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This paper explores the propagation of im
agery in The Tale of Genji, 

focusing prim
arily on the Tosa school, as represented in the screens 

depicting the W
akam

urasaki and Ukifune chapters at the Sidney and Lois 

Eskenazi M
useum

 of Art, Indiana University.

Painted in the 17th century, these screens exem
plify the Tosa school’s 

distinctive style in their com
position and portrayal of visage figures. In 

contrast, the depiction of w
om
en’s noses and the crevices on the rocks 

illustrates the style of the Kanō school. N
otably, the com

position bears a 

striking resem
blance to the Genji screens created by Tosa M

itsuoki during 

the early Edo period. W
hile M

itsuoki’s w
ork has often been view

ed as 

incorporating elem
ents from

 his contem
porary, Kanō Tanyū, this analysis 

dem
onstrates that M

itsuoki w
as building upon the foundations laid by 

earlier Tosa artists. Thus, the Indiana screens provide valuable insights into 

the continuity and evolution of Genji im
agery.

序
論本

論
は
、主
に
土
佐
派
に
お
け
る
源
氏
絵
図
様
の
継
承
の
過
程
を
一
部
解
き
明

か
す
手
が
か
り
を「
源
氏
物
語

　若
紫
・
浮
舟
図
屏
風
」（
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
美
術

館
蔵
。以
下「
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
」と
呼
ぶ
）【
図
1
】に
見
出
す
も
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
絵
画
化
を
は
じ
め
、
や
ま
と
絵
を
手
が
け
る
絵
の
家
で
あ
る
土

佐
派
で
は
、
宮
廷
絵
所
預
を
勤
め
た
光
信
・
光
茂
に
続
き
、
討
死
し
た
光
元
の
後
、

堺
へ
移
転
し
た
門
人
光
吉
・
光
則
、
絵
所
へ
と
復
帰
し
た
光
起
と
苦
難
の
時
期
を

経
て
絵
の
粉
本
を
伝
え
て
き
た
。
源
氏
絵
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、
ど
の
場
面
を
描

く
か
が
次
第
に
固
定
化
す
る
の
を
経
て
、
光
吉
が
主
だ
っ
た
場
面
構
成
を
大
成

し
、
光
則
は
光
吉
が
採
用
し
な
か
っ
た
室
町
時
代
土
佐
派
の
図
様
を
発
掘
し
て
絵

画
化
し
た
と
い
う
流
れ
を
菊
地
絢
子
氏
が
指
摘
す
る﹇
註
一
﹈。

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
は
作
者
不
詳
な
が
ら
狩
野
派
の
手
を
う
か
が
わ
せ
る

十
七
世
紀
の
作
例
で
、
右
隻
「
若
紫
」
の
画
面
構
成
は
土
佐
光
起
「
源
氏
物
語  

若

紫
・
須
磨
図
屏
風
」（
福
岡
市
美
術
館
蔵
）【
図
12
】右
隻
と
ほ
ぼ
共
通
す
る
も
の
の
、

源
氏
絵
図
様
の
継
承

―
 「

源
氏
物
語  

若
紫
・
浮
舟
図
屏
風
」（
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
美
術
館
蔵
）を
介
し
た
事
例 ―

Succession of the tale of Genji im
agery

A case study w
ith the screens of the Tale of Genji W

akam
urasaki and Ukifune chapter in the Sidney and Lois Eskenazi 

M
useum

 of Art, Indiana University
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源氏絵図様の継承  ―「源氏物語  若紫・浮舟図屏風」（インディアナ大学美術館蔵）を介した事例 ―

光
起
の
屏
風
に
は
な
い
、
眠
れ
ぬ
夜
を
過
ご
す
源
氏
の
姿
は
土
佐
光
吉
「
源
氏
物

語
手
鑑
」（
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
蔵
）【
図
13
】
に
近
し
い
。
左
隻
「
浮
舟
」
に

描
き
込
ま
れ
る
宇
治
橋
は
土
佐
光
茂
ま
た
は
光
元
周
辺
の
作
と
推
測
さ
れ
る
伝

土
佐
光
信
「
源
氏
物
語  

須
磨
・
浮
舟
図
屏
風
」（
今
治
市
河
野
美
術
館
蔵
）【
図
17
】

に
共
通
す
る
。
翻
っ
て
考
え
る
に
、
光
起
が
参
照
し
た
先
行
図
様
の
あ
り
よ
う
を

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。
本
論
文
は
イ
ン
デ
ィ

ア
ナ
大
学
本
の
描
写
を
確
認
し
た
後
、
主
に
土
佐
派
の
作
例
と
の
比
較
を
通
し
、

こ
の
作
例
を
介
す
る
こ
と
で
江
戸
時
代
に
お
け
る
室
町
時
代
以
来
の
源
氏
絵
図

様
継
承
の
様
相
を
少
し
で
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

在
外
作
品
で
あ
る
う
え
作
者
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学

本
に
か
ん
す
る
先
行
研
究
は
少
な
い
。
海
外
に
あ
る
大
画
面
源
氏
絵
の
優
品
と
し

て
紹
介
し
て
き
た
の
は
田
口
榮
一
氏
で
、『
屏
風
絵
集
成
五
大
和
絵
系
人
物
』（
七

九
年
）
収
載
論
文
・『
見
な
が
ら
読
む
日
本
の
こ
こ
ろ
「
源
氏
物
語
」』（
八
六
年
）・

『
豪
華
﹇
源
氏
絵
﹈
の
世
界
』（
八
八
年
）・『
す
ぐ
わ
か
る
源
氏
物
語
の
絵
画
』（
〇
九

年
）
で
大
き
く
取
り
上
げ
、
両
隻
が
と
も
に
恋
の
始
ま
り
と
な
る
垣
間
見
を
テ
ー

マ
と
す
る
こ
と
を
指
摘
し
「
気
宇
の
大
き
い
優
れ
た
構
成
力
が
み
ら
れ
、
在
米
源

氏
絵
の
な
か
で
も
屈
指
の
優
品
」と
評
価
す
る﹇
註
二
﹈。ま
た
エ
ス
テ
ル
・
レ
ジ
ェ

リ
ー
＝
ボ
エ
ー
ル
氏
は
フ
ラ
ン
ス
語
訳
『
源
氏
物
語
』
で
両
隻
の
図
版
を
大
き
く

見
開
き
で
掲
載
す
る
﹇
註
三
﹈。
展
覧
会
へ
の
出
品
歴
は
二
〇
〇
八
年
メ
ト
ロ
ポ
リ

タ
ン
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
「
源
氏
絵
」
展
の
み
で
、
展
覧
会
図
録
の
解
説
は
メ

リ
ッ
サ
・
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
氏
が
執
筆
し
た﹇
註
四
﹈。

第
一
章

　イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
の
概
要―

場
面
選
択
と
人
物
・
景
物
表
現

（
一
）作
品
概
要
と
場
面
選
択

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
は
、昭
和
四
十
一
年（
一
九
六
六
）に
日
本
の
古
美
術
商

か
ら
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
美
術
館
が
購
入
し
た
。
古
美
術
商
よ
り
以
前
の
伝
来
は

明
ら
か
で
は
な
い
。
収
蔵
後
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
レ
ポ
ー
ト
に
よ
る
と
、
扇
の
合

わ
せ
目
に
傷
み
が
あ
り
、顔
料
の
剥
落
、紙
の
浮
き
上
が
り
、金
箔
の
欠
失
が
部
分

的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。
大
学
美
術
館
収
蔵
後
は
修
理
等
で
手
を
入
れ
て
は
い
な

い
。
観
察
し
た
限
り
で
は
、
扇
の
合
わ
せ
目
は
い
ず
れ
も
数
セ
ン
チ
ず
つ
の
幅
で

傷
み
、補
彩
さ
れ
て
い
る
。右
隻
第
四
扇
上
部
の
建
物
と
金
雲
の

間
や
、同
第
五

扇
上
部
の
金
雲
の

間
は
青
灰
色
に
近
い
彩
色
が
当
初
の
も
の
と
は
異
な
る
可

能
性
が
あ
り
、
と
り
わ
け
後
者
は
第
六
扇
か
ら
伸
び
る
金
雲
の
先
端
部
の
盛
り
上

げ
が
第
五
扇
の
青
灰
色
の
地
に
認
め
ら
れ
、
あ
る
時
期
に
上
か
ら
塗
布
し
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
。
人
物
の
顔
も
作
風
に
幅
が
あ
り
【
図
4
参
照
】、
右
隻
の
尼
君
、

眠
れ
ぬ
源
氏
、
そ
の
隣
室
の
従
者
な
ど
は
目
鼻
の
均
衡
が
整
い
細
部
の
描
写
が
丁

寧
で
あ
る
も
の
の
、
右
隻
の
垣
間
見
を
す
る
源
氏
と
傍
の
童
子
、
左
隻
の
浮
舟
ら

は
目
の
間
が
離
れ
や
や
の
っ
ぺ
り
と
し
た
印
象
を
与
え
る
。
絵
師
と
そ
の
工
房
の

複
数
の
手
に
よ
る
表
現
の
違
い
で
あ
る
か
、
後
世
の
直
し
を
認
め
る
か
は
判
断
が

難
し
い
。
こ
の
よ
う
に
部
分
的
に
後
補
の
入
っ
た
様
子
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、

全
体
的
に
保
存
状
態
は
良
く
、
制
作
当
初
の
顔
料
の
発
色
を
残
し
、
優
れ
た
画
技

を
伝
え
て
い
る
。法
量
は
各
隻
が
縦
一
四
九
・
二
セ
ン
チ
、横
三
三
五
・
六
セ
ン
チ

と
通
常
の
本
間
屏
風
よ
り
一
回
り
小
さ
い
。

金
雲【
図
2
】は
内
部
に
盛
り
上
げ
装
飾
が
あ
り
、雲
の
縁
に
沿
っ
て
外
側
か
ら

内
側
へ
次
第
に
小
さ
く
な
る
点
を
並
べ
て
い
る
。
点
の
列
は
多
い
と
こ
ろ
で
七
列

あ
り
、
そ
の
幅
は
お
お
よ
そ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ル
あ
る
。
点
に
よ
る
縁
取
り
の
内
側
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て
い
る
。
う
ち
右
側
に
遠
方
の
宇
治
橋
が
目
立
つ
。
金
雲
の
下
部
は
左
右
に
二
分

