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は
じ

め
に

　

口

本
の

屏
風
に

は、

正
倉
院
に

残
る

有
名
な
「

鳥
毛
立

女

図
屏
風
」

以

来
、

一

二

〇

〇

年
以

上

の

長
い

歴
史
が

あ

る。

し

か
し、

そ

の

な

か

で

九

世
紀
か

ら

一

四

世
紀
ま
で

の

六

〇

〇

年
間

に

作
ら

れ

た

屏
風
は、

ほ

と

ん

ど

残
っ

て

い

な

い
。

そ

し

て
、

ど

の

よ

う
な
屏
風
が

あ
っ

た

の

か
、

わ
か

ら

な
い

こ

と

の

ほ

う
が

多
い

。

　

平
安
時
代
の

屏
風
と

だ

れ

し

も
が
認
め

る

の

は

た

っ

た
一

点、

東
寺
旧
蔵
の

「

山

水
屏
風
」

〔
六

曲
一

隻
・
京

都
国
立

博
物
館

蔵）
〔
図
1）

だ

け

で

あ

る
。

中
国
の

隠
遁
者
を
描
く
一
一

世
紀
後
半
の

屏
風

で

あ

り
、

唐
代
の

絵
画

に

倣
う
擬
占
的

な

　

　

　
【
↓

作
例
で

あ

る
。

そ
し

て
、

そ
の

次
に

く
る

の

が
鎌
倉
時
代
初
期
の

屏
風
と

み

な

さ

れ

て

い

る

神
護
寺
の

「

山

水
屏
風
」

〔
六

曲
一

隻
・
以

下

神

護
寺
本
と

略
記
す
る）
〔
図

2）

で

あ

る
。

東
寺
旧
蔵
の

「

山
水
屏
風
」

と

は

対
照

的
に、

寝
殿
造
の

邸
宅
な

ど
、

日

本
の

風
物
を

大
観
的
な

山

水
景
観
の

な
か

に

散
在
さ

せ

る、

こ

の．
一
つ

の

屏
風
は
、

そ

れ

ぞ
れ、

文
献
に

記

録
さ

れ

て

い

る

「

唐
絵
屏
風
」

と

「

や

ま

と
絵

屏
風
」

に

相
当
す
る

と

考
え

ら

れ

て
い

る、．

　

こ

の

二

例
に

続
く
の

が
、

高
野
山

金
剛
峯
寺
所
蔵
の

「

山

水
屏
風
」

（
六

曲
一

隻）
（
図

3）

と

「

高
野
山

水
屏
風
」

（
六

曲
、

双
・

京

都
国
立

博

物
館

蔵〉
（

図
4）

で

あ

る
。

双
方
と

も
鎌
倉
時
代
の

屏
風
で

あ
る

。

さ

ら
に、

一

四

世
紀
を
迎

え

る

と

醍

醐
寺
所
蔵
の

「

山
水
屏
風
」

〔
六

曲
、

隻）

や、

近

年
の

研
究
に

よ

っ

て

応

安一、一

年
（
．

一、．
七

9
頃

に

制
作
さ

れ

た

と

考
え

ら
れ

る

よ

う
に

な
っ

た

当
麻
寺
奥
院

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
〔
2〕

所
蔵
の

「

卜

界
図
屏
風
」

（
六

曲
．

双）
（
図

5）

な
ど
を

挙
げ

る

こ

と

が

で

き

る
。

こ

れ

ら

に
、

金

戒
光
明
寺
の

「

地
獄

極
楽
図

屏
風
」

や

「

山

越
阿
弥

陀

図
屏
風
」

図 1　 東寺旧 蔵 「山水屏風」 （京都国立博物館 蔵）

図 2　「山水屏風 （神護 与本）一（神 護寺蔵〉



The Japan Society for the History of Interiors, Furniture and Tools

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Sooiety 　for 　the 　History 　of 　工nteriors ，　Furniture 　and 　 Tools

特集　屏風

を

加
え

た

と

し

て

も
、

そ

の

数
は

き

わ

め

て

少
な

い
。

　

以
上

の

屏
風
の

多
く
は、

各
扇
に

縁
を
ま
わ

す、

い

わ

ゆ

る

占
屏
風
の

形
式
を

と

ど
め

て

い

る
。

な
か

で

も
「

高
野

山
水
屏
風
」

の

二

扇
ご

と

に

縁
取
り
を
施
す

形
式
は、

屏
風
の
一

扇
ご

と
の

縁
取
り
が

撤
廃
さ

れ

る

過
渡
期
の

も
の

だ

ろ

う
と

　

　

　

　

　
（
3一

考
え
ら

れ

て

き
た。

し

か

し、

正

倉
院
の

屏
風
や
、

冖

○
世
紀
の

「

延

喜
式」

巻

一

七
内
匠
寮
に

あ

る
、

屏
風
の

構
造

や

素
材
に

関
す
る

記
述
か
ら

窺
え
る

屏
風
の

　

　

　

〔
4）

古
い

形

式
が、

そ

の

後、

ど
の

よ

う
に

変
遷
し

た

の

か

と

い

う
こ

と
は

よ

く
わ

か

っ

て

い

な
い

。

中
世
の

絵
巻
物
な
ど

の

画
中
画
か

ら、

屏
風
の

構
造
の

お

よ

そ
の

変
化
は

窺
え
る

も
の

の
、

そ

れ

に

は

限

界
が

あ
り

、

表
側
に

も
裏
側
に

も
n
在

に

折
り
曲
げ
ら

れ

る

紙
の

蝶
番
を
使
う

屏
風
が

い

つ

ご

ろ

か

ら

作
ら

れ

始
め

た

の

か、

そ

し

て、

そ

れ

と

扇

ご

と

の

縁

取
り
の

消
長
と

が

ど

う
連
動
し

て

い

る

の

か

と

い

っ

た

具
体
的
な
詳
細
は

不
明

で

あ
る

。

　

こ

の

よ

う
に、

古
い

時
代
の

屏
風
に

は

謎
が

多
い

が
、

そ
の

な

か

で、

か

ろ

う
じ

て

現

代
ま

で

残
存
し
た

数
少
な

い

屏
風
は
、

時
代
の

波
を
か
い

く
ぐ
っ

て

き
た
だ

け

の

こ

と
は

あ
り
見
応
え
が

あ

る
。

そ

こ

で

本
稿
で

は
、

私
が

最
近、

作
品
研
究
を
行
な
っ

た

「

山
水
屏
風
」

　

　

　

（
5〕

（
金

剛

峯

寺
蔵
）

を

中
心

に
、

鎌

倉
時
代

の

屏
風
絵
の

特
質
を
お

さ

え、

そ
れ

と

図 3　「山水屏風 （金 剛峯 与本〉」 （金 剛 峯寺 蔵〕

そ
の

後
の

屏
風
と

の

つ

な
が

り
を
考
え
て

み

た
い

。

金
剛
峯
寺
の

「

山
水
屏
風
」

　

最
初
に、

金
剛
峯
寺
の

「

山
水
屏
風
」

（
以

ド

金
剛

峯
寺
本
と
略

記
す
る）

の

位
蹕

づ

け

を

整
理
し

て

お

こ

う。

高
野

山
ゆ

か

り
の

、

密
教
儀
礼
用
の

山

水
屏
風

と

考

え
ら

れ

て

き
た
も
の

は

二

点
あ
る．．

ひ

と
つ

は、

現

在
も
高
野
山
に

残
る

金
剛
峯

寺
本
（
図

3）

で

あ
り、

も
う
ひ

と

つ

は、

江
戸
時
代
ま
で

高
野
山

の

金
剛
三

味

院
に

伝
来
し

て

い

た

「

高
野

山
水
屏
風
」

（
図
4）

で

あ
る

。

．
耕
究
が
進
ん

で

い

図 4　「高野山 水屏風 」左 隻 （亰都 国 立博物 館 蔵）

図 5　「十 界図 屏風 ．右 隻 （当麻 寺奥院蔵）
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る

の

は

「

高
野
山

水
屏
風
」

の

方
で、

描
か
れ

た

景
観
は
一

二

八
一

年
か

ら

八

八

年
の

間
の

も
の

で

あ
り、

様
式
的
に

み

て

も
そ

の

こ

ろ

に

制
作
さ

れ

た

屏
風
で

あ

　
　
　

　

　
　
　
　
【
o」

ろ

う
と
考
え
ら

れ

て

い

る
．

景
観
年
代
が

あ
る

程
度
絞
り
こ

め

る

点
で

も
重

要
な

作
例
で

あ
る

。

　
い

っ

ぽ

う
の

金
剛
峯
寺
本
に
つ

い

て

は、

図

版
解
説
な
ど

で

漠
然
と
、

一．一
世
紀

末
か
ら
一

四

世
紀
な
か
ば

ご

ろ
、

鎌
倉
時
代
末
か

ら

南
北
朝
時
代
ご

ろ

の
、

形
式

化
し

た

表
現
の

作
例
と

さ

れ、
「

高
野
山
水
屏
風
」

よ

り

も
遅
れ

る

も
の

と

位
置

　
　
　

　

　

ニ
ドゴ

づ

け
ら

れ

て

ぎ
た
。

し
か

し、

い

ま

ま
で

金
剛
峯
寺
本
に

詳
し
い

検
討
が
加
え
ら

れ

た

こ

と

は

な

い
．

そ
し

て、

こ

う
し
た

位
置
づ

け

や

評
価
に

は
、

金
剛
峯
寺
本

を

「

足
利
時
代
」

の

屏
風
と

し、
「

や

ま
と

絵
が

衰
微
し

た

あ
と
の

形
式
化
し
た

作
例
」

と

評

価
し

て

い

た
、

明
治
か

ら

大
正
期
に

か

け
て

の

先
学
の

金
剛
峯
寺
本

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
〔
8〕

に

対
す
る

見
解
が

影
を
落
と
し

て

い

る

よ

う
に

思

え
る

。

　
そ
こ

で
、

あ

ら

た

め

て

金
剛
峯
寺
本
の

様
式
を
、

一
．

二

世
紀
初
め

頃
の

作
例
と

考
え
ら

れ

て

い

る

神
護
寺
本
や

、

一
、

二

世
紀
半
ば

ご

ろ

の

「
観
音
経
絵
」

（、
一
幅
・

本

ヒ

寺
蔵）
、

そ

し

て

「

高
野

山

水
屏
風
」

な
ど

と

比

較
し
た

と

こ

ろ、

金

剛
峯
寺

本
は

「

高
野
山
水
屏
風
」

よ

り
も、

様
式
的
に

は

神
護
寺
本
や

「

観
音
経
絵
」

に

近
い

も
の

で

は

な

い

か

と

考
え
る

に

到
っ

た。
「

形
式
化
」

し
て

い

る

と

い

わ

れ

て

き
た

金

剛
峯
寺
本
の

様
式
だ

が、

じ
つ

は
そ

れ

が

鎌
倉
時
代
の

屏
風
の

典
型
的

な
様
式
で

は

な
い

か
と
推
測

す
る
。

　
ま
た、

図
様
内
容
に
つ

い

て

は
、

従
来
色
紙
形
に

「

後
夜
に

聞
く
仏

法
僧
鳥
」 、

「

納
涼
房
に

雲
雷
を

望
む
」

「

秋
日、

神
泉
苑
を

観
る
」

と
い

う
『

性
霊

集
」

を
出

典
と
す
る

空

海
の

三

つ

の

詩

が

墨

書
さ

れ

て
い

る

と

こ

ろ

か
ら、

そ

れ

に

ち

な
む

情
景
が

描
か

れ
て

い

る

と

さ

れ
て

き
た

。

し

か

し
、

色
紙
形
の

墨

書
は、

各
扇
の

描
き

表
装
と

と

も
に

後
世
の

も
の

と

思
わ

れ

る

と

こ

ろ

か

ら
、

あ
ら

た

め

て

図
様

の

検
討
を
行
な
っ

た
と

こ

ろ、

ヒ

述
の

三
つ

の

詩
の

情
景
を

、

そ

れ

に

ま
つ

わ

る

風

説
も
重
ね
合
わ

せ

な
が

ら

た

く
み

に

描
い

て

い

る

こ

と

が

わ
か

り、
「

性
霊

集

図
山
水
屏
風
」

と

呼
び

う
る

屏
風
で

あ

る

こ

と

を

確
認
で

き

た
。

　

