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序
論 

 

一
、
近
世
絵
本
の
研
究 

近
世
に
お
い
て
、
印
刷
技
術
の
発
達
に
伴
う
視
覚
文
化
の
発
展
が
目
覚
ま
し
い
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
と
し
て
、
錦
絵
が

挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
近
世
期
に
お
け
る
錦
絵
の
流
行
に
先
ん
じ
て
、
絵
入
り
板
本
の
流
行
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点

で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
先
行
す
る
中
世
以
前
の
絵
巻
、
奈
良
絵
本
等
の
肉
筆
作
品
や
、
舶
来
の
漢
籍
に
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
近
世
期
に
独
自

の
展
開
を
遂
げ
、
あ
ら
ゆ
る
文
芸
に
影
響
し
続
け
た
。
こ
の
よ
う
な
絵
入
り
板
本
の
中
、
文
章
に
対
し
、
絵
を
主
体
と
し
て
成
立
し
た
も
の
は

「
絵
本
」
と
称
さ
れ
る
。 

 

元
来
、
絵
本
は
絵
の
手
本
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
が
、
時
代
の
変
遷
と
共
に
語
義
が
拡
大
し
、
次
第
に
「
絵
を
主
体
と
す
る
板
本
」
全
般

を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
絵
本
は
近
世
期
を
通
し
て
出
板
さ
れ
続
け
、
各
時
代
や
各
地
域
に
よ
っ
て
特
徴
を
変
化
さ
せ
な
が
ら
、
明
治
・
大
正

期
ま
で
流
行
を
続
け
た
。
各
画
派
や
師
弟
関
係
の
内
に
秘
匿
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
粉
本
に
比
べ
、
板
本
で
あ
る
た
め
入
手
が
比
較
的
容
易
で
あ

っ
た
絵
本
は
、
浮
世
絵
師
を
は
じ
め
と
す
る
町
絵
師
ら
に
よ
っ
て
広
く
参
照
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
数
多
く
の
作
品
が
絵
本
の
図
様
を
活

用
し
て
制
作
さ
れ
た
。
浮
世
絵
作
品
へ
の
図
様
利
用
を
は
じ
め
、
絵
馬
の
図
様
や
陶
磁
器
の
絵
付
け
な
ど
、
そ
の
活
用
範
囲
は
広
い
。
ま
た
、

本
来
の
語
義
の
通
り
絵
師
に
参
照
さ
れ
る
資
料
と
な
っ
て
い
た
ほ
か
、
絵
本
は
庶
民
が
手
に
し
、
視
覚
的
に
知
識
を
得
る
手
段
と
し
て
も
用
い

ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
芸
術
学
、
文
学
、
歴
史
学
、
自
然
科
学
等
、
あ
ら
ゆ
る
一
部
の
特
権
的
な
者
に
の
み
共
有
さ
れ
て
い
た
学
術
的
知

識
が
庶
民
文
化
へ
と
流
入
す
る
こ
と
に
な
る
。 

 

即
ち
絵
本
は
、
近
世
期
視
覚
文
化
を
支
え
た
作
品
の
作
り
手
で
あ
る
町
絵
師
、
そ
し
て
、
そ
の
作
品
の
享
受
層
の
双
方
に
多
様
な
知
識
を
伝
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達
し
た
。
こ
の
意
味
で
、
絵
本
は
近
世
期
視
覚
文
化
の
基
盤
を
形
成
す
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
印
象
派
に
多
大
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
葛
飾
北
斎
な
ど
、
現
代
ま
で
評
価
さ
れ
続
け
て
い
る
浮
世
絵
師
は
、
絵
本
を
活
用
し
て
作
品
を
制
作
し
、
ま
た
、
絵
本
自
体

を
制
作
し
て
い
た
。
近
世
絵
本
の
研
究
は
、
浮
世
絵
研
究
を
進
め
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
近
世
期
の
視
覚
文
化
を
理
解
し
、
印
象
派
絵
画
、
ジ

ャ
ポ
ニ
ズ
ム
等
の
国
際
的
な
美
術
史
の
流
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。 

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
絵
本
を
対
象
と
し
た
十
分
な
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
と
は
言
え
ず
、
未
だ
に
書
誌
学
的
調
査
が
な
さ
れ
て
い
な
い
作
品

も
多
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
鈴
木
春
信
ら
浮
世
絵
師
が
絵
本
作
品
を
参
照
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
参
照
し
た
絵
本

自
体
の
詳
細
が
不
明
で
あ
る
と
い
っ
た
事
態
が
起
き
る
危
険
性
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
絵
本
の
調
査
が
及
ん
で
い
な
い
た
め
、
実
際
は
絵
本
を

参
照
し
て
作
ら
れ
た
作
品
が
、
浮
世
絵
師
個
人
の
創
作
と
し
て
理
解
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
危
険
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
態
は
、
現
在
行

わ
れ
て
い
る
研
究
や
既
に
定
説
と
な
っ
て
い
る
学
説
の
中
で
、
既
に
生
じ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
近
世
絵
本
の
基
礎
的
研
究
を
行
い
、
そ
の
全
体
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
近
世
期
に
お
け
る
視
覚
文
化
の
変
遷
と
結
び
つ
け
な
が
ら
、
近
世
期
以
降
の
絵
本
の
展
開
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ら
を
通
し
て
〈
絵
本
史
〉
を
構
築
す
る
こ
と
が
筆
者
の
最
終
的
な
目
標
で
あ
り
、
本
論
は
そ
の
達
成
に
向
け
、
方
法
論
の
確
立
と
実
践
を

行
う
。 

 

二
、
絵
本
研
究
の
課
題
と
解
決
方
法 

 

近
世
絵
本
の
研
究
は
、
主
に
浮
世
絵
研
究
の
観
点
か
ら
、
美
術
史
的
興
味
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
先
行
研
究
で
は
絵
本

の
作
者
で
あ
る
絵
師
を
軸
と
し
た
研
究
手
法
を
用
い
る
も
の
が
多
い
。 
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絵
本
研
究
の
嚆
矢
で
あ
る
仲
田
勝
之
助
『
絵
本
の
研
究
』
は
、
狩
野
派
や
浮
世
絵
派
と
い
っ
た
絵
師
の
分
類
を
行
っ
た
う
え
で
、
各
分
類
の

絵
師
に
よ
る
作
品
を
取
り
上
げ
る
と
い
っ
た
構
成
を
と
る
（

註

１

）

。
ま
た
、
『
江
戸
の
出
版
文
化
か
ら
始
ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
革
命 

絵
本
・
絵
手

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書
』
に
ま
と
め
ら
れ
た
絵
本
・
絵
手
本
目
録
は
、
千
を
超
え
る
作
品
を
絵
師
ご
と
に
ま
と
め
て
掲
載
す
る
（

註

２

）

。
近
年

で
は
、
小
林
宏
光
氏
『
近
世
画
譜
と
中
国
絵
画―

十
八
世
紀
の
日
中
美
術
交
流
発
展
史―

』
が
（

註

３

）

、
橘
守
国
、
大
岡
春
卜
、
吉
村
周
山
と
い

っ
た
狩
野
派
絵
師
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
各
絵
師
が
制
作
し
た
絵
本
と
漢
籍
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
は
、
特
定
の
絵
師
が
制
作
し
た
作
品
と
い
う
枠
組
み
を
用
い
て
絵
本
の
整
理
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
重
視
さ
れ
る
の
は
、
ど
の
様
な

絵
師
が
絵
本
を
制
作
し
た
の
か
で
あ
り
、
絵
本
の
分
析
に
よ
っ
て
絵
師
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
論
考
が
展
開
さ
れ

る
。
即
ち
、
先
行
研
究
で
は
、
絵
師
を
基
準
と
し
た
絵
本
整
理
や
分
析
と
い
う
研
究
手
法
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
絵
師
を
基
準
に
し
て
作
品
を

論
じ
る
こ
れ
ら
の
手
法
に
よ
っ
て
多
く
の
知
見
が
得
ら
れ
、
近
世
絵
本
の
研
究
は
進
展
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
研
究
手
法
に
は
、
絵
師
の
み
を

基
準
と
す
る
事
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

ま
ず
は
、
研
究
対
象
に
偏
り
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
既
述
の
通
り
、
近
世
絵
本
の
研
究
は
浮
世
絵
研
究
の
視
点
か
ら
進
め
ら

れ
て
お
り
、
著
名
な
浮
世
絵
師
が
制
作
し
た
作
品
が
優
先
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
名
前
が
掲
載
さ
れ
な
い
絵
師
の
作

品
、
著
名
で
な
い
絵
師
の
作
品
が
等
閑
視
さ
れ
、
近
世
絵
本
の
総
合
的
理
解
が
出
来
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い
る
。 

ま
た
、
絵
師
を
基
準
と
す
る
研
究
手
法
の
多
く
で
は
、
絵
本
が
出
板
物
で
あ
る
と
い
う
視
点
が
や
や
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
絵
本

を
は
じ
め
、
近
世
期
に
お
け
る
多
く
の
板
本
は
、
板
元
に
よ
る
企
画
に
始
ま
り
、
依
頼
を
受
け
た
絵
師
が
制
作
を
行
う
と
い
う
過
程
を
経
て
出

板
さ
れ
た
。
こ
の
事
を
踏
ま
え
る
と
、
作
品
は
絵
師
に
よ
っ
て
の
み
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
板
元
の
出
板
活
動
や
出
板
戦
略
に
よ

っ
て
も
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
絵
師
の
み
を
基
準
と
し
た
研
究
に
お
け
る
問
題
点
は
、
板
元
の
特
徴
を
踏
ま
え
ず
作
品
の
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特
徴
を
絵
師
の
特
徴
と
結
び
つ
け
て
し
ま
う
点
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
板
元
の
出
板
活
動
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た
作
品
の
性
格
を
、

絵
師
の
特
徴
と
し
て
誤
っ
て
解
釈
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
筆
者
は
近
世
に
お
け
る
出
板
過
程
に
準
じ
、
板
元
の
出
板
活
動
に
準
じ
て
作
品
整
理
を
行
っ
た
上
で
、

板
元
と
絵
師
の
両
視
点
か
ら
絵
本
を
分
析
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
る
。 

板
元
の
出
板
活
動
に
準
じ
た
作
品
整
理
と
は
、
板
元
の
依
頼
に
よ
っ
て
絵
師
が
作
品
制
作
を
行
う
と
い
う
過
程
を
重
視
し
、
絵
師
ご
と
に
作

品
を
整
理
す
る
の
で
は
な
く
、
板
元
ご
と
に
作
品
を
取
り
上
げ
、
書
誌
学
的
な
整
理
を
行
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
特
定
の
絵

師
の
み
に
偏
ら
な
い
幅
広
い
絵
本
作
品
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
ま
た
、
板
元
ご
と
に
絵
本
の
板
株
に
つ
い
て
ま
と
め
る
こ
と
に

よ
り
、
相
板
や
求
板
に
つ
い
て
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
容
易
に
な
る
と
考
え
る
。 

板
元
と
絵
師
の
両
視
点
か
ら
絵
本
を
分
析
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
即
ち
、
一
つ
の
作
品
に
認
め
ら
れ
る
諸
特
徴
の
内
、
ど
の
特
徴
が
そ
の
作

品
を
出
板
し
た
板
元
の
特
徴
に
由
来
し
、
ど
の
特
徴
が
絵
師
の
特
徴
に
由
来
す
る
の
か
、
二
つ
の
側
面
か
ら
考
察
す
る
手
法
を
意
味
す
る
。
板

元
の
依
頼
に
よ
っ
て
絵
師
が
制
作
を
行
う
と
い
う
出
板
過
程
に
準
ず
る
な
ら
ば
、
各
絵
本
作
品
の
特
徴
に
は
、
絵
師
の
特
徴
に
前
提
し
て
板
元

の
出
板
活
動
上
の
特
徴
が
影
響
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
絵
本
研
究
を
行
う
上
で
、
板
元
の
特
徴
を
考
慮
し
た

分
析
と
、
絵
師
の
特
徴
を
考
慮
し
た
分
析
と
い
う
、
二
つ
の
視
点
を
用
い
た
分
析
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。 

以
上
の
考
え
に
基
づ
き
、
本
研
究
は
、
板
元
と
し
て
近
世
中
期
以
降
に
大
坂
で
活
躍
し
た
柏
原
屋
を
基
準
と
し
た
作
品
整
理
、
及
び
板
元
で

あ
る
柏
原
屋
と
絵
師
で
あ
る
橘
守
国
の
二
点
を
軸
と
し
た
作
品
分
析
を
実
践
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
研
究
を
一
つ
の
事
例
と
し
、
後
の

研
究
で
対
象
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
、
近
世
絵
本
の
総
合
的
研
究
に
よ
り
〈
近
世
絵
本
史
〉
を
描
き
出
す
こ
と
を
最
終
的
な
目
標
と
す
る
。 
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三
、
近
世
期
絵
本
の
展
開 

 
板
元
を
基
準
と
し
た
絵
本
整
理
、
及
び
板
元
と
絵
師
を
軸
と
し
た
絵
本
分
析
と
い
う
手
法
を
実
践
す
る
上
で
、
本
研
究
で
は
柏
原
屋
と
橘
守

国
に
注
目
す
る
。
以
下
に
近
世
絵
本
の
展
開
に
つ
い
て
述
べ
、
柏
原
屋
、
及
び
守
国
に
注
目
す
る
理
由
を
示
す
。 

浅
野
秀
剛
氏
は
、
「
絵
を
主
体
と
し
た
板
本
」
と
い
う
定
義
に
お
け
る
絵
本
出
板
最
初
期
の
作
品
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
（

註

４

）

。
浅
野
氏

の
ま
と
め
に
倣
い
、
以
下
に
近
世
絵
本
出
板
の
黎
明
期
に
つ
い
て
概
略
を
示
す
。 

刊
年
が
明
記
さ
れ
た
絵
本
の
う
ち
、
現
存
す
る
最
古
の
板
本
は
、
渋
井
清
氏
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
レ
イ
ン
氏
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
明
暦

元
年
（
一
六
五
五
）
刊
『
修
身
演
義 

人
間
楽
事 

楽
事
秘
伝
抄
』
で
あ
る
（

註

５

）

。
浅
野
秀
剛
氏
が
報
告
す
る
『
よ
し
は
ら
ま
く
ら
ゑ
』（
万
治

三
年
（
一
六
六
〇
）
刊
）
が
こ
れ
に
続
く
（

註

６

）

。
そ
の
後
に
出
板
さ
れ
る
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
刊
『
枕
屏
風
』
を
含
め
、
現
存
す
る
最
初

期
の
絵
を
主
体
と
す
る
板
本
は
枕
絵
本
が
多
く
、
確
認
で
き
る
伝
本
の
内
、
枕
絵
本
以
外
の
作
例
は
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
刊
『
新
撰
御
ひ

い
な
が
た
』
に
小
袖
雛
形
本
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。 

延
宝
年
間
（
一
六
七
三―

一
六
八
〇
）
に
入
る
と
、
菱
川
師
宣
の
作
品
を
は
じ
め
と
す
る
絵
本
が
出
板
さ
れ
、
絵
本
出
板
の
流
行
期
を
形
成

す
る
。
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
刊
『
若
衆
遊
加
羅
之
縁
』
な
ど
の
師
宣
画
枕
絵
本
が
出
板
さ
れ
る
中
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
刊
『
百
人