さ
れ
、
右
側
は
匂
宮
の
牛
車
と
従
者
た
ち
が
待
つ
。
柴
垣
を
隔
て
て
左
側
に
は
俯

瞰
構
図
で
邸
宅
が
大
き
く
描
か
れ
る
。
右
端
に
縁
側
か
ら
室
内
を
覗
き
見
る
匂

宮
、
部
屋
に
は
黒
漆
塗
り
の
格
子
が
嵌
め
ら
れ
て
お
り
、
他
の
箇
所
は
蔀
戸
と

な
っ
て
い
る
が
、
匂
宮
の
い
る
場
所
だ
け
は
襖
戸
で
細
い

間
を
開
け
て
い
る
。

室
内
に
は
裁
縫
を
す
る
女
房
が
五
人
、
女
房
た
ち
の
間
に
置
か
れ
た
灯
火
を
奥
か

ら
ぼ
ん
や
り
眺
め
る
女
主
人
の
浮
舟
が
描
か
れ
る
。
左
隻
も
、
右
下
隅
の
牛
車
の

角
度
、
柴
垣
と
屋
敷
の
一
方
の
斜
線
が
ほ
ぼ
一
列
に
並
び
右
下
が
り
の
対
角
線
を

描
く
ほ
か
、
柴
垣
と
屋
敷
の
も
う
一
方
の
斜
線
は
大
ま
か
な
が
ら
右
上
が
り
の
対

角
線
を
生
み
出
し
空
間
を
分
け
て
い
る
。

左
右
隻
と
も
に
、
金
雲
・
モ
チ
ー
フ
の
配
置
と
遠
近
感
を
用
い
る
整
理
さ
れ
た

画
面
構
成
が
確
認
で
き
る
。
画
中
画
も
注
目
さ
れ
、
右
隻
の
尼
君
の
背
後
に
立
て

ら
れ
た
竹
の
金
地
屏
風
【
図
3
】、
左
隻
の
裁
縫
を
す
る
女
房
た
ち
の
脇
に
立
て
広

げ
ら
れ
た
朝
顔
と

に
金
泥
を
は
く
屏
風
、
手
前
側
に
僅
か
に
見
え
る
松
と
金
泥

の
屏
風
、
そ
の
部
屋
の
外
側
の
白
壁
に
水
墨
で
描
か
れ
た
柳
と
金
泥
な
ど
、
豊
か

な
描
写
を
見
せ
て
い
る
。
右
隻
が
桜
の
咲
く
春
で
あ
る
の
に
対
し
、
左
隻
に
と
り

わ
け
印
象
深
い
秋
草
の
屏
風
を
描
き
こ
み
、
春
秋
で
屏
風
形
式
と
し
て
の
均
衡
を

図
っ
て
い
る
よ
う
だ
。「
浮
舟
」
の
場
面
は
本
文
で
は
新
春
の
物
語
で
あ
り
、
邸
宅

の
周
囲
に
は
葉
を
落
と
し
て
枝
ば
か
り
の
樹
木
や
南
天
の
実
が
描
か
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
画
中
画
で
秋
草
を
描
い
て
右
隻
と
の
組
み
合
わ
せ
を
工
夫
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
金
地
に
竹
や
松
、
秋
草
な
ど
を
あ
し
ら
う
主
題
は
い
か
に
も
や
ま

と
絵
屏
風
で
あ
る
。

は
、い
わ
ゆ
る
源
氏
雲
の
形
態
の
雲
形
文
様
を
大
小
取
り
合
わ
せ
て
埋
め
て
い
る
。

右
隻
は「
若
紫
」か
ら
よ
く
知
ら
れ
た
場
面
を
二
つ
選
択
す
る
。一
つ
目
は
飼
っ

て
い
た
雀
を
女
童
が
逃
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
訴
え
る
幼
い
紫
の
上
と
、
そ
の
姿

を
北
山
へ
静
養
に
来
て
い
た
光
源
氏
が
偶
然
垣
間
見
す
る
場
面
で
あ
る
。
二
つ
目

は
そ
の
夜
、
源
氏
が
煩
悶
し
て
眠
れ
ず
に
い
る
場
面
で
あ
る
。
画
面
右
側
の
建
物

は
縁
側
に
女
房
、そ
の
後
ろ
に
女
童
、室
内
の
軒
近
く
に
紫
の
上
、奥
に
尼
君
が
い

る
。女
房
の
顔
の
向
き
を
追
う
と
、桜
の
枝
に
雀
が
一
羽
留
ま
っ
て
い
る
。画
面
右

下
隅
に
は
閼
伽
棚
を
備
え
た
建
物
が
描
き
込
ま
れ
、
尼
君
等
の
い
る
建
物
と
連
続

す
る
よ
う
で
い
な
が
ら
、
杮
葺
を
茅
葺
へ
違
え
、
蔀
戸
も
黒
漆
塗
り
に
な
っ
て
い

る
。
覗
き
見
す
る
源
氏
、
傍
に
膝
を
つ
く
従
者
（
本
文
で
は
惟
光
）
は
、
い
ず
れ
も

こ
の
場
面
の
定
番
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
画
面
左
側
上
部
に
は
別
の
建
物
が
あ
り
、

左
側
の
滝
に
面
し
た
部
屋
に
は
垣
間
見
時
と
同
じ
赤
色
の
衣
を
ま
と
い
、
伏
せ
つ

つ
枕
か
ら
頭
を
上
げ
る
源
氏
、
隣
室
に
は
従
者
が
二
名
座
し
て
い
る
。
五
・
六
扇

は
皴
の
入
っ
た
険
し
い
山
肌
を
流
れ
落
ち
る
滝
が
占
め
、
水
流
は
六
扇
か
ら
左
方

へ
と
流
れ
る
。
画
面
全
体
に
右
下
が
り
の
対
角
線
を
引
く
と
、
そ
の
上
半
分
を
建

物
が
ほ
ぼ
埋
め
る
。
建
物
の
作
り
出
す
斜
線
と
源
氏
の
視
線
の
向
き
か
ら
、
右
上

が
り
の
対
角
線
も
導
き
出
さ
れ
る
。
大
画
面
を
構
成
す
る
際
に
、
交
差
す
る
対
角

線
が
活
用
さ
れ
た
よ
う
だ
。
二
つ
の
物
語
場
面
は
、
金
雲
に
よ
り
緩
や
か
に
分
か

た
れ
、
同
時
に
画
面
中
景
に
並
列
的
に
点
在
す
る
桜
樹
・
松
樹
が
全
体
を
繋
げ
て

い
る
。

左
隻
は「
浮
舟
」か
ら
、匂
宮
が
友
人
薫
の
隠
し
て
い
る
女
性
を
見
つ
け
出
そ
う

と
宇
治
へ
赴
き
、
浮
舟
の
様
子
を
覗
き
見
て
、
か
つ
て
妻
で
あ
る
中
の
君
の
も
と

で
見
か
け
た
女
性
で
あ
る
と
気
づ
く
場
面
を
描
く
。
画
面
は
大
き
く
三
分
さ
れ
、

上
部
三
分
の
一
程
度
は
中
・
遠
景
の
自
然
景
と
し
、
金
雲
が
ゆ
る
く
下
方
と
隔
て
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源氏絵図様の継承  ―「源氏物語  若紫・浮舟図屏風」（インディアナ大学美術館蔵）を介した事例 ―

（
二
）人
物
表
現―

土
佐
派
・
狩
野
派
と
の
比
較

人
物
の
顔
貌
表
現
に
つ
い
て
【
図
4
参
照
】、
ま
ず
男
性
の
顔
を
高
貴
な
者
と
身

分
の
低
い
者
に
分
け
て
見
て
み
る
。
右
隻
の
眠
れ
ぬ
源
氏
の
白
い
顔
【
図
4-

1
】

は
や
や
面
長
で
眉
は
高
い
位
置
で
薄
墨
を
八
の
字
に
掃
き
、
切
れ
長
の
目
は
上
瞼

と
瞳
を
濃
墨
で
、
下
瞼
の
線
は
薄
墨
で
描
く
。
目
尻
に
薄
墨
の
線
を
少
し
重
ね
て

引
い
て
い
る
。
鼻
は
小
鼻
と
鼻
腔
を
描
き
、
鼻
腔
を
表
す
線
の
み
代
赭
が
か
っ
て

い
る
。小
さ
な
口
は
口
角
を
上
げ
、両
の
口
角
に
短
く
濃
い
線
を
ひ
く
。唇
の
輪
郭

を
淡
く
と
り
、
内
を
淡
朱
で
塗
る
。
大
ぶ
り
の
耳
は
耳
輪
と
対
輪
を
描
く
よ
う
だ

が
描
き
起
こ
し
の
線
が
薄
く
不
明
瞭
で
あ
る
。
憂
い
を
湛
え
る
若
き
貴
公
子
の
表

情
を
丁
寧
に
造
作
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
隣
室
の
従
者
【
図
4-

5
】
は
身
分
は

高
く
な
い
は
ず
で
あ
る
が
描
き
方
は
源
氏
に
近
く
端
正
な
顔
立
ち
で
、
細
部
描
写

か
ら
同
じ
描
き
手
と
判
断
さ
れ
る
。
目
鼻
耳
の
描
写
は
特
に
近
い
。
異
な
る
と
こ

ろ
は
地
肌
の
色
、
も
み
あ
げ
か
ら
首
筋
ま
で
の
ほ
つ
れ
毛
の
描
写
、
眉
毛
を
濃
墨

線
を
重
ね
て
描
く
点
、唇
も
大
き
め
で
、源
氏
と
の
差
異
化
を
図
っ
て
い
る
。左
隻

の
匂
宮
【
図
4-

2
】
も
源
氏
に
近
く
、
下
瞼
の
薄
墨
線
を
目
尻
で
引
き
重
ね
る
点

な
ど
構
成
要
素
が
共
通
す
る
も
の
の
、
描
線
に
抑
揚
が
あ
り
、
唇
が
鮮
や
か
な
朱

色
で
殊
に
目
立
つ
。鼻
や
耳
の
描
き
起
こ
し
線
も
明
瞭
で
あ
る
。そ
の
分
、眉
が
明

瞭
な
形
を
成
さ
ず
、口
角
を
描
か
ず
、鼻
腔
の
色
を
変
え
ず
、耳
輪
を
太
く
表
す
な

ど
、
細
部
は
右
隻
の
源
氏
と
異
な
り
、
や
や
の
っ
ぺ
り
と
し
た
描
写
は
筆
者
が
異

な
る
か
、後
筆
が
入
っ
て
い
る
可
能
性
が
推
測
さ
れ
る
。従
者【
図
4-

6
】に
つ
い

て
も
、
左
隻
で
は
明
確
に
身
分
の
低
い
人
物
と
し
て
表
情
を
誇
張
し
て
描
い
て
い

る
。彼
ら
は
眉
は
線
を
引
き
重
ね
、二
重
瞼
や
下
り
目
を
描
き
、口
髭
と
顎
髭
を
備

え
、顎
の
線
を
引
き
、鼻
腔
に
濃
墨
を
用
い
て
い
る
。

次
に
女
性
【
図
4-

9
】
を
見
る
と
、
男
性
の
描
法
を
お
お
よ
そ
当
て
は
め
て
い

る
こ
と
に
気
づ
く
。い
ず
れ
も
顔
は
白
く
、眉
は
高
い
位
置
で
薄
墨
を
掃
き
、上
瞼

と
瞳
は
濃
墨
で
、下
瞼
は
薄
墨
で
引
き
、鼻
は
小
鼻
と
鼻
腔
を
描
き
、鼻
腔
の
み
色

を
変
え
て
い
る
。
口
は
朱
色
に
塗
り
、
上
か
ら
両
口
角
の
み
濃
墨
で
描
き
起
こ
す
。

耳
は
髪
で
隠
れ
て
見
え
な
い
。
髪
は
右
隻
の
尼
君
や
紫
の
上
は
額
に
沿
っ
て
太
く

狭
く
髪
筋
が
垂
れ
て
お
り
、
左
隻
の
浮
舟
や
裁
縫
を
す
る
女
房
の
う
ち
数
人
【
図

4-

10
】
は
こ
れ
に
加
え
て
額
の
分
け
目
か
ら
八
の
字
に
髪
筋
が
流
れ
る
。
匂
宮
に

は
代
謝
色
で
爪
を
描
い
て
い
る
が
、女
房
た
ち
は
爪
を
表
さ
な
い
。

こ
う
し
て
顔
の
表
現
を
観
察
す
る
と
、源
氏
と
隣
室
の
従
者
を
中
心
に
卓
越
し
た

表
現
を
見
せ
、一
部
の
人
物
は
別
の
描
き
手
か
、後
筆
を
含
む
と
推
測
さ
れ
る
。そ
の

場
合
で
あ
っ
て
も
、源
氏
を
描
く
描
法
を
踏
襲
し
て
倣
う
様
子
が
確
認
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
顔
貌
表
現
は
ど
の
よ
う
な
流
派
に
属
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
構
図

を
共
有
す
る
土
佐
光
起
と
そ
の
祖
父
光
吉
の
作
例
と
比
較
し
た
い
。
後
述
す
る
目

鼻
の
描
写
に
つ
い
て
、
土
佐
光
信
「
源
氏
物
語
図
画
帖
」（
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
美
術