相
対
的
な

様
式
の

比
較
か

ら

は
、

具
体
的
な

推
定
制

作
時
期
を

導
き
出
し

に

く

い

が
、

金
剛
峯
寺
本
を
一

三

世
紀
後
半

に

位
置
づ

け

る

こ

と

が

可
能
だ

ろ

う
と、

現

段
階
で

は

考
え
て

い

る。

類
型
的
風
俗
表
現
の

活
用

　
つ

い

で、

金
剛
峯
寺
本
の

神
泉
苑
の

図
様
に

注
目

し

た

い
。

第
四

扇
の

下

か

ら

第
六

扇
に

か

け

て
、

画
面
の

ほ

ぼ

半
分

を

さ
い

て

描
か

れ

て

い

る

の

が

神
泉
苑
の

風
景
で

あ
る

。

色
紙
形
の

墨

書
は、

後
世
に

書
写
さ

れ

た

も
の

と

思
わ

れ

る

が、

そ

こ

に

は、

以

下

に

掲
げ
る

「

秋
日

観
神
泉
苑
」

詩
か

ら

傍
線
部
を
写
し

て

い

る
。

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　〔
9〕

詩
の

全
文
の

読
み

ド

し
と

現
代
語
訳
は

以

下
の

と

お

り

で

あ
る

。

　
秋
日

観
神
泉
苑

　
　
　
て

き

ち

よ

く

　

　

　

ぶつ
こ

う

神
泉
に

彳、
丁

し

て

物
候
を
観
る

　
し

ん

じ

ん

か

う

こ

う

　
心

神
侃
惚
と

し

て

帰
る

こ

と

能
く
せ

ず

ち

　

け

い
わ

い

た

い

　
　

　

　
　

　

　
巳

り
き

高
台
の

神
構
は

人
力
に

非
ず

池

鏡
泓
澄
と

し

て

日

暉

を

己

む

　

　

　
　
　
　

　

　
、
適唱

鶴
の

響
天

に

聞
え
て

御
苑
に

馴
れ

た

り

　
鵠
の

翅

且

く
域
め

て

幾
ば

く
か

飛

ば

む

と

す
る

　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
う
る

は

游
魚
は

藻
に

戯
れ

て

数
鉤
を
呑
み

　
鹿
深

草
に

鳴
い

て

露

衣

を
霑
す

．

は

翔
け

り
一

は

住
つ

て

君
徳
を
感
ず
　
秋
の

月

秋
の

風
空

し

く
扉
に

入

る

　
　
ふ

く

　

　
　
　
　
り
い
ば

　

　

　

　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　

さ

う

さつ
　
　
　
　
　
ひ

き

草
を
銜
み

粱
を

啄
む

で

何
ぞ

在
ら

ざ

る

　
蹌
々

と

し

て

率
ゐ

舞
う
て

玄
機
に

在
り

　
現
代
語
訳

神
泉
苑
を
散
策
し

て

季
節
の

変
化
を

観
察
す
る

と

心

は

う
っ

と

り
と

し

て

帰
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特集　屏風

る

気
に

な
ら
な
い

。

高
い

台
閣
は

神
・

が

作
ら

　
た

よ

う
で
、

人
問
の

作
と

は

思

わ

　
な
い

。

鏡
の

よ

う
な
池
は

澄

み

わ

た

り、

日

の
Ψ

を

包
み

込
む。

鶴
は

天
に

ま
で

聞
こ

え

る

鳴
声
を
た
て

御
苑
に

馴
れ

た
様
子。

鵠
は

羽
を
し

ば

ら

く

　
め

た

あ

と、

ヲ

に

も
飛
び

立
と

う
と

す
る

。

魚
は

藻
草
の

間
を
泳

ぎ
ま

わ
っ

て

時
々

釣
針
を

呑
み

こ

み、

鹿
は

草
む
ら

の

奥
で

鳴
き、

衣
は

露

に

ぬ

れ
る。

天

翔

る

鳥
も
苑
に

住
む
魚
や

鹿
も

、

天

子
の

御
徳
を

感
じ

、

秋

の

月
と

秋

の

風
が

賞
で

る

人

も
な
い

の

に

扉

の

中
に

入
っ

て

く
る

。

鳥
や

獣

は

草
を

く

わ

え
た

り
粱
を

つ

い

ば
ん

だ
り
し

て

そ
こ

ら
中

に

居
り、

ゆ
っ

た

り

と
し

て

連
れ

だ
っ

て

舞
い
、

深
遠
な
道
理

の

中
に

い

る
。

　

こ

の

よ

う
に
、

秋
の

静
か

な
冖

口

に

神
泉
苑
を
散
策
し

て
、

そ
の

み

ご

と

な
景

観
に

陶
然
と

す
る

さ
ま
が
歌
わ

れ

て

い

る
。

色
紙
形
に

墨

書
さ

れ

て
い

る

箇
所
は、

神
泉
苑
に

そ

び

え
立
っ

て

い

た

高
楼
を
人
間
が

作
っ

た

物
と

は

思
え
な

い

と

称
え、

美
し
い

池
と

そ

こ

に

い

る

鶴
や

鵠
の

、

羽
を
休
め

て

い

る

姿
や、

自
由
に

飛
び

疏

と
う
と
す
る

姿
を
歌
う。

先
に

触
れ

た

よ

う
に、

私
は

色
紙
形
の

墨
書
は

後
世
の

も
の

と
考
え
て

い

る

か
ら

、

そ

れ

に

捕
わ

れ
る

こ

と
は

無
意
味
だ

が、

画
而
に

は

「

高
い

台
閣
」

に

相
当
す
る

も
の

は

描
か
れ

て

い

な
い

．

そ

し
て
、

そ

の

い

っ

ぽ

う
で

詩
に

は
ま
っ

た

く
出
て

こ

な
い
、

塀
の

外
で

主

を
待
つ

人
々

の

姿
〔
図
6）

が

大
き
く
描
か

れ

て

い

る
。

彼
ら
の

姿
は

、

説
明
の

し

に

く
い

も
の

な

の

で
、

図

版
解
説
類
で

は

ほ

と

ん

ど

言
及

さ

れ

て

こ

な
か
っ

た。

　

し

か
し

、

後
述
す
る

よ

う
に、

こ

の

人

々

の

姿
こ

そ
、

こ

の

詩
の

大
意
を

表
現

す
る

重
要
な
モ

チ

ー

フ

な
の

で

あ
る

。

こ

の

詩
は、

空

海
が

嵯
峨
帝
の

命
を

う
け

て

弘
仁
一

四
年
（
八

二

三）

秋
に

神
泉
苑
を

訪
れ

て

作
り、

翌

年
二

月

に

献
納
し

た
も
の

で

あ
り、

平
和
で

安
定
し
た

治
世

を

祝
福
し、

君
恩
の

深
さ
を、

秋

の

神

泉
苑
の

整
っ

た

静
か

な
風
景
に

託
し

て

称
え

る

詩
で

あ
る

。

　
神
泉
苑
は

九

世
紀
前
半
を
最
盛
期
と

し、

そ
の

後
は

荒
廃
す
る

。

た
び

た

び
修

復
さ
れ

る

こ

と

は

あ
っ

て

も、

空
海
在
世

時
の

盛

観
を
取
り
戻
す

こ

と
は
つ

い

に

な

か
っ

た
。

し

か

し
、

そ
れ
で

も
神
泉
苑
は

特
別
な
場
所
で

あ
り

続
け
た。

た

と

え

ば
、

東
島
誠
氏
が

説
く
よ

う
に

、

『

太
平
記
』

巻
一

二

「

神
泉
苑
事
」

か

ら
は、

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

面）

「

神
泉
苑
の

維
持
こ

そ

が
国
土

の

安
穏
を

保
証
す
る

と

認
識
さ

れ

て

い

た
」

こ

と

が

わ

か

る

し、

一

四

世
紀
の

「

弘
法
大
師
行
状
絵
」

〔
東
寺
蔵）

の

「

神
泉
祈
雨
」

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
は

か

り

ご

と

の

詞
書
に

も、

荒
れ

果
て

た

神
泉
苑
を

嘆
き

、

「

君
と

し

臣
と

し

て

治
世
の

簿
を

廻

ら

さ

れ
、

早
く
修
理
を

加
え
て

崇
重

し

給
ふ

べ

き
を

や。

此
の

所
を
治
め

ら

れ

　
　
　
　

　
　
　
　
〔
且）

ば、

国
家
乂

治
ま
る
べ

き
」

と

あ
る。

こ

の

よ

う
に

、

空
海
が
詩
を

作
っ

た

九
世

紀
初
め

は

も
と

よ

り
、

金

剛
峯
寺
本
が

描
か

れ

た

中
世
に

あ
っ

て

も
、

神
泉
苑
は

依
然
「

国
家
」

の

象
徴
と

意
識
さ
れ

て

い

た
。

　
詩
に

歌
わ
れ

て
い

る

鶴
や

、

鵠
、

池
の

魚
や

草
む

ら

の

鹿
に

は、

天
皇
の

も
と

で

平
和
に

暮
ら

す
人

々

の

姿
が

重
ね
ら

れ

て
い

る

こ

と

は、

江
戸

時
代
の

『

性
霊

集』

の

解
説
言
で

あ

る

『

遍
照

発
揮
性
霊
集
便
蒙
』

や

『

性
霊
集
私
記
』

で

も
繰

　
　
　
　

　
　
　
（
12〕

り

返
し

説
か

れ

て
い

る
。

金

剛
峯
寺
本
に

も、

池
の

ほ

と

り
に

三

羽
の

鶴
が

描
か

れ

て

い

る

こ

と
は
先
に

み

た

と
お
り
だ

が、

な
ん

と
い

っ

て

も
、

こ

の

図
様
の

み

ど

こ

ろ

は
、

開
か
れ

た

門
の

外
の

塀
際
で、

い

つ

戻
っ

て

く
る

と

も
わ

か

ら

な
い

主
の

帰
り
を
待
つ

従
者
た

ち
の

群
像
表
現
に

あ
る
。

そ

こ

に

は
、

弓
矢
を
具
し
て

行
儀
良
く
待
つ

武
官
も
い

れ

ば、

あ
ど

け
な
い

丸
顔
の

稚
児
も
い

る
。

居
眠
り
を

す
る

傘
持
ち
も
い

れ

ば
、

急
に

暴
れ

出

し

た

馬
に

驚
き

、

と

り
お

さ

え
よ

う
と

慌

て

る

人
々

も
い

る
。

彼
ら

は

皆、

そ

れ

ぞ

れ

の

分
に

応

じ

て

平
穏
な

日
々

を

送
る

人
々

で

あ
り

、

池
の

ほ

と

り
に

羽
を
休
め

る

鶴
と

と

も

に、

平
和
な

治
世
を

暗
示

す
る

モ

チ

ー

フ

と
し

て

描
か

れ

て

い

る

と
考
え

ら

れ

る

だ

ろ

う
。

　
じ
つ

は
、

こ

の

よ

う
な

塀
の

外
の

人

々

と

は
、

そ

の

な

か

で

生
じ

て

い

る

馬
が

暴
れ

出
す
と

い

う
混
乱
を

も
含
め

て、

佐
野
み

ど

り
氏
や

佐
藤
康
宏
氏
が

指
摘
す
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図 6　金 剛 峯寺 本部 分 ・塀 の 外 の 入 々

