竹
図
扉
風
」
左
隻
前
方
の
一
群
の
萄
(
カ
ラ
l
図

5
1①
)
に
類
似
す
る
こ
と
が
注

意
さ
れ
る
。
扉
風
で
は
笥
の
色
を
徐
々
に
淡
く
し
て
地
面
か
ら
自
然
に
生
え
て
い
る

様
子
を
表
す
が
、
そ
の
よ
う
な
細
や
か
な
彩
色
は
笥
の
皮
が
取
れ
か
か
り
青
竹
が
出

の
〈
解
撞
〉
(
図
6

|
③
)
に
あ

た
る
。
)
に
も
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
ら
衝
の
生
長
の
有
様
は
、
扉
風
全
体
か
ら
す
る

て
く
る
様
を
描
く
カ
ラ
l
図

5
1①
(
『
竹
譜
詳
録
』

と
左
右
隻
に
跨
っ
て
中
央
に
位
置
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
ま
た
俳
句
の
配
置
は
右
前
方

か
ら
成
竹
の
後
方
ま
で
注
意
深
く
な
さ
れ
、
画
面
の
奥
行
き
が
自
然
に
表
現
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
に
は
画
家
が
自
ら
の
知
識
と
描
写
技
術
、
ま
た
自
然
へ
の
関
心
を
き
り

げ
な
く
誇
示
し
て
い
る
こ
と
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
笥
の
両
側
に
は
若
竹

が
、
さ
ら
に
後
方
に
成
竹
の
群
が
描
か
れ
、
す
な
わ
ち
扉
風
全
体
で
竹
の
成
長
の
様

を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
竹
の
成
長
を
画
の
テ
l
マ
の
一
つ
と
し
て

い
る
背
景
に
は
、
上
述
し
た
『
竹
譜
詳
録
」
と
の
類
似
か
ら
、
や
は
り
中
国
か
ら
の

竹
両
に
関
す
る
知
識
の
流
入
に
よ
る
こ
と
を
顧
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
次
に
、
こ
の

頃
竹
林
の
造
成
が
増
え
、
竹
の
利
用
も
活
発
化
し
て
い
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
叫
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
山
科
家
櫨
記
」
に
よ
る
と
、
同
家
で

は
良
い
竹
林
を
所
持
し
て
い
た
ら
し
く
、
盛
ん
に
竹
の
需
要
に
応
え
た
り
、
あ
る
い
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は
贈
答
し
、
ま
た
竹
供
御
人
が
出
入
り
し
て
い
針
。
す
な
わ
ち
概
念
上
ま
た
現
実
の

体
験
に
お
い
て
も
、
竹
に
関
す
る
情
報
が
大
変
豊
か
に
な
り
、
か
つ
お
そ
ら
く
は
当

代
の
人
々
に
と
っ
て
そ
れ
が
ま
だ
新
鮮
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
作
品
の
制

作
背
景
と
し
て
推
測
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
「
四
季
竹
図
扉
風
」
の
若
竹
や
成
竹
に
は
、
笥
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
変

化
を
描
写
す
る
姿
勢
は
無
い
。
む
し
ろ
そ
の
表
現
は
極
度
に
類
型
化
し
て
お
り
、
「
竹

譜
詳
録
」
が
成
竹
の
姿
も
、
若
竹
か
ら
一
、
二
、
二
一
、
四
年
後
そ
れ
ぞ
れ
、
さ
ら
に

老
い
た
姿
〈
捧
〉
ま
で
区
別
し
て
図
示
し
て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
同
書
に
載
る
成
竹
後
の
変
化
は
枝
分
か
れ
や
葉
の
多
寡
な
ど
微
妙
な
変
化

で
あ
り
、
街
の
そ
れ
ほ
ど
豊
か
で
は
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
ま
た
竹
葉
が
だ
ん

だ
ん
減
っ
て
い
く
の
も
佐
し
い
感
覚
が
強
い
。
「
四
季
竹
図
扉
風
」
は
、
装
飾
性
す

な
わ
ち
か
ざ
り
の
要
素
に
欠
け
る
成
竹
後
の
変
化
の
表
現
は
敢
え
て
選
択
せ
ず
、
む

し
ろ
類
型
化
し
た
表
現
を
選
択
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
描
法
を
み
る
と
、

輪
郭
線
の
目
立
た
な
い
緑
色
の
太
梓
の
節
に
は
薄
く
墨
親
が
引
か
れ
、
そ
の
下
方
は

濃
緑
色
で
陰
影
を
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
緑
色
に
彩
色
さ
れ
た
竹
葉
の
中
心
に
は

金
泥
線
が
丹
念
に
入
れ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
四
季
花
木
図
扉
風
(
出
光
美
術
館
蔵
こ

の
竹
の
表
現
(
図
7
)
を
踏
襲
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
但
し
、
後
者
で
は
た
っ
ぷ

り
と
し
た
竹
葉
が
梓
の
下
部
ま
で
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
四
季
竹
図
扉
風
」

の
成
竹
で
は
、
よ
り
小
振
り
の
葉
が
梓
の
上
部
に
集
中
し
て
お
り
、
前
述
し
た
よ
う

に
現
実
の
太
梓
の
竹
の
姿
に
近
い
。

以
上
、
「
四
季
竹
図
扉
風
」
の
構
成
や
表
現
は
、
「
四
季
墨
竹
図
」
の
よ
う
な
中
国

画
や
『
竹
譜
詳
録
」
に
み
ら
れ
る
図
譜
的
な
類
の
影
響
を
深
く
受
け
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
第
二
章
で
指
摘
し
た
一
三

O
O
年
前
後
に
お
け
る
竹
図
の
隆
盛

の
要
因
が
よ
り
広
範
な
も
の
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
解

釈
は
表
面
的
な
も
の
で
は
な
く
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
装
飾
性
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成

立
し
て
い
る
「
四
季
墨
竹
図
」
的
作
品
の
表
現
意
図
を
岨
鴫
し
な
が
ら
、
大
和
絵
と

し
て
展
開
さ
せ
る
た
め
に
選
択
的
に
そ
れ
を
受
容
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
次
章
で

は
そ
の
展
開
の
様
相
を
、
「
四
季
竹
図
扉
風
」
に
込
め
ら
れ
た
趣
向
の
点
か
ら
み
て

、，
E
L
:
。

し、コ
C

ナ
ム
し

。
竹
林
七
賢
の
趣
向

前
述
し
た
よ
う
に
「
四
季
竹
図
扉
風
」
は
、
成
竹
と
若
竹
の
群
を
交
互
に
ジ
グ
ザ

グ
に
構
成
し
、
そ
の
内
三
つ
の
成
竹
群
と
一
つ
の
若
竹
群
に
季
節
の
指
標
と
な
る
添

景
モ
テ
ィ

i
フ
を
整
然
と
配
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
春
、
夏
、
秋
、
冬
景
は
そ
れ
ぞ

れ
七
本
の
主
竹
か
ら
な
っ
て
い
る

(
前
述
し
た
よ
う
に
、
春
の
一
本
は
根
で
一
不
さ
れ

る
)
こ
と
が
容
易
に
見
て
取
れ
る

(図
8
)
。
こ
の
よ
う
な
同
数
の
繰
り
返
し
は
、

既
に
記
し
た
よ
う
に
「
四
季
墨
竹
図
」
の
よ
う
な
作
例
を
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
七
と
い
う
数
は
意
図
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
、
竹
林
と
七
か
ら
竹
林
の
七
賢

を
連
想
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
代
の
中
国
画
で
は
あ
る
が
、

鄭
隻
が
乾
隆
二
十
七
年
〈
一
七
六
二
〉
に
描
い
た
「
七
賢
図
」
に
は
七
本
の
竹
が
配

さ
れ
、
彼
自
ら
「
七
竹
を
写
し
て
七
賢
に
比
す
」
と
記
し
て
い
料
(
図
9
)
。
時
空

間
的
に
は
「
四
季
竹
図
扉
風
」
と
離
れ
た
作
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ

う
に
竹
を
描
く
伝
統
は
特
に
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
中
国
画
に
お
い
て
深
化
し
、

日
本
の
竹
画
は
そ
の
刺
激
の
元
に
展
開
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
竹
林
七
賢
と
い

う
中
国
文
化
に
お
い
て
古
代
か
ら
普
遍
的
な
主
題
を
象
徴
的
に
表
す
発
想
が
何
ら
か

の
形
で
中
国
画
の
中
で
試
み
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
そ
の
よ
う
な
発
想
を
、
当
代
に
お
い
て
具
体
的
に
み
る
こ
と
は
で
き
な

