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「
舞
楽
図
屏
風
」
　
と
　
「
風
神
雷
神
図
屏
風
」
　
の
画
面
構
成
に
つ
い
て

《
キ
ー
ワ
ー
ド
》
俵
屋
宗
達

宗
達
芸
術
の
特
色
に
画
面
か
ら
溢
れ
る
ほ
ど
豊
か
な
絵
画
空
間
が
上
げ
ら
れ

る
。
生
動
感
に
富
む
空
間
表
現
に
つ
い
て
は
、
既
に
先
学
に
よ
っ
て
様
々
な
観

点
か
ら
考
察
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
従
来
の
研
究
で
は
作
品
を
個
別

に
検
討
す
る
こ
と
が
多
く
、
作
品
相
互
の
関
係
に
は
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
い
な

い
。
宗
達
の
画
業
は
、
絵
屋
で
あ
る
俵
屋
の
工
房
を
主
宰
し
て
い
た
俵
屋
時
代

と
法
橋
叙
任
以
降
の
法
橋
時
代
に
大
き
く
分
け
ら
れ
、
俵
屋
時
代
に
は
工
芸
的

な
作
品
を
含
む
幅
広
い
分
野
で
活
躍
し
、
法
橋
時
代
に
い
た
っ
て
専
ら
鑑
賞
を

目
的
と
す
る
作
品
へ
制
作
の
中
心
を
移
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
拙
稿
に
お

い
て
、
宗
達
の
俵
屋
時
代
の
料
紙
装
飾
と
、
法
橋
時
代
の
大
画
面
作
品
の
共
通

性
を
指
摘
し
て
き
た
の
は
、
宗
達
芸
術
の
理
解
を
深
め
る
に
は
、
俵
屋
時
代
に

蓄
積
さ
れ
た
絵
画
表
現
が
総
合
さ
れ
、
大
画
面
作
品
に
結
実
す
る
展
開
を
把
握

す
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
「
舞
楽
図
屏
風
」
　
と
　
「
風
神
雷
神

図
屏
風
」
　
の
考
察
に
お
い
て
も
、
料
紙
装
飾
を
含
む
他
の
宗
達
作
品
と
の
関
連

に
留
意
し
、
画
面
構
成
の
具
体
的
な
記
述
を
通
し
て
、
宗
達
芸
術
の
大
き
な
特

中
　
部
　
義
　
隆

色
で
あ
る
絵
画
空
間
の
分
析
を
進
め
た
い
。

舞
楽
図
屏
風

「
舞
楽
図
屏
風
」
　
（
醍
醐
寺
蔵
・
挿
図
1
）
　
に
は
、
右
隻
に
採
桑
老
と
二
人
舞

の
納
曾
利
と
大
太
鼓
、
大
鉦
鼓
、
幌
幕
、
左
隻
に
羅
陵
王
、
還
城
楽
と
四
人
舞

の
足
寄
八
仙
と
松
と
桜
が
措
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
図
様
は
わ
ず
か
に
改
変

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
大
部
分
が
先
行
作
品
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。
宗
達
の
創
意
は
選
択
し
た
図
様
の
改
変
と
再
構
成
に
よ
る
が
、
豊

か
な
画
面
空
間
、
舞
人
の
生
動
感
な
ど
は
先
行
作
品
に
は
見
出
せ
な
い
。
こ
れ

ら
を
宗
達
様
式
の
特
色
と
認
め
る
な
ら
ば
、
主
に
図
様
の
改
変
と
構
成
に
よ
っ

て
独
自
の
宗
達
様
式
へ
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
宗
達
の
創
意
が
画
面
構

