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国宝　狩野永徳「檜図屛風」（部分）※全図は50頁参照国宝　長谷川等伯「楓図壁貼付」（部分）※全図は52-53頁参照

三代続く絵師の家に生まれ、狩野派を率いて活躍した狩野永徳と、能登から上洛して一代
で絵師として上り詰めた等伯という、いずれも桃山を代表する二人の絵師。永徳が等伯の
仕事をつぶしたり、等伯も永徳を譏

そし

ったりと、熾烈なバトルも繰り広げられたという。こ
こでは現在、「別册文芸春秋」にて永徳を主人公とした小説「花鳥の夢」を連載中の小説家・
山本兼一氏と、二〇〇七年に行われた狩野永徳展、そして今年の長谷川等伯展を担当して
いる山本英男氏（京都国立博物館学芸部美術室長）に二人の絵師について語っていただいた。

熾烈なバトル !! 等伯 v.s. 永徳

桃山文化の覇者はどちらだ
［対談］ 山本兼一 ＋ 山本英男

（小説家） （京都国立博物館学芸部美術室長）
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武
家
か
ら
染
物
屋
に
養
子
へ
、

絵
仏
師
と
し
て
七
尾
で
腕
を
上
げ
る

─
─
　
ま
ず
は
山
本
英
男
さ
ん
に
等
伯
が

ど
う
い
っ
た
人
物
な
の
か
、
教
え
て
い
た

だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

室
長　

出
身
は
い
ま
の
石
川
県
の
七
尾
で

す
。
天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
に
、
奥
村

家
と
い
う
七
尾
の
地
を
治
め
て
い
た
畠
山

氏
の
家
臣
の
家
に
生
ま
れ
、
幼
く
し
て
染

物
屋
の
長
谷
川
家
に
養
子
に
入
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
近
年
、
七
尾
の
奥
村
家

の
菩
提
寺
で
あ
る
本ほ
ん

延ね
ん

寺じ

か
ら
こ
れ
を
裏

付
け
る
よ
う
な
資
料
も
出
て
き
ま
し
た
。

山
本　

染
物
屋
か
ら
絵
仏
師
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
家
業
の
染
物
の
仕

事
も
か
な
り
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

室
長　

下
絵
な
ど
を
い
ろ
い
ろ
描
い
て
い

た
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
高
じ
る

か
た
ち
で
、
お
そ
ら
く
絵
仏
師
の
修
業
も

早
い
頃
か
ら
や
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
最
近
は
養
祖
父
の
法
淳
も
、

養
父
の
宗
清
も
絵
を
描
い
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら

く
、
等
伯
も
宗
清
か
ら
絵
仏
師
と
し
て
の

方
向
性
を
幼
い
頃
か
ら
定
め
ら
れ
て
い
た

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
二
十
代
で
あ
れ
だ

け
の
仏
画
を
描
い
て
い
ま
す
か
ら
、
十
歳

ぐ
ら
い
に
は
そ
こ
そ
こ
の
絵
の
修
業
は
や

っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。

　

と
く
に
生
家
の
奥
村
家
、
養
子
先
の
長

谷
川
家
、
と
も
に
日
蓮
宗
の
熱
烈
な
信
徒

だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
関
係
す
る
仏
画
類

を
頻
繁
に
描
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

本
延
寺
に
日
蓮
聖
人
の
木
彫
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
彩
色
を
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
残
念
な
こ
と
に
、
そ
の
上
に

後
世
、
色
が
塗
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
て
、

そ
れ
で
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
中
に
書
か
れ
た
「
彩
色
者 

長
谷
川

又
四
郎
信
春
」
と
い
う
墨
書
が
発
見
さ
れ
、

等
伯
が
彩
色
し
た
の
は
間
違
い
な
い
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
頃
、
彼
は
等
伯
で

は
な
く
、
信の
ぶ
は
る春
と
い
う
名
前
で
活
動
し
て

い
ま
し
た
。

山
本　

染
物
屋
で
ど
の
よ
う
な
染
物
を
し

て
い
た
の
か
は
、
推
測
が
つ
く
も
の
で
す

か
。

室
長　

全
く
わ
か
ら
な
い
で
す
。
長
谷
川

等
伯
の
子
孫
の
お
宅
に
あ
る
系
譜
な
ど
に

も
、
染
物
屋
を
家
業
と
し
て
い
る
と
し
か

出
て
き
ま
せ
ん
。

山
本　

昔
の
染
物
の
図
案
を
見
て
い
る
と
、

花
鳥
を
大
胆
に
デ
ザ
イ
ン
し
た
も
の
が
よ

く
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
養
家
の
染
物
修

業
が
、
後
の
等
伯
の
絵
画
制
作
に
何
か
影

響
を
与
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

室
長　

平
面
的
で
色
彩
感
豊
か
な
装
飾
と

い
う
意
味
で
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
影
響
も

受
け
て
い
る
は
ず
で
す
。
ま
た
、
高
岡
市

の
大
法
寺
に
あ
る
「
三
十
番
神
図
」
に
は
、

神
々
そ
れ
ぞ
れ
の
背
に
屛
風
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。
そ
こ
に
画
中
画
が
あ
り
、
楓
や
、