　
つ

ま

り
、

神
泉
苑
の

塀
の

外
の

人
々

は、

と

も
に、

神
泉
苑
に

象
徴
さ
れ

る

為
政
者
の

徳
を

印
象
づ

け

る
、

表
現
の

典
型
的
な
活
用

例
な
の

で

あ

る
。

金

剛
峯
寺
本
で

は、

描
く
に

あ
た
っ

て、

こ

の

類
型

的
図

様
に

依
存
し

て

い

る

と

す
ら

い

え
る

だ

ろ

う。

こ

の

風
俗
表
現
の

類
型
の

展
開
に
つ

い

て

は
、

後
で

あ

ら
た

め

て

と

り
あ
げ

る

こ

と

に

し

て
、

こ

こ

で

は

塀
の

外
の

人
々

か

ら

い

っ

た

ん

離
れ

て
、

神
泉
苑
図

様
の

全

体
を

眺
め

渡
し

て

お

こ

う
〔
図
3）
。

　
そ
こ

に

は、

檜
皮
葺
の

棟
門
と、

赤
く
塗
ら

れ

た
柱
の

門、

そ

し
て

鈎
形
に

折

れ

曲
が

る

築
地
塀
が

描

か

れ

て

い

る
。

左

側
の

塀
に

そ
っ

て

水
路
が
ま
っ

す
ぐ
に

う
が
た

れ、

勢
い

よ

く
水
が

流
れ

て

い

る
、

こ

こ

で
、

神
泉
苑
の

位
置
を
確
認
し

て

お

く
と
、

神
泉
苑
は、

二

条
と
三

条
の

問、

束
大
宮
大
路
と

壬

生
大

路
の

問
の

る、

平
安
時
代
後
期
の

「

年
中
行
事
絵

巻
」

（
図

7）

な
ど

に

繰
り

返

し

描
か

れ

て

き

た

風
俗
表
現
の

類
型
の

ひ

と
つ

で

あ
る

。

「

年
中
行

事
絵
巻
」

で

は
、

塀
の

外
の

人
々

の

姿
は、

行
事
や

儀
式

の

情
景
の

周
辺
部
分
に

添
量
と

し

て

描

か

れ
、

そ
れ

ら

に

賑

や

か

な
活
気
を

与

え

る

働
き
を
す
る。

そ

し
て、

そ
こ

で

偶
発
的

に

起
こ

っ

て

い

る

跳
ね
上

が

る

馬
が

も

た

ら

す
小
さ

な

混
乱
を
、

敢
え

て

描
き

加
え
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

逆
に、

そ

の

程
度
の

混
乱
を

鷹
揚
に

許
容
す

る、

体
制
の

安
定
を
印
象
づ

け
る

こ

と
が

で

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
〔
13甘

き

る

と

考
え
ら
れ

て

い

た

よ

う
だ

．

　
塀
の

中
の

静
け

さ

を

際
だ
た

せ

る

と

　
　
　
　

　

　
　
　
　

類
型
的
な

風
俗

　
　
　
　

　

　
　
　
こ

の

詩
の

大
意

を

図 7　「年巾行事絵巻模本 」部分 　塀 の 外 の 人 々

南
北
四
町
東
西
二

町

に

わ
た

る

広
大

な
ス

ペ

ー

ス

を
占
め

て

い

た。

近
年

の

発
掘
調
査

に

よ

っ

て
、

神
泉
苑
の

西
側

に

あ
た

る

壬
生

大
路
の

路
面
と

東
側

溝
、

神
泉
苑
の

築
地
跡、

神
泉

苑
の

東
側
に

あ
た

る

東
大
宮
大
路
の

西
築
地
と

西

側
溝
が

検
出
さ

れ

て
い

（
14）

る

が、
一
一
．

世
紀
半
ば

ま
で

に

作
成

さ
れ

た

左
京
の

地
図

か

ら

は、

神
泉

苑
の

東
側
の

東
大
宮
大
路
を

水
路
が

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
p15
）

流
れ
下
っ

て

い

た

こ

と

が
わ

か

る。

第
六

扇
の

水
路
が
東
大
宮
通

の

水
路

で

あ

る

と

す

れ

ば
、

こ

こ

に

描
か

れ

て

い

る

築
地
塀
と

門
は、

そ

れ

ぞ

れ

神
泉
苑
の

東
側
と

北

側
の

塀
と

門
と

な

る

だ

ろ

う。

　

と
こ

ろ

で
、

近

年、

門
前
や

塀
際、

と

り

わ

け

神
泉
苑

の

門
や

塀
に

着
目
す
る

中
世
文
学
や

中

世
史
の

論
考
が

あ
い

つ

い

で

い

る
。

先
に

も
触
れ

た

東
島
誠
氏
の

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　【
16〕

「

隔

壁

の

誕

生

−
中
世
神
泉
苑
と

不
可
視
の

シ

ス

テ

ム
」

や、

田

中

貴
子

氏
の

　

　
　
　
　

　

　
　
　（
17〕

『

百
鬼
夜
行
の

見
え
る

都
市
」

、

高
橋
慎
一

朗
氏
の

「

都
市
の

塀

ー
洛
中

洛
外
図

　

　
　
　
　

〔
18）

屏
風
に

み

る

京
都
」

な
ど

で

あ
る

。

　

