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屏
風
贈
呈

ロ

ー
マ

法
王
へ

の

贈
り

物

　

天
正
十
年

二

五

八

二
）

正
月
二

十
八

凵、

伊
東
マ

ン

シ

ョ
、

千
々

岩
ミ

ゲ

ル
、

原

マ

ル

チ

ノ
、

中
浦
ジ
ュ

リ

ア

ン

ら

少
年
四

名
は

、

イ
エ

ズ

ス

会
ロ

本
巡
察
使
ア

レ

シ

ャ

ン

ド
ロ

・

ヴ

ァ

リ
ニ

ァ

ー
ノ

と

共
に

ポ
ル

ト

ガ

ル

船
に

同
乗
し、

長
崎
港

　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
て

ん

し

よ

う

け

ん

お

う

し

せ

つ

を

出
発
し

た
。

臥
に

い

う
天
正
遣
欧
使
節
で

あ
る

。

ヴ

ァ

リ
ニ

ァ

ー

ノ

の

す
す
め

　

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
お

お

と

も

そ

う

り

ん

　

　

あ

り

ま
　

は

る

の

ぶ

　

　

お

お

む・ワ
4
み

た

た

を

入
れ

た

九
州
の

キ

リ

シ

タ

ン

大
名
大
友
宗
麟、

有
馬
晴
信

、

大

村
純
忠
ら

が
、

そ

の

名
代
と
し

て
ロ

ー

マ

法
王

お

よ

び

ス

ペ

イ
ン

国
王

の

も
と
へ

遣
わ

し

た
。

こ

れ

に

よ
っ

て

日

本
も

、

遅
れ

ば

せ

な

が
ら

大
航
海
時
代
以

後
の

ヨ

ー
ロ

ッ

パ

へ

、

　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
ふ

な

で

そ

し
て

広
大

な
世

界
へ

と

船
出

し

た

と

い

っ

て

よ

い

だ

ろ

う
。

　

出
発
し
た
一

行
は

、

マ

カ

オ、

シ

ン

ガ

ポ

ー
ル

海
峡
、

マ

ラ

ッ

カ

を

経
由

し
、

イ

ン

ド

の

ゴ

ア

に

到
着。

さ

ら

に

喜
望
峰
を
経
て
、

天

止

ト
ニ

年
七
月

五

目

無
事

ポ

ル

ト

ガ

ル

の

リ

ス

ボ
ン

に

着
い

た
。

イ

ン

ド

洋、

大．
曲

洋
の

激
浪
に

揉
ま

れ
、

ま

た
熱
病
や

船
内
の

火
災
に

も
遇
う
な
ど

、

ま

さ
し

く
艱

難
辛
苦
の

は

て

で

あ
っ

た
。

　

だ
が

リ

ス

ボ

ン

到
薺
後
は

各
地

で

歓
待
さ

れ
、

マ

ド
リ
ッ

ド

で

は

ス

ペ

イ

ン

国

王

フ

ェ

リ
ペ

ニ

世
に

謁

見、

千
厚
い

も
て

な
し

を
受
け
た

。

そ

の

後、

．

行
は

地

中
海
に

出、

マ

ジ
ョ

ル

カ

島
を

経、

海
路

、

ロ

ー
マ

を
め

ざ
し

た
。

ト

ス

カ

ナ

大

公
国
の

リ

ヴ
ォ

ル

ノ

か

ら

は

陸
路
で

ピ

サ、

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

、

シ

エ

ナ

を

訪
れ、

大

止

ト
ゴ ．
年
二

月
二

十
、

囗
つ

い

に

ロ

ー

マ

に

到
着
し

た
。

翌

囗
、

市
内
を

馬
上

に

和
服
姿
で

行
進
し

た
一

行
は、

ヴ

ァ

チ

カ

ン

の

サ
ン

・

ピ

エ

ト
ロ

宮
殿
に

お
い

て

法
王

グ

レ

ゴ

リ

オ

十
三

世
に

謁
見、

大
友
宗
麟
ら

か

ら

の

親
書
を
捧
呈

し

た
。

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

　

　

　
な

が

た

び

天

正

十
年
正
月
の

長
崎
出

帆
よ

り
、

実
に

ま
る

三

年
を
こ

え
る

長
旅
で

あ
っ

た
。

　
そ

の

長
く、

そ
れ

で

な

く
と
も
過
酷
な

旅
程
中、

目

的
地
ま

で

つ

つ

が

な

く

携

行
す
る

こ

と

を
義
務
づ

け
ら

れ

た

も
の

が、

二

つ

あ
っ

た
。

．

つ

は
、

言
う
ま

で

も
な

く
法
王

宛
て

の

親
書
で

あ
る

。

そ

し

て

も
う
．

つ

は、

は

る

ば

る

囗

本
か

ら

持
参
し

た

法
王
へ

の

贈
り

物
で

あ

る
。

使
節
団
と

し
て

当
然
の

こ

と

で

あ

ろ

う
が、

こ

の

贈
り
物
こ

そ
は、

世
に

「

安
土
城

図
」

と
呼
ば
れ

る

「

屏
風
」

で

あ
っ

た
。

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

　

　

　
　

　
ひ

い

　
織
田

信
長
が、

天

正
八

年

二

五

八

〇）
、

当
時
も
っ

と
も
画
技
の

秀
で

た

絵
師

狩
野
永
徳
（
一

五

四

三

〜

九

9
に

命
じ

て、

七
層
の

天

守
を
い

た

だ

く
安
十

城

と

　
　

　
ま
ち

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　

た

が

安
土

の

市
を

、

実
物
通
り

寸
分
違
わ

ぬ

よ

う
に

描
か

し

め

た

も
の

だ

と
い

う。

そ

の

「

屏
風
」

を
信
長
は
、

天

正
九

年
安
土

を
訪
れ、

一

カ

月
余
り
も
滞
在
し

た

ヴ

ァ

リ
ニ

ァ

ー

ノ

が
安
ヒ

を

去
る

に

際
し

て

贈
っ

て

い

る

の

だ
。

む

ろ

ん、

ヴ

ァ

リ

ニ

ァ

ー

ノ

に

与
え
れ

ば、

や

が

て

は
そ
の

「

屏
風
」

は、

ヨ

ー
ロ

ッ

パ

へ
、

さ

ら

に

は

ロ

ー

マ

法
土
の

も
と
へ

運

ば

れ、

入
び

と

に

見
せ

ら

れ

る

こ

と

に

な
る

こ

と

を、

信
長
な
り

に

計
算
し

て

い

た

は

ず
だ

。

そ

こ

に

描

か

れ

た

壮
大

な

る

安
土

城

は、

こ

れ

を
造
っ

た

信
長
の

偉
大
さ
を、

ま
ざ
ま

ざ
と

実
感
せ

し

め

る

に

違
い

な
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特集　屏風

い
。

　
加
え
て

信
長
に

は、

い

ま
一

つ
、

こ

の

「

安
十

城
図
屏
風
」

に

よ
っ

て、

当
時、

南
蛮
船
が、

ポ

ル

ト

ガ

ル

や

ス

ペ

イ
ン

へ

さ

か

ん

に

も
た

ら
し

た

結
果、

ビ

オ
ン

ボ

（
訊
o

ヨ
σ

。）

と

現

地
語
化
ま

で

し
て

い

た
、

そ

の

「

屏
風
」

と

は

ま
さ

し

く
こ

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
や

　
そ

　

か

い

れ

だ、

と

示
す
意
図

も

あ
っ

た

の

だ
と

い

う
（
ダ
ニ

エ

ル

ロ

・
バ

ル

ト

リ

『
耶

蘇
会

則』
「

信
長

の

世」）
。

が
、

い

ず
れ

に

せ

よ、

天

正
遣
欧
使
節
の

派
遣
は、

そ

う
し

た

信
長
の

思

惑
が、

思
い

の

ほ

か

早
く
実
現
し

た
と

い

う
わ

け

だ
。

　
た
だ

し、

こ

う
し
た

信
長
の

行
為
を、

も
う
少
し

広
い

視
野

に

立

ち
、

歴

史
の

流
れ

の

中
に

置
い

て

み

る

と、

ど

う
や

ら

こ

れ

が
一

人
の

権
力
者
の

単
な

る

気
ま

ぐ
れ

と

い

う
か
、

一

回

限
り
の

独
断
専
行
で

は

な
か
っ

た
、

と
み

ら

れ

る

点
を
見

逃

す
べ

き
で

な

い

だ
ろ

う
。

そ
れ

と

い

う
の

も、
「

屏
風
」

に

は
、

信
長
以

前
に

も
、

そ

し

て

後
述
す
る

よ

う
に

信
長
以

降
も
ま
た、

日

本
を
代
表
す
る

方
物
（
特

産
品）

と

し
て

、

異
国
の

国

王
や

貴
紳
た

ち
へ

贈
ら

れ

続
け
て

き
た

、

長
い

長
い

歴

史
が

あ
る

か

ら

で

あ
る

。

現
に

天

正

遣

欧
使
節
は、
「

安
上
城
図
屏
風
」

以

外

に

も、

そ
う
し

た

贈
呈
用
の

品
と

し

て．
一
点
の

絵

ー
日

本
人
キ
リ

シ

タ

ン

絵
師

の

描
い

た

「

救
世

主

画
像
」

と

「

キ

リ
ス

ト
受
難
図
」

と

を
携
行
し

て

い

た

が、

そ

の

い

ず
れ

も

が、

や

は

り
「

肝
風
」

で

あ
っ

た
。

　
そ
れ

に

し

て

も
「

屏
風
」

で

あ
る

。

小
さ
く
折
り
畳

め

る

と

は

い

っ

て

も
、

そ

こ

は

「

屏
風
」

で

あ
る
。

か

さ

ば
る

だ

ろ

う
し、

何
よ

り

紙
で

で

き
て

い

る

だ

け

に

水
に

弱
い

。

波
や

風
雨
に

対
す
る

配
慮
が
必

須
で

あ
っ

た

は

ず
で、

海
路
を
行

く
長

旅
に

は

最
も
ふ

さ

わ

し

く
な
い

品
で

あ
っ

た。

に

も
か

か

わ
ら

ず、

そ

の

「

屏
風
」

を、

使
節
一

行
は
一

点
で

さ
え

大
変
な
の

に、

な

ん

と一一、
点
ま

で

も
携

行
し

て

い

た

と

い

う
の

だ
。

そ

れ

ら

を
リ

ス

ボ
ン

に、

さ

ら

に
ロ

ー
マ

に

ま

で

運

び
得
た
の

は、

ほ

と

ん

ど

奇
跡
に

近

い
。

だ

が、

そ

れ

も
こ

れ

も
、

彼
の

地
に

お

け
る

「

屏
風
」

そ

の

も
の

へ

の亠
咼

い

関
心

と

需

要
、

贈
旱
品
と
し
て

使
わ

れ

続
け

て

き
た

「

屏
風
」

の

伝
統
な
ど
が
背
景
に

あ
っ

た、

で

は

な

い

だ
ろ

う
か

。

金
屏
風
三

双

と

考
え
れ

ば

得
心
が
い

く
の

　
そ
の

「

屏
風
」 、

い

ま
異
国

の

国
王

た

ち
へ

の

贈
呈
品
と

述
べ

た

が
、

さ

し
ず

　
にっ
モ

う
そ

う

ち

よ

う
ね

ん

　

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

せ

ん

だ

ん

の

ボ

い

ぞ

う

め

入
宋
僧
齎
然
が、

寛
和
二

年
（
九

八

六）
、

後
に

三

国
伝
来
の

栴
檀
瑞
像
と

し

て

人

び

と

に

尊
崇
さ

れ

る

こ

と

に

な
る

釈
迦
像
（
清
涼

寺
蔵）

を

わ

が

国
に

将
来
し、

二

年
後
の

永
延

二

年
（
九

八

八）
、

当
時
の

北
宋
の

皇
帝
太

宗
に

も
ろ

も
ろ

の

品
々

　
　
　
　

