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KYOTO NATIONAL MUSEUM

関
連
土
曜
講
座
◆

「
猿
へ
の
ま
な
ざ
し
―
申
年
に
ち
な
ん
で
―
」

日　

時
：
１
月
23
日
（
土
）
午
後
１
時
30
時
か
ら
３
時

講　

師
：
井
並
林
太
郎
（
京
都
国
立
博
物
館  

学
芸
部
研
究
員
）

会　

場
：
平
成
知
新
館
講
堂
（
地
下
１
階
）

定　

員
：
２
０
０
名　
　

聴
講
料
：
無
料
（
た
だ
し
、
観
覧
券
等
が
必
要
で
す
）

※
当
日
12
時
よ
り
平
成
知
新
館
１
階
グ
ラ
ン
ド
ロ
ビ
ー
に
て

　

整
理
券
を
配
布
し
ま
す
。
定
員
に
な
り
次
第
、
整
理
券
配

　

布
を
終
了
し
ま
す
。

展
示
作
品
一
覧

第
一
章
　
猿
と
神
さ
ま
・
仏
さ
ま 

❶

十
二
支
像
護
石
拓
本　

一
枚　

京
都
国
立
博
物
館

壁
画
模
本	

杉
本
哲
郎
筆　

一
枚　

京
都
国
立
博
物
館	

国
宝　

日
本
霊
異
記　

巻
下　

京
都
・
来
迎
院

仏
涅
槃
図　

一
幅　

京
都
国
立
博
物
館	

重
文　

十
六
羅
漢
像　

伝
貫
休
筆	

二
幅　

京
都
・
高
台
寺

日
吉
山
王
垂
迹
曼
荼
羅
図　

一
幅	

京
都
当
道
会

青
面
金
剛
像　

一
幅	

	

高
祖
大
師
秘
密
縁
起　

巻
九　

京
都
・
安
楽
寿
院

日
蓮
聖
人
註
画
讃　

窪
田
統
泰
筆	

巻
五　

京
都
・
本
圀
寺

（
展
示
期
間
：
12
月
15
日
～
12
月
25
日
）

重
文　

融
通
念
仏
縁
起　

巻
上　

京
都
・
禅
林
寺

（
展
示
期
間
：
1
月
２
日
～
１
月
24
日
）

第
二
章
　
舞
い
お
ど
る
猿 

❷

壬
生
三
面
（
猿
、
姥
、
伯
蔵
主
）	

三
面　

京
都
・
壬
生
寺

大
念
仏
会
狂
言
作
御
面
版
木　

一
枚　

	

