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『
紅
白
梅
図
屏
風
』は
尾
形
光
琳
の
代
表
作
で
あ
る
と
と
も

に
、
江
戸
中
期
の
日
本
美
術
の
最
高
傑
作
で
、
国
宝
に
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
画
面
の
中
央
に
水
流
を
、
左
右
に
紅
白
の

梅
を
大
胆
に
配
し
た
捨
象
的
な
構
図
は
、
日
本
意
匠
の
一
つ

の
完
成
形
と
い
え
ま
す
。
紅
梅
と
白
梅
、
老
木
と
若
木
、
静

と
動
、
直
線
と
曲
線
な
ど
の
対
比
を
意
図
的
に
用
い
て
、
画

面
に
緊
張
感
を
生
み
出
し
て
い
る
の
も
見
事
で
す
し
、﹁
光

琳
梅
﹂と
呼
ば
れ
る
花
弁
を
線
描
き
し
な
い
梅
の
花
、
大
胆

に
デ
フ
ォ
ル
メ
し
た
水
紋
な
ど
は
日
本
の
伝
統
的
な
デ
ザ
イ

ン
の
到
達
点
と
も
い
え
ま
す
。

こ
の
作
品
は
美
術
的
価
値
が
高
く
評
価
さ
れ
る
一
方
、
材

料
や
技
法
な
ど
に
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
。
一
体
ど
の
よ

う
に
描
か
れ
た
の
か
。
日
本
美
術
史
上
大
き
な
謎
で
し
た
。

そ
こ
で
2
0
0
4
年
か
ら
2
0
0
5
年
に
か
け
て
蛍
光
X

線
分
析
装
置
な
ど
を
使
っ
た
第
1
次
科
学
調
査
が
実
施
さ
れ

ま
し
た
。
蛍
光
X
線
分
析
と
は
、
X
線
の
照
射
に
よ
っ
て
該

当
箇
所
の
元
素
の
種
類
と
量
を
測
定
す
る
も
の
で
す
が
、
結

果
は
ち
ょ
っ
と
首
を
か
し
げ
た
く
な
る
も
の
で
し
た
。
と
い

う
の
も
、
金
地
の
部
分
は
金
箔
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で

す
が
、
そ
れ
に
し
て
は
金
の
検
出
量
が
少
な
す
ぎ
ま
し
た
。

ま
た
金
箔
と
金
箔
の
重
な
り
部
分
の
箔は

く
あ
し足

と
そ
れ
以
外
の
部

分
の
値
に
差
が
な
く
、
さ
ら
に
銀
が
使
わ
れ
て
い
る
と
想
定

さ
れ
て
い
た
水
流
部
分
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
銀
が
ほ
と
ん
ど

検
出
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
謎
が
さ
ら
に
深
ま
る
調
査
結
果

と
な
り
、
論
争
が
続
き
ま
し
た
。

M
O
A
美
術
館
館
長   

内
田 

篤
呉
氏

元
素
か
ら

究
極
の
美
に
迫
る
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約
10
年
後
の
第
2
次
科
学
調
査
で
は
、
蛍
光
X
線
分
析

や
粉
末
X
線
回
折
な
ど
を
実
施
し
ま
し
た
。
結
果
は
第
1

次
と
大
き
く
異
な
る
も
の
で
し
た
。
金
を
叩
い
て
金
箔
に
す

る
と
原
子
配
列
が
変
化
し
ま
す
。
金
地
部
分
を
調
べ
る
と
、

そ
の
配
列
は
金
箔
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。
ま
た
箔
足
の
部
分
を
分
析
す
る
と
、
第
1
次
の
と

き
と
違
っ
て
金
の
量
に
差
が
あ
る
こ
と
も
判
明
し
ま
し
た
。

同
様
に
水
流
の
銀
色
か
ら
は
銀
箔
の
配
列
パ
タ
ー
ン
が
検
出

さ
れ
、
波
模
様
の
黒
色
か
ら
は
硫
化
銀
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

も
と
も
と
波
模
様
の
技
法
は
諸
説
あ
っ
て
、
銀
を
硫
黄
で
化

学
変
化
さ
せ
た
と
い
う
説
も
そ
の
一
つ
で
し
た
が
、
そ
れ
が

実
証
さ
れ
た
形
と
な
り
ま
し
た
。

現
在
、『
紅
白
梅
図
屏
風
』は
全
体
に
金
箔
と
銀
箔
を
用
い
、

波
は
銀
を
硫
黄
で
燻
煙
し
て
描
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う

の
が
定
説
と
な
り
ま
し
た
。
第
1
次
と
第
2
次
で
調
査
結
果

が
異
な
っ
た
の
は
、
分
析
装
置
が
10
年
の
間
に
進
化
し
た
こ

と
が
大
き
な
要
因
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ『
紅

白
梅
図
屏
風
』の
科
学
的
解
明
が
進
ん
だ
こ
と
の
意
義
は
大

き
い
と
思
い
ま
す
。
将
来
的
な
保
存
修
復
に
お
い
て
も
有
益

で
す
し
、
琳
派
と
し
て
日
本
的
な
美
を
確
立
さ
せ
た
光
琳
は
、

現
代
人
の
美
意
識
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
光

琳
を
深
く
知
る
こ
と
は
、
私
た
ち
自
身
を
知
る
こ
と
だ
と
も

言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。（
談
）

内
田 

篤
呉 

（
う
ち
だ
・
と
く
ご
）

1
9
5
2
年
東
京
都
生
ま
れ
。
慶
應
義
塾
大
学
卒
業
。
M
O
A
美

術
館
に
勤
務
し
、
2
0
0
7
年
同
大
学
よ
り
美
学
博
士
授
与
。
文

部
科
学
省
文
化
審
議
会
専
門
委
員
、
世
界
文
化
遺
産
・
無
形
文
化

財
遺
産
委
員
を
務
め
る
。

尾
形
光
琳（
お
が
た
・
こ
う
り
ん
）1
6
5
8
～
1
7
1
6

江
戸
中
期
を
代
表
す
る
絵
師
。
雅
で
優
美
な
伝
統
を
感
じ
さ
せ
る
描
写

の
な
か
に
、
斬
新
な
構
図
や
画
面
展
開
を
取
り
入
れ
、
後
代
に
琳
派
と

呼
ば
れ
る
革
新
的
な
独
自
の
様
式
を
確
立
し
た
。
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