い
だ
ろ
う
か
。

室
町
時
代
の
池
坊
系
の
花
伝
書
で
あ
る
「
花
王
以
来
の
花
伝
書
」
に
載
る
竹
の
た

て
花
の
図
に
は
「
七
賢
花
大
事
秘
ス
ル
儀
祝
言
也
。
竹
ノ
フ
シ
数
ニ
口
伝
可
有
。
口

伝
在
之
。
同
口
伝
在
之
。
」
(
図
叩
)
と
註
が
あ
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
竹
の
節
数
は

明
確
で
は
な
い
が
、
同
書
の
内
容
を
継
承
す
る
『
仙
伝
抄
』
の
本
文
に
雨
、
七
賢
(
の

花
)
は
竹
を
七
節
、
あ
る
い
は
七
本
に
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
前
書
の
成
立
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年
代
に
つ
い
て
は
奥
書
か
ら
、
明
応
八
年
〈
一
四
九
九
〉
に
秀
誠
が
相
伝
し
た
も
の

を
、
立
蔵
坊
が
書
写
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
の
書
写
年
代
も
明
応
八
年
を
さ
ほ
ど

下
ら
な
い
と
推
定
さ
れ
て
い
針
。
ま
た
山
根
有
三
氏
は
、
そ
の
花
の
姿
図
と
説
明
文

は
長
享
年
間
〈
一
四
八
七
|
一
四
八
九
〉
以
後
の
当
世
風
で
は
な
く
、
寛
正
文
明

年
間
〈
一
四
六

O
l
一
四
八
七
〉

の
古
趣
を
伝
え
る
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
座
敷
飾
り
と
は
ほ
と
ん
ど
無
縁
で
あ
り
、
自
然
や
文
芸

か
ら
テ
l
マ
を
得
て
そ
れ
を
た
て
花
で
表
現
し
よ
う
と
試
み
、
和
歌
を
引
用
し
よ
う

と
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
「
地
神
出
入
の
枝
」
な
ど
民
俗
学
的
な
タ
イ
プ
の

も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
室
町
時
代
の
伝
統
的
な
生
活
感
情
や
自
然
感

情
を
た
て
花
に
反
映
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
文

阿
禰
花
伝
書
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
座
敷
飾
り
系
の
た
て
花
を
唐
様
と
す
る
な
ら
、

『
花
王
以
来
の
花
伝
書
』
の
内
容
は
和
様
の
た
て
花
と
い
え
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う

な
伝
統
的
な
生
活
感
情
や
自
然
感
情
に
根
差
し
た
た
て
花
の
中
に
、
七
と
竹
に
よ
っ

て
七
賢
を
象
徴
し
よ
う
と
す
る
発
想
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
竹
と
七
の
組

み
合
わ
せ
と
、
七
賢
と
の
連
想
が
か
な
り
浸
透
し
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
か
ら
で

あ
る
。ま

た
こ
の
よ
う
な
連
想
は
、
当
時
の
文
芸
の
中
心
で
あ
る
連
歌
に
も
指
摘
で
き
る
。

初
学
者
の
た
め
に
、
連
歌
に
お
け
る
一
座
の
共
通
理
解
の
基
盤
と
な
る
一
般
心
得
と

さ
れ
る
寄
合
の
言
葉
を
集
め
た
『
連
珠
合
壁
集
』
に
は
、
「
竹
の
林
ト
ア
ラ
パ
七

と
時
」
と
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
竹
林
|
七
賢

の
か
し
こ
き
人

酒

寺

[四季竹図扉風について1..・H ・加蔵悦子

と
い
う
連
想
は
、
連
歌
を
暗
む
人
々
に
と
っ
て
は
容
易
に
浮
か
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
ら
」
も
あ
る
が
、

j酉

「
四
季
竹
図
扉
風
」
や

と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
他
に
「
寺

『
花
王
以
来
の
花
伝
書
』
の
竹
の
た
て
花
の
よ
う
に
七
と
い
う
名
数
が
認
め
ら
れ
る

も
の
で
は
、
竹
林
や
竹
と
七
賢
の
連
想
は
殊
更
容
易
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
「
連

珠
合
壁
集
」
は
文
明
八
年
〈
一
四
七
六
〉
に
一
条
兼
良
が
子
の
冬
良
の
た
め
に
記
し

た
も
の
だ
が
、
奥
書
に
よ
れ
ば
当
時
既
に
世
間
に
流
布
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
同
年
五
月
に
は
、
宗
祇
が
兼
良
に
連
歌
選
集
『
竹
林
抄
』

の
序
文
を
依
頼
し
て

い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
封
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
連
歌
相
続
の
七
人
」
の
集
の
名
を
『
竹

林
集
(
抄
)
」
と
し
た
と
あ
り
、
書
名
が
竹
林
の
七
賢
に
由
来
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
こ
こ
で
も
(
連
歌
に
お
け
る
)
七
の
賢
き
人
を
選
ん
だ
が
故
に
、
竹
林
(
抄
)

と
い
う
連
想
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
竹
林
と
七
賢
の
連
想
は
少
な
く
と
も
十
五
世
紀
の
第
四
四
半
期
に
は
、

当
時
の
文
化
的
営
為
の
中
で
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
ま
た
そ
れ
が
連
歌
や

和
様
の
た
て
花
と
い
う
、
よ
り
日
本
的
な
営
み
の
中
で
あ
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。

「
四
季
竹
困
層
風
」
が
中
国
の
竹
画
に
お
け
る
豊
富
な
成
果
を
受
容
し
な
が
ら
、
あ

く
ま
で
大
和
絵
と
し
て
の
表
現
に
腐
心
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
文
化
的
晴

好
を
背
景
と
し
て
認
識
す
る
と
、
よ
り
了
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

@
土
佐
派
の
絵
画
と
の
関
係

次
に
既
に
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
土
佐
派
さ
ら
に
は
土
佐
光
信
作
品

と
し
て
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
検
討
し
た
い
。
「
四
季
竹
図
扉
風
」
の
左
右
隻
両
端

の
上
か
ら
第
三
紙
目
に
は
土
佐
光
起
に
よ
る
光
信
筆
の
紙
中
極
め
が
あ
る
。
(
図
日
)

ま
た
光
信
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
作
と
目
さ
れ
る
絵
巻
な
ど
に
は
、
竹
図
扉
風
が
か
な

(ω) 

り
散
見
さ
れ
る
。
画
中
画
が
一
般
に
画
家
の
表
現
力
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
な
ど

の
密
か
な
し
か
し
意
図
的
な
発
露
と
し
て
機
能
し
て
き
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
光

信
と
そ
の
周
辺
が
竹
画
を
自
ら
の
重
要
か
つ
自
負
を
持
っ
た
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て

捉
え
て
い
た
こ
と
は
首
肯
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
竹
と
い
う
テ
l
マ
を
正
面
か
ら
扱
つ

た
こ
の
「
四
季
竹
図
扉
風
」
の
あ
る
種
抑
制
さ
れ
た
上
品
と
も
い
え
る
表
現
は
、
宮

廷
絵
所
職
を
歴
任
し
た
土
佐
派
の
作
品
と
す
る
に
相
応
し
い
。

し
か
し
こ
こ
で
従
来
か
ら
そ
の
関
連
性
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
「
芦
屋
釜
下

絵
図
巻
(
福
岡
美
術
館
蔵
こ
中
の
〈
四
季
竹
図
〉
(
図
ロ
)
と
、
「
四
季
竹
図
扉
風
」
に

つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
こ
の
「
芦
屋
釜
下
絵
図
巻
」
中
の
〈
四
季
竹
図
〉
(
以
後
「
釜

下
絵
」
と
呼
ぶ
。
)
に
関
し
て
は
宮
島
新
一
氏
が
ま
ず
言
及
さ
れ
、
竹
と
い
う
単
一
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テ
ー
マ
や
景
物
に
よ
る
四
季
表
現
が
両
作
品
に
共
通
す
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
さ

ら
に
同
図
巻
が
土
佐
家
伝
来
で
あ
っ
た
こ
と
、
土
佐
家
資
料
(
京
都
市
立
芸
術
大
学

蔵
)
中
に
そ
の
写
本
が
見
出
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
四
季
竹
図
扉
風
」
の
閑
散
と
し

た
画
趣
か
ら
、
当
扉
風
の
光
信
作
品
と
し
て
の
可
能
性
が
極
め
て
高
い
こ
と
を
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
中
山
喜
一
郎
氏
は
図
巻
の
詳
細
な
紹
介
を
行
わ
材
、
両
作
品