館
蔵
）
や
土
佐
光
吉
「
源
氏
物
語
絵
色
紙
帖
」（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）・「
源
氏
物

語
図
手
鑑
」（
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
蔵
）、
土
佐
光
則
「
源
氏
物
語
図
画
帖
」

（
徳
川
美
術
館
蔵
）
な
ど
小
画
面
は
男
女
と
も
に
引
目
鉤
鼻
と
し
、
目
は
細
線
で
表

し
て
い
る
。そ
の
た
め
大
画
面
で
の
比
較
が
必
要
と
な
る
。大
画
面
の
代
表
作「
源

氏
物
語

　行
幸
・
浮
舟
・
関
屋
図
屏
風
」（
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
蔵
）は
、引
手

跡
か
ら
も
と
襖
絵
で
あ
っ
た
も
の
を
四
曲
一
双
屏
風
に
改
装
し
て
お
り
、
土
佐
光

起
息
光
成
に
よ
る
第
四
扇
の
画
中
極
か
ら
、
光
吉
の
作
品
に
光
起
が
補
筆
し
た
も

の
と
判
明
す
る
。
行
幸
・
浮
舟
隻
と
関
屋
隻
の
第
一
〜
三
扇
ま
で
は
光
吉
の
手
に

な
り
、
第
四
扇
は
光
起
の
後
補
で
あ
る
。
こ
の
光
起
筆
の
箇
所
に
は
従
者
し
か
い

な
い
た
め
、
先
の
福
岡
市
美
本
を
合
わ
せ
て
参
照
す
る
。
あ
ら
か
じ
め
て
述
べ
て

お
く
と
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
の
若
干
上
目
遣
い
な
従
者
に
見
ら
れ
る
瞳
の
打
ち
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方
や
唇
の
抑
揚
に
比
べ
て
、
福
岡
市
美
本
は
謹
厳
な
光
起
様
式
を
示
す
も
の
の
、

人
物
の
目
鼻
耳
は
ほ
ぼ
同
形
を
繰
り
返
し
や
や
類
型
的
で
あ
る【
図
4-

4
・
8
】。

光
吉
の
描
く
高
位
の
男
性
【
図
4-

3
】
は
、
額
の
高
い
箇
所
で
八
の
字
に
眉
を

掃
き
、吊
り
目
が
ち
の
上
瞼
を
濃
墨
で
引
く
。下
瞼
の
線
は
、斜
線
の
小
鼻
・
鼻
腔

を
含
む
鼻
や
耳
の
輪
郭
線
と
同
じ
墨
色
で
、
口
は
朱
で
唇
を
形
ど
っ
た
上
か
ら
や

や
濃
い
墨
で
弧
線
を
ひ
く
。
福
岡
市
美
本
の
源
氏
【
図
4-

4
】
は
吊
り
目
が
抑
え

ら
れ
て
ほ
ぼ
並
行
す
る
目
と
眉
に
加
え
鼻
腔
も
並
行
に
近
く
、
表
情
の
抑
揚
は
目

立
ち
に
く
い
。
上
瞼
と
口
の
線
は
濃
墨
で
、
下
瞼
の
墨
線
は
目
頭
と
目
尻
に
線
を

引
き
重
ね
て
、微
か
な
立
体
感
や
生
動
感
に
繋
が
っ
て
い
る
。イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学

本
を
こ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
、
眉
か
ら
目
の
辺
り
は
土
佐
派
の
画
風
に
近
く
、
小

さ
な
口
の
バ
ラ
ン
ス
や
顔
の
輪
郭
に
沿
う
大
ぶ
り
の
耳
も
類
似
す
る
。一
方
で
、鼻

腔
の
墨
色
を
変
え
て
い
る
点
、口
は
口
角
の
み
を
墨
線
で
描
く
点
は
異
な
る
。

光
吉
は
身
分
の
上
下
で
人
物
の
顔
を
描
き
分
け
る
。
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
【
図

4-

7
】
で
も
地
肌
は
肌
色
を
呈
し
、
描
き
眉
で
は
な
く
線
を
引
き
重
ね
て
眉
毛
を

描
き
、
目
は
や
や
大
き
く
見
開
く
。
目
尻
や
頬
に
は
皺
を
、
口
周
り
や
顎
、
頬
に
髭

を
加
え
る
。
口
を
開
い
て
い
る
と
き
は
下
を
唇
と
同
じ
朱
色
で
描
く
。
貴
公
子
た

ち
に
比
べ
て
従
者
た
ち
は
表
情
豊
か
で
動
き
の
あ
る
様
子
に
描
か
れ
る
。
光
起
も

同
じ
く
従
者
【
図
4-

8
】
は
眉
毛
や
髭
を
一
本
ず
つ
描
く
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学

本
も
源
氏
・
匂
宮
と
従
者
た
ち
の
描
き
わ
け
は
光
吉
・
光
起
と
ほ
ぼ
共
通
す
る
。

続
い
て
女
性
に
つ
い
て
見
る
と
、光
吉【
図
4-

11
】は
眉
・
目
・
口
元
は
男
性
と

ほ
ぼ
等
し
く
描
き
な
が
ら
、鼻
の
み
は
小
鼻
と
鼻
腔
を
描
か
ず「
く
」の
字
で
表
し

て
い
る
。
女
房
た
ち
よ
り
も
さ
ら
に
位
が
低
い
と
見
ら
れ
る
、
髪
を
一
つ
結
び
に

し
た
女
性
た
ち
は
眉
こ
そ
一
本
の
線
で
表
す
も
の
の
鼻
は
や
は
り
く
の
字
で
、
女

性
を
描
く
際
の
慣
例
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
は
福
岡
市
美
本
の
光
起
【
図
4-

12
】も
同
様
で
、光
吉
と
比
べ
る
と
下
の
線
が
や
や
長
い
傾
向
に
あ
る
。そ
れ
で
は

土
佐
派
で
は
女
性
は
鼻
を
く
の
字
で
描
く
規
範
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
画
題

に
よ
っ
て
少
し
事
情
が
異
な
る
。
書
き
入
れ
か
ら
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
卒
「
木

津
屋
道
久
妻
像
」
粉
本
（
京
都
市
立
芸
術
大
学
芸
術
資
料
館
蔵
）﹇
註
五
﹈
な
ど
、
土

佐
派
に
よ
る
女
性
肖
像
画
に
は
小
鼻
と
鼻
腔
の
表
現
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
土

佐
光
吉
「
十
二
ヶ
月
風
俗
図
屏
風
」（
山
口
蓬
春
記
念
館
蔵
）
で
は
女
性
に
男
性
同

様
の
小
鼻
・
鼻
腔
を
描
く
。土
佐
光
起「
紫
式
部
図
」（
石
山
寺
蔵
）【
図
5
】に
は
小

鼻
と
控
え
目
な
鼻
腔
の
表
現
に
加
え
て
、
口
は
両
角
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
筆
を
引
き
、

わ
ず
か
に
接
し
て
い
な
い
た
め
口
角
の
み
に
線
を
引
い
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
物

語
絵
画
と
は
異
な
る
、
紫
式
部
の
肖
像
と
し
て
の
人
物
表
現
と
み
な
せ
よ
う
。
さ

ら
に
光
起
「
源
氏
物
語

　初
音
・
若
菜
上
図
屏
風
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
は
画

面
全
体
に
御

を
下
ろ
し
た
よ
う
な
騙
し
絵
構
図
と
な
っ
て
お
り
、
人
物
の
顔
の

上
に
も
竹
ひ
ご
を
表
す
緑
青
の
細
線
が
ひ
か
れ
細
部
を
確
認
し
づ
ら
い
も
の
の
、

女
性
の
一
部
に
は
小
鼻
と
思
わ
れ
る
表
現
が
見
ら
れ
る
。
光
吉
ま
で
は
源
氏
絵
の

女
性
は
鼻
を
く
の
字
で
描
い
て
い
た
も
の
が
、
そ
の
後
源
氏
絵
で
も
他
画
題
同
様

に
小
鼻
・
鼻
腔
を
描
く
例
が
出
て
く
る
も
の
と
考
え
て
お
く
﹇
註
六
﹈。
女
性
に
小

鼻
・
鼻
腔
を
描
く
表
現
は
、
し
か
し
狩
野
派
で
は
画
題
を
選
ば
ず
に
早
く
か
ら
は

じ
め
ら
れ
、
絵
巻
（
狩
野
元
信
「
酒
呑
童
子
絵
巻
」
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
な
ど
）、

唐
美
人
図
、
女
性
肖
像
画
、
風
俗
図
（
狩
野
秀
頼
「
高
雄
観
楓
図
」
東
京
国
立
博
物

館
蔵
な
ど
）、歌
仙
絵
、源
氏
絵（
伝
狩
野
永
徳「
源
氏
物
語
図
屏
風
」皇
居
三
の
丸

尚
蔵
館
蔵
、狩
野
派「
同
」デ
ト
ロ
イ
ト
美
術
館
蔵【
図
6
】な
ど
）と
全
般
的
に
確

認
さ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
の
女
性
が
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
や

目
つ
き
は
土
佐
派
の
範
疇
で
あ
っ
て
も
、
小
鼻
と
鼻
腔
を
描
き
こ
む
点
で
狩
野
派

か
、
あ
る
い
は
江
戸
時
代
前
期
以
降
の
光
起
に
近
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
口
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源氏絵図様の継承  ―「源氏物語  若紫・浮舟図屏風」（インディアナ大学美術館蔵）を介した事例 ―

角
の
み
を
墨
線
で
描
く
点
は
先
の
光
起
に
よ
る
紫
式
部
図
以
外
に
近
し
い
例
を

見
出
せ
て
い
な
い
。引
き
続
き
探
索
し
た
い
。

（
三
）景
物
表
現

続
い
て
景
物
表
現
を
見
る
と
、樹
木【
図
7
・
8
】に
つ
い
て
は
あ
ま
り
特
徴
的

な
表
現
を
見
出
せ
ず
、
類
似
し
て
い
る
流
派
を
特
定
し
づ
ら
い
。
幹
は
垂
直
で
は

な
く
斜
め
方
向
へ
緩
く
屈
曲
し
な
が
ら
伸
び
、
枝
の
先
の
下
枝
は
ポ
キ
ポ
キ
と
短

く
折
れ
る
よ
う
に
つ
く
。
根
は
土
坡
の
陰
に
隠
れ
て
い
る
も
の
以
外
は
岩
や
土
坡

の
う
え
に
露
わ
に
描
か
れ
る
。
樹
木
と
岩
に
は
同
形
の
点
苔
が
点
々
と
付
さ
れ
、

松
の
葉
叢
は
丸
み
の
あ
る
形
が
も
つ
れ
る
よ
う
に
つ
く
。
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
の

光
吉
の
松
は
あ
ま
り
屈
曲
せ
ず
に
弧
を
描
く
よ
う
に
幹
を
伸
ば
し
、
横
長
の
葉
叢

は
雲
形
に
近
く
、濃
墨
で
左
右
対
称
の
下
枝
を
加
え
る
。光
起
は
、横
長
の
扇
形
に

整
っ
た
松
の
葉
叢
を
並
べ
る
点
が
特
徴
で
、
こ
れ
に
よ
り
無
風
の
謹
直
な
雰
囲
気

を
画
面
に
与
え
る
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
に
近
い
形
態
を
土
佐
派
の
作
例
に
探

す
と
、
今
治
市
河
野
本
の
右
隻
で
風
に
煽
ら
れ
枝
を
反
る
よ
う
に
う
ね
ら
せ
る
松

樹
が
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
右
隻
左
端
の
松
の
う
ね
る
よ
う
な
枝
ぶ
り
に
近