東
島
氏
は
、

金

剛
峯
寺
本
が

描

か

れ

た

時
期
よ

り
も
後
の

こ

と

に

な
る

が、

室

町
時
代
に

荒
廃

し

た
神
泉
苑

を
、

人

々

が

集
住
す
る

左
京
か

ら

み

え
な
く
す
る

た

め

に、

神
泉
苑

の

東
側
の

東
大
宮
通
り
沿
い

の

塀
の

修
理

が

重
ね

ら

れ

て

い

た
こ

と

に

注
日

す
る

。

神
泉
苑
の

荒
廃

を

塀
に

よ
っ

て

人
目
か

ら

隠
す

こ

と
で、

神
泉

苑
が

象
徴
す
る

も
の

を

護
ろ

う
と

し

て

い

た

の

だ

と

説
く

。
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田

中
氏

は

説
話
文
学
に

お

い

て、

し

ば

し

ば

神
泉
苑
脇
の

東
大
宮
通
と

二

条
通

の

ま

じ

わ

る

あ
た

り
が、

百
鬼
夜
行
や、

正
体
不
明
の

気
味
の

悪
い

も
の

と

遭
遇

す
る

場
に

選
ば
れ
て

い

る

こ

と

に

注
目

す
る。

お

そ
ら

く、

神
泉
苑
の

塀
の

外
側

が
不
気
味
な
場
所
と
し

て

意
識
さ

れ
る

よ

う
に

な

る

こ

と

と、

塀
の

内
側
の

庭
園

の

荒
廃
と

は

表
裏
一

体
の

現
象
で

あ
ろ

う
。

　
さ

き
に

第
六

扇
の

水
路
を

、

東
大
宮
通
の

水
路
と

仮
定
す
る

と
、

描
か

れ

て
い

る

の

は

神
泉
苑
の

朿
側

と

北

側
の

塀
と

門
に

な

る

と

推
測
し

た

が
、

そ

れ

は

と
り

も
な
お

さ

ず
、

東
大
宮
通
と

二

条
通
の

塀
と
門
と

な
り

、

田

中
氏
の

指
摘
す
る
ス

ポ
ッ

ト

に

該
当
す
る

こ

と

に

な
る。

た

だ

し、

そ

う
し
た

現
実
と

の

対
応
関
係
が

こ

の

屏
風
に

お
い

て、

ど

の

程
度
意
識

さ

れ

て

い

た

の

か

は、

に

わ

か

に

は

見
定

め

が

た

い
。

金
剛
峯
寺
本
の

場
合
は
、

上

述
し

た

よ

う
に

「

秋
日

観
紳
泉
苑
」

と

い

う
詩

の

大

意
を

表
現

す
る

た

め

に
、

塀
の

外
の

人
々

と
い

う
風
俗
表
現
の

類
型

を

活
用

す
る

こ

と

が
、

早
い

段
階

か

ら

構
想
の

う
ち
に

あ
っ

た

と

考
え

ら

れ
、

塀

や

門
は

そ
の

類
型

を
画
面
に

導
入

す
る

た

め

の

必

須
の

モ

チ

ー

フ

で

あ
っ

た
．

そ

の

う
え、

こ

の

よ

う
に

鈎
形
に

塀
を

構
え
る

構
図
自
体
は、

一

二

世
紀
前
半
に

描

か

れ

た

旧

永
久
寺

簒
三

冂

堂

の

「

真
言
八

祖
行
状
図
」

（
八

幅
〔
も
と

は

障
チ
絵〕
・

出

光

美

術
館

蔵）
〔
図
8）

に

も
頻
出
す
る
、

あ
り
ふ

れ
た
も
の

で

も
あ
る。

そ

う
し

た、

風
俗
表
現
や

構
図
の

類
型
の

ほ

う
が、

現
実
の

景
観
と

の

対
応
よ

り
も
は
る

か

に

強
く
絵
筆
を

規
制
し

て
い

た

と

想
像
さ
れ

る

と

こ

ろ

か

ら、

こ

の

神
泉
苑
図

様
と

現

実
と

の

直
接
の

照
応
関
係
を

穿
鑿
す
る

こ

と

に

あ
ま
り
意
味
は

な
い

。

目

に

み

え
る

景
観
を
そ
の

ま

ま
絵
に

描
く
と

い

う
こ

と

が
ほ

ぼ

あ
り
え
な

い

時
代
に

あ
っ

て、

こ

こ

に

描
か

れ

て

い

る

塀
や

門
を
特
定
す
る

こ

と
は、

制
作
に

関
連
す

る

文
献
資
料
の

裏
付
け

な
ど

が

な

い

限
り
で

き
な

い

こ

と

で

あ

ろ

う
。

　
た

だ
し
、

金

剛
峯
寺
本
の

神
泉
苑
図
に

描
か

れ

た

塀
と

門

が、

い

か

に

も
堅
牢

そ

う
で

あ
る

こ

と

は
、

こ

う
し

た

中
世
に

お

け
る

神
泉
苑
の

塀
や、

そ
の

塀
際
の

外
周
へ

の

関
心
と

合
致
し

て

い

る

よ

う
に

み

え
、

興
味
深
い
。

　
以

卜
、

こ

こ

で

は、

金
剛
峯
寺
本
の

神
泉
苑
の

情
景
部
分
の

み

に

つ

い

て

詳
述

し

た

が、

ほ

か

の一
．

つ
の

情
景
も
じ
つ

に

た

く
み

に

描
か
れ

て

い

る
。

上
質
な
絵

画
に

は、

時
代
を
問
わ

な

い

雄
弁
な

表
現

力
が

あ

る

こ

と

を

あ
ら

た

め

て

教
え
て

く
れ
る、

鎌
倉
時
代
の

屏
風
の
．

例
で

あ

る
。

山
水
表
現

　
つ

づ

い

て
、

金

剛
峯
寺
本
（
図
3）

の

山

水
表
現
を

確
認
し
て

お

こ

う
。

そ
れ

は、

神
護
寺
本
〔
図
2）

と

ほ

ぼ

共
通

す
る

様
式
で

描
か

れ

て

お

り、

そ

の

意
味

で

鎌
倉
時
代
の

屏
風
の

山

水
表
現
の

ひ

と
つ

の

典
型

と

み

な
せ

る。

　
神
護
寺
本
も

金
剛
峯
寺
本
も、

密
教
寺
院
の

儀
式
用
の

山

水
屏
風
で

あ
っ

た

だ

ろ

う
と
推
測
さ

れ

て

い

る

が
、

じ
つ

は
、

そ
の

伝
来
も
よ

く
わ

か

ら

ず、

古
く
か

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
〔
19）

ら

山
水
屏
風
と

し

て

使
わ

れ

て

い

た

と

い

う
点
も
確
証
が

あ
る

わ

け
で

は

な

い
。

し

た

が
っ

て、

こ

こ

で

は

両
者
を

、

ひ

ろ

や

か

な

山

水
を
描
い

た

屏
風
と
い

う
共

通

項
で

く
く
る

だ

け

に

と

ど

め

て

お

き

た

い
。

　
両
者
に

共
通

す
る

の

は、

景
観
を

俯
瞰

的
に

と

ら

え、
．

画

面
の

下
端
か

ら

上

の

端
の

近
く
ま
で、

す
き
ま

な
く
地
面
や、

水
面
を
連
続
し

て

描
く
点
で

あ

る
。

画

面
の

上
端
に

は

青
い

色
が
一

文
字
に

塗

ら

れ

て

い

る

が
、

こ

れ
は

敦
煌
壁
画
な

ど

に

も
み

ら
れ

る

中

国
絵
画
の

天

空

表
現
を
継
承
す
る

も
の

で

あ
る。

ち
な

み

に
こ

の

よ

う
な
天

空

表
現
が

用
い

ら

れ

て

い

る

の

を
確
認
で

き
る

の

は、

一

四

世
紀
前

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
〔
20〕

半
の

醍
醐
寺
の

「

山

水
屏
風
」

あ

た

り
が

最
後
と

な

る
。

　
そ

し

て、

モ

チ

ー

フ

の

描
写
角
度

が
ほ

ぼ

揃
っ

て

い

る

こ

と
に

も
注
目

し

た
い
。

描
き
こ

ま
れ

て

い

る

建
物
の

数
が

少
な
く、

充
分

な
距
離
を
間
に

は

さ

ん

で

描

か

れ

て
い

る

に

も
か

か

わ

ら

ず、

そ

の

描
写
角
度
が

几
帳
面

に

揃
え
ら

れ

て

い

る

の

は
、

そ

う
す
べ

き

で

あ
る

と

い

う
表
現
の

ル

ー
ル

が

あ
っ

た

の

で

は

な
い

か

と

考
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図 8　「頁 言八 祖行状図」 （八 幅 〔旧

　 　 永久寺 障子絵 〕・出光美術館

　 　 蔵） よ り 「空海 図 」

え
た

く
な

る

ほ

ど

で

あ

る
。

　

ま

た
、

建
物
や

人

物
な

ど

の

小
さ
な

モ

チ

ー

フ

は
、

驚
く
ほ

ど

細
密
で

あ
る

。

と

り

わ

け

画
面
に

接
近
し

な

け
れ

ば

視
認
で

き
な

い

ほ

ど

の

細

密
な

表
現

が
顕
蓍

な
の

は

建
物
で

あ
る

。

羽

目

板
の

継
ぎ

目、

釘、

扉
の

蝶
番、

蔀
の

格
子
な
ど
が

、

張
り
の

あ

る

細
い

糸
の

よ

う
な
線
で

克
明
に

描
か

れ

て

い

る
。

金

剛
峯
寺
本
は、

神
護
寺
本
よ

り
も
は

る

か

に

大
き

な
ス

ケ

ー

ル

で

建
物
や

人
物
を

描
く
が、

そ

れ

で

も、

そ

の

第
一

扇
上

方
の

摩
尼
山
中
腹
の、

わ

ず
か
一

〇

ミ

リ

ほ

ど

の

小
さ

な

サ

イ

ズ

で

描
か

れ
て
い

る

建
物
に

到
る

ま
で、

羽

目
板
や

床
ド

の

柱
に

精
緻
な
表

現
が

認
め

ら

れ

驚
か

さ

れ

る
。

お

そ
ら

く
、

遠
い

山
の

中
腹
の

建
物
を

描
く
と
き

に、

そ
の

筆
を
制
御
す
る

の

は
、

建
物
を

間

近
で

観
察
し

た
と

き
の

印
象
や

記
憶、

そ
し

て

そ

こ

か

ら
生
ま

れ

た

図
像
な
の

だ

ろ

う
。

遠
い

山

の

建
物
を

表
現
す
る

と

き
に

、

そ

の

建
物
全
体
の

大

き
さ

は
、

距
離
に

応
じ

て

縮
減
さ

れ

る

の

に

対
し

て
、

建
築
の

細
部
に

関
し

て

は
、

距
離
に

応
じ

て

省
略
す
る

意
識
が

な
い

よ

う
に

み

え

る。

可
能
な
限

り、

筆
は

細
部
を

拾
っ

て

い

く
の

だ

ろ

う
。

　

