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瑩山紹瑾像（總持寺）

瑩
山
紹
瑾
像
（
總
持
寺
）

―
そ
の
画
面
観
察
と
絵
画
史
的
位
置
付
け

―

岩
橋
　
春
樹

曹
洞
宗
系
頂
相
画
の
代
表
的
作
例
で
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
瑩
山
紹
瑾
像
に
つ
い
て
は
、
従
来
あ
ま
り
述
べ
ら
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
。
論
評
の
大
方
は
漠
然
と
し
た
概
説
、
型
通
り
の
賛
辞
に
留
ま
り
、
特
に
美
術
的
観
点
か
ら
の
議
論
に
至
っ
て
は
皆
無
と
い

う
の
が
実
情
で
あ
る
。

私
見
で
は
、
画
面
の
細
部
に
及
ん
で
問
い
か
け
る
な
ら
、
そ
の
絵
画
表
現
に
は
少
な
か
ら
ず
検
討
の
余
地
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
既
に

展
覧
会
図
録①

等
で
若
干
触
れ
て
お
い
た
。
本
稿
は
瑩
山
紹
瑾
像
を
事
項
別
に
画
面
観
察
し
な
が
ら
、
禅
僧
の
肖
像
画
、
即
ち
頂
相
画
と
し

て
の
評
価
、
位
置
付
け
を
行
な
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
は
史
料
面
か
ら
の
研
究
で
あ
る
が
、
納
冨
常
天
氏
の
論
考②

を
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
納
冨
氏
は
、
本
画
像
が

も
と
永
竹
寺
（
廃
絶
）
の
常
住
物
で
、
同
寺
の
日
屋
守
杲
が
願
主
と
な
っ
て
制
作
さ
れ
た
、
南
北
朝
時
代
に
降
る
作
例
で
は
な
か
ろ
う
か
と

指
摘
さ
れ
た
。
画
像
そ
の
も
の
に
関
す
る
考
察
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
出
自
来
歴
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
論
考
は
賛
の
字

体
な
ど
も
詳
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
一
つ
の
問
題
を
除
い
て
賛
に
は
特
に
触
れ
な
い
。
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便
宜
、
瑩
山
紹
瑾
像
に
つ
い
て
通
行
の
概
要
を
記
し
て
お
く
。

　
　
　
　

絹
本
著
色　

瑩
山
紹
瑾
像　
　
　

一
幅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
倉
時
代　

元
応
元
年
（
一
三
一
九
）
自
賛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

縦
八
九
・
二
×
横
三
八
・
六
㎝

　
　
　
　
（
賛
）　

　
　
　
　
　
　

誰
識
庵
中
不
死
人
、

　
　
　
　
　
　

未
揺
掌
握
鎭
烟
塵
、

　
　
　
　
　
　

凛
々
威
烈
無
等
匹
、　　

　
　
　
　
　
　

三
尺
竹
篦
奪
釰
輪
、

　
　
　
　
　
　

器
宇
廓
落
、
絶
学
天
真
、

　
　
　
　
　
　

眉
毛
争
到
不
疑
地
、

　
　
　
　
　
　

端
的
眼
睛
又
不
親
、

　
　
　
　
　
　

旹
元
應
元
　

己未　
九
月
八
日

　
　
　
　
　
　

洞
谷　

紹
瑾
自
賛

　
　
　
　
（
画
面
下
部
墨
書
）

　
　
　
　
　
　

永
竹
寺
□
□

　
　
　
　
（
指
定
）

　
　
　
　
　
　

昭
和
十
年
四
月
三
十
日　

国
宝
（
旧
国
宝
）
指
定

　
　
　
　
　
　

昭
和
二
十
五
年
八
月
二
十
九
日　

重
要
文
化
財
に
指
定
替
え
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瑩山紹瑾像（總持寺）

一
︑
画

絹

画
絹
は
や
や
目
の
粗
い
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
保
存
状
態
は
あ
ま
り
良
好
で
は
な
く
、
全
体
に
損
耗
が
目
立
ち
、
絹
目
の
歪
み
や

波
打
ち
が
随
所
に
発
生
し
て
い
る
ほ
か
、
一
部
で
は
大
き
く
欠
失
し
て
図
様
が
不
分
明
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。
像
主
の
面
貌
周
辺
、
曲
彔
に

掛
け
た
法
被
上
部
に
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
。
画
面
天
地
左
右
は
経
時
損
耗
の
結
果
で
あ
ろ
う
、
切
り
つ
め
ら
れ
て
お
り
少
々
窮
屈
で
あ
る
。

そ
の
た
め
天
地
に
そ
れ
ぞ
れ
大
き
く
足
し
絹
を
補
っ
て
い
る
。
ま
た
、
向
か
っ
て
左
側
面
に
も
こ
れ
は
僅
か
で
あ
る
が
、
足
し
絹
す
る
。

直
近
の
保
存
修
理③
（
平
成
八
年
度
）
以
前
、
賛
の
部
分
と
画
像
の
部
分
と
で
は
画
絹
の
地
色
が
濃
淡
大
き
く
異
な
り
、
あ
た
か
も
別
絹
を

接
ぎ
合
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
い
た
。
つ
ま
り
素
性
、
出
所
が
異
な
る
賛
と
画
像
を
組
み
合
わ
せ
た
作
例
で
は
な
か
ろ
う
か
と
疑
わ