い
。葉
叢
の
小
さ
な
丸
を
重
ね
て
作
る
よ
う
な
形
や
、根
を
持
ち
上
げ
る
点
、点
苔

の
打
ち
方
も
他
例
に
比
べ
れ
ば
近
し
い
。
小
さ
な
弧
を
並
べ
る
波
頭
も
両
者
で
や

や
近
い
か
と
見
ら
れ
る
。

一
方
で
岩
【
図
9
】
は
、
土
佐
派
の
作
例
に
は
類
似
例
が
見
ら
れ
な
い
。
今
治
市

河
野
美
術
館
本
は
大
ま
か
な
形
態
と
角
張
っ
た
輪
郭
線
を
明
確
に
と
る
点
は
遠

く
な
い
も
の
の
、
そ
の
内
側
を
代
赭
や
緑
青
の
淡
く
短
い
色
線
を
繰
り
返
し
引
き

重
ね
て
描
く
点
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
が
小

劈
皴
を
施
し
て
荒
い
岩
肌
を

表
す
の
と
は
異
な
る
。
光
吉
の
岩
は
大
小
の
弧
を
上
下
に
重
ね
、
そ
の
輪
郭
に

沿
っ
て
顔
料
を
弧
を
描
く
よ
う
に
塗
り
重
ね
た
上
か
ら
点
苔
を
打
つ
。
光
起
も
メ

ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
は
特
に
光
吉
の
表
現
に
寄
せ
な
が
ら
、
岩
の
頂
部
は
雲
の
よ
う

に
弧
を
並
べ
、
そ
の
内
側
は
光
吉
同
様
の
塗
り
込
め
方
と
す
る
。
岩
の
輪
郭
上
端

に
点
苔
を
打
つ
点
も
共
通
す
る
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
の
点
苔
は
岩
肌
全
体
に

散
ら
ば
る
。
と
り
わ
け
右
隻
の
滝
周
辺
の
険
し
い
岩
肌
【
図
10
】
は
目
を
惹
き
、
緑

色
系
の
岩
肌
が
滝
壺
の
方
で
は
青
色
系
に
色
を
変
え
る
様
子
な
ど
力
の
こ
も
っ

た
描
写
で
あ
る
。

こ
う
し
た
樹
木
や
岩
は
む
し
ろ
狩
野
派
の
作
例
を
容
易
に
想
起
さ
せ
る
。と
は

い
え
近
し
い
作
例
を
探
し
出
す
こ
と
は
存
外
難
し
く
、敢
え
て
い
う
な
ら
ば
十
七

世
紀
後
半
の
狩
野
永
納「
春
夏
花
鳥
図
屏
風
」（
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
）の
桃
山
時

代
風
と
評
さ
れ
る
樹
木
や
岩
の
や
や
強
い
調
子
が
似
通
う
の
で
は
な
い
か﹇
註
七
﹈。

松
の
幹
は
山
雪
風
に
弧
線
が
誇
張
さ
れ
て
い
る
が
、葉
叢
の
丸
い
フ
ォ
ル
ム
や
桜

樹
の
幹
の
ゆ
る
い
屈
曲
、角
張
っ
た
岩
に
小
ぶ
り
の
皴
を
繰
り
返
し
入
れ
る
点
は
、

こ
れ
が
永
納
自
身
の
画
風
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
も
の
の
、江
戸
時
代
に
お
け
る

桃
山
風
表
現
へ
の
志
向
を
う
か
が
わ
せ
る
。

宇
治
橋
【
図
11
】
は
欄
干
の
手
す
り
子
数
と
構
成
お
よ
び
橋
杭
と
橋
杭
通
貫
二

本
の
組
み
合
わ
せ
が
長
谷
川
派
の
「
宇
治
橋
図
屏
風
」
や
今
治
市
河
野
美
術
館
本

と
も
共
通
す
る
。
長
谷
川
派
の
作
例
で
は
橋
桁
は
横
方
向
に
短
い
木
材
を
並
べ
る

が
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
と
今
治
市
河
野
本
は
縦
方
向
に
長
い
木
材
を
渡
す
よ

う
に
描
く
。橋
幅
や
画
面
内
で
の
位
置
も
両
者
は
近
い
。

以
上
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
の
観
察
を
ま
と
め
る
と
、
全
体
の
構
図
や
人
物

を
身
分
の
上
下
で
描
き
分
け
る
点
は
土
佐
派
に
近
く
、
岩
の
皴
は
狩
野
派
の
作
風

で
あ
る
。
顔
貌
表
現
に
は
描
き
手
の
幅
が
う
か
が
わ
れ
、
女
性
に
小
鼻
と
鼻
腔
を

描
く
点
は
狩
野
派
あ
る
い
は
江
戸
時
代
以
降
の
土
佐
派
の
可
能
性
が
あ
る
。
画
中
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画
の
優
れ
た
出
来
栄
え
は
こ
の
絵
師
の
画
技
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
。
金
雲
内
の

盛
り
上
げ
装
飾
は
十
七
世
紀
以
降
の
源
氏
絵
に
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
点
に

加
え
、
異
な
る
描
き
手
間
で
の
源
氏
絵
図
様
の
共
有
は
室
町
時
代
か
ら
見
ら
れ
る

こ
と
、
土
佐
派
や
住
吉
派
の
源
氏
絵
で
は
積
極
的
に
は
女
性
の
小
鼻
を
描
か
な
い

こ
と
、
描
き
手
の
癖
や
特
徴
は
周
縁
モ
チ
ー
フ
や
細
部
表
現
に
現
れ
や
す
い
こ
と

を
勘
案
す
る
と
、
制
作
者
は
狩
野
派
の
描
き
方
を
習
得
し
た
町
絵
師
で
優
れ
た
画

技
を
備
え
、
土
佐
派
の
図
様
を
参
照
し
な
が
ら
六
曲
一
双
を
構
想
し
た
と
ひ
と
ま

ず
考
え
た
い
。

第
ニ
章

　源
氏
絵
図
様
の
継
承
と
選
択

（
一
）若
紫
隻

田
口
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
の
特
質
は
垣
間
見
と
い
う

テ
ー
マ
で
左
右
隻
を
繋
ぎ
な
が
ら
、物
語
場
面
が
北
山
や
宇
治
川
と
い
う
自
然
景

の
中
に
展
開
す
る
様
を
構
成
す
る
点
、す
な
わ
ち
眺
望
的
パ
ノ
ラ
マ
と
微
小
な
行

為
の
心
理
的
緊
張
感
と
の
取
り
合
わ
せ
に
あ
る
と
言
え
る
。
各
隻
に
一
場
面
の
み

を
取
り
出
し
て
拡
大
し
、
六
曲
一
双
と
い
う
大
画
面
を
構
成
す
る
の
は
決
し
て
容

易
い
こ
と
で
は
な
い
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
の
制
作
者―

描
き
手
の
み
な
ら
ず

注
文
主
や
制
作
上
の
指
示
を
与
え
た
人
物
・
環
境
を
含
む
か
も
し
れ
な
い―
は
ど

の
よ
う
に
構
図
を
作
り
出
し
て
い
る
の
か
、他
例
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
す
る
。

ま
ず
右
隻「
若
紫
」の
構
図
を
取
り
上
げ
る
。全
体
の
構
図
は
既
出
の
土
佐
光
起

筆
福
岡
市
美
本【
図
12
】右
隻
に
近
い
。第
一
・
二
扇
を
尼
君
た
ち
の
い
る
邸
宅
が

占
め
、
手
前
の
生
垣
か
ら
源
氏
が
垣
間
見
を
す
る
点
、
第
五
・
六
扇
を
滝
が
流
れ

落
ち
る
描
写
で
埋
め
る
点
な
ど
大
枠
で
共
通
す
る
構
図
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
イ

ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
に
は
画
面
上
部
に
眠
れ
ぬ
源
氏
の
場
面
を
描
き
こ
む
。
こ
の

部
分
は
土
佐
光
吉
筆
久
保
惣
本「
若
紫
」【
図
13
】で
も
選
択
さ
れ
て
い
る
。そ
れ
で

は
光
起
や
光
吉
の
作
例
と
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る

の
か
。

源
氏
に
よ
る
垣
間
見
場
面
は
、
頻
繁
に
絵
画
化
さ
れ
る
中
で
図
様
が
定
型
化
す

る
。室
町
時
代
の「
源
氏
物
語
図
扇
面
貼
付
屏
風
」（
浄
土
寺
蔵
）の
一
面
に
は
必
要

最
低
限
の
モ
チ
ー
フ
が
見
ら
れ
、
土
佐
光
吉
筆
「
源
氏
物
語
絵
色
紙
帖
」（
京
都
国

立
博
物
館
蔵
）の
一
葉【
図
14
】は
登
場
人
物
や
モ
チ
ー
フ
を
増
や
し
描
写
を
物
語

本
文
に
よ
り
近
づ
け
な
が
ら
、
桜
樹
を
手
前
に
滝
は
奥
側
へ
と
移
動
す
る
こ
と
で

画
面
を
整
理
す
る
。
同
じ
く
光
吉
筆
久
保
惣
本
で
は
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
絵
画
化
さ

れ
な
か
っ
た
眠
れ
ぬ
源
氏
の
姿
を
描
く
。
蔀
戸
な
ど
は
省
い
て
描
か
ず
、
室
内
で

屏
風
を
立
て
、
褥
の
上
に
枕
を
置
い
て
上
体
を
起
こ
し
桜
樹
の
向
こ
う
に
山
肌
を

屈
曲
し
て
流
れ
る
滝
の
方
を
見
や
る
よ
う
だ
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
は
尼
君
の

傍
に
巻
子
と
冊
子
を
載
せ
た
経
机
を
描
い
た
り
、
源
氏
の
隣
室
に
詰
め
る
従
者
を

描
く
ほ
か
、
人
物
の
衣
服
の
色
や
細
部
を
違
え
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
と
ほ
ぼ
共
通

す
る
ポ
ー
ズ
に
描
く
。
お
お
よ
そ
光
吉
系
統
の
図
様
に
倣
っ
て
い
る
と
見
て
良
い

だ
ろ
う
。

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
で
目
を
ひ
く
滝
も
、
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
モ
チ
ー
フ
で

あ
る
。
尼
君
た
ち
の
い
る
建
物
が
懸
造
で
あ
る
点
も
複
数
の
作
例
が
あ
り
、
田
口

氏
は
伝
土
佐
光
元
の
色
紙
が
古
例
で
あ
る
こ
と
、
本
文
に
近
い
表
現
で
あ
る
こ

と
、
源
氏
と
紫
の
上
の
間
に
谷
を
設
け
る
こ
と
で
空
間
の
広
が
り
や
距
離
を
表
す

こ
と
を
指
摘
す
る
﹇
註
八
﹈。
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
で
平
板
な
金
地
上
に
立
つ
建

物
が
高
床
で
描
か
れ
て
い
る
理
由
は
、
参
照
し
た
先
行
図
様
が
懸
造
で
あ
っ
た
名

残
と
解
釈
で
き
る
。
光
起
筆
福
岡
市
美
本
で
は
懸
造
が
き
ち
ん
と
崖
の
上
に
建
っ

て
い
る
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
で
は
さ
ら
に
、
廊
下
で
結
ば
れ
た
別
棟
が
大
き
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源氏絵図様の継承  ―「源氏物語  若紫・浮舟図屏風」（インディアナ大学美術館蔵）を介した事例 ―

く
目
立
つ
。
こ
れ
は
光
起
に
は
な
い
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
土
佐
光
起
息
光
成
に
よ