が
共
に
土
佐
光
信
の
筆
に
な
る
可
能
性
に
つ
い
て
説
か
れ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
同

氏
は
、
「
釜
下
絵
」
の
軽
く
て
さ
ば
さ
ば
と
し
た
線
描
の
質
が
光
信
画
に
通
じ
る
こ

と
、
ま
た
扉
風
に
つ
い
て
は
山
水
的
な
設
定
が
な
い
こ
と
が
図
巻
の
釜
下
絵
と
の
緊

密
な
関
係
を
示
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
ら
れ
た
。
以
上
の
先
学
の
指
摘
を
踏
ま

え
な
が
ら
、
両
作
品
を
比
較
し
て
み
た
い
。
ま
ず
四
つ
の
竹
叢
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ

に
景
物
を
添
え
て
整
然
と
四
季
を
表
し
て
い
る
点
が
共
通
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
の
景
物
も
、
春
は
「
釜
下
絵
」
は
蒲
公
英
、
肝
風
は
董
と
ナ
ズ
ナ
と
い
う
よ
う
に

異
な
る
が
、
夏
秋
冬
は
同
一
で
あ
る
。
次
に
画
面
を
抜
け
る
太
梓
の
竹
叢
と
、
丈
の

低
い
竹
と
を
交
互
に
配
し
、
竹
叢
と
四
季
に
よ
っ
て
有
機
的
に
横
へ
連
続
す
る
図
様

と
な
っ
て
い
る
点
が
共
通
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
「
釜
下
絵
」
春
景
で
は
、

竹
の
重
な
り
ゃ
地
面
を
表
す
線
描
に
よ
っ
て
浅
い
奥
行
き
が
で
て
い
る
こ
と
も
、
日
肘

風
と
通
じ
る
傾
向
と
し
て
注
意
さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
釜
下
絵
」
の
竹
に
つ
い
て
み
る

と
、
街
と
太
梓
の
成
竹
以
外
に
、
萄
の
傍
の
細
く
伸
び
た
梓
は

る
寸
前
の
宥
を
表
し
て
い
る
と
み
ら
れ
、
ま
た
雪
竹
は
丈
が
短
く
梓
も
細
い
と
こ
ろ

か
ら
若
竹
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
成
長
に
よ
リ
変
化
す
る
竹
の

四
つ
の
形
態
を
、
限
ら
れ
た
図
様
の
中
に
盛
り
込
ん
で
い
る
こ
と
が
判
り
、
前
述
し

(
図
日
)
若
竹
に
な

た
扉
風
の
竹
の
描
写
と
や
は
り
同
様
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
細
部
に
注
目
す

る
と
、
両
作
品
と
も
に
街
の
皮
の
重
な
り
方
や
そ
の
頭
頂
部
の
描
写
に
か
な
り
関
心

が
あ
る

(
図
日
)
(
図
M
)
。
そ
れ
は
同
図
巻
に
載
る
他
の
釜
下
絵
の
竹
図
の
萄
(
図

日
)
と
比
較
す
る
と
よ
く
判
り
、
後
者
が
簡
を
描
い
た
後
に
無
造
作
に
皮
の
線
描
き

を
入
れ
る
の
に
対
し
て
、
前
二
作
品
で
は
線
描
と
彩
色
の
相
違
は
あ
る
が
、
一
皮
一

皮
の
重
な
り
を
表
そ
う
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
尚
、
こ
の
よ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

の
あ
る
街
の
表
現
は
、
『
竹
譜
詳
録
』

の
そ
れ
(
図
日
)
に
繋
が
る
と
こ
ろ
で
も
あ

る
点
が
興
味
深
い
。
成
竹
に
つ
い
て
は
、
悼
を
描
い
た
後
に
節
の
線
を
入
れ
、

一
節
離
し
て
描
く
描
法
を
採
っ
て
い
な
い
こ
と
、
左
右
相
称
的
で
下
向
き
の
竹
葉
を

つ
け
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。
さ
ら
に
秋
の
部
分
の
蔦
を
見
る
と
、
そ
の
蔓
が
大

変
細
く
、
竹
梓
の
周
り
で
踊
る
か
の
よ
う
な
曲
線
を
描
い
て
い
る
こ
と
に
共
通
性
が

み
ら
れ
る

(
図
口
)
(
図
時
)
。

以
上
両
作
品
を
比
較
す
る
と
、
画
の
主
題
や
モ
テ
ィ

l
フ
の
種
類
以
上
に
共
通
す

る
描
写
態
度
が
指
摘
で
き
、
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
二
作
品
は
同
一
の
画
家
に
手
に
な
る

も
の
と
考
え
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
光
信
筆
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
「
釜
下
絵
」

の
線
描
に
つ
い
て
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
光
信
画
と
同
様
の
筆
の
た
っ
た
擦

れ
た
よ
う
な
特
徴
を
見
せ
て
い
る
。
ま
た
釜
の
文
様
下
絵
に
も
関
わ
ら
ず
、
画
家
の

気
質
を
表
わ
す
よ
う
な
軽
快
な
線
描
が
同
時
に
描
写
的
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

例
え
ば
一
見
無
造
作
な
早
く
て
少
な
い
線
描
で
、
春
景
の
蒲
公
英
(
図
叩
)

で
は
満

聞
の
花
と
聞
き
か
け
た
花
を
、
ま
た
竹
の
右
側
の
下
草
は
杉
菜
(
図
却
)

で
あ
る
こ

と
を
的
確
に
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
光
信
の
基
準
作
で
あ
る
「
北
野

天
神
縁
起
絵
巻
」
上
巻
第
一
段
の
、
菅
原
是
善
の
前
に
顕
れ
た
幼
少
の
道
真
の
足
元

に
無
造
作
に
付
け
立
て
描
き
さ
れ
た
董
(
そ
の
左
後
方
は
蒲
公
英
と
み
ら
れ
る
。
)
(
図

幻
)
の
そ
れ
と
、
デ
ッ
サ
ン
と
彩
色
の
相
違
を
超
え
て
同
質
の
も
の
と
い
え
る
。

一
方
、
こ
れ
ま
で
「
四
季
竹
図
扉
風
」
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
こ
と
を
纏
め
る
と
、

以
下
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
同
扉
風
は
、
伝
統
的
な
四
季
絵
の
要
素
や
大
和
絵
の
装
飾
性
と
、
中
国
に
お

け
る
竹
画
の
発
達
し
た
表
現
要
素
を
異
和
感
な
く
合
致
さ
せ
た
、
繊
細
な
竹
画
で
あ

る
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
和
漢
の
表
現
を
主
体
的
に
解
釈
し
選
択
し
得
る
、

画
家
の
知
性
と
技
術
が
窺
え
る
。
そ
の
よ
う
な
能
力
を
培
、
つ
環
境
に
恵
ま
れ
た
画
家

と
し
て
、
宮
廷
絵
所
職
や
幕
府
御
用
を
歴
任
し
た
土
佐
派
の
画
家
が
ま
ず
第
一
に
考

え
ら
れ
よ
う
。
次
に
、
竹
梓
や
街
に
み
ら
れ
た
微
妙
な
彩
色
の
濃
淡
に
よ
る
実
感
の 節
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あ
る
表
現
や
、
自
然
に
漂
う
震
に
よ
る
控
え
め
な
空
間
表
出
も
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら

れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
先
学
に
よ
っ
て
光
信
画
の
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
討
。
例
え
ば
、
「
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
」
中
巻
第
十
四
段
の
緑
の

濃
淡
と
墨
に
よ
る
岩
の
表
現
や
、
自
然
に
量
さ
れ
た
淡
い
震
に
よ
る
柔
ら
か
な
空
間

表
現
に
そ
れ
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
第
四
章
で
指
摘
し
た
七
賢
の
コ
ノ
テ
l
シ
ヨ
ン
と
関
連
し
て
、
光
信
の
連

歌
活
動
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
光
信
の
文
芸
活
動
に
つ
い
て
は
、
岩
崎
佳
枝

氏
が
綿
密
に
報
告
さ
れ
て
い
話
。
す
な
わ
ち
、
光
信
は
寛
正
六
年
か
ら
大
永
五
年
〈
一

四
六
五
一
五
二
五
〉
ま
で
、
歌
会
も
含
め
る
と
二
九
回
も
の
連
歌
会
に
参
加
し
て

い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
内
、
永
正
四
年
〈
一
五
一
一
〉
ま
で
は
武
家
や
連
歌