一
首
像
讃
抄
』
な
ど
の
百
人
一
首
に
関
連
す
る
絵
本
、
そ
し
て
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
刊
の
師
宣
絵
本
群
と
し
て
『
余
景
作
り
庭
の
図
』
、『
大

和
絵
づ
く
し
』
、
『
大
和
侍
農
絵
づ
く
し
』
な
ど
が
相
次
い
で
出
板
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
作
品
ご
と
に
特
定
の
主
題
を
定
め
、
そ
の
主
題

に
即
し
た
絵
と
解
説
を
行
う
特
徴
を
持
つ
絵
本
群
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
絵
を
主
体
と
し
た
板
本
」
で
あ
る
が
、
書
名
に
「
絵
本
」
の
語
を
冠
す
こ
と
が
無
い
（

註

７

）

。
現
存
す
る
作
品
の
内
、

書
名
に
「
絵
本
」
の
語
を
使
用
し
た
最
初
の
例
と
し
て
、
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
に
出
板
さ
れ
た
長
谷
川
等
雲
画
『
絵
本
宝
鑑
』
が
挙
げ
ら
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れ
る
。
こ
の
他
、
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
刊
『
万
物
絵
本
大
全
調
宝
記
』
の
書
名
に
も
「
絵
本
」
の
語
が
確
認
で
き
る
。
元
禄
後
期
に
な
る

と
、
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
刊
『
し
だ
れ
柳
』
や
、
元
禄
末
頃
刊
『
絵
本
唐
紅
』
な
ど
、
大
森
善
清
の
絵
本
群
が
出
板
さ
れ
る
。 

元
禄
期
の
流
行
以
降
、
絵
本
の
出
板
件
数
は
増
加
し
、
同
時
に
「
絵
本
」
の
語
を
冠
す
る
書
名
も
次
第
に
増
加
し
た
。
特
に
絵
本
の
出
板
件

数
が
俄
に
高
ま
り
を
見
せ
た
時
期
が
享
保
期
で
あ
る
。
こ
の
享
保
期
の
流
行
に
つ
い
て
、
浅
野
秀
剛
氏
は
以
下
の
様
に
述
べ
る
（

註

８

）

。 

  

享
保
期
に
な
る
と
、
守
国
を
は
じ
め
と
し
て
西
川
祐
信
・
大
岡
春
卜
ら
に
よ
っ
て
絵
本
の
時
代
と
で
も
い
う
べ
き
様
相
を
呈
す
る
の
は
周
知 

の
と
お
り
で
あ
る
。
享
保
期
の
絵
本
の
盛
行
は
、
正
し
く
は
、
延
宝
期
、
元
禄
後
期
に
次
い
で
、
三
度
目
の
高
ま
り
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う 

が
、
そ
れ
が
、
上
方
中
心
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

  

享
保
期
以
前
の
延
宝
期
、
元
禄
後
期
に
お
け
る
絵
本
流
行
は
、
菱
川
師
宣
や
大
森
善
清
と
い
っ
た
限
ら
れ
た
絵
師
、
あ
る
い
は
名
前
の
表
記

が
無
い
無
名
の
絵
師
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
、
享
保
期
上
方
の
流
行
に
お
い
て
一
変
し
、
多
数
の
絵
師
が
絵
本
制
作
に
参
入
す
る

と
共
に
出
板
件
数
が
増
加
す
る
。
ま
さ
に
、
浅
野
氏
の
述
べ
る
「
絵
本
の
時
代
」
が
到
来
し
た
と
言
え
る
。 

 

こ
の
「
絵
本
の
時
代
」
は
、
出
板
文
化
に
大
き
な
変
動
が
生
じ
た
時
期
と
一
致
す
る
。
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
、
京
都
で
本
屋
仲
間
が
公
認

さ
れ
、
出
板
に
関
す
る
諸
制
度
が
整
備
さ
れ
た
。
次
い
で
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
に
江
戸
、
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
に
大
坂
で
同
様
に
本

屋
仲
間
が
結
成
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
に
、
浅
野
氏
が
名
前
を
挙
げ
る
橘
守
国
や
大
岡
春
卜
の
作
品
を
出
板
し
、
精
力
的
な
絵
本
出
板
活
動
を
行

っ
た
板
元
が
、
大
坂
で
活
躍
し
た
柏
原
屋
（
渋
川
清
右
衛
門
）
で
あ
っ
た
。 

 

大
阪
市
立
中
之
島
図
書
館
蔵
『
大
坂
本
屋
仲
間
記
録
』
の
内
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
改
正
「
板
木
総
目
録
株
帳
」
に
は
、
「
絵
本
」
と
分
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類
さ
れ
た
板
株
が
四
一
〇
件
掲
載
さ
れ
、
そ
の
内
六
〇
件
に
柏
原
屋
の
名
前
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
詳
細
は
本
論
第
三
章
で
述
べ
る
が
、
享

保
期
か
ら
寛
保
期
に
か
け
て
起
き
た
絵
本
に
関
す
る
類
板
・
重
板
訴
訟
約
十
件
の
内
、
四
件
に
柏
原
屋
が
被
告
や
原
告
と
し
て
関
与
し
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
大
坂
に
お
け
る
絵
本
の
出
板
書
肆
と
し
て
、
柏
原
屋
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

具
体
的
な
柏
原
屋
の
絵
本
出
板
活
動
に
関
し
て
は
本
論
、
及
び
付
録
の
「
柏
原
屋
絵
本
出
板
年
表
」
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
浅
野
氏
が
述
べ

る
通
り
享
保
期
に
お
け
る
絵
本
出
板
の
流
行
が
上
方
で
起
き
て
い
た
こ
と
、
そ
の
上
方
に
お
け
る
絵
本
流
行
の
中
核
を
担
う
絵
師
の
作
品
を
複

数
出
板
し
て
い
る
こ
と
、
絵
本
の
出
板
件
数
が
多
く
訴
訟
等
の
出
板
史
的
事
項
に
多
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
等
の
理
由
か
ら
、
本
論
で
は
柏
原

屋
の
絵
本
出
板
活
動
に
着
目
す
る
。 

 

こ
の
柏
原
屋
か
ら
多
く
の
作
品
を
出
板
し
、
享
保
期
に
お
け
る
絵
本
の
流
行
を
担
っ
た
絵
師
の
一
人
が
、
橘
守
国
（
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）

—

寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
）
で
あ
っ
た
。
守
国
は
、
狩
野
探
幽
の
弟
子
で
あ
る
鶴
澤
探
山
に
学
び
、
狩
野
派
の
絵
師
で
あ
り
な
が
ら
、
肉
筆
画

で
は
な
く
板
本
で
の
制
作
を
主
な
活
動
と
し
て
い
た
特
異
な
絵
師
で
あ
る
。 

 

『
絵
本
写
宝
袋
』（
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
刊
）
、『
絵
本
通
宝
志
』（
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
刊
）
等
に
代
表
さ
れ
る
守
国
の
作
品
は
、

多
く
の
画
題
を
狩
野
派
の
筆
致
を
用
い
て
描
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
画
題
が
由
来
す
る
文
学
的
背
景
や
歴
史
的
背
景
を
伝
え
る
ほ
か
、
動
植
物
等
の

図
に
は
当
代
に
お
け
る
博
物
学
的
知
識
を
参
照
し
つ
つ
、
守
国
自
身
の
実
見
等
に
関
す
る
記
録
が
付
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
画

題
は
和
漢
に
渡
る
幅
広
い
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
総
合
的
画
題
辞
典
と
称
す
こ
と
が
出
来
る
内
容
と
な
る
。 

こ
の
橘
守
国
に
つ
い
て
は
、
仲
田
勝
之
助
が
『
絵
本
の
研
究
』
に
取
り
上
げ
て
以
来
（

註

９

）

、
主
に
浮
世
絵
研
究
の
分
野
で
研
究
が
続
け
ら
れ

て
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
守
国
の
作
品
が
、
鈴
木
春
信
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
浮
世
絵
師
に
影
響
し
、
作
画
時
の
手
本
と
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
浮
世
絵
に
限
ら
ず
、
絵
馬
を
描
く
町
絵
師
へ
の
影
響
や
歌
舞
伎
に
お
け
る
動
作
の
参
考
に
さ
れ
る
等
、
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幅
広
い
影
響
が
指
摘
さ
れ
る
。 

こ
の
影
響
の
過
程
は
、
狩
野
派
絵
師
で
あ
る
橘
守
国
が
、
絵
師
と
し
て
学
習
し
た
知
識
を
活
用
し
て
板
本
作
品
を
制
作
し
、
町
絵
師
や
一
般

庶
民
層
に
知
識
を
伝
達
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
即
ち
、
そ
れ
ま
で
独
占
的
に
一
部
の
知
識
人
層
の
み
が
知
り
得
る
絵
画
的
知
識
を
、

守
国
が
印
刷
物
を
媒
体
と
し
て
広
く
伝
達
し
、
啓
蒙
し
た
と
言
え
る
。
守
国
の
作
品
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
後
世
の
文
芸
の
絵
画
的
な
知
識
源

を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
あ
る
い
は
近
世
中
期
に
お
け
る
、
板
本
を
介
し
た
知
識
伝
達
の
構
造
を
解
明
す
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。 

し
か
し
守
国
の
作
品
研
究
の
多
く
は
、
例
え
ば
鈴
木
春
信
の
作
品
研
究
を
遂
行
す
る
上
で
、
守
国
の
影
響
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
な
ど
、

参
照
資
料
と
し
て
の
守
国
作
品
の
影
響
力
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
守
国
作
品
自
体
が
い
か
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い

て
は
未
だ
明
確
で
な
い
。 

以
上
の
理
由
に
基
づ
き
、
本
研
究
で
は
、
ま
ず
柏
原
屋
の
絵
本
出
板
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
伝
本
の
調
査
を
行
う
。
ま
た
、
そ
の
調
査
結
果

や
『
大
坂
本
屋
仲
間
記
録
』
等
の
記
述
、
蔵
板
目
録
の
分
析
を
通
し
て
、
柏
原
屋
に
よ
る
絵
本
出
板
活
動
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。
こ

れ
を
踏
ま
え
、『
写
宝
袋
』
、『
通
宝
志
』
等
、
柏
原
屋
が
主
板
元
で
あ
り
、
か
つ
橘
守
国
画
作
の
作
品
を
中
心
に
分
析
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
板

元
と
絵
師
の
二
つ
の
視
点
か
ら
作
品
を
分
析
し
、
そ
の
作
品
の
特
徴
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
ま
た
、
得
ら
れ
た
結
果
を
踏
ま
え
、

総
合
的
絵
本
研
究
を
目
指
す
上
で
、
本
研
究
で
用
い
る
手
法
の
妥
当
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。 

 

四
、
各
章
に
つ
い
て 

 

本
論
で
は
、
柏
原
屋
が
出
板
し
た
絵
本
の
整
理
、
及
び
柏
原
屋
の
出
板
活
動
に
つ
い
て
考
察
す
る
段
階
、
絵
師
で
あ
る
橘
守
国
を
軸
に
作
品

を
分
析
す
る
段
階
に
応
じ
て
、
二
つ
の
部
を
設
け
る
。 
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第
一
章
で
は
、
全
国
的
な
伝
本
調
査
を
も
と
に
、
柏
原
屋
の
絵
本
出
板
初
期
に
お
け
る
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。
柏
原
屋
は
、
守
国
作
品
を

精
力
的
に
出
板
す
る
以
前
、
享
保
三
年
の
刊
記
を
持
つ
多
数
の
絵
本
を
出
板
し
て
い
た
。
こ
れ
は
全
て
が
求
板
本
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
、
柏
原

屋
は
求
板
し
た
作
品
を
複
数
取
り
合
わ
せ
て
刊
行
し
て
い
る
。
本
論
で
は
、
こ
の
過
程
に
つ
い
て
分
析
し
、
刊
記
や
巻
構
成
等
を
根
拠
に
、
柏

原
屋
が
い
か
な
る
出
板
計
画
を
立
て
、
そ
の
後
の
精
力
的
な
絵
本
出
板
の
基
礎
を
築
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。 

 

第
二
章
で
は
、
柏
原
屋
の
絵
本
出
板
活
動
の
特
徴
を
、
蔵
板
目
録
を
根
拠
に
分
析
す
る
。
本
章
で
は
、
伝
本
調
査
を
行
い
、
柏
原
屋
の
絵
本

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
蔵
板
目
録
を
十
一
種
類
見
出
し
た
。
こ
れ
ら
を
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
作
品
の
書
型
や
目
録
の
形
式
に
よ
っ
て
分
類
し
た
結

果
、
柏
原
屋
は
蔵
板
目
録
の
形
式
を
、
掲
載
す
る
作
品
に
応
じ
て
使
い
分
け
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
三
形
式
は
、
柏
原
屋
が
絵
本
を

三
分
類
し
て
出
板
活
動
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
ぞ
れ
、
模
様
取
り
を
目
的
と
し
た
図
案
集
的
作
品
群
、
先
行
す
る
作
品
の
模

写
を
掲
載
す
る
作
品
群
、
啓
蒙
的
な
知
識
伝
達
を
目
的
と
し
た
作
品
群
と
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

第
三
章
で
は
、
享
保
か
ら
宝
暦
期
に
か
け
て
、
柏
原
屋
が
関
与
し
た
類
板
に
関
す
る
訴
訟
記
録
を
分
析
し
、
柏
原
屋
の
絵
本
出
板
に
お
け
る

特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。
本
章
で
は
、
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
と
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
に
柏
原
屋
が
起
こ
し
た
類
板
訴
訟
に
つ
い
て

取
り
上
げ
、
記
述
を
元
に
関
連
作
品
の
比
較
分
析
を
行
っ
た
。
こ
の
結
果
、
同
時
期
に
お
け
る
上
方
の
絵
本
類
板
訴
訟
に
お
い
て
、
類
板
と
す

る
判
断
が
、
掲
載
画
題
を
機
械
的
に
比
較
し
、
そ
の
重
複
度
合
い
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
、
作
品
の
内
容
的

特
徴
を
考
慮
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
柏
原
屋
は
、
掲
載
画
題
が
重
複
し
て
い
る
作
品
に
対
し
積
極
的
に
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
で
、
自
身
の
権
益

を
守
ろ
う
と
し
た
板
元
で
あ
る
と
判
明
し
た
。 

以
上
の
柏
原
屋
の
絵
本
出
板
活
動
に
お
け
る
特
徴
に
つ
い
て
考
察
し
た
上
で
、
第
二
部
で
は
絵
師
で
あ
る
橘
守
国
の
特
徴
を
考
察
し
、
改
め

て
近
世
絵
本
史
に
お
け
る
守
国
作
品
の
位
置
づ
け
を
試
み
る
。 
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第
四
章
で
は
、
『
絵
本
写
宝
袋
』
に
お
け
る
軍
記
物
語
を
話
源
と
す
る
画
題
の
文
学
的
背
景
に
つ
い
て
、
『
前
太
平
記
』
と
の
比
較
を
行
い
考

察
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
守
国
は
『
前
太
平
記
』
の
挿
絵
を
利
用
し
、
『
絵
本
写
宝
袋
』
の
図
様
を
作
成
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
『
絵
本

