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襖
絵
を
ご
覧
い
た
だ
く
み
な
さ
ま
へ

「絵
を
前
に
座
し
て
黙
せ
ば
風
わ
た
る
」
（詠
み
び
と
知
ら
ず
）

絵
の
こ
と
っ
て
解
説
し
た
り
、
こ
と
ば
で
語
っ
た
り
し
な
い
ほ
う
が
、
感
じ

て
い
た
だ
け
る
の
で
は
と
思
っ
て
も
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
襖
絵
で
す
し
、
た
ま

た
ま
作
者
が
現
存
し
て
お
り
ま
す
の
で
ひ
と
こ
と
だ
け
、
作
者
の
思
い
を
お
伝

え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

女
で
し
か
も
洋
画
系
の
私
に
、
再
建
さ
れ
る
名
刺
の
本
堂
の
襖
絵
を
お
頼
み

に
な
る
な
ん
て
、
な
ん
て
度
胸
の
あ
る
お
方
な
ん
で
し
ょ
う
、
と
最
初
は
思
い

ま
し
た
。
対
す
る
私
は
最
初
は
ち
ょ
っ
と
腰
が
ひ
け
て
い
ま
し
た
が
、
最
終
的

に
は

「自
分
が
や
る
し
か
な
い
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
、
女
は
愛
嬌
で
は
な
い

で
す
が
、
集
中
力
を
た
か
め
て

一
年
半
、
制
作
三
味
の
時
間
を
す
ご
し
ま
し
た
。

画
材
は
麻
布
キ
ヤ
ン
バ
ス
に
ア
ク
リ
ル
絵
の
具
を
使

っ
て
い
ま
す
。
ア
ク
リ

ル
は
水
に
溶
か
し
て
使
う
の
で
、
油
彩
と
は
違
う
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
岩

絵
の
具
や
墨
に
近
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
材
料
や
技
法
も
ふ
く
め
て
、
こ
の

絵
は
洋
画
に
も
日
本
画
に
も
分
類
で
き
な
い
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

描

い
た
の
は
雄
大
な
自
然
の
山
河
と
、
全
体
に
流
れ
る
風
紋
ｃ
燦
燦
と
輝
く

太
陽
と
月
．
黄
漢
と
群
占
の
空
ｃ
鳥
た
ち
と
二
十
１
体
の
生
成
り
に
つ
つ
ま
れ

た
人
形

（
ひ
と
が
た
）
。
そ
れ
だ
け
で
す
。

人
物
の
顔
や
形
は
、
特
定
の
人
の
イ
メ
ー
ジ
や
説
話

・
物
語
を
描

い
た
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
．
人
以
外
の
も
の
は
箱
な
の
か
、
花
な
の
か
、
楽
器
な
の
か

す
べ
て
風
紋
の
よ
う
に
形
は
定
か
で
は
な
く
、
何
な
の
か
は
、
見
る
方
の
心
の

中
に
映
し
出
さ
れ
ま
す
。

女
性
や
老
人
、
ｒ
供
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ポ
ー
ズ
を
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ

ら
は
観
占
さ
ま
が
変
化
し
た
お
姿
と
感
じ
て
い
た
だ
い
て
も
い
い
し
、
身
近
な

人
の
面
影
を
探
し
て
話
し
か
け
て
も
ら

っ
て
も
い
い
．

時
――１１
や
空
間
を
超
え
て
、
国
や
時
代
を
問
わ
ず
、
絵
と
向
き
合
う
方
が
想
像

力
や
感
性
を
働
か
せ
て
、
自
由
に
、
白
在
に
、
解
き
放
た
れ
た
心
で
語
り
合
っ

て
い
た
だ
き
、
良
い
時
間
が
す
ご
せ
れ
ば
、
そ
れ
で
い
い
。

絵
画
の
技
法
と
し
て
は
、
人
形

（ひ
と
が
た
）
を
水
畢
画
や
日
本
画
に
連
な

る
伝
統
的
な
束
洋
人
の
線
描
で
描
き
ま
し
た
。
東
洋
人
に
し
か
描
け
な
い
だ
ろ

う
人
形

（
ひ
と
が
た
）
の
線
拙
に
は
、
絵
と
の
対
話
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な

い
、
作
者
の
深
い
た
く
ら
み
や
思
い
が
託
せ
る
よ
う
に
感
じ
る
か
ら
で
す
。

基
調
色
の
赤
は
襖
絵
と
し
て
は
あ
ま
り
例
が
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
私
に

と
っ
て
は
嵐
山
と
い
う
人
自
然
に
包
ま
れ
た
本
堂
の
中
は
、
自
然
界
の
胎
内
の

よ
う
な
も
の
と
感
じ
、
命
が
宿
り
燃
え
て
い
る
色
、
赤
以
外
あ
り
え
ま
せ
ん
で

し
た
。

襖
絵
は
あ
く
ま
で
も
寺
院
の
し
つ
ら
い
と
し
て
、
寺
院
を
荘
厳
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
大
き
く
踏
み
は
ず
さ
な
い
よ
う
に
、
そ
れ