京
都
・
壬
生
寺　

狂
言
面
（
猿
）　

一
面　

京
都
・
壬
生
寺

重
文　

十
二
類
絵
巻　

巻
上	

重
文　

融
通
念
仏
縁
起　

巻
下　

京
都
・
禅
林
寺

耕
作
図
屏
風　

狩
野
永
良
筆　

六
曲
一
隻	

盃
廻
し
・
狙
公
図　

英
一
蝶
筆　

二
幅　

兵
庫
・
大
手
前
学
園

第
三
章
　
中
世
水
墨
画
の
「
牧
谿
猿
」 

❸

重
文　

巌
樹
遊
猿
図
屏
風　

六
曲
一
双　

京
都
国
立
博
物
館

猿
蟹
図　

雪
村
筆　

一
幅

猿
猴
図　

筑
陽
筆　

一
幅

猿
猴
図　

江
月
宗
玩
賛　

一
幅

猿
猴
図
扇
面　

信
俊
印　

一
幅

猿
猴
図
扇
面　

伝
養
拙
筆　

一
幅

重
文　

雪
裡
三
友
図　

玉
畹
梵
芳
等
賛　

一
幅　

京
都
国
立
博
物
館

富
嶽
図　

是
庵
筆　

一
幅　

京
都
国
立
博
物
館

鷹
図　

等
梅
図　

一
幅

重要文化財　十二類絵巻　巻上　部分

日蓮聖人註画讃　巻五　窪田統泰筆　京都・本圀寺

第
四
章
　
個
性
の
絵
師
た
ち
、
猿
を
描
く 

❹

猿
猴
図　

伝
牧
谿
筆　

一
幅

太
公
望
・
梅
小
禽
・
猿
猴
図　

狩
野
山
楽
筆　

三
幅
対	

柿
に
猿
及
柚
子
図
屏
風　

六
曲
一
双
の
う
ち　

京
都
・
西
教
寺

猿
猴
図　

白
隠
筆　

一
幅

猿
蟹
図　

伊
藤
若
冲
筆　

一
幅

猿
猴
図　

曾
我
蕭
白
筆　

一
幅

猿
猴
図　

長
沢
芦
雪
筆　

一
面

群
猿
・
唐
子
図
屏
風　

長
沢
芦
雪
筆　

六
曲
一
双	

花
卉
鳥
獣
図
巻　

国
井
応
文
・
望
月
玉
泉
筆　

一
巻　

京
都
国
立
博
物
館　

小
特
集
　
猿
描
き
の
名
手
　
森
狙
仙 

❺

雪
中
三
獣
図
襖　

森
狙
仙
筆　

四
面　

京
都
・
廣
誠
院　

親
子
猿
図
屏
風　

森
狙
仙
筆　

二
曲
一
隻

猿
図
絵
馬	

森
狙
仙
筆　

一
面　

兵
庫
・
柿
本
神
社

第
五
章
　
暮
ら
し
の
中
の
猿
の
か
た
ち 

❺

仏
法
不
思
議
図
冊　

明
福
筆　

一
帖
（
二
十
図
の
う
ち
一
図
）

偸
桃
図　

斉
白
石
筆　

一
幅

松
下
三
賢
図　

江
稼
圃
筆　

一
幅　

京
都
国
立
博
物
館

猿
公
図　

容
祖
椿
筆　

一
幅　

京
都
国
立
博
物
館

猿
猴
捕
月
透
鐔　

無
銘　

伝
正
阿
弥　

一
枚　

京
都
国
立
博
物
館

群
猿
透
鐔　

無
銘　

伝
矢
上
光
広　

一
枚　

京
都
国
立
博
物
館

三
猿
緒
締　

線
刻
銘
「
懐
玉
」　

一
個　

京
都
国
立
博
物
館

瓢
箪
猿
根
付　

陽
刻
銘
「
谷
」　

一
個　

京
都
国
立
博
物
館

猿
根
付　

線
刻
銘
「
正
直
」　

一
個　

京
都
国
立
博
物
館

猿
回
し
根
付　

線
刻
銘
「
旭
斎
」　

一
個　

京
都
国
立
博
物
館

梅
猿
猴
蒔
絵
硯
箱　

一
合　

京
都
国
立
博
物
館

遊
猿
図
蒔
絵
小
箱　

一
個

２
０
１
５
年 

２
０
１
６
年 

12
月 

15
日（
火
）～
１
月 

24
日（
日
）

【
平
成
知
新
館  

２
Ｆ
─
１
～
５
】

十
二
類
絵
巻

【
猿
の
詞

こ
と
ば

書が
き

】

よ
ろ
づ
の
物
の
中
に
猿
こ
そ

す
ぐ
れ
た
れ
や
な
。
春
は
花
の

ち
ら
ざ
る
、
秋
は
月
の
く
も
ら
ざ
る
、

思
ふ
人
に
は
は
な
れ
ざ
る
、
つ
ら
き
め

人
に
は
あ
は
ざ
る
。
巴
猿
三
叫
暁

行
人
の
裳
を
う
る
を
す
。

わ
り
な
く
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