結
果
的
に
、

神
護
寺
本
も
金
剛
峯
寺
本
も、

離
れ

た
と
こ

ろ

か

ら

み

れ

ば
、

秩

序
あ

る

図
様
の

全
体
を

楽
し

む
こ

と

が

で

き、

近
づ

け
ば

ど

こ

ま
で

も
こ

ま
や

か

な
細
部
表
現
を
楽
し

め

る
、

そ
の

よ

う
な
絵
の

つ

く
り
に

な
っ

て

い

る
。

こ

う
し

た

秩
序
あ
る

全
体
と、

驚
く

ほ

ど

細
密
に

描
か

れ

た

モ

チ

ー

フ

と

を

共
存
さ

せ

る

こ

と

は
、

中
世

に

数
多
く
作
ら

れ

た

春
日

曼
荼
羅
や

、

「

琴
弾
宮
縁
起
」

（
一

幅
、

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
（
21）

観
音

寺
蔵）

な
ど

と
も
共
通

し、

こ

の

時
期
の

比

較
的
大
き
な

画
面
の

絵
画
の

特

徴
と
い

え
る

だ

ろ

う。

　
さ

ら

に、

山
の

描
き
方
と
賦

彩
方
法
も
共

通
す
る

。

そ

れ

は
、

一
一

世
紀
の

平

等
院
鳳
凰
堂

扉
絵
や

東
寺
旧
蔵
「

山

水
騨
風
」

の

描
き
方
を

踏
襲
す
る

も
の

だ

が
、

曲
線
的
な
形

の

山

の

輪
郭
線
は

ほ

と

ん

ど

強

調
さ

れ

な
い
。

山
肌
に

は
、

緑
色
の

」
L

に

部
分
的

に

青
色
を
塗
り
重

ね
て

あ

り、

そ

の

鮮
や

か

な

青
が

画

面
か

ら

浮
き

出
す
よ

う
に

み

え
、

色
彩
に

よ

る

立

体
感
の

表
出
が

な
さ

れ

て

い

る
。

　
い

っ

ぽ

う、

山

腹
の

懸
崖
や

岩、

汀
の

線
な

ど

は、

い

ず
れ
も
や

や

太
目

の

柔

ら

か
い

淡
墨
線
で

描
か

れ

て

い

る
。

淡
墨

線
の

墨
色
は
一

定
だ

が
、

崖
の

部
分
な

ど、

幅
の

異
な

る

線
を
混
在
さ

せ

て

変

化
が
つ

け
ら

れ

て

い

る
。

そ

し

て
、

土

坡

と

土
坡
の

か

さ

な

り
に

は、

一

息
で

ド

か

ら

上
へ

筆
を

は

ら
っ

た

よ

う
に

引
か

れ

た

太
く
長
い

曲
線
が

目
立

つ
。

　
霞
に

も
注
目

し

て

お
こ

う
。

神
護
寺
本
と

金
剛
峯
寺
木
に

認
め

ら

れ

る
、

輪
郭

線
を
明
快
に

せ

ず、

水
分
の

多
い

淡
い

墨
を
幅
広
く

塗

る

こ

と

で

そ
の

形
が

作
ら

れ

る

霞
は、

一

三

世
紀
の

本
ヒ

寺
蔵
の

「

観h
首

経
絵
」

に

よ

く
似
た
も

の

を
み

い

だ

せ

る

も
の

の、

そ

の

後
の

屏
風

な
ど

の

大
画
面
絵
画

に

は

類
例
を
ひ

ろ

い

に

く

い

も
の

で

あ
る

、

輪
郭
線
を
明
確
に

し

な

い

霞
は、

三

世
紀
の

朿
寺
旧

蔵
の

「

山

水
屏
風
」

に

も
み

ら
れ

る

が
、

そ
こ

で

は

淡
墨
の

使
用
は

認
め

ら

れ

な
い
。

　
霞
に
つ

い

て

は
、

一

般
に
、

時
代
が

下
降
す

る

に

つ

れ

形

態
が

明
確
に

な
る

と

い

う
ふ

う
に

理

解
さ

れ

て

い

る

が
、

平
安
時
代
や

鎌
倉
時
代
に

は
、

そ
の

よ

う
な

図

式
的
理
解
は

通
用

し
な

い
、

た

と
え
ば、

【

二

世
紀
前
半
の

旧
永
久

寺
障
子
絵

の

「

真．
言

八

椙
行
状
図
」

（
図
8）

の

霞
は、

そ

の

輪
郭
線
は

補
筆
と

み

な

さ

れ

　
　
〔
22〕

て

い

る

が、

画

面
上

方
で

は

直
線
的
な

霞
が

数
段
重
ね

ら

れ、

そ
の

重

な

り
の

隙
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特集　屏風

間
に

モ

チ

ー
フ

の

上

部
を

の

ぞ

か

せ

て
、

遠

近
関
係
が

明
快
に

表
出
さ

れ

て
い

る
。

そ
う
し
た

霞
に

よ

る

遠
近
表
出
の

方
法
は
、

．
、一一

世
紀
末
の

「

高
野
山
水
屏
風
」

の

霞
に

も
認
め

ら
れ

る

が
、

神
護
寺
本
や

金

剛
峯
寺
本
に

は

さ

ほ

ど

顕
著
で

は

な

い
。

霞
の

形
態
や

機
能
の

変．
化
は、

決
し

て

単
線
的
な

展
開
で

は

な
か
っ

た

よ

う

だ
。

と

も
あ
れ、

こ

こ

で

は
、

神
護
寺
本
や

金
剛
峯
寺
本
の

霞
は、

現
段
階
で

は
、

一

四

世
紀
以
降

の

屏
風
に

は

み
い

だ

せ

な

い

も
の

で

あ

る

こ

と

を

指
摘
し

て

お

こ

、
つ

ゆ

山
水

と
風
俗
表
現
の

そ
の

後

　
さ
て
、

こ

の

よ

う
な
鎌
倉
時
代
の

屏
風

の

特
徴
的
な

表
現
は
、

そ
の

後
の

屏
風

に、

ど

の

よ

う
に

継
承
さ

れ
て

い

っ

た

の

だ

ろ

う
か

。

　
ま
ず
山

水
表
現
か

ら

追
っ

て

い

く

こ

と

に

し

よ

う
。

た

と

え
ば、

＝
二

七

〇

年

ご

ろ

に

描
か

れ

た

と

考
え
ら

れ

る

当

麻
寺
奥
之
院

の

「

十

界
図
屏
風
」

〔
図

5）

に、

神
護
寺
本
や

金

剛
峯
寺
本
の

表
現

様
式
は

継
承
さ
れ

て

い

る

だ
ろ

う
か

。

「

十
界
図
屏
風
」

に

は
、

鎌
倉
時
代
の

掛
幅
形
式
の

高
僧
伝
や

寺
礼
の

縁
起
絵
に

似
た

画
面
構
成
が

用
い

ら

れ
て

い

る
。

輪
郭
を
白
線
で

と

り
、

群

青
を
塗
っ

た
、

鋼
の

よ

う
に

硬
質
な

存
在
感
の

あ
る

霞
が

画
面
を

区
両
し、

そ
の

区
画
ご

と

に

建

造
物
の

向
き
や

大
き

さ
が

変
わ

る
。

そ
れ

は
、

神
護
寺
本
や

金
剛
峯
寺
本
の

秩
序

あ
る

画
面
構
成
と
は

別
の

も
の

で

あ

り、

む

し

ろ、

近

年
紹
介
さ

れ

て

注
目

を

集

め

た
一

六

世
紀
後
半
の
、

「

洛
外
名
所
図
屏
風
」

（
紙
本

著

色
・

六

曲
．

双
・
太

出

記

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　冖
23）

念

美
術

館
蔵
）

や
、

「

束
山

名
所
図
屏
風」
（
紙

本
著
色
・

六
曲
一

隻
・
個

人
蔵）

な

ど

と
共
通

す
る

も
の

と
い

え

る

だ
ろ

う
。

「

洛
外
名
所
図

屏
風
」

な

ど

で

も、

す
や

り、
霞
の

問
か

ら

の

ぞ
く
洛
西、

洛
東
の

名
所
の

描
写
の

方
向
の

統
一

は

は

か

ら

れ

て

い

な
い

。

し

か

し
、

そ
の

雑
然
と

し
た

無
秩
序
さ

が
、

か

え
っ

て

画
面
に

賑
わ

い

の

感
じ

ら

れ

る

動
勢
を
も
た

ら

し

て

い

る

こ

と

も
確
か

で

あ
る

。

　
そ

う
し

た

な
か

で
、

注
冖
す
べ

き

は

初
期
の

洛
中
洛
外
図
屏
風
で

あ

ろ

う。

か

ね

て

か

ら
、

そ

の

整
然
と
し
た

画
面

構
成
と
、

「

高
野
山
水
屏
風
」

に

み

ら

れ

る

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
〔
24）

画
面
構
成
と

の

関
連
が

指
摘
さ

れ

て

き
た

が、

そ

れ

は、

よ

り
ひ

ろ

く

と

ら

え
れ

ば
、

「

高
野

山
水
屏
風
」

に

限

ら

ず
、

神
護
寺
本
や

金
剛

峯
寺
本

に

も
共
通
す

る
、

鎌
倉
時
代
の

屏
風
絵
の

秩
序
あ
る

整

然
と

し
た

構
成
法
に

つ

な

が

る

も

の

と

い

い

換
え
る

こ

と

が
で

き
よ

う
。

さ

ら

に
、

洛
中
洛

外
図
屏
風
の

魅
力
は

徹
底
し

た

細

部
表
現
に

も
あ
る

。

つ

ま
り、

秩
序
あ
る

全
体
構
成
と、

こ

ま

や

か

な

細
部
の

表

現
と
い

う
二

つ

の

要
素
を

、

洛
中

洛
外
図
屏
風

は

兼
ね

備
え
て
い

る

の

だ

が、

そ

の

点
も
鎌
倉
時
代
の

屏
風
に

似
て

い

る

と

い

え

そ
う
で

あ
る

。

　
い

っ

ぽ

う
、

山
や

土

坡
を
緑
と

青
で

賦
彩
す

る

点
に
つ

い

て

は

ど

う
で

あ

ろ

う

か
。

そ

れ

も
「

卜
界
図
屏
風
」

に

は

継
承
さ

れ

て

い

な
い

。

そ

の

山

や

土

坡
は

、

濃
墨
線
で

輪
郭
を

取
り、

そ

の

内
側
を
緑
と
褐
色
で

塗

り
分
け

て

あ

り
、

金
剛
峯

寺
本
な
ど

と
は

ず
い

ぶ

ん

異
な

る

印
象
の

風
景
が
展
開
し

て

い

る
。

む
し

ろ
、

「

十
界
図
屏
風」

よ

り
も
一

世

紀
近
く
お
く
れ

て

描
か

れ

た

と

の

で

は

な

い

か

と

思
わ

れ

る、

金
剛
寺
の

「

日
月
山
水
図
屏
風
」

（
六

曲
一

双）

の

右
隻
の

山
々

に

み

る、

輪
郭
線
を
強
調
せ

ず
に

全
而
に

緑
色
を
塗

り、

さ

ら

に

深
い

青
を

重
ね

て

塗

る

描
法
の

ほ

う
が

、

神
護
寺
本
な

ど

の

山
の

表
現
を

踏

襲
し

て

い

る

よ

う
に

み

え

る。

こ

の

「

目

月
山
水
図
屏
風
」

に

は、

中
匱
の

仏

画
に

み

ら

れ

る

も
の

と

同
じ

水
波
の

描
法
な
ど

、

ほ

か

に

も
古
様
な

表
現

様
式
へ

の

傾
斜
が

認
め

ら

れ
る。

　
つ

づ

い

て
、

類
型
的
な

風
俗
表
現
に
つ

い

て

検
討
し

て

み

よ

う。

　
金

剛
峯
寺
本
の

神
泉
苑
の

塀
の

外
の

人

々

の

よ

う
な
風
俗
表
現
の

類
型
が

、

「

年
中
行
事
絵
巻
」

な

ど

に

多
数
み

ら

れ

る

こ

と

に

最
初
に

注
目
し

た

佐
野

み

ど

り
氏
は、

こ

う
し
た

類

型
が
、

「

年
中
行
事
絵
巻
」

以
後
の
、

二
二

世
紀
の

絵
巻

に

み

い

だ

し

に

く
い

の

に

対
し

て
、

一

四

世
紀
前
半
の

高
階
隆
兼
系
の

作
例
に

多

く
の

使
用
例
を

み
い

だ

せ

る

こ

と

を
指
摘
し、

高
階
隆
兼
と

そ

の
．

派
が、

き
わ
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図 9 金 剛 峯寺本 部分 ・傘持 ち

め

て

自
覚
的
に

風
俗
表
現
の

類
型
の

引
用

を

行
な
っ

て

い

た

可
能
性
を
示
唆
し

て

【
25〕

い

る．．

そ
し

て
、

｝
．．一

世
紀
の

絵
巻
に
、

こ

う
し
た

類
型
の

使
用
が

あ
ま

り
み

い

だ

せ

な
い

こ

と

の

理

山
の

ひ

と
つ

と

し

て
、

風
俗
表
現
の

百
科
辞
典
と
も
い

う
べ

き

「

年
巾
行
事
絵
巻
」

を

は

じ

め

と

す
る、

一
．
．

世
紀
の

最
上

級
の

優
れ

た

絵
巻

の

数
々

が

蓮
華
下
院
宝
蔵
に

長
ら
く
秘
匿
さ

れ、

人
目

に

触
れ

な

か
っ

た

こ

と

を

挙
げ
る。

優
れ

た
作
例
の

も
つ

影
響
力
が

封
印
さ
れ

て

い

た

時
代
に

は、

そ

の

風

俗
表
現

の

類

型

的

な
図
様
の

継
承
や

伝
播
も
低
調
で

あ
っ

た

と

し、

そ

れ

ら

の

絵

巻
が
宝
蔵
か

ら

流

出
し

は

じ

め

た

高
階
隆
兼
の

時
代
に

な
っ

て
、

類
型
的
図

様
が

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
〔
26一

ふ

た

た

び

積
極
的
に

用
い

ら

れ

る

よ

う
に

な
っ

た

と
説
く．

　
佐
野

氏
も
指
摘
す
る

よ

う
に、

こ

う
し

た

図

様
の

類
型
の

継
承
や

伝
播
に

は
、

さ

ま
ざ
ま
な

媒
体
や

経
路
が

考
え
ら

れ

る．．

媒
体
の

最
も
重

要
な

も
の

は
、

そ

れ

ら

が
活
川
さ

れ

て

い

る

優
れ

た

先
行
作
例

そ
の

も
の

で

あ
ろ

う
が、

そ

の

ほ

か

に

も
粉
本
や

模
本、

そ
し

て

そ

れ

ら

に

よ
っ

て

蓄
積
さ

れ

る

視
覚
的
体
験

か

ら

醸
成

さ

れ、

、

定
の

範
囲
の

人
々

に

共
有
さ
れ

る

イ

メ

ー

ジ

も、

継
承
と

伝
播
を

助
け

た

だ
ろ

う。

い

う
ま
で

も
な

く、

絵
師
だ

け
で

な
く、

絵
画
の

構
想
を
指
示
す
る

発
注
者
や、

絵
画
を
み

る

人
々

も
ま

た
、

そ
う
し

た

類
型

に

親
し

み、

そ
の

意
味

図 1〔［ 「春「∫権現 霊 験 記絵 巻 1
　 　 　部分 ・傘持 ち

を
程
度
の

差
こ

そ
あ
れ

、

理

解
し
て
い

た

と
考
え
ら

れ

る
。

　
し

た

が
っ

て、

こ

の

種
の

類

型
的
表
現
の

継
承
が
一

時
期
低
調
で

あ

っ

た
か
も
し

れ

な

い

が
、

完
全
に

と

だ

え
る

こ

と

は

な

か
っ

た

だ

ろ

う。

た
と

え

ば、

佐
藤
康
宏
氏
は

正
安
元

年
（

．
一
、

九

九）

の

コ

遍
上

人

絵
伝
」

に

も
「

年
中
行
事
絵
巻
」

に

認
め

ら

れ

る

類
型
が
使
わ

れ

て

　
　

　

　
　
　
　

　

　
〔
27〕

い

る

こ

と
を

指
摘
し

て

い

る。

そ
し

て、

金
剛
峯
寺
本
の

神
泉
苑
の

塀

の

外
の

人
々

も、

ま
ぎ

れ

も
な

く
、

一
．一．

世
紀
に

お

け

る

風
俗
表
現

の

類
型
の

活
用
例

で

あ
る．、

　
金
剛
峯
寺
本
の

例
を

み

る

ま

で

も
な

く
、

類
型
的
図

様
は、

絵
巻
や

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　【
28〕

湃
風
と

い

っ

た
画
面
形
態
の

違
い

を

超
え

て

流
通

す
る

。

　
指
摘
さ

れ

て

き
た
よ

う
に

「

春
日

権
現

霊
験
記

絵
巻
」

に

は、

風
俗
表
現
の

類

型
が

効
果

的
に

活
用
さ

れ、

そ
の

な

か

に

は

塀
の

外
の

人
々

の

類

型
的

表
現
も
多

数
認
め

ら

れ

る
。

し
か

し

そ

れ
ら

は
、

少

し

ず
つ

人
物
や

ポ

ー
ズ

を

人

れ

替
え

、

変
化
を
つ

け
て

繰
り
返

さ

れ

て

い

る

た

め

に
、

金
剛
峯
寺
本
の

人
々

と
完
全

に

合

致
す
る

集
団
を
み
つ

け

る
こ

と

は

で

き
な
い

。

そ
こ

で
、

集
団
を
構
成
す

る

ひ

と

り
ひ

と

り

の

人
物
に

注
凵

し

て

み

よ

う．

た

と

え

ば
、

金
剛
峯
寺
本
に

は、

塀
に

も
た

れ

て

眠
る

傘
持
ち

（
図
9｝

が
描
か

れ

て
い

る。

烏
帽
子

は

破
れ

、

し

か

も

そ
の

烏
帽
子
か

ら

の

ぞ

く
乱

れ
た

頭
髪
は

縮
毛
で

あ
る

。

お

も
し

ろ

い

こ

と

に、

「

春
日

権
現
需

験

記
絵
巻
」

の

第
五

巻

第
二

段
（
図

10）

に

描
か
れ

て

い

る

傘
持

ち
も
縮
毛
の

男
と

し
て

描
か

れ

て

い

る
。

そ
ち
ら

で

は
、

築
地
塀
に

立
て

か

け

た

傘
に

頬
杖
を
つ

い

て

疏
つ

て

お

り、

ポ

ー

ズ

は

全
く
違
う
の

だ

が、
「

縮
毛
」

と

い

う、

負
の

イ
メ

ー

ジ

を
伴
う
容
姿
の

特
徴
が

付
与
さ

れ

て

い

る

点
は

同
じ

で

あ

る。

こ

の

特
徴
の
一

致
は、

両
者
が

と

も

に
、

平

安
時
代
以
来
蓄

積
さ

れ

て

き
た

風
俗
表
現

の

類
型
の

遺
産
を

継
承
し

て

い

る

と

こ

ろ

か

ら

生

じ

た

も
の

だ

ろ

う
。

　
こ

う
し

た

中
世
の

風
俗
表
現
の

類

型

に

似
た

も
の

は
、

一

六、
一

七

世
紀

の

屏
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特集　屏風

図 11 「大原 御幸図 屠風」 （個 人蔵）

図 12　「蹴 鞠図屏風」 （根津 美術館 蔵）

　
　
　
　

