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等

画

説
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源

豊
由
一
小考
註
｜
｜

河

正

朝

メ込
口

「
等
伯
画
説
」
は
、
京
都
本
法
寺
第
十
世
の
日
通
上
人
が
、
桃
山
時
代
の
画
家
長
谷
川
等
伯
と
の
聞
に
か
わ
し
た
画
事
に
関
す
る
談
話
の
要
点
を
筆
録
し
た

「
画
之
説
」
即
ち
一
種
の
画
論
で
あ
る
。
た
め
に
等
伯
研
究
の
重
要
な
根
本
資
料
と
し
て
、
又
絵
画
と
い
う
芸
術
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
て
語
ら
れ
た
我
国
の
最

も
古
い
資
料
と
し
て
当
時
の
文
化
人
の
芸
術
的
教
養
、
或
は
芸
術
観
を
窺
い
得
て
、
日
本
美
術
史
を
学
ぶ
者
に
と
っ
て
必
見
の
書
で
あ
る
と
と
は
、
早
く
か
ら

指
適
さ
れ
て
い
た
。

本
書
は
、
そ
の
旨
を
原
本
の
写
真
版
に
よ
る
復
製
に
置
き
、
乙
れ
を
校
刊
し
、一
々
に
註
解
を
附
す
と
共
に
、
等
伯
伝
を
も
含
む
綜
説
を
加
へ
、
公
に
し
た

も
の
で
あ
る
。

長
谷
川
等
伯
は
、
天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
能
登
の
七
尾
に
生
ま
れ
、
や
が
て
上
洛
し
、
つ
い
に
当
時
第
一
の
狩
野
派
と
対
抗
す
る
だ
け
の
力
を
つ
け
、
京

都
内
外
の
寺
院
や
武
家
の
邸
宅
に
多
く
の
障
扉
画
を
製
作
し
た
。
中
で
も
秀
吉
の
子
鶴
松
の
菩
提
の
為
に
建
て
ら
れ
た
祥
雲
寺
の
遺
構
で
あ
る
智
積
院
の
襖
絵 -135 ー



や
東
京
国
立
博
物
館
の
松
林
図
扉
風
は
、
現
在
万
人
の
認
め
る
所
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
等
伯
の
前
半
生
の
画
業
や
そ
れ
に
連
な

る
画
風
の
展
開
に
は
、
今
尚
明
ら
か
で
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
。

「
等
伯
の
号
は
彼
の
人
生
の
後
半
に
入
っ
た
後
に
見
だ
さ
れ
、
始
は
信
春
の
名
に
於
て
活
動
し
て
い
る
。
今
日
知
ら
れ
る
最
初
の
作
品
は
、
彼
の
二
十
六
才

の
時
に
画
い
た
釈
迦
多
宝
仏
な
ど
数
点
が
あ
る
。
と
れ
は
信
春
の
号
を
用
い
て
い
る
こ
（
二
九
頁
）
と
源
氏
は
、
等
伯
・
信
春
同
人
説
の
立
場
を
と
る
。
乙
の

説
は
、
土
居
次
義
氏
が
「
日
尭
上
人
像
落
款
」
「
浬
繋
図
落
款
及
び
同
裏
面
銘
」
そ
の
他
の
本
法
寺
資
料
よ
り
導
き
出
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
（
「
等
伯
と
信

春
の
関
係
に
つ
い
て
」
画
説
十
七
号
に
発
表
以
来
東
洋
美
術
文
庫
「
等
伯
」
他
そ
の
後
の
土
居
氏
の
諸
論
文
は
終
始
こ
の
立
場
を
貫
い
て
い
る
）
そ
の
後
、
こ

れ
ら
の
落
款
、
印
章
を
基
と
b

て
土
居
氏
に
よ
り
集
め
ら
れ
た
多
く
の
資
料
と
研
究
は
（
土
居
氏
は
、
最
近
同
人
説
に
関
す
る
論
文
を
集
め
「
等
伯
と
信
春
同

人
説
」
な
る
論
文
集
を
著
し
て
い
る
。
）
「
信
春
を
後
の
等
伯
と
見
る
事
に
つ
い
て
は
異
説
も
出
た
が
乙
れ
は
史
料
的
に
も
作
風
的
に
も
、
同
人
説
を
否
定
す
る