　
　
　
　
わ

　
が

と

共
に

進
貢
し

た
「

倭
画
屏
風
」

を
こ

そ、

そ
の

早
い

例

と

し
て

挙
げ
る

こ

と
が

で

き
る

だ

ろ

う
。

そ

こ

に

描
か

れ
た

「

倭
画
」

は、

金
碧
を

多
川

し

た
装
飾
的
で

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
ナん
な

「

観
美
」

な
も
の

だ
と

評
さ

れ
て

い

る

（
「

宣

和
画
譜
』）
、

　
だ

が、
「

屏
風
」

贈
呈
が、

本
格
的
か

つ

慣
例

的
に

行
わ

れ

る

よ

う
に

な

る

た

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
ま

め

に

は
、

応
永
八

年
（

一

四

〇
一
）

ま
で

俟
た

ね

ば

な
ら

な
か
っ

た
。

こ

の

年
、

　
　
　
　

　
　
　
　

よ

し

みつ

室
町
幕
府
の

三

代
将
軍

義
満
は、

遣
唐
使
の

廃
止

以

後
中

断
し

て
い

た

日

巾
の

国

交
回
復
を

図
っ

て、

遣
明
船
を
派
遣
し

た
。

そ
う
し

た

使
節
の

常
と

し
て

皇
帝
へ

の

進
貢
品
を
持
参
す
る。
「

屏
風
」

も
そ

の
一

つ

で

あ
っ

た

の

だ
。

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
よ

し

も

ち

　
以

来、

遣
明
船
の

派
遣
は

、

途
中、

四

代
将
軍

義
持
の

時
代
に

中
断
さ

れ

た

も

の

の
、

天
文
卜
六

年
（
一

五

四

七）

ま
で

都
合
十

九
回
を

数
え
る

。

そ

の

間、

皇

帝
へ

の

進
貢
品

は、

品
ロ
と

数
量
に

各
回

多
少
の

違
い

は

あ
る

も
の

の
、

お

お

む

　
　
　
い

おヒ
つ

　

　

め

のモ
つ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

よ
ろ

い

ね

馬
や

硫
黄、

瑪
瑙
な

ど

の

産
出
口

m

と
、

鎧
や

太

刀
、

長

刀
、

槍
な
ど

の

武
器
・

武
具
類、

そ

れ

に

硯
箱、

扇、

そ
し

て

「

屏
風
」

な
ど

の

美
術
工

芸
品
と

で

あ
っ

た
．

な

か

で

「

屏
風
」

は、

第
十
五

回
遣

明
船
（
明
応．
一
年

二

四

九

三）

で

は

例

外
的
に

二

双
で

あ
っ

た

が
、

他
の

場
合
で

は

三

双

で
一

致
し

、

し

か

も
ど
う
や

ら

す
べ

て

「

金
屏
風
」

で

あ
っ

た

よ

う
だ

。

　
問
題
は
、

そ

う
し

た

進
貢
品
と

し

て

の

「

金
屏
風
」

が、

実
際
ど

の

よ

う
な

も

45
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の

で

あ
っ

た

の

か
、

と

い

う
点
で

あ
る。

そ

れ

を

知
る

手
掛
り
と

な
る

史
料
が

遺

さ

れ

て

い

る。
『
牋
鱗
入
明

注
文
要
例
」

の

「

至
二

大
唐一

御
進
物
別

幅
分
」

と
呼

ば

れ

る

も
の

が

そ

れ

で、

こ

れ

に

よ

っ

て

明
の

皇
帝
へ

の

各
種
進
貢
品
の

調
達
お

よ

び

注

文

先

や、

そ

の

仕

様
な

ど
が

判

明
す

る
。

そ

の

巾
か

ら

天

文

十

年

　

　
　
　
　
お

お

う

ち

よ

し

た

か

　

か

の

う

ピ

と

の

ぶ

（
．

五

四
一
）

大
内
義
隆
が
狩
野
元
信

二

四

七
六

〜
一

五

乱

九）

に

注
文
し

た

「
金

肝
風
三

双
」

に

関
す
る

く
だ

り
を

引
い

て

お

こ

う
。

一
、

御
屏
風
金

三

双
事

一
、

縁
赤
織
物

、

御
紋
は

桐、

但
先
例
は

縫
物
桐
唐
草
也

一
、

金
物
騨
之

金
物
在
り
所
如・

旧

例．

一
、

下

張
不
レ

用

反

占一
、

悉
以
レ

紙
張
レ

之

一
、

小
縁
色
絵
相
応
候
様
に

相
・
計
之一

一
、

一

双

分、

絵
鶴
亀
松
竹
鴛
鴦
鴨
小
鳥
也

一
、

一

双

分、

絵
月
凵

桐
孔
雀
鳳
凰
也

一
、

一

双

分、

松
楓
柳
桜
小
鳥
也

、
一

双

分、

代皿、】
十
五

貫
文

、

天

文
十

年
十
一

月．．．
冂

狩
野
大
炊
助
被
レ

仰・．
付
之．
、

御
一

通
案
文
在
レ

之
、

　

隆
満
・

武
任
・

弘
成
御
裏
封
レ

之、

前
正

法
寺
慶
喚
至．一
京
都…

、

為
二

御

　

使
僧一
参
上

之

時
、

被
レ

誂
レ

之
、

天

文
拾．
一
之

六
に

至、

山

口

到
来
了

、

御
屏
風

箱
事
松
板
也、

差

木
一

本
、

同
差
縄
等
事

、

木
綿
事

一
、

渋
紙
事

一
、

筵
事

搜

義
隆
は

、

　
　

　
　
て

お

う

し

ぼ

う
ほ

う

じ

　

　
　

　
　

けい
か

ん

大

文
十
年
周

防
正

法
寺
の

前
住
慶
喚
を

幕
府
へ

の

使
僧
と

し

て

上
洛

さ
せ

た
。

遣

明
船
派
遣
の

認
可
を

得
る

た

め

だ
が

、

ど

う
や

ら

そ

の

h
洛
中
の

ト
一

月
三

口
、

慶
喚
を
通

じ
て

元
信
に

「

金

屏
風
」

一．一
双
を

注
文

し

た

よ

う
だ

（
同
時
に

「

画

扇」

百
本

も

注
文
し

た）
。

面
白
い

の

は、

そ

の

「

金．
屏
風
」

の

画
題

だ

け
で

な

く
仕

様
に

至

る

ま

で
、

こ

と

細

か

な
指
示
が

出

さ

れ
て

い

る

点
で

あ
る。

　

　
　
　
お

おペ
リ

　

屏
風
の

大
縁
は、

先
例
で

は

桐
唐
草
模
様
の

縫
物
で

あ
っ

た

が、

今
回

は

桐
紋

入

り
の

赤
織
物
を

使
う
こ

と、

金
旦ハ
は

鍍
金
を

施
し、

旧

例
に

従
っ

た

場
所
に

つ

　

　
　
　
　

　

　
　

ほ

　

こ

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

ニ

　
ベ

リ

け
る
こ

と
、

下

張
り
に

反
故
の

使
用

を

禁
じ

る

こ

と、

小
縁
と

絵
と

が
ふ

さ

わ

し

い

様
に

図
る

こ

と、

代
金

は
一

双
分
三

十
五

貫
文
で

あ

る

こ

と
、

な

ど

に

は

じ

ま

り
、

箱
や

包
装
の

こ

と

ま
で

詳
し

く
取
り
決
め

ら

れ

て

い

た
。

外
装

は

渋
紙

で

包

　

　
　
　
　
び

ん

こ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

し

し

ろ

み
、

さ
ら
に

備
後
産
の

L
質
の

筵
で

く
る

む

と

こ

ろ

な

ど
、

防
水
と

長
期
に

わ

た

る

運
搬
に

配

慮
し

た

の

だ

ろ

う
。

遣
欧

使
節
が

携
行
し

た

「

安
土
城
図
」

以

下
三

点
の

「

屏
風
」

の

梱
包
に

も、

こ

う
し

た

配

慮
が

な

さ

れ

て

い

た

に

違
い

な
い

。

　

ま
た

そ

の

画
題

も、

花
鳥
画
に

限
ら

れ

て

い

た

よ

う
だ。
「

金
屏
風
」

三

双

と

共
に

注
文
さ

れ

た

「

画
扇
」

百

本
の

画

題
に
つ

い

て

は、

先
の

文
書
に

、

一
、

絵
何
も

花
鳥

、

人
形
一

向
禁
レ

之

と

あ
る、

花
鳥
画
に

限
り、

「

人

形」

す
な
わ

ち

人
物
画
は
一

切
禁
止
さ

れ

て

い

た
。

「

金
屏
風
」

に

つ

い

て

も
同
じ
で

あ
ろ

う
。

い

や
、

さ

ら

に

厳
し
い

条
件
が

課
せ

ら

れ

て
い

た

こ

と

を
、

文
書
は

物
語
る。

花
鳥
画
な
ら

ば
、

ど

ん

な
作
で

も

よ

い
、

と

い

う
の

で

は

な

い

の

で

あ
る

。

松
に

竹、

桐、

孔

雀
に

鳳
凰

、

桜

や

楓

な

ど
、

取
り
上

げ
る

モ

チ

ー

フ

が
指
定
さ
れ

て

い

る
の

だ
。

そ

れ

と
い

う
の

も

花

鳥
画
に

は

多
か

れ

少
な

か

れ

富
貴
性
と

吉
祥
性
と

が

備
わ

っ

て

い

る

も
の

だ

が、

こ

こ

で

は

さ

ら

に
一

層

の

吉
祥
性
と、

彩
色
に

お

け

る

豪
華
さ

、

す
な
わ

ち

金

碧

の

多
用
に

よ

る

観
美
性
と

を
増
す
た

め

に

都
合
の

よ
い

モ

チ

ー

フ

を

選
ん

で

い

る

の

で

あ

る
。

む

ろ

ん
、

皇

帝
へ

の

進
貢
晶
と
し

て

の

性
格
が

考
慮
さ

れ

た

結
果
で
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あ
る
。

当
然
の

こ

と

な

が

ら、

他
の

遣
明
船
で

の

進
貢
用

「

金
屏
風
」

に
つ

い

て

も
、

こ

れ
に

準
じ

た

厳
し

い

条
件
が

課
せ

ら

れ

て

い

た

に

違

い

な

い
。

　
し

か
し
、

ま
こ

と

に

残
念
な
が

ら
、

そ
う
し
て

入
念
に

制
作
さ

れ

た

進
貢
川

「

金

屏
風
」

の

遣
例
は

な
い

。

そ

の

中
に

あ
っ

て
、

白
鶴
美
術
館
本
《

四

季
花
鳥

図
屏
風
》

こ

そ
は、

そ

れ

ら

失
わ
れ

た

「

金
屏
風
」

を

髣
髴
さ

せ

る

貴
重
な

作
例

で

あ
ろ

う
。

金
地、

金
雲
を
多．
用
し

た

輝
く
ば

か

り
の

「

金

屏
風
」

で

あ
る

。

落

款
に

「

狩

野
越

前

法
眼
元

信
け

占
斜

筆
」

と

あ
る

と

こ

ろ

か
ら

、

天

文

十
八

年

二

五

四

九
）

元

信
が

、

お

そ

ら

く
弟
子
た

ち
に

指
示
し

制
作
し

た

こ

と
が
分

か

る
。

大
内
義
隆
が

注
文
し

た

第
十
九

回

遣

明
船
の

進
貢
用

「

金
屏
風
」

の

制
作
と
、

わ

ず
か

に

十
年
も
隔

た

ら

な

い
。

三

双

の

「

金
屏
風
」

が

自
鶴
本
に

酷
似

す
る

も
の

で

あ

っ

た

こ

と

は

疑
い

な

い
。

敢
え
て

先
の

史

科
「

至

大

唐・

御
進
物
別

幅

分
」

の

表
記
に

従
え
ば
、

白
鶴
本
《

四

季
花
鳥
図
》

は
、

　
　
の

　　キロ
　

の

　