る「
土
佐
光
信
女
千
代
娘
筆
」と
の
紙
中
極
を
有
す
る
十
六
世
紀
の
作
例「
源
氏
物

語
図
屏
風
」（
出
光
美
術
館
蔵
）【
図
15
】
は
、
右
隻
第
一
〜
四
扇
に
「
若
紫
」
の
同
じ

場
面
を
描
き
、
尼
君
の
い
る
邸
宅
の
右
側
に
御

を
下
ろ
し
た
別
室
を
、
下
部
と

左
側
に
そ
れ
ぞ
れ
別
棟
を
描
く
。
左
側
の
建
物
は
檜
皮
葺
で
蔀
戸
を
閉
め
、
手
前

の
建
物
は
柿
葺
の
屋
根
の
み
を
見
せ
る
。
金
雲
と
金
地
の
分
離
が
不
分
明
な
箇
所

が
あ
り
、
紙
継
か
ら
も
一
部
改
変
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
展
示
さ
れ

て
い
る
状
態
で
観
察
し
た
限
り
「
若
紫
」
主
要
部
分
は
大
き
な
改
変
を
考
慮
に
入

れ
な
く
て
良
さ
そ
う
で
あ
る
。
第
四
扇
は
画
面
上
端
か
ら
ジ
グ
ザ
グ
に
丘
を
流
れ

下
る
滝
が
水
面
へ
注
ぐ
様
を
描
く
。
尼
君
の
い
る
部
屋
は
、
緑
青
で
凹
凸
を
縁
取

り
岩
肌
を
墨
で
表
す
土
坡
の
上
に
立
つ
懸
造
で
あ
る
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
と

は
屋
根
な
ど
細
か
い
点
を
違
え
る
も
の
の
、
構
図
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
、
滝
周
囲
の

漢
画
風
の
描
写
、
三
棟
の
配
置
関
係
な
ど
見
逃
せ
な
い
点
が
共
通
す
る
。
作
者
に

比
定
さ
れ
る
土
佐
千
代
は
、『
本
朝
画
史
』
に
土
佐
光
茂
娘
、
狩
野
元
信
妻
と
記
さ

れ
、光
成
は
敢
え
て
光
信
娘
と
記
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
も
あ
る﹇
註
九
﹈。

岩
や
樹
木
の
皴
は
、
和
漢
の
技
法
を
併
用
し
た
土
佐
光
茂
様
式
に
通
じ
る
表
現
と

指
摘
さ
れ
る﹇
註
十
﹈。

光
成
の
孫
土
佐
光
芳
の
落
款
を
有
す
る
「
源
氏
物
語
図
屏
風
」（
石
山
寺
蔵
）
右

隻
第
三
・
四
扇
の
「
若
紫
」
場
面
も
ま
た
、
山
陵
を
ジ
グ
ザ
グ
に
流
れ
落
ち
る
滝
、

手
前
に
垣
根
越
し
に
垣
間
見
す
る
源
氏
、
右
側
に
尼
君
の
邸
宅
、
邸
宅
か
ら
廊
下

で
接
続
す
る
別
棟
が
水
面
に
懸
造
で
建
つ
構
図
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
に
共

通
す
る
﹇
註
十
一
﹈。
廊
下
で
繋
が
る
隣
室
は
襖
が
閉
め
ら
れ
、
手
前
の
別
棟
は
門
へ

変
更
す
る
な
ど
人
物
の
み
な
ら
ず
違
い
も
あ
る
が
、
出
光
本
や
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大

学
本
の
残
影
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
作
例
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア

ナ
大
学
本
の
構
成
要
素
と
そ
の
組
み
合
わ
せ
が
十
六
世
紀
以
降
、
土
佐
派
周
辺
で

継
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
、
光
起
の
福
岡
市
美
本
を
必
ず
し
も
直
接
写
す
必

要
は
な
い
こ
と
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
光
起
が
参
照
し
た
先
行
図
様
に
近
い
も
の
を
イ

ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
の
作
者
も
共
有
し
得
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

こ
う
し
た
先
行
図
様
と
比
較
し
な
が
ら
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
の
構
想
を
検

討
す
る
。
光
茂
周
辺
作
を
う
か
が
わ
せ
る
出
光
本
か
ら
、
時
代
の
降
る
伝
光
芳
の

石
山
寺
本
ま
で
大
筋
で
継
承
さ
れ
て
い
る
、
垣
間
見
場
面
の
複
数
建
物
と
流
れ
落

ち
る
滝
景
の
構
成
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
も
倣
っ
て
い
る
。
し
か
し
他
例
で
は

尼
君
以
外
の
部
屋
は
戸
を
閉
ざ
し
て
い
る
の
に
対
し
、
滝
に
近
い
室
内
に
眠
れ
ぬ

源
氏
を
描
き
込
ん
だ
点
が
工
夫
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
画
面
左
側
に
大
き

く
あ
し
ら
っ
た
滝
を
媒
介
あ
る
い
は
接
続
点
と
し
て
、
昼
と
夜
の
二
場
面
を
二
棟

の
室
内
に
展
開
す
る
よ
う
に
描
き
、
鑑
賞
者
が
右
か
ら
左
へ
自
然
と
物
語
を
追
う

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
垣
間
見
を
し
て
い
る
源
氏
の
姿
を
起
点
と
し
て
、

視
線
の
先
の
女
た
ち
へ
、
そ
し
て
女
房
の
姿
に
誘
わ
れ
て
別
棟
の
源
氏
へ
、
身
を

起
こ
す
源
氏
の
視
線
は
画
面
下
方
の
滝
へ
、
と
画
面
内
に
物
語
と
観
者
の
視
線
が

円
環
す
る
の
で
あ
る
。

（
二
）浮
舟
隻

一
方
「
浮
舟
」
は
、
白
描
の
「
源
氏
物
語
絵
詞
」（
徳
川
美
術
館
蔵
）
で
も
描
か
れ

る
場
面
だ
が
、
図
様
と
い
う
点
で
は
浄
土
寺
本
扇
面
【
図
16
】
の
方
が
よ
り
近
い
。

浄
土
寺
本
は
縁
先
か
ら
格
子
戸
に
体
を
押
し
付
け
て
室
内
を
覗
き
見
す
る
匂
宮
、

室
内
で
裁
縫
を
す
る
女
房
た
ち
と
奥
に
座
る
浮
舟
、
戸
外
の
水
流
と
い
う
主
要
な

構
成
要
素
と
建
物
の
角
度
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
と
共
通
し
、
色
づ
い
た
紅
葉

を
描
き
こ
む
。
こ
う
し
た
物
語
を
楽
し
め
る
必
要
最
低
限
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
な
る
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小
画
面
作
品
を
、
よ
り
大
画
面
に
発
展
さ
せ
た
も
の
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
あ

る
い
は
そ
の
作
者
が
参
照
し
た
先
行
作
例
で
あ
る
。比
較
さ
れ
る
べ
き「
浮
舟
」同

場
面
の
作
例
が
今
後
紹
介
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、
論
者
は
右
隻
「
若
紫
」

の
緊
密
な
構
成
か
ら
、
左
隻
を
こ
の
屏
風
の
描
き
手
が
小
画
面
を
も
と
に
構
想
す

る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

源
氏
絵
屏
風
で
宇
治
を
描
く
作
例
と
し
て
、
土
佐
光
信
作
と
す
る
光
芳
の
紙
中

極
を
有
す
る
も
の
の
、
漢
画
風
の
摂
取
か
ら
光
茂
周
辺
あ
る
い
は
光
元
の
画
風
が

見
出
さ
れ
て
い
る
今
治
市
河
野
本
【
図
17
】
が
想
起
さ
れ
る
。
右
隻
「
須
磨
」
の
や

や
未
消
化
な
遠
近
表
現
は
浜
松
図
屏
風
な
ど
か
ら
間
接
的
に
漢
画
を
取
り
入
れ

た
経
緯
が
考
察
さ
れ
て
い
る
﹇
註
十
二
﹈。
左
隻
「
浮
舟
」
は
画
面
右
上
隅
に
宇
治
橋

を
描
き
、
左
手
を
浮
舟
邸
と
す
る
点
、
竹
穂
垣
を
目
立
つ
よ
う
に
用
い
る
点
が
共

通
す
る
も
の
の
、
物
語
場
面
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
後
日
の
場
面
で
、
匂
宮
が

警
護
に
阻
ま
れ
て
浮
舟
邸
に
近
づ
け
な
い
様
子
を
描
い
て
い
る
。
匂
宮
主
従
を
画

面
の
中
心
部
に
描
き
、
彼
ら
を
あ
た
か
も
同
心
円
状
に
取
り
巻
く
よ
う
に
警
護
の

犬
、竹
穂
垣
、岩
と
樹
木
を
順
に
た
た
み
か
け
る
。そ
の
最
も
外
側
に
あ
た
る
画
面

左
上
に
は
警
護
の
兵
が
守
る
屋
敷
が
、
右
上
に
は
橋
の
か
か
る
宇
治
川
が
配
さ
れ

る
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
は
画
面
下
方
三
分
の
二
を
物
語
場
面
と
し
、
竹
穂
垣

で
隔
て
た
右
半
分
に
牛
車
と
従
者
た
ち
、
左
半
分
を
浮
舟
邸
と
匂
宮
の
領
域
と
し

て
、左
上
は
土
坡
と
垣
根
、右
上
は
宇
治
橋
を
描
く
。今
治
市
河
野
本
と
共
通
す
る

の
は
宇
治
橋
の
形
・
画
面
内
の
位
置
と
大
き
さ
の
比
率
に
加
え
、
竹
穂
垣
を
構
成

上
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
活
用
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
今
治
市
河
野
本
で
は
行

手
を
阻
ま
れ
て
い
る
匂
宮
の
閉
塞
的
な
状
況
を
視
覚
的
に
伝
え
る
複
数
の
竹
穂

垣
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
で
は
よ
り
近
接
拡
大
さ
れ
浮
舟
邸
の
内
外
を
隔

て
、
内
側
の
親
密
度
を
高
め
て
い
る
。
画
面
右
端
に
は
匂
宮
が
乗
っ
て
き
た
牛
車

が
あ
り
、
背
の
高
い
竹
穂
垣
を
越
え
る
と
室
内
を
覗
き
見
る
匂
宮
、
そ
の
視
線
の

先
に
見
ら
れ
て
い
る
と
気
づ
か
ず
裁
縫
に
専
念
す
る
女
房
た
ち
や
浮
舟
の
く
つ

ろ
い
だ
様
子
を
吹
き
抜
け
屋
台
の
上
か
ら
描
く
。
観
者
の
視
線
は
物
語
の
展
開
を

た
ど
り
な
が
ら
画
面
を
右
か
ら
左
へ
移
り
、
こ
の
後
夜
中
に
忍
び
込
む
こ
と
に
な

る
匂
宮
の
心
理
的
高
揚
感
を
観
者
も
共
有
す
る
。
こ
こ
で
竹
穂
垣
の
大
ぶ
り
な
表

現
は
象
徴
的
で
あ
る
。

今
治
市
河
野
本
と
の
共
通
点
は
、
六
曲
一
双
を
構
想
す
る
際
の
造
形
志
向
に
も

あ
る
。両
者
と
も
辺
角
構
図
を
作
る
V
字
形
と
と
も
に
、屋
根
や
垣
根
、樹
木
の
傾

き
の
作
る
斜
線
や
モ
チ
ー
フ
同
士
の
呼
応
と
遠
近
に
よ
り
浮
か
び
上
が
る
逆
V

字
の
補
助
線
も
ま
た
引
く
こ
と
が
で
き
る
。
大
画
面
の
構
想
に
交
差
す
る
対
角
線

を
用
い
た
か
ら
こ
そ
、
整
理
さ
れ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
構
図
を
生
み
出
す
こ
と
が

で
き
た
の
で
は
と
の
推
測
も
浮
か
ぶ
。

こ
う
し
た
画
面
構
成
と
対
比
的
な
の
が
、光
茂
・
光
元
次
世
代
の
光
吉
に
よ
る
大

画
面
構
図
で
あ
る
。先
の「
源
氏
物
語  

行
幸
・
浮
舟
・
澪
標
図
屏
風
」【
図
18
】や「
源

氏
物
語  

胡
蝶
図
屏
風
」（
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
蔵
）は
色
紙
な
ど
小
画
面
の
図