せ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
筆
者
に
お
い
て
も
そ
の
可
能
性
を
想
定
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
修
理
解
体
時
に
賛

と
画
像
、
そ
れ
ぞ
れ
部
分
に
何
故
か
染
め
色
の
濃
淡
が
異
な
る
肌
裏
を
打
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
画
絹
は
同
質
一
枚
と
し
て
、
組

み
合
わ
せ
説
は
退
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
は
言
い
な
が
ら
、
現
状
画
絹
を
子
細
に
観
察
し
て
み
る
と
、
確
か
に
縦
方
向
の
絹
目
は
一
応
通
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
横
方
向

で
は
頼
り
な
く
途
切
れ
か
か
っ
た
と
こ
ろ
、
或
い
は
絹
目
を
重
ね
た
か
と
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
筋
状
に
走
り
、
賛
部
分
と
画
像
部
分
と
の

違
和
感
が
拭
い
切
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
断
裂
を
一
度
は
経
験
し
て
い
る
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。

二
︑
画
面
構
成

像
主
は
法
被
を
掛
け
た
背
高
の
曲
彔
に
坐
す
姿
に
描
か
れ
、
右
手
に
は
払
子
を
持
ち
、
傍
ら
に
柱
杖
を
添
え
る
。
頂
相
画
と
し
て
は
最

も
威
儀
を
正
し
た
、
例
え
る
な
ら
満
艦
飾
の
像
容
で
あ
る
。
曹
洞
宗
系
頂
相
画
の
多
く
が
比
較
的
簡
素
な
図
様
を
採
用
し
て
い
る
中
、
際

立
っ
た
作
例
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
か
ら
論
を
進
め
る
な
ら
、
臨
済
宗
系
頂
相
画
と
の
脈
絡
、
瑩
山
紹
瑾
周
辺
の
芸
術
的
環
境

を
あ
れ
こ
れ
示
唆
、
推
測
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
甚
だ
興
味
あ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
稿
を
改
め
別
の
機
会
に
譲
る
。



― 110 ―

全
体
に
茶
色
系
の
沈
ん
だ
調
子
を
主
と
し
た
彩
色
は
画
面
に
落
着
き
を
与
え
て
い
る
一
方
、
法
被
の
外
周
縁
取
り
の
赤
色
が
視
覚
的
ア

ク
セ
ン
ト
と
し
て
効
果
を
あ
げ
、
そ
こ
に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
金
彩
の
文
様
が
華
や
ぎ
を
加
え
る
。
こ
の
金
彩
は
法
被
の
主
部
、
像
主
の
法
衣

の
文
様
に
も
及
ん
で
い
る
が
、
節
度
を
心
得
て
華
麗
に
過
ぎ
ぬ
と
こ
ろ
が
好
ま
し
い
。

画
面
構
成
に
つ
い
て
、
法
被
の
表
現
に
は
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
軽
く
デ
フ
ォ
ル
ム
を
加
え
つ
つ
全
体
を
堂
々
と
大
き
く
把
握
す
る
。

と
り
わ
け
積
極
的
に
機
能
し
て
い
る
の
は
赤
色
の
縁
取
り
で
、
向
か
っ
て
左
側
を
思
い
切
り
良
く
下
垂
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
捻
り
を
加
え
て

底
部
の
緩
い
半
円
弧
に
接
続
す
る
。
や
や
大
き
め
に
描
か
れ
た
沓
台
が
言
わ
ば
結
び
目
、
纏
め
役
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
が
色

調
と
も
ど
も
力
強
さ
と
重
心
の
低
い
安
定
感
を
生
ん
で
い
る
。
そ
の
ほ
か
像
主
の
面
貌
部
分
左
右
、
そ
れ
ぞ
れ
内
側
に
向
か
っ
て
旗
が
な

び
く
よ
う
に
示
さ
れ
た
縁
取
り
は
導
入
部
の
役
割
を
与
え
ら
れ
、
鑑
賞
者
の
視
線
を
左
右
外
側
か
ら
内
側
へ
誘
導
し
て
、
像
主
に
向
か
い

収
斂
さ
せ
る
。
全
体
に
な
か
な
か
巧
妙
な
額
縁
効
果
と
い
う
べ
く
、
画
家
の
意
欲
的
な
設
計
が
見
て
と
れ
る
。
頂
相
画
作
例
を
通
覧
す
る

と
法
被
の
処
理
は
説
明
的
で
平
板
な
処
理
が
多
い
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
秀
抜
な
造
形
感
が
披
露
さ
れ
て
い
る
。

本
画
像
を
一
見
し
た
時
、
反
射
的
に
直
感
さ
れ
る
好
印
象
は
、
こ
の
良
く
整
っ
た
造
形
感
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
れ
に
限
っ
て

言
え
ば
抜
群
の
出
来
映
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
順
次
個
々
細
部
の
描
写
に
眼
を
転
じ
て
い
く
と
、
造
形
感
の
高
い
水
準
に
追
い
付
い
て
い

な
い
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
、
結
局
は
総
合
評
価
を
下
げ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
が
。

三
︑
装
飾
文
様

法
被
や
法
衣
に
配
さ
れ
る
文
様
は
多
様
多
彩
で
あ
る
。
法
被
の
外
縁
部
は
赤
色
地
に
金
彩
に
よ
る
唐
草
の
連
続
文
。
法
被
主
部
は
黒
褐