。	

わ
び
し
ら
に
ま
し
ら
な

な
き
そ
と
、
み
つ
ね
が

詠
し
け
る
も
、
や
さ
し
く
ぞ

き
こ
ゆ
る
。

山
王
の
侍
者
ど
も
我
を
ぞ

さ
だ
め
給
へ
る
。
年
ご
と
の
卯
月
に
は
、

我
日
ぞ
み
ゆ
き
な
り
け
る
。
大

行
事
と
申
は
、
則
我
か
た
ち
よ
。

神
護
寺
の
法
華
会
、
さ
る
の

孝
養
と
か
や
な
。
五
百
の
猿
の
は
て
こ
そ

辟
子
仏
と
な
り
し
か
。

目
出
度
覚
ゆ
る
。

や
れ
や
れ
。

【
現
代
語
訳
】

あ
ら
ゆ
る
物
の
中
で
猿
こ
そ
が
優
れ
て
い
る
の
で
す
。

春
に
は
花
が
散
ら
ざ
る
、
秋
に
は
月
が
曇
ら
ざ
る
、

愛
す
る
人
と
は
離
れ
ざ
る
、
つ
ら
い
目
に
は
遭
わ
ざ
る
。

夜
明
け
前
に
幾
度
も
聞
こ
え
て
く
る
巴は

猿え
ん

の
鳴
き
声
を
聞
い
て
、
旅
人
が
涙
で

衣
を
濡
ら
す
と
い
う
詩
は
、
な
ん
と
も
素
晴
ら
し
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。（
※
１
）

そ
ん
な
に
心
細
く
鳴
い
て
く
れ
る
な
と
、
躬み

恒つ
ね

が
猿
に
詠う
た

い
か
け
た
と
い
う
の

も
、
趣
深
い
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。（
※
２
）

山
王
権
現
の
侍
者
た
ち
は
私
を
お
祀ま
つ

り
に
な
り
、
毎
年
四
月
の
私
（
申
）
の
日

に
は
御み

ゆ
き幸

が
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
い
ま
す
。（
※
３
）

大
行
事
権
現
と
申
す
神
様
は
、言
う
ま
で
も
な
く
私
の
姿
を
し
て
い
ま
す
。（
※
４
）

神
護
寺
の
法
華
会
も
、
猿
の
孝
き
ょ
う
よ
う養

を
し
て
い
る
と
か
い
う
こ
と
で
す
。（
※
５
）

五
百
の
猿
に
は
、
辟び
ゃ
く
し
ぶ
つ

子
仏
（
仏
教
の
聖
者
）
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。

（
※
６
）

お
め
で
た
い
こ
と
で
す
。
や
れ
、
や
れ
。

【
注 

釈
】

※
１ 

大
江
澄す
み
あ
き
ら
明
に
よ
る
、『
和
漢
朗
詠
集
』
所
収
の
詩
を
指
す
。

 

　

胡
雁
一
声　

秋
破
商
客
之
夢

 

　

巴
猿
三
叫　

暁
霑
行
人
之
裳

 

「
巴
猿
」
は
、
河
北
省
西
部
、
揚
子
江
の
巴は
き
ょ
う峡
に
棲
む
猿
の
こ
と
。

※
２ 

三
十
六
歌
仙
の
ひ
と
り
、
凡
お
お
し
こ
う
ち
の
み
つ
ね

河
内
躬
恒
に
よ
る
、『
古
今
和
歌
集
』
所
収
の
歌
を
指
す
。

 

わ
び
し
ら
に　

猿
ま
し
らな
な
き
そ　

あ
し
ひ
き
の　

山
の
か
ひ
あ
る　

今
日
に
や
は
あ
ら
ぬ

※
３ 

猿
を
神
の
使
い
と
し
て
信
仰
す
る
日
吉
大
社
で
は
、
毎
年
四
月
の
中
の
午
、
未
、
申
、
酉
の

 

日
の
四
日
間
、
日
吉
山
王
祭
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
祭
礼
の
中
心
と
な
る
の
は
三
日
目
の

 

申
の
日
で
あ
る
が
、
歌
の
よ
う
に
毎
年
行
幸
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
。

 

た
だ
し
勅
使
は
参
向
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（『
国
史
大
辞
典
』「
日
吉
山
王
祭
」）。