　
ρ
29一

風
に

も
み

ら

れ

る
。

た

と
え

ば、

十

佐
光
茂
が

そ
の

図
様
の

創
出
に

関
与
し

た

の

で

は
な

い

か

と

も
考
え
ら

れ

て

い

る

「

大
原
御
幸
図
屏
風
」

（
四

曲
一

双、

個
人

　
　
　
　

　
（
30）

蔵）
（
図
11）

に

は
、

荒
れ

果
て

た

築
地

塀
の

傍
ら

に

た

む

ろ

す

る

人
々

が

描
か

れ

て
い

る

が、

そ

こ

に

は
、

お

な
じ

み

の

暴
れ

る

馬
を

と

り
押
さ

え
る

人
々

や、

居

眠
り
す
る

傘
持
ち
の

姿
も
含
ま
れ

て

い

る
。

宮
廷
絵
所
預
の

家
系
と

し

て
、

ヒ

佐

派
が

蓄
積
し
て

き
た

粉
本
や

、

優
れ

た

古
典
的
作
例

を

実
見
す
る

体
験
な
ど

を
介

し

て
、

中
世
の

風
俗
表
現
の

類
型．
が

継
承
さ

れ

て

い

る

と

考
え

ら
れ

る

だ
ろ

う
。

同

様
の

例
と

し

て

は
、

佐
藤
康
宏
氏
が

指
摘
す
る

「

祗
園

祭
礼
図

屏
風
」

（
サ
ン

ト

リ
ー

美
術

館）

の

棒
で

追
い

払
わ
れ

る

見
物
人
の

類
型

的
図
様
を
挙
げ
る

こ

と

が

で

き

る
。

そ

れ

も

塀
の

外
の

人
々

と

同
様
に

「

年
中
行
事
絵
巻
」

に

ま

で

遡
る

　
　
　
广
31 

類
型

で

あ

る
。

　
ま

た
、

根
津
美
術
館
に

所
蔵
さ
れ

る

「

蹴
鞠
図

屏
風
」

（
六

曲
．

双）
（
図
12）

で

は、

片
隻
に

桜
咲
く
庭
で

の

優

雅
な
蹴
鞠
の

情
景

を

描
き、

も
う
片
隻
に、

塀
の

外
の

人
々

を
大
き
く
描
い

て

い

る
。

塀
の

外
に

い

る

の

は、

傘
持
ち

も
含
め

、

男

性
ば

か

り
の

集
団
だ

が、

暴
れ

る

馬
の

姿
は

な
く、

け
だ

る

い

雰

囲
気
に

包
ま
れ

て

い

る。

庭
の

蹴
鞠
の

情
景
と、

塀
の

外
で

待
つ

従
者
た

ち
の

情
景
と
が

あ
い

ま

っ

て
、

の

ど
か

な
時
の

流

れ
が

感
じ

ら

れ

る
。

し

か

し
、

こ

こ

で

は

な
に

よ

り
も

彼
ら

の

姿
や

仕
草
の

、

滑
稽
味
を
帯
び

た

形
が

面

白
が

ら

れ

て
、

大
き
く
描
か

れ

た

の

だ

ろ

う
。

　
い

っ

ぽ

う、

洛
中
洛
外
図
屏
風
や

遊
楽
図
屏
風

に

は
、

武
家
の

従
者
や

小
姓
た

ち

と

い

う
よ

う
に、

当
世
風
に

装
い

を

改
め

た

塀
の

外
の

人
々

が

多
数
描
か

れ

て

い

る。

永
徳
の

「

洛
中
洛
外
図
屏
風
〔
上

杉

本）
」

（
六

曲
．

双
、

米
沢
市
ヒ

杉

博
物
館

蔵）

の

「

細
川
殿
」

の

築
地
塀
に

鑓
を
立

て

か

け、

そ
れ

に

寄

り
か

か
っ

て

膝
を

抱
え
て

眠
る

従
者
な
ど

（
図

13）
、

金
剛
峯
寺
本
の

傘
持
ち

を

連
想
さ

せ

る。

し

か

し、

塀
の

外
側

の

ス

ペ

ー

ス

に、

い

か

に

た

く
み

に

人
物
を
配

置
し

て

埋
め

る
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図 13　「洛 中洛外図摩t風 （上杉本）」 部分 ・塀の 外の 人々

図 14　「武家邸 内図屏風 」 （萬徳寺蔵）部分 ・塀 の外 の 人々

か
と
い

う
点
は、

洛
中
洛
外
図
の

図
様
を

充
実
さ

せ

る

重

要
な
キ

ー

ポ

イ
ン

ト
の

ひ

と
つ

で

あ
り、

L
杉
本
を
他
の

洛
中
洛
外
図
屏
風
か

ら

抜
き
ん

で

た
高
み

に

置

く
の

は
、

そ

う
し

た
人

々

の

表
現

の

圧

倒
的

な
完
成
度
に

よ

る

と
こ

ろ

が

少
な
く

な
い
．

周
縁
の

人
々

の、

滑
稽
み

を

お

び

た
、

と

き
と

し

て

見
苦
し

い

生
態
す
ら

も
描
く
と
い

う
発

想
自
体
は、

中

世
以

来
の

風
俗
表
現
の

類
型
と

同
じ
だ

が、

も

は

や、

そ

う
し

た

古
い

類
型
的
図

様
を

単
純
に

引

川
し

た

と

い

う
も
の

で

は

な
い

だ

ろ

う
。

　

洛
中
洛
外
図
屏
風
よ

り
も、

人

物
の

サ

イ

ズ

が

大
き
な

各
種
の

遊
楽
図

屏
風
に

も
、

塀
が

あ

れ

ば、

そ

の

外
側
に

は、

居

眠

り
を
し

た

り、

暇
つ

ぶ

し
の

ゲ

ー

ム

に

興
じ
た

り
す
る

人
々

が
繰
り
返

し

描
か

れ

て

き

た
。

た

と

え
ば、

一

七

世
紀
半

ば

の

「

武
家
邸
内
図
屏
風
」

（
六

曲
．

双
・
寓

徳

寺
蔵）

の

塀
の

外
の

人
々

を

み

て

　

　
　
　
（
32）

み

よ

う
（
図
14）
。

広
大
な
武
家
屋

敷
に

は
、

そ

の

外
郭
を

区
切
る

築
地
塀
の

ほ

か

に、

幾
重

に

も

仕
切
り
塀
が

構
え

ら

れ

て

い

る
。

そ
し

て
、

身
分
や

立

場
に

応

じ

て、

築
地

塀
や

仕
切

り
塀
の

外
側

で

主
を

待
つ

人
々

が、
一

隻
画
面
の

四

分
の

．

ほ

ど

の

大

き
な

ス

ペ

ー

ス

を

割
い

て

描
か

れ

て
い

る
。

そ

こ

に

は
、

コ

イ

ン

や

カ

ル

タ

を
使
っ

た

ゲ

ー

ム

に

興
ず
る

人
々
、

玄
関

に

入
ろ

う
と

す
る

主
人

を

み

お

く
る

人
々
、

そ

し

て

腰
掛
け
に

寝
そ
べ

っ

て

ぐ
っ

す
り
と

眠
る

人
々

な
ど、

ま
さ

に

こ

の

時
代
な
ら

で

は

の
、

塀
の

外
の

人
々

の

さ

ま

ざ

ま

な

姿
が

集
積
さ

れ

て

い

る
。

た

だ
し、

屋

敷
の

外
周
を

限

る

築
地

塀
に

は

柵
が

設

け
ら

れ、

そ
こ

に

寄
り

か

か
っ

て

眠
る

こ

と

は

こ

こ

で

は

禁
じ

ら

れ

て

い

た

よ

う
だ

。

そ

れ

で

も、

彼
ら

の

ど
こ

と

な

く
滑
稽
な

姿
は、

観
る

者
に

親
し

み

や

す
さ

を

与
え、

画
而
に

の

ど

か

な
雰
囲
気
を
加
え
る

の

に

役
立
っ

て

い

る
。

平
和
な
世

の

中
を
描
く
絵
画
に

は、

こ

う
し
た

周
縁
に

位
置
す
る

人
々

の

姿
を

活
写
す

る

こ

と

が
、

大
き
な
効
果
を
生

む

と
い

う
こ

と

は、

い

つ

の

時
代
の

絵
師
に

も
了

解
さ
れ、

そ
の

時
々

で

類
型
的

図
様
が

形
成

さ

れ

て

い

っ

た

の

で

あ

ろ

う。
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特集　屏風

お

わ
り

に

　

以
ト

の

よ

う
に、

鎌
倉
時
代
の

屏
風
か

ら
、

後
世

の

屏
風
へ

継
承
さ

れ

た

要
素

を

概
観
し

て

み

た
。

こ

こ

で

取
り
L
げ
た

山
水
表
現

と

は、

山
水
の

様
式
と

い

い

換
え
る

こ

と

も
で

き
る

も
の

だ

が、

そ
れ

は
、

類
型
的
な

図
様
と

比

較
す
る

と
、

き

わ

め

て

短
命
で

あ
る

こ

と
が

あ

ら

た
め

て

感
じ
ら

れ

る
。

「

ど

う
描
く
か
」

は
、

「

何
を
描
く
か
」

よ

り

も、

描
か

れ

た
当
時
の

人
々

の

美
意
識
や
、

も
の

の

見
方

に

左

右
さ

れ

る

も
の

の

よ

う
だ

。

絵
画
作
例
に

お

い

て
、

「

何
を

描
く
か
」

と

「

ど

う
描
く
か
」

と

は

ま
っ

た

く
別

の

問
題

と
し

て、

き

れ

い

に

分
け
ら

れ

る

も

の

で

は

な
い

が、

あ
え
て

区
別
し

て

お

け
ば、
「

何
を
描
く
か
」

は、

自
描
の

粉

本
な
ど
に

よ
っ

て

も
、

後
世
に

伝
え
る

こ

と

の

で

き
る

情
報
で

あ
る
の

に

対
し

て、

「

ど

う
描
く
か
」

は、

厳
密
に

は

実
作
例
の

み

が

伝
え
ら

れ

る

情
報
で

あ
る

。

そ

の

よ

う
な
こ

と

も、

類
型
的
な

図

様
の

継
承
よ

り
も、

様
式
の

継
承
の

ほ

う
が

短

命
で

あ
る

こ

と

の

理

山
の

ひ

と
つ

で

あ
ろ

う
。

し
か

し
、

そ
れ

ゆ

え
に

「

ど

う
描

か

れ
て

い

る

か
」

を

丹
念
に

み

き
わ

め

て

い

く
こ

と
が
、

作
例
の

位
置
づ

け
と

い

う
基
礎
的
作
業
を
行
な
う
う
え
で

の

基
本
と

な

る

こ

と

も
確
か

な

の

で

あ
る

。

　

鎌
倉
時
代
に

は、

こ

こ

で

と
り
あ

げ
た

神
護
寺
本
や

金
剛
峯
寺
本
の

ほ

か

に

も、

さ

ま
ざ
ま
な

主

題

の

屏
風
が

描
か

れ

て

い

た．、

た

と
え
ば、

木
や

花
や

鳥
を

主

題

と
す
る

屏
風
が

あ
っ

た

こ

と

は、

文
献
資
料
や

絵
巻
の

画

中
画
か

ら

指
摘
さ

れ

て

　