い

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

り

　
ら

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

む
　ロ
リ

　
絵
松
竹
桜
楓
牡
丹
芙
蓉
孔
雀
自
鷺
山
鳥
鴛
鴦

と
で

も．．
雨

え
る

だ
ろ

う
。

金
箔
に

群
青、

緑
青、

朱、

胡
粉
が

映
じ
た

「

観
美
」

な
彩
色
は

、

こ

の

屏
風
自
体
が

そ
の

ま
ま

明
の

皐
帝
へ

の

進
物
に

さ
れ

て

も
よ

い

ほ

ど

で

あ
る．

　
そ

れ

は

と
も
か

く
一

人

の

権
力
者
の

単
な
る

思
い

つ

き

と

も

取
ら
れ

か

ね

な

い
、

信
長
の

「

安
土
城
図
屏
風
」

贈
旱

。

だ

が
、

こ

の

行
為
に

は
、

前
代
以

来
の

こ

う

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　

あ

ず

か

し

た

屏
風
進
貢
の

歴

史
が

大
き
く
与
っ

て

い

た

の

だ
。

し

か

も、

そ

の

室
町
時
代

の

事
例
も
ま
た

、

特
二

遵．
  ．
往
古
之
規
法
三
（
第
一

回

遣

明
船、

義
満
の

建
文
帝
宛
て

国

書｝

と
あ
る

よ

う
に

先
例
・

先
規
に

従
っ

た

も
の

だ

と
い

う。

む

ろ

ん
、

そ
の

先
規

は

進
貢
品
を

何
に

す
る

か、

そ
の

選
択
に

も
適
用
さ

れ

た

に

違
い

な
い
。

つ

ま
り
日

本
外
交
に

お
け
る

「

屏
風
」

の

進
貢
は、

慣
例
で

あ
っ

た

の

だ
。

当
然、

信
長
は

こ

の

こ

と

を
百
も
承
知
し

て

い

た

は

ず
だ

。

い

や、

信
長
だ

け
で

は

あ
る

ま

い
。

何
事
に

よ

ら
ず
先
例

を
尊
ぶ

こ

と

　
　
そ
れ

が

外
交
で

あ
る

と

す
る

な
ら

ば、

こ

の

後、

時
代
や

相
手
国
が
変
わ

ろ

う
と

、

外
交
の

当
事
者
た

ち
が、

こ

の

「

屏

風
」

進
貢
の

慣
例
を、

の

ち
の

ち
ま
で

も
継
承
し

て
い

っ

た

こ

と

は

疑
い

な

い
。

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
ル

　
ソ

　
ン

現

に

徳
川

家
康
は、

ノ

ビ

ス

パ

ニ

ア

〔
メ

キ

シ

コ
）

副
王

や

呂
宋
（
フ

ィ

リ

ピ

ン
）

総
督、

イ

ギ
リ

ス

国

王

ジ
ェ

ー

ム

ズ
一

世
に、

ま

た

鍋
島
勝
茂
も、

ス

ペ

イ

ン

国

王

フ

ェ

リ
ペ

ゴ ．
世
〔
天

止

遣
欧

使

節
を

歓

待
し
て

く

れ

た

フ

ェ

リ

ベ

ニ

世
の

息

子）

に、

そ

れ

ぞ
れ

「

金
屏
風
」

を
贈
っ

て

い

る

で

は

な

い

か

（
「

通
航
一

覧
」）

。

「

屏
風
」

は、

い

わ

ば
日
本
外
交
の

顔
で

さ
え
あ
っ

た

の

だ
。

　
そ
の

点
で

は
、

地

理
的

に

も

文
化
的
に

も

日

本

に

最
も
近
く、

善
隣
友
好
の

長

い

歴

史
を

も
っ

た
朝
鮮
半
島
の

国

i
李
氏
朝
鮮

に

対
し

て

も
例

外
で

は

な
か
っ

た
。

一
一

善
隣
友

好
外

交
の

中
で

朝
鮮
通
信
使

　

話
は

多．
少
前
後
す
る

。

見
て

き
た

よ

う
に

室
町

時
代、

都
含
十

九

回

を

数
え
た

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
お

お

う

ち

遣

明
船

。

そ

れ
を
派
遣
し

た

幕
府
や

西
国
の

大
守
大

内
氏

ら

は
、

同
時
に

李
氏
朝

鮮
の

国
王
へ

も
進
貢
の

使
節
を

送
り

出
し

て

い

た
．

わ

が

国
に

と
っ

て

常
に

大
陸

の

進
ん

だ

文
物
の

窓

口

で

あ
っ

た
国

と

し

て

当
然

だ

ろ

う
。

そ
の

際
、

用
意
さ

れ

た

国
王
へ

の

進
貢
品
に
つ

い

て

は、

李
氏
朝
鮮
の

正

史
で

あ
る

『

李
朝
実
録
』

や、

わ

が

国
の

外
交
文
書
集
た

る

「

善
隣

国
宝

記
』

に

詳
し
い

。

そ

れ

に

よ

れ

ば

進
貢

品
は、

明
の

皇
帝
へ

の

そ
れ

と

数
量

の

点
で

は

大

き
く
異
な
る

も

の

の
、

そ
の

種

類
に
つ

い

て

は

大
同
小

異
で

、

お

お

む

ね
鎧

、

刀

剣
（
大

刀、

長
刀）

、

練
絹、

漆
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ひ

さ

げ

工

芸

品
（
銚

子、

堤

子、

椀、

盆

な
ど）

、

画
扇、

そ

し
て

「
屏
風
」

で

あ

っ

た
。

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　

こ

し

よモ
つ

　
　

り

おら
つ

時
に

よ

っ

て

は

硫
黄
や

瑪
瑙、

胡
椒、

蘇
木

、

仏
像
さ

え
も
贈
ら

れ
る

こ

と

が

あ

っ

た
。

　
さ

て

問
題

の

「

屏
風
」

。

こ

れ
を

朝
鮮
国
工
へ

贈
る

こ

と

は
、

明
の

皇
帝
に

対

し

て

よ

り
遅

れ

た

よ

う
で

、

現
在
確
認
で

き
る

範
囲
で

は

世
宗一
．

十

五

年
〔
嘉

吉

｝．、
年

二

四

四、、一）

を

嚆
矢
と

し、

以

後
慣
例
化、

ほ

ぼ

毎
回

、

．
一
張
（
一

双）

贈

る

の

が

通

例
で

あ
っ

た
。

明
の

皇
帝
よ

り
明
ら

か

に

少
な
い
。

そ

の

「

屏
風」
、

例
外
的
に

墨
画
屏
風
も
あ
っ

た

が
、

基

本
的
に

は

明
に

進
貢
し

た

も
の

と

同
じ

く

「

金
屏
風
」

で

あ
っ

た
。

ま

た

画
題
も

「

彩
花
図
」

「

鶴
松
図
」

な

ど

判
明
す
る

も

の

か

ら

類
推
し

て、

明
へ

の

進
貢
「

屏
風
」

同
様
「

花
鳥
図」

で

あ
っ

た
と

み

て

よ

い

だ

ろ

う。

　
た

だ

し
、

同
じ

く
「

金
屏
風
」

と

は

言
っ

て

み

て

も
、

明
・

鮮
そ
れ

ぞ
れ

に

贈

ら

れ

た

も
の

が

同
種
の

も

の

で

あ
っ

た

か

否
か、

問
題

と
な

ろ

う
。

と

い

う
の

も

『
善
隣

国
宝

記
」

や

『

続
善
隣
国
宝
記
』

所
収
の

外
交
文
書
に

見
る

限
り

、

明
へ

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
さド
よ

う

き

ん

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

ぞ

う
き

ん

の

進
貢
屏
風
に

つ

い

て

は

「

貼
金
屏
風
」

、

朝
鮮
へ

の

そ

れ

に

つ

い

て

は

「

装
金

屏
風
」

と
、

用
語
が

使
い

分
け
ら
れ

て

い

る

か

ら
で

あ
る

。

さ

ら

に

そ

の

「

装
金

腓
風
」

を
受
け
取
っ

た

朝
鮮
側
の

記
録
『

李
朝
実
録
』

で

は
、

こ

の

「

屏
風
」

を

「

塗

金
」

「

金
粧
」

「

装
金
」

「

帖
金
」

屏
風
と

呼
ん

で
い

る

の

で

あ
る

。

常
識

的
に

は

表
記
が

異
な
る

以

上
、

こ

れ

ら
が

す
べ

て

同
じ
も
の

と
は

考
え

に

く
い

し、

ま

し

て

や

「

貼
金
」

す
な

わ

ち
金

箔
を

貼
付
し

た

「

貼
金

屏
風」

と

み

る

こ

と

は

無

理

だ

ろ

う。

こ

と

に

初

期
の

進

貞
穉
風

に

用

い

ら

れ
た

「

塗

金
・

金

粧
」

の

「

塗
・

粧
」

に

は

「

粉
末
」

状
の

も

の

を

「

塗
り
飾
る

」

意
が
込
め

ら

れ
て

い

る、

と

み

ら

れ

る

か
ら

で

あ

る
。

つ

ま

り
「

塗
金

屏
風
」

も
「

金

粧
屏
風
」

も
「

金

泥
」

あ
る

い

は

「

金
粉
」

を
「

塗
布
」

し

た

「

金

屏
風
」

を

言
い

、

「

金

箔
」

を

「

貼
付
」

し

た

「

貼
金
屏
風
」

と
は
、

技
法
上

明
ら

か

に

異
な

る

も
の

を

指
す
の

だ
ろ

う
。

　
と

な

れ

ば
室

町
時
代

、

明
鮮
両
国
へ

は
、

同

じ

く
「

金

屏
風
」

を
贈
る

と

は
い

い

な

が

ら、

そ

の

初
期
に

は

異
な
っ

た

も

の

が

贈
ら
れ

て

い

た
こ

と

と
な

る
。

む

ろ

ん

「

塗
金
・

金

粧
屏
風
」

に

比

し
、

「

貼
金
屏
風
」

が

金
の

輝
光
性
を
一

層
増

し

て

い

る

分、

豪
華
で

富
貴
な
観
美
性
（
味
わ

い）

を
深
め

て
い

る

は
ず
で
、

簡

単
に

い

え

ば
そ
れ
だ

け
ヒ
等
で

あ
っ

た

と

い

う
こ

と

だ。

つ

ま

り
両
国
へ

の

進
貢

品、

な

か

で

も
そ
れ

を
代
表
す
る

「

金
屏
風
」

に

つ

い

て

は
、

質
量
と
も

に

明

確

な
差
が
つ

け
ら

れ

て

い

た
こ

と

と

な
る
。

当
然
の

こ

と
な
が

ら

「

貼
金
屏
風
」

を

三

双
贈
っ

た

明
を、
「

塗
金
・

金
粧
屏
風」

を
一

双

贈
っ

た

李
氏
朝
鮮
よ

り、

外

交
上

重
要
視
し

て

い

た

こ

と

は

疑
い

な
い

。

進
貢
さ
れ

た

「

金
屏
風
」

の

違
い

が
、

ほ

ぼ

そ
の

ま
ま
日

本
か

ら

み

た

明
鮮
両

国
の

国
際
的
〔
外
交
的）

地
位
の

差

で

あ

っ

た
。

そ

の

意
味
で

も
「

金

屏
風
」

は、

ま
さ

し

く
外
交
の

顔
と

言
っ

て

よ

い

だ

ろ

う
。

　
で

は、

江
戸
時
代
は

ど
う
で

あ
ろ

う
か

。

言
う
ま
で

も
な
く
こ

の

時
代
は
、

一

般
的
に

は

異
国
と

の

交
流
を

断
っ

た

「

鎖
国
の

時
代
」

と

さ

れ

て

き
た。

だ

が

実

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
し

ん

際
に

は

長
崎
の

地
に

限
る

と

は

い

え
、

オ

ラ
ン

ダ

や

中
国
〔
清）

と

は

通

商
を
持

ち、

ま
た

欧
米
と

の

通
交
に

目

を

向
け

る

た

め、

と

も
す
れ

ば

忘
れ

が

ち

で

あ

る

が、

何
よ

り
李
氏
朝
鮮
と
は

正
式
に

国

交
さ
え
結
ん

で

い

た
。

た

だ
し、

朝
鮮
と

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　つ
　
し

ま

の

交
渉
の

窓
凵

は

長
崎
で

は

な

く
、

も
う
一

つ

の

開
港
場
と

も
い

う
べ

き

対
馬
の

わ

に

う
ら

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
弖．．
書

な

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
ふ

　

ざ

ん

　

と

　

も

　
ぽ

　
わ

　
か
ん

鰐
浦
に

あ
っ

た
（
の

ち

の

佐
須

奈
に

移
る）
。

さ

ら

に

当
時

、

釜

山
の

豆

毛
浦
倭
館

に

は
、

な

ん

と
常
時
五
、

六

百
人、

多
い

と

き

は

千
人
と

も

い

わ

れ

る

口

本
人
が

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
ムら
よ

り
や

ん

わ

か
ん

駐
在
し

て

い

た

と

い

う
し

〔
倭

館
は
一

六

七
八

年
草
梁

倭
館
に

移

転）
、

徳
川

家
と

李

　
　
　
　