色
地
を
彫
り
塗
り
風
に
抜
い
た
大
き
な
丸
龍
文
。
法
衣
は
金
彩
で
牡
丹
花
ら
し
き
丸
文
。
袈
裟
に
は
梅
で
あ
ろ
う
か
、
花
文
を
散
ら
し
て

い
る
が
、
袈
裟
部
分
は
画
絹
が
か
な
り
荒
れ
て
い
て
図
様
の
全
体
が
判
然
と
し
な
い
。
そ
の
ほ
か
払
子
の
柄
は
赤
色
地
に
金
彩
の
屈
輪
文
、

曲
彔
脚
は
黒
色
地
に
赤
色
の
唐
草
風
彫
刻
文
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
主
な
も
の
で
あ
る
。
金
彩
は
一
部
後
補
。
や
や
雑
な
補
筆
で
、
特
に
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瑩山紹瑾像（總持寺）

唐
草
文
に
そ
れ
が
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
法
被
の
赤
色
に
も
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
補
彩
の
形
跡
が
あ
る
。

こ
れ
ら
文
様
描
写
の
特
色
は
筆
線
が
大
ら
か
鷹
揚
な
点
で
、
い
さ
さ
か
洗
練
味
を
欠
き
、
泥
臭
く
も
あ
る
。
金
彩
に
補
筆
が
混
在
し
て

い
る
こ
と
を
差
し
引
い
て
も
、
こ
れ
は
も
と
も
と
の
性
格
の
よ
う
で
あ
る
。
唐
草
文
は
伸
び
や
か
さ
に
欠
け
、
蔓
も
さ
ほ
ど
軽
や
か
に
巻

い
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
い
か
に
も
朴
訥
な
描
写
は
親
し
み
や
す
い
気
分
を
漂
わ
せ
て
嫌
味
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
丸
龍
も
緻
密
な
描
写

で
は
な
い
が
、
ど
こ
か
の
ん
び
り
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
表
情
で
、
こ
れ
は
こ
れ
で
捨
て
難
い
味
が
あ
る
。

対
し
て
牡
丹
と
見
た
文
様
に
限
っ
て
は
筆
線
が
何
故
か
停
滞
し
、
形
態
把
握
が
頼
り
な
い
。
何
を
描
い
て
い
る
の
か
、
画
家
自
身
が
果

た
し
て
分
か
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
で
、
像
主
着
衣
の
意
匠
の
あ
り
方
と
し
て
及
第
点
は
つ
け
ら
れ
な
い
。
他
の
文
様

に
比
べ
て
描
き
方
が
粗
雑
に
過
ぎ
る
の
で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
花
の
文
様
と
見
て
良
い
か
疑
わ
し
く
、
湧
雲
文
に
見
立
て
る
こ

と
も
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

細
部
の
描
写
に
緩
み
が
あ
る
と
画
面
全
体
の
緊
張
感
を
薄
め
、
絵
と
し
て
の
品
位
や
格
調
を
落
と
し
て
し
ま
う
。
優
れ
た
作
例
で
は
画

面
の
片
隅
に
配
さ
れ
た
添
景
物
に
至
る
ま
で
神
経
の
行
き
届
い
た
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
徒
に
文
様
の
工
芸
的
巧
緻
に
走

る
の
も
時
と
し
て
悪
達
者
に
流
れ
て
し
ま
う
弊
を
生
む
が
、
こ
の
よ
う
な
緩
ん
だ
文
様
描
写
は
ど
う
し
て
も
負
の
要
素
と
し
て
機
能
し
、

評
価
が
な
か
な
か
難
し
い
。
法
被
の
意
志
的
な
造
形
に
よ
っ
て
折
角
得
ら
れ
た
堅
固
な
画
面
構
成
、
そ
の
美
点
を
文
様
の
描
写
が
減
殺
し

て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
こ
せ
こ
せ
し
な
い
明
朗
な
風
趣
も
捨
て
難
く
、
功
罪
が
相
半
ば
す
る
と
い
う

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
筆
者
の
個
人
的
な
嗜
好
を
加
味
し
て
の
評
で
も
あ
る
。

四
︑
面
貌
描
写

頂
相
画
の
要
諦
と
な
る
面
貌
描
写
で
は
、
装
飾
文
様
と
は
異
な
っ
て
明
確
に
難
点
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

頭
頂
部
、
左
頰
（
向
か
っ
て
右
側
）
の
筆
線
は
殆
ど
消
失
し
て
い
る
が
、
残
存
す
る
絵
具
、
特
に
裏
彩
色
の
支
え
に
よ
っ
て
輪
郭
の
痕
跡
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は
保
た
れ
て
お
り
、
見
え
ぬ
筆
線
を
復
元
的
に
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
頭
部
全
体
は
緩
い
楕
円
形
に
ま
と
め
ら
れ
、
そ
れ
な
り
に
形
状
整

い
、
安
定
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
描
写
は
単
調
な
円
弧
の
連
続
に
終
始
し
て
お
り
、
眉
や
眼
窩
部
分
、
頰
骨
部
分
の
窪
み
や
張
出
し
な
ど
像
主
個
々
の
風

貌
に
応
じ
た
、
頂
相
画
な
ら
で
は
の
描
き
分
け
は
ど
う
も
認
め
難
い
。
右
頰
、
喉
元
で
は
筆
線
が
よ
く
残
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な