　〔
33∀

き
た
し、

物
語
を

主

題
と

す

る

屏
風
も、

断
簡
と

し

て

残
る

＝
二

世
紀
後
卞
の

　

　

　

　

　

　
　
　
　〔
34）

「

伊
勢
物
語
図
」

（
個
人

蔵）

や、

お

な

じ

こ

ろ

の

も
の

と

思

わ

れ

る、

象
を
牽
く

　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
〔
35）

中
国
人
物
を
描
く
主

題
不
明
の

辟
風
の

断
簡
な

ど

が

あ
る

。

　

屏
風
と

い

え

ば、

華
や
か

で、

現

存
作
例
数
も
圧

倒
的

に

多
い

、

近

世
初
期
の

屏
風
が
想
起
さ

れ

る

の

は

当
然
の

こ

と

だ

が
、

そ
う
し

た

屏
風
が

近
世

初
期
に

突

然
出
現
す
る

わ

け
で

は

な
い

。

平
安
時
代
か

ら

鎌
倉
時
代、

そ

し

て

室

町
時
代
と、

失
わ

れ

た

数
多
く
の

屏
風
を

こ

の

目
で

確
か

め

る

こ

と

は

で

き

な
い

と

は
い

え
、

そ

の

存
在
を
無
視
し

て

屏
風
絵
の

歴
史
を
語
る

こ

と

も

で

き

な

い
。

残
さ

れ

て

い

る

作
例
を

r
寧
に

み

な

お

す
こ

と

を、

今
後
も

続
け
て

い

か

な

け
れ

ば

な
ら

な
い

だ
ろ

う。

注
（
1）
　

板

倉
聖

哲
「

東

寺
旧

蔵

『

山
水

屏
風
』

が

示

す
「
唐』

の

位

相
」

『

講
座
日

本
美

　

　
術
史
』

二

巻

　
二

〇

〇

五

年

（
2｝
　

高

岸
輝
「
当
麻

寺
奥

院

所
蔵

『

十

界

図
屏
風
』

」
「
国

華』
　一
二

二

四、
一
．
一、
一
五

　

　
号

　一

九
九
七

年。

の

ち

に

同
『
室

町
王

権
と

絵

画

−
初
期
土

佐

派
研
究
」

（
京

　

　
都
大

学
学
術
出

版
会

　
二

〇

〇

四

年）

に

収
録。

（
3）
　
武
団

恒
夫

「

屏
風

絵
に

お

け
る
一

双

方
式
の

成
立
」
「
目

本
屏
風

絵
集
成』
一

巻

　

　

屏

風
絵
の

成
立

と

展

開

　
講
談

社

　一

九

八
一

年。

の

ち

に

同

「

近

世

初
期
障
屏

　

　
画
の

研
究』
（
吉
川

弘
文
館

　
一
九

八

三

年）

に

収
録。

（
4）
　

松

本
順
正

「

正

倉
院

の

屏
風
に
つ

い

て
」

『
書
陵

部
紀

要」
一
．

八

号

　冖

九

七

五

　

　
年。

木
村
法
光

「

口
本
の

美
術』
、
一
九

四

号

　
正

倉
院
の

調
度

　一

九

九

〇

年
。

（
5）
　

泉

万
里

「

金

剛
峯
寺
の

山
水
騨

風
」

「

美
術
史

学
』

三

〇

号

　
二

〇
一

〇

年

（
6）
　

村
重

寧
「

高

野
山
水

屏
風
研

究

ー
中

世
大
和
絵
障

屏
画
研
究
（
一
）
」

「
ミ

ュ

ー

　

　
ジ

ア
ム
」

二

〇

六

号

　一

九

六

八

年

（
7）
　
た

と

え
ば、

武

田

恒
夫
氏

は

『
近

世

初

期
障

屏
画
の

研

究」
（
吉

川

弘
文

館

　

　一

九

八

三

年

　
三

五、．
二

六

頁）

に

お

い

て、

構

図
の

特
徴
を

根
拠
の
、

つ

に、

金

　

　
剛
峯

寺
本
を
「

高
野
山

水
屏
風」

よ

り
も

遅
れ

る
一

四

世

紀
の

作
例
と

す
る．．

有
賀

　

　
祥
隆

氏
は、

表
現
の

形

式
化
を
指

摘
し

鎌
倉
時
代
末
期
か

ら

南
北
朝

時
代
に

か

か

る

　

　
こ

ろ

に

制
作
さ

れ
た

と

推
定
す
る

（
「

山

水
屏
風」

解
説

『

冂

本
古

寺
美
術

全
集
』

　

　
第

＝
二

巻
金

剛

峯
寺
と

吉
野
・

熊
野

の

古

寺
　
集
英

社、
、

九

八

三

年

　一
．
一
八

　

　
頁）
。

ま

た
、

宮

島
新
一

氏

は、
一
＝ ．
世
紀

末

頃
の

宮

廷

絵

師
の

画

風

を

伝
え

る

　

　一

四

世

紀
初
め

の

作

品
と

す
る

（「
山
水

屏
風」

解

説
『
日

本
美

術
全
集
』

第
九
巻

　

　
縁
起

絵
と

似
絵

　
講
談

社

　一

九

九
詈 、
年
　
二

〇

八

頁）
。

（
8）
　
沢

村

専
太

郎

氏
に

よ

る

神

護
寺

所
蔵
の

「
山

水
扉

風
」

の

作
品

解
説
（
「
国
華
』

　

　、
一
五

六

号

　一

九
一
一

年〉

で

は、

文

中
に

コ

咼

野
山

金

剛
峯
寺
以

下

之

〔
山
水
屏

　

　
風
〈
引
用

者
注
〉〕

を

蔵
す
る

も
の

尠
か

ら

ざ
れ

ど

も

是

等
は

何
れ

も
高
雄

山
の

そ

　

　
れ

に

比

較
す
れ

ば

時
代

も
降
り

其
作
風
に

於
て

も
亦
甚
だ

し

く
劣
れ

る
」

と

金
剛

峯
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．

　
　

寺

本
に

言
及

す
る

。

以

後、

金

剛
峯

寺
本
は

「

足
利
時

代
」

の

衰
微
し

た

中
世

後
期

　

　
の

や

ま
と

絵
の
一

例
と

捉
え

ら

れ

て

き
た

。

そ

の

後、
一

九
二
一

年
の

『

国

華匹

　

　
三

七

九

号
の

−

獅
埼

庵
」

と

署
名
さ

れ

た

藤

懸
静
也
氏
に

よ

る

「
金

剛

峯
寺
所

蔵
の

　
　

山

水
屏
風

解
」

で

は

色

紙
形
に

『
性
霊

集』

か

ら

三

つ

の

詩
が

書
写
さ

れ

て

い

る

こ

　
　

と
、

そ
れ
に

よ
っ

て

高
野
山
奥

之
院、

高
雄、

神
泉
苑
と

い

う
空

海
ゆ

か

り
の一．、
霊

　
　

場
が

描
か

れ
て

い

る

と

わ

か

る

こ

と

な
ど
が

説

か

れ

た

が、
「

足

利
時

代
の

作
な

れ

　
　

ば、

鎌
倉
時

代
に

み

る

が
如
き

流
麗
な

る

趣
を

欠
く

」

と

従
前
の

評
価
を

追

認

す

る。

（
9）
　
『
性
霊

集
」

は

渡

辺
照

宏
・

宮
坂

宥
勝

校
注

「
凵

本

古
典

文
学

大

系
七
一
　
凵 、
教

　
　

指

帰
・
性
霊

集
」

〔
岩
波

書

店
　一

九

六
五

年）

か

ら

読
み

ド
し

を

引

用
し

た、

現

　
　

代

語

訳
は、

弘
法

大

師
空

海
全

集
編

輯

委

員
会

編
「
弘
法
大

師
空

海
全

集』

六

巻

　

　（
筑
摩

書
房

　一

九

八

四

年）

か

ら

引
用

す
る。

（
10）
　
東
島

誠
「

第
W
章
隔

壁
の

誕

生

i
中

世

神
泉

苑
と

不

可

視
の

シ

ス

テ

ム
」

同

　

　
「

公

共

圏
の

歴

史

的
創

造

　

　
江
湖

の

思

想
へ

」

東

京
大

学
出
版

会

　
二

〇

〇

〇

年

　

　、

八

八

頁

（
H）
　

小

松
茂
美

編
『
続
口

本
の

絵

巻」

第
．

一

巻

　
弘
法
大

師
行
状

絵
詞
卜

　
中
央
公

　
　

論

社
　
一

九
九

〇

年

　
九

九
頁

（
12）
　
「

遍

照

発

揮

性

霊

集

便

蒙
−

『
真

言

宗

全

書
」

四

二

　
真

言

宗

全

書
刊

行

会、

　

　、

九．．一
四

年

　、、一
五、
一
頁．
「

性
霊

集
私

記」
「

真
言
宗
全
赱

尸

四
一
　

真．
育宀
示

全

書

　
　

刊

行
会

　一

九．
二

六

年
　
三

四

〇

1．、、
四
一

頁。

（
13〕
　

佐
野
み

ど

り
「
絵
巻
に

み

る

風

俗

表
現
の

意
味

と

機

能
」

『

秋
山

光
和

博
十

占

稀

　
　

記
念

美
術
史

論
文
集
」

便
利
堂

　．

九

九
一

年

四
一

六

頁．．

同

「

第
二

部

物

語

　

　
る

力
　
　
中

世
美
術
の

場
と
構

想
力」

五

味
文

彦
他
編

「

日

本
の

中
匿』

七

　
中

世

　
　

文

化
の

美
と

力

　
中
央

公
論
新

仕

　、
一
〇

〇一
．

年

　．
二

六

頁
。

佐
野
み

ど

り
他
編

　

　
［

中

世
日

本
の

物

語
と

絵

画』

放

送
大

学

教

育

振

興

会

　、
一
〇

〇

四

年

　
七
一

ー

　

　
八

六

頁、

　

　

佐
藤

康

宏
「
都
の

事

件

1
『

年
中

行
事

絵

巻』
・

「

伴

大

納

言

絵

巻

∵
『

病

草

　
　

紙｝…
」

「．
一
〇

〇
．

ー．
一
QO

三

年
度
科

学
研
究

費
補
助
金

研
究
成

垠
報
告
書
基

盤

研

　
　

究
B2

課
題

番
号
．
、、 

四
一

〇

〇
．

九

　

描
か

れ

た

都

市
　
巾
近
世

絵
画

を

中
心
と

　
　

す
る

比
較
研

究」

二

〇

〇

四

年
　
七

−
八

頁。

同
論
文
は

「

講
座
目

本
美
術

史』

第

　

　
六

巻
〔
東

京
大

学
出
版

会

　
二

〇

〇
五

年

　
八

六

−
八

八

頁）

に

も

収
録

さ

れ

る。

（
n）
　

永
山

信
一

「

地
下

の

都
r

二

百
年」

村

井
康

彦
編
「
京
の

歴

史
と

文
化
』

第
一

巻

　
　

小

学
館

　一

九

九
四

年
　
二

七一
、

頁

（
15）
　

図
版
番

号
一

「

「

延
喜

式
」

左

京
図
（
複
製
ご
（
原

晶
東
京

国
立

博
物

館
蔵）
『
西

　

　
の

み

や
こ

　

東
の

み

や

こ

1
描
か

れ

た

中
・
近

世
都

市
」

国
立
歴

史
民

俗

博
物
館

　

　、
｝
○

〇

七

年
　
五

頁

〔
16）
　

前
掲
注
10

〔
17）
　
m
中
貴
子

『

白
鬼
夜

行
の

見

え

る

都
市』

新

曜
社
　
．

九

九

四

年。

の

ち

に

同
タ

　