　
よ

し

み

王

家
と

の

「

信
を
通

わ
す
」

使
節
い

わ

ゆ
る

朝
鮮
通
信
使
の

来

日

も、

都
合
十
二

回

に

及

ぶ
。

江
戸
時
代
は

「

鎖
国
の

時
代
」

と

は

い

い

な
が

ら、

隣
国
朝
鮮

と

は

極
め

て

密
接
な
国
交
が

保
た

れ

て

い

た

の

で

あ

る
。
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興
味
深
い

の

は
、

あ
る

。

そ
の

外
交
の

場
で

も
な
お
「

屏
風
」

は

贈
ら

れ

続
け
た

の

で

「

贈
朝
屏
風
」

百

九

十
双

　

文
禄
元
年
（
一

五

九
二
）

お

よ

び

慶
長
二

年

二

五

九

七）

と

の、

ま
っ

た

く
無

謀
と

言
う
し
か

な
い

豊
臣
秀
吉
の

二

度
に

及
ぶ

朝
鮮
侵
略
に

よ
っ

て、

長
年
培
わ

れ
て

き
た

ロ

朝
両
国

の

善
隣
友
好
外
交
は
一

挙
に

破
綻
す
る

。

し

か

し、

こ

れ

を

受
け

た

徳
川
幕
府
は、

両
国
の

修
好
の

す
み

や

か

な
回

復
を

願
う。

そ
れ

に

家
康

自
身

、

そ

も
そ

も
こ

の

名
分
の

立

た
な

い

侵
略
戦
争
に

反
対
だ
っ

た

と
も

い

う
。

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
つ
し

ま

　
　

　

そ

う

し

さ
ら

に

朝
鮮
と
の

交
流
・

交
易
に

依
存
し

て

生

き
て

き

た

対
馬
の

宗
氏
の

必
死

の

努
力
に

よ
っ

て、

慶
長
九
年

、

朝
鮮
は

修
好
の

た

め

の

敵
状
視
察
の

使
者
「

探
賊

使
」

を

派
遣

。

使
者
た

ち
は

、

伏
見
城
に

お

い

て

大
御
所
家
康
と
将
軍
秀
思
と

会

見
し

た
。

そ
し

て

こ

の

後、

な
お

も
宗
氏
に

よ

る

懸
命
の

工

作
が

続
け
ら

れ

た

結

果、

つ

い

に

慶
長
十
二

年
（
宣

祖
四

卜・
一

六

〇

七）

正

月、

総
勢
四
百
六

十
七

名

か

ら

な
る
一

大
使
節
団
が

来
日

し

た。

　
以

後
、

江
戸

時
代
を

通
じ

て

都
合
十

二

回
の

使
節
団

が

来
日

す
る

。

そ

の

名
称

も
第
一

回

か
ら
第
三

回
ま
で

は、

日

本
か

ら

の

国
書
へ

の

回

答
と、

日

本
に

連
行

さ
れ

た

捕
虜
を
捜
索
し、

連
れ

帰
る

こ

と

（
刷
還）

を
使
命
と

し

た

た

め

「

回

答

兼
刷
還

使
」 、

第
四

回
以

降
は

「

通
信
使
」

と

呼・
ば

れ

た
。

ま
た

そ

の

来
日

目

的

も、

初
期
は

大
坂
平
定
祝
賀
（

第
二

四

で

あ
っ

た

り、

泰
平
祝
賀
（
第
四

回）

を

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

い
だつ
な

謳
わ

れ

た

り
、

さ
ら

に

は
将
軍
家
の

嫡
男
（
竹
千

代
の

ち
の

四

代
将
軍

家

綱）

誕

生

祝
賀
や

日

光
山

致
祭
〔
第
五

回）

な

ど

で

あ
っ

た

り
し

た
が
、

他
は

お

お

む

ね

将

軍
職
襲
職
祝
賀
で
、

特
に

明
暦
元

年
（
孝
宗
六

⊥

六

五

五）

の

第
六

回

蒙
綱
の

襲

職
祝

賀）

以

降
は

す
べ

て

こ

れ

で、

彼
ら

通
信
使
を
「

御
代
替
り
信
使
」

と

呼
ぶ

の

も
、

そ

の

来
日

目

的
故
で

あ
っ

た。

　

こ

の
一

大
外
交
使
節
団
・

朝
鮮
通
信
使
は

釜

山

を

出
発
し

た

後
、

対
馬

、

壱
岐

、

あい
の

し

ま
　

　

　
　

あ

か

ま

が

せ

き

藍
島
を

経、

赤
間

関
か

ら

瀬
戸
内
海
に

入
り
大

坂
に

到
着

。

こ

こ

で

川
舟
に

乗
り

換
え、

由

城
淀
浦
で

L
陸、

以

後
一

行
は
、

陸

路
東
海
道
を
京
都
か

ら

江
戸
へ

向

か
っ

た．、

そ

の

間、

幕
府
は

沿
線
の

各
大
名
に

通
信
使
一

行
の

厳
重
な

警
護
と

豪

華
な

饗
応
と

を
命
じ

た。

さ

ら

に

各
地
の

使
館
（
迎

賓
館）

で

は

使
節
と
日

本
の

学
者
（
儒
者）
・

文
人
・

禅
僧
ら

と
の

筆
談
に

よ

る

交
流

が

頻
繁
で

あ
っ

た
。

そ
う

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
も

と　

し

た

中
で

詩
の

唱
和
や、

時
に

使
節
た

ち

に

絵
の

着
賛
が

需

め

ら

れ

た
。

使
節
は

外
交
官
で

あ
る

と

同
時
に
、

当
代
最
高
の

知
識

人

と

11
さ

れ

た

か

ら
な
の

だ
ろ

う
。

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
へ
い

れ
い

江
戸
に

着
い

た
通

信
使
は
、

城
巾
大
広
問
で

諸

大
名
列
座

の

な

か

聘
礼
の

儀
を

行

い
、

将
軍
と
対
面

。

朝
鮮
国
王

か

ら

将
軍
へ

宛

て

た

国
書
（
書

契）

と

共
に、

各

種
進
物
品
を

列
記
し

た

伺
属
文
書
（
別

幅）

が

献
上
さ

れ

た
。

そ
の

進
物
品
の

内

　

　
に

ん

じ

ん

　

だ

い

じ

ゆ

す

　

　

だい
ど

ん

ナ

　

　

は

く

ち

よ

ふ

　
　

こ

　
ひ

　

　

ひ

よ

う

ひ

　

　
　

　
　

　

し

ん

ぼ

く

　

お

う

み

つ

訳
は

人

参、

大
繻
子、

大
緞

子
、

白
苧
布、

虎
皮

、

豹
皮、

色

紙
、

真
墨

、

黄
蜜、

ゼ

い
み

つ

　
　
よ

う
し

　
　

し

ゆ

ん

め

清
蜜、

鷹
子

、

駿
馬
な

ど

で

あ
っ

た
。

い

ず
れ

も
朝
鮮
の

方
物
で

あ
る

。

　

幕
府
も

使
節
一

行
を

丁
寧
に

饗
応
し、

や

が

て

聘
礼
に

伴
う
諸
行
事
も
済
む

と

通
信
使
は

帰
途
に

つ

く
（
第
四、
五、
六
回

通
信
使
は、

こ

の

間
に

目

光
に

参

拝
し

た）
。

そ
の

際、

通
信
使
に

は

将
軍
か

ら

朝
鮮
国

王
へ

の

国

書
（
返

翰）

と
礼
物
多
数
が

託
さ

れ

た

（
別
幅
に

そ
の

品

名
が
記
さ

れ
た）

。

各
回
そ

の

内
容
は

異
な

る

が、

鎧
具

足
や

太
刀、

長
刀、

鑓、

鞍
皆
具、

厨
子
棚、

料
紙、

硯
箱、

卓、

染
織
品、

屏

風
絵
な

ど

を

主
と

す
る

美
術
工
町

台
叩

で

あ
っ

た

（
「

肝
風
進
貢
物
一

覧
楓

参
照）

。

　