特
性
が
明
瞭
に
見
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
顎
か
ら
耳
へ
と
連
続
的
に
引
き
継
い
だ
三
つ
の
弧
線
、
喉
元
に
並
行
さ
せ
た
三
つ
の
弧
線
は
何

れ
も
調
子
が
硬
く
、
紋
切
り
型
に
映
っ
て
興
趣
に
乏
し
い
。
こ
れ
は
法
衣
の
衣
紋
線
に
も
共
通
し
て
お
り
、
抑
揚
や
速
度
感
を
欠
い
て
、

同
様
に
調
子
が
硬
い
た
め
布
の
ふ
わ
り
と
し
た
質
感
、
立
体
感
が
巧
く
表
現
さ
れ
ず
、
べ
た
り
と
し
た
印
象
を
与
え
て
し
ま
う
。
そ
の
ほ

か
鼻
筋
に
引
か
れ
た
Ｓ
字
状
の
筆
線
は
端
正
で
思
い
が
け
ず
眼
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
が
、
そ
れ
と
て
造
形
的
妙
味
に
自
己
完
結
す
る
ば

か
り
で
、
写
実
と
い
う
目
標
に
向
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

尤
も
面
貌
の
要
と
な
る
眼
の
描
写
で
は
一
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
頂
相
画
に
限
ら
ず
、
中
世
の
肖
像
画
一
般
に
往
々
採
用
さ
れ
る
の

は
、
像
の
左
向
き
、
右
向
き
に
か
か
わ
ら
ず
、
奥
側
（
こ
こ
で
は
向
か
っ
て
右
側
）
の
眼
睛
を
内
振
り
し
、
眼
だ
け
は
正
面
観
を
も
っ
て
示

す
手
法
で
あ
る
。
像
主
の
視
線
を
真
っ
直
ぐ
鑑
賞
者
に
向
け
て
相
互
の
心
理
的
距
離
を
縮
め
、
画
像
の
表
出
力
を
高
め
る
工
夫
と
い
え
よ

う
。
あ
ま
り
強
調
的
に
お
こ
な
う
と
不
自
然
な
斜
視
状
態
に
な
つ
て
し
ま
う
の
で
、
さ
じ
加
減
が
必
要
で
は
あ
る
。
本
画
像
で
も
左
眼
睛

は
内
振
り
さ
れ
て
抜
か
り
は
な
く
、
子
細
に
見
れ
ば
右
眼
睛
ま
で
同
様
に
処
理
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
気
を
使
う
べ
き
と
こ
ろ
に

は
忘
れ
ず
気
を
使
っ
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

総
じ
て
筆
線
に
特
段
の
破
綻
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
眼
の
処
理
に
一
寸
し
た
技
を
用
い
る
な
ど
、
そ
れ
な
り
の
技
量
を
そ
な
え
た
画

家
の
筆
に
な
る
画
像
で
あ
る
こ
と
を
決
し
て
否
定
は
し
な
い
。
但
し
、
そ
の
面
貌
描
写
は
、
輪
郭
、
眼
鼻
、
口
な
ど
の
夫
々
構
成
部
品
を

取
り
合
わ
せ
、
卒
な
く
円
満
に
組
み
立
て
る
こ
と
を
趣
旨
と
し
て
お
り
、
像
主
の
個
性
を
追
い
求
め
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
頂
相

画
に
も
と
め
ら
れ
る
写
実
性
、
迫
真
性
と
い
っ
た
要
素
は
、
忌
憚
な
く
申
し
述
べ
る
な
ら
稀
薄
な
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
良
く
も
悪
く
も
謹
直
な
筆
線
は
仏
画
の
そ
れ
で
あ
り
、
あ
た
か
も
仏
菩
薩
の
顔
を
移
植
し
た
よ
う
な
趣
き
す
ら
あ
る
。
仏
菩

薩
の
面
貌
に
個
性
の
描
き
分
け
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
画
家
の
基
本
的
属
性
は
絵
仏
師
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
手
慣
れ
た
仕

事
ぶ
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
瑩
山
紹
瑾
は
観
音
の
申
し
子
と
称
さ
れ
た
が
、
そ
の
伝
説
を
ふ
ま
え
て
の
イ
メ
ー
ジ
創
出
を
試
み
た
の
か

と
憶
測
し
て
み
る
の
も
悪
く
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

瑩
山
紹
瑾
の
風
貌
を
尋
ね
る
時
、
確
か
な
規
準
と
な
る
の
は
木
像④
（
石
川　

永
光
寺
）
で
、
院
派
仏
師
の
手
に
な
る
頂
相
彫
刻
の
秀
作
で

あ
る
。
こ
の
像
は
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
示
寂
後
、
法
嗣
で
永
光
寺
二
世
の
明
峰
素
哲
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
こ
と
が
墨
書
銘⑤

に
よ
り
判

明
し
て
い
る
。
そ
の
彫
刻
表
現
は
念
入
り
に
像
主
の
写
生
に
つ
と
め
て
お
り
、
そ
の
人
柄
さ
え
彷
彿
さ
せ
る
。
そ
し
て
画
像
と
木
像
を
比

較
し
て
み
る
と
、
平
た
く
押
し
つ
ぶ
し
た
よ
う
な
頭
部
の
特
徴
は
相
似
す
る
様
で
あ
る
が
、
細
部
に
わ
た
る
描
写
の
密
度
に
は
落
差
が
あ