※
４ 

大
行
事
権
現
は
日
吉
大
社
の
摂
社
大お
お
も
の
い
み

物
忌
神
社
の
旧
称
で
、
山
王
二
十
一
社
の
ひ
と
つ
。
山

 

王
曼
荼
羅
に
猿
身
で
描
か
れ
る
。

※
５ 

高
雄
山
神
護
寺
で
法
華
経
書
写
を
お
こ
な
っ
て
い
た
弘
法
大
師
空
海
の
と
こ
ろ
へ
、
一
匹
の

 

猿
が
聴
聞
に
訪
れ
て
い
た
。
空
海
は
仏
法
の
理
解
に
努
め
る
こ
の
猿
の
た
め
に
法
華
経
書
写

 

を
し
よ
う
と
言
い
、
喜
ん
だ
猿
は
薯し
ょ
蕷よ

（
長
芋
）
を
毎
日
届
け
た
。
し
か
し
、
あ
る
朝
猿
が

 

現
れ
な
い
。
探
し
て
み
る
と
、
芋
を
取
ろ
う
と
し
て
穴
に
落
ち
て
死
ん
で
い
た
。
空
海
は
こ

 

の
猿
の
た
め
に
、
法
華
経
を
講
説
す
る
法ほ

っ

華け

会え

を
は
じ
め
た
と
い
う
。
神
護
寺
の
法
華
会
の

 

由
来
を
空
海
と
の
関
わ
り
か
ら
語
る
こ
の
説
話
は
、
元
永
元
年
（
一
一
一
八
）
成
立
の
『
高こ
う
野や

 

大た
い
師し

御ご

広こ
う
伝で
ん
』
収
載
の
も
の
が
も
っ
と
も
古
い
例
で
あ
る
。
絵
巻
物
で
は
、
本
展
示
出
陳
の

 

応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）
成
立
・
高
祖
大
師
秘
密
縁
起
に
収
録
さ
れ
る
。

※
６ 

辟
子
仏
は
他
者
の
助
け
を
借
り
ず
悟
り
に
至
っ
た
聖
者
の
こ
と
。
別
名
は
縁え
ん

覚が
く
と
も
い
い
、

 

猿
と
は
エ
ン
と
い
う
音
が
通
じ
て
い
る
。
出
家
し
た
猿
が
女
房
と
と
も
に
諸
国
を
め
ぐ
り
、
極

 

楽
往
生
を
果
た
す
お
伽と
ぎ
草
子「
ゑ
ん
が
く
」が
あ
る
。
ま
た
、『
六ろ
く
度ど

集じ
っ

経き
ょ
う』収
録
の
説
話
に
は
、

 

一
族
を
守
っ
た
猿
の
王
を
仏
と
し
、
こ
れ
に
従
っ
た
五
百
の
猿
を
比び

丘く

（
修
行
僧
）
と
す
る

 

一
節
が
あ
る
。

❶❷

❸

❹

❺

重要文化財　十二類絵巻　巻上　部分

３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
ー
で
拡
大

し
て
つ
く
っ
た
根
付
を

さ
わ
っ
て
み
よ
う
！

重
文
…
重
要
文
化
財

主な参考文献
廣瀬鎭『猿』「ものと人間の文化史」34、法政大学出版局、1979 年
R・H・ファン・フーリク『中国のテナガザル』（中野美代子・高橋宣勝訳）博品社、1992 年
大貫恵美子『日本文化と猿』「平凡社選書」154、平凡社、1995 年



　
　

猿
は
、
李り

白は
く

や
杜と

甫ほ

の
詩
に
、
哀
切
沈
痛
な
鳴
き
声
を
発
す
る
獣
と

　

し
て
詠
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
猿
」
は
大
陸
に
棲
息
す
る
テ
ナ
ガ
ザ

ル
を
意
味
し
ま
す
が
、
日
本
で
は
固
有
種
で
あ
る
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の
こ
と
を