な

か

で

「

屏
風
」

で

あ
る

。

す
べ

て

の

進
物
の

中

で

十一
、

回
一

貫
し
て

常
に

贈

ら

れ
続
け
た

の

は

「

屏
風
」

だ
け
で

あ
る

（
以

下、

こ

の

屏
風
を

「

贈

朝
屏

風
」

と

呼
ぶ）
。

そ
の

数
、

毎
回

五

双
か

ら

二

卜
双、

国
モ
へ

の

進

貢
が
始
ま
っ

た

第
四

回
（
寛
永

十
三

年）

に

二

十
双

と
決
ま
り、

こ

の

の

ち

慣
例
化
し

た
。

卜
二

回

分

を
数
え
れ
ば、

実
に．
自

九
卜
双

に

も
な

る
〔
う
ち

二

卜
双

は、

箜
．
、

三

同

通

信
使
の

旺

使、

副

使、

従

事
官
に

贈

与
さ
れ

た
も
の）

。

見

て

き
た

よ

う
に

外
交
の

場
に

屏
風
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屏風 進貢物
一

覧
一

覧 表作成 に あ た っ て は 『通 航
一覧」朝鮮 国 記 お よび 「増 訂 古画 備 考』45 「宮殿 筆者」 を

参照 した。ffJ　41・・1以 降 の 屏風 の 呼称 は 別幅 に お け る 表 記で ある 。

第 1 回　慶 長 12年

　　　　［喧 祖 40 ・1607）

　 　 　 　 「 代将 軍秀忠 時代

修好
・
回答兼

刷還

屏風 は 贈られ ず 長 太 刀 15振、白銀 600枚 た

だ しこ れ は 使節 の 三使 （止使、
副使、従事官） に貝曽ら れ た も

の ．国王 へ の進物 はな か っ た。

第 2 回　元 和 3 年

　　　　 〔光 海君 9 ・1617）
　 　 　 　 1

大 坂・
十綻 祝 賀

・
回答兼刷 還

家光襲職祝賀

・
剛答兼刷還

金 好 風 i5双 　幽 題 ・筆 者 は 不 明。た だ し

こ れ は 三 使 に 贈ら れ た も の 。国モ へ の 進

物 は なか っ た。

自 銀 1万 5T ．
両，旨こ れ も屏 風

と同 じ く贈 ら れ た もの 。

．一．．
第 3 回

　　　　1

＿1代 秀忠 時代

寛永 元年

（仁祖 2 ・1624）
二 代冢 光時代

　　．． ．一．．
金 屏 風 5 双　画 題 ・筆 者 は 不 明。た だ し

こ れ は 三 使 に 贈 ら れ た もの ．，国 王 へ の 進

物 は な か っ た、，

銀 500楓 鎧 3領。こ れ も同

じ く三 使 に贈 られ た もの 。

第 4 同 寛永 13年

（仁祖 14 ・1636）

三代家光 時代

泰平祝賀 ・口

光Ilr致祭

撒 金 六 曲堺 風 20双 　画題 ・筆者 は不 明，，

「通航
一

覧』 に は 1
．
こ の 年は じめ て こ の 国．E

に御進物あ り　 是 より例 とせ らる一とある。

銀台子 2 飾 （炉釜、水壷、柄

立、水滴、蓋 置な ど諸道具 備 ）、
錦衣 50領。

第 5LII 寛永 20年

（仁柤 21・1643）
＝ 代家 光時代

家綱 誕 生祝 賀

・
｝DL 山致祭

貼金六 曲 群風 20 双　画 題 ・築者 は 不明

　　　　　　　　 一．．
撒 金 蒔 絵 書棚 2箇、撒金 蒔絵

広 蓋 10 箇、撒 金 蒔 絵 衣 桁 5

架、撒 金蒔絵台予 5飾 3

　　　　　　　　　　　．．．
明暦元年

哮 宗 6 ・1655）
四 代家綱時代

　　　　．一一一一．．．．．

家綱襲職祝賀
・H 光 rll致祭

　 ．
綱吉襲職祝 賀

撒 金六 曲屏風 20双　筆者は 狩 野探幽、安

信 、常 信、春 雪 ．休 IPI、重 良、勝 旧 竹翁、

住吉如 慶ら幕府の 御用絵師 を中心 とす る 8

名 の 絵 師、，

太 刀 20把、長 刀 20柄、鎧

20 領、銀台 ∫
  2飾諸具．

策 6 回

　 一一．．．．
第 7 回

．一一一一
第 8 回

．．
天 和 2年

　 　 ．．．．一．一一．　　　　　　　　　　　 4

正 徳 元年

1金 地画騨 風 20双　筆 者 は安信、探信、常

1信、益 信、休 n ら 14名の 狩野 派絵 師。
i

撒 金 蒔 絵 広 蓋 10枚．鑓 ［00

柄、撒 金 蒔絵鞍皆 具 20 凵 、

練 紋服 50領、

（粛宗 8 ・1682）
五 代綱 Ilr時代

〔粛宗 37 ・1711）

六代家宣 時代

家 宣 襲 職 祝 賀 金 地 画屏 風 20 対　筆 者 は主 信、探信、探

害、常 信、周 信、福 信、住 吉 広 保 ら幕 府

御 川 絵 師 13各，な お、こ の うち 常 信 の

「大 堰 川 行 幸、安 楽 専 長 篇 屏 風 」の 有 隻

「大 堰 川 行 幸 図 1 の 縮 小 模 本が現 存す る。

　　　　　　　 ．．．一．．．一
具足 20 領、太 刀 20 振、厨子

棚、沈 箱 1、香 盆、重 番箱、
香炉、香匙火筋、硯 箱、薫物

嘛 、

5

第 9 回 享保 4年　　　　　　　　1
．
吉宗襲職祝 賀

〔粛宗 45 ・1719＞
八 代吉宗 時代

　　　　　　　　　　　　　　　　　．
六 摺 番 騨 風 20双　 量 画 「竜 虎 図 屏 風」　

．
鞍 皆 具 20装、大 卓 2、紗 綾

〔主 信筆） を含 む。筆 者は
．L信、憲信、探 1染物 100 反、茶宇 20  端。

船、周信、古信、福信 ら 12名の 狩野 派絵 師。1
なお、こ の うち 古信の ［四 季童遊 図屏風 」 1
の 縮小漠本が 現 存す る ，

第 IO 回 寛永元年

（英祖 24・⊥784）
九 代家 重時代

家 重襲職祝賀 貼金 六 曲屏風 20 双　 「雲竜図屏 風」 （祐清

英信筆 ）および 「牛馬図屏風 1（探常筆）2

点の 墨 画を含 む。筆 者は 祐清英信、探常、
探林、栄川 院、常 川．仕吉 広守 ら 13名の

幕府御用絵 師．なお、こ の うち友甫宴信の

《苅田 雁秋．苧：図屏風 》が 現存す る。

鞍 皆 具 2  口、料 紙硯 箱五 通

り、色羽 二 重 LO  疋、乱 茶宇

200端。

第 ll 同

第 12 同

明 和 元年

（英祖 40・1764）
十 代家治時代

文 化 8年

（純祖 llq811 ）
一
ト
ー

代家斉時代

家治 襲職 祝賀

．一．一一

貼金 六 曲 屏 風 20双 　筆者 は 祐 清 英 信、高

信、探林、栄川 院、常 川、住吉広守 ら 13

名の 幕府御 用絵 師。 なお、こ の う ち梅 笑

師 信 の 《牡 丹 菊 に 流 水 図 扉 風》 の 右 隻

「牡丹流水図」 が 現存 する 。

鞍 皆 具 20 厂1、大 卓 2 飾、乱

茶宇 200 端、紗綾 染物 mO 端 。

家斉襲職祝賀 画扉風 10双 　 筆者 は 祐清邦 信、探信 守道、
伊 川 院、友 川、住 古 広 行、板 谷 桂 意 ら 9

名 の 幕 府御 用絵 師。なお、こ の う ち広 行

の 「春 冬堂 上 放 鷹 図屏 風 1右 隻 の 原寸 下

絵お よ び そ の 折 の 広 行の 制作 記録 1御 屏

風之記」が遺 されて い る．

　　　　　　．．．
鞍 皆 具 丿キ101L 　孝斗紙硯 傘角3

」並、　色 男」二 重 50疋、　舌L茶 宇

100端，
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特集　屏風

第 ll 回 分の 画題 に つ い て 「通航
・
覧』 は 触 れ る と こ ろ が な い 、、そ こ で

1
來洋 美術 大観」

五所引の 「朝鮮御川 御屏風御人 川等書イ・J」で こ の 点を質 して み る と、総数 21双 とな っ て し

まう。1 双分誤伝 が ある と思わ れ る が 、明 ら か で な い た め 21 双で 計算 し た 。

贈朝屏風画題分類

画　 　 　　 　 　 題
明 暦元

第6 回

天和 2

第7 回．．．．一一一一

TF徳元

第8 回

亨 保 4

第 9 回

寛 延 元

第 10 回

明和 元

第 ll 回

文化 8

第 12 回
計

名　 　 所　 　 絵 3　 双
．．一一．

4　双
　 　 一．
5　双

　 一．
　 4　 双
．一．
　 6　双

3　双 3　 双 3　 双 1　双 21双

武 　　 　者 　　 　絵 8　 双 2　双 2　双 4　 双 2　双 29双

物　　 語 　　　絵

（大 和 絵 系 人物 画〕
4　 双

．一．．．
4　 双 4　 双 2　 双 21 双

花 　 　 　鳥　 　 　図

（走 獣 画 を 含 む）
　 　 　 　 ．．

　 4　 双

　 　 一一

　 5　 双

一．．．．．一．
6　双

3　 双

一．．．

1　 双 4　 双 3　双 35双
　 　 　 ．一．．
風 　　 　俗 　　 　図

〔公 武 風 俗図 を含 む）
1　双 5　 双

9　双

．．

5　双

7　双

4　双

．

5　 双 2　 双 22 双

そ　 　 の 　 　 他
1　 双

（釈 尊図）

1　 双

（長崎 図）

1　 双

〔唐子 勵
3 双

は

つ

き
も

の

と

は

い

う
も
の

の
、

異
国
へ

贈
ら
れ

た

屏
風
と

し

て

は

最
大
規

模
の

数
量

で

あ

る
。

そ
の

こ

と
白
体、

日
朝
の

長
く
深
い

関
係
を

物
語
る

。

　

し

か

も
こ

れ

ら、
自

九

十
双

は

す
べ

て、

通
信
使
来
日

に

合

わ

せ、

そ
の

た

め

に

特
別
に

調

進
さ

れ

た

も
の

で

あ
っ

た
。

こ

れ

を
描
い

た

絵
師
た

ち
は、

狩
野
派、

住
吉
派、

板
谷

派
な

ど

幕
府
の

御
用
絵
師
た

ち
に

限

ら

れ

る
。

当
代
有
数
の

絵
師

で

あ
る

。

そ

の

絵
師
が

毎
回

十．
一
、

三

名
も
動
員
さ

れ

た

の

で

あ

る
。

幕
府
の

御

用
絵
師
の

仕
事
と

し

て

最
も
重
要
な
も
の

　
　
そ

れ

が

「

贈
朝
屏
風
」

の

制
作
で

あ
っ

た
．

そ
の

屏
風一
．
卜
双、

各
絵
師
の

担
当
数
は、

奥
絵
師
と
呼
ば

れ

将

軍
に

も
お

目

見
得
叮

能
な

家
格
の

絵
師
が

二
、

三

双

で

あ

る

の

に

対
し、

弟
子
筋
の

表

絵
師
た

ち
は

、

お

お

む
ね
一

人
一

双
で

あ
っ

た
。

格
式
（
家

格）

と

序
列
が
す
べ

て

を
決
定
し

た、

い

か

に

も
御
用

絵
師
ら

し
い

配
分
で

あ
る

。

　

次
に

画
題
に

つ

い

て。

幸
い

な
こ

と

に

近
世

の

対
外
関
係
史
料
を
ま

と

め

た

「

通
航
一

覧』

等
の

記
事
に

よ
っ

て、

第
六

回
以

降
分

に

つ

い

て

は

画
題

が
判
明

す
る

。

そ

れ

ら

を

分
類
し

て

み

る

と、

別
表
の

よ

う
に

な

る

（
「

贈
朝

酥
風
画

題
分

類
」

参
照）
。

　

見
る

よ

う
に

「

花
鳥
図
」

は一．一
十
五

双
。

贈
朝
屏
風

は
、

室
町
時
代
の

場
合
の

よ

う
に

「

花
鳥
図
」

に

限
る

と

い

う
も
の

で

も
な
か
っ

た

よ

う
だ

。

む

し

ろ

日

本

の

武
者
た

ち
の

武
勇
を

称
え
た

「

武

者
絵
」

の

数
が

二

十
九

双
と

、

「

花
鳥
図
」

に

迫
る

勢
い

で

あ

る

の

に

意
外
の

感
を
禁
じ
得
ま
い

。

が
、

そ

う
は
い

っ

て

も
、

た

と

え

ば

「

名
所
絵
」

な

ら

ば、
「

富
士
・

三

保
・

清
見
寺
図
」

や

「

近
江

八

景

図
」

「

宮
島
図
」

「
宇
治
・

嵯
峨

図
」

な
ど
、

「

武
者
絵
」

な
ら

ば、

源
平
合
戦

や

「

太

平
記
』

に

取
材
し

た

も
の

、

「

風

俗
図
」

な
ら

ば

「

大
和
耕

作
図」
「

茶
摘

図
」

「

放
鷹
図
」

「

犬
追

物
図
」

な

ど

や

「

祗
園
祭
礼
図
」

と
か

「

日

吉
山
土

祭
礼

図
」

「

住
吉
祭
礼
図
」

と

か、

さ

ら

に

は

「

賀
茂
競
馬
図
」

「

鵜
飼
図
」

な
ど

と

い

う
よ

う
に

和
様
の

、

い

か
に

も
ロ

本
的

画
題
が
選
ば
れ

て

い

た

よ

う
だ

。

そ

の

意
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味
で

「

贈
朝
扉
風
」

に

み

る

画
題
選

択
の

最
大

の

特
色
は、

漢
画
系
画
題
を

ほ

と

ん

ど

取
り
L
げ
な

か

っ

た

こ

と
、

に

尽
き

る

の

で

は

あ
る

ま

い

か
。

異
国
の
、

朝

鮮
へ

の

贈
り
物
と

し

て、

当
然
と
い

え
ば

当
然

の

配

慮
と

い

っ

て

よ

い

だ

ろ

う
。

た

だ

し

「

武
者
絵
」

な

ど

現
代
の

我

々

に

と
っ

て

も、

そ

の

意
味
内
容
が
即
座

に

判
明
し

な
い

も
の

も
あ

る
。

果
た
し

て

異
国
の

入
に

理
解
で

き

た

か
否
か、

大
い

に

疑
問
で

あ
ろ

う
。

む

ろ

ん
、

そ
う
し
た

思
い

は

屏
風
を
贈
る

側

も
持
っ

て
い

た

は

ず
で、

現
に

第
八

回

で

は

「

武
者
絵
」

や

「

物
語
絵
」

の

屏
風
九
双

卜
五

図
分

に
つ

い

て

画
題
説
明
を
巻
物
に

し
て

添
え

た

と

い

う。

だ

が

そ

れ

も
こ

の

回

だ

け

の

配
慮
で

あ
っ

た
。

　
注
日
す
べ

き
は、

こ

れ
ら

の

「

贈
朝
屏
風
」

に

は

例

え

ば

第
九

回

の

「

龍
虎

図
」

の

よ

う
に

「

白
地
〔
素
地）

墨
画
」

の

も
の

も
あ
っ

た

が
、

む

し

ろ

こ

れ

が

例

外
で、

基
本
的
に

は

や

は

り
「

金
屏
風
」

で

あ
っ

た

と
み

ら

れ

る

点
で

あ
る

。

そ

の

意
味
で

室
町
時
代
以

来
の

「

進
貢
屏
風
」

の

伝
統
は

保
守
さ

れ
た

と

み

て

よ

い

だ

ろ

う
。

と

は
い

え、

金
の

手
法
そ
の

も
の

は
、

さ
ま
ざ
ま
で

あ
っ

た

よ

う
で、

金
箔、

金

砂
子

、

金

泥
を

使
い

分
け

た

「

金

罅
風
」

で

あ
っ

た

ら

し
い
。

要
す
る

に

「

贈
朝
屏
風
」

に

は

「

貼
金
屏
風
」

も
「

塗
金

屏
風
」

も
あ
っ

た

と

い

う
こ

と

だ．　
加
え
て

第
十
二

回
分
「

贈
朝
屏
風
」

の

制
作
を

伝
え
る

「

朝
鮮
信
使
来
聘
一

件

苫
類
』

二

雑
部
（
東
京
大
学

史
料
編

纂
所
蔵）

に
、

一
、

御
屏
風
裏
張

、

如
二

先
格一

金
唐
紙
二
可
レ

仕
候
事

と

あ
る

。

注
目

す
べ

き
内
容
だ
。

「

贈
朝
屏
風
」

は

な

ん

と
裏
張
り
ま
で

も
「

金

唐
紙」

の

「

金

屏
風
」

で

あ
っ

た

の

だ
。

し

か

も
こ

れ
が

「
先
格
」

つ

ま
り

先
例

だ

と

あ
る

。

確
か

に

寛
延

元

年

二

七

四

八）

に

遡
る

第
卜

回
の

進

物
品
に

つ

い

て

ま

と

め

た
「

朝
鮮
人
献
ヒ
垰

被
下
物
書
付』
〔
早
稲
田

大
学
図

書
館
蔵）

に

も

金

屏
風

　
二

拾
双

　