の
は
妥
当
で
は
な
い
」
（
二
九
頁
）
と
、
源
氏
を
し
て
積
極
的
に
肯
定
せ
し
め
た
様
に
、
今
や
同
人
説
は
定
説
化
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
、
信

春
及
び
法
眼
落
款
時
代
を
認
め
な
い
と
す
る
山
根
有
三
氏
の
立
場
（
「
等
伯
研
究
序
説
」
美
術
史
一
号
〉
は
、
易
き
に
走
る
我
々
に
反
省
を
促
す
も
の
と
し
て

一
概
に
捨
て
去
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
い
う
の
は
、
同
人
説
の
史
料
的
根
拠
で
あ
る
信
春
三
十
四
才
筆
日
尭
上
人
像
と
、
我
々
が
等
伯
作
品
と
し
て
最
初
に

接
す
る
五
十
一
才
筆
旧
三
玄
院
襖
絵
と
の
聞
に
は
、
全
く
空
白
と
も
い
う
べ
き
、
活
動
不
明
の
十
数
年
間
が
あ
り
、
そ
こ
に
多
く
の
疑
問
の
介
在
を
許
す
の
で-136ー

あ
る
。
そ
れ
故
、
今
後
の
等
伯
研
究
に
成
さ
れ
ベ
き
乙
と
は
不
明
の
四
十
才
代
の
活
動
の
考
究
で
あ
る
。
と
こ
に
於
て
「
文
禄
元
年
前
後
」
（
三
三
頁
）
に
成
立

さ
れ
た
と
考
へ
ら
れ
る
等
伯
画
説
の
研
究
乙
そ
是
非
と
も
必
要
で
あ
り
、
乙
れ
を
解
明
す
る
乙
と
と
そ
研
究
の
第
一
歩
で
あ
る
。
等
伯
画
説
に
示
さ
れ
る
系
譜

は
、
源
氏
の
「
信
春
の
号
は
、
恐
ら
く
そ
の
画
風
の
師
と
し
て
仰
い
だ
等
春
の
一
字
を
と
っ
た
も
の
で
、
彼
の
家
は
祖
父
法
淳
以
来
絵
画
に
心
を
寄
せ
、
父
宗

。
。

清
は
等
春
か
ら
画
を
学
び
、
等
伯
は
、
む
し
ろ
父
を
通
じ
て
間
接
に
そ
の
画
風
を
継
承
し
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
」
（
二
九
頁
）
或
は
「
等
伯
の
等
は
多
分
雪

舟
等
楊
の
等
に
そ
の
画
風
の
系
譜
意
識
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
」
（
三
二
頁
）
と
い
う
論
を
導
き
出
し
、
そ
れ
は
、
等
伯
が
晩
年
「
自
雪
舟
五
代
」
を
標
梼
す

る
聞
の
事
状
を
想
像
出
来
る
し
、
文
す
で
に
有
名
な
等
伯
の
牧
演
私
叔
に
関
し
て
も
等
伯
画
説
は
、
具
体
性
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
現
段
階
で
は
、
等

伯
の
四
十
代
は
、
室
町
の
漢
画
、
更
に
そ
の
源
流
で
あ
る
宋
元
画
を
虚
心
に
学
ん
で
い
た
時
期
で
あ
っ
た
と
想
像
出
来
る
の
で
あ
る
。
と
の
間
「
彼
は
堺
に
居

住
し
、
富
裕
な
町
衆
を
相
手
に
画
師
と
し
て
生
活
の
資
を
得
た
で
あ
ろ
う
と
共
に
、
彼
の
芸
術
の
新
し
い
展
開
を
求
め
て
精
進
し
、
芸
術
の
鑑
識
に
関
す
る
知



識
と
感
覚
を
身
に
つ
け
た
」
（
二O
頁
）
と
す
る
源
氏
の
説
は
、
等
伯
解
釈
の
新
し
い
見
方
と
し
て
興
味
を
そ
そ
る
。
し
か
し
、
乙
こ
か
ら
「
堺
に
お
い
て
得