写
宝
袋
』
で
、
守
国
、
あ
る
い
は
板
元
の
柏
原
屋
は
、
古
典
的
な
定
型
的
図
様
を
紹
介
す
る
の
み
で
は
な
く
、
想
定
さ
れ
る
読
者
で
あ
る
町
絵

師
の
需
要
を
見
極
め
、
当
代
に
お
い
て
人
気
を
博
し
た
話
材
の
画
題
化
を
図
っ
た
。
こ
の
目
的
に
応
じ
て
、
守
国
は
先
例
を
重
視
す
る
狩
野
派

の
粉
本
主
義
的
発
想
と
、
当
代
の
板
本
を
利
用
す
る
柔
軟
性
を
も
っ
て
作
画
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

第
五
章
で
は
、
守
国
の
代
表
的
作
品
で
あ
る
『
絵
本
写
宝
袋
』『
絵
本
通
宝
志
』『
絵
本
直
指
宝
』『
絵
本
鶯
宿
梅
』
に
つ
い
て
、
板
本
の
レ
イ

ア
ウ
ト
を
軸
と
し
た
分
析
を
行
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
守
国
が
、
和
画
題
と
漢
画
題
そ
れ
ぞ
れ
に
、
異
な
っ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
を
用
い
て
い
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
周
辺
作
品
と
の
比
較
に
よ
り
、
こ
の
特
徴
は
守
国
独
自
の
特
徴
と
認
め
ら
れ
、
啓
蒙
的
性
質
を
持
つ
と
さ
れ
る
守
国
作

品
の
具
体
的
な
表
現
方
法
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

 

第
六
章
で
は
、
『
絵
本
通
宝
志
』
の
巻
五
上
に
お
け
る
「
太
公
望
図
」
に
着
目
し
た
分
析
を
行
う
。
『
絵
本
通
宝
志
』
巻
五
上
は
、
全
編
を
通

し
て
「
賢
聖
障
子
」
と
い
う
画
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。「
賢
聖
障
子
」
は
、
紫
宸
殿
を
飾
る
権
威
あ
る
画
題
と
さ
れ
、
近
世
に
お
い
て
は
狩
野

探
幽
ら
、
狩
野
派
の
実
力
者
が
制
作
し
た
。
こ
の
画
題
を
板
本
で
紹
介
す
る
上
で
、
守
国
は
読
者
を
意
識
し
、
紫
宸
殿
に
飾
ら
れ
る
「
賢
聖
障

子
」
を
そ
の
ま
ま
描
く
の
で
は
な
く
、
活
用
可
能
な
図
と
し
て
描
い
た
。
こ
の
点
に
、
狩
野
派
の
知
識
を
用
い
な
が
ら
も
、
享
受
層
を
意
識
し

た
作
品
制
作
に
対
す
る
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 

註 （
註
１
）
仲
田
勝
之
助
『
絵
本
の
研
究
』
（
美
術
出
版
社
、
一
九
五
〇
） 
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（
註
２
）
『
江
戸
の
出
版
文
化
か
ら
始
ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
革
命
：
絵
本
絵
手
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書
』
（
二
〇
〇
七
） 

（
註
３
）
小
林
宏
光
『
近
世
画
譜
と
中
国
絵
画―

十
八
世
紀
の
日
中
美
術
交
流
発
展
史―

』
（
Ｓ
Ｕ
Ｐ
上
智
大
学
出
版
、
二
〇
一
八
） 

（
註
４
）
浅
野
秀
剛
「
近
世
絵
本
の
誕
生
を
め
ぐ
っ
て―

現
存
例
と
用
例
を
中
心
に―

」『
江
戸
の
絵
本―

画
像
と
テ
キ
ス
ト
の
綾
な
せ
る
世
界 

―

』
（
八
木
書
店
、
二
〇
一
〇
）
二
一
頁
～
三
八
頁 

（
註
５
）
渋
井
清
『
初
期
版
画
』
（
ア
ソ
カ
書
房
、
一
九
五
四
）
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
レ
イ
ン
「
日
本
秘
画
史
考
５
」
『
季
刊
浮
世
絵
』
三
九
号
、
一 

九
六
五
） 

（
註
６
）
同
註
４ 

（
註
７
）
前
掲
註
４
論
文
で
浅
野
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、
は
じ
め
師
宣
絵
本
に
認
め
ら
れ
る
「
絵
づ
く
し
」
の
語
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
後
に 

延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
刊
と
推
測
さ
れ
る
師
宣
画
『
武
者
絵
づ
く
し
』
の
跋
文
に
「
む
し
や
ゑ
本
つ
く
し
」
と
あ
る
よ
う
に
「
絵
本 

づ
く
し
」
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ
、
そ
の
後
「
絵
本
」
の
語
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

（
註
８
）
同
註
４ 

（
註
９
）
同
註
１ 
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凡
例 

一
、
既
発
表
論
文
を
掲
載
し
て
い
る
場
合
、
原
態
を
優
先
し
た
が
、
注
釈
の
統
一
や
、
各
章
の
重
複
記
述
を
削
除
す
る
等
、
修
正
を
行
っ
て
い 

 
 

る
。 

一
、
引
用
文
献
の
刊
年
は
、
原
則
西
暦
表
記
で
統
一
し
た
。 

一
、
本
論
で
繰
り
返
し
取
り
上
げ
る
、
柏
原
屋
を
主
板
元
と
し
、
橘
守
国
の
画
作
で
あ
る
三
作
品
に
つ
い
て
、
以
下
に
基
本
的
な
書
誌
情
報
を 

掲
載
す
る
。
特
に
注
記
が
無
い
場
合
、
本
文
引
用
は
以
下
の
伝
本
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
。 

①
『
絵
本
写
宝
袋
』 

統
一
書
名
：
絵
本
写
宝
袋 

所
蔵 

 

：
国
文
学
研
究
資
料
館
（
請
求
記
号
：ﾔ

9
-4

5
5

-1
~

2

） 

巻
冊 

 

：
九
巻
十
冊
合
綴
（
巻
九
上
下
）
巻
一-

五
、
巻
六-

巻
九
下
合
綴 

書
型 

 

：
半
紙
本 

外
題 

 

：
絵
本
写
宝
袋 

 

内
題
：
写
宝
袋
前
編 

 
 

序
題
・
目
次
題
：
繪
本
冩
寶
袋 

 
 

柱
題
：
写
錦
袋 

刊
記 

 

： 

 
 

 
 

 
 

大
坂
博
労
町 

 

作
者
画
工 

橘
氏
宗
兵
衛 

 

享
保
五
年 

 
 

 

子
九
月
吉
日 

 
 

 
 

 

大
坂
心
斎
橋
順

慶

町
柏
原

屋 
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書
林 

 

渋
川
清
右
衛
門 

見
返
し 

： 
畫
師
浪
速 

橘
有
税 

写
宝
袋

前編 

浪
華
書
舗 

稱
觥
堂
板 

 

②
『
絵
本
通
宝
志
』 

統
一
書
名
：
絵
本
通
宝
志 

所
蔵 

 

：
公
文
教
育
研
究
会 

巻
冊 

 

：
九
巻
十
冊
（
巻
五
上
下
） 

書
型 

 

：
半
紙
本 

外
題 

 

：
絵
本
通
宝
志 

 

内
題
：
通
寶
志 

 
 

序
題
・
目
次
題
：
畫
本
通
寶
志 

 
 

柱
題
：
写
錦
袋
後
編 

刊
記 

 

： 

 
 

 
 

 
 

 
 

浪

速 

 
 

 

作
者
畫
工 

橘
氏
宗
兵
衛 

 
 

 
 

 
 

 
 

京

都 

 
 

 

彫
刻
氏 

 

丹
波
平
左
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

大

坂 
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藤
村
善
右
衛
門 

 
 

享
保
巳
酉
發
行
同
庚
戌
秋
本
出 

 
 

 
 

 
 

大

坂
心

斎

橋

順

慶

町

柏

原

屋 

 
 

 
 

書
林 

 
 

渋
川
清
右
衛
門
板 

 

見
返
し
： 

 
 

 

畫
師
浪
速 

 

橘
有
税 

 

通
宝
志 

全
部

十
冊 

 
 

 

浪
速
書
舗 

稱
觥
堂
版 

 

③
『
絵
本
直
指
宝
』 

統
一
書
名
：
絵
本
直
指
宝 

所
蔵 

 

：
サ
レ
ジ
ア
ン
大
学
ボ
ス
コ
図
書
館
マ
レ
ガ
文
庫
蔵 

巻
冊 

 

：
九
巻
十
冊
合
綴
（
巻
六
上
下
） 

書
型 
 

：
半
紙
本 

外
題 

 

：
外
題
簽
欠 

 

内
題
：
写
宝
袋
前
編 

 
 

序
題
・
目
次
題
：
繪
本
冩
寶
袋 

 
 

柱
題
：
写
錦
袋
後
編
之
続 
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刊
記 

 

： 

 
 

 
 

 
 

 
 

浪

速 

 
 

 
作
者
畫
工 

橘
氏
守
国 

 
 

 
 

 
 

 
 

京

都 

 
 

 

彫
刻
氏 

 
丹
波
平
左
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

大

坂 

 
 

 
 

 
 

 
 

藤
村
善
右
衛
門 

 
 

延
享
二
乙
丑
年
十
一
月
吉
日 

 
 

 
 

 
 

大

坂
心

斎

橋

順

慶

町

柏

原

屋 

 
 

 
 

書
林 

 
 

渋
川
清
右
衛
門
板 

 

見
返
し 

畫
師
浪
速 

 

橘
守
国 

 

直
指
宝 

 
 

 

浪
速
書
舗 

稱
觥
堂
版 
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第
一
部 

柏
原
屋
の
絵
本
出
板
活
動 
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第
一
章
：
柏
原
屋
絵
本
の
研
究―

初
期
絵
本
を
中
心
に―

 

 

一
、
は
じ
め
に 

 

柏
原
屋

か

し

わ

ら

や

は
、
姓
を
渋
川
、
号
を
稱
觥
堂

し
ょ
う
こ
う
ど
う

と
し
、
大
坂
順
慶
町
五
丁
目
で
出
板
を
続
け
た
板
元
で
あ
る
。
渋
川
版
の
名
で
知
ら
れ
る
『
御
伽
文

庫
』
（
近
世
中
期
刊
）
や
、『
女
大
学
宝
箱
』
（
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
刊
）
の
刊
行
を
行
う
な
ど
、
文
学
史
上
で
も
重
要
な
出
板
活
動
を
行
っ

た
書
肆
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

清
右
衛
門
を
宗
家
と
し
、
土
地
台
帳
か
ら
、
周
辺
に
柏
原
屋
を
名
乗
る
暖
簾
分
け
と
思
わ
れ
る
板
元
も
多
か
っ
た
と
分
か
る
（

註

１

）

。
佐
古
慶

三
氏
に
よ
れ
ば
、「
創
業
は
少
な
く
と
も
寛
文
ま
で
は
遡
る
」
と
さ
れ
、
店
舗
と
し
て
所
有
し
て
い
た
坪
数
は
「
文
政
年
間
が
最
高
と
な
っ
て
い

て
商
勢
の
絶
頂
期
」
で
あ
り
、
後
に
「
世
継
ぎ
の
悩
み
で
明
治
に
な
っ
て
間
も
な
く
、
同
業
の
此
村
庄
輔
に
店
舗
を
譲
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
さ

れ
る
（

註

２

）

。
加
え
て
、
柏
原
屋
の
特
徴
は
、
多
く
の
絵
本
を
刊
行
し
た
と
い
う
点
に
も
認
め
ら
れ
る
。 

 

鈴
木
春
信
を
は
じ
め
、
多
く
の
浮
世
絵
師
へ
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
る
橘
守
国
画
作
『
絵
本
写
宝
袋
』（
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
刊
）（
註

３

）

や
、

合
羽
摺
り
を
用
い
た
絵
本
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
大
岡
春
卜
画
『
明
朝
紫
硯
』（
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
刊
）（
註

４

）

は
、
共
に
柏
原
屋
の
刊
行
で
あ

る
。
ま
た
、
大
森
善
清
の
絵
本
類
（

註

５

）

、
狩
野
派
の
画
論
や
画
法
を
ま
と
め
た
林
守
篤
著
述
『
画
筌
』（
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
刊
）
の
求
板

を
行
う
な
ど
（

註

６

）

、
柏
原
屋
は
絵
手
本
・
画
譜
を
中
心
と
し
た
絵
本
の
出
板
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
。
こ
の
意
味
で
、
絵
本
研
究
の
視
点
か

ら
柏
原
屋
の
出
板
活
動
を
明
ら
か
に
す
る
意
義
は
大
き
い
と
考
え
る
。 

 

し
か
し
、
柏
原
屋
に
限
ら
ず
、
書
肆
の
活
動
を
軸
と
し
た
絵
本
出
板
に
関
す
る
論
考
は
こ
れ
ま
で
多
く
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
（

註

７

）

。
こ

の
現
状
を
踏
ま
え
、
本
章
で
は
柏
原
屋
の
絵
本
に
関
す
る
出
板
活
動
の
把
握
を
目
指
し
、『
絵
本
草
源
氏
』
に
貼
付
さ
れ
る
「
絵
本
目
録
」
に
載
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る
柏
原
屋
の
絵
本
八
作
品
を
調
査
し
、
各
作
品
の
書
誌
を
確
認
す
る
と
共

に
、
作
品
内
容
、
成
立
過
程
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
『
絵
本
草
源
氏
』（
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
刊
）

に
貼
付
さ
れ
る
「
絵
本
目
録
」
と
題
さ
れ
た
柏
原
屋
の
広
告
（
図
１
）
に

は
、『
絵
本
忘
草
』
、『
絵
本
稽
古
帳
』
、『
絵
本
清
書
帳
』
、『
絵
本
手
帳
綱
目
』
、

『
絵
本
ふ
く
ら
す
ゝ
め
』
、
『
絵
本
た
か
ら
蔵
』
、
『
絵
本
草
源
氏
』
、
『
万
物

絵
本
大
全
』
の
八
作
品
が
載
る
。
こ
れ
ら
に
続
き
、
享
保
五
年
（
一
七
二

〇
）
刊
の
『
絵
本
写
宝
袋
』
の
刊
行
が
予
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（

註

８

）

、
本
広
告
は
享
保
五
年
以
前
の
成
立
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
則

ち
、
広
告
に
載
る
八
作
品
は
享
保
五
年
以
前
に
柏
原
屋
が
板
木
を
所
有
し
て
い
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

現
在
、
こ
の
広
告
を
遡
る
成
立
時
期
と
な
る
例
を
見
出
せ
な
い
こ
と
か
ら
、
以
下
、
こ
の
八
作
品
は
柏
原
屋
に
よ
る
絵
本
刊
行
の
初
期
作
品

に
当
た
る
も
の
と
判
断
す
る
。
な
お
、
以
下
の
作
品
は
広
告
の
掲
載
順
と
は
異
な
る
順
序
で
取
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
各
作
品
を
取

り
上
げ
た
後
に
述
べ
る
通
り
、
こ
れ
ら
の
絵
本
の
内
、
大
本
作
品
の
刊
記
に
は
跋
文
、
年
記
、
板
元
名
を
刻
し
た
三
つ
の
板
木
を
組
み
合
わ
せ