師
サ
ー
ク
ル
と
の
活
動
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
永
正
十
年
〈
一
五
一
三
〉
か
ら
は
専
ら

公
家
邸
に
お
け
る
月
次
連
歌
会
に
定
衆
と
し
て
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
特
に
前
半
期
の
活
動
で
、
十
二
田
中
七
固
ま
で
宗

祇
と
同
席
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
延
徳
三
年
〈
一
四
九
一
〉
、
宗
祇
の
庵
で

あ
る
種
玉
庵
で
行
わ
れ
た
人
麿
影
供
の
た
め
の
新
図
は
光
信
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
か
ね
て
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
料
、
同
氏
に
よ
っ
て
当
日
の
歌
会
に
光
信
も
参

加
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
尚
、
長
享
二
年
〈
一
四
八
八
〉
に
種
玉
庵

で
開
か
れ
た
連
歌
会
に
も
光
信
は
参
加
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
光
信
と
宗
祇
は
単
な

る
絵
の
注
文
主
と
画
家
の
関
係
で
は
な
く
、
連
歌
を
介
し
た
同
じ
文
化
サ
ー
ク
ル
に

属
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
光
信
は
寛
政
六
年
の
初
出
か
ら
執
筆
を
務
め
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る
な
ど
連
歌
に
堪
能
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
和
歌
的
教
養
も
深
か
っ
た
こ
と
が
同

氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
連
歌
寄
合
の
こ
と
ば
の
知
識
は
当
然
深

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
封
。
そ
し
て
前
述
し
た
よ
う
に
宗
祇
は
文
明
八
〈
一
四
七
六
〉

年
に
連
歌
の
名
手
七
人
の
選
集
を
つ
く
り
、
中
国
の
竹
林
の
七
賢
の
故
事
に
因
ん
で

「
竹
林
抄
」
と
名
付
け
た
が
、
そ
の
三
年
前
に
建
て
た
種
玉
庵
は
三
時
智
恩
寺
に
隣

接
す
る
竹
林
の
中
で
あ
っ
た
と
い
刊
o

「
四
季
竹
図
扉
風
」
は
そ
の
空
間
表
出
か
ら
、

正
確
に
は
「
四
季
竹
林
図
扉
風
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
、
ま
た
七
賢
を
暗
示

す
る
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
そ
の
享
受
者
と
し
て
宗
祇
あ

る
い
は
そ
の
文
化
サ
ー
ク
ル
こ
そ
相
応
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
そ
の
製
作
者

と
し
て
は
光
信
が
ま
ず
考
え
ら
れ
よ
う
。
繊
細
で
は
あ
る
が
、
華
や
か
な
金
銀
の
加

飾
の
無
い
「
四
季
竹
図
扉
風
」
は
中
世
大
和
絵
扉
風
の
中
で
は
地
味
な
造
形
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
に
種
玉
庵
に
隠
棲
す
る
宗
祇
の
主
導
す
る
和
様
の
文
雅
の
道
に
相

応
し
い
と
い
え
る
。

尚
『
花
王
以
来
の
花
伝
書
」
に
は
、
池
坊
の
祖
と
さ
れ
る
専
慶
の
花
の
有
様
が
反

映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
専
慶
が
活
躍
し
た
頃
の
池
坊
に
は
宗
祇
が

選
ん
だ
連
歌
の
名
手
七
人
の
一
人
で
あ
る
専
順
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
花
伝
書
の

七
賢
花
の
成
立
の
背
景
に
も
宗
祇
周
辺
の
文
化
サ
ー
ク
ル
と
の
関
連
の
可
能
性
が
考

え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
文
化
的
コ

l
ド
を
共
有
す
る
集
団
に
と
っ
て
は
、

七
本
の
竹
が
中
国
の
竹
林
の
七
賢
を
暗
示
す
る
の
み
で
は
な
く
、
連
歌
の
七
の
賢
き

泌
を
も
暗
示
し
た
筈
で
あ
る
。
人
物
群
像
で
は
な
く
竹
に
よ
っ
て
七
賢
を
象
徴
す
る

意
義
は
、
そ
の
よ
う
な
多
義
的
な
コ
ノ
テ
1
シ
ヨ
ン
を
許
す
点
に
ま
ず
あ
っ
た
と
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
竹
は
一
冗
来
中
国
的
な
モ

テ
ィ

l
フ
で
あ
り
、
ま
た
一
三

O
O
年
前
後
よ
り
そ
の
絵
画
の
流
入
は
活
発
化
し
た

(
印
)

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
竹
や
竹
林
七
賢
を
描
く
伝
統
は
古
代
に
ま
で
遡
れ
、
ま
た

竹
自
体
が
自
然
界
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
日
本
内
部
に
お
い
て
も

竹
は
特
に
親
し
み
易
い
文
人
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
育
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
室
町
時
代
に
竹
の
イ
メ
ー
ジ
は
中
国
的
で
あ
り
な
が
ら
充
分
に
親
和
的
な
も

の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
和
様
の
た
て
花
や
連
歌
に
お

け
る
竹
と
七
賢
の
連
想
の
取
り
込
み
は
、
そ
の
よ
う
な
心
性
の
端
的
な
顕
れ
と
み
ら

れ
る
。そ

し
て
「
四
季
竹
図
扉
風
」
は
こ
の
よ
う
な
心
性
の
上
に
成
立
し
た
と
い
え
る
の

で
は
な
い
か
。
尚
、
そ
の
多
義
性
を
扉
風
の
主
眼
と
考
え
る
と
、
宗
祇
が
『
竹
林
抄
」

を
選
集
し
た
文
明
八
年
〈
一
四
七
六
〉
を
扉
風
成
立
の
上
限
と
す
る
こ
と
が
可
能
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
宗
祇
と
光
信
の
深
く
関
わ
っ
た
文
化
圏
に
お
け
る
制

11う
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作
と
い
う
推
定
に
た
つ
と
、
宗
祇
の
没
年
(
文
亀
二
年
〈
一
五

O
二
〉
)
あ
た
り
が
下

限
と
な
り
、
さ
ら
に
光
信
が
宗
祇
の
種
玉
庵
を
訪
れ
た
り
、
人
麿
像
を
描
い
た
一
四

九
O
年
前
後
や
二
つ
の
目
安
と
す
る
こ
と
も
、
不
可
能
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

終
わ
り
に

「
四
季
竹
図
扉
風
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
最
後
に
こ
の
扉
風
の
用
途
に

つ
い
て
推
測
を
補
足
し
た
い
。
中
国
の
七
賢
、
あ
る
い
は
連
歌
の
七
賢
を
象
徴
す
る

と
み
ら
れ
る
図
様
は
、
し
か
し
ま
ず
竹
林
の
四
季
を
描
い
た
も
の
と
し
て
楽
し
む
の

が
素
直
な
捉
え
方
で
あ
り
、
こ
の
作
品
は
竹
林
の
心
地
良
さ
を
充
分
に
実
感
さ
せ
る
。

そ
こ
に
多
様
な
絵
画
伝
統
や
趣
向
を
盛
り
込
む
の
は
、
作
者
や
享
受
者
の
文
化
的
洗

練
を
一
不
し
、
ま
た
そ
の
文
化
的
欲
求
を
表
し
て
い
る
が
、
扉
風
の
用
途
と
も
関
連
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
時
、
扉
風
の
貸
借
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
、
つ
ま
り
様
、
な
場
で
使
い
因
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
封
。
し
た
が
っ

て
多
く
の
扉
風
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
行
わ
れ
る
多
様
な
行
事
、
ま
た
周
囲
に
配
さ

れ
る
物
と
の
調
和
が
求
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に
大
和
絵
扉
風
は
、
そ
の
上
に

唐
絵
を
掛
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
か
な
り
汎
用
性
が
求
め

ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
四
季
竹
図
扉
風
」
に
せ
よ
、
こ
の
上
に
竹
林
七
賢
像
、
あ

る
い
は
連
歌
の
七
賢
像
を
掛
け
れ
ば
、
ま
さ
し
く
竹
林
の
中
に
中
国
古
代
の
七
賢
、

あ
る
い
は
連
歌
の
名
手
が
存
在
し
て
い
る
趣
向
と
な
討
。
す
な
わ
ち
扉
風
の
用
途
の

多
様
化
が
、
「
四
季
竹
図
扉
風
」
の
多
義
的
な
造
形
を
呼
ぶ
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
た

