
う
人
物
の
た
め
に
つ
け
た
も
の
で
次
の
よ
う
に
読
め
る
。

香
至
国
王
之
季
子

般
若
多
羅
之
克
家

遊
竺
乾
破
六
宗
之

執
見
来
震
旦
開
五

葉
之
奇
花

香
伝

日
域
瑞
応
河
沙

少
林
元
不
墜
霊
芽

移
向
侯
門
発
異
葩

建
長
蘭
渓
道
隆
為

朗
然
居
士

拝
賛

為
書
の
主
、
朗
然
居
士
に
つ
い
て
は
確
実
に
わ
か
ら
な
い
。

そ
の
邸
宅
を
侯
門
と
い
っ
て
い
る
の
で
鎌
倉
幕
府
の
執
権
と

み
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
は
北
条
時
頼
説
も
唱
え
ら

れ
た
が
、
時
頼
の
子
時
宗
が
か
ね
て
道
隆
に
散
学
し
て
い
た
た

め
、
朗
然
居
士
は
時
宗
の
居
士
号
と
み
て
差
し
支
え
な
い
で
あ

ろ
う
。 （読み下し・現代語訳は裏ページ）
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十
月
二
十
五
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
、
甲
州
市
国
文
祭

実
行
委
員
会
が
主
催
す
る
事
業
「
武
田
家
ゆ
か
り
の
文
化

財
め
ぐ
り
」
が
開
催
さ
れ
、
県
内
外
の
多
く
の
方
が
市
内

の
貴
重
な
文
化
財
の
観
覧
に
訪
れ
ま
し
た
。

今
回
の
大
き
な
目
玉
と
し
て
、
市
内
に
所
在
す
る
国
宝

三
件
の
一
般
公
開
が
あ
り
ま
し
た
。

国
宝
は
国
内
で
一
〇
八
九
件
の
指
定
が
あ
り
、
う
ち
山

梨
県
内
に
は
五
件
所
在
し
て
い
ま
す
。
内
容
は
、
大
善
寺

本
堂
（
建
造
物
）
、
清
白
寺
仏
殿
（
建
造
物
）
、
絹
本
著
色

達
磨
図
（
絵
画
）
、
絹
本
著
色
夏
景
山
水
図
（
絵
画
）
、
小

桜
韋
威
鎧

兜
、
大
袖
付
（
工
芸
品
）
で
、
甲
州
市
に
は

大
善
寺
本
堂
・
達
磨
図
・
鎧
（
楯
無
鎧
）
の
三
件
が
保
存

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
清
白
寺
仏
殿
ま
で
入
れ
る
と
、

実
に
五
件
中
四
件
が
東
山
梨
地
域
に
集
ま
っ
て
い
る
こ
と

が
分
り
ま
す
。

事
業
期
間
中
、
向
嶽
寺
で
達
磨
図
の
展
示
等
に
携
わ
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
間
二
度
の
講
演
会
が
あ
り
、
達
磨
図

に
つ
い
て
の
最
新
の
研
究
成
果
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。達

磨
図
は
十
一
月
三
日
か
ら
十
一
日
ま
で
、
山
梨
県
立

博
物
館
で
も
公
開
さ
れ
ま
す
。
今
号
で
は
、
講
演
会
で
得

た
知
見
を
ご
紹
介
し
ま
す
の
で
、
県
立
博
物
館
で
の
観
覧

の
際
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

絹
本
著
色
達
磨
図
に
つ
い
て

向
嶽
寺
の
達
磨
図
は
、
昭
和
二
十
八
年
十
一
月
十
四
日
に
国

宝
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
解
説
と
し
て
は
次
の
と
お
り
で
す
。

こ
の
達
磨
図
は
わ
が
国
に
数
多
い
達
磨
図
の
中
で
も
特
に

有
名
で
、
か
つ
禅
宗
美
術
史
上
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

か
つ
て
宋
画
と
み
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
宋
画
特
有
の
鋭
さ

は
な
く
、
全
体
が
ゆ
っ
た
り
と
柔
和
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
南

宋
画
の
影
響
を
強
く
受
け
た
わ
が
国
の
画
人
が
心
血
を
注
い

で
描
い
た
も
の
で
、
鎌
倉
建
長
寺
蔵
の
「
蘭
渓
道
隆
像
」
と
と

も
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
南
宋
画
様
式
の
早
期
受
容
の
一
端
を

窺
が
い
得
る
貴
重
な
文
化
財
で
あ
る
。
達
磨
像
の
肉
身
は
や
や

黄
色
味
を
帯
び
、
朱
色
の
頭
巾
と
法
衣
の
用
筆
と
相
ま
っ
て
、

生
き
生
き
と
し
た
面
貌
を
と
ら
え
、
四
方
を
に
ら
む
両
眸
は
俗

に
「
八
方
に
ら
み
の
達
磨
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
上
方
の
賛
は