鹿
な
ど
の
動
物
、
そ
し
て
牧
谿
猿
も
描
い

て
あ
っ
た
り
し
ま
す
。

山
本　

牧
谿
の
絵
も
あ
る
の
で
す
か
？

室
長　

牧
谿
ふ
う
の
も
の
が
小
さ
く
描
い

て
あ
っ
た
り
し
ま
す
の
で
、
す
で
に
そ
の

時
点
で
い
ろ
い
ろ
な
古
画
に
触
れ
て
い
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。
大
和
絵
な
ど
も
そ
の

頃
か
ら
勉
強
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。

─
─
　「
三
十
番
神
図
」
は
か
な
り
若
い

頃
で
す
よ
ね
。

室
長　

二
十
八
歳
頃
の
作
品
で
す
。

　

現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
最
も
制
作
時
期

の
早
い
作
品
の
一
つ
で
、
二
十
六
歳
の
時

に
描
い
た
羽は

咋く
い

市
の
正
覚
院
に
あ
る
「
十

二
天
図
像
」（
18
頁
参
照
）
の
台
座
に
は

牧
谿
ス
タ
イ
ル
の
龍
虎
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
な
か
な
か
手
慣
れ
て
い
ま
す
。

能
登
か
ら
京
都
へ
発
つ

山
本　

能
登
の
七
尾
か
ら
京
都
に
出
て
き

た
の
は
い
つ
頃
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

室
長　

三
十
三
歳
ぐ
ら
い
で
は
な
い
か
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
本
延
寺
は
京
都
の
本

法
寺
の
末
寺
に
当
た
る
関
係
で
、
そ
の
伝つ
て

で
上
京
し
、
ま
ず
は
本
法
寺
を
頼
っ
た
と

い
う
の
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
一
般
的
な
説

で
す
。

─
─
　
そ
の
後
、
京
都
で
等
伯
が
住
ん
だ

場
所
と
、
狩
野
家
と
は
近
か
っ
た
の
で
す

か
。

室
長　

狩
野
家
は
狩
野
図ず

子し

で
、
い
ま
で

い
う
と
、
烏
丸
今
出
川
の
交
差
点
か
ら
西

に
三
百
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
行
っ
た
と
こ
ろ

で
す
。
狩
野
元
信
邸
宅
跡
を
示
す
小
さ
な

石
碑
が
立
っ
て
い
ま
す
。

山
本　

堀
川
寄
り
で
す
よ
ね
。
小
川
通
り

か
ら
元
誓
願
寺
通
り
の
あ
た
り
で
、
い
ま

で
も
そ
れ
ら
し
い
路
地
が
あ
り
ま
す
。

　

お
そ
ら
く
、
本
家
の
周
り
に
は
弟
子
や

出
入
り
の
人
た
ち
の
家
が
あ
っ
た
の
で
し

ょ
う
。
あ
そ
こ
に
立
つ
と
、
当
時
の
様
が

彷
彿
と
し
て
き
ま
す
。

室
長　

そ
う
で
す
ね
。
狩
野
図
子
と
い
わ

れ
る
か
ら
に
は
、
た
い
へ
ん
立
派
な
屋
敷

を
構
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

山
本　

そ
れ
こ
そ
永
徳
が
描
い
た
「
洛
中

洛
外
図
」
に
あ
る
よ
う
な
板
葺
き
の
石
を

載
せ
た
平
屋
の
家
が
、
い
か
に
も
あ
の
あ

た
り
に
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

室
長　

一
方
、
等
伯
の
住
ま
い
は
『
仲
家

本
長
谷
川
家
系
譜
』
に
よ
る
と
三
条
衣
棚
、

『
七
尾
町
旧
記
』
で
は
三
条
街
了
頓
図
子

と
い
う
二
つ
の
記
載
が
あ
り
、
ど
ち
ら
か

に
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

等
伯
、
狩
野
派
に
弟
子
入
り
？

山
本　

狩
野
永
納
の
『
本
朝
画
史
』
に
は

京
都
に
来
た
等
伯
が
狩
野
派
に
弟
子
入
り

し
た
と
い
う
記
載
が
あ
り
ま
す
。

室
長　

こ
れ
は
研
究
者
に
よ
っ
て
意
見
は

様
々
で
す
が
、
私
は
実
際
に
弟
子
入
り
し

た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

山
本　

弟
子
入
り
先
が
本
家
筋
な
の
か
分
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津
田
宗
及
や
へ
の
松
良
心
、
茜
屋
宗
佐
と