可
能
性
を
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

ま
た
扉
風
は
、
特
に
行
事
の
場
に
お
い
て
は
単
独
に
置
か
れ
鑑
賞
さ
れ
る
よ
り
も
、

多
く
の
造
形
物
唐
物
の
み
で
は
な
く
、

つ
く
り
物
や
た
て
花
な
ど
に
固
ま
れ
て

い
た
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
そ
れ
は
い
わ
ば
ヴ
ィ
ジ
ユ
ア
ル
・
イ
メ
ー
ジ
の
競
合

の
場
に
扉
風
は
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
唐
物
の
中
国
文
化
と
い
う

つ
く
り
物
の
大
胆
な
メ
タ

オ
i
ラ
を
放
っ
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
で
自
立
的
な
造
形
性
、

モ
ル
フ
ォ

l
シ
ス
と
モ
ノ
ゆ
え
の
強
烈
な
直
哉
性
、
た
て
花
の
自
然
と
の
緊
密
性
の

魅
力
の
中
で
、
大
和
絵
扉
風
は
そ
れ
な
り
の
造
形
の
工
夫
を
迫
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
突
出
し
た
表
現
を
取
る
の
は
本
来
倭
絵
の
美
質
と
組
踊
す
る
し
、
あ
く
ま
で

さ
り
げ
な
く
他
と
の
調
和
の
上
に
た
つ
の
が
正
統
な
大
和
絵
の
伝
統
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
「
四
季
竹
園
田
肘
風
」
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
唐
絵
の
有
無

に
関
わ
ら
ず
鑑
賞
に
堪
え
る
し
、
ま
た
そ
の
構
図
の
反
復
性
ゆ
え
に
適
当
に
折
り
畳

ん
で
も
、
違
和
感
は
無
い
。
次
に
つ
く
り
物
は
本
来
そ
の
一
回
性
ゆ
え
に
大
胆
な
趣

向
が
可
能
で
あ
る
が
、
汎
用
性
は
あ
ま
り
求
め
ら
れ
な
い
。
扉
風
の
趣
向
は
こ
れ
と

似
な
が
ら
、
継
続
性
と
汎
用
性
が
目
指
さ
れ
た
に
違
い
な
く
、

一
回
で
消
費
さ
れ
な

い
多
義
的
な
趣
向
は
扉
風
に
相
応
し
い
も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
た
て
花

の
持
つ
自
然
の
抗
い
難
い
魅
力
に
対
し
て
、
イ
リ
ュ

l
ジ
ョ
ン
で
あ
る
絵
画
の
一
つ

の
可
能
性
は
異
な
っ
た
時
空
間
を
一
堂
に
会
さ
せ
る
こ
と
|
す
な
わ
ち
四
季
を
備
え

る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
「
四
季

竹
図
扉
風
」
の
温
和
な
画
風
、
そ
の
趣
向
、
四
季
を
備
え
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の

文
化
的
営
み
の
中
で
ま
さ
し
く
醸
成
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
え
て
く
る
。

註

①
山
根
有
二
一
「
竹
林
図
扉
風
」
『
世
界
美
術
全
集
日
本
E
』
平
凡
社
昭
和
コ
一
十
四
年

①
同
氏
「
四
季
竹
図
」
『
在
外
秘
宝
障
壁
画
琳
派
・
文
人
画
」
小
学
館
昭

和
四
十
四
年

③
同
氏
「
四
季
竹
図
扉
風
」
『
国
華
』
六
九
六
国
華
社
昭
和
五
十
年

以
後
多
く
の
美
術
全
集
や
カ
タ
ロ
グ
等
で
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
主
な
も
の
を
次

に
挙
げ
る
。

④
ジ
ユ
リ
ア
・
ミ

l
チ
・
ペ
カ
リ
ッ
ク
「
四
季
竹
図
」
『
在
外
日
本
の
至
宝
」
六
毎
日

新
聞
社
昭
和
五
十
五
年

⑤
武
田
恒
夫
「
四
季
竹
図
」
『
日
本
扉
風
絵
集
成
」
一
講
談
社
昭
和
五
十
六
年

⑥
河
合
正
朝
「
四
季
竹
図
」
『
花
鳥
画
資
料
集
成
」
二
学
習
研
究
社
昭
和
五
十
七
年

⑦
カ
タ
ロ
グ
『
太
田
道
濃
記
念
美
術
展
室
町
美
術
と
戦
図
画
壇
』
東
京
都
庭
園
美
術

館
昭
和
六
十
一
年

⑨
宮
島
新
一
「
日
本
の
美
術
二
一

土
佐
光
信
と
土
佐
派
の
系
譜
』

至
文
堂

昭
和
六
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十
一
年

⑬
同
氏
『
宮
廷
画
壇
史
の
研
究
』
至
文
堂
平
成
八
年

⑪
豆
町
}
同
白
色
見
。
ロ
ロ
ロ
百
四

E
B
J
Z
H
，ュ5
6
E
C同
』

若

宮

内

開

巾

ω
q
z
一
Hqpinggミ

〉

H
A
E
V
E
R
-
(
(
υ
白

E-c間
口
巾
)
吋
『
巾

Q
ぬ
ぐ
え
白
口
円
四

ζ
口
出

2
5
0同
〉
ス

5
2

⑫
亀
井
若
菜
「
四
季
竹
図
扉
風
」
『
日
本
美
術
全
集
」
一
一
一
一
講
談
社
平
成
五
年

⑬
相
浮
正
彦
「
新
潮
日
本
美
術
文
庫
二
土
佐
光
信
』
新
潮
社
平
成
十
年

(
2
)

註

(
1
)
|
④

(
3
)

扉
風
の
法
量
に
つ
い
て
註

(
1
)
の
文
献
に
二
通
り
の
記
載
が
あ
る
が
、
筆
者
の
計
測
に
よ

れ
ば
各
隻
、
縦
約
一
五
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
約
三
六

0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
山
根
氏

以
下
1

1⑤
⑥
の
デ
ー
タ
と
ほ
ぼ
等
し
い
。

1
|④
に
お
い
て
デ

l
タ
の
誤
解
が
生
じ
た
と

思
わ
れ
る
。

(
4
)

平
成
元
年
に
開
催
さ
れ
た
「
室
町
時
代
の
扉
風
絵
展
」
で
紹
介
さ
れ
た
「
四
季
竹
図
」
は
、

当
日
肝
風
の
左
隻
の
コ
ピ
ー
で
あ
り
、
同
展
カ
タ
ロ
グ
に
よ
れ
ば
そ
の
法
量
も
縦
一
五
二
了
三

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
一
五

0
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
当
扉
風
の
そ
れ
に
近
い
。
金
扉
風

と
素
地
と
の
相
違
に
違
和
感
は
あ
る
が
、
左
隻
が
障
子
に
改
装
さ
れ
た
際
に
、
何
ら
か
の
代

替
と
し
て
制
作
さ
れ
た
扉
風
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
5
)

「
七
夕
鋳
具
足
住
心
院
僧
正
扉
風
一
双
。
幣
詞
。
給
三
幅
一
即
時
借
用
」

「
看
開
御
記
』
永
享
四
年
〈
一
四
一
一
一
一
一
〉
七
月
六
日
(
続
群
書
類
従
本
)

(
6
)

「
自
上
様
金
扉
輩
竹
一
双
。
」

「
蔭
涼
軒
目
録
』
長
享
三
年
〈
一
四
八
九
〉
四
月
八
日
(
史
籍
刊
行
会
本
)

(
7
)

庄
司
淳
一
「
花
木
図
の
概
観
」
「
日
本
扉
風
絵
集
成
」
六
講
談
社
昭
和
五
十
三
一
年

(
8
)

第
一
一
章
の
内
容
は
、
拙
稿
「
日
本
絵
画
に
み
ら
れ
る
竹
の
描
写
!
絵
巻
を
中
心
に
1

」(『玉

川
大
学
学
術
研
究
所
紀
要
」
六
二

0
0
0
年
)
に
加
筆
訂
正
し
た
。

(
9
)

菊
竹
淳
一
「
祥
瑞
と
隠
遁
の
図
像
|
天
平
時
代
絵
画
の
系
譜
」
「
日
本
美
術
全
集
』
一
一

講
談
社
平
成
四
年

(
日
)
菊
竹
氏
も
言
及
さ
れ
る
、
南
京
西
善
橋
の
東
耳
目
墓
(
四
世
紀
)
の
竹
林
七
賢
像
の
背
後
の

樹
木
は
竹
で
は
な
く
松
や
柳
な
ど
で
あ
り
、
竹
と
七
賢
と
の
結
び
つ
き
が
固
定
化
さ
れ
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