建
長
寺
開
山
で
あ
り
、
ま
た
甲
府
市
東
光
寺
・
韮
崎
市
永
岳
寺

等
の
開
山
で
も
あ
る
大
覚
禅
師
蘭
渓
道
隆
が
朗
然
居
士
と
い

国宝・絹本著色達磨図（大本山向嶽寺蔵）
赤い衣をまとっていることから「朱達磨」ともいわれています。
禅宗の始祖として、日本の仏教にも多大な影響を及ぼし
ました。
達磨というと、手足のないダルマを思い出しますが、それは
９年間の座禅で手足がとけてしまった姿を現しています。
上方にみえる書き物が「賛文」です。

山梨県立博物館にて、
１１月３日から１１月１１日まで、
もう一つの国宝絵画「夏景山水図」と

ともに展示されます。必見！

国
宝
・
絹
本

け

ん

ぽ

ん

著
色

ち
ゃ
く
し
ょ
く

達
磨
図

だ

る

ま

ず



達
磨
禅
師
に
つ
い
て

菩
提
達
磨
と
い
い
、
生
没
年
不
詳
で
す
。
イ
ン
ド
の
香
至
国

国
王
の
第
三
子
と
し
て
誕
生
し
、
そ
の
後
中
国
へ
渡
り
禅
宗
を

広
め
た
た
め
、
禅
宗
の
初
祖
と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
お
り
、
謎
に

満
ち
た
半
生
は
多
く
の
逸
話
を
残
し
て
い
ま
す
。

中
国
で
は
芦
の
葉
に
乗
っ
て
揚
子
江
を
渡
り
、
ま
た
、
少
林

寺
で
は
岩
壁
に
向
か
っ
て
九
年
間
座
禅
を
し
た
と
い
い
ま
す
。

達
磨
図
に
は
こ
の
逸
話
に
基
づ
い
た
画
像
も
多
く
、
芦
の
葉
に

乗
っ
て
揚
子
江
を
渡
る
姿
は
「
蘆
葉
達
磨
図
」
と
し
て
、
九
年

間
の
座
禅
の
様
子
は
「
面
壁
達
磨
図
」
と
し
て
、
い
ず
れ
も
恵

林
寺
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
達
磨
の
没
後
片
方
の
履
物
を

手
に
し
て
イ
ン
ド
へ
帰
る
達
磨
の
姿
を
み
た
と
い
う
も
の
が

い
て
、
棺
を
開
け
た
と
こ
ろ
片
方
の
履
物
の
み
で
あ
っ
た
と
い

う
逸
話
を
も
と
に
し
た
「
隻
履
達
磨
図
」
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
中
期
の
禅
僧
で

あ
る
白
隠
慧
鶴
は
、
好

ん
で
達
磨
図
を
描
き
、

「
白
隠
の
達
磨
」
と
し

て
特
に
有
名
で
す
。

蘭
渓
道
隆
つ
い
て

道
隆
は
宋
の
蜀
の
蘭
渓
の
人
で
、
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）

三
十
三
才
の
と
き
に
来
朝
、
建
長
四
年
（
一
二
六
五
）
北
条
時

頼
に
請
ぜ
ら
れ
鎌
倉
の
建
長
寺
を
開
山
し
ま
し
た
。
弘
安
元
年

（
一
二
七
八
）
に
六
十
六
才
で
亡
く
な
る
間
、
二
度
甲
斐
に
来

て
お
り
、
甲
府
の
東
光
寺
な
ど
を
開
山
し
て
い
ま
す
。

亡
く
な
っ
て
後
、
大
覚
禅
師
と
勅
諡
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ

は
わ
が
国
初
の
禅
師
号
で
す
。

賛
文
に
つ
い
て

《

読
み
下
し
》

香
至
国
王

こ
う
し
こ
く
お
う

の
季
子

き

し

、
般
若
多
羅

は
ん
に
ゃ
た
ら

の
克
家

こ
く
か

、

竺

乾

じ
く
け
ん

に
遊

あ
そ

び
て

六

宗

ろ
く
し
ゅ
う

の
執

見

し
っ
け
ん

を
破

や
ぶ

り
、

震

旦

し
ん
た
ん

に
来き

た
り
て
五
葉

ご
よ
う

の
奇
花

き

か

を
開

ひ
ら

く
。

香
こ
う

、
日

域

に
ち
い
き

に
伝

つ
た

わ
り
、
瑞

ず
い

、
河
沙

か
し
ゃ

に
応

お
う

ず
。

少

林

し
ょ
う
り
ん

、
元

も
と

よ
り
霊
芽

れ
い
が

を

墜
そ
こ
な

は
ず
、

侯

門

こ
う
も
ん

に
移
向

う

つ

り
て
異
葩

い

は

を
発

ひ
ら

く
。

建
け
ん

長
ち
ょ
う

の
蘭

渓

ら
ん
け
い

道
隆

ど
う
り
ゅ
う

、

朗
然
居
士

ろ
う
ね
ん
こ
じ

の
為

た
め

に
拝

賛

は
い
さ
ん

す
。

《

現
代
語
訳
》

香
至
国
王
の
末
子
に
生
ま
れ
、
般
若
多
羅
の
法
を
よ
く
受

け
継
い
だ
達
磨
は
、
イ
ン
ド
で
は
六
つ
の
異
宗
の
誤
り
を
打

ち
破
り
、
中
国
へ
や
っ
て
来
て
、
そ
の
法
門
は
美
し
い
五
弁

の
花
を
咲
か
せ
た
。

そ
の
香
り
は
日
本
に
も
伝
わ
っ
て
、
瑞
兆
は
数
え
き
れ
な

い
ほ
ど
で
あ
る
。

少
林
山
の
面
壁
九
年
の
歳
月
は
、
霊
妙
な
芽
を
腐
ら
せ
る

こ
と
は
な
く
、
今
、
高
貴
な
お
方
の
も
と
に
、
珍
し
く
美
し

い
花
を
咲
か
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

建
長
寺
の
蘭
渓
道
隆
が
朗
然
居
士
（
時
宗
か
）
の
た
め

に
賛
を
書
す
。

画
の
特
質
に
つ
い
て

達
磨
図
の
本
紙
（
描
か
れ
て
い
る
画
面
）
の
大
き
さ
は
、
縦

一
二
三
・
〇
セ
ン
チ
、
幅
六
一
・
二
セ
ン
チ
を
測
り
、
表
具
ま

で
入
れ
る
と
長
さ
は
二
メ
ー
ト
ル
を
越
え
ま
す
。
画
材
は
絹

で
、
一
枚
の
絹
を
用
い
て
い
ま
す
。

こ
の
絹
に
つ
い
て
、
拡
大
し
て
観
察
し
た
と
こ
ろ
、
一
セ
ン

チ
四
方
に
縦
横
と
も
三
四
～
三
六
本
の
糸
で
隙
間
な
く
織
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
当
時
の
日
本
の
技
術
で

は
、
こ
れ
ほ
ど
緻
密
に
絹
を
織
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
幅

も
六
〇
セ
ン
チ
を
越
え
て
お
り
、
日
本
の
絹
な
ら
二
～
三
枚
を

縦
に
つ
な
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
一
枚
で
織
り
上
げ

て
い
る
た
め
、
中
国
の
高
い
技
術
で
織
ら
れ
た
絹
を
輸
入
し
て

用
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

画
は
、
伸
び
や
か
な
衣
服
の
表
現
と
は
逆
に
、
面
容
、
特
に

口
ひ
げ
、
あ
ご
ひ
げ
な
ど
は
、
一
本
一
本
を
細
か
く
丁
寧
に
描

い
て
お
り
、
目
元
に
は
わ
ず
か
に
朱
を
入
れ
て
表
現
に
陰
影
を

つ
け
る
な
ど
、
先
の
解
説
で
記
し
た
「
わ
が
国
の
画
人
」
が
描

い
た
と
は
思
え
な
い
技
術
が
み
ら
れ
ま
す
。

通
常
賛
文
を
書
い
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
も
ら
い
手
が
書
き

手
に
絵
画
を
持
参
す
る
と
い
い
ま
す
。
達
磨
図
の
場
合
、
も
ら

い
手
は
朗
然
居
士
、
書
き
手
は
蘭
渓
道
隆
で
す
。
朗
然
居
士
と

い
う
人
物
は
、
中
国
産
の
絹
を
輸
入
し
て
、
第
一
級
の
絵
師
に

達
磨
図
を
描
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

蘭
渓
道
隆
が
建
長
寺
で
賛
を
書
い
た
と
す
れ
ば
、
蘭
渓
道
隆

に
参
禅
し
、
か
つ
権
力
の
中
枢
に
い
た
人
物
と
し
て
、
北
条
時

宗
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
時
宗
は
文
永
五
年
（
一
二
六
八
）
に
第

八
代
執
権
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
朗
然
居
士
と
は
北
条
時
宗
を

指
す
と
い
う
考
え
方
が
一
般
的
で
す
。