様
を
そ
の
ま
ま
拡
大
し
た
よ
う
な
構
図
が
多
い
。
前
者
は
も
と
襖
絵
で
あ
っ
た
た

め
、左
右
の
対
称
性
を
意
識
す
る
屏
風
と
異
な
り
、い
っ
そ
う
横
方
向
へ
の
志
向
が

強
い
。光
吉
は
小
画
面
で
も
遠
近
表
現
を
用
い
て
密
度
の
濃
い
充
実
し
た
画
面
づ
く

り
を
し
て
お
り
、そ
の
図
様
は「
行
幸
」に
顕
著
な
よ
う
に
拡
大
に
耐
え
る
。そ
し
て

大
画
面
で
は
物
語
場
面
が
眼
前
に
展
開
す
る
よ
う
な
近
接
視
を
感
じ
さ
せ
、整
理
さ

れ
た
理
知
的
な
雰
囲
気
と
複
雑
な
金
装
飾
で
堂
々
た
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
画
面

を
実
現
す
る
。同
時
期
に
狩
野
山
楽
が
も
と
襖
の「
車
争
図
屏
風
」（
東
京
国
立
博
物

館
蔵
）で
描
い
た
の
と
同
様
に
、光
吉
は
桃
山
時
代
の
衣
装
風
俗
の
人
物
を
描
き
こ

ん
で
い
る
。山
楽
や
光
吉
の
源
氏
絵
は
、新
し
い
現
実
感
を
備
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
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源氏絵図様の継承  ―「源氏物語  若紫・浮舟図屏風」（インディアナ大学美術館蔵）を介した事例 ―

（
三
）光
起
・
探
幽
と
の
比
較

光
吉
を
継
い
だ
光
則
は
小
画
面
の
優
品
が
多
く
、
大
画
面
源
氏
絵
制
作
の
詳
細

は
詳
ら
か
で
は
な
い
。伝
光
則「
源
氏
物
語  

若
菜
上
図
屏
風
」（
東
京
国
立
博
物
館

蔵
）
を
見
る
限
り
、
光
吉
の
よ
う
に
小
画
面
を
拡
大
し
た
よ
う
な
構
図
を
用
い
た

ら
し
い
。
そ
の
子
光
起
に
は
前
述
の
「
源
氏
物
語  

若
紫
・
須
磨
図
屏
風
」【
図
12
】

が
伝
わ
る
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
と
構
図
が
近
い
右
隻
を
み
る
と
、
第
一
扇
か

ら
第
四
扇
に
か
け
て
源
氏
の
垣
間
見
を
描
き
、
第
五
・
六
扇
を
滝
の
景
色
と
す
る

点
で
一
致
し
、
尼
君
や
紫
の
上
の
い
る
建
物
の
角
度
や
垣
根
、
大
ま
か
な
岩
の
配

置
ま
で
共
通
す
る
。
一
方
で
異
な
る
点
も
多
い
。
光
起
は
第
一
扇
下
部
と
第
三
・

四
扇
上
部
の
建
物
を
省
き
、
大
樹
を
建
物
周
辺
に
寄
せ
る
。
金
雲
は
砂
子
と
切
箔

を
用
い
て
柔
ら
か
な
表
現
と
し
、
山
肌
は
皴
を
入
れ
ず
色
面
で
塗
る
よ
う
に
処
理

す
る
。細
か
い
点
で
は
竹
穂
垣
の
半
ば
に
あ
る
巨
石
を
除
き
、邸
宅
・
滝
壺
・
源
氏

の
立
ち
位
置
を
少
し
上
へ
上
げ
て
手
前
に
空
間
を
と
る
。
松
・
桜
は
枝
を
広
げ
て

形
を
整
え
る
。
こ
う
し
て
モ
チ
ー
フ
の
数
を
限
定
し
形
を
す
っ
き
り
と
や
や
平
面

的
な
方
向
で
整
え
、
源
氏
と
女
性
た
ち
周
辺
に
重
心
を
置
く
こ
と
で
、
垣
間
見
に

焦
点
を
当
て
た
求
心
的
な
構
図
と
し
、
周
囲
に
空
間
を
開
け
て
ゆ
っ
た
り
と
し
た

構
成
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
端
正
な
顔
貌
表
現
も
加
わ
り
、
格
式
と
気
品
が
備
わ

る
。広
々
と
し
た
自
然
景
に
は
余
情
を
感
じ
さ
せ
、岩
に
砕
け
る
滝
の
描
写
は
、垣

間
見
の
夜
に
眠
れ
ぬ
源
氏
の
姿
を
描
か
ず
と
も
観
者
へ
想
起
さ
せ
る
。
邸
宅
の
懸

造
は
き
ち
ん
と
山
肌
に
建
ち
、
正
面
を
向
く
女
房
の
背
後
に
は
鳥
籠
が
描
か
れ
、

雀
が
飛
ん
で
い
っ
た
軌
跡
を
踏
ま
え
る
な
ど
細
部
ま
で
丁
寧
な
描
写
が
目
に
つ

く
。
一
方
で
、
建
物
左
側
に
は
こ
の
先
に
建
物
が
続
い
て
い
る
よ
う
な
柱
の
描
写

が
あ
り
、
第
三
・
四
扇
上
方
の
や
や
広
い
青
く
塗
り
込
め
た
山
肌
と
と
も
に
、
先

行
図
様
に
は
あ
っ
た
は
ず
の
建
物
の
痕
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

左
隻「
須
磨
」は
、月
を
眺
め
や
る
源
氏
と
主
従
の
姿
を
中
心
に
第
三
扇
か
ら
第

六
扇
に
描
き
、
第
一
・
二
扇
は
形
を
整
え
た
松
と
、
本
文
に
も
出
て
く
る
漁
り
船

や
苫
屋
を
描
き
こ
む
。
こ
こ
で
も
源
氏
の
前
に
は
網
代
垣
が
屈
曲
し
て
位
置
し
、

左
右
隻
の
対
称
性
を
保
ち
な
が
ら
、
都
を
離
れ
不
便
な
中
に
も
堂
々
と
気
位
を
保

つ
姿
に
源
氏
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。さ
ら
に
左
隻「
須
磨
」第
一
扇
で
松
の
向
こ

う
に
淡
彩
で
描
か
れ
る
藁
葺
き
小
屋
【
図
19
】
は
、
二
棟
で
桶
が
描
か
れ
る
点
、
源

氏
た
ち
の
箇
所
と
遠
近
表
現
が
ち
ぐ
は
ぐ
な
点
な
ど
今
治
市
河
野
本
右
隻
左
端

に
描
か
れ
る
小
屋【
図
20
】に
類
似
す
る
。内
部
の
灰
色
の
モ
チ
ー
フ
は
何
を
描
い

た
も
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、
今
治
市
河
野
本
に
見
ら
れ
る

門
を
意
図
し
た
も

の
か
も
し
れ
な
い
。
細
竹
を
二
本
ず
つ
縦
横
に
用
い
る
網
代
垣
も
共
通
す
る
。
同

本
の「
若
紫
」の
写
し
が
土
佐
派
粉
本
に
見
ら
れ
る
こ
と
、曾
孫
の
光
芳
に
よ
る
紙

中
極
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
光
起
が
こ
の
作
品
を
目
に
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
な
お

か
つ
探
幽
縮
図
に
も
今
治
市
河
野
本
の
両
隻
が
描
き
留
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
お
り﹇
註
十
三
﹈、同
本
の
江
戸
前
期
に
お
け
る
所
在
の
探
求
が
望
ま
れ

る
。
光
起
の
「
須
磨
」
は
さ
ら
に
沖
に
小
さ
な
二
艘
と
、
屈
曲
す
る
洲
浜
左
方
の
岩

場
の
陰
に
停
泊
す
る
舟
を
描
く
。
こ
れ
ら
は
洲
浜
の
松
林
と
と
も
に
、
室
町
時
代

や
ま
と
絵
の
主
要
な
主
題
で
あ
っ
た
浜
松
図
の
系
譜
を
引
く
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

源
氏
絵
が
小
画
面
か
ら
大
画
面
へ
展
開
す
る
契
機
に
浜
松
図
や
都
市
図
な
ど
名

所
風
俗
図
と
の
関
わ
り
を
と
く
鷲
頭
桂
氏
の
論
考
を
も
と
に
考
え
る
と
﹇
註
十
四
﹈、

光
起
筆
福
岡
市
美
本
は
室
町
時
代
以
来
の
土
佐
派
に
よ
る
や
ま
と
絵
制
作
の
成

果
を
構
図
と
モ
チ
ー
フ
に
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
な
が
ら
、
時
代
に
合
わ
せ
た
新
し
い

画
面
作
り
に
挑
戦
し
て
い
る﹇
註
十
五
﹈。両
隻
を
そ
れ
ぞ
れ
モ
チ
ー
フ
同
士
の
連
関

と
遠
近
で
構
想
す
る
点
は
、
光
吉
以
前
の
土
佐
派
源
氏
絵
に
学
び
こ
れ
を
復
活
さ

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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物
語
場
面
を
両
隅
に
寄
せ
、
周
囲
に
空
間
を
広
く
と
る
構
成
は
、
余
白
を
活
か

す
江
戸
狩
野
様
式
へ
の
接
近
や
摂
取
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
狩
野
探
幽
「
源
氏
物

語

　賢
木
・
澪
標
図
屏
風
」（
出
光
美
術
館
蔵
）【
図
21
】
に
見
ら
れ
る
金
砂
子
・
切

箔
を
多
用
す
る
華
や
か
な
装
飾
、
モ
チ
ー
フ
の
限
定
に
よ
る
主
題
の
明
確
化
、
モ

チ
ー
フ
に
物
語
の
そ
の
後
の
展
開
を
暗
示
さ
せ
る
手
法﹇
註
十
六
﹈、辺
角
構
図
に
よ

る
安
定
感
と
モ
チ
ー
フ
を
並
列
す
る
平
明
化
は
光
起
の
屏
風
に
共
通
す
る
。
物
語

場
面
は
俯
瞰
視
し
な
が
ら
右
隻
右
下
隅
の
樹
木
を
横
か
ら
見
た
樹
形
に
描
く
な

ど
、
複
数
の
視
点
を
組
み
合
わ
せ
る
点
も
近
い
。
探
幽
は
さ
ら
に
み
ず
み
ず
し
い

色
彩
と
草
体
風
の
線
描
で
、
瀟
洒
で
軽
や
か
な
空
気
感
を
は
ら
ん
だ
画
風
を
作
り

出
し
て
い
る
。
光
起
は
探
幽
の
生
み
出
し
た
江
戸
狩
野
様
式
に
学
び
な
が
ら
、
や

ま
と
絵
の
家
た
る
土
佐
派
の
正
統
な
図
様
を
用
い
て
色
面
を
多
用
し
、
色
彩
に
よ

る
楷
体
を
示
す﹇
註
十
七
﹈。江
戸
時
代
前
期
に
絵
所
預
に
復
帰
し
土
佐
派
を
中
興
し

た
光
起
の
画
風
は
、
そ
れ
ま
で
の
土
佐
派
の
画
風
と
の
違
い
に
基
づ
く
新
し
さ
、

江
戸
狩
野
様
式
と
の
共
通
項
と
し
て
の
広
い
空
間
表
現
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
と

こ
ろ
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
の
図
様
を
介
し
て
考
察
す
る
に
、
土
佐
派
の
先
行

図
様
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
認
さ
れ
た
。

ま
た
、「
若
紫
」
の
垣
間
見
場
面
に
お
け
る
人
物
図
様
は
、
浄
土
寺
本
・
光
吉
京

博
本
・
伝
土
佐
千
代
出
光
本
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
が
、
光