た
収
績
を
利
休
と
知
音
を
結
ん
だ
」
と
だ
け
す
る
よ
り
は
、
等
伯
画
説
の
内
容
か
ら
推
し
て
、
名
物
所
持
の
数
奇
の
茶
湯
者
で
あ
っ
た
津
田
宗
及
等
と
の
交
友

を
も
考
へ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
「
日
通
上
人
も
堺
に
於
い
て
彼
が
親
交
を
得
た
一
人
で
あ
る
」
〈
一
一
二
頁
）
。
や
が
て
こ
れ
を
背
景
と
し
て
秀

吉
に
も
接
近
し
祥
雲
寺
の
襖
を
描
き
、
松
林
図
を
初
め
と
す
る
多
く
の
水
墨
障
扉
画
を
残
し
た
が
、
晩
年
に
は
必
ず
し
も
恵
ま
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
か
く
て

等
伯
は
慶
長
十
五
年
（
一
六
一O
〉
二
月
二
四
日
京
都
に
残
し
た
。

「
等
伯
画
説
」
は
、
最
初
に
知
拙
以
下
の
我
国
の
漢
画
の
系
譜
を
あ
げ
、
大
体
そ
の
線
に
沿
っ
て
話
を
進
め
つ
つ
、
そ
の
聞
に
そ
れ
ら
の
源
流
と
し
て
の
宋

元
画
に
触
れ
、
更
に
外
題
に
つ
い
て
の
知
識
や
掛
物
の
鑑
賞
に
関
す
る
故
実
や
心
得
、
中
国
の
花
鳥
画
に
見
ら
れ
る
珍
ら
し
い
烏
の
説
明
を
交
え
て
、
云
わ
ば

書
き
定
の
形
で
元
信
と
絵
師
窪
田
と
に
つ
い
て
の
記
載
を
加
え
て
終
っ
て
い
る
。
乙
れ
を
源
氏
は
「
計
画
さ
れ
た
編
輯
」
と
み
て
い
る
（
三
四
頁
）
。
そ
の
中

で
等
伯
は
、
我
国
画
人
で
は
画
系
に
関
係
の
あ
る
雪
舟
、
等
春
と
共
に
能
阿
弥
、
相
阿
弥
、
単
庵
の
系
統
や
黙
庵
に
興
味
を
示
し
、
中
国
画
人
に
つ
い
て
は
牧

浜
、
玉
澗
、
梁
措
を
初
め
と
し
て
当
時
名
物
と
し
て
茶
湯
者
の
聞
に
重
ん
ぜ
ら
れ
た
約
二
O
人
の
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
乙
と
に
単
庵
智
伝
に
つ
い
て
は
、

伝
記
を
知
る
唯
一
の
資
料
で
あ
り
（
一
二
頁
）
、
又
君
台
観
左
右
帳
記
が
元
の
人
と
し
た
黙
庵
を
「
性
徳
ハ
日
本
人
也
日
本
一
ノ
絵
也
」
（
一
一
頁
）
と
し
、
又

宗
恵
に
日
通
所
持
の
梁
措
の
「
柳
に
鳥
の
絵
」
を
し
っ
か
な
絵
と
評
（
二
O
頁
）
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
「
し
づ
か
な
絵
」
「
い
れ
が
わ
し
き
絵
」
と
い
う
絵
画
鑑-137-

賞
に
於
け
る
こ
つ
の
美
的
範
曙
を
考
え
て
い
る
事
は
、
永
様
天
正
年
間
の
茶
湯
者
の
通
説
と
異
な
り
牧
渓
を
玉
澗
よ
り
高
く
評
価
し
て
い
る
事
と
共
に
等
伯
の

絵
を
鑑
賞
す
る
時
は
な
は
だ
興
味
深
い
。

次
に
源
氏
は
、
「
等
伯
画
説
は
、
は
た
し
て
等
伯
の
物
語
を
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
」
と
疑
問
を
提
出
し
、
「
本
書
を
見
る
と
等
伯
伝
、
も
し
く
は
等
伯
物

語
と
書
き
込
ん
で
、
そ
の
記
事
が
等
伯
の
語
る
所
で
あ
る
こ
と
を
特
記
し
た
も
の
が
十
二
箇
所
あ
る
。
そ
れ
は
少
な
く
と
も
そ
れ
以
外
の
事
項
は
、
必
ず
し
も