表
し
ま
し
た
。
平
安
貴
族
は
中
国
の
詩
人
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
悲
し
げ

な
鳴
き
声
を
自
分
の
心
と
重
ね
て
和
歌
を
詠
み
ま
し
た
。
十
一
世
紀
初
め

の
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
は
、「
猿
」
の
項
目
が
立
て
ら
れ
、
す
ぐ
れ
た
漢

詩
と
和
歌
が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
宮
廷
で
は
詩
歌
の
情
景
を
絵
画
化
し

た
屏び

ょ
う
ぶ風

や
襖ふ
す
まな

ど
が
用
い
ら
れ
て
い
た
た
め
、
そ
こ
に
は
猿
の
姿
も
見
ら

れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
作
品
は
現
存
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
山
中
に
活
動
す
る
ニ
ホ
ン
ザ
ル
は
、
鹿
な
ど
と
同
様
に
神
仏

と
交
信
す
る
神
聖
な
獣
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
き
ま
し
た
。『
日
本
霊
異
記
』

に
は
、
滋
賀
県
野
洲
郡
の
三み

上か
み

山や
ま

で
修
行
僧
の
前
に
現
れ
た
白
い
猿
が
、

前
世
は
東
天
竺
国
の
大
王
で
あ
っ
た
神
と
名
乗
っ
て
、
法
華
経
を
読
誦
し

て
く
れ
る
よ
う
願
い
出
る
話
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

同
じ
く
滋
賀
県
の
大
津
市
に
鎮
座
す
る
日
吉
大
社
は
、
延
暦
寺
を
鎮
護

す
る
神
社
で
す
。
そ
こ
で
は
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
比
叡
山
に
棲
息
す
る

猿
を
祭
神
の
使
い
と
し
て
き
ま
し
た
。
日
吉
の
神
々
の
姿
を
示
し
、
礼
拝

の
対
象
と
し
た
日ひ

吉え

山さ
ん

王の
う

垂す
い

迹じ
ゃ
く

曼ま
ん

荼だ

羅ら

の
多
く
に
は
、
社
殿
に
上
が
る

階き
ざ
は
し

付
近
に
猿
が
数
匹
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

道
教
の
三さ

ん

尸し

説せ
つ

に
基
づ
く
庚こ
う

申し
ん

信
仰
に
お
い
て
、
除
災
延
命
を
祈
願
し

て
青
し
ょ
う
め
ん面

金
剛
の
絵
や
彫
像
を
祀
る
と
き
、
そ
の
足
元
に
三
猿
（
見
ざ
る
・

聞
か
ざ
る
・
言
わ
ざ
る
）
を
配
し
ま
す
。
こ
の
三
猿
は
、
天
台
宗
で
重
視

さ
れ
る
空く

う

・
仮げ

・
中ち
ゅ
うの

三
諦
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
一
般
的

に
は
、
人
の
欠
点
に
は
目
を
つ
む
り
耳
を
傾
け
ず
、
不
平
不
満
も
言
わ
な

い
と
い
う
処
世
術
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
、

庚
申
信
仰
と
結
び
つ
い
た
理
由
は
、
は
っ
き
り
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

猿
は
人
間
の
姿
に
近
い
こ
と
か
ら
、
同
等
の
知
能
を
も
ち
仏
法
を
理
解

す
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
釈
迦
の
入
滅
を
悲
し
み
、
羅
漢
に
付
き
添

う
動
物
と
し
て
、
涅
槃
図
や
羅
羅
図
に
猿
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
描

か
れ
て
い
ま
す
。
高
祖
大
師
秘
密
縁
起
（
安
楽
寿
院
蔵
）
巻
九
収
録
の
、

修
行
中
の
空
海
に
毎
日
長
芋
を
届
け
た
猿
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
仏
教
に
帰