て
刷
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
も
の
が
複
数
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
す
る
考
察
の
た
め
、
以
下
で
は
書
型
が
大
本
の
作
品
に
関
し
て
、
刊
記
に
お
け

る
記
述
を
内
容
ご
と
に
区
別
す
る
。
以
下
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
有
す
る
板
木
に
よ
っ
て
刷
ら
れ
た
箇
所
の
名
称
を
〈
跋
〉
、〈
年
記
〉
、〈
板

元
名
〉
と
記
し
、
「
刊
記
」
の
語
は
こ
れ
ら
を
総
合
し
た
も
の
と
し
て
用
い
る
も
の
と
す
る
。 

 

図 1「 絵 本 目 録 」  

国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  

『 絵 本 草 源 氏 』表 紙 見 返 し  
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二
、
『
絵
本
草
源
氏
』
（
図
２
・
図
３
） 

①
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
（
１
２―

４
９
４
）
、
②
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
ⅰ
（
文
庫
３
０
／
Ａ
０
２
３
３
）
、
③
早
稲
田
大
学
図
書
館

蔵
本
ⅱ
（
文
庫
３
０
／
Ａ
０
３
３
７
）
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
他
、
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
よ
り
東
海
大
学
中
央
図
書
館
桃
園

文
庫
蔵
本
（
桃
１
０
／
１
２
２
）
、
東
京
国
立
博
物
館
蔵
本
が
知
ら
れ
る
。
以
下
、
①
国
文
研
本
の
書
誌
を
記
す
。 

 

 

大
本
、
二
巻
一
冊
（
合
冊
）
。
左
上
に
外
題
簽
（
単
郭
）
「
絵
本
草 く

さ

源 け
ん

氏 し

近

江

八

景

番

之

図

」
。
内
題
無
し
。
上
表
紙
見
返
し
に
広
告
を
貼
付
（
図
１
）
。
柱

に
「
○
上
（
下
）
け
（
丁
付
）
」
。
飛
び
丁
あ
り
、
上
五
丁
目
に
「
五
ノ
十
」
、
下
五
丁
目
に
「
五
ノ
十
八
」
。
上
十
三
丁
、
下
九
丁
、
全
二
十

二
丁
。
序
無
し
。
〈
跋
〉
「
世 せ

間 け
ん

繪 え

抄
せ
う
の

類 る
い

出 い
つ

る
と
い
へ
ど
も
／
其 そ

の

形 か
た

チ
當 た

う

風 ふ
う

の
ま
さ
か
に
／

当
あ
た
ら

ざ
る

處
と
こ
ろ

多 お
ほ

し
此 こ

の

度 た
び

一
流 り

う

／
筆 ひ

つ

工 く

の
今 い

ま

様 や
う

に
仕 し

出 だ

し

令
せ
し
む
る

二

／
板 は

ん

行 か
う

一

者 も
の

也 な
り

」
。〈
年
記
〉「
享
保
三

戌
戊
年
／
五
月
吉
日
」
。〈
板
元
名
〉「
江
戸
日
本

橋
南
二
丁
目 

小
河
彦
九
郎
／
京
寺
町
松
原

上
ル
丁 

菊
屋
七
郎
兵
衛
／
大
坂
安
土
町
一

丁
目 

野
田
屋
利
右
衛
門
／
同
心
斎
橋
筋
順

慶
町 

柏
原
屋
清
右
衛
門
」
。 

  

上
巻
部
分
は
前
半
に
「
帚
木
」
、「
葵
車
あ
ら

そ
ひ
」
等
の
源
氏
絵
、
後
半
に
「
都
東
八
景
」

図 ３ 『 絵 本 草 源 氏 』 ① 国 文 研 本  

下 巻 （ 五 ウ ・ 六 オ ）  

図 ２ 『 絵 本 草 源 氏 』  

① 国 文 研 本  

上 巻 （ 五 ウ ・ 六 オ ）  
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と
題
し
た
景
図
を
載
せ
、
巻
の
終
わ
り
に
「
鏡
団
唐
子
の
絵
」
を
挿
入
す
る
。
源
氏
絵
は
全
て
人
物
を
描
か
な
い
留
守
模
様
と
な
っ
て
お
り
（
図

２
）
、
「
都
東
八
景
」
も
そ
の
形
式
に
倣
う
。
下
巻
部
分
は
前
半
に
「
源
氏
香
之
図
」
を
載
せ
、
次
い
で
源
氏
絵
が
描
か
れ
た
遊
具
で
あ
る
「
貝

合
」
、
「
貝
桶
」
の
図
（
図
３
右
半
丁
）
を
挿
入
し
た
後
、
和
歌
を
伴
う
「
近
江
八
景
」
図
を
掲
載
す
る
。
続
く
源
氏
香
の
図
は
、
源
氏
香
の
記

号
の
他
に
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
巻
名
に
応
じ
た
モ
チ
ー
フ
を
併
記
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
寄
生

や
ど
り
ぎ

」
で
は
、
鳥
が
松
の
木
に
と
ま
る
図
、「
夕

顔
」
図
で
は
文
字
通
り
花
と
し
て
の
夕
顔
の
図
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
内
、
近
江
八
景
は
上
文
下
図
で
和
歌
を
伴
う
形
式
で
掲
載

さ
れ
る
。
和
歌
と
絵
を
隔
て
る
枠
は
雲
形
だ
が
、
上
部
の
詞
章
を
雲
で
囲
む
一
般
的
な
雲
形
郭
線
と
は
異
な
り
、
全
て
が
下
部
の
絵
を
囲
む
よ

う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
（
図
３
左
半
丁
参
照
）
。
柱
刻
に
あ
る
「
け
」
の
一
文
字
は
、
「
源
氏
」
の
頭
文
字
を
取
っ
た

も
の
か
と
思
わ
れ
る
。 

 

な
お
、
確
認
し
た
伝
本
は
全
て
二
巻
一
冊
の
合
綴
本
、
か
つ
内
容
的
な
差
異
も
な
い
が
、
使
用
さ
れ
た
広
告
や
刊
記
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て

い
る
。
③
早
稲
田
ⅱ
本
は
表
紙
見
返
し
に
図
１
（
①
国
文
研
本
）
と
同
じ
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
以
前
成
立
の
広
告
を
持
ち
、
②
早
稲
田
ⅰ

本
は
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
以
降
成
立
の
広
告
を
有
す
る
（

註

９

）

。
ま
た
、
①
国
文
研
本
、
②
早
稲
田
ⅱ
本
は
享
保
三
年
の
〈
年
記
〉
を
持

つ
が
（
後
掲
図

21

）
、
③
早
稲
田
ⅱ
本
は
〈
年
記
〉
に
相
当
す
る
箇
所
が
欠
け
て
い
る
（
後
掲
図

26

）
。 

 

吉
田
幸
一
氏
は
『
絵
本
草
源
氏
』
の
絵
師
に
関
し
て
、〈
跋
〉
に
「
一
流
筆
工
、
今
様
に
仕
出
し
」
と
あ
る
点
よ
り
「
享
保
年
間
で
一
流
の
絵

師
と
い
え
ば
、
英
一
蝶
（
一
六
五
二―

一
七
二
四
）
以
外
に
は
見
当
た
ら
な
い
」
と
し
、
「
享
保
初
年
に
、
『
草
源
氏
』
の
板
元
は
、
こ
の
絵
本

を
一
蝶
に
描
か
せ
た
と
断
じ
て
、
大
過
な
い
も
の
と
思
う
」（
註

1 0

）

と
考
察
す
る
。 

 

し
か
し
、
画
中
詞
に
見
る
、
肥
痩
が
強
調
さ
れ
た
癖
の
強
い
字
体
（
図
３
左
半
丁
参
照
）
が
、
後
述
す
る
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
に
類
似
す
る

こ
と
か
ら
（
図
６
右
半
丁
参
照
）
、
本
書
も
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
の
作
者
で
あ
る
吉
村
勝
正
画
で
あ
る
可
能
性
を
考
慮
す
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。 
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三
、
『
絵
本
稽
古
帳
』
（
図
４
・
図
５
） 

 

①
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
（
２
３
７―

１
４
）
、
②
内
藤
記
念
く
す
り
博
物
館
蔵
本
ⅰ
（
７
２
０
／
エ
／
４
５
１
６
７
）
、
③
内
藤
記
念
く
す

り
博
物
館
蔵
本
ⅱ
（
７
２
０
／
オ
／
４
５
２
３
８
）
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
他
、
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
よ
り
仙
台
市
博
物
館

蔵
本
、
武
蔵
野
美
術
大
学
蔵
本
、
佐
賀
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
蔵
本
（
上
存
）
が
知
ら
れ
る
。
②
内
藤
ⅰ
本
は
「
下
」

存
、
③
内
藤
ⅱ
本
は
「
上
」
存
だ
が
同
一
の
板
で
は
な
い
。
以
下
、
完
本
で
あ
る
①
国
会
本
の
書
誌
を
記
す
。 

  

大
本
、
三
巻
一
冊
（
合
）
。
題
簽
欠
。
序
題
「
大
絵
図
稽
古
帳
」
。
目
録
題
「

繪本

稽
古
帳
」
。
上
巻
表
紙
見
返
し
に
広
告
貼
付
。
柱
に
、
上
「
上 

（
丁
付
）
」
、
中
下
「
古
中
（
下
） 
（
丁
付
）
」
。
飛
び
丁
あ
り
、
下
六
丁
目
に
「
六
ノ
九
」
。
上
二
十
一
丁
、
中
十
三
丁
、
下
十
三
丁
、
全
四

十
七
丁
。
井
村
勝
吉
画
。
序
に
「
そ
れ
哥
人
は
い
は
ね
と
も
冨
士

フ

ジ

を
目
前
に
さ
と
り
／
大
海
を
む
ね
の
内
に
た
ゝ
ゆ
る
事
情
は
道
に
よ
り
て

／
賢
し
と
い
へ
と
も
凡

形
カ
タ
チ

の
な
き
は
功 コ

ウ

能 ノ
ウ

の
筆
工
に
も
／
う
か
ま
す
今
爰
に
う
つ
し
侍
る
と
こ
ろ
の
／
繪
本
帳
奥 オ

ク

方 ガ
タ

局
ツ
ボ
ネ

雨
中
な
る
つ
れ
〳

〵
又
は
／
ひ
い
な
か
た
な
と
好
ま
し
め
ん
た
め
則
五
色
の
繪
の
／
具
〔
板
様
〕
ま
て
こ
と
〳
〵
く
あ
ら
は
し
初
心
御
稽
／
古
の
た
よ
り
と
も

な
ら
ん
か
し
と
今
板
行
者
也
」
。
〈
跋
〉
「
世
に
絵
本
の
し
な
ま
ち
〳
〵
な
り
今
図
／
す
る
と
こ
ろ
は
今
様
染
の
も
や
う
又
当
世
／
は
や
り
出

の
ふ
く
さ
た
ば
こ
入
な
ん
ど
の
も
や
う
／
と
り
の
た
よ
り
と
も
な
り
侍
ら
ん
か
と
令
／
板
行
世
に
ひ
ろ
む
る
な
り
」
。
〈
刊
年
〉
「
享
保
三
戌

戊
年
／
五
月
吉
日
」
。
〈
板
元
名
〉
「
江
戸
日
本
橋
南
二
丁
目 

小
河
彦
九
郎
／
京
寺
町
松
原
上
ル
丁 

菊
屋
七
郎
兵
衛
／
大
坂
安
土
町
一
丁

目 

野
田
屋
利
右
衛
門
／
同
心
斎
橋
筋
順
慶
町 

柏
原
屋
清
右
衛
門
」
。 
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本
書
の
特
異
な
点
の
一
つ
が
目
録
の
形
式
で
あ
る
。
図
４
は
序
文
の
後
に
続
く
目
録
で
、
見
開
き
四
分
の
三
程
度
を
利
用
し
て
「
五
色
の
あ

わ
せ
や
う
幷
ニ
本
絵
具
」
等
、
彩
色
に
関
す
る
解
説
を
実
例
と
共
に
載
せ
る
。
左
四
分
の
一
上
部
に
「
宝
恵
紋
」
が
描
か
れ
、
そ
の
下
に
本
書

の
目
次
、
続
い
て
絵
師
名
と
板
元
名
が
記
さ
れ
る
（
図
５
）
。
目
次
に
は
「
雪
輪
源
氏
」「
団
扇
絵
図
」「
近
江
八
景
」「
山
水
之
図
」「
草
木
花
図
」

と
並
ぶ
が
、
本
書
は
「
山
水
之
図
」
ま
で
を
上
巻
が
占
め
、
中
下
巻
に
「
草
木
花
図
」
が
載
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。 

上
巻
「
雪
輪
源
氏
」
「
団
扇
絵
図
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
雪
輪
、
団
扇
の
飾
り
枠
を
用
い
た
源
氏
絵
等
の
画
題
を
載
せ
る
。
「
近
江
八
景
」
は
飾
り

枠
に
そ
れ
ぞ
れ
の
風
景
を
載
せ
、
漢
詩
・
和
歌
を
併
記
す
る
。
こ
の
源
氏
絵
と
近
江
八
景
を
取
り
合
わ
せ
る
構
成
は
、
既
述
の
『
絵
本
草
源
氏
』

と
も
共
通
す
る
。
続
く
「
山
水
之
図
」
は
、
絵
の
手
本
を
紹
介
す
る
の
で
は
な
く
、
山
水
木
石
に
関
す
る
画
法
を
伝
え
る
内
容
と
な
る
。
中
下

巻
は
、
半
丁
に
一
図
か
ら
三
図
の
草
木
花
図
を
描
き
、
そ
の
彩
色
注
を
併
記
す
る
内
容
と
な
る
。
内
容
面
に
お
い
て
一
作
品
と
し
て
の
統
一
感

図 ５  

『 絵 本 稽 古 帳 』 ① 国 会 本 上 巻  

（ 二 オ ） 部 分  

図 ４『 絵 本 稽 古 帳 』① 国 会 本 上

巻  
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を
欠
く
点
、
上
巻
と
中
下
巻
で
柱
刻
に
差
異
が
あ
る
点
か
ら
、
元
は
異
な
る
作
品
で
あ
っ
た
も
の
を
取
り
合
わ
せ
た
可
能
性
も
考
慮
す
べ
き
か

と
思
わ
れ
る
。 

ま
た
、
目
次
や
板
元
名
の
筆
致
の
差
異
に
注
目
し
て
検
討
し
た
結
果
、
板
木
の
改
修
跡
が
認
め
ら
れ
た
。
図
５
に
該
当
部
分
を
載
せ
た
通
り
、

目
次
の
「
雪
輪
源
氏
」
、「
団
扇
繪
圖
」
に
認
め
ら
れ
る
巻
き
の
強
い
字
体
に
対
し
、「
近
江
八
景
」
、「
山
水
之
図
」
、「
草
木
花
図
」
の
字
体
は
や

や
異
な
る
。
ま
た
、
下
部
は
「
洛
下
染
物
絵
師 

井
村
勝
吉
」
の
字
体
に
対
し
「
大
坂
安
土
町
一
丁
目 

野
田
屋
利
右
衛
門
／
心
斎
橋
筋
順
慶

町 

柏
原
屋
清
右
衛
門
」
の
字
体
が
異
な
る
。
い
ず
れ
も
、
後
半
の
「
近
江
八
景
」
以
下
三
項
目
、「
大
坂
安
土
町
一
丁
目
」
以
下
板
元
に
関
す