り
、
肖
像
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
木
像
が
は
る
か
に
優
っ
て
い
る
。

五
︑
絵
画
史
的
位
置
付
け

中
国
禅
林
に
端
を
発
す
る
頂
相
画
の
意
義
は
像
主
の
風
貌
を
写
実
的
に
と
ら
え
、
そ
の
人
格
に
も
迫
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
従
来

の
日
本
の
肖
像
画
が
あ
ま
り
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
考
え
方
で
あ
り
、
像
主
の
個
性
を
顕
に
せ
ず
、
む
し
ろ
普
遍
化
す
る
伝
統
的
な
肖
像

画
観
に
新
風
を
吹
き
込
ん
で
、
以
後
の
日
本
美
術
史
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
受
容
は
舶
載
頂
相
画
を
出
発
点
に
し
な
が
ら
も
模
倣
一
辺
倒
で
は
な
く
、
日
本
人
の
感
性
に
巧
み
に
馴
染
ま
せ
る
過
程
を
経
て
、

鎌
倉
時
代
末
頃
に
は
身
に
付
い
た
頂
相
画
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
中
国
流
の
濃
密
で
粘
り
気
の
あ
る
感
覚
は
好
ま
れ
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
ま
た
学
習
と
消
化
の
様
態
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
例
え
ば
京
都
禅
林
の
頂
相
画
は
大
和
絵
風
に
傾
斜
し
て
芸
術
的
洗
練
を
志
向
し
、
鎌

倉
禅
林
の
頂
相
画
は
質
実
で
率
直
な
表
出
を
標
榜
し
、
や
が
て
は
水
墨
の
頂
相
画
ま
で
生
み
出
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
北
陸
方
面
、
曹
洞
宗
系
の
頂
相
画
の
事
情
は
い
か
が
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
確
か
な
遺
例
が
少
な
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い
た
め
に
広
範
公
平
な
展
望
が
得
ら
れ
ず
、
瑩
山
紹
瑾
像
に
対
す
る
論
評
も
個
別
的
で
視
野
の
狭
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
の
前
提
で
瑩
山
紹
瑾
像
の
頂
相
画
と
し
て
の
様
態
を
問
う
な
ら
ば
、
頂
相
画
の
画
面
形
式
は
確
か
に
学
ん
で
い
な
が
ら
、
写
実
性
の

追
求
と
い
う
本
質
に
つ
い
て
は
、
面
貌
描
写
の
項
で
指
摘
し
た
通
り
に
、
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
形
式
の
習
得
に
留
ま
っ
て
、

様
式
と
し
て
咀
嚼
総
合
は
さ
れ
て
い
な
い
、
そ
の
よ
う
な
資
質
の
画
像
で
あ
る
。

こ
う
し
た
画
風
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
ま
ず
第
一
に
画
家
の
肖
像
画
観
が
伝
統
保
守
に
拘
泥
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
画
像
（「
原
本
」、「
祖
本
」、
微
妙
に
意
味
が
交
錯
す
る
た
め
、
本
稿
で
は
直
截
な
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
の
呼
称
を
用
い
る
）
が
備
え
て
い
る
べ
き
写
生

の
鮮
度
が
薄
ま
っ
た
二
次
的
作
例
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
二
点
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
混
在
し
て
い
る
の
が
実
態
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

美
術
史
学
の
議
論
に
お
い
て
「
類
型
化
さ
れ
た
」、「
形
式
化
さ
れ
た
」
と
い
っ
た
評
語
で
説
明
さ
れ
る
種
類
の
作
例
と
言
い
換
え
る
こ
と

も
で
き
る
。
多
く
の
場
合
、
制
作
時
期
の
降
下
に
伴
っ
て
生
ず
る
退
化
現
象
で
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
本
画
像
は
元
応
元
年
（
一
三
一
九
）
と
い
う
賛
の
年
紀
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
よ
り
も
時
代
の
降
る
転
写
本
と
見
な

さ
れ
る
。
細
か
に
制
作
時
期
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
筆
者
の
知
る
頂
相
画
諸
作
例
に
比
較
検
討
し
て
み
る
な
ら
ば
、
南
北
朝
時

代
十
四
世
紀
半
ば
頃
に
あ
て
る
の
が
順
当
で
あ
る
と
思
う
。
鎌
倉
時
代
頂
相
画
を
通
覧
し
て
等
し
く
看
取
さ
れ
る
画
面
の
緊
張
感
、
表
現

の
密
度
に
お
い
て
は
一
歩
を
譲
り
、
残
念
な
が
ら
鎌
倉
時
代
の
制
作
と
は
認
め
難
い
。
こ
の
制
作
時
期
比
定
は
納
冨
常
天
氏
が
史
料
面
か

ら
導
き
出
さ
れ
た
見
解
に
も
矛
盾
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
画
像
の
制
作
に
あ
た
っ
て
範
と
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
瑩
山
紹
瑾
自
賛
像
は
、
瑩
山
が
本
拠
と
し
た
永
光
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
か
と

推
測
さ
れ
る
。
そ
の
画
面
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
は
知
る
と
こ
ろ
が
無
く
、
せ
い
ぜ
い
現
在
の
画
像
の
描
写
、
特
に
面
貌
描
写
を
引
き