起
は
女
房
と
源
氏
の
体
の
向
き
を
を
鑑
賞
者
の
方
へ
向
け
、
紫
の
上
を
尼
君
の
方

を
向
く
後
ろ
姿
で
描
く
。源
氏
と
紫
の
上
の
印
象
的
な
姿
は
、伝
土
佐
光
則「
源
氏

物
語
扇
面
貼
交
屏
風
」（
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
蔵
）【
図
22
】
の
一
扇
に
共
通

し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
光
則
系
の
図
様
を
光
起
が
尊
重
し
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。
光
起
に
と
っ
て
土
佐
派
絵
師
と
し
て
の
正
当
性
を
示
す
こ
と
と
新
規
性
を

示
す
こ
と
は
不
可
分
の
命
題
で
あ
っ
た
。

一
方
狩
野
派
に
と
っ
て
も
土
佐
派
の
図
様
に
学
び
、
や
ま
と
絵
を
レ
パ
ー
ト

リ
ー
と
し
て
取
り
込
む
こ
と
で
流
派
の
幅
を
広
げ
る
こ
と
は
室
町
時
代
以
降
、
重

要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
今
治
市
河
野
本
の
図
様
を
い
ず
れ
の
時
期
か
に
実
見
し
た

探
幽
は
、
出
光
本
を
V
字
型
の
対
角
線
構
図
を
基
本
と
し
、
月
と
紅
葉
の
遠
山
や

海
上
に
浮
か
ぶ
明
石
の
君
の
船
に
よ
り
モ
チ
ー
フ
の
遠
近
を
取
り
入
れ
て
い
る
。

光
起
が
あ
る
意
味
引
き
ず
っ
て
い
た
モ
チ
ー
フ
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
探
幽

は
新
し
い
図
様
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
出
光
本
の
注
文
主
は
不
明
な
が

ら
、
多
く
の
従
者
や
随
身
を
伴
う
源
氏
の
力
を
存
分
に
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
し

て
岩
の
皴
法
や
荒
々
し
い
波
濤
を
避
け
、
緑
青
の
土
坡
と
水
流
線
を
採
用
す
る
。

他
に
も
伝
狩
野
永
徳
「
源
氏
物
語
図
屏
風
」（
皇
居
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
）
な
ど
狩
野

派
の
源
氏
絵
で
は
漢
画
風
の
皴
法
を
避
け
て
や
ま
と
絵
風
の
描
法
を
選
ぶ
傾
向

に
あ
る
中
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
の
作
者
は
岩
に
繰
り
返
し
皴
を
施
し
て
い

る
。
土
佐
派
の
図
様
や
表
現
を
咀
嚼
す
る
探
幽
本
よ
り
も
直
接
的
な
形
で
イ
ン

デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
は
土
佐
派
の
源
氏
絵
図
様
を
摂
取
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

結
論以

上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
は
顔
貌
表
現

は
土
佐
派
の
範
疇
だ
が
岩
の
皴
や
滝
の
波
濤
は
狩
野
派
の
描
法
を
示
す
。
構
図
と

人
物
図
様
は
、
土
佐
派
を
中
心
に
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
へ
継
承
さ
れ
る
も
の

と
共
通
す
る
。
小
画
面
あ
る
い
は
大
画
面
に
複
数
の
場
面
を
描
く
作
例
か
ら
一
場

面
の
み
を
取
り
出
し
一
隻
に
構
成
す
る
上
で
、
光
茂
・
光
元
周
辺
の
和
漢
を
合
わ

せ
描
く
今
治
市
河
野
本
に
類
似
す
る
表
現
や
造
形
志
向
が
見
ら
れ
た
。
光
起
の
構

図
は
こ
れ
ま
で
江
戸
狩
野
様
式
へ
の
接
近
と
受
け
と
め
ら
れ
て
き
た
が
、
福
岡
市

美
本
が
「
若
紫
」
の
構
図
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
が
室
町
時
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源氏絵図様の継承  ―「源氏物語  若紫・浮舟図屏風」（インディアナ大学美術館蔵）を介した事例 ―

代
以
来
の
土
佐
派
の
源
氏
絵
を
色
濃
く
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
か
ら
、
光
起
も
ま

た
こ
の
図
様
継
承
過
程
に
位
置
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
光
吉
系

統
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
に
対
し
て
光
則
系
の
図
様
を
選
択
し
た
り
、
今
治
市

河
野
本
と
共
通
す
る
モ
チ
ー
フ
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
し
て
浮
か
び

上
が
る
。
光
起
の
屏
風
が
室
町
時
代
や
ま
と
絵
の
浜
松
図
の
系
譜
を
引
き
、
探
幽

の
画
風
を
取
り
入
れ
つ
つ
も
土
佐
派
と
し
て
の
正
当
性
と
新
規
性
を
達
成
し
よ

う
と
努
め
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
を
介

し
て
、
土
佐
派
を
中
心
と
す
る
源
氏
絵
図
様
の
継
承
の
様
相
を
一
部
跡
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

光
起
の
福
岡
市
美
本
「
須
磨
」
の
構
図
は
、
月
を
中
心
に
、
月
の
方
を
眺
め
や
る

源
氏
の
視
線
と
姿
勢
を
建
物
と
網
代
垣
の
斜
線
が
補
強
し
、
第
二
扇
の
松
樹
も
月

の
方
へ
と
枝
を
伸
ば
し
葉
叢
を
広
げ
て
樹
幹
を
傾
け
る
。
こ
の
月
を
中
心
と
す
る

安
定
し
た
三
角
形
構
図
は
、
土
佐
光
成
「
紫
式
部
・
須
磨
・
明
石
図
」（
石
山
寺
蔵
）

で
も
確
認
さ
れ
る
の
だ
が
、
樹
木
モ
チ
ー
フ
が
人
物
の
方
向
と
呼
応
す
る
様
子
は

今
治
市
河
野
本
「
須
磨
」
で
風
に
し
な
り
な
が
ら
源
氏
主
従
が
見
つ
め
る
海
上
の

小
舟
を
指
し
て
傾
く
松
桜
に
も
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
俵
屋
宗
達
「
源
氏
物
語

　関
屋
・
澪
標
図
屏
風
」（
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
蔵
）【
図
23
】「
澪
標
」
で
も
源
氏
の

牛
車
と
明
石
の
君
の
舟
を
両
側
か
ら
支
え
る
よ
う
に
傾
く
松
の
巨
樹
が
、
源
氏
と

明
石
の
君
の
間
を
行
き
来
す
る
よ
う
鑑
賞
者
の
視
線
を
支
え
る
の
で
あ
る
。
宗
達

も
ま
た
室
町
時
代
の
や
ま
と
絵
に
多
く
の
造
形
言
語
を
依
っ
て
い
る
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
、
光
起
と
も
広
義
の
寛
永
文
化
の
趣
向
を
共
有
し
て
い
る
。
室
町
時
代

や
ま
と
絵
の
造
形
を
受
け
と
め
る
探
幽
・
光
起
・
宗
達
の
相
違
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

の
立
ち
位
置
も
見
え
て
く
る
。
こ
う
し
た
作
例
と
比
較
す
れ
ば
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ

大
学
本
が
緊
密
な
構
図
を
練
り
上
げ
な
が
ら
、
雑
然
と
し
た“

古
い”

印
象
を
与
え

る
の
は
、こ
れ
が
復
古
的
様
式
で
あ
る
か
、画
壇
の
中
心
か
ら
距
離
が
あ
る
か
、そ

の
両
方
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
土
佐
・
狩
野
両
派
の
様
式
が
融
合
せ
ず
に
混
在

す
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
本
は
、
十
七
世
紀
の
お
そ
ら
く
は
町
狩
野
で
あ
る
絵
師

の
画
技
の
高
さ
と
構
想
力
を
見
せ
つ
け
な
が
ら
、
図
様
の
継
承
の
う
え
で
重
要
な

位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

註一 

菊
地
絢
子「
近
世
源
氏
絵
に
み
る
新
図
様
の
形
成
と『
源
氏
物
語
』注
釈
：
土
佐
派
か
ら
住
吉
派
へ
の
展

開
を
め
ぐ
っ
て
」（『
鹿
島
美
術
財
団
年
報
』三
五
、二
〇
一
七
年
、二
八
四―

九
六
頁
）。

二 

山
根
有
三
ほ
か
『
屏
風
絵
集
成
五
大
和
絵
系
人
物
』（
講
談
社
、
一
九
七
九
年
）、
田
口
榮
一
美
術
監
修
・

解
説
、円
地
文
子
現
代
語
訳
、神
作
光
一
構
成
・
文『
学
研
の
実
用
特
選
シ
リ
ー
ズ  

見
な
が
ら
読
む
日

本
の
こ
こ
ろ「
源
氏
物
語
」』（
学
習
研
究
社
、一
九
八
六
年
、八
六―

八
七
頁
）、秋
山

・
田
口
榮
一
監

修
『
豪
華
﹇
源
氏
絵
﹈
の
世
界
』（
学
習
研
究
社
、
一
九
八
八
年
、
二
三
四―

三
五
頁
）、
田
口
榮
一
監
修
、

稲
本
万
里
子
・
木
村
朗
子
・
龍
澤
彩『
す
ぐ
わ
か
る
源
氏
物
語
の
絵
画
』（
東
京
美
術
、二
〇
〇
九
年
、六

頁
）。引
用
は『
豪
華﹇
源
氏
絵
﹈の
世
界
』に
よ
る
。

三 M
urasaki-shikibu, traduit du japonais par René Sieffert, direction scientifique de 
l'iconographie et com

m
entaires des œ

uvres de Estelle Leggeri-Bauer, Le dit du Genji: 
Genji m

onogatari, Diane de Selliers, 2008.

四 John T. Carpenter and M
elissa M

cCorm
ick w

ith M
onika Bincsik and Kyoko Kinoshita; 

preface by Sano M
idori, The Tale of Genji: a Japanese classic illum

inated, M
etropolitan 

M
useum

 of Art, 2018, pp.188-89.

五 

『
土
佐
派
絵
画
資
料
目
録
（
一
）
肖
像
粉
本
（
一
）』（
京
都
市
立
芸
術
大
学
芸
術
資
料
館
、
一
九
九
一
年
）

掲
載
図
版
六
二
。

六 
本
稿
脱
稿
後
、
東
京
国
立
博
物
館
に
新
た
に
収
蔵
さ
れ
た
伝
土
佐
光
則
「
源
氏
物
語  

若
菜
上
図
屏
風
」

も
展
示
ケ
ー
ス
越
し
で
は
あ
る
が
、女
三
の
宮
に
小
鼻
の
表
現
が
確
認
さ
れ
た
。

七 

京
都
文
化
博
物
館『
近
世
京
都
の
狩
野
派
展
』（
京
都
文
化
博
物
館
、二
〇
〇
四
年
）掲
載
図
版
三
二
、野

口
剛
解
説
。



愛知県立芸術大学紀要　No.54（2024）

̶ （27） ̶

八 

田
口
榮
一
「
源
氏
絵
屏
風

　中
世
・
近
世
初
期
に
お
け
る
源
氏
絵
の
系
譜
」（『
屏
風
絵
集
成
五
大
和
絵

系
人
物
』
前
掲
註
二
に
同
じ
）。
懸
造
や
廊
下
を
描
く
作
例
に
は
、
狩
野
山
楽
筆
と
伝
承
す
る
兵
庫
・
個

人
蔵
本
、
伝
岩
佐
又
兵
衛
で
元
和
か
ら
寛
永
の
制
作
と
推
測
さ
れ
る
東
京
・
個
人
蔵
本
、
田
口
氏
に
よ

り
十
七
世
紀
後
半
の
長
谷
川
派
と
推
定
さ
れ
る
大
阪
・
個
人
蔵
本
、狩
野
永
徳
筆
皇
居
三
の
丸
尚
蔵
館

本
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。光
吉
の
京
博
本
や
久
保
惣
本
に
も
懸
造
の
描
写
が
見
ら
れ
る
。

複
数
の
建
物
を
描
く
点
は
、
垣
間
見
に
遡
る
本
文
に
基
づ
く
。
尼
君
の
兄
で
あ
る
僧
都
の
住
ま
い
は

「
少
し
立
ち
出
で
つ
つ
見
わ
た
し
た
ま
へ
ば
、高
き
所
に
て
、こ
こ
か
し
こ
、僧
坊
ど
も
あ
ら
は
に
見
お

ろ
さ
る
る
、た
だ
こ
の
つ
づ
ら
折
の
下
に
、同
じ
小
柴
な
れ
ど
、う
る
は
し
う
し
わ
た
し
て
、き
よ
げ
な

る
屋
、廊
な
ど
つ
づ
け
て
、木
立
い
と
よ
し
あ
る
は
」と
描
写
さ
れ
て
い
る
。阿
部
秋
生
・
秋
山

・
今

井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
校
註
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
二
〇
源
氏
物
語
一
』（
小
学
館
、
一
九
九

四
年
、二
〇
〇―

〇
一
頁
）。

九 Yukio Lippit, Painting of the Realm
; The Kano H

ouse of Painters in 17th-Century 
Japan, University of W

ashington Press, 2012, pp.155-56.