成
に
強
く
認
め
ら
れ
、
宗
達
芸
術
に
お
け
る
画
面
構
成
お
よ
び
絵
画
空
間
の
特

質
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
作
品
と
言
え
る
。

二
曲
一
双
形
式
の
屏
風
作
品
に
お
い
て
、
一
双
を
一
画
面
と
し
て
構
想
さ
れ

た
か
、
あ
る
い
は
、
一
隻
づ
つ
独
立
し
う
る
対
の
画
面
と
し
て
構
想
さ
れ
た
か



は
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
一
双
の
画
面
を
通
し
て
、

右
下
の
大
太
鼓
、
大
鉦
鼓
、
幌
幕
、
と
左
上
の
松
と
桜
が
広
い
空
間
を
挟
む
よ

う
に
画
面
を
規
定
し
、
両
隻
の
画
面
を
捉
え
る
視
点
の
距
離
や
角
度
も
ほ
ぼ
合

わ
さ
れ
て
い
る
。
一
双
を
通
し
て
画
面
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
が
、
一
隻
づ
つ
独
立
し
た
画
面
と
し
て
も
安
定
し
た
構
図
に
な
っ
て
い
る
。

画
面
が
一
隻
づ
つ
独
立
し
な
が
ら
、
一
双
を
通
し
た
画
面
構
成
が
図
ら
れ
て
い

る
と
す
れ
ば
、
右
隻
と
左
隻
が
直
接
に
連
続
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
通
常
、
二

曲
一
双
形
式
の
屏
風
作
品
が
適
当
な
距
離
を
隔
て
て
置
か
れ
る
こ
と
を
考
慮
す

れ
ば
、
両
隻
は
離
合
関
係
を
意
識
し
て
制
作
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

少
な
く
と
も
、
画
面
構
成
を
分
析
す
る
際
に
は
、
ひ
と
ま
ず
両
隻
を
独
立
さ
せ

て
取
り
扱
う
必
要
が
あ
る
。

右
隻
で
は
右
下
の
大
太
鼓
、
大
鉦
鼓
、
幌
幕
が
画
面
構
成
に
お
い
て
重
要
な

役
割
を
果
た
す
。
幌
幕
が
空
間
を
囲
う
よ
う
に
引
き
回
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

管
方
が
楽
を
奏
す
る
帳
合
の
屋
根
を
覆
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
の

画
面
の
右
下
の
隅
を
斜
め
に
区
画
す
る
帳
舎
の
屋
根
に
よ
っ
て
、
舞
楽
に
と
っ

て
重
要
な
音
楽
と
と
も
に
、
幌
舎
と
平
行
の
位
置
関
係
に
あ
る
地
平
の
広
が
り

が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
幌
幕
に
対
し
て
大
太
鼓
、
大
鉦
鼓
は
、
わ
ず
か
に

左
方
が
前
に
出
る
が
、
画
面
の
縦
方
向
に
従
っ
て
真
直
ぐ
に
立
ち
上
が
る
。
つ

ま
り
、
幌
幕
と
大
太
鼓
、
大
鉦
鼓
に
よ
っ
て
、
画
面
の
水
平
面
と
水
平
面
に
対

す
る
垂
直
方
向
を
示
す
こ
と
で
、
三
次
元
的
な
空
間
軸
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
画
面
の
金
地
は
空
間
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
若
干
の

奥
行
き
を
も
っ
て
広
が
る
地
平
で
あ
る
。
画
面
上
で
視
点
に
最
も
近
い
距
離
に

あ
る
図
様
は
、
画
面
右
下
の
大
太
鼓
、
大
鉦
鼓
、
幌
幕
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
向

こ
う
の
低
い
位
置
に
幌
幕
と
平
行
し
て
地
平
が
広
が
る
。
幌
幕
の
角
度
に
従
え

ば
、
画
面
上
の
地
平
は
右
上
か
ら
左
下
に
傾
い
て
見
え
る
が
、
傾
斜
し
た
地
平

で
の
舞
楽
を
表
現
し
た
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
絵
画
表
現
上
の
傾
斜
で
あ
る
。

地
平
の
傾
き
を
考
慮
す
れ
ば
、
納
曾
利
の
二
人
の
舞
人
が
ほ
ぼ
向
か
い
合
う
こ

と
が
わ
か
る
。
本
来
、
向
か
い
合
う
納
曾
利
の
二
人
が
こ
の
よ
う
に
見
え
る
視

点
、
す
な
わ
ち
、
空
中
か
ら
斜
め
に
傭
轍
す
る
視
点
か
ら
描
か
れ
て
い
る
。
大

画
面
作
品
で
は
、
あ
ま
り
類
の
な
い
画
面
構
成
で
あ
る
が
、
宗
達
は
料
紙
装
飾

と
し
て
色
紙
に
描
い
た
　
「
稲
田
図
」
　
（
ベ
ル
リ
ン
東
洋
美
術
館
蔵
・
挿
図
2
）

に
お
い
て
、
既
に
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
捉
え
る
描
写
を
試
み
て
い
る
。
「
稲