但
六

枚
折

　
高
サ

六
尺
二

寸

　
裏
形
共二
金

　
一

双
宛

　
浅
黄

　

羽
二

重

あ
わ
せ

ふ

く
さ
二

包
箱
入

　
錠
ま
へ

在
　
外
箱
共

と

あ

る

と

こ

ろ

か

ら、

少
な

く
と

も
第
十
回
以

降
の

「

贈
朝
屏
風
」

の

裏
張
り

が

金
で

あ
っ

た

こ

と

は

間
違
い

な
い

。

そ

の

仕
様
に

至
る

ま

で

「

外
交
の

顔
」

に

ふ

さ

わ

し
い

晴
れ

や

か

さ

が
需
め

ら

れ

た

結
果
で

あ

ろ

う。

　
し

か

し、

ま

こ

と
に

遺
憾
な
が

ら

こ

れ

ら

百

九

十
双
に

も
及

ぶ

「

贈
朝
屏
風
」

の

ほ

と
ん

ど

は

失
わ
れ

た
よ

う
だ

。

正

徳
元

年
の

第
八

回

通
信
使
の

よ

う
に

帰
路

船
が

沈
没

し
、

す
べ

て

を
失
っ

た

場
合
も

あ
る

し、

近
代
の

朝
鮮
半
島
の

不

幸
な

歴
史
の

中

で

失
わ

れ

た

も
の

も
少
な
く

な

い

だ

ろ

う
。

そ

の

た
め

現
存
が

確
認

さ

れ

た

も
の

は
、

わ

ず
か

に
二

点、

原
オ
下

絵
を

含
め

て

も

三

点
に

過
ぎ

な

い
。

だ

が、

そ
の

後
の

朝
鮮
半
島
情
勢
を

考
え
れ

ば
、

遺
っ

た

こ

と

は

奇
跡
に

近

い
。

 
《

苅
田

雁
秋
草
図
屏
風
》

六

曲
一

双
（
図

↓

　

　
　
　
寛
延

元

年
（
一

七
四

八）

第
十

回

分
の

う
ち

　

　
　
　
　
　

　
　
や

す

の

ぶ

　

　
　
　
狩
野
友
甫
宴
信
筆

　

　
　
　
韓
国
国
立
占
宮
博
物
館
蔵

 
《

牡
丹
流
水
図
屏
風
》

六

曲
一

隻

　

　
　
　
明
和、
兀

年
（
一

七
六

四）

第
十
一

回

分
の

う
ち

　

　
　
　
「

牡
丹
菊
二

流
図
」

の

右
隻
分

　

　
　
　
狩
野
梅
笑
師
信
筆

　

　
　
　
韓
国
国
立
古
宮
博
物
館
蔵

 
《

春
冬
堂
ヒ

放
鷹
図
屏
風
》

下
絵
　
六

曲
一

隻
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特集 叶風

文
化
八

年

二

八
一
、

）
「

春
冬
堂

上
放
鷹
図
」

住
吉
広
行
筆

早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵

の

右
隻
分

　
こ

れ

以

外
に

も
「

大
堰
川
行

幸
経
信
三

船
乗
・

安
楽
寺
長
篇
大
江
匡
房
」

（
狩

野

常
信

筆、

正

徳
元

年
・
、

七

＝
　
第
八

回

分
の

う
ち）

の

右
隻
「

大
堰
川
」

と、

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

「

四

季
童

遊
図
」

（

狩

野

古

信

筆、

図 1 苅 田 雁秋 草図屏風　六 曲一双の うち左隻　 狩野宴信筆

享
保

四

年
・
．

七
一

九

第

九

回

分

の

う

ち）

と
の

縮
小

模
本
が

確
認

さ

れ

て

い

る。

だ
が
、

た

と

え

二

点
と

は

い

え
、

こ

れ

に

よ

っ

て

「

贈
朝
屏
風
」

が

具
体
的
に

分
か

る

こ

と

は
、

何
に

も
増
し

て

あ

り

が

た

い
。

　
さ

て

こ

れ
ら

を
見
て
、

誰
も

が

そ

の

大

き
さ
に

驚
か

れ

る

に

違

い

な

い
。

 

は

各

隻

タ

テ

一

六

二
・
七

×

ヨ

コ

三

六

〇
・
八

セ

ン

チ、

 
は

タ

テ
一

六

二
・
五

×

ヨ

コ

四

〇

九
・

ニ

セ

ン

チ、

 

は

タ

テ

一

六

六
・

二

×

ヨ

コ

四、一．
九
・

五

セ

ン

チ
、

通

常
の

六

曲

屏

風
に

し

て

は

大

き
い

。

だ

が

こ

れ

も
、

前
掲
し

た

「

朝
鮮
人

献
卜
片

被
ド

物
書
付
』

（
早

稲
田

大

学
図

書

館
蔵）

に、

屏
風
の

「

高
サ

六
尺一
．

寸
」

と

あ
る

こ

と

や、

第
卜
二

回

分

に

つ

い

て

の

記
録
『

骸

従
鹸
灘
朝
鮮
国
王
創

御
返
物
御
拵
等
之
書
付
』

（
東
京

国
立

博

物
館
蔵）

に、

御
屏
風
丈
縁
共
長
サ

六

尺

四

寸
、

横
弐
尺

五

寸

と

あ

る

こ

と

に

対
応
す
る

の

だ

ろ

う
。

こ

れ
ら

で

見
る

限
り

「

贈
朝
屏
風
」

は

通

常
の

本
間
屏
風
を

ひ

と

回
り
大
き
く
し

た

可
能
性
が
高
い

。

た

だ

し

 
は

史
料
に

よ

れ

ば

「

裏
形
共
二

金
」

で

金
唐
紙
を
裏
張
り

し

て

い

た

は

ず
だ

が、

の

ち
の

修

理

で

変
え
ら

れ

て

い

る
。

し

か
し

押
木
に

取
り

付
け
ら

れ

た

金
具
は

当
初
の

も

の

　
　
な

な

こ

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　

　
　
　

　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　

　
だ

が

で
、

魚
子
の

粒
が

微
細
な
極
上

の

も
の
。

絵
も

そ
う
し

た

仕
様
の

入
念
さ
に

違

わ

ぬ

出
来
栄
え
を
示
す。

こ

と

に

雁
の

描
写
の

的

確
さ
、

そ

の

豊
か

な
量
感
は
、

狩

野
宴
信
の

画

技
の

並

々

な
ら
ぬ

こ

と

を
示
し
て

余
り
あ

る

だ

ろ

う
。

そ

の

点
は

 

も

変
わ

ら
な
い

。

こ

れ

を

制
作
し
た

時
の

記
録

を

住
吉
広
行
は

『

御
屏
風
之
記
』

（
宮

内
庁

書
陵

部
蔵）

と

し

て

残
し

て

く
れ

て

い

る

が
、

そ

こ

に

示
さ

れ
た、

こ

の

屏
風
制
作
に

か

け

た

こ

の

絵
師
の

意
欲
と

覚
悟
の

ほ

ど

が
、

画
面
の

隅
々

か

ら

伝

わ
っ

て

く
る

よ

う
だ

。

「

贈
朝
屏
風
」

の

制
作
は、

御
用
絵
師
に

と
っ

て

最
も
名

誉
あ
る

仕
事
で

あ
っ

た

の

だ
。

　
そ

れ

に
つ

け
て

も、
「

贈
朝
屏
風
」

の

大
半
が

失
わ

れ

た

こ

と

は、

惜
し

み

て

余
り
あ
る

。

い

や、

三

点
な
り
と

も、

こ

れ

ら

を

伝
え
て

く
れ

た

先
人
た

ち
の

努

力
に、

ま
ず
は

感
謝
す
べ

き
だ

ろ

う
。

三

　

波
濤
を

越
え

て

世
界
を

廻
る

「

屏
風
」

た

ち

　
文
政
八

年

二

八

二

五）

無
二

念
打
ち

払
い

令、

い

わ

ゆ

る

異
国

船
打
ち
払
い
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令
が

発
令
さ
れ

た
。

外
国
船
は、

見
つ

け
次
第
打
ち

払
え

と

い

う
。

こ

れ

は

寛
政

年
間
（
一

七

八

九
〜
一

八

〇

こ

以
降、

ロ

シ

ア
・

イ

ギ

リ

ス

艦
船
の

来
航
が

あ
い

つ

ぎ、

フ

ェ

ー

ト

ン

号
事
件
や

本
土

上

陸
事
件
を
ひ

き
起
こ

す

な
か

で
、

な

お

鎖

国
を

堅

持
し

よ
う
と

す
る

幕
府
が

打
ち
出

し

た
、

外
交
政

策
の
一

応
の

結
論
で

あ

つ

た
。

し
か

し、

い

か

に

も
場
当
た

り
的
な

対
応
で、

む

し

ろ

確
た
る

海
防
策
を

持
た

な

い

幕
府
の

無
能
ぶ

り

を
、

単
に

露
呈
す
る

に

過
ぎ

な

か
っ

た
。

歴
史
の

大

　
　

　

　
　
　
　

　
　
あ

ら

が

き

な

流

れ
は、

も
は

や

抗
い

難
い

力
で

開
国

に

向
か
っ

て
い

た

の

で

あ
る

。

　
そ

し

て

嘉
永
六

年
（
一

八

五、
5

ペ

リ

ー

が
来
航

、

翌

年
日

米
和
親
条
約
を

締

結
。

こ

こ

に

目
本
は

開

国
し

た
。

こ

の

時
以

降、

幕
府
と
欧

米
列
強
と

の

関
係
は、

．

挙
に

緊
密
の

度
を

深
め

て

い

く
。

当
然
の

こ

と

な
が

ら
各
国
国
王

や

元
首
な
ど

貴
紳
と
の

応
接
に

伴
っ

て
、

贈
答
品
の

交
換
も
頻
繁
に

行
わ

れ

た

は

ず
だ

。

興
味

深
い

の

は
、

こ

こ

で

も
ま

た

そ

う
し

た

贈
答
冂

叩

の

な
か

に

「
屏
風
」

が

少
な
か

ら

ず
含
ま
れ

て

い

た
点
で

あ

る
。

先
例

が
、

外
交
上

い

か

に

重
要
視
さ

れ

て

い

た

の

か、

そ

し

て

ま

た

「

屏
風
」

が
、

異
国
の

貴
紳
た

ち
へ

の

贈
答
晶
と

し

て
、

い

か

に

長
い

生

命
を

保
ち
続
け

て

い

た

の

か
、

い

ま
さ

ら

な

が
ら

驚
き

を

禁
じ

得
ま
い
。

　
問
題
は

、

幕
末

、

欧
米
列
強
に

贈
ら

れ

た

「

屏
風
」

が
、

一

体
ど

の

よ

う
な
も

の

で

あ
っ

た

か
、

で

あ
る

。

や

は

り
「

金
屏
風
」

で
、

描
か

れ
た

画
題

も
「

贈
朝

屏
風
」

の

そ

れ

を
思
わ

せ

る

も
の

で

あ
っ

た

の

だ

ろ

う
か

。

ま
た

そ

の

筆
者
も、

同
じ

く
幕
府
の

御
川
絵
師
た

ち

で

あ
っ

た
の

だ

ろ

う
か

。

　
結
論
か

ら

い

え
ば、

そ

れ

ら

欧
米
諸
国
へ

贈
ら

れ

た

屏
風
の

筆
者
も
ま

た、

す

べ

て

幕
府
の

御
用
絵
師

、

狩
野
・

住
吉
派
の

絵
師
た

ち

で

あ
っ

た。

と

い

う
よ

り

こ

う
し

た
屏
風

の

制
作
も
ま
た、
「

贈
朝
屏
風
」

と

同

様、

彼
ら
の

最
も
重

要
な

絵
事
御
用

で

あ
っ

た
と

見
て

よ
い

だ

ろ

う
。

　
で

は
そ

う
し

た

絵
事
御
用
に

は、

ど

の

よ

う
な

も
の

が

あ
っ

た

の

だ

ろ

う
か。

そ
こ

で

狩
野
・

住
古
家
由
緒
書
な

ど

に

よ
っ

て

判

明
す
る

異
国
向
け

絵
画
の

制
作

を、

屏
風
絵
に

限
ら

ず
掛
幅
・

画
帖
も

含
め

て

列
記
し

て

み

る

と
、

よ

う
な

も
の

が
あ
る

だ
ろ

う。

（1）（2）（3）（4）（5）（6）

お

よ

そ

次
の

弘
化
二

年

二

八

四
五）

住
吉
内
記
弘
貰

、

オ

ラ
ン

ダ

国
王

ウ

イ

レ

ム
、
一

世

へ

贈
る

「

花
鳥
図

屏
風
」

．

双

を
制
作

。

安
政一一．
年
（
一

八

五

六）

狩
野
永
悳
立

信
、

狩
野

探
原

守
経、

狩
野

勝
川
院

た

だ

の

ぶ

　