私
に
云
う
と
断
り
書
を
加
え
、

等
伯
の
語
っ
た
事
と
は
限
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
い
だ
か
せ
る
」
と
す
る
が
、
「
日
通
の
意
見
を
記
す
時
は
、

断
り
書
の
な
い
も
の
の
中
に
も
、
堺
の
宗
恵
が
来
て
彼
の
所
持
す
る
柳
に
鳥
の
絵
を
、
し
ず
か
な
絵
だ
と
感
嘆
し
た
と
い
う
話
の
様
に
日
通
自
身
の
経
験
を
記

し
た
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
多
方
極
め
て
僅
で
あ
る
こ
と
考
え
更
に
「
本
書
を
通
読
す
る
と
、全
体
と
し
て
流
石
に
等
伯
の
芸
術
に
関
連
を
も
っ
事
項
が

多
い
。
そ
し
て
本
書
が
当
時
の
数
奇
社
会
の
芸
術
観
を
反
映
し
な
が
ら
、
絵
画
以
外
に
つ
い
て
何
等
触
れ
る
と
と
の
な
い
の
も
画
人
等
伯
の
物
語
と
し
て
見
る



時
は
じ
め
て
諒
解
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
そ
れ
故
本
書
は
、
大
体
に
於
て
等
伯
の
所
説
を
編
纂
し
た
も
の
と
み
て
差
支
え
な
い
だ
ろ
う
と
」
述
べ
て
い
る
晶

即
ち
、
等
伯
、
日
通
を
も
含
め
た
当
時
の
最
高
の
唐
絵
鑑
賞
者
で
あ
っ
た
堺
の
茶
湯
者
の
一
般
的
な
教
養
の
反
映
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
源
氏
は
「
室
町
時
代
以
来
芸
術
観
は
中
国
主
義
で
あ
り
当
時
の
数
奇
者
が
珍
重
し
た
の
も
中
国
の
宋
元
名
家
の
作
品
が
主
で
あ
っ
た
。
に
も
拘
わ
ら

ず
、
日
本
の
鑑
賞
は
た
だ
盲
目
的
に
舶
載
の
作
品
を
受
容
し
た
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
中
国
鑑
賞
界
が
殆
ん
ど
無
視
し
た
に
近
い
玉
澗
や
牧
渓
を
高
く
評

価
し
た
こ
と
は
、
我
国
人
の
鑑
賞
が
決
し
て
主
体
性
を
見
失
わ
な
か
っ
た
事
を
物
語
り
」
（
三
六
頁
）
又
「
当
時
の
我
国
人
が
中
国
画
に
傾
倒
し
つ
つ
も
、
知

拙
、
周
文
、
或
は
黙
庵
に
対
し
て
深
い
認
識
を
特
ち
、
彼
等
が
正
し
く
芸
術
を
見
る
眼
を
所
有
し
て
い
た
と
と
を
、
等
伯
画
説
の
中
に
看
取
出
来
、
日
本
の
芸

術
の
鑑
賞
史
上
の
重
要
な
資
料
で
あ
る
」
と
結
ん
で
い
る
。

以
上
、
等
伯
画
説
は
、
曽
っ
て
「
美
術
研
究
」
一
号
に
公
刊
さ
れ
た
事
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
、
解
読
末
了
の
個
所
や
解
読
の
適
切
で
な
い
個
所
等
が
ま
ま

見
出
せ
る
し
、
活
字
の
み
の
校
刊
で
、
書
写
の
原
状
を
知
り
得
べ
く
も
な
く
と
の
点
に
不
満
を
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
か
く
て
本
書
の
公
刊
は
こ
れ
ら
の

に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
大
な
る
も
の
が
あ
る
。
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欠
を
補
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
註
解
は
、
源
氏
の
多
年
の
美
術
史
研
究
よ
り
出
た
労
作
と
し
て
、
研
究
者
に
多
く
の
貴
重
な
示
唆
を
与
え
術
美
史
研
究
の
促
進

（
文
華
堂
書
店
定
価
八
O
O
円
）