田
図
」
　
の
画
面
右
下
の
刈
田
が
「
舞
楽
図
屏
風
」
　
の
幌
幕
に
、
風
に
穂
を
ゆ
ら

す
稲
が
舞
人
に
あ
た
る
。
「
稲
田
図
」
　
の
畦
の
よ
う
に
、
「
舞
楽
図
屏
風
」
　
の
金

地
に
平
行
す
る
斜
線
を
連
ね
れ
ば
、
こ
の
地
平
の
傾
斜
が
舞
人
の
立
体
感
の
表

現
に
大
き
な
効
果
を
上
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
舞
人
の
図
様
に
は
主
に
裾

の
表
現
に
改
変
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
裾
の
改
変
も
地
平
の
傾
斜
と
関
係
が
あ

る
。
採
桑
老
と
画
面
中
央
下
の
納
曾
利
で
は
、
と
も
に
裾
を
幌
幕
、
す
な
わ
ち

地
平
の
傾
斜
に
合
わ
せ
て
地
平
を
暗
示
し
、
裾
と
舞
人
の
身
体
が
作
る
明
晰
な

角
度
に
よ
っ
て
、
舞
人
の
立
体
感
を
支
え
て
い
る
。
ま
た
、
裾
の
流
動
的
な
動

勢
に
は
、
鳩
杖
を
つ
き
前
か
が
み
な
っ
た
採
桑
老
の
ゆ
っ
く
り
と
し
た
歩
み
、

納
曾
利
の
し
ゃ
が
ん
で
左
の
手
足
を
上
げ
る
動
作
な
ど
、
舞
の
動
き
が
伝
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
も
特
筆
さ
れ
る
。

左
隻
に
お
い
て
も
、
右
隻
と
同
様
に
地
平
の
傾
斜
が
認
め
ら
れ
、
明
ら
か
に

右
隻
と
同
質
の
絵
画
空
間
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
左
隻
で
は
、
画
面
左
上
の
松

と
桜
が
空
間
軸
を
設
定
し
、
地
平
の
広
が
り
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

画
面
構
成
も
、
「
蓮
池
水
禽
図
」
　
（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）
　
を
は
じ
め
、
宗
達
作

品
に
は
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
舞
楽
図
屏
風
」
　
の
右
隻
と
左
隻
を
独

2



立
さ
せ
れ
ば
、
と
も
に
宗
達
作
品
に
類
例
が
見
出
せ
る
こ
と
は
興
味
深
く
、
両

隻
が
自
立
し
な
が
ら
も
連
続
す
る
離
合
関
係
に
あ
る
こ
と
の
傍
証
と
な
る
。
た

だ
し
、
右
隻
と
左
隻
の
画
面
を
越
え
て
、
舞
人
の
姿
、
裾
、
視
線
が
緊
密
に
関

係
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
最
終
的
に
は
両
隻
を
通
し
た
画
面
構
成
が
図
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
両
隻
を
通
し
て
一
画
面
と
し
て
見
た
場
合
、

右
隻
の
大
太
鼓
、
大
鉦
鼓
、
幌
幕
か
ら
左
隻
の
松
と
桜
に
い
た
る
ま
で
の
奥
行

き
の
あ
る
空
間
に
、
右
上
か
ら
左
下
へ
地
平
が
ゆ
る
や
か
に
傾
斜
し
て
い
く
。

こ
の
地
平
に
は
、
右
隻
と
左
隻
を
別
々
に
見
る
際
に
は
そ
れ
ほ
ど
感
じ
ら
れ
な

か
っ
た
、
右
上
か
ら
左
下
へ
向
か
う
動
き
が
生
じ
て
い
る
。
地
平
の
幅
広
い
流

れ
は
右
隻
と
左
隻
の
絵
画
空
間
を
融
合
し
、
正
面
、
背
面
、
側
面
と
多
様
な
角

度
で
描
か
れ
た
舞
人
に
生
動
感
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
画
面
構
成
と
流