い
っ
た
同
時
代
の
堺
の
茶
人
の
名
前
が
出

て
き
ま
す
か
ら
、
な
ん
ら
か
の
交
流
を
も

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

向
こ
う
に
住
ん
で
い
た
こ
と
を
立
証
す
る

ほ
ど
の
も
の
は
な
い
の
で
す
が
、
少
な
く

と
も
行
き
来
は
し
て
い
た
で
し
ょ
う
。

山
本　

そ
う
い
う
会え

合ご
う

衆し
ゅ
うが
い
る
と
、
絵

描
き
は
広
い
屋
敷
に
招
か
れ
て
、
ど
こ
か

一
室
な
り
離
れ
な
り
を
半
年
ぐ
ら
い
ゆ
っ

く
り
絵
を
描
き
な
が
ら
滞
在
さ
せ
て
も
ら

っ
て
、
今
度
は
何
を
描
き
ま
し
ょ
う
か
、

今
度
は
鳥
の
絵
が
い
い
な
と
か
、
こ
っ
ち

の
座
敷
に
は
山
水
が
い
い
な
と
か
話
し
な

が
ら
、
ま
た
描
い
て
（
笑
）。
そ
う
い
う

も
の
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
ま
す
。

室
長　

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
や
は

り
食
べ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か

ら
、
当
時
羽
振
り
の
よ
か
っ
た
堺
に
流
れ

て
い
く
の
も
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
か

ら
、
の
ち
に
等
伯
が
深
く
帰
依
す
る
日
通

上
人
は
堺
の
油
屋
一
族
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
そ
こ
か
ら
も
堺
と
の
関
係
が
深

ま
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

─
─
　『
等
伯
画
説
』
の
中
に
は
た
し
か

利
休
は
出
て
き
ま
せ
ん
ね
。

室
長　

は
い
。『
等
伯
画
説
』
は
日
通
上

人
が
ま
と
め
た
も
の
で
す
が
、
お
そ
ら
く

家
筋
か
は
わ
か
ら
な
い
で
す
ね
。
そ
の
当

時
か
ら
狩
野
家
に
は
け
っ
こ
う
分
家
が
あ

り
ま
す
。

室
長　

い
ろ
い
ろ
分
か
れ
て
い
ま
す
。
た

だ
、
画
伝
書
を
見
て
い
く
と
、
元
信
の
三

男
松
栄
に
学
ん
だ
、
あ
る
い
は
永
徳
に
学

ん
だ
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら

も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、
長
谷
川
派
の
系

譜
に
も
狩
野
派
に
学
ん
だ
と
書
か
れ
て
い

る
点
で
す
。

山
本　

そ
う
す
る
と
、
か
な
り
確
実
性
は

高
い
で
す
ね
。

室
長　

は
い
。
面
白
い
の
は
、
長
谷
川
派

の
系
譜
に
狩
野
祐
雪
宗
信
に
学
ん
だ
と
書

か
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
祐
雪
は
、
元
信

の
長
男
で
、
三
男
の
松
栄
や
そ
の
息
子
の

永
徳
と
比
べ
る
と
存
在
が
ち
ょ
っ
と
薄
い

の
で
す
が
、
調
べ
て
い
く
と
、
元
信
の
在

世
中
に
家
督
を
相
続
し
、
元
信
が
亡
く
な

っ
て
か
ら
ほ
ど
な
く
死
ん
だ
可
能
性
が
高

い
の
で
す
。
松
栄
が
大
徳
寺
に
「
大
涅
槃

図
」
を
寄
進
す
る
の
が
永
禄
六
年
（
一
五

六
三
）
で
、
祐
雪
は
そ
の
前
年
に
亡
く
な

っ
た
と
い
う
記
録
が
画
伝
類
に
出
て
き
ま

す
。
そ
う
す
る
と
、
永
禄
五
年
に
死
ん
だ

こ
と
に
な
り
、
永
禄
五
年
だ
と
等
伯
が
京

都
に
移
住
す
る
前
の
話
に
な
り
ま
す
。
で

す
か
ら
、
狩
野
派
に
入
門
し
た
の
は
割
と

早
い
時
期
に
な
り
、
移
住
す
る
前
か
ら
何

度
か
京
都
に
来
て
い
て
、
狩
野
派
の
世
話

に
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
出
て
き
ま
す
。

　