依
す
る
素
質
を
も
っ
た
獣
と
し
て
猿
を
表
し
た
例
の
ひ
と
つ
で
す
。
こ
の

説
話
は
、
古
く
は
十
二
世
紀
初
め
の
空
海
伝
に
神
護
寺
の
法
華
会
の
由
来

と
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、『
法ほ

っ

華け

験げ
ん

記き

』
や
『
今
昔
物
語
集
』
に
も
似
た

話
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
  

か
つ
て
馬
を
飼
育
す
る
厩う
ま
やに

は
、
猿
が

　

繋
が
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
馬
の
健

康
維
持
に
猿
や
、
そ
の
舞
が
効
果
を
発
揮
す

る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
で
す
。
や
が
て

猿
を
連
れ
、
舞
を
さ
せ
る
専
門
の
職
能
を
も

つ
者
が
出
て
、
猿
回
し
・
猿
曳ひ

き
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
芸
能
者
は
、
猿

の
霊
力
を
発
揮
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の

舞
を
民
衆
に
見
せ
楽
し
ま
せ
る
大
道
芸
人
と

し
て
も
活
躍
の
場
を
広
げ
て
い
き
ま
し
た
。

融ゆ
う

通づ
う

念ね
ん

仏ぶ
つ

縁え
ん

起ぎ

絵え

巻ま
き

（
禅
林
寺
蔵
）
巻
下
に

は
、
清
凉
寺
で
催
さ
れ
た
嵯
峨
大
念
仏
に
集
ま
る
参
拝
者
を
客
に
し
て
、

猿
の
芸
を
見
せ
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

嵯
峨
大
念
仏
で
催
さ
れ
る
狂
言
と
と
も
に
「
三
大
念
仏
狂
言
」
の
ひ

と
つ
と
さ
れ
る
壬み

生ぶ

狂
言
で
は
、
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
、

猿
が
綱
渡
り
な
ど
の
曲
芸
を
披
露
す
る
、
現
在
で
は
失
わ
れ
た
演
目
が
お

こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
も
当
初
は
日
吉
山
王
信
仰
、
つ
ま
り
神
の

使
い
で
あ
る
猿
の
神
通
力
へ
の
期
待
か
ら
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

壬
生
寺
に
伝
わ
る
「
壬
生
三
面
」
は
制
作
時
期
が
室
町
時
代
に
遡

さ
か
の
ぼる
面
と

し
て
き
わ
め
て
貴
重
で
す
が
、
そ
の
う
ち
「
猿
」
の
面
は
こ
の
演
目
に
お

い
て
使
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
も
の
で
す
。
こ
う
し
た
曲
芸
も
、

時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
呪
術
的
な
意
味
合
い
を
薄
め
て
、
よ
り
多
く
の
人

が
楽
し
め
る
都
市
部
の
娯
楽
と
し
て
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

都
市
文
化
の
成
熟
の
中
で
、
猿
は
世
俗
的
な
祈
願
を
叶
え
る
動
物
と
し

て
も
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
日
本
で
は
魔
が「
去
る
」

と
し
て
建
築
に
彫
刻
が
配
置
さ
れ
た
ほ
か
、
中
国
の
テ
ナ
ガ
ザ
ル
は
長

寿
や
立
身
出
世
の
象
徴
で
し
た
。
こ
う
し
た
吉
祥
の
意
味
を
も
つ
猿
は
、

文
化
人
の
暮
ら
し
の
中
で
、
た
と
え
ば
根
付
や
刀
鐔
、
居
室
に
掛
け
る
絵

画
な
ど
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

　

博
物
学
が
流
行
し
た
江
戸
時
代
に
は
、
自
然
科
学
的
な
世
界
観
の
萌
芽

が
み
と
め
ら
れ
ま
す
。
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
ま
で
に
日
本
に
到
来
し

て
い
た
明
の
李り

時じ

珍ち
ん

に
よ
る
百
科
全
書
『
本ほ
ん

草ぞ
う

綱こ
う

目も
く

』
で
は
、
猿
は
「
寓

類
」、
す
な
わ
ち
人
間
に
近
い
獣
と
し
て
整
然
と
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。