る
記
述
の
側
に
改
修
が
認
め
ら
れ
る
。 

こ
れ
ら
に
つ
い
て
推
測
す
れ
ば
、
目
次
を
改
修
し
た
理
由
は
、
図
１
の
広
告
中
『
絵
本
稽
古
帳
』
の
項
目
に
「
増
補
山
水
書
法
入
」
と
あ
る

事
か
ら
、「
山
水
之
図
」
を
増
補
し
た
た
め
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
。
ま
た
、
中
下
巻
が
そ
れ
ぞ
れ
十
三
丁
か
ら
な
る
一
方
で
、
上
巻
が
二
十
一

丁
で
あ
る
点
は
、
十
四
丁
目
以
降
に
こ
の
「
山
水
之
図
」
を
増
補
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
（

註

1 1

）

。
現
在
、
改
修
前
の
伝
本
は
確
認
で
き
て
い

な
い
が
、
板
元
名
の
側
に
改
修
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
①
国
会
本
『
絵
本
稽
古
帳
』
、
③
内
藤
ⅱ
本
（
上
存
）
は
、
野
田
屋
、
柏
原
屋
ら
に
よ

る
求
板
本
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。
た
だ
し
、
「
近
江
八
景
」
以
下
三
項
目
の
字
体
と
、
「
野
田
屋
利
右
衛
門
」
ら
板
元
名
と
所
在
地
の
字
体
も

異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
目
次
の
改
修
に
次
い
で
、
板
元
名
の
改
修
は
別
時
期
に
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
正
確
な
成
立
を
明

ら
か
に
で
き
る
資
料
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
ら
ず
、
増
補
や
求
板
の
時
期
に
つ
い
て
は
定
か
で
な
い
が
、
柏
原
屋
の
広
告
が
増
補
に
つ
い
て
記
し

て
い
る
こ
と
か
ら
（
図
１
参
照
）
、
求
板
後
に
増
補
が
行
わ
れ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。 

絵
師
で
あ
る
井
村
勝
吉
は
、
「
洛
下
染
物
絵
師
」
と
さ
れ
て
い
る
通
り
、
京
都
で
活
動
し
た
人
物
と
さ
れ
る
。
本
書
の
他
、
『
新
板
和
国
ひ
い

な
か
た
大
全
』
（
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
刊
）
『
丹
前
雛
形
』
（
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
刊
）
、
『
風
流
雛
形
大
成
』
（
正
徳
二
年
（
一
七
一
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二
）
刊
）
に
そ
の
名
が
確
認
さ
れ
る
。
『
稽
古
帳
』
を
除
い
て
、
作
品
は
全
て
小
袖
雛
形
本
で
あ
り
、
「
染
物
絵
師
」
の
肩
書
は
、
文
字
通
り
染

物
の
意
匠
を
描
い
た
た
め
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
丸
山
伸
彦
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
は
じ
め
井
村
勝
吉
の
作
品
は
江
戸
の

西
村
利
右
衛
門
、
京
都
の
竹
田
治
右
衛
門
と
い
っ
た
板
元
か
ら
刊
行
さ
れ
た
が
、
後
に
京
都
の
藤
屋
治
右
衛
門
と
組
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

（

註

1 2

）

。
こ
の
事
を
踏
ま
え
れ
ば
、
柏
原
屋
、
野
田
屋
に
よ
る
求
板
前
の
『
稽
古
帳
』
の
板
元
も
ま
た
、
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。 

 

四
、
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
（
図
６
・
図
７
） 

 

現
在
、『
絵
本
手
帳
綱
目
』
の
完
本
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。「
上
」
存
で
あ
る
①
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
蔵
本
（
７
２
０―

５
）
、
②
個
人
蔵

本
、
そ
し
て
「
下
」
存
と
な
る
③
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
（
文
庫
３
１ 

／
Ｅ
０
４
４
５
）
、
④
内
藤
記
念
く
す
り
博
物
館
蔵
本
（
７
２
０
／

エ
／
４
５
９
２
７
）
を
確
認
し
て
い
る
。
以
下
、
①
石
川
歴
博
本
、
③
早
稲
田
本
の
書
誌
を
記
す
。 

 

①
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
蔵
本 

 

大
本
、
一
冊
（
上
存
）
。
左
上
に
外
題
簽
（
後
補
、
子
持
ち
枠
、
墨
手
書
き
）「
絵
本
手
帳
綱
目
」
。
柱
に
「
○ 

上
（
丁
付
）
」
。
二
一
丁
存
（
二

一
丁
目
に
欠
損
）
。
序
に
「
夫
絵
は
心
の
至
所
に
其
形
チ
を
と
ゞ
む
／
さ
れ
ば
空
中
よ
り
自
然
と
徳
を
そ
な
へ
り
／
〔
仍
〕
之
人
々
藝
古
た
る

べ
き
道
に
あ
ら
ず
や
／
爰
に
題
号
す
る
所
濃
絵
本
手
帳
綱
目
と
／
名
づ
け
て
今
様
用
ゆ
べ
き
分
令
二

開
板
一

染
方
好
ま
し
め
後
た
よ
り
と
も

な
り
／
侍
べ
ら
ん
か
し
と
な
ん
」
。
刊
記
な
し
。
広
告
な
し
。
吉
村
勝
正
画
（
目
録
に
よ
る
）
。 

③
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本 

 

大
本
、
一
冊
（
下
存
）
。
左
上
に
外
題
簽
（
単
郭
）「

大成

絵
本
手
帳
綱
目

諸

鳥

之

図 

五

穀

類

之

図

貞
」
。
柱
に
「
○ 

下
（
丁
付
）
」
。
全
十
九
丁
。
序
無
し
。〈
跋
〉
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「
世 せ

間 け
ん

繪 え

抄
せ
う
の

類 る
い

出 い
つ

る
と
い
へ
ど
も
／
其 そ

の

形 か
た

チ
當 た

う

風 ふ
う

の
ま
さ
か
に
／

当
あ
た
ら

ざ
る

處
と
こ
ろ

多 お
ほ

し
此 こ

の

度 た
び

一
流 り

う

／
筆 ひ

つ

工 く

の
今 い

ま

様 や
う

に
仕 し

出 だ

し

令
せ
し
む
る

二

／
板 は

ん

行 か
う

一

者 も
の

也 な
り

」
。
〈
年
記
〉
「
正
徳
三

癸巳

閏
五
月
吉
日
」
、
〈
板
元
名
〉
「
板
木
師
一
条
智
恵
光
院
西
江
入
町
治
右
衛
門
／
山
田
氏
」
。
広
告
な
し
。 

 
 

 

上
巻
は
「
老
松
」
、「
蔦
葛
」
に
始
ま
る
草
木
図
を
、
そ
の
植
物
が
対
応
し
た
四
季
の
記
述
と
共
に
載
せ
、
下
巻
は
「
鳳
凰
」
に
始
ま
る
鳥
類
、

「
蒲
公
英
」
等
の
野
草
、
「
浅
瓜
」
や
「
枇
杷
」
と
い
っ
た
野
菜
、
果
物
を
載
せ
る
。
上
巻
（
①
石
川
歴
博
本
）
の
「
絵
本
手
帳
目
録
」
に
「
○

春
夏
秋
冬
を
わ
か
つ
事
／
○
諸
木
繪
圖
之
事
／
○
草
花
繪
圖
之
事
／
○
諸
鳥
大
鳥
繪
圖
之
事
／
○
同
小
鳥
寄
繪
圖
之
事
／
○
く
だ
物
折
枝
繪

圖
之
事
／
○
水
邊
蘋
繪
圖
之
事
」
と
あ
り
（
図
６
右
半
丁
）
、
前
半
三
つ
が
①
石
川
歴
博
本
の
内
容
と
、
後
半
四
つ
が
③
早
稲
田
本
の
内
容
と
一

致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
図
１
で
掲
げ
た
広
告
に
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
が
「
二
冊
」
と
載
る
こ
と
か
ら
、
伝
本
の
欠
損
は
あ
る
も
の
の
、
①
石
川

歴
博
本
、
③
早
稲
田
本
で
お
お
よ
そ
の
内
容
は
把
握
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

①
石
川
歴
博
本
は
、
二
一
丁
目
が
大
き
く
破
損
し
て
お
り
、
二
二
丁
目
以
降
に
も
内
容
が
続
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
詳
細
は
後
述
す
る

が
、
柏
原
屋
の
刊
記
を
持
つ
『
絵
本
清
書
帳
』
は
、『
絵
本
手
帳
綱
目
』
の
「
上
」「
下
」
巻
（
上
巻
：
①
石
川
歴
博
本
、
下
巻
：
③
早
稲
田
本
）

を
取
り
合
わ
せ
、
改
修
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
で
き
て
い
る
。
今
、
こ
の
『
絵
本
清
書
帳
』（
①
都
立
中
央
図
書
館
蔵
本
）
と
『
絵
本
手
帳
綱

目
』
①
石
川
歴
博
本
を
比
較
す
れ
ば
、
図
様
が
連
続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
「
杜
若
」
「
九
輪
草
」
「
薔
薇
」
の
図
様
が
描
か
れ
た

二
二
丁
目
は
存
在
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

③
早
稲
田
本
は
「
板
木
師
」
の
意
味
が
や
や
不
明
瞭
だ
が
（

註

1 3

）

、
京
都
の
山
田
氏
が
板
元
と
み
て
よ
い
か
。
た
だ
し
、
跋
文
と
刊
記
の
筆
致

に
隔
た
り
が
あ
る
事
か
ら
、
こ
の
時
点
で
刊
記
の
改
修
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
（
後
掲
図

20

）
。
④
内
藤
本
は
〈
年
記
〉
を
欠
き
、

か
つ
〈
板
元
名
〉
に
虫
損
が
多
く
断
定
は
で
き
な
い
が
、
天
王
寺
屋
一
郎
兵
衛
の
他
、
複
数
書
肆
の
相
板
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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③
早
稲
田
本
、
④
内
藤
本
共
に
、
『
絵
本
清
書
帳
』
へ
の
取
り
合
わ
せ
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
図
を
含
む
（
図
７
左
半
丁
）（
註

1 4

）

。
改
修
後
、
再

び
原
形
に
戻
し
た
と
も
考
え
難
い
こ
と
か
ら
、
山
田
氏
、
及
び
天
王
寺
屋
ら
の
刊
行
は
、
い
ず
れ
も
柏
原
屋
の
刊
行
に
先
行
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
柏
原
屋
は
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
を
い
ず
れ
か
の
書
肆
よ
り
求
板
し
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
①
石
川
歴
博
本
、
③
早
稲
田
本
の
内
容
よ
り
、『
絵
本
手
帳
綱
目
』
の
内
容
が
あ
る
程
度
把
握
で
き
る
と
し
た
が
、
現
在
柏
原
屋
の
刊

記
を
持
つ
伝
本
は
確
認
で
き
て
お
ら
ず
、
①
石
川
歴
博
本
、
③
早
稲
田
本
と
同
様
の
形
式
で
柏
原
屋
が
刊
行
し
た
と
は
限
ら
な
い
。
唯
一
『
絵

本
手
帳
綱
目
』
の
外
題
簽
を
持
つ
②
個
人
蔵
本
が
延
享
二
年
以
降
成
立
の
柏
原
屋
刊
行
と
な
る
絵
本
広
告
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
内
容
は
後
述

す
る
『
絵
本
清
書
帳
』
の
上
巻
と
一
致
し
て
お
り
、
獣
や
龍
図
、
魚
や
虫
の
図
を
載
せ
、
同
じ
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
の
書
名
を
持
ち
な
が
ら
、

①
石
川
歴
博
本
と
は
別
書
と
な
る
。 

 

享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
以
降
に
成
立
し
た
柏
原
屋
の
絵
本
広
告
（

註

1 5

）

で
は
、『
絵
本
手
帳
綱
目
』
の
広
告
文
に
「
禽
獣
虫
魚
」
と
あ
り
、

以
降
の
広
告
で
も
同
様
の
紹
介
が
な
さ
れ
る
（

註

1 6

）

。
広
告
の
記
述
通
り
で
あ
れ
ば
、
草
木
図
を
載
せ
た
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
①
石
川
歴
博
本
、

及
び
③
早
稲
田
本
の
後
半
が
、
柏
原
屋
の
販
売
し
た
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
に
採
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
「
獣
虫
魚
」
部
分
を

他
書
よ
り
取
り
合
わ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
獣
虫
魚
」
が
、『
絵
本
手
帳
綱
目
』
②
個
人
蔵
本
、
則
ち
『
絵
本
清
書
帳
』
上
巻
の
内
容
と
一

致
す
る
こ
と
、
後
述
す
る
『
絵
本
清
書
帳
』
の
下
巻
が
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
下
巻
（
③
早
稲
田
本
）
よ
り
草
木
図
を
除
い
た
同
図
を
用
い
て
い

る
こ
と
か
ら
、
柏
原
屋
は
『
絵
本
清
書
帳
』
よ
り
「
禽
獣
虫
魚
」
に
相
当
す
る
上
下
巻
の
み
を
取
出
し
、
こ
れ
ら
を
流
用
し
て
『
絵
本
手
帳
綱

目
』
と
し
て
刊
行
し
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。 

 

最
後
に
、
本
書
に
お
け
る
強
い
癖
字
と
絵
師
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
図
６
右
半
丁
に
見
る
通
り
、
改
修
前
の
本
書
の
字
体
に
肥

痩
が
目
立
つ
癖
字
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
字
体
と
類
似
し
た
も
の
が
、
先
に
挙
げ
た
『
草
源
氏
』
に
も
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
（
図
３
参
照
）
、
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こ
の
二
書
は
同
一
の
筆
工
に
よ
る
も
の
か

と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
両
書
と
も
に
長

文
の
記
述
を
伴
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
別
に
筆

工
を
立
て
ず
、
文
字
を
絵
師
が
兼
任
し
て
い

る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
先
に

挙
げ
た
『
草
源
氏
』
が
本
書
と
同
様
、
吉
村

勝
正
の
手
に
よ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
お
く
。
た
だ
し
、
絵
師
の
吉
村
勝

正
に
関
し
て
は
現
在
未
詳
で
あ
り
、
今
後
の

課
題
と
し
て
調
査
を
続
け
た
い
。
今
、
特
長

に
つ
い
て
少
し
述
べ
る
な
ら
ば
、
葉
脈
や
羽
毛
に
及
ぶ
精
細
な
描
き
込
み
や
、
薄
や
柳
等
の
線
状
に
描
く
植
物
に
対
し
装
飾
的
に
白
や
黒
の
丸

を
描
き
入
れ
る
点
等
が
見
出
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
特
長
は
、
先
に
吉
村
勝
正
画
と
推
測
し
た
『
絵
本
草
源
氏
』
に
も
確
認
で
き
る
。 

 

五
、
『
絵
本
清
書
帳
』
（
図
８
～
図

11

） 

 