　
イ

ト
ル

で

文

庫
化

。

ち

く
ま
学

芸

文

庫

　
二

〇

〇．
一
年．、

（
18）
　

高

橋
慎
、

朗
・

千
葉

敏
之
編

『
中

世
の

都
市

−
史
料
の

魅

力、

凵

本
と
ヨ

ー
ロ

　

　
ッ

パ
」

東
京
大

学
出
版

会
　．
．

○

〇

九

年

（
19）
　

神

護
寺
本
の

伝
来
に
つ

い

て

の

情

報
は

千
野

香
織
「

神
護

寺
蔵
『
山
水
屏
風
』

の

　

　
構
成
と

絵
画

史
的

位
置」
『
美

術
史」
　一

〇

六

号

　一

九

七

九

年。

池

田
忍
「

源

氏

　

　
絵
と

し

て

の

神
護
寺
『
由

水
屏
風』

1
宇
治
十

帖
物
語
の

舞
台
と

な
る

住
屠

の

イ

　

　
メ

ー

ジ

を
め

ぐ
っ

て」
「
講

座

源
氏
物
語

研
究
』

第
】

○

巻

　
源

氏
物
語
と

美
術
の

　

　
世
界

　
お

う
ふ

う

　、
一
〇

〇

八

年
。

　

　

金

剛
峯
寺
本
の

伝
来
な

ど

に

つ

い

て

は

前
掲
注

5
の

拙
稿
を
参

照
し
て
い

た

だ

き

　

　
た

い
．

（
20）
　
た

だ

し、

室

町
時
代
以

後
に

東
寺
旧

蔵

の

「

山

水
屏
風
」

や

醍

醐
寺
の

「

山

水
屏

　

　
風
」

を

転
写
す
る

屏
風
に

も、

こ

の

天

空

表
現
が

形
式
的
に

踏
襲
さ

れ

て
い

る。

〔
21）
　
佐
野

み

ど
り

氏
は、

神

護
寺
本
な

ど
の

「
鳥
瞰

的
視
野
と
細
部

の

物
語
モ

チ

ー

フ

　

　
の

点

在
」

す
る

視

覚
構

造
を、
「

源

氏
物
語』

の

視

覚
的
イ

メ

ー

ジ

や、

テ

キ
ス

ト

　

　
の

内
と

外
と
に

重

層
す
る

記
憶
と

関

連

さ

せ

て

論
じ、

文
学
と
絵

画
の

視
覚
的

認
識

　
　

形

式
の

相
同
性
を

指
摘
す
る。

佐
野

み

ど

り
「

記

憶
の

か

た
ち、

か

た

ち
の

記

憶
」

　
　

高
田

祐

彦
ほ

か

編

ゴ
．

○

〇

八

年
パ

リ
・
シ

ン

ポ
ジ

ウ

ム

源
氏
物

語
の

透
明
さ

と

不

　
　

透

明
さ

1
場
面
・

和
歌
・

語
り
・

時

間

の

分
析
を

通
し

て゚［

青

簡
舎

　．
一
〇

〇

九

　
　

年

　
六

五

頁
。

ま

た、

琴

弾
宮
縁
起
に
つ

い

て

は、

田
光
美
仕
子

氏

が

そ
の

徹
底
し

　

　
た

細
部

表
現
を

論
じ

て

い

る。

田

光
美
佳

子
「

観

音
寺
蔵
「
琴
弾

宮
絵
縁
起、

の

基

　
　

礎

的

考
察

−
縁
起
文

と

景
観
表
現

の

問
題

を
中
心

に」
『
美

術
史「
一

五

九

号

　

　
二

〇

〇

五

年

　
九

七、
九

八

頁
。

（
22）

柳

澤
孝
「

真
言
八

祖

行
状

図
と
廃

寺
永
久

寺

真
言
堂

障
子

絵
（
こ

ー
（
八）
」

　

　「
柳
澤
孝
仏

教
絵
画
史

論
集』

中
央
公

論
美
術
出

版

　
二

〇

〇

六

年

　
八

〇、
二．
一
四

　
　

頁。

初

出
は

「

美

術

研

究』
ゴ 、
OQ

、

＝ ．
〇一

；

＝ ．
Q
四、
三

三

二
、

三一、一
七

号

　

　一
九

七
六

〜
一

九

八

七

年。

（
23）
　

宮

島
新
一

「

洛

外
名

所
図

屏
風
」

「
国
華
」

　一
．．

＝一
二

号

　、
一
QQ

六

年。

上
野

　
　

友
愛
「

「
東
山

名
所
図

屏
風』

に
つ

い

て
」

同

前

書．

〔
24）
　
京
都

国
立

博
物

館
の
一

九

九

四

年
の

「
都
の

形

象
−
洛
中
・
洛

外
の

世
界
し

展

で

　

　
は

「

洛

中
洛
外
へ

到
る

道」

と

し

て、

中

世

の

絵
巻
や

絵
図、

中
国

絵
而
な
ど
と

と

　
　

も

に

「

高
野
山

水
屏
風
」

も

陳
列
さ

れ

た。

42

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japan Society for the History of Interiors, Furniture and Tools

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Sooiety 　for 　the 　History 　of 　工nteriors ，　Furniture 　and 　 Tools

特集　屏風

　

　

　
ま

た、

佐
藤

康
宏
「
「
一

遍
聖

絵』
、

洛

中
洛

外
図

の

周
辺
」

（
前

掲
注
13
の

研

究

　

　
報

告
書一．一
二

頁）

も、

鎌
倉
時

代
の

「
高
野
山

水
屏
風」

な
ど

と

初
期
洛
中

洛
外

図

　

　
屏

風
と

の

つ

な

が
り
を

み

よ
う
と

す
る、

（
25）
　

注
13
佐
野

氏
論
文
「
絵
巻
に

み

る

風

俗
表
現
の

意
味
と

機
能
」

四
一

六

頁

（
26）
　

注
13
佐

野

氏

論

文

「

第
二

部

　
物

語
る

カ

ー
中

世

美

術
の

場

と

構

想

力
」

　

　
二
一

六

頁

（
27）
　
佐

藤

康
宏

「

「 ．

遍

聖

絵」
、

洛

中

洛
外

図
の

周
辺」

前
掲

注
B
の

研

究

報
告

書

　

　
二

九

頁、

お

よ

び

同
「
形
態
の

増
殖

1
『
一

遍

聖

絵』
・

「

彦
根

屏
風」
・

「

動
植
綵

　

　
絵』
」

『

講
座
日

本
美
術

史』

第
二

巻

　
東

京
大

学
出
版
会

　．
一
〇

〇

五

年

　一
．

三

七

　

ー一
、

囮H」
ハ

頁
c

（
28）
　
藤

原
重

雄

氏
は、

平

安

時
代
の

厩
風

歌
か

ら

推

測
で

き
る、

水
辺
で

草
を

刈

る

　

　
人
々

を

描
く
図

様
が、

鎌
倉
時

代
初
期
の

神
護

寺
の

「

山

水
肝
風
」

に

も、

そ

し

て
、

　

　一

四

世
紀
の

牛
車
の

立

板
に

も
描

か

れ

て
い

た

こ

と

を
明
ら

か

に

し

た

が、

そ

れ

は
、

　
　

鎌
倉

時
代
の

絵

画
の

保

守
性
を
印

象
づ

け

る

指
摘
で

も
あ
っ

た
。

藤
原

重
雄
「
記

録

　

　
に

貼
り

継
が
れ

た

絵
図

lI

東
京
大

学
史
料

編
纂

所
所
蔵

『

徳
大
寺
公

清
公
記』

所

　
　

載
「

車
絵
図
」

を

中
心
に
」

『
ミ

ュ

ー

ジ

ア

ム』

五

七

圧

号

　
二

〇

〇
一

年

　
八

−

　

　一

二、
貝

（
29）
　
前

掲
注
13
佐

野
氏
論
文

「

絵
巻
に

み

る

風

俗
表

現
の

意

味
と

機
能
」

四
一

六

頁

（
30）
　

相

澤
正
彦

コ

大
原

御

幸
図
の

源
流

−
宮
廷
和

画
図

像
の

継

承
」

『

講
座
口

本
美

術

　
　

史』

第
三

巻

　
東
京
大

学
出
版
会

　．
一
〇

〇

五

年

（
31）

佐

藤

康
宏

『
冂

本
の

美

術
」

四
八

四

号

祭

礼

図

　
至

文

堂

　一
．

○

〇

六

年

　

　
五
一
．

貝。

〔
32）
　
泉
万

里
『
武

家
屋

敷
の

春
と

秋

−
萬

徳

寺
所
蔵

「

武

家
邸

内
図

屏
風」」

大

阪

　

大

学
出
版

会

　
二

〇

〇

七

年

〔
33）
　
辻

惟
雄
「

花

鳥
画
の

歴

史
と

花

鳥
図

屏
風

−
占

代
中

国
か

ら

桃
山

ま
で
」 、

赤

　

澤

英．
一

コ

五

世

紀
の

花
鳥
図

屏

風

　
　
失
わ
れ

た

作
品

を
求
め

て
」

『
日

本
屏

風

　

絵

集
成』

第
六
巻

花
鳥
画

−
花
木
・

花
鳥

　

講
談
社

　
一

九
七

八

年
。

〔
34）
　
秋
山

光
和

「

伊

勢
物

語
図

（
小
野

の

御

室）

の

画
面

分

析
」

『

囗

本
絵
巻

物
の

研

　

究』

ド

　
中
央

公

論

美

術
出

版

　
二

〇

〇
．

年

　一

八

四

−
二

〇

八

頁
。

初

出
は

　

　『鵬
戈

術

研
究』
　一
二

三

五凵
σ

　
．

九・
八
亠
ハ

年、

〔
35）
　

泉
武
夫

「

山

水
騨
風
断

簡
」

『

国
華
』

　］
一

九

五

号

　
一

九
九
五

年

挿
図
出
典

図
1、

4、

5

サ

ン

ト

リ

i
美

術
館
他
編

　
展
覧

会
図

録
「
屏
風

　
凵
本
の

美』

目

本

図 図 図 図 図 図
11108732　 　 　 　 、

図 図
1312

図
14

経
済

新
聞
社

　
二

〇

〇

七

年

『

修
復」

二

号

　
岡
墨

光
堂

　
一
九

九

五

年

6、

9
　
『

目
本
占

寺
美
術
全

集」
．

三

巻

　
集

英
社

　
一

九
八

宜

年

小
松

茂
美
編

「

続
日
本
の

絵
巻
』

八

巻

　
中
央
公
論
社

　一
九

八

七
年

『

凵
本
美
術
全

集
」

九

巻
　

講

談
社
　
一
九

九

三

年

小
松

茂
美
編

『

日

本
の

絵
巻」
　一

三

巻

　
中

央
公
論
社

　一

九

九
一

年

東

京

国
立

博

物

館
編

　
展
覧

会

図
録

『
室
町

時

代
の

屏
風

絵』

朝
日

新
聞

社

一

九
八

五

年

根
津
美

術
館
編

「

百
華
撰
」

　

根
津
美
術

館

　一
九

九
一

年

米
沢

上

杉
文
化

振
興
財

団
『
国

宝

　
上

杉
本

洛
中
洛
外
図

屏
風隔

米
沢
市
上

杉
博

物
館

　
二

〇
〇
一

年

泉

万
里

「

武
家
屋

敷
の

春
と

秋

ー
萬

徳
寺

所
蔵
「

武
家

邸
内

図

屏
風
」

』

大
阪

大
学
出

版
会

　一
、

○

〇

八

年

　

　
　

　

　
　

　

　

　

〔
い

ず
み

　
ま

り
・

宮
城
学
院

女
子
大
学

非
常
勤
講
師）
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