締
め
直
し
て
イ
メ
ー
ジ
再
現
し
て
み
る
ほ
ど
に
留
ま
る
。

た
だ
関
連
し
て
、
図
様
の
継
承
と
い
う
観
点
か
ら
明
峰
素
哲
像⑥
（
石
川　

大
乗
寺
）
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
明
峰
素
哲
は
瑩
山
紹
瑾
の
法

嗣
で
永
光
寺
を
継
承
し
て
一
派
を
成
し
た
。
永
光
寺
の
瑩
山
紹
瑾
木
像
を
造
立
し
た
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
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そ
の
画
像
は
室
町
時
代
制
作
に
か
か
る
転
写
本
、
も
し
く
は
追
慕
像
と
見
ら
れ
、
賛
を
欠
く
ほ
か
、
明
朗
な
彩
色
な
ど
画
趣
を
異
に
し

て
い
る
が
、
図
様
そ
の
も
の
は
酷
似
し
て
い
る
。
特
に
曲
彔
に
掛
け
た
法
被
の
描
写
は
細
部
の
翻
転
に
至
る
ま
で
軌
を
一
に
し
、
こ
こ
で

は
龍
を
鳳
凰
に
変
更
し
て
い
る
法
被
の
文
様
配
置
な
ど
も
大
略
符
号
し
て
い
る
。
こ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
、
瑩
山
紹
瑾
像
の
欠
失
し
た

部
分
を
復
元
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
親
近
す
る
様
相
か
ら
、
明
峰
素
哲
の
派
系
に
あ
っ
て
は
、
瑩
山
紹
瑾
像
（
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
画
像
が
根
本
と
な
る
）
の
、
曹
洞
宗

系
頂
相
画
に
は
類
例
少
な
い
威
儀
を
正
し
た
図
様
が
一
つ
の
規
範
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
瑩
山
紹
瑾
像
も
と
も
と
の
所
蔵
先
で
あ
っ
た
永
竹
寺
は
、
永
光
寺
末
で
明
峰
派
の
寺
で
あ
っ
た
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
画
像
を
起
点
と
し

て
、
時
を
追
い
な
が
ら
二
次
的
、
三
次
的
転
写
本
、
更
に
は
派
生
型
転
写
本
が
生
み
出
さ
れ
る
。
明
峰
素
哲
像
な
ど
は
、
像
主
を
入
れ
替

え
て
の
画
像
で
あ
る
か
ら
派
生
型
と
い
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

六
︑
付
録
　「
自
賛
」
と
い
う
文
言

こ
れ
は
絵
に
直
接
関
わ
る
話
で
は
な
い
の
で
、
稿
末
尾
の
付
録
と
し
て
、
賛
の
識
語
部
分
に
用
い
ら
れ
る
「
自
賛
」
と
い
う
文
言
に
つ

い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

瑩
山
紹
瑾
像
は
賛
の
末
尾
に

　

旹
元
應
元
　

己未　
九
月
八
日
／
洞
谷　

紹
瑾
自
賛

と
識
語
す
る
が
、
曹
洞
宗
系
頂
相
画
で
は
「
自
賛
」
と
い
う
文
言
が
頻
出
す
る
こ
と
に
常
々
疑
問
を
感
じ
て
い
た
。
自
ら
が
書
い
た
場
面

で
わ
ざ
わ
ざ
「
自
賛
」
と
念
押
し
す
る
の
は
、
い
か
に
も
不
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。

總
持
寺
本
以
外
、
よ
く
知
ら
れ
る
瑩
山
紹
瑾
像
（
石
川　

東
嶺
寺
）
も
「
自
賛
」
と
識
語
さ
れ
る
。
ま
た
、
道
元
像
（
福
井　

宝
慶
寺
、
永

平
寺
）
は
そ
れ
ぞ
れ
「
自
賛
」、「
自
題
」
と
あ
る
。
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「
自
賛
」
と
い
う
文
言
は
臨
済
宗
系
頂
相
画
で
は
あ
ま
り
見
か
け
る
こ
と
が
な
く
、「
拝
賛
」、「
奉
賛
」、
簡
潔
に
記
す
場
合
は
「
賛
」、

「
書
」
な
ど
と
書
き
止
め
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
煩
雑
に
な
る
の
で
詳
述
は
避
け
る
が
、「
自
賛
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
概
ね
転
写

本
、
追
慕
像
の
場
合
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
「
夢
窓
国
師
自
賛
」、「
夢
窓
国
師
自
賛
某
甲
拝
書
」
と
い
っ
た
風
に
記
さ
れ
る
。
別
人
、
第
三

者
が
像
主
の
自
賛
を
引
用
書
写
し
た
旨
を
示
唆
、
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
時
の
「
自
賛
」
と
い
う
文
言
は
説
明
、
な
い
し
は
標
識

と
し
て
の
意
味
合
い
に
な
る
。

曹
洞
宗
系
頂
相
画
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
辺
り
の
事
情
が
あ
ま
り
明
瞭
で
な
い
。
先
述
し
た
通
り
瑩
山
紹
瑾
像
は
転
写
本
で
あ
り
、
識
語

に
は
「
自
賛
」
と
あ
る
。
そ
れ
で
は
範
と
な
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
瑩
山
紹
瑾
像
で
は
「
自
賛
」、「
賛
」、
何
れ
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
知