れ
る
絵
画
空
間
は
、
「
四
季
草
花
下
絵
古
今
集
和
歌
巻
」
　
（
畠
山
記
念
館
蔵
・
挿

図
3
）
　
の
つ
つ
じ
の
場
面
に
見
ら
れ
、
画
面
形
式
自
体
に
動
き
を
含
む
巻
子
作

品
の
制
作
で
見
出
し
た
表
現
を
、
大
画
面
へ
展
開
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
。風

神
雷
神
国
展
風

「
風
神
雷
神
図
屏
風
」
　
（
建
仁
寺
蔵
・
挿
図
4
）
　
と
　
「
舞
楽
図
屏
風
」
　
の
画
題

は
と
も
に
大
和
絵
系
人
物
図
の
伝
統
に
つ
な
が
り
、
二
曲
一
双
の
金
地
屏
風
で

あ
る
こ
と
な
ど
、
多
く
の
点
で
共
通
し
て
い
る
。
「
風
神
雷
神
図
屏
風
」
　
に
描

か
れ
る
図
様
は
　
「
舞
楽
図
屏
風
」
　
よ
り
も
さ
ら
に
少
な
く
、
風
神
と
雷
神
の
他

に
は
、
金
地
の
上
か
ら
塁
と
銀
泥
を
た
ら
し
込
ん
だ
雲
だ
け
で
あ
る
。
風
神
と

雷
神
の
図
様
も
古
絵
巻
な
ど
の
先
行
作
品
を
踏
襲
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

が
、
「
舞
楽
図
屏
風
」
　
ほ
ど
近
似
す
る
図
様
を
描
く
作
品
は
確
認
さ
れ
て
い
な

い
。
特
定
の
作
品
か
ら
図
様
を
写
し
た
の
で
は
な
く
、
両
神
の
姿
に
は
複
数
の

原
型
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
「
舞
楽
図
屏
風
」
　
の
羅
陵
王
と
採

桑
老
の
姿
　
（
挿
図
5
）
　
に
も
、
「
風
神
雷
神
図
屏
風
」
　
の
風
神
、
雷
神
に
通
じ

る
特
色
が
認
め
ら
れ
る
。

「
風
神
雷
神
図
屏
風
」
　
の
画
面
構
成
は
、
画
面
空
間
に
お
け
る
風
神
雷
神
と

雲
の
関
係
に
集
約
さ
れ
る
。
「
舞
楽
図
屏
風
」
と
異
な
る
の
は
金
地
の
解
釈
で

あ
る
。
「
舞
楽
図
屏
風
」
　
の
金
地
は
地
平
で
あ
っ
た
が
、
「
風
神
雷
神
図
屏
風
」

の
金
地
は
抽
象
的
な
虚
空
に
す
ぎ
ず
、
両
神
の
位
置
す
る
平
面
を
新
た
に
設
定

す
る
必
要
が
あ
る
。
「
風
神
雷
神
図
屏
風
」
　
に
お
い
て
　
「
舞
楽
図
屏
風
」
　
の
金

地
の
地
平
と
同
様
の
役
割
を
果
た
す
の
は
雲
の
表
現
で
あ
る
。
雲
は
半
ば
透
明

な
質
感
と
暖
味
な
量
感
を
表
現
す
る
風
神
雷
神
の
背
景
で
は
な
く
、
は
っ
き
り

と
し
た
固
有
の
量
感
を
備
え
た
図
様
と
し
て
措
か
れ
て
い
る
。
雷
神
を
描
く
左

隻
で
は
、
雲
は
虚
空
を
斜
め
に
切
る
よ
う
に
、
画
面
の
左
上
の
奥
か
ら
カ
ー
ブ

を
措
い
て
右
下
の
前
方
へ
降
り
、
こ
の
右
下
へ
傾
斜
す
る
雲
の
上
に
雷
神
が
乗

っ
て
い
る
。
雲
に
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き
が
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
宗
達
は