①
都
立
中
央
図
書
館
蔵
本
（
加
４
８
１
２
）
②
国
会
図
書
館
蔵
本
（
Ｗ
１
６
６―

Ｎ
１
２
）
、
③
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
（
文
庫
３
１
／
Ｅ

０
４
４
６
）
、
④
三
原
市
図
書
館
蔵
本
、
⑤
国
会
図
書
館
蔵
本
（
特
１―

３
３
３
）（
註

1 7

）

を
確
認
し
て
い
る
。
③
早
稲
田
本
は
中
巻
存
、
④
三
原

市
本
は
中
下
巻
存
、
⑤
国
会
本
は
下
巻
存
で
あ
る
。
こ
の
他
、
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
よ
り
八
戸
市
立
図
書
館
蔵
本
（
南
１
０
／

図 ７ 『 絵 本 手 帳 綱 目 』  

③ 早 稲 田 本 （ 十 六 ウ ・ 十 七 オ ）  

図 ６ 『 絵 本 手 帳 綱 目 』  

① 石 川 歴 博 本 （ 一 ウ 、 二 オ ）  
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８
）
、
東
海
大
学
中
央
図
書
館
蔵
本
（
桃
１
０
／
１
４
７
）
が
知
ら
れ
る
。
以
下
完
本
で
あ
る
①
都
立
中
央
本
の
書
誌
を
記
す
。 

  

大
本
、
三
巻
三
冊
。
左
上
に
外
題
簽
（
単
郭
）
上
「

大成

絵
本
清
書
帳

獣

物

之

図

龍

魚

之

図

一
」
、
中
「

大成

絵
本
清
書
帳

諸

木

之

図

五

穀

類

之

図

二
」
、
下
「

大成

絵
本
清
書
帳

草

花

之

図

三
」
。
上
表
紙
見
返
し
に
広
告
貼
付
。
柱
に
「
○ 

上
（
中
・
下
） 

（
丁
付
）
」
。
中
十
三
丁
目
に
「
十
五
〓
（
示
へ
ん
に
勿
）
」
。
飛
び
丁
あ

り
、
中
十
一
丁
目
に
「
十
一
ノ
三
」
。
上
十
七
丁
、
中
二
十
五
丁
、
下
十
六
丁
、
全
五
十
八
丁
。
序
無
し
。〈
跋
〉「
世 せ

間 け
ん

繪 え

抄
せ
う
の

類 る
い

出 い
つ

る
と
い
へ

ど
も
／
其 そ

の

形 か
た

チ
當 た

う

風 ふ
う

の
ま
さ
か
に
／

当
あ
た
ら

ざ
る

處
と
こ
ろ

多 お
ほ

し
此 こ

の

度 た
び

一
流 り

う

／
筆 ひ

つ

工 く

の
今 い

ま

様 や
う

に
仕 し

出 だ

し

令
せ
し
む
る

二

／
板 は

ん

行 か
う

一

者 も
の

也 な
り

」
。
〈
年
記
〉
「
享
保
三
戌
戊

年
／
五
月
吉
日
」
。
〈
板
元
名
〉
「
江
戸
日
本
橋
南
二
丁
目 

小
河
彦
九
郎
／
京
寺
町
松
原
上
ル
丁 

菊
屋
七
郎
兵
衛
／
大
坂
安
土
町
一
丁
目 

野
田
屋
利
右
衛
門
／
同
心
斎
橋
筋
順
慶
町 

柏
原
屋
清
右
衛
門
」
。 

  

上
巻
は
「
獅
子
」
、
「
虎
」
に
始
ま
る
動
物
類
、
後
半
に
「
鯉
」
や
「
蟹
」
等
の
魚
貝
類
や
龍
等
、
最
終
一
丁
半
に
虫
類
の
図
を
掲
載
す
る
。

同
じ
モ
チ
ー
フ
を
複
数
の
角
度
か
ら
描
い
た
図
が
多
く
含
ま
れ
、
ま
た
動
物
類
の
図
に
は
親
と
子
の
図
を
並
べ
る
例
が
複
数
確
認
で
き
る
。
中

巻
は
「
老
松
」
、
「
蔦
葛
」
に
始
ま
る
草
木
類
の
図
を
載
せ
、
多
く
が
連
想
さ
れ
る
四
季
の
記
述
を
伴
う
。
下
巻
は
鳥
類
の
図
を
載
せ
、
彩
色
注

や
、
鳥
と
合
わ
せ
て
描
か
れ
る
こ
と
の
多
い
草
木
類
の
図
を
掲
載
す
る
。 

①
都
立
中
央
本
は
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
の
〈
年
記
〉
を
持
つ
が
、
添
付
さ
れ
た
広
告
か
ら
、
現
在
の
形
式
は
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）

以
降
に
成
立
し
た
も
の
と
判
断
で
き
る
（

註

1 8

）

。
挙
げ
た
資
料
中
最
も
早
い
成
立
の
広
告
を
有
す
る
伝
本
は
②
国
会
本
で
あ
り
、
貼
付
さ
れ
た
広

告
は
図
１
と
同
じ
享
保
五
年
以
前
の
成
立
で
あ
る
。
た
だ
し
、
②
国
会
本
は
前
掲
『
絵
本
草
源
氏
』
③
早
稲
田
ⅱ
本
と
同
じ
く
〈
年
記
〉
を
欠

き
、
板
木
の
摩
耗
や
欠
け
も
多
く
見
ら
れ
る
た
め
、
安
易
に
印
時
期
を
早
く
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
（
後
掲
図

29

）
。
刊
記
や
印
時
期
等
の
問



33 

 

 

題
は
他
作
品
を
交
え
後
述
す
る
も
の
と
し
、
以
下
『
絵
本
清
書
帳
』
の
伝
本
に
関
わ
る
諸
事
項
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 
ま
ず
、
先
に
触
れ
た
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
か
ら
の
引
用
に
関
す
る
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
『
絵
本
清
書
帳
』
中
下
巻
は
、
『
絵
本
手
帳
綱
目
』

①
石
川
歴
博
本
、
③
早
稲
田
本
を
取
り
合
わ
せ
た
上
で
改
修
し
て
成
立
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
序
文
や
目
録
、
及
び
「
駒
鳥
」
等
の
一
部

鳥
図
（
図
６
左
半
丁
）
の
削
除
、
お
よ
び
画
題
の
入
れ
替
え
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
入
れ
替
え
と
は
、
改
修
前
の
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
に
お
け

る
画
題
配
列
が
、〈
草
木
図
：
上
巻
〉
、〈
鳥
図
・
草
木
図
：
下
巻
〉
で
あ
っ
た
も
の
を
、
改
修
に
際
し
板
木
を
並
び
替
え
、〈
全
草
木
図
：
中
巻
〉
、

〈
鳥
図
：
下
巻
〉
と
し
た
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
は
、
柏
原
屋
が
巻
ご
と
に
掲
載
す
る
画
題
の
分
類
を
行
お
う
と
し
た
意
図
に
基
づ
い
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
（

註

1 9

）

。
こ
の
改
修
に
よ
っ
て
画
題
配
列
の
整
合
性
は
増
し
た
が
、
本
来
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
上
巻
が
草
木
図
に
四
季
を
併
記
す
る

の
に
対
し
、
下
巻
は
四
季
の
併
記
を
伴
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
形
式
的
な
統
一
感
を
欠
く
結
果
に
な
っ
た
（
図
８
・
９
参
照
）
。 

 

で
は
、
取
り
合
わ
さ
れ
た
『
絵
本
清
書
帳
』
の
上
巻
と
は
何
か
、
ま
た
取
り
合
わ
せ
は
ど
の
時
点
で
行
わ
れ
た
か
。
今
、
こ
の
疑
問
に
答
え

る
確
実
な
資
料
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
が
、
肥
痩
が
特
徴
的
な
字
体
や
絵
の
筆
致
か
ら
推
測
す
れ
ば
（
上
：
図

10

、
下
：

11

参
照
）
、
こ
の

上
巻
も
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
と
同
じ
く
吉
村
勝
正
画
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
、
こ
の
上
巻
部
分
も
『
絵
本
手
帳
綱

目
』
と
同
時
期
に
求
板
さ
れ
た
作
品
か
ら
引
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

ま
た
、
こ
の
疑
問
に
関
わ
る
問
題
点
と
し
て
、『
絵
本
清
書
帳
』
下
巻
の
外
題
簽
に
「
草
花
之
図
」
と
あ
る
一
方
、
描
か
れ
て
い
る
の
は
鳥
類

の
図
で
あ
る
と
い
っ
た
齟
齬
を
取
り
上
げ
る
。
①
都
立
中
央
本
下
巻
の
他
、
②
国
会
本
、
③
早
稲
田
本
の
下
巻
に
も
同
外
題
簽
を
付
し
て
い
る

た
め
、
伝
本
成
立
時
か
ら
題
簽
の
齟
齬
は
生
じ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
既
述
の
通
り
、『
絵
本
清
書
帳
』
下
巻
の
内
容
は
『
絵
本
手
帳
綱
目
』

か
ら
の
抜
粋
で
あ
り
、
改
修
前
の
状
態
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
③
早
稲
田
本
に
は
「
諸
鳥
之
図
／
五
穀
類
之
図
」
と
、
内

容
と
一
致
し
た
題
簽
が
正
し
く
付
さ
れ
る
。 
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こ
の
問
題
に
対
し
考
え
ら
れ
る
可
能
性
と
し
て
は
、『
絵
本
手
帳
綱
目
』
や
実
見
し
得
た
『
絵
本
清
書
帳
』
伝
本
の
他
に
、
別
板
の
『
絵
本
清

書
帳
』
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
三
巻
目
に
相
当
す
る
題
簽
を
流
用
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
柏
原
屋
刊
行
の
絵
本
に
添
付
さ
れ

る
広
告
文
に
は
、
『
絵
本
清
書
帳
』
に
つ
い
て
「
草
木
禽
獣
蟲
魚
」（
註

2 0

）

、
「
諸
木
草
花
鳥
獣
虫
魚
之
図
悉
く
記
す
」
等
と
紹
介
さ
れ
て
お
り
（

註

2 1

）

、
外
題
簽
と
は
異
な
り
、
鳥
の
図
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
正
し
く
認
識
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
以
前
に
成
立

し
た
と
考
え
ら
れ
る
広
告
（
同
図
１
）
や
、
享
保
十
年
か
ら
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
の
間
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
広
告
（

註

2 2

）

、
ま
た

享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
刊
の
『
新
撰
書
籍
目
録
』
等
に
は
全
四
冊
の
刊
行
と
載
り
、
三
巻
三
冊
形
態
で
あ
る
伝
本
と
の
間
に
齟
齬
が
生
じ

て
い
る
。
三
冊
本
の
形
式
で
掲
載
さ
れ
る
の
は
、
管
見
の
限
り
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
以
後
の
成
立
と
な
る
広
告
以
降
で
あ
る
こ
と
か
ら

（

註

2 3

）

、
元
は
四
冊
の
形
式
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
も
の
が
三
冊
本
に
改
修
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
元
は
四
冊
本
形
式

時
に
使
用
さ
れ
た
外
題
簽
が
、
三
冊
本
形
式
に
改
修
さ
れ
た
後
に
も
流
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 

 

以
上
を
踏
ま
え
、
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
、
『
絵
本
清
書
帳
』
に
関
す
る
考
察
を
以
下
に
ま
と
め
る
。 

『
絵
本
手
帳
綱
目
』
は
、
柏
原
屋
に
よ
る
求
板
が
な
さ
れ
、
別
書
と
取
り
合
わ
せ
て
『
絵
本
清
書
帳
』
に
改
修
さ
れ
た
。
こ
の
時
、『
絵
本
清

書
帳
』
は
四
冊
本
と
し
て
制
作
さ
れ
た
が
、
後
に
伝
本
の
三
冊
本
形
式
へ
再
改
修
さ
れ
る
。
一
方
で
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
の
書
名
は
改
修
後
も

残
っ
て
お
り
、
「
禽
獣
虫
魚
」
に
相
当
す
る
『
絵
本
清
書
帳
』
上
下
巻
を
流
用
し
二
冊
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
後
掲
図

32

に
図
解
を
示
す
。 

 

現
在
の
と
こ
ろ
、
以
上
の
内
容
は
あ
く
ま
で
伝
存
資
料
を
も
っ
て
行
っ
た
推
測
で
あ
り
、
柏
原
屋
の
刊
記
を
有
す
る
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
や

四
冊
本
形
式
の
『
絵
本
清
書
帳
』
と
い
っ
た
資
料
の
捜
索
が
俟
た
れ
る
。 
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図 ８ 『 絵 本 清 書 帳 』  

① 都 立 中 央 本  

中 巻 （ 一 ウ ・ 二 オ ）  

図 ９ 『 絵 本 清 書 帳 』  

① 都 立 中 央 本  

中 巻 （ 十 一 ウ ・ 十 二 オ ）  

図 10『 絵 本 清 書 帳 』

① 都 立 中 央 本  

上 巻 （ 七 オ ） 部 分  

図 11『 絵 本 清 書 帳 』

① 都 立 中 央 本  

下 巻 （ 三 オ ） 部 分  
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六
、
『
絵
本
た
か
ら
蔵
』
（
図

12

・
図

13

） 

 

確
認
で
き
た
伝
本
は
、
①
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
本
ⅰ
、
②
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
本
ⅱ
の
み
で
、
現
在
ま
で
に
実
見
で
き
た
資
料
は
な
い
。
以

下
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
記
述
を
も
と
に
両
伝
本
の
書
誌
を
記
す
（

註

2 4

）

。 

 

①
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
本
ⅰ 

 

大
本
、
一
冊
。
左
上
に
外
題
簽
（
子
持
ち
枠
）
貼
付
、「
絵
本
た
か
ら
○ く

ら

」
。
柱
に
「
宝
上 

（
丁
付
）
」
。
飛
丁
あ
り
、
六
丁
目
に
「
六
ノ
十
」
。

全
十
四
丁
。
序
無
し
。 

②
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
本
ⅱ 

 

大
本
、
一
冊
。
左
上
に
外
題
簽
（
枠
無
し
、
墨
写
、
後
補
）
「
繪
本
模
様
雛
形 

全
」
。
柱
に
「
宝
下 

（
丁
付
）
」
。
飛
丁
あ
り
、
八
丁
目
に

「
九
ノ
十
三
」
。
全
十
二
丁
。〔
丁
付
が
三
か
ら
五
に
飛
ぶ
が
、
欠
け
が
あ
る
か
。
〕〈
跋
〉「
世
に
絵
本
の
し
な
ま
ち
〳
〵
な
り
今
図
／
す
る
と

こ
ろ
は
今
様
染
の
も
や
う
又
当
世
／
は
や
り
出
の
ふ
く
さ
た
ば
こ
入
な
ん
ど
の
も
や
う
／
と
り
の
た
よ
り
と
も
な
り
侍
ら
ん
か
と
令
／
板

行
世
に
ひ
ろ
む
る
な
り
」
。
〈
年
記
〉
「
享
保
三
戌
戊
年
／
五
月
吉
日
」
。
〈
板
元
名
〉
「
江
戸
日
本
橋
南
二
丁
目 

小
河
彦
九
郎
／
京
寺
町
松
原

上
ル
丁 

菊
屋
七
郎
兵
衛
／
大
坂
安
土
町
一
丁
目 

野
田
屋
利
右
衛
門
／
同
心
斎
橋
筋
順
慶
町 

柏
原
屋
清
右
衛
門
」
。 

  