り
た
い
の
で
あ
る
が
、
肝
心
の
画
像
を
欠
く
の
で
答
え
が
得
ら
れ
な
い
。　

以
下
に
参
考
と
な
り
そ
う
な
事
例
を
幾
つ
か
掲
出
し
て
み
た
い
。

○
峨
山
韶
碩
像⑦
（
福
井　

龍
泉
寺
）
、
峨
山
韶
碩
像
（
總
持
寺
）

峨
山
韶
碩
も
瑩
山
紹
瑾
の
法
嗣
で
、
總
持
寺
を
継
承
し
、
そ
の
興
隆
に
尽
し
た
。
両
画
像
は
円
相
内
に
像
主
上
半
身
を
収
め
た
図
様
、

賛
が
同
一
で
、
南
北
朝
時
代
の
龍
泉
寺
本
を
範
と
し
て
、
江
戸
時
代
に
總
持
寺
本
が
制
作
さ
れ
た
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
そ
の
識
語
を
比

較
す
る
な
ら
、

　

韶
碩
賛
（
龍
泉
寺
本
）

　

韶
碩
自
賛
（
總
持
寺
本
）

と
あ
り
、
先
行
す
る
龍
泉
寺
本
は
「
賛
」、
転
写
さ
れ
た
總
持
寺
本
で
は
「
自
賛
」
と
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
臨
済
宗
系
頂
相
画
と

語
用
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
素
直
で
分
か
り
や
す
い
。

龍
泉
寺
本
は
補
筆
が
目
立
ち
、
真
正
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
画
像
と
断
定
す
る
の
は
躊
躇
さ
れ
、
そ
の
た
め
敢
え
て
「
先
行
す
る
」
と
い
う
言

い
方
を
し
た
の
で
あ
る
が
、
仮
に
そ
れ
と
し
て
も
峩
山
韶
碩
像
の
古
い
作
例
と
し
て
、
本
来
の
氏
素
性
、
姿
を
伝
え
て
い
る
も
の
と
認
め



― 117 ―

瑩山紹瑾像（總持寺）

て
良
い
よ
う
に
思
う
。

○
徹
通
義
介
像⑧
（
石
川　

大
乗
寺
）

徹
通
義
介
は
瑩
山
紹
瑾
の
師
で
あ
り
、
永
平
寺
、
大
乗
寺
に
歴
住
。
画
像
は
室
町
時
代
に
降
る
転
写
本
で
あ
る
。
現
在
は
失
わ
れ
た
オ

リ
ジ
ナ
ル
画
像
の
賛
が
菊
堂
祖
栄
に
よ
り
、
そ
の
ま
ま
引
用
書
写
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
識
語
部
分
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

于
時
□
元
丙
午
正
月
／
日
書
比
丘
鑒
徹
通
／
與
哲
侍
者 

（
嘉
元
四
年
・
一
三
〇
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
享
甲寅
秋
八
月
祖
栄
拝
書 

（
永
享
六
年
・
一
四
三
四
）

一
字
一
句
正
確
な
コ
ピ
ー
書
写
と
前
提
し
た
う
え
で
あ
る
が
、
徹
通
義
介
の
識
語
は
「
書
」
で
「
自
書
」
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
画
像
で
「
自
」
を
冠
し
て
い
な
い
事
例
で
あ
る
。
蛇
足
な
が
ら
、
菊
堂
祖
栄
が
添
え
た
識
語
も
「
拝
書
」
で
「
自
書
」
で
は

な
い
。

○
宗
縁
像⑨

、
以
貫
像⑩
（
福
井　

永
平
寺
）

永
平
寺
世
代
頂
相
画
の
内
。
宗
縁
、
以
貫
は
室
町
時
代
後
期
、
永
平
寺
に
昇
住
し
た
人
。
各
々
自
ら
賛
し
た
寿
像
と
さ
れ
、
賛
に
次
の

識
語
が
あ
る
。

　

□
正
龍
集
己
卯
仲
冬
十
二
日
／
□
住
永
平
伝
法
十
五
世
宗
縁
自
賛
（
宗
縁
像
） 

（
永
正
十
六
年
・
一
五
一
九
）

　

旹
天
文
十
二
年
癸卯
季
秋
外
澣
八
／
永
平
伝
法
十
六
世
以
貫
自
賛
（
以
貫
像
） 

（
天
文
十
二
年
・
一
五
四
三
）

両
画
像
の
図
様
、
画
風
は
近
似
し
て
お
り
、
同
筆
と
す
る
指
摘⑪

も
あ
る
。
と
す
れ
ば
賛
の
年
紀
が
二
十
年
以
上
遡
る
宗
縁
像
が
追
慕
像

で
あ
る
可
能
性
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
こ
ま
で
の
詮
索
は
当
面
保
留
し
て
、
共
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
画
像
と
見
て
お
く
。
そ

し
て
、
そ
こ
で
は
「
自
賛
」
と
い
う
文
言
が
麗
々
し
く
、
強
調
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
先
に
掲
げ
た
峨
山
韶
碩
像
、
徹
通
義
介
像
と
は

考
え
方
が
一
転
異
な
っ
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
画
像
に
「
自
賛
」
が
迷
い
無
く
適
用
さ
れ
て
い
る
。

実
の
と
こ
ろ
、
両
画
像
は
制
作
時
代
が
降
り
過
ぎ
る
感
も
あ
る
の
で
、
こ
の
類
で
は
永
仁
七
年
（
一
二
九
九
）
自
賛
あ
る
寒
巌
義
尹
像⑫
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（
熊
本　