「
鶴
図
」
　
（
ベ
ル
リ
ン
東
洋
美
術
館
蔵
・
挿
図
6
）
　
の
飛
翔
す
る
鶴
の
群
れ
に
お

い
て
、
こ
の
よ
う
な
動
き
の
あ
る
表
現
を
試
み
て
い
る
。
視
点
は
雲
を
見
下
ろ

す
高
い
位
置
に
あ
り
、
雷
神
は
雲
の
傾
斜
に
対
し
て
画
面
の
縦
方
向
に
従
っ
て

ほ
ぼ
真
直
ぐ
に
立
ち
上
が
る
。
た
だ
し
、
雷
神
は
画
面
と
正
対
せ
ず
、
左
の
手

と
足
を
突
き
出
し
て
身
体
を
ひ
ね
っ
て
お
り
、
そ
の
傾
き
は
雷
神
の
周
囲
を
巡

る
天
鼓
の
輪
の
わ
ず
か
な
歪
み
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
雲
と
雷
神
に
よ
っ

て
示
さ
れ
た
絵
画
空
間
は
天
衣
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強
め
ら
れ
て
い
る
。
雲
、
雷

神
、
天
衣
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
三
つ
の
方
向
性
を
示
す
こ
と
で
、
空
間
軸
が
設

3



定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
雷
神
の
天
衣
は
　
「
舞
楽
図
屏
風
」
　
の
舞
人
の

裾
以
上
に
重
要
な
図
様
で
あ
り
、
雷
神
や
雲
と
の
均
衡
を
図
る
と
と
も
に
、
雷

神
の
身
体
に
絡
む
天
衣
は
雷
神
の
量
感
を
表
し
、
虚
空
に
な
び
く
天
衣
に
は
雷

神
の
動
き
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

右
隻
に
お
け
る
雲
と
風
神
の
関
係
も
左
隻
と
同
様
で
あ
る
。
雲
は
画
面
外
の

斜
め
上
か
ら
滑
り
込
み
、
そ
の
先
端
部
分
に
少
し
前
に
傾
く
角
度
が
表
れ
て
い

る
。
右
隻
の
雲
と
風
神
の
関
係
は
、
「
源
氏
物
語
関
屋
浮
標
図
屏
風
」
　
（
静
嘉
堂

文
庫
美
術
館
蔵
・
挿
図
7
）
　
の
関
屋
を
描
く
隻
の
右
側
、
光
源
氏
の
乗
る
牛
車

と
金
地
の
地
平
の
関
係
を
想
起
さ
せ
る
。
雲
に
乗
る
風
神
は
左
前
方
へ
大
き
く

左
足
を
踏
み
出
し
、
こ
の
風
神
の
身
体
の
横
方
向
に
応
じ
て
風
袋
の
角
度
を
合

わ
せ
、
天
衣
を
後
方
に
な
び
か
せ
て
い
る
。
風
神
の
背
後
に
は
、
風
袋
と
天
衣

に
よ
っ
て
厚
み
の
あ
る
空
間
が
形
成
さ
れ
、
押
し
出
す
よ
う
に
し
て
風
神
の
立

体
感
と
動
き
を
強
め
て
い
る
。

「
風
神
雷
神
図
屏
風
」
　
の
雲
が
地
平
に
準
じ
る
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と

が
確
認
で
き
た
が
、
右
隻
と
左
隻
で
は
雲
の
角
度
は
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
つ

ま
り
、
風
神
と
雷
神
は
同
じ
空
間
内
で
は
あ
る
が
、
異
な
る
平
面
上
に
置
か
れ

て
い
る
。
雲
の
塁
と
銀
泥
に
よ
る
濃
度
の
調
子
を
見
れ
ば
、
わ
ず
か
で
は
あ
る

が
、
右
隻
の
風
神
が
左
隻
の
雷
神
よ
り
も
近
く
、
左
隻
の
画
面
空
間
が
右
隻
よ

り
も
深
い
よ
う
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
両
隻
を
併
置
す
れ
ば
、
画
面

の
深
み
や
広
が
り
が
飛
躍
的
に
加
わ
り
、
絵
画
空
間
が
よ
り
充
実
す
る
こ
と
は

確
か
で
あ
り
、
右
隻
と
左
隻
の
画
面
が
独
立
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
「
舞