②
ボ
ス
ト
ン
ⅱ
本
の
表
紙
は
明
ら
か
に
後
補
で
あ
り
、
題
簽
の
「
絵
本
模
様
雛
形
」
も
後
の
貼
付
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
原
題
で
は
な

い
と
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
、
柱
の
「
宝
上
（
下
）
」
が
対
応
し
、
内
容
に
も
違
和
感
が
な
い
た
め
、
『
絵
本
た
か
ら
蔵
』
の
下
巻
に
相
当
す
る
と
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推
定
で
き
る
。
た
だ
し
、
①
と
②
が
同
板
で
あ
っ

た
か
は
実
見
で
き
て
い
な
い
現
在
の
と
こ
ろ
判

断
で
き
な
い
。 

 

上
巻
は
「
鳳
凰
」
、「
靏
」
に
始
ま
る
鳥
類
の
図

を
、
彩
色
注
等
と
共
に
記
す
。
下
巻
の
前
半
は

「
唐
獅
子
」
、「
貘
」
に
始
ま
る
動
物
類
を
彩
色
注

等
と
共
に
載
せ
（
図

12

）
、
後
半
に
「
鯉
」
や
「
蟹
」

等
の
魚
貝
類
の
図
を
付
す
。
下
巻
九
丁
目
裏
に
、

内
容
的
に
は
上
巻
に
位
置
す
べ
き
白
鷺
図
が
あ

る
こ
と
（
図

13

）
、
魚
貝
類
の
図
様
に
注
釈
を
伴

わ
な
い
こ
と
等
、
統
一
感
を
欠
く
構
成
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、『
絵
本
清
書
帳
』
等
と
同
じ
く
複
数
作
品
の
取
り
合
わ
せ
に
よ
る
後
修
本
で
あ

る
可
能
性
も
あ
る
。 

 

七
、
『
絵
本
忘
草
』
（
図

14

・
図

15

） 

 

①
都
立
中
央
図
書
館
蔵
本
（
加
４
６
７
４
）
②
内
藤
記
念
く
す
り
博
物
館
蔵
本
（
９
１
３
／
エ
／
４
１
０
０
２
）
、
③
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本

ⅰ
（
特
７-

５
５
３
）
、
④
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
ⅱ
（
２
３
８―

３
１
）
、
⑤
岩
国
徴
古
館
蔵
本
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
他
、
新
日
本
古
典
籍

総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
よ
り
玉
川
大
学
教
育
学
術
情
報
図
書
館
蔵
本
（
Ｗ
７
２
１―

エ
）
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
等
が
知
ら
れ
る
。
以
下
①

図 12 

『 絵 本 た か ら 蔵 』 ① ボ ス ト ン ⅰ 本  

（ 二 ウ ・ 三 オ ）  

図 13 

『 絵 本 た か ら 蔵 』 ② ボ ス ト ン ⅱ 本  

（ 九 ウ ・ 十 オ ）  
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都
立
中
央
本
に
つ
い
て
記
載
す
る
。 

  

半
紙
本
、
三
巻
一
冊
（
合
）
。
左
上
に
外
題
簽
（
子
持
ち
枠
（
後
）
）
貼
付
、
「
絵
本
忘
草
」
。
表
紙
見
返
し
に
広
告
（
同
図
１
）
あ
り
。
柱
に

は
、
上
一
丁
目
「
下
向
き
双
魚
尾 

繪
本
上 

一
」
二
丁
目
以
降
「
忘
草
上
（
中
・
下
） 

（
丁
付
）
」
。
飛
び
丁
あ
り
、
上
七
丁
目
「
七
ノ

十
二
」
、
中
巻
十
丁
目
「
十
ノ
十
二
」
、
下
八
丁
目
「
八
ノ
十
一
」
。
序
無
し
。
跋
無
し
。
刊
記
「
享
保
三
戊
戌
年
五
月
吉
祥
日
／
江
戸
日
本
橋

南
二
丁
目 

小
河
彦
九
郎
／
京
寺
町
松
原
上
ル
丁 

菊
屋
七
郎
兵
衛
／
大
坂
心
斎
橋
筋
順
慶
町 

柏
原
屋
清
右
衛
門
」
。
刊
記
は
飾
り
子
持

ち
枠
。 

  

本
書
は
、
一
丁
表
に
猩
々
の
図
を
載
せ
た
後
、「
松
」
、
「
柳
」
に
始
ま
る
草
木
図
を
掲
載
し
、
そ
の
解
説
を
行
う
。「
松
」（
一
ウ
）
か
ら
「
篠

笹
」（
十
八
ウ
）
に
か
け
て
は
半
丁
に
一
つ
の
草
木
を
取
り
上
げ
、
関
連
す
る
画
題
を
横
に
付
す
形
式
を
と
り
、
上
文
下
図
に
て
解
説
を
行
う
。

「
藤
」
（
十
九
オ
）
以
降
は
半
丁
に
二
図
、
上
下
に
分
割
し
て
草
木
を
取
り
上
げ
、
喉
の
側
に
文
章
、
柱
の
側
に
絵
を
載
せ
る
。 

 

②
内
藤
本
、
③
国
会
本
は
、
後
述
す
る
『
絵
本
ふ
く
ら
す
ゝ
め
』
と
の
取
り
合
わ
せ
本
（
『
絵
本
忘
草
』
三
冊
、
『
絵
本
ふ
く
ら
す
ゝ
め
』
二

冊
の
合
綴
）
で
、
②
内
藤
本
に
は
刊
年
が
記
さ
れ
ず
、
板
元
名
の
み
「
書
林 

大
坂
心
斎
橋
順
慶
町 

渋
川
清
右
衛
門
」
と
あ
る
。
②
内
藤
本

の
表
紙
見
返
し
に
は
①
都
立
中
央
本
や
図
１
と
同
じ
広
告
が
貼
付
さ
れ
、
合
綴
時
に
前
後
し
た
の
か
、
前
半
の
『
絵
本
忘
草
』
部
分
は
上
・
下
・

中
の
順
で
並
ぶ
。
③
国
会
ⅰ
本
は
刊
記
を
欠
く
が
、『
絵
本
忘
草
』
上
・
中
・
下
の
順
で
合
綴
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、『
絵
本
忘
草
』

と
『
絵
本
ふ
く
ら
す
ゝ
め
』
は
、
取
り
合
わ
せ
て
販
売
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。 

延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
以
降
に
成
立
し
た
柏
原
屋
の
広
告
に
（

註

2 5

）

、
『
絵
本
忘
草
』
が
一
冊
本
と
し
て
載
り
、
広
告
文
に
は
「
鳥
獣
龍
虫
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魚
諸
木
草
花
つ
る
の
物
不
残
図
を
あ
ら
は
し
異
名
を
付
悉
く
記
す
」
と
、
草
木
の
み
な
ら
ず
鳥
獣
等
『
絵
本
ふ
く
ら
す
ゝ
め
』
所
収
の
内
容
を

含
む
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
両
書
が
取
り
合
わ
せ
本
と
し
て
販
売
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
に
な
り
得
る
。
ま
た
、
こ
の
広

告
成
立
以
前
、
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
か
ら
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
の
間
に
成
立
し
た
広
告
（

註

2 6

）

、
及
び
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）

以
降
に
成
立
し
た
広
告
に
は
（

註

2 7

）

、
既
に
『
絵
本
忘
草
』
が
「
草
木
禽
獣
蟲
魚
」
の
内
容
を
持
つ
と
書
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
全

三
冊
と
掲
載
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
未
確
認
で
は
あ
る
が
、
先
に
示
し
た
五
冊
合
綴
形
態
以
前
に
『
絵
本
忘
草
』
と
『
絵
本
ふ
く
ら
す
ゝ
め
』

を
取
り
合
わ
せ
た
上
で
三
冊
本
と
し
て
販
売
し
て
い
た
期
間
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。 

④
国
会
本
は
四
冊
本
で
伝
わ
り
『
絵
本
忘
草
』
三
冊
（
上
中
下
）
と
『
絵
本
ふ
く
ら
雀
』
一
冊
（
上
下
合
綴
）
の
取
り
合
わ
せ
本
と
な
る
（

註

2 8

）

。
全
冊
が
後
補
の
布
目
地
青
色
表
紙
、
及
び
手
書
き
の
外
題
簽
を
有
す
る
。『
絵
本
忘
草
』
上
巻
表
紙
見
返
し
に
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
以

前
成
立
の
広
告
（
同
図
１
）
が
貼
付
さ
れ
、『
絵
本
ふ
く
ら
雀
』
裏
表
紙
見
返
し
に
『
民
家
萬
宝
増
補
昼
夜
重
宝
記
』
の
広
告
が
貼
付
さ
れ
る
。

こ
の
広
告
中
に
、
「
柏
原
屋
清
右
衛
門
」
の
名
が
確
認
さ
れ
る
。
『
増
補
昼
夜
重
宝
記
』
は
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
刊
の
伝
本
が
確
認
さ
れ
る

が
、
本
広
告
は
板
木
の
摩
耗
が
激
し
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
よ
り
大
き
く
下
る
印
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、『
絵
本
ふ
く
ら
す
ゝ
め
』
下
巻

相
当
部
に
錯
簡
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
表
紙
等
が
後
補
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
四
冊
本
形
態
は
後
の
改
修
に
よ
る
も
の
で
、
元
は
②
内
藤
本
、
③
国

会
ⅰ
本
と
同
様
に
一
冊
本
形
態
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。 

こ
こ
ま
で
に
取
り
上
げ
た
伝
本
に
対
し
、
⑤
岩
国
本
は
上
の
み
が
伝
わ
る
端
本
だ
が
、
①
都
立
中
央
本
等
に
な
い
序
文
（
一
オ
・
ウ
）
や
目

録
（
二
オ
～
五
ウ
）
が
備
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
①
都
立
中
央
本
上
巻
に
は
始
ま
り
に
「
（
猩
々
図
）
」
（
一
オ
）
、
「
松
」
（
一
ウ
）
が
掲
載
さ
れ

る
が
、
⑤
岩
国
本
の
対
応
箇
所
に
お
い
て
は
猩
々
図
が
な
く
、
「
松
」
（
六
オ
）
の
図
様
も
異
な
り
、
下
部
が
左
右
に
分
割
さ
れ
た
形
式
に
な
る

（

註

2 9

）

。
さ
ら
に
①
都
立
中
央
本
は
、
⑤
岩
国
本
に
あ
る
「
櫻
」
の
記
事
を
欠
い
て
い
る
。 
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こ
の
よ
う
に
⑤
岩
国
本
と
そ
の
他
の
伝
本
と
の
間
に
差
異
が
認
め
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
の
成
立
が
先
行
す
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。「
松
」

図
に
続
く
「
柳
」
図
は
、
い
ず
れ
の
伝
本
に
お
い
て
も
共
通
し
た
内
容
と
な
る
（
図

14

左
半
丁
）
。
こ
こ
で
は
上
文
下
図
形
式
を
採
用
し
文
章

と
図
像
を
配
置
す
る
が
、
さ
ら
に
下
部
を
左
右
に
分
割
し
、
右
部
分
に
「
や
な
ぎ
に
ま
り
」
、
「
さ
く
ら
を
こ
き
ま
せ
」
、
「
い
と
や
な
き
」
と
い

っ
た
関
連
画
題
三
図
を
併
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
①
都
立
中
央
本
と
⑤
岩
国
本
の
「
松
」
の
記
事
を
比
較
し
た
時
（
図

14

右
半
丁
・
図

15

左

半
丁
）
、
①
都
立
中
央
本
が
図
を
左
右
分
割
せ
ず
、
一
図
と
し
て
複
数
の
松
が
描
か
れ
る
の
に
対
し
、
⑤
岩
国
本
で
は
絵
の
枠
を
左
右
に
分
割

し
、
「
わ
か
ま
つ
」
、
「
か
ら
ま
つ
」
、
「
お
ち
ば
み
と
り
」
の
三
図
を
併
記
し
て
い
る
。
則
ち
、
⑤
岩
国
本
の
方
に
後
続
の
「
櫻
」
、「
柳
」
の
記
事

と
の
整
合
性
が
認
め
ら
れ
、
①
都
立
中
央
本
に
な
い
「
櫻
」
図
も
同
様
の
構
成
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
①
都
立
中
央
本
～
④
国
会
本
は
⑤
岩
国
本

の
後
修
本
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。「
（
猩
々
図
）
」
や
「
松
」
図
は
改
修
さ
れ
た
図
様
で
あ
り
、
こ
れ
に
合
わ
せ
「
櫻
」
図
は
削
除
さ
れ
た
と
判

断
さ
れ
る
（

註

3 0

）

。 

 

こ
れ
ら
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
『
絵
本
忘

草
』
の
形
式
は
以
下
の
通
り
に
変
化
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
『
絵
本
忘
草
』
は
、
元
々
序

文
等
を
持
つ
⑤
岩
国
本
の
形
式
で
あ
っ
た
も

の
を
改
修
し
、
①
都
立
中
央
本
の
形
式
と
し
て

販
売
さ
れ
た
。
後
に
『
絵
本
ふ
く
ら
す
ゝ
め
』

と
取
り
合
わ
さ
れ
三
冊
本
と
し
て
販
売
、
さ
ら

に
そ
の
後
『
絵
本
ふ
く
ら
す
ゝ
め
』
と
合
綴
さ

図 14 

『 絵 本 忘 草 』 ① 都 立 中 央 本  

（ 二 ウ ・ 三 オ ）  

図 15 『 絵 本 忘 草 』 ⑤ 岩 国 本  

（ 五 ウ ・ 六 オ ）  
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れ
一
冊
本
と
し
て
販
売
さ
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。 

 

八
、
『
絵
本
ふ
く
ら
す
ゝ
め
』
（
図

16

・
図

17

） 

 

本
書
に
関
し
て
は
、
単
独
で
伝
わ
る
完
本
を
確
認
で
き
て
お
ら
ず
、
先
述
し
た
『
絵
本
忘
草
』
②
内
藤
本
、
③
国
会
ⅰ
本
、
④
国
会
ⅱ
本
に

取
り
合
わ
せ
と
し
て
残
る
も
の
の
み
を
見
る
。
以
下
、
『
絵
本
忘
草
』
③
国
会
ⅰ
本
よ
り
、
『
絵
本
ふ
く
ら
す
ゝ
め
』
に
相
当
す
る
部
分
の
書
誌

を
記
す
。 

 

 

半
紙
本
、
五
巻
一
冊
（
合
）
内
四
・

五
巻
目
が
『
絵
本
ふ
く
ら
す
ゝ
め
』
。

左
上
に
外
題
簽
（
後
補
）
「
花
鳥
づ

く
し
／
ふ
く
ら
す
ゞ
め 

合
本
」
。

柱
に
は
「
す
ゝ
め 

上
（
下
） 

（
丁

数
）
」
。
飛
び
丁
あ
り
上
八
丁
目
に

「
八
ノ
十
」
、
下
三
丁
目
に
「
三
ノ

八
」
。
上
十
二
丁
、
下
九
丁
、
全
二

十
一
丁
。
序
無
し
。
刊
記
な
し
。 

 