(
日
)
家
永
三
郎
『
上
代
倭
絵
全
史
・
年
表
(
改
訂
版
)
』
墨
水
書
房
昭
和
四
十
一
年

(
ロ
)
「
清
和
〈
八
五
O
l八
八
O
〉
の
女
七
の
み
こ
の
八
十
の
賀
、
重
明
の
み
こ
の
し
侍
り
け
る

時
の
扉
風
に
、
竹
に
雪
ふ
り
か
か
り
た
る
か
た
あ
る
所
に
」

「
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
八
(
新
編
国
歌
大
観
一
一
七
七
)

(
日
)
「
八
月
ば
か
り
に
、
人
の
き
で
あ
ふ
ぎ
を
お
と
し
て
け
る
を
み
て
、
竹
の
は
に
露
い
と
お
ほ

く
お
き
た
る
か
た
を
か
き
で
あ
る
」
「
和
泉
式
部
集
』
(
新
編
国
歌
大
観
六
三
一
六
)

(
U
)

戸
田
禎
佑
「
五
代
・
北
宋
の
墨
竹
」
「
美
術
史
』
四
六
美
術
史
学
会
昭
和
三
十
七
年

(
日
)
「
宣
和
画
譜
」
(
画
史
叢
書
本
)
巻
第
二
十
の
墨
竹
門
に
は
、
竹
を
主
題
と
し
た
様
キ
な
画
題

が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
戸
田
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
竹
画
の
興
隆
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
巻

十
六
に
載
る
黄
笠
に
は
雪
竹
を
描
い
た
作
口
聞
が
六
点
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
街
竹
は
画
譜
全

体
に
散
見
さ
れ
る
。

(
日
)
中
島
博
「
や
ま
と
絵
の
花
鳥
に
お
け
る
宋
画
の
影
響
に
つ
い
て
」
『
花
鳥
画
の
世
界
」
一

学
習
研
究
社
昭
和
五
十
七
年

(
げ
)
猪
熊
兼
樹
「
春
日
大
社
蔵
「
沃
懸
地
螺
鍋
毛
抜
形
太
万
』
の
意
匠
に
関
す
る
考
察
」
「
仏

教
芸
術
』
一
一
六
六
毎
日
新
聞
社
平
成
十
五
年

(
路
)
沖
浦
和
光
『
竹
の
民
族
誌
日
本
文
化
の
深
層
を
探
る

l
』
岩
波
書
庖
平
成
三
年

(
印
)
米
倉
姐
夫
氏
に
示
唆
頂
い
た
。
「
日
本
荘
園
絵
図
衆
影
』
(
史
料
編
纂
所
編
東
京
大
学
出
版

会
)
を
参
照
し
た
。

(
初
)
三
二
世
紀
後
半
に
「
伊
勢
物
語
」
を
絵
画
化
し
た
扉
風
絵
の
一
扇
に
も
、
山
荘
の
背
後
に

雪
に
覆
わ
れ
た
竹
叢
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
邸
内
の
失
意
の
親
王
を
象
徴
的
に
表
し
た
と

み
ら
れ
る
場
面
が
あ
り
、
同
様
の
傾
向
を
一
示
す
。
(
秋
山
光
和
「
『
伊
勢
物
語
図
』
(
小
野
の
御

室
)
に
つ
い
て

l
い
わ
ゆ
る
『
貴
神
邸
宅
図
」
の
主
題
と
表
現
」
「
美
術
研
究
』
一
一
一
一
一
一
五

東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
昭
和
六
十
一
年
)

(
幻
)
み
や
び
に
つ
い
て
は
多
様
な
論
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
現
実
の
く
び
き
か
ら
超
越
し
よ
う

と
す
る
美
の
様
式
と
す
る
(
す
な
わ
ち
美
的
な
側
面
の
強
調
が
相
応
し
い
。
(
秋
山
慶
「
「
み

や
び
』
の
構
造
」
「
講
座
日
本
思
想
』
五
東
京
大
学
出
版
会
昭
和
五
十
九
年
)

(
辺
)
源
豊
宗
氏
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
(
同
氏
「
玄
突
三
一
蔵
絵
綜
説
」
『
新
修
日
本
絵
巻
物
全

集
」
一
五
岩
波
書
庖
昭
和
五
十
二
年
)

(
お
)
松
原
茂
「
『
松
崎
天
神
縁
起
』
小
考
」
「
続
日
本
絵
巻
大
成
』
一
六
中
央
公
論
社
昭

和
五
十
八
年

(μ)
大
西
昌
子
「
日
本
の
初
期
水
墨
画
史
の
再
検
討
|
画
中
画
資
料
に
よ
る
1

」
「
美
術
史
』

一
一
三
美
術
史
学
会
昭
和
五
十
七
年

(
お
)
板
倉
聖
哲
氏
に
そ
の
存
在
を
御
一
不
教
頂
い
た
。
尚
、
昭
和
二
十
六
年
に
島
田
修
二
郎
氏
に

よ
り
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
(
二
「
島
田
修
二
郎
著
作
集
』
一
三
一
中
央
公
論
美
術
出
版
平
成
五
年

に
掲
載
)
李
街
は
延
祐
七
年
〈
三

照
し
た

O

(
m
m
)

註
(
同
)

(
幻
)
「
西
大
路
大
納
言
殿
へ
竹
一
本
進
之
、
自
中
房
竹
林
竹
所
望
之
、
尊
公
無
音
云
キ
」

「
八
坂
神
社
記
録
』
一
観
応
元
年
〈
一
三
五
O
〉
六
月
廿
五
日
(
増
補
続
史
料
大
成
本
)

(
お
)
「
宣
和
画
譜
』
巻
第
十
四
「
畜
獣
門
」
に
は
「
叢
竹
虎
図
」
が
、
ま
た
第
十
六
「
花
鳥
門
」

の
黄
釜
の
系
統
に
は
桃
と
竹
を
描
い
た
作
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
鈎
)
『
仏
日
庵
公
物
目
録
』
(
『
鎌
倉
市
史
資
料
篇
」
所
収
貞
治
二
年
〈
一
一
一
一
六
一
一
一
〉
校
合
)
に
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は
「
墨
竹
二
鋪
一
読
」
「
竹
槍
一
封
」
が
記
載
さ
れ
、
少
な
く
と
も
十
四
世
紀
半
ば
に
は
竹
岡
が

日
本
に
舶
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
「
四
季
四
鋪
」
と
記
さ
れ
る
作
は
、
四

季
を
四
幅
に
分
け
て
描
い
て
い
た
可
能
性
が
強
く
、
次
章
で
言
及
す
る
「
四
季
墨
竹
図
」
と

の
関
連
に
お
い
て
注
意
さ
れ
る
。

(
初
)
戸
田
禎
佑
「
漢
画
系
扉
風
絵
に
つ
い
て
」
『
室
町
時
代
の
扉
風
絵
(
「
国
華
」
創
刊
一

0
0

年
記
念
特
別
展
カ
タ
ロ
グ
)
』
東
京
国
立
博
物
館
平
成
元
年

当
作
品
に
つ
い
て
は
、
同
氏
に
よ
る
解
説
が
あ
る
0

(

「
四
季
墨
竹
図
」
「
国
華
」
一

O
九

四
国
華
社
昭
和
六
十
一
年
)

(
担
)
醍
醐
寺
コ
一
宝
院
表
書
院
・
中
段
問
の
障
子
絵
の
竹
図
は
、
比
較
的
当
日
肘
風
の
構
図
に
似
る
。

(
詑
)
註
(
凶
)

(
お
)
寛
政
四
年
|
延
徳
三
年
〈
一
四
六
一
二
一
四
九
一
〉
に
か
け
て
竹
に
関
す
る
記
事
が
頻
出

す
る
。
例
え
ば
禁
裏
に
竹
を
献
上
し
た
り
(
寛
政
四
年
正
月
十
四
日
)
、
足
利
義
尚
の
求
め
に

応
じ
て
進
上
す
る
(
長
享
二
年
六
月
十
八
日
)
、
ま
た
竹
供
御
人
の
争
論
の
訴
え
を
受
け
る
な

ど
(
文
明
十
三
一
年
五
月
)
竹
に
関
す
る
様
ん
?
な
活
動
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
七
月
三
日
に
竹
を

植
え
る
と
良
く
つ
く
た
め
、
毎
年
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
あ
り
(
延
徳
三
年
七
月
三
日
)
、

竹
の
育
成
に
力
を
注
い
で
い
る
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
(
史
料
纂
集
本
)