楽
図
屏
風
」
と
同
様
に
両
隻
の
間
に
離
合
関
係
を
想
定
し
、
両
隻
の
雲
を
関
係

付
け
る
図
様
を
画
面
内
に
求
め
れ
ば
、
左
隻
の
雷
神
の
天
衣
　
（
挿
図
8
）
　
に
注

目
さ
れ
る
。
雷
神
の
両
肩
に
は
天
衣
が
後
方
へ
な
び
く
よ
う
に
周
っ
て
お
り
、

雷
神
の
右
肩
に
か
か
る
天
衣
の
形
状
は
左
隻
の
雲
と
、
左
腕
に
至
る
直
前
の
天

衣
の
形
状
は
右
隻
の
雲
と
ほ
ぼ
相
似
的
な
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
画
面
空
間
の

統
一
を
考
慮
し
、
中
空
に
舞
う
天
衣
の
輪
が
風
神
と
雷
神
の
乗
る
雲
と
平
行
す

る
平
面
上
に
描
か
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
天
衣
と
同
様
に
風
神
と
雷
神
の
乗
る

雲
も
画
面
の
枠
を
越
え
、
内
側
に
大
き
な
空
間
を
丸
く
抱
え
る
よ
う
に
連
続
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
風
神
が
わ
ず
か
に
前
に
位
置
し
、
雷
神
の
周
囲

の
空
間
が
深
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
天
衣
の
描
写
か
ら
推
測
で
き
る
。
こ
の

よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
絵
画
空
間
を
形
成
す
る
画
面
構
成
も
、
宗
達
作
品
で

は
「
風
神
雷
神
図
屏
風
」
だ
け
に
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
源
氏
物
語
関

屋
浮
標
図
屏
風
」
の
関
屋
を
措
く
隻
（
挿
図
7
）
　
に
お
い
て
も
、
図
様
は
「
風

神
雷
神
図
屏
風
」
　
の
雲
と
同
じ
よ
う
な
軌
跡
を
措
く
地
平
に
配
さ
れ
、
内
側
に

空
間
を
抱
え
る
よ
う
に
し
て
流
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

「
舞
楽
図
屏
風
」
と
「
風
神
雷
神
図
屏
風
」
　
の
画
面
構
成
に
検
討
を
加
え
た

結
果
、
多
く
の
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
い
ず
れ
も
視
点
を
高
く
定

め
て
空
間
軸
を
設
定
し
、
舞
人
や
風
神
、
雷
神
の
姿
を
画
面
に
し
っ
か
り
と
位

置
付
け
て
い
る
。
「
舞
楽
図
屏
風
」
　
の
舞
人
は
地
平
の
ゆ
っ
た
り
し
た
傾
斜
に

合
わ
せ
て
舞
い
、
「
風
神
雷
神
図
屏
風
」
　
で
は
風
神
と
雷
神
、
雲
、
天
衣
の
全

て
が
動
き
な
が
ら
、
空
間
軸
そ
の
も
の
と
な
っ
て
絵
画
空
間
を
生
み
出
し
て
い

る
。
画
面
の
枠
組
に
よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
て
い
る
の
は
平
面
で
は
な
く
空
間
で

あ
り
、
視
点
の
角
度
に
よ
っ
て
空
間
に
ま
で
動
き
を
含
ま
せ
て
い
る
。
宗
達
は

現
実
の
光
景
に
近
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
絵
画
的
な
表
現
に
よ

4



っ
て
舞
人
や
風
神
、
雷
神
に
現
実
以
上
の
生
動
感
を
与
え
て
お
り
、
一
貫
し
て

絵
画
空
間
に
対
す
る
強
い
意
識
と
造
形
表
現
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
へ
の
志
向
が
働

い
て
い
る
。
図
様
の
踏
襲
が
示
す
よ
う
に
、
宗
達
は
大
和
絵
の
伝
統
に
つ
な
が

る
先
行
作
品
か
ら
多
く
を
学
ん
で
い
る
が
、
初
期
作
品
と
考
え
ら
れ
て
い
る
料

紙
装
飾
に
「
舞
楽
図
屏
風
」
　
や
「
風
神
雷
神
図
屏
風
」
　
に
通
じ
る
絵
画
表
現
が

既
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。
画
面
形
式
が
異
な
れ
ば
、
同
種
の