　
　

　

　

と

う

ビ

ん

な

か

の

ぶ

雅
信

、

狩
野

董
川

中
信
ら

十
名
の

幕
府
御
用

絵
師、

オ

ラ

ン

ダ
国
王

ウ

ィ

レ

ム．】．
世
へ

贈
る

屏
風
絵
卜

双

を

制
作

。

安
政
六

年
（
一
八

五

九）

狩
野

永
悳、

狩
野

探
原、

狩
野

勝
川

院
、

狩
野
董
川、

住
上
口

弘
貫
ら、

ア

メ

リ

カ

大
統
領
ブ

キ

ャ

ナ
ン

へ

贈
る

絵
十
幅
を
制
作

。

安
政
六

年
〜

万
延、
兀

年

2
八

六

〇）

狩
野

永
悳、

狩
野
探
原

、

住
吉
弘
貫、

板
谷
桂
舟
延
ら

、

イ

ギ

リ

ス

の

ヴ

ィ

ク

ト

リ

ア

女
王
へ

贈
る

屏
風

絵
十
双

を

制
作

。

た

だ

し

贈
ら
れ

た

屏
風
の

数
は

九

双

と

も
。

万

延
元
年
（
一

八

六

〇）

フ

ラ

ン

ス

皇

帝
ナ

ポ

レ

オ

ン

三

世
へ

贈
る

屏
風
絵

卜
双
を

制
作。

筆
者
未
詳

。

た

だ

し
贈
ら

れ
た

屏
風
の

数
は一．一
双
と

も
。

慶
応
二

年

2
八

六

六）

パ

リ

万
国
博
覧
会
出

品
の

た

め

に、

狩
野

勝
川
院、

「

古
野
龍
田

図

屏
風」

お

よ

び

「

源
氏
物
語
図
」

．一一
幅
対
（
左
・

若

菜
上、

中
・

初
音、

右
・
紅

葉
賀）
、

「

那

須
与
市
扇
的
図
」

な

ど

制
作

。

あ
わ

せ

て

勝

川

の

門
弟
や

幕
府
御
用
絵
師、

さ

ら

に

は

江
戸
在
住
の

著
名
画
家
た

ち

を

動
員
し

て

「

花
画
帖
」

一
．

帖
（
全

百
図）

も
制
作

。

加
え
て

歌
川
一

門

の

浮

世
絵
師
た

ち
（
芳
艶、

芳
蔵、

芳
員

、

芳

虎、

芳
年、

貞
秀、

国

輝、

国
周、

国

貞、

立

祥）

も、

パ

リ

万

国
博
覧
会
出
凵

叩

の

た

め

に、
「

浮
世
絵
画
帖」

二

帖
〔
内

訳
「
婦
女
図
」
．

帖、
「

江

戸
名
所
風

俗
図
」

一

帖）

全

百
五

卜
図

制
作

。

な

か

で、

わ

た

し

た

ち
が

最
も
よ

く

承
知
し

て

い

る

は

ず
の

事
例

は、
「

屏
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風
」

制
作
で

は

な

い

が、

紛
で

あ
ろ

う
。

こ

れ

ら
十
幅
の

掛
軸
は

、

万
延．
兀

年

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

（

二

八

六

〇）

渡
米
し、

時
の

大
統
領
プ

キ
ャ

ナ
ン

に

謁
見
し

た

囗

本
の

使
節
一

行

　
　
　
　

　

　
　
　
　
す

い

れ

ん

が
、

馬
具、

漆
器
類、

翠
簾
屏
風
な
ど

と

共
に

大
統
領
に

贈
呈

し
た

も
の

で

あ

る
。

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
か

ん

ア

メ

リ
カ

↓

万
延．
兀

年
↓
渡
米
と
く
れ

ば
、

そ
う、

こ

の

使
節
こ

そ

は
、

あ
の

咸

り

ん

ま

る

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

た

だ

ま

さ

臨
丸
で

太
平
洋
を
渡
っ

た

遣
米
使
節
団

の

こ

と

だ
。

幕
府
の

切
れ

者
小

栗
忠
順
は

じ

め

勝
海
舟、

福
沢
諭
吉
ら

が
そ

の

メ

ン

バ

ー

で

あ
っ

た

と

い

え
ば、

も
っ

と

わ

か

り
や

す
い

か

も
知
れ

な
い
。

そ

の

使
節
の

贈
呈
品

に
、

こ

れ

ら

十
幅
の

掛
軸
と

翠
簾
屏
風
な

ど

の

美
術
工

芸
品
が

用
い

ら

れ
た

で

の

あ
る

。

　
ま
た

、

話
は

前
後
す
る

が
、

ω
の

「

花
鳥
図
屏
風
」

は
、

天
保
十

五

年
（
弘
化

元

年
・
一

八

四

四）

オ

ラ

ン

ダ

国
土

ウ

ィ

レ

ム．
一
世
が

、

自
ら

の

肖
像
画
と
と

も

に
、

　
　
　
　

　い
え

よ

し

十
二

代
将
軍
家
慶
へ

親
書
を
送
っ

て

く
れ

た

こ

と

に

対
す
る

返

礼
の

品

々

の
一

つ
。

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
し

ん

親
書
の

中
で

国
王
は
、

ア

ヘ

ン

戦
争
で

敗
れ
た

清
の

惨
状
を

伝
え

、

日

本
の

鎖
国

政
策
が

も
は

や

世

界
の

情
勢
に

合
わ

な
い

と

訴
え、

開
国

を

促
し

た。

緊
追
す
る

東
ア

ジ

ア

情
勢
の

ド
で

「

屏
風
」

が

対
朝
鮮
外
交
だ

け
で

な
く
対
欧
米
外
交
に

お

い

て

も、

再
び

川
い

ら

れ

始
め

た

こ

と

が
わ

か
る

。

そ

の

画
題
も

「

花
鳥
図
」 。

ど

う
や

ら

優
美
な

「

草
花
図
」

で

あ
っ

た

ら

し

い

が、

金
箔
を

三

遍
押
し

て

人

念

に

制
作
さ
れ

た

「

金

屏
風
」

で

あ
っ

た
。

し

か

も
「

両
面
金
」

す
な
わ

ち
裏
而
ま

で

も
「

金
」

で

あ
っ

た

と

い

う
（
狩

野

晴
川

院

『
公

用
日

記
』）

。

「

贈
朝

屏
風
」

と

同
様
の

仕
様
が
踏
襲
さ

れ

て

い

た
の

だ
。

図 2　 ウ ィ レム
＝ ．世像

　 　　（焼 失） ビ ネーマ ン筆

　
加
え

て

 
に

も

注
目

し

た

い
。

と

い

う
の

も
こ

れ

ら

ウ

ィ

レ

ム

三

世
（
い

ま

述
べ

た

ウ

ィ

レ

ム

ニ

世
の

息
子

　
図
2）

に

贈
呈

さ

れ

た

「
屏
風
」

十

双

は、

そ

の

大

半
が
現

存
し

て

い

る

か

ら

で

あ
る

。

そ

の

多
く
が

変
転
す
る

歴

史
の

中
で

失

わ

れ

た

は

ず
の

贈
呈
用

「

屏
風
」

で

は、

類

例
を

見
な

い
。

「

贈
蘭
屏
風
」

十
双

　
さ

て

こ

の

十
双

の

「

贈
蘭
屏
風
」

（
「

贈
朝
屏
風
」

に

な

ら
っ

て

こ

う
呼
ぶ
）

、

ラ

イ

デ

ン

国
立

民
族
学
博
物
館
に

所
蔵
さ
れ

て

い

る

が
、

詳
細
は

別
表
の

通
り

（「
贈
蘭
湃

風
一

覧」

参
照）

。

　
十
双
と

は
い

う
も
の

の
、

実
際
に

は

そ

の

う
ち

の

二

点、

B
、

G
は

片
隻

。

む

ろ

ん

当
初
は
一

双
で

あ
っ

た
が

、

の

ち
オ

ラ

ン

ダ

下

室
よ

り
デ
ン

マ

ー

ク

E
室
に

贈
与
さ

れ
た

ら
し

く
、

コ

ペ

ン

ハ

ー

ゲ
ン

に

現

存
す
る

と

い

う。

し

か

し
他
の

作

品

に

つ

い

て

は
、

一

部、

水
の

入
っ

た

も
の

も
あ

る

が
、

保
存
は

お

お

む

ね
良
好

で、

極
上

の

絵
具
を

用
い

た

た

め

か、

発
色
は

極

め

て

よ
い

。

い

ま
描
い

た

と
見

ま

ご紛
う
ば

か

り
で

あ
る

、

金
の

輝
き
も
驚
く
ほ

ど

い

い
。

表
装

、

使
わ

れ

た

金
具

の

仕
様
も
一

致
す
る。

こ

れ

ら
の

制
作
に

起
用
さ

れ

た

絵
師
は

、

い

ず
れ

も
当
代
切

っ

て

の

御
用

絵
師
た

ち
。

そ
の

落
款

薯
名）

も、

狩
野
家、

住
吉
家
の

本
姓
た

る

「

藤
原
」

を
名
乗
り、

さ

ら

に

「

式
部
卿
」

「

中
務
卿
」

と

官
位
ま
で

冠

し
た

麗
々

し
い

も
の

。

こ

う
し

た

落
款
は、

御
用
絵
師

の

仕
事
の

中
で

京
都
の

皇
族
方

や

公
家
衆
へ

の

贈
答
品

i
い

わ
ゆ

る

進
献
御
用

の

「

屏
風
」

な

ど

に

用
い

ら

れ

と

い

う
。

要
す
る

に

「

格
別
」

の

品
に

入

れ

ら

れ

る

落
款
の

書
式
で

あ
る

。

も
ち

ろ

ん

全
点
「

金

屏
風
」

。

し

か

も

裏
面
も

全
面
に

金

箔
が

押
さ
れ

て

い

る。

史
料

の

伝
え
る

「

両

面
金
」

と

は

こ

れ
で

あ
る
。

つ

ま
り

こ

れ

ら

十

点
の

「

贈
蘭
屏

　
　
　
　

　

　
　
　

あつ
ら

風
」

は

す
べ

て

が

特
別

誂
え
で

、

入

念
の

上

に

も

入

念
に

制
作
さ

れ

た、

ま
さ

し

く
異
国
の

国
王
へ

の

「

贈
呈
屏
風
」

の

典
型
と

い

っ

て

よ
い

だ

ろ

う
。

　
で

は

こ

れ

ら

は、

ど
う
し
て

ウ
ィ

レ

ム

三

世

に

贈
ら

れ

た

の

で

あ
ろ

う
か

。

そ

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
い
え

さ

だ

　