十 

内
藤
正
人
解
説
『
源
氏
絵―

華
や
か
な
る
王
朝
の
世
界―

』（
出
光
美
術
館
、
二
〇
〇
五
年
）、
廣
海
伸
彦

解
説
『
土
佐
光
吉
没
後
四
〇
〇
年
記
念

　源
氏
絵
と
伊
勢
絵―

描
か
れ
た
恋
物
語
』（
出
光
美
術
館
、
二

〇
一
三
年
）。

十
一 

大
本
山
石
山
寺
監
修
、編
集
・
学
術
協
力
奈
良
国
立
博
物
館
・
髙
松
良
幸
・
片
桐
弥
生『
石
山
寺
の
美

　

観
音
・
紫
式
部
・
源
氏
物
語
』（
大
本
山
石
山
寺
、ア
ー
ト
ワ
ン
、二
〇
〇
八
年
）掲
載
図
版
七
〇
、片
桐
弥

生
解
説
。作
品
解
説
で
は
土
佐
派
と
は
や
や
異
な
る
画
風
と
し
工
房
制
作
と
い
う
点
へ
の
注
意
を
促
す
。

十
二 

鷲
頭
桂「
大
画
面
形
式
の
源
氏
物
語
図
屏
風
の
成
立
に
つ
い
て―

い
わ
ゆ
る「
隠
岐
配
流
図
屏
風
」（
キ

ン
ベ
ル
美
術
館
）を
手
が
か
り
に―

」（『
美
術
史
』一
六
六
、二
〇
〇
九
年
）、三
五
三
頁
。

十
三 

前
掲
載
註
十
二
、三
五
五
頁
。

十
四 

前
掲
註
十
二
論
文
。

十
五 

本
論
文
の
元
と
な
っ
た
「
源
氏
文
化
科
研
第
三
四
回zoom

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
で
の
口
頭
発
表
（
二
〇

二
四
年
九
月
一
日
）を
踏
ま
え
、稲
本
万
里
子
氏
が
住
吉
具
慶
の
源
氏
絵
に
も
室
町
時
代
以
降
の
土
佐

派
源
圧
絵
と
の
つ
な
が
り
が
う
か
が
え
る
こ
と
を『
恵
泉
女
学
園
大
学
紀
要
』第
三
六
号
に
掲
載
予
定

で
あ
る
。

十
六 

内
藤
正
人「
狩
野
探
幽
筆

　源
氏
物
語

　賢
木
・
澪
標
図
屏
風
」（『
国
華
』一
一
三
二
、一
九
九
〇
年
）。

十
七 

実
方
葉
子「
土
佐
光
起
の「
色
」と「
墨
」―

須
磨
明
石
図
屏
風
を
中
心
に―

」（『
美
術
史
』一
四
三
、一

九
九
七
年
）。

図
版
出
典

図
1

　イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
美
術
館
提
供（Eskenazi M

useum
 of Art/Kevin M

ontague

）

図
2
、3
、4-

1
・
2
・
5
・
6
・
9
・
10
、7
〜
11

　イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
美
術
館
の
許
可
の
も
と
論
者

撮
影
画
像
を
掲
載

図
12
、19

　福
岡
市
美
術
館
提
供

図
13
、
22

　河
田
昌
之
・
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
編
『
土
佐
派
源
氏
絵
研
究
』（
和
泉
市
久
保
惣
記
念

美
術
館
、二
〇
二
〇
年
）

図
6
、16

　秋
山

・
田
口
榮
一
監
修『
豪
華﹇
源
氏
絵
﹈の
世
界
』（
学
習
研
究
社
、一
九
八
八
年
）

図
17
、20

　『国
華
』一
二
〇
〇
、一
九
九
五
年

図
4-

3
・
7
・
8
・
11
、18

　メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館（The M

etropolitan M
useum

 of Art

）

図
4-

4
・
12

　福
岡
市
美
術
館
の
許
可
の
も
と
論
者
撮
影
画
像
を
掲
載

図
5

　石
山
寺
提
供

図
14

　

Colbase

（
京
都
国
立
博
物
館
）

図
15

　『土
佐
光
吉
没
後
四
〇
〇
年
記
念

　源
氏
絵
と
伊
勢
絵―

描
か
れ
た
恋
物
語
』（
出
光
美
術
館
、

二
〇
一
三
年
）

図
21

　『国
華
』一
一
三
二
、一
九
九
〇
年

図
23

　『国
宝 

俵
屋
宗
達
筆 

源
氏
物
語

　関
屋
澪
標
図
屏
風
』（
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
、二
〇
〇
六
年
）
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源氏絵図様の継承  ―「源氏物語  若紫・浮舟図屏風」（インディアナ大学美術館蔵）を介した事例 ―

執
筆
者

本
田

　光
子（
美
術
学
部
芸
術
学
専
攻

　准
教
授
）

付
記本

論
文
は
、科
学
研
究
費
基
盤C

（21K00146

）「
光
則
・
光
起
を
中
心
と
す
る
近
世
土
佐
派
絵
師
の
基

礎
的
研
究
」（
研
究
代
表
者
：
本
田
光
子
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
科
学
研
究
費
基
盤
A

（24H
00081

）「
源
氏
文
化
ポ
ー
タ
ル
を
共
有
・
活
用
し
た
源
氏
絵
の
俯
瞰
的
・
創
発
的
研
究
」（
研
究
代

表
者
：
恵
泉
女
学
園
大
学
教
授 

稲
本
万
里
子
）の
研
究
会
で
あ
る「
源
氏
文
化
科
研
第
三
四
回zoom

ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
」
で
の
口
頭
発
表
（
二
〇
二
四
年
九
月
一
日
）
お
よ
び
有
志
の
オ
ン
ラ
イ
ン
研
究
会
で
の
口
頭

発
表
を
も
と
に
大
幅
に
加
筆
し
た
。
研
究
会
の
席
上
で
ご
教
示
賜
り
ま
し
た
方
々
へ
、
心
よ
り
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

作
品
調
査
お
よ
び
画
像
掲
載
に
あ
た
り
、イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
付
属
エ
ス
ケ
ナ
ー
ジ
美
術
館
の
学
芸
員

ナ
タ
ー
シ
ャ
・
キ
ン
メ
ッ
トNatash Kinm

et

様
、同
レ
ジ
ス
ト
ラ
ー

　エ
マ
・
フ
ァ
ル
スEm

m
a False

様
、メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
学
芸
員
ジ
ョ
ン
・
カ
ー
ペ
ン
タ
ーJohn Carpenter

様
、同
テ
ィ
ム
・
ザ
ン

Tim
 Zhang

様
、今
治
市
河
野
美
術
館
学
芸
員
羽
藤
公
二
様
、同
足
立
桂
様
、石
山
寺
座
主 

鷲
尾
龍
華
様
、

学
芸
員
田
中
水
萌
様
、
福
岡
市
美
術
館
学
芸
員
宮
田
太
樹
様
に
ご
高
配
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し

て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

英
文
要
旨
は
エ
デ
ィ
テ
ー
ジ
の
校
閲
を
経
た
。
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図1　作者不詳「源氏物語  若紫・浮舟図屏風」17世紀（インディアナ大学美術館蔵）
　　   Photo credit: Eskenazi Museum of Art/Kevin Montague

図2　インディアナ大学本  金雲 図3　インディアナ大学本　右隻 尼君
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源氏絵図様の継承  ―「源氏物語  若紫・浮舟図屏風」（インディアナ大学美術館蔵）を介した事例 ―

図4

図5　土佐光起「紫式部図」
　　  17世紀（石山寺蔵）部分

図6　狩野派「源氏物語図屏風」
　　  17世紀（デトロイト美術館蔵）女性

4-1「若紫隻」源氏、 4-2「浮舟隻」匂宮、 4-3土佐光吉「源氏物語  行幸・浮舟・関屋図屏風」16世紀（メトロポリタン美術館蔵）男性、
4-4光起 福岡市美本「須磨隻」源氏、 4-5「若紫隻」従者、 4-6「浮舟隻」従者、  4-7メット本従者、 
4-8光起  メット本  従者、 4-9「若紫隻」尼君、 4-10「浮舟隻」女房（90度回転）、 4-11メット本  女性、
4-12福岡市美本　女房

インディアナ大学本

4-124-114-104-9

4-84-74-64-5

4-44-34-24-1

身
分
の
低
い
男
性

女

　性

土佐光吉 土佐光起

高
貴
な
男
性
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図7　インディアナ大学本  松

図10　インディアナ大学本  滝

図8　インディアナ大学本  樹木

図9　インディアナ大学本  岩

図11　インディアナ大学本  宇治橋
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源氏絵図様の継承  ―「源氏物語  若紫・浮舟図屏風」（インディアナ大学美術館蔵）を介した事例 ―

図12　土佐光起「源氏物語  若紫・須磨図屏風」17世紀（福岡市美術館蔵）

図13　土佐光吉「源氏物語手鑑」
　　　 17世紀（和泉市久保惣記念美術館蔵）「若紫」

図14　土佐光吉「源氏物語絵色紙帖」
　　　 17世紀（京都国立博物館蔵）「若紫」
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図16　「源氏物語扇面貼付屏風」
　　　16世紀（浄土寺蔵）「浮舟」

図15　伝土佐千代
　　　「源氏物語図屏風」
　　　16世紀（出光美術館蔵）
　　　右隻

図17　伝土佐光信「源氏物語  須磨・浮舟図屏風」16世紀（今治市河野美術館蔵）
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源氏絵図様の継承  ―「源氏物語  若紫・浮舟図屏風」（インディアナ大学美術館蔵）を介した事例 ―

図19　土佐光起「源氏物語  若紫・須磨図屏風」
　　　17世紀（福岡市美術館蔵）左隻部分

図20　土佐光茂か「源氏物語  明石・浮舟図屏風」
　　　17世紀（今治市河野美術館蔵）右隻部分

図18　土佐光吉「源氏物語  行幸・浮舟・関屋図屏風」16-17世紀（メトロポリタン美術館蔵）
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図21　狩野探幽「源氏物語  賢木・澪標図屏風」17世紀（出光美術館蔵）

図23　俵屋宗達「源氏物語  関屋・澪標図屏風」17世紀（静嘉堂文庫美術館蔵）「澪標」隻

図22　伝土佐光則
　　　「源氏物語図扇面貼交屏風」17世紀
　　　（和泉市久保惣記念美術館蔵）「若紫」

図 狩野探幽 源氏物語 賢木 澪標図屏風」 世紀（出光美術館蔵）

図22 伝土佐光
　　　「源氏物語
　　　（和泉市久