江
戸
時
代
の
資
料
に
は
、
日
蓮
宗
の
妙

覚
寺
に
信
春
筆
と
い
う
絵
馬
が
あ
っ
て
、

そ
の
制
作
年
代
は
永
禄
四
年（
一
五
六
一
）

と
元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
で
す
。
妙
覚

寺
は
狩
野
家
の
菩
提
寺
で
す
か
ら
、
そ
う

い
う
こ
と
も
絡
め
合
わ
せ
る
と
、
移
住
以

前
か
ら
京
都
に
何
度
も
来
て
い
て
、
支
持

者
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
り
ま
す
。

残
念
な
が
ら
、
こ
の
絵
馬
は
天
明
の
大
火

で
焼
失
し
ま
し
た
。
ま
た
、
作
品
の
上
で

も
い
く
つ
か
狩
野
派
を
勉
強
し
て
描
い
た

と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

─
─
　
実
は
等
伯
の
養
祖
父
も
京
都
に
来

て
い
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
ね
。

室
長　
『
等
伯
画
説
』
の
中
に
、
養
祖
父

が
京
都
の
七
条
道
場
（
時
宗
の
金
光
寺
）

で
能
阿
弥
の
絵
を
見
た
と
い
う
記
録
が
あ

り
、
京
都
に
来
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

ま
す
。

山
本　

昔
か
ら
職
人
た
ち
は
、
私
た
ち
が

い
ま
想
像
す
る
よ
り
も
頻
繁
に
移
住
を
し

て
い
た
よ
う
で
す
。
刀
鍛
冶
の
話
を
調
べ

て
い
ま
す
と
、
刀
鍛
冶
は
チ
ー
ム
で
移
住

し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
奈
良
の
人
た
ち
が

美
濃
に
工
房
ご
と
移
住
し
、
火ほ

ど床
を
掘
っ

て
、
鞴

ふ
い
ごを

据
え
て
鍛
冶
場
を
作
り
仕
事
を

す
る
。
そ
ん
な
こ
と
が
あ
ち
こ
ち
で
あ
り

ま
す
。
い
ま
の
わ
れ
わ
れ
の
想
像
で
は
、

昔
は
固
定
し
た
場
所
で
仕
事
を
し
て
い
た

と
思
い
が
ち
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は

な
い
で
す
ね
。

室
長　

そ
う
で
す
ね
。
永
徳
も
信
長
の
安

土
城
の
時
に
は
、
安
土
へ
と
移
っ
て
い
ま

す
か
ら
ね
。

等
伯
、
空
白
の
十
七
年

─
─
　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
等
伯
は
三
十

代
で
京
都
に
出
て
か
ら
、
そ
の
後
か
な
り

長
い
期
間
、
消
息
が
つ
か
め
ま
せ
ん
。

室
長　

そ
う
な
の
で
す
。
十
七
年
間
の
空

白
が
あ
り
ま
す
。

山
本　

三
十
代
、
四
十
代
が
ほ
ぼ
全
部
空

白
。
こ
れ
は
下
積
み
時
代
な
の
で
し
ょ
う

か
。

室
長　

本
法
寺
に
「
日
堯
上
人
像
」
を
残

す
の
が
三
十
四
歳
、
元
亀
三
年
（
一
五
七

二
）
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
以
降
、
大
徳
寺

の
三
門
に
壁
画
を
描
く
天
正
十
七
年
（
一

五
八
九
）
ま
で
の
期
間
が
ご
っ
そ
り
と
抜

け
ま
す
。
そ
の
あ
い
だ
に
狩
野
派
と
の
関

わ
り
も
も
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
説
は
前
々

か
ら
あ
り
ま
し
た
し
、
も
う
一
つ
、
堺
に

行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も

あ
り
ま
す
。

『
等
伯
画
説
』
か
ら

利
休
の
名
前
は
消
さ
れ
た
の
か

山
本　

堺
と
い
う
こ
と
は
、
も
し
か
し
た

ら
そ
こ
で
利
休
と
の
関
係
が
で
き
た
の
で

し
ょ
う
か
。

室
長　

等
伯
と
昵じ
っ
こ
ん懇

だ
っ
た
本
法
寺
の
日

通
上
人
が
ま
と
め
た
『
等
伯
画
説
』
に
は

重要文化財　長谷川等伯「日堯上人像」元亀3年（1572）絹本著色　1幅　97.5×49.0cm 本法寺蔵

【やまもと・けんいち】
1956年京都府生まれの作家。
2002年『白鷹伝　戦国秘録』
でデビュー。04年『火天の城』
で第11回松本清張賞、2009年
『利休にたずねよ」で第140回
直木賞受賞。現在「別册文藝春
秋」にて「花鳥の夢」を好評連
載中。