で
い
て
絵
画
と
し
て
独
自
の
存
在
感
を

小
せ
る
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
や
構
成
、
色

調
な
ど
、
ち
ょ
っ
と
枠
か
ら
踏
み
込
ん
で
工
人
し
て
み
ま
し
た
。

「風
河
燦
燦
三

■
白
在
」
は
イ
ン
ド
を
発
祥
の
地
と
し
て
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を

通
じ
て
、
東
西
の
文
化
を
融
合
し
な
が
ら
日
本
ま
で
到
っ
た
仏
教
と
、
ひ
と
び

と
の
生
活
の
、
長
い
と
き
の
流
れ
を
美
し
い
絵
本
の
よ
う
に
表
現
で
き
た
ら
い

い
な
、
と
い
う
思
い
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。

襖
の
引
き
手
も
ち
ょ
っ
と
ほ
ほ
え
ま
し
く
な
る
よ
う
な
、
動
物
た
ち
の
彫
り

も
の
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
み
ま
し
た
．

「な
ん
だ
か
自
分
に
帰
れ
た
気
が
す
る
な
あ
．
気
分
が
楽
に
な
っ
た
な
あ
．
元

気
に
な
れ
そ
う
だ
ご

そ
ん
な
時
間
を
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
作
者
と
し
て
本
望
で
ご
ざ
い
ま
す
。

田
村
能
里
′Ｆ

大
本
山
天
龍
寺
塔
頭

宝
厳
院
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大
亀
山

宝
厳
院

人
亀
山
宝
厳
院
は
臨
済
宗
人
本
山
天
龍
寺
の
塔

頭
寺
院
で
、
寛
正
＾
一年

（
一
四
六

＾
）
察
町
幕
府

の
管
領
細
川
頼
之
公
に
よ
り
天
龍
寺
開
山
夢
窓
国

師
の
第
二
附
法
係
聖
仲
永
光
禅
師
を
開
山
に
迎
え

創
建
さ
れ
た
。

宝
厳
院
本
堂
は
、
幾
多
の
苫
難
を
乗
り
越
え
平

成
一
十^
年
、
多
く
の
方
々
の
尽
力
と
徳
を
い
た
だ

き
完
成
し
た
。
付
属
建
物
を
含
め
問
日
卜

一
問

奥

行
六
間
の
方
丈
様
式
で
あ
り
、
正
面
．局
額
は
大
本

山
天
龍
寺
元
管
長

関
牧
翁
老
人
師
筆
に
よ
る

「貨

厳
」
で
あ
る
。

本
尊
は
、
十

一
面
観
―ｌｔ
音
菩
薩
、
脇
仏
に
三
ト

ニ
体
の
観
世
音
菩
薩
、
足
利
尊
氏
が
信
仰
し
た
と

寺
伝
に
あ
る
地
蔵
菩
薩
像
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
西

国
三
卜
二
所
巡
り
に
等
し
い
功
徳
が
あ
る
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。

室
中
、
１１
間
、
下
間
の
襖
五
十
八
面
に
は
、
田

村
能
‐――
′Ｉ
画
伯
筆
の

一
風
河
燦
燦

一．ｆ
ｉ
自
在
」
と

題
さ
れ
た
襖
絵
が
あ
る
。
従
来
の
襖
絵
で
は
花
鳥

風
月
や
水
墨
画
が
よ
く
あ
る
が
、
そ
の
様
な
と
ら

わ
れ
を
乗
り
越
え
、
大
変
親
し
み
暖
か
み
の
あ
る

襖
絵
で
あ
る
。
襖
絵
に
登
場
す
る
、三
卜

１^
人
の
老

若
男
女
が
様
々
な
姿
で
た
た
ず
む
の
を
見
て
い
る

と
心
が
癒
さ
れ
温
も
り
を
感
じ
る
。
「タ
ム
ラ
レ
ッ

ド
」
と
呼
ば
れ
る
独
特
の
赤
色
が
大
変
鮮
や
か
に

描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
襖
絵
の
主
題
や
題
名
は
、
旧
村
能
里
子
画

伯
が
独
自
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
「観
音
経
」

の
経
中
に
観
音
菩
薩
は

ニ^
ト
ニ
身
に
身
を
変
え
て

こ
の
苦

の
世
界
を
救
わ
れ
た
と
あ
る
。
ま
さ
し
く

こ
の
襖
絵
の
中
に
登
場
す
る
．二
十

二
人
の
老
若
男

女
は
、
観
音
菩
薩
の
化
身
で
あ
り
、
こ
の
襖
絵
に

よ
っ
て
仏
の
世
界
が
身
近
に
な

っ
た
気
が
す
る
。

本堂全景