(
担
)
小
川
裕
充
氏
の
御
一
不
教
に
よ
る
。
尚
、
「
中
国
絵
画
総
合
図
録
続
編
2
』
に
収
載
さ
れ
て

い
る
。

(
お
)
註

(
9
)
及
び
註
(
日
)
。
「
歴
代
名
画
記
」
(
画
史
叢
書
本
)
中
、
東
晋
の
顧
憧
之
に
よ
る

『
論
董
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
部
分
か
ら
、
菊
竹
氏
は
七
賢
図
の
伝
統
は
東
晋
よ
り
更
に
遡
る

と
さ
れ
る
。

(
お
)
「
一
竹
を
た
つ
る
ゃ
う
か
ら
た
け
の
す
へ
を
き
り
て
ゑ
た
る
ふ
し
数
こ
と
に
七
け
ん
と

い
ふ
は
七
ふ
し
な
り
七
本
な
り
口
伝
あ
り
し
う
け
ん
な
り
た
け
は
二
五
八
月

に
た
つ
る
な
り
」
「
仙
伝
抄
』
(
慶
長
元
和
古
活
字
本
・
東
京
都
立
中
央
図
書
館
蔵
)

(
幻
)
山
根
有
一
一
一
「
室
町
時
代
た
て
花
概
論
|
い
け
ば
な
の
確
立
と
展
開
」
「
山
根
有
コ
一
著
作

集
』
七
中
央
公
論
美
術
出
版
平
成
八
年
(
初
出
昭
和
五
十
七
年
)

(
お
)
木
藤
才
蔵
『
連
歌
論
集
一
中
世
の
文
学
』
一
一
一
弥
井
書
庖
昭
和
四
十
七
年

ま
た
同
書
に
は
「
賢
人
ト
ア
ラ
バ
竹
の
林
七
よ
し
の
冶
川
原
わ
ら
び
お
る
」
も

挙
げ
ら
れ
、
七
賢
と
竹
の
林
の
連
想
の
強
固
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
鈎
)
「
宗
祇
申
、
連
歌
相
積
(
続
)
七
人
作
者
為
十
巻
、
序
事
申
入
之
、
名
ハ
竹
林
集
云
々
」

『
尋
尊
大
僧
正
記
七
十
九
」
文
明
八
年
五
月
廿
コ
一
日
(
増
補
続
史
料
大
成
本
〈
大
日
本
史
料

八
ノ
八
〉
)

(
必
)
光
信
の
基
準
作
で
あ
る
「
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
」
下
巻
最
終
段
を
初
め
、
「
硯
破
草
子
」
第

五
段
、
「
う
た
た
ね
草
紙
(
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
こ
第
二
段
、
「
源
氏
物
語
圏
帖
・
(
ハ

l

ヴ
ァ

l
ド
大
学
美
術
館
蔵
こ
鋒
火
、
「
源
氏
物
語
等
扇
面
貼
付
扉
風
(
出
光
美
術
館
こ
鈴
虫
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
障
子
や
杉
戸
絵
に
竹
が
描
か
れ
て
い
る
例
も
多
く
、
光
信
周
辺
作

と
推
さ
れ
る
「
白
描
平
家
物
語
絵
巻
」
第
一
段
・
中
宮
御
産
の
場
面
で
は
、
室
内
の
障
子
は

竹
(
笹
)
図
で
覆
わ
れ
て
い
る
。

(
H
U
)

画
中
画
に
つ
い
て
の
示
唆
に
富
む
解
釈
に
つ
い
て
は
、
奥
平
俊
六
『
絵
は
語
る

m
彦
根

日肘風
l
無
言
劇
の
演
出
』
(
平
凡
社
平
成
八
年
)
を
参
照
し
た
。

(
位
)

l

|

①
、
⑬

(
必
)
中
山
喜
一
郎
「
芦
屋
釜
下
絵
図
巻
と
土
佐
光
信
」
「
冨
dω
開
口
一
亘
五
一
一
一
一
東
京
国
立

博
物
館
平
成
七
年

(
叫
)
千
野
香
織
「
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
」
解
説
「
日
本
美
術
全
集
」
一
二
講
談
社
平
成

四
年

(
M
M
)

岩
崎
佳
枝
「
土
佐
光
信
の
文
芸
活
動
|
陽
明
文
庫
蔵
「
三
十
首
』
歌
と
連
歌
」
「
語
文
』

四
七
大
阪
大
学
昭
和
六
十
一
年

(
必
)
「
早
朝
向
宗
祇
庵
、
之
兼
日
招
引
也
、
人
丸
像
新
園
土
佐
刑
部
少
輔
光
信
書
之
、
本
信
(
貫
虞

跡
也
、
讃
押
定
家
卿
自
筆
色
紙
、
[
山
鳥
ノ
オ
ノ
寄
]
供
養
舟
首
寄
講
之
」

「
実
隆
公
記
」
延
徳
コ
一
年
三
月
廿
四
日
(
太
洋
社
本
)

(
幻
)
光
信
グ
ル
ー
プ
の
制
作
に
な
る
ハ

l
ヴ
ァ

l
ド
本
「
源
氏
物
語
童
-
帖
」
に
お
い
て
も
源
氏

寄
合
と
の
か
か
わ
り
の
深
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
(
池
田
忍
他
「
ハ

l
ヴ
ァ

l
ド
大
学
美
術

館
蔵
「
源
氏
物
語
壷
帖
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
国
華
二
一
一
一
一
一
国
華
社
平
成
九
年
)

(
必
)
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
(
簡
約
版
)
』
「
宗
祇
」
解
説
岩
波
書
広
昭
和
六
十
一
年

(ω)
連
歌
の
七
賢
と
い
う
呼
称
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
初
出
す
る
と
い
う
。
し
か
し
連
歌
の
名

手
七
人
を
選
ぶ
と
い
う
発
想
自
体
が
竹
林
七
賢
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
連
歌
の
七

賢
と
い
う
捉
え
方
は
そ
も
そ
も
初
め
か
ら
当
然
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
(
両
角
倉
一
『
宗
祇

連
歌
の
研
究
」
勉
誠
社
昭
和
六
十
年

(
印
)
「
竹
林
七
賢
図
」
『
田
氏
家
集
」
島
田
忠
臣
寛
平
三
年
〈
八
九
一
〉
以
前
(
群
書
類
従
本
)

(
日
)
安
達
啓
子
「
室
町
時
代
や
ま
と
絵
堺
風
絵
考
」
「
太
田
道
瀧
記
念
美
術
展
室
町
美
術
と

戦
図
画
壇
』
カ
タ
ロ
グ
東
京
都
庭
園
美
術
館
昭
和
六
十
一
年
尚
、
註

(
5
)
参
照
。

(
臼
)
竹
林
と
七
賢
を
異
種
の
素
材
に
よ
っ
て
表
し
、
組
み
合
わ
せ
た
興
味
深
い
例
が
『
経
覚
私

要
紗
』
に
載
る
。
古
市
胤
栄
に
よ
る
林
間
の
風
呂
の
風
流
の
一
つ
と
し
て
、
庭
の
東
南
に
七

賢
を
書
き
、
竹
を
植
え
山
を
造
っ
た
と
あ
る
。
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
竹
梓
を
挿

し
、
七
賢
は
描
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
一
つ
の
主
題
が
同
一
一
半
面
上
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

異
種
の
メ
デ
ィ
ア
の
並
存
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
た
異
和
感
を
楽
し
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。

尚
こ
の
折
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
十
日
に
及
ぶ
林
間
が
催
さ
れ
、
竹
を
風
流
の
材
料
と
し

て
二
回
使
用
し
て
い
る
が
、
必
ず
街
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ら
と
は

別
に
街
の
つ
く
り
物
も
作
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
成
長
す
る
瑞
々
し
い
街
が
殊
更
愛

好
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
興
味
深
い
。
そ
れ
は
泉
万
理
氏
が
「
祭
礼
草
紙
』
の
研
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究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
青
竹
の
風
流
に
対
す
る
好
尚
と
繋
が
る
も
の
で
も
あ
る
(
同
氏
「
祭

礼
草
紙
に
み
る
室
町
の
秋
」
〈
『
第
二
回
か
ざ
り
研
究
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書
』
か
ぎ
り
研
究

会
平
成
六
年
〉
)
o

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
晴
好
は
、
「
四
季
竹
図
扉
風
」
の
笥
の
描
写
に
対
す