表
現
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
効
果
は
必
ず
し
も
同
じ
と
は
言
え
な
い
。
宗
達
特
有

の
豊
か
な
絵
画
空
間
は
、
手
元
で
眺
め
る
小
画
面
の
料
紙
装
飾
の
制
作
で
培
っ

た
様
々
な
表
現
が
、
開
か
れ
た
大
画
面
作
品
へ
展
開
す
る
こ
と
で
現
実
感
を
強

め
、
鑑
賞
者
を
巻
き
込
む
ほ
ど
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
と
力
強
さ
を
獲
得
し
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宗
達
芸
術
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
絵
画
空
間
の
表
現

に
お
い
て
も
、
初
期
作
品
と
考
え
ら
れ
て
い
る
料
紙
装
飾
の
重
要
性
が
再
認
識

さ
れ
る
。

図
版
目
録
所
収
　
大
和
文
華
館
　
平
成
二
年
十
月
）

（
図
版
出
典
）

挿
図
1
、
4
、
5
、
7
、
8

山
根
有
三
編
『
琳
派
絵
画
全
集
　
宗
達
派
一
』
　
（
日
本
経
済
新
聞
社
　
昭
和
五
二
年
四
月
）

挿
図
2
、
3
、
6

国
華
社
編
　
『
光
悦
書
宗
達
金
銀
泥
絵
　
図
録
編
』
　
（
朝
日
新
聞
社
　
昭
和
五
三
年
三
月
）

注（
1
）
　
宗
達
作
品
の
画
面
構
成
に
関
す
る
研
究
に
は
、
次
の
よ
う
な
論
文
が
上
げ
ら
れ
る
。

水
尾
博
「
扇
面
構
図
論
臣
宗
達
派
構
図
研
究
へ
の
序
論
－
」
　
（
国
華
七
八
五
号
　
昭
和
三

二
年
八
月
）

水
尾
博
「
宗
達
屏
風
画
構
図
論
」
　
（
国
華
八
一
四
号
　
昭
和
三
五
年
一
月
）

山
根
有
三
　
「
宗
達
芸
術
の
出
現
と
そ
の
展
開
」
　
（
山
根
有
三
著
　
『
原
色
日
本
の
美
術
　
第

一
四
巻
　
宗
達
と
光
琳
』
所
収
　
小
学
館
　
昭
和
四
四
年
七
月
）

辻
惟
雄
「
舞
楽
図
の
系
譜
と
宗
達
筆
「
舞
楽
図
」
」
　
（
山
根
有
三
編
　
『
琳
派
絵
画
全
集
　
宗

達
派
一
』
所
収
　
日
本
経
済
新
聞
社
　
昭
和
五
二
年
四
月
）

（
2
）
　
拙
稿
「
料
紙
装
飾
と
俵
屋
宗
達
」
　
（
「
俵
屋
宗
達
－
料
紙
装
飾
と
扇
面
画
を
中
心
に
－
」
展

中
部
義
隆
　
（
な
か
べ
・
よ
し
た
か
）

一
九
八
五
年

一
九
八
七
年

一
九
八
七
年

一
九
八
八
年

神
戸
大
学
文
学
部
卒
業

神
戸
大
学
文
学
研
究
科
修
了

神
戸
大
学
文
化
学
研
究
科
中
途
退
学

神
戸
大
学
文
学
部
助
手

大
和
文
華
館
学
芸
部
課
長

神
戸
大
学
大
学
院
客
員
教
授
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車軸

図1　舞楽図屏風　醍醐寺蔵 図2　稲田図

ベルリン東洋美術館蔵

図3　四季草花下絵古今集和歌巻（部分・つつじ）　　　　図5　舞楽図屏風（部分・採桑老）　醍醐寺蔵

畠山記念館蔵

図6　鶴図

ベルリン東洋美術館蔵

図4　風神雷神図屏風　建仁寺蔵

図8　風神雷神図屏風（部分・天衣）
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