　
　

お

ん

き

よ

う

い

ん

ど

の

こ

じ

り
き

れ

を
教
え
て

く
れ

る

史
料
が、

十
三

代
将
軍
家
定
の

『

温

恭
院
殿
御
実
紀」

安
政
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奥絵 R）li

作　 Ilrl
「
r 名

A 　武者 図 （後 三年

　 合戦
・
平 時物語｝

　 屏風

表絵師

B 　富．L巻狩 図屏風

Hc
　鷹狩 図肝風

D 　賀茂競馬 図聯 風

E

．
F

四 季耕作 図屏風

果梅 図屏風

IGl

一
旨II

墨 画野 馬 図屏風

奥絵 師

墨松 「甄屏風

1　 太平記図屏 風

　 （図 3〕

」　 宇治 製茶 図b群風

数

畷

員

柚

落　款 ／印 　章

「狩野永 悳藤原立 信筆」

「凱信 之 印」 米文方印

六 曲
一

隻

六曲一双

六 曲
一

双

一
狩野探 原斎藤原守経筆 I
EIj分イくHJ亅E卩一挈頁

「狩野 1卜務 卿法 限藤 原雅信

筆」「雅信之印」白文方印

「狩野 式 湖 即法 眼藤 原中 信

筆」r中償之印」朱 文方印

六 曲 ・双 「狩野 春貞藤 原r」i信筆」

1房 信」 朱文方印

六 曲
・
双

六 曲一隻

六 曲
一

双

「狩野休清藤原実信筆 1
「藤原実信之 印」 白文方 印

六曲 一双

六 曲
・
双

．

「狩野 雪 渓藤原 俊信筆」

「俊信」 朱文 ノ∫印

「狩野素 川藤原寿信筆」

「寿信ご朱 文方印

「住吉 内記藤原弘 貫画」

1藤原弘貫 1朱文方印

「板谷桂 舟住 古広 延筆」

［住吉広延 ．朱 文 万印

　 　 　 筆 　者

永悳立 信

（181・1〜91〕

家　客

中橋狩野家

探原守経

〔1829〜66）

1 鍛冶橋狩野家

勝月1院境Eイr言

〔1823− 79）

木挽 町狩野家

董 川 blltGC1811

−一・71）

春貞房信

（ 〜1868）

休清実信

（1809．−62）

浜町狩野家

山下 狩野 家

麻布
．
本松狩

野家

雪 渓俊信

〔1825〜56）

素川

〔182

内記

（179

桂 舟．

（182

築地 小 田原 町

1狩野 家

代地狩

備 　考

伊川 院の 六 男

晴 川 院 の 弟

片隻を欠 く

晴 川院の 子

幸 川の ち董 川

伊川 院の 汽 男

右隻 を欠 く

初め弘定 （広定）

の ち弘貫 に 改む

住 占派の 支派

　
前
掲
し

た
．

覧
表
と

較
べ

て

内
容
に

若
干
の

異
同

が

あ
る

。

し

か

し
、

こ

れ

も

「

墨
絵
馬
」

と

あ
る

の

は

「

墨
絵
梅
」

の

誤
り

だ

ろ

う
し

、

勝

川

：
水

悳
分
筆
の

「

武
者
絵
」

も、

こ

う
し

た

屏
風
絵
の

例
か

ら

見
て

合
筆
と

は

考
え
ら

れ

ず、

現

に

あ
る

作
品

A
を

誤
っ

た

も
の

と
思

わ

れ、

さ

ら

に

こ

こ

に

は

九

双

分
の

作
品
し

か

挙
が
っ

て

い

な

い

が、

こ

の

記
事
自
体
は

す
で

に

「

御
絵
屏
風

　
拾
双
」

と

明

後 「

墮
壹

　　μ

　　ゼ
　　漠
　　養

素
川
筆

一

　
壹
双
ハ

一
、

壹
双
ハ

一
、

壹
双
パ

一
、

壹
双
ハ

【
、

壹
双
ハ

中
略）

一
、

御
絵
屏
風
　
捨
双

内

一
、

壹
双
ハ

扁
欝
鰯

一
、

壹
双
ハ

　
同

堂

−

占

麓
狩

　

　

　

　

　
ゆ

ゴ

　

の

一
、

壹
双
ハ

右

認
嚇
躑

　

　

　

　

　

　．」　
ー

声
　　
良

　

　

　

　

　

　

丁

頼
盛

　

　

　

　

　
左

　 
ー

忙
β

　

　

　

　

　

　
−　
　　
≧

α

、
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

明
富

L
牧

狩

掴

村
L
彦

四

郎

＾

　

阿
保

秋

出

阿

κ

和

耕

h

惣
金描

絵．
馬

墨

絵

野

馬

服
紗
共

狩

野荒

川

筆

勝
川

筆

勝
川
筆

　ママ
永
徳
筆

探
原
筆

内

記

箪

春
貞
筆

　マ
マ

休
晴
筆

雲
渓
筆

　　　セ
「　中
　　 略
今 一

般
蒸鼠

気光

船を

阿
蘭
陀
国
よ

り
献
上

相
成

o

御
投
恵
の

品
々

〔⊃

九

日
、

御
役
替
二

人
。

阿

蘭
陀
国
へ

御
投
恵
之
品
々
．

年

二

八

五

六）

八

月
九

目

に

見
出
せ

る
．
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図 3　太 平記 図屏 風 　六 曲
・
双 　住 吉弘貫筆

記
さ

れ

て

い

る

以

上
、

一

双
分

す
な

わ

ち
桂
舟
担

当
の

J
に

つ

い

て

書
き
洩
ら

し

た

と
み

れ

ば、

す

べ

て

は

得
心
が

い

く
だ

ろ

う
。

つ

ま

り

掲
出
し

た

『

温

恭
院
殿

御
実
紀
」

の

凵

乗
は、

い

く
つ

か

の

誤
伝
を
含
み
つ

つ

も、

現
に

ラ

イ
デ
ン

国
立

民
族

学
博
物
館
に

所
蔵
さ

れ

る

十
点
の

屏
風

絵
に

関
す

る

も
の

で

あ
る

こ

と

は

疑
い

な
い

。

　

と

す
る

な
ら

ば
、

こ

れ

ら
の

屏
風
絵
は

、

何
と

オ

ラ

ン

ダ

か

ら

贈
ら

れ

た

蒸
気
船
（
H
本

名
・
観

光

丸）

に

対
す
る

返

礼
と

し

て
、

鎧
、

胴
具
足

、

翠
簾
屏
風

、

扇
子
な
ど

ヒ一．
点
に

及
ぶ
口

叩

々

と

共

に、

オ

ラ

ン

ダ

国
土

の

も
と
へ

も
た

ら

さ
れ

た

も

の

で

あ
っ

た
の

だ
。

実
際
こ

れ

を

遡
る

こ

と
一

年、

安
政

二

年
八

月
二

十
五

日
、

幕
府
は

、

ウ

ィ

レ
ム

三

世
が、

オ
ラ

ン

ダ

の

画
家
ピ

ー

ネ
マ

ン

描
く
と

こ

ろ

の

自
ら
の

肖
像
画
と

共
に

寄
贈
を
中
し

出

た

蒸
気
船
一

艘
を、

確
か

に

受
領
し

て

い

る
。

む

ろ

ん、

こ

の

あ
り
が

た

い

申
し

出
に

は
、

和
親
条
約

の

締
結
で

ア

メ

リ

カ
、

ロ

シ

ア

に

先
を
越
さ

れ

た

オ
ラ

ン

ダ

の

外
交
的
巻
き

返
し
の

狙
い

が

あ
っ

た

の

だ

ろ

う
。

ち

な

み

に

日

米
、

冂

露
和
親
条
約
調

印
は

嘉
永
七

年
（
一

八

五

四）
、

口

蘭
和
親
条
約

の

締
結
は

こ

れ

よ

り
一

年
遅

れ
、

ま

さ
し

く
こ

の

蒸

気
船
が

贈
ら

れ

た

安
政
二

年
の

十
二

月
二

十
二

日

の

こ

と

で

あ
っ

た
。
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と

は
い

え、

そ
の

蒸
気
船、

長
さ

百
七
十

尺、

幅【．一
十
尺、

機
関
出

力
百
五

十

馬
力

、

備
砲
六

門、

日

本
最
初
の

堂
々

た

る

外
輪
蒸
気
船
で

あ

る
（
オ

ラ

ン

ダ

名

ス

ー

ム

ビ

ン

グ

号、

の

ち
観

光
丸

と

命
名。

か

の

咸
臨

丸

　

　
幕

府
の

発
注
に

よ

り
オ

ラ

ン

ダ

で

製
造、

安
政

四

年

長
崎
で

受

領

ー
と

共
に

当
時
の

日
本
を

代
表
す
る

軍
艦）
。

そ

れ

を
贈
ら

れ

た

返
礼
に

、

た

と
え
「

金
屏
風
」

十

双

を
含
む
と

は
い

え、

十
三

点

の

品
々

で

は

い

か

に

も
少
な
い

が、

こ

れ

も
長
年
の

友
好
国
オ

ラ
ン

ダ

の

好
意

に

甘
え
た
の

だ

ろ

う
。

い

わ

ば

十
双

の

「

贈
蘭
屏
風
」

は、

目

蘭
友
好
の

架
け
橋
で

あ
っ

た
。

　

い

ま
、

わ

た

し

の

手
元
に

は、

世
紀
末
の

フ

ラ
ン

ス

人
画
家
ジ
ェ

ー

ム

ズ
・

テ

ィ

ソ

（
冖

八

三

六

〜
一

九
〇

二
）

の

《

冂
本
の

工

芸
品
を
眺
め

る

娘
た
ち
》

の

図

版

が

あ

る

（
図
4）

。

そ

の

図
で

は
、

白
と

黒

の

レ

ー

ス

の

ド

レ

ス

に

着
飾
っ

た

美

し

い

娘
が
二

人、

瞳
を

輝
か

せ

て

熱
心
に

屏
風
を
眺
め

て

い

る
。

そ

の

画
中
屏
風

は

源
平
の

屋

島
の

合
戦
図
で

あ
ろ

う
。

甲
冑
に

身
を

固

め

た

武
者
た

ち
が、

こ

と

細
か

く
描
か

れ

て

い

た

に

違
い

な

い
。

し
ゃ

が
ん

で

い

る

少
女
は、

そ

う
し
た

画

中
の

人
物
の
一

人

ひ

と

り
を

確
か

め

る

よ

う
に

眺
め

て

い

る
。

こ

の

画
中

の

屏
風

絵
は

「

武
者
絵
」

で

あ
っ

た
の

だ。

す
で

に

み

た

「

贈
朝
屏
風
」

や

「

贈
蘭
屏

風
」

の

う
ち
で

、

最
も
多
い

も
の

の
一

つ

が

こ

の

「

武
者
絵
」

で

あ
っ

た
は

ず
だ

。

　

見
逃
し

て

な

ら

な

い

の

は
、

こ

こ

で

熱
心
に

騨
風
を

眺
め

る

少
女
た

ち
の

眼

は、

ほ

ぼ

そ
の

ま
ま

こ

れ

を

描
い

た

画

家
の

眼
で

も
あ
っ

た

こ

と

だ。

い

や、

さ

ら

に

同
種
の

「

金
屏
風
」

を
贈
呈

さ

れ

た

異

国
の

貴
紳
た

ち

も
ま
た、

同

じ

眼
を
も
っ

て
い

た
に

違
い

な
い

。

そ

の

意
味
で

そ

れ

ら

の

「

金

屏
風
」

た

ち
は、

異
国
の

国

干
へ

の

政

治
的
挨
拶
で

あ
る

と
同

時
に、

彼
ら

へ

の

日

本
の

美
の

架
け

橋
で

も
あ

っ

た

の

だ。

　

　

　

　
本
稿
は、
一
．

○

○
ヒ

年
サ
ン

ト

リ

ー

美

術

館
お

よ
び

大
阪

市
立

美
術

館
で

開

催

　

　

　

し

た

「

屏
風

−
凵

本
の

美」

展
図

録
に

寄
せ

た
一

文
を
補
訂
し

た．

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　
〔
さ
か
き
ば

ら

　
さ

と

る
・

群
馬
県
疏

女

予
大
学）
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