る
執
着
と
、
青
々
し
た
若
竹
や
成
竹
の
み
を
描
く
選
択
と
に
呼
応
し
て
い
る
と
い
え
る
。

「
今
日
古
市
胤
栄
林
間
ヲ
敷
、
|
1
1
上
庭
ニ
棚
ヲ
置
テ
花
ヲ
立
、
|
|
|
東
南
ニ
七
賢
ヲ
書

テ
、
竹
ヲ
植
、
山
ヲ
ツ
キ
、
街
等
在
之
、
事
体
凡
声
聞
難
及
為
体
也
1
1
1
1
1
」

『
経
覚
私
要
紗
」
文
明
元
年
〈
一
四
六
九
〉
八
月
九
日
(
大
日
本
史
料
八
ノ
二
・
ご
一
)

「I
l
-
-
予
(
経
覚
)
上
所
ニ
棚
ヲ
置
テ
、
多
ヲ
作
テ
入
色
々
菓
物
、
賞
玩
無
蓋
期
間
上
了

I
l
-
-
」

『

同

右

」

廿

六

日

(
日
)
例
え
ば
成
恩
寺
関
白
経
嗣
に
よ
る
『
北
山
殿
行
幸
記
』
は
、
後
小
松
天
皇
に
よ
る
足
利
義

満
の
北
山
殿
へ
の
行
幸
の
折
の
殿
内
の
窒
礼
や
風
流
を
記
す
が
、
唐
絵
・
花
瓶
・
香
炉
・
扉

風
は
筆
に
尽
く
し
が
た
い
と
し
な
が
ら
も
「
つ
ね
の
こ
と
な
り
」
と
簡
単
に
片
付
け
、
そ
れ

に
対
し
て
を
き
物
や
わ
り
ご
な
ど
の
つ
く
り
物
に
関
し
て
は
そ
の
有
様
を
具
体
的
に
記
し
て

い
る
。
お
そ
ら
く
つ
く
り
物
は
、
特
に
造
形
物
に
興
味
の
無
い
人
の
注
意
も
引
い
た
に
違
い

な
い
。
尚
こ
の
折
の
を
き
物
は
、
「
河
圃
洛
書
(
黄
河
と
洛
水
か
)
と
か
や
を
つ
む
ぎ
そ
め
物

に
て
つ
く
ら
る
。
り
う
の
い
き
ほ
ひ
か
め
の
す
が
た
。
か
ら
園
の
め
で
た
か
り
し
た
め
し
を

さ
な
が
ら
、
つ
つ
し
た
り
o
l
-
-
斗
と
記
さ
れ
、
つ
む
ぎ
染
め
物
で
作
ら
れ
た
竜
や
亀
は
、

楽
し
い
驚
き
に
満
ち
て
い
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
連
日
の
よ
う
に
繰
り
出
さ
れ
る
わ
り
ご
の

風
流
は
、
つ
く
り
物
や
花
に
よ
っ
て
変
化
に
富
ん
で
い
た
様
が
窺
わ
れ
る
。

『
北
山
殿
行
幸
記
』
応
永
十
五
年
〈
一
四
O
八
〉
コ
一
月
(
新
校
群
書
類
従
巻
第
三
十
九
)

作
品
閲
覧
に
関
し
て
大
西
康
氏
、
並
び
に
都
築
悦
子
氏
の
御
高
配
を
頂
い
た
こ
と
を
感
謝
致
し

ま
す
。
ま
た
泉
万
里
氏
、
島
尾
新
氏
、
井
手
誠
之
輔
氏
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
方
々
に
貴
重
な

御
助
言
を
頂
戴
し
ま
し
た
。

尚
、
筆
者
の
ア
メ
リ
カ
滞
在
中
、
数
々
の
御
芳
志
を
頂
い
た
プ
ラ
イ
ス
夫
妻
に
心
か
ら
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。



図2 四季竹図扉風法量 (単位 cm)(著者計測)

図 3 法然上人絵伝

国立歴史民俗博物館研究報告

第 114集 2004年 2月

(智恩院本)第46巻 1段

120 
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② ①
 

④ ③ 

4-①、②、③、④ 四季墨竹図春・夏・秋・冬景 クリーブランド美術館蔵
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② 

④ 

図 6 ~①、 ②、 ③、 ④ 李街竹譜詳録

① 

③ 

国立歴史民俗僧物館研究報告

第 114集 2004年2月
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[四季竹図扉風について] ー加麓悦子

図7 四季花木図扉風部分 出光美術館蔵

図8 四季竹図扉風

図10 花王以来の花伝書七賢花 図9 鄭蜜 七賢図 葉承耀コレクション
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国立歴史民俗僧物館研究報告

第 114集 2004年2月

図11一③ 四季竹図扉風紙中極め左隻 図11ー① 四季竹図扉風紙中極め右隻

図12一① 芦屋釜下絵図巻 四季竹図 (春夏)福岡市美術館蔵
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図12-<V芦屋釜下絵図巻 四季竹図(秋冬)福岡市美術館蔵

図14 四季竹図扉風部分 図13 芦屋釜下絵図巻四季竹園部分 福岡市美術館蔵
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図16 李街竹譜詳録

図18 芦屋釜下絵図巻四季竹図部分

国立歴史民俗博物館研究報告

第 114集 2004年 2月

図15 芦屋釜下絵図巻竹図部分

図17 四季竹図扉風部分
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[四季竹図扉風について]・・ 加藤悦子

図19 芦屋釜下絵図巻四季竹図部分

図20 芦屋釜下絵図巻四季竹図部分

図21 土佐光信北野天神縁起絵巻上巻第 1段 北野天満宮蔵
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Folding Screen Depicting Bamboo in Four Seasons 

KATO Etsuko 

Bulletin 01 the National Museum 01 Japanese History 
vol. 114 February 2004 

百leexistence of the “Folding Screen wi白 Picturesof Bamboo in Four Seasons" (Shiki Chiku Zu Byobu) held 

in the collection of the Metropolitan Museum of Art as a screen of the Yamato-e style from the Middle Ages 

has been known for a long time. However， as yet there has not been a study on the subject of the structure of 

its expression. This paper looks at the tradition of painting bamboo， the four seasons and bamboo forests while 

focusing on the struc加reof its expression， studies the themes出eycontain and uncovers the background to 

their creation by also taking into consideration the cultural background of that time. 

百letradition of painting bamboo dates back to the Asuka Period (552・646).By gathering together samples 

and studying bamboo depicted in picture scrolls that pre-date the 14th cen知Iγ，we宣ndthat they gradually be-

came a familiar motif while preserving their image as a symbol of Chinese-style literati. Taking into account the 

two factors of the introduction to Japan of bamboo paintings that had been cultivated in China and advances in 

the establishment of bamboo forests in Japan， it is possible that by the middle of the 14th century出eproduc-

tion of large bamboo paintings existed. Next，企omthe relation between this folding screen and“Shiki Boku 

Chiku Zu" (Ink Painting of Bamboo in the Four Seasons) and its relation with the depiction of bamboo shoots 

in LiKan's(李1fT)"Chiku釦 Shouroku"，1 point to speci:fic aspects of出eaccep句nceof Chinese paintings in the 

screen. Also， due to its similarity with the “Shiki Kaboku Zu Byobu" (Folding Screen with Pictures of Flora in 

the Four Seasons) 1 draw attention to the inheritance of the tradition of Yamato-e. 1 note that the repeated use 

in this work of seven bamboos implies the seven sages of the Chinese tradition and explain that出isexisted in 

elements of Japanese culture of the day such as Renga Oinked verse) and tate-hana at the same time. Next， fol-

lowing a structural comparison between the folding screen and the “Shiki Chiku Zu" (“Pic加reof Bamboo in 

the Four Seasons") contained in出e“AshiyakamaShitae Zukan" (picture Scroll of Ashiy北amaShitae) 1 sug-

gest that there is a high possibility that Tosa Mitsunobu is the creator of the screen. Taking the above points 

into account， 1 show that the folding screen was produced on the basis of an active interpretation and accep-

tance of expression found in Chinese and Japanese paintings and suggest that Tosa Mitsunobu， who was a 

court painter and also worked in the service of warriors for many years， :fits well as the screen's creator. 1 show 

that Sogi's Renga circle was白esetting for the genesis of the reference to the seven sages and that Mitsunobu 

did belong to that circle， thus providing further support for the above contention. Lastly， 1 suggest that the gen-

tle style of painting， multiple themes and the necessity of expressing the four seasons in the folding screen can 

be interpreted as having been brought about by the cultural environment in which the use of screens， Chinese 

objects， fabricated objects， tate-hana and screens coexisted and competed with each other. 
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