円
山
応
挙
が
写
生
を
重
視
し
、
絵
の
制
作
に
あ
た
っ
て
モ
チ
ー
フ
の
正
確

な
観
察
を
求
め
た
こ
と
も
、
こ
う
し
た
機
運
に
乗
じ
る
も
の
と
考
え
て
よ

い
で
し
ょ
う
。
そ
の
弟
子
長
沢
芦
雪
の
描
い
た
猿
を
見
れ
ば
、
写

生
と
い
う
新
し
い
表
現
志
向
が
、
い
か
に
溌は

つ

剌ら
つ

と
し
た
魅
力
を
放

つ
作
品
を
生
ん
だ
の
か
が
一
目
瞭
然
で
す
。
そ
し
て
、
写
生
画
を

学
び
、
と
り
わ
け
猿
を
得
意
と
し
た
絵
師
と
し
て
、
森
狙そ

仙せ
ん

を
忘

れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
大
坂
を
中
心
に
活
躍
し
た
彼
の
猿
の

絵
は
、
細
密
な
毛
描
き
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
生
命
感
あ
ふ
れ
る
姿
や
、
人
間

ら
し
く
温
か
な
表
情
に
よ
っ
て
、
大
変
な
人
気
を
集
め
ま
し
た
。
猿
と
い

う
主
題
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
追
求
し
た
彼
の
画
業
は
、
日
本
美
術
史
上
に

お
い
て
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

近
代
に
入
り
欧
米
文
化
が
流
入
す
る
と
、
シ
ー
ボ
ル
ト
や
川
原
慶
賀
に

よ
る
『
日
本
動
物
誌
』
編へ

ん

纂さ
ん

、
立た
ち

花ば
な

銑せ
ん

三ざ
ぶ

郎ろ
う

に
よ
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
『
種

の
起
源
』
和
訳
（
当
時
の
書
名
は
『
生
物
始
原
』）
な
ど
を
経
て
、
日
本

の
自
然
科
学
は
飛
躍
的
に
発
展
し
ま
す
。
戦
後
に
は
今
西
錦
司
ら
を
嚆
矢

と
し
て
「
サ
ル
学
」
が
立
ち
あ
が
り
ま
し
た
。
今
日
、
日
本
の
霊
長
類

学
は
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
研
究
分
野
と
な
っ
て
い
ま
す
。
と
き
に
尊
く
、

と
き
に
愉
快
な
、
こ
の
不
思
議
な
動
物
と
、
私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
ど
ん
な

関
係
を
築
い
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
井
並
林
太
郎
）

重要文化財　巌樹遊猿図屏風　式部輝忠筆　京都国立博物館猿図絵馬　森狙仙筆　兵庫・柿本神社

重要文化財　十六羅漢像　伝貫林筆　
京都・高台寺

壬生三面　壬生寺

姥

伯蔵主

重要文化財　融通念仏縁起　巻下　部分　京都・禅林寺

国宝　日本霊異記　巻下　京都・来迎院高祖大師秘密縁起　往忠筆　巻九　部分　京都・安楽寿院

仏涅槃図　京都国立博物館 日吉山王垂迹曼荼羅図　京都当道会

狙公図　英一蝶筆　兵庫・大手前学園

花卉鳥獣図巻　部分　国井応文・望月玉泉筆　京都国立博物館

群猿・唐子図屏風　部分　長沢芦雪筆

三猿緒締　線刻銘「懐玉」　京都国立博物館

　

  

雅
な
王
朝
文
化
や
神
聖
な
信
仰
世
界
で
は
、
猿
は
情
感
豊
か
で
深
遠
・

　

崇
高
、
あ
る
い
は
人
間
の
よ
う
に
知
的
な
動
物
と
し
て
表
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
親
し
み
や
す
く
、
滑
稽