大
慈
寺
）
が
識
語
に
「
義
尹　

自
賛
」
と
あ
る
の
で
是
非
掲
出
し
た
か
っ
た
。
た
だ
熟
覧
調
査
の
機
会
を
得
て
お
ら
ず
、
オ
リ
ジ

ナ
ル
画
像
と
確
信
で
き
ぬ
た
め
止
む
な
く
除
外
し
た
。

以
上
、
断
片
的
に
事
例
を
拾
い
上
げ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
曹
洞
宗
系
頂
相
画
に
あ
っ
て
は
「
自
賛
」
と
い
う
文
言
の
あ

り
方
が
一
律
で
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
当
面
、「
自
賛
」
の
自
由
気
儘
と
も
受
け
取
ら
れ
る
用
法
は
曹
洞
宗
系
頂
相
画

通
有
の
癖
か
と
曖
昧
な
理
解
に
留
め
て
、
後
考
を
俟
つ
こ
と
と
す
る
。

瑩
山
紹
瑾
像
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
手
厳
し
い
指
摘
を
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
画
面
観
察
を
通
し
て
南
北
朝
時
代
に
降
る
転

写
本
と
結
論
し
た
次
第
で
あ
る
。
し
か
し
、
曹
洞
宗
系
頂
相
画
に
あ
っ
て
は
初
期
の
良
質
な
遺
例
が
稀
少
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
皮
肉
に
も

と
言
う
べ
き
か
、
従
来
通
り
本
画
像
が
そ
の
代
表
的
、
ま
た
基
準
的
作
例
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

く
り
返
せ
ば
、
曹
洞
宗
系
頂
相
画
の
研
究
で
手
薄
で
あ
っ
た
の
は
、
画
面
に
直
接
向
か
い
合
っ
て
の
具
体
的
な
検
討
で
あ
る
。
そ
の
作

業
無
し
に
事
の
核
心
に
至
る
は
ず
も
な
く
、
周
辺
を
歩
き
回
る
ば
か
り
と
な
っ
て
し
ま
う
。
語
録
や
文
献
を
引
い
て
の
頂
相
画
論
を
無
用

と
言
う
つ
も
り
も
な
い
が
、
絵
そ
の
も
の
に
と
っ
て
副
次
的
作
業
で
し
か
な
い
。

更
に
贅
言
一
つ
。
美
術
作
品
の
評
価
と
い
う
の
は
、
究
極
に
お
い
て
美
的
、
心
的
価
値
を
問
う
こ
と
で
あ
り
、
鑑
賞
者
さ
ま
ざ
ま
の
感

性
に
応
じ
た
主
観
が
入
り
込
む
。
主
観
と
言
っ
て
も
否
定
的
な
意
味
で
は
な
く
、
夫
々
審
美
眼
が
駆
使
さ
れ
、
ま
た
試
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
余
程
放
縦
な
印
象
批
評
で
な
い
限
り
、
主
観
は
積
極
的
に
許
容
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
承
知
し
て
お
き
た
い
。
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瑩山紹瑾像（總持寺）

注
①　
『
總
持
寺
名
宝
一
〇
〇
選
』
図
録
（
会
場　

神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館　

平
成
二
十
三
年
）

 

『
禅
の
心
と
か
た
ち　

―
總
持
寺
の
至
宝

―
』
図
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
会
場　

鎌
倉
国
宝
館
、
名
古
屋
市
博
物
館
、
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
、
巡
回　

平
成
二
十
八
〜
二
十
九
年
）

②　

納
冨
常
天
「
總
持
寺
所
蔵
重
要
文
化
財
瑩
山
紹
瑾
像
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
二
十
二
号　

平
成
二
十
九
年
）

③　
「
修
理
報
告
書　

重
要
文
化
財　

絹
本
著
色
瑩
山
紹
瑾
禅
師
頂
相
」（
山
口
墨
仁
堂　

平
成
九
年
）

④　

石
川
県
指
定
文
化
財

⑤　
（
裾
裏
墨
書
）

　
　
「
開
山
尊
像
明
峯
大
和
尚
裏
書
／
釈
迦
牟
尼
佛
五
十
四
世
法
孫
大
乗
二
代
洞
谷
山
開
闢
／
眞
像
正
中
二
年
八
月
十
五
日
巳
尅
於

當
寺
□
偈
（
以
下
、
判
読
不
能
）」

⑥　

石
川
県
指
定
文
化
財

⑦　

福
井
県
指
定
文
化
財

⑧　

石
川
県
指
定
文
化
財

⑨　

福
井
県
指
定
文
化
財

⑩　

福
井
県
指
定
文
化
財

⑪　
『
大
永
平
寺
展　

―
禅
の
至
宝
、
今
こ
こ
に

―
』
図
録
（
会
場　

福
井
県
立
美
術
館　

平
成
二
十
七
年
）

⑫　

重
要
文
化
財　

但
し
、
指
定
は
「
寒
巌
義
尹
文
書
四
幅
二
巻
一
括
」
の
内
で
あ
り
、
絵
画
と
し
て
の
単
独
指
定
で
は
な
い
。

（
い
わ
は
し　

は
る
き
・
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
客
員
研
究
員
）
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全 図
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瑩山紹瑾像（總持寺）

面貌（拡大）
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唐草文（法被部分）

丸龍文（法被部分）



― 123 ―

瑩山紹瑾像（總持寺）

牡丹（?）文・衣紋線（法衣部分）

画絹（拡大）