な
性
格
を
強
調
し
た
猿
の
姿
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

十
四
世
紀
初
頭
の
説
話
集
『
雑ぞ

う
た
ん
し
ゅ
う

談
集
』
に
は
、
民
話
「
猿
地
蔵
」
の
原

型
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
猿
が
河
を
渡
る
と
き
、
袴は

か
ま

を
上

げ
る
よ
う
に
尻
毛
を
か
き
上
げ
た
と
い
う
お
か
し
な
一
節
が
あ
り
ま
す
。

猿
は
滑
稽
な
人
真
似
を
す
る
生
き
も
の
で
し
た
。

　

人
間
の
よ
う
に
振
る
ま
う
猿
と
い
え
ば
、
十
二
世
紀
末
に
描
か
れ
た
と

さ
れ
る
鳥
獣
人
物
戯
画
（
高
山
寺
蔵
、
展
示
し
ま
せ
ん
）
甲
巻
を
思
い
起

こ
す
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
十
五
世
紀
に
成
立
し
た
十
二
類
絵
巻

で
も
、
十
二
支
の
動
物
た
ち
が
衣
装
を
着
て
人
間
の
よ
う
に
歌
合
を
催
し

ま
す
。
絵
に
描
か
れ
た
猿
は
、
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
か
の
よ
う
な
赤
い
顔
で

舞
い
お
ど
り
、
猿
を
讃
え
る
歌
を
謡
い
ま
す
。
烏え

帽ぼ

子し

を
か
ぶ
る
の
は
、

外
見
や
言
動
の
立
派
さ
に
本
人
の
身
分
や
能
力
が
追
い
つ
い
て
い
な
い

こ
と
を
意
味
す
る
「
猿
に
烏
帽
子
」
の
こ
と
わ
ざ
そ
の
ま
ま
の
姿
で
す
。

　

十
二
類
絵
巻
は
、
彩
色
技
術
に
長
け
た
大や

ま
と和
絵え

を
専
門
と
す
る
絵
師
の

作
品
で
す
が
、
筆
と
墨
に
よ
っ
て
世
界
を
表
現
す
る
水
墨
画
家
も
猿
の
絵

を
描
い
て
い
ま
す
。
大
陸
渡
来
の
水
墨
画
に
描
か
れ
た
猿
の
ほ
と
ん
ど
は

テ
ナ
ガ
ザ
ル
で
し
た
。
中
国
に
憧
れ
を
抱
く
中
世
の
人
々
は
、
見
た
こ
と

の
な
い
不
思
議
な
姿
の
猿
を
愛
好
し
ま
す
。
と
り
わ
け
画
僧
牧も

っ

谿け
い

の
描
い

た
観
音
猿
鶴
図
（
大
徳
寺
蔵
、
展
示
し
ま
せ
ん
）
の
猿
に
代
表
さ
れ
る
、

冷
た
く
湿
っ
た
大
気
に
逆
立
つ
繊
細
な
体
毛
や
、
見
る
も
の
を
深
遠
な
境

地
に
い
ざ
な
う
よ
う
な
表
情
は
、
禅
林
を
中
心
に
た
い
へ
ん
尊
ば
れ
ま
し

た
。

　

日
本
の
水
墨
画
家
は
「
猿え

ん

猴こ
う

捉そ
く

月げ
つ

」（
身
の
程
知
ら
ず
の
望
み
を
持
っ

て
失
敗
す
る
こ
と
）
な
ど
を
画
題
と
し
て
、
牧
谿
に
倣な

ら

っ
た
猿
の
絵
を
数

多
く
描
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
本
家
と
異
な
り
、
明
る
く
健
康

的
な
魅
力
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
と
く
に
、
金
色
の
光
た
だ
よ
う
山
間
で

猿
た
ち
が
群
れ
を
な
し
て
遊
ぶ
情
景
を
描
い
た
式し

き

部ぶ

輝て
る

忠た
だ

の
巌が
ん

樹じ
ゅ

遊ゆ
う

猿え
ん

図ず

屏び
ょ
う

風ぶ

（
当
館
蔵
）
は
、
心
和
む
温
か
さ
に
満
ち
た

名
品
で
す
。