図 16 

『 絵 本 ふ く ら す ゝ め 』上 巻（ 五 ウ・六

オ ）（『 絵 本 忘 草 』 ③ 国 会 本 と 合 綴 ）  

図 17 

『 絵 本 ふ く ら す ゝ め 』下 巻（ 七 ウ・八

オ ）（『 絵 本 忘 草 』 ③ 国 会 本 と 合 綴 ）  
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内
容
は
、
魚
や
虫
類
を
含
む
鳥
獣
図
を
取
り
上
げ
、『
絵
本
忘
草
』
十
九
丁
表
以
降
と
同
一
の
形
式
で
文
章
を
併
記
す
る
（
図

16

参
照
）
。『
絵

本
忘
草
』
④
国
会
ⅱ
本
の
例
か
ら
、
『
絵
本
ふ
く
ら
す
ゝ
め
』
も
同
様
に
序
文
等
を
伴
う
伝
本
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
今
は
伝
本
が

『
絵
本
ふ
く
ら
す
ゝ
め
』
の
後
修
本
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。 

 

九
、
『
万
物
絵
本
大
全
』
（
図

18

・
図

19

） 

 

現
在
の
と
こ
ろ
、
柏
原
屋
の
刊
記
を
持
つ
『
万
物
絵
本
大
全
』
を
確
認
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
取
り
上
げ
る
完
本
は
福
井
市
立
図
書
館
蔵
本

で
あ
り
、
筆
者
は
影
印
を
確
認
し
た
の
み
で
あ
る
。
板
元
不
明
、
上
の
み
で
伝
わ
る
端
本
は
多
く
、
都
立
中
央
図
書
館
蔵
本
等
を
確
認
し
て
い

る
。
以
下
、
影
印
と
長
友
千
代
治
氏
の
解
題
に
即
し
て
福
井
市
立
図
書
館
蔵
本
の
書
誌
を
以
下
に
記
す
（

註

3 1

）

。 

  

半
紙
三
ツ
切
り
本
、
二
巻
二
冊
。
左
上
に
外
題
簽
（
子
持
ち
枠
）
貼
付
、「
万
物
絵
本
大
全 

上
（
下
）
」
。
目
録
題
「
萬
物
繪
本
大
全
重
宝
記
」
、

下
序
題
「
万
物
絵
本
大
全
続
」
。
上
表
紙
見
返
し
半
丁
に
序
文
貼
付
。
下
表
紙
見
返
し
半
丁
に
序
文
貼
付
。
柱
に
、
上
「
下
向
き
双
魚
尾 

凡

例 

二
」（
以
下
魚
尾
は
共
通
の
た
め
省
略
）
、「
目
録 
三
（
四
）
」
、「
繪
具 

五
（
六
）
」
、「
名
山 

一
（
～
四
）
」
、「
天
象 

五
（
～
十
）
」
、

「
地
理 

十
一
（
～
二
十
）
」
、
「
居
処 

廿
一
（
～
廿
六
）
」
、「
人
物 

廿
七
（
～
四
十
）
」
、「
身
体 

四
十
一
」
、「
衣
服 

四
十
二
（
～
四
十

八
）
」
、
「
宝
貨 

四
十
九
（
～
五
十
六
）
」
、
「
器
用 

五
十
七
（
～
九
十
八
）
」
、
下
「
山
海 

又
九
十
三
（
～
又
九
十
八
）
」
、「
畜
獣 

九
十
九

（
～
百
五
）
」
、「
禽
鳥 

百
六
」
、「
禽
鳥
畜
獣 

百
七
（
～
百
十
二
）
」
、「
禽
鳥 

百
十
三
（
百
十
四
）
」
、「
龍
魚 

百
十
五
（
～
百
廿
二
）
」
、

「
虫
介 

百
廿
三
（
～
百
卅
五
）
」
、
「
米
穀 

百
卅
六
（
百
卅
七
）
」
、
「
菜
蔬 

百
卅
八
（
～
百
四
十
四
）
」
、
「
果
蓏 

百
四
十
五
（
～
百
五

十
）
」
、
「
樹
竹 

百
五
十
一
（
～
百
五
十
九
）
」
、
「
花
草 

百
六
十
（
～
百
七
十
五
）
」
。
全
百
八
十
六
丁
。
上
序
に
「
い
に
し
へ
よ
り
画
本
の
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／
書
多
く
刊
行
は
れ
／
て
誠
に
世
の
重
宝
／
た
り
今
此
書
は
上
天
／
象
よ
り
下
万
物
を
／
悉
く
其
図
を
正
し
／
各
々
名
義
乃
文
字
を
／
あ

ら
た
め
彩
色
の
調
／
要
を
あ
ら
は
し
あ
ま
／
ね
く
撰
ひ
集
め
万
物
／
絵
本
大
全
重
宝
記
／
と
名
付
て
世
に
ひ
ろ
む
る
事
し
か
り
」
、
下
序
に

「
万
物
絵
本
大
全
続
／
い
に
し
へ
よ
り
山
海
経
／
の
書
世
に
行
は
れ
て
／
普
く
重
宝
と
い
へ
と
も
／
児
童
の
見
る
事
あ
た
／
は
す
故
に
其

図
を
此
書
／
に
撰
ひ
と
り
て
其
名
／
を
ひ
ら
か
な
に
あ
ら
は
し
／
こ
れ
を
蒙
昧
の
便
り
／
と
す
く
は
し
き
○
は
本
／
書
を
見
給
は
ゝ
〔
猶
〕

幸
／
〔
甚
〕
な
ら
ん
か
」
。
刊
記
「
画
工
下
村
氏 

房
供
書
之
／
元
禄
六
癸
酉
歳 

五
月
吉
旦
／
大
坂
北
太
郎
町
心
斎
橋 

書
林 

平
兵
衛
／

日
本
橋
南
一
町
目 
江
戸 

村
上
源
兵
衛
」
。 

  

上
巻
は
、
半
丁
を
三
分
割
し
た
形
式
を
基
本
と
し
、「
名
山
」
、「
人
物
」
等
の
柱
の
内
容
に
即
し
た
事
物
の
図
様
を
載
せ
る
。
下
巻
は
半
丁
を

四
分
割
し
た
形
式
を
基
本
と
し
、『
山
海
経
』
よ
り
引
用
し
た
図
様
を
は
じ
め
、「
畜
獣
」
、「
禽
鳥
」
等
の
柱
に
即
し
た
事
物
の
図
様
を
載
せ
る
。 

 

外
題
に
『
万
物
絵
本
大
全
』
の
書
名
が
認
め
ら
れ
る
が
、
他
に
挙
げ
た
初
期
柏
原
屋
絵
本
と
は
異
な
り
横
本
で
あ
る
こ
と
、
柏
原
屋
の
刊
記

を
持
つ
伝
本
を
確
認
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
同
書
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
他
作
品
と
内
容
に
大
き
な
差
異
が
な
い
こ
と
、
後

に
「
絵
本
出
来
目
録
」
等
の
柏
原
屋
広
告
に
列
挙
さ
れ
る
横
本
『
萬
寶
全
書
』
を
刊
行
し
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
時
点
で
は
、
同
書

で
あ
る
と
考
え
た
い
。 

 

こ
の
福
井
市
本
の
他
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
レ
イ
ン
氏
に
よ
る
別
本
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（

註

3 2

）

。
レ
イ
ン
本
は
書
肆
を
「
書
林
高
屋
平
右
衛
門
」

と
記
し
て
お
り
、
浅
野
秀
剛
氏
は
「
字
の
バ
ラ
ン
ス
な
ど
を
勘
案
す
る
と
、
福
井
市
本→

レ
イ
ン
本
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
よ
い
」
と
述
べ
る

（

註

3 3

）

。
浅
野
氏
に
よ
れ
ば
、
い
ず
れ
の
書
肆
も
元
禄
期
に
活
動
を
終
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
伝
本
は
柏
原
屋
の
求
板
に
先
ん
じ
る
成

立
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
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本
書
に
は
画
工
と
し
て
「
下
村
氏
房
供
」
と
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
名
と
描
か
れ
た
人
物
の
特
徴
か
ら
、
浅
野
氏
は
、
上
方
で
活
躍
し

た
絵
師
、
志
茂
村
七
郎
兵
衛
が
手
掛
け
た
も
の
と
し
て
い
る
（

註

3 4

）

。
志
茂
村
七
郎
兵
衛
に
関
し
て
は
未
だ
詳
細
が
明
ら
か
で
な
い
が
、
浅
野
氏

は
そ
の
筆
致
を
「
吉
田
半
兵
衛
と
似
て
は
い
る
が
、
半
兵
衛
ほ
ど
浄
瑠
璃
の
人
形
め
い
た
と
こ
ろ
が
な
く
、
身
体
の
造
形
も
軟
ら
か
で
、
少
し

下
膨
れ
し
た
、
ほ
っ
こ
り
し
た
笑
顔
が
特
徴
と
い
え
る
」
と
評
し
て
い
る
。 

 

ま
た
柏
原
屋
は
、
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
類
姓
草
画
』
に
類
板
の
疑
い
が
あ
る
と
し
て
、『
万
物
絵
本
大
全
』
の
相
板
書

肆
ら
と
共
に
訴
訟
を
起
こ
し
て
い
る
（

註

3 5

）

。

 

  

一
大
津
屋
与
右
衛
門
殿
方
ニ
開
板
類
姓
草
画
、
敦
賀
屋
九
兵
衛
殿
・
柏
原
屋
清
右
衛
門
殿
・
吉
文
字
屋
市
兵
衛
殿
相
板
、
万
物
絵
本
大
全
ニ

差
構
候
所
有
之
候
得
共
、
絵
之
風
義
違
申
ニ
付
、
与
右
衛
門
殿
ゟ
御
断
故
、
右
三
人
之
衆
了
簡
之
上
事
済
候
、
然
上
は
万
物
絵
本
大
全
書

直
シ
彫
申
節
、
類
姓
草
画
之
絵
ニ
似
候
所
少
々
有
之
候
共
、
与
右
衛
門
殿
よ
り
申
分
無
之
筈
ニ
而
相
済
申
候
、
巳
上 

 
 

 
 

享
保
九
辰
十
月 

 

一
柏
原
屋
清
右
衛
門
殿
方
ニ
工
商
雑
絵
之
板
下
出
来
仕
掛
有
之
候
を
、
大
津
屋
与
右
衛
門
殿
江
見
せ
被
申
候
所
、
此
分
以
後
与
右
衛
門
殿
ゟ

申
分
無
之
筈
ニ
候
、
巳
上 

 
 

 
 

辰
十
月 

  

柏
原
屋
ら
の
訴
え
は
「
絵
之
風
義
」
が
異
な
る
た
め
退
け
ら
れ
た
。
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
て
い
る
大
津
屋
与
右
衛
門
板
『
類
姓
草
画
』
は
、
三

巻
三
冊
の
大
本
で
、
古
礀
の
手
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
様
々
な
職
能
の
人
物
画
を
草
筆
で
多
く
掲
載
す
る
作
品
で
あ
る
。
伝
本
に
は
同
内
容
で
書
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肆
を
「
田
原
屋
平
兵
衛
」
と
し
た
『
人
物
草
画
』
の
書
名
を
持
つ
も
の
が
確

認
さ
れ
て
い
る
。
浅
野
秀
剛
氏
は
、
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
に
『
類
姓
草

画
』
の
書
名
で
開
板
願
が
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
人
物
草
画
』
を
『
類

姓
草
画
』
の
改
題
本
で
あ
る
と
判
断
し
た
（

註

3 6

）

。
こ
の
事
は
、
先
に
引
い
た

訴
訟
記
録
に
「
大
津
屋
与
右
衛
門
殿
方
ニ
開
板
類
姓
草
画
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
論
者
も
同
意
す
る
。 

記
録
の
通
り
、
筆
致
で
判
断
す
る
な
ら
ば
、
確
か
に
両
書
は
異
な
る
作
品

で
あ
る
。
一
方
で
、『
万
物
絵
本
大
全
』「
人
物
」
の
項
（
二
七
ウ
～
四
一
ウ
）

に
は
、『
類
姓
草
画
』
と
同
じ
く
多
様
な
職
能
の
人
物
が
描
か
れ
て
お
り
、
い

く
つ
か
の
重
複
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
お
け
る
訴
訟
で
あ
っ
た
と
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
柏
原
屋
の
広
告
に
掲
載
さ
れ
る
『
万
物
絵
本
大
全
』
は
同
書
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
さ
ら
に
、
柏
原
屋
の
刊
記
を
有
す
る
伝

本
は
未
見
な
が
ら
、
記
録
よ
り
、
そ
れ
が
敦
賀
屋
九
兵
衛
、
吉
文
字
屋
市
兵
衛
と
の
相
板
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。 

 
 十

、
結
語 

 

享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
以
前
に
柏
原
屋
が
板
木
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
八
点
の
絵
本
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
各
作
品
の
成
立
に
つ

い
て
考
察
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
は
総
じ
て
伝
本
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
未
見
資
料
を
含
め
、
今
後
も
調
査
を
続
け
る
必
要
が
あ
る
。
現
時
点
で

推
測
さ
れ
る
各
作
品
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
後
掲
付
表
に
一
覧
を
載
せ
た
。
ま
た
、
柏
原
屋
の
刊
記
を
有
す
る
伝
本
は
総
じ
て
後
修
本
で

図 18『 万 物 絵 本 大 全 』 上 巻 （ 十 オ ）  

 

図 19『 万 物 絵 本 大 全 』 上 巻 （ 十 ウ ）  
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あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
殆
ど
、
あ
る
い
は
全
て
が
求
板
本
で
あ
る
可
能
性
を
持
つ
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
未
確
認
の
『
絵
本
手

帳
綱
目
』
、
『
絵
本
ふ
く
ら
す
ゝ
め
』
、
『
万
物
絵
本
大
全
』
を
除
き
、
全
て
が
「
享
保
三
年
五
月
」
の
刊
記
を
持
つ(

註

3 7)

。 
た
だ
し
、『
絵
本
草
源
氏
』
と
『
絵
本
清
書
帳
』（
図

21

・
図

23

）
、『
絵
本
稽
古
帳
』
と
『
絵
本
た
か
ら
蔵
』（
図

22

・
図

24

）
の
間
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
〈
跋
〉
を
含
め
た
刊
記
の
流
用
が
確
認
さ
れ
る
。
今
、
仮
に
前
者
を
刊
記
Ａ
、
後
者
を
刊
記
Ｂ
と
す
る
。
こ
の
内
、「
世
間
絵
抄
類
」

で
始
ま
る
刊
記
Ａ
の
〈
跋
〉
は
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
③
早
稲
田
本
（
図

20

）
に
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
柏
原
屋
に
よ
る
求
板
以
前
の
物
で
あ

る
と
分
か
る
。 

 

浅
野
秀
剛
氏
は
、
『
絵
本
清
書
帳
』
①
都
立
中
央
本
の
刊
記
（
図

23

、
刊
記
Ａ
）
の
成
立
に
対
し
「
三
分
の
二
を
占
め
る
跋
文
と
、
左
上
の

年
記
部
分
、
そ
し
て
左
下
の
板
元
名
の
三
つ
の
版
木
を
寄
せ
集
め
て
構
成
し
た
も
の
で
、
も
と
も
と
一
枚
の
版
で
は
な
か
っ
た
」（
註

3 8

）

と
推
測

し
て
い
る
。
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
③
早
稲
田
本
（
図

20

）
の
形
式
は
、
確
か
に
〈
跋
〉
と
〈
刊
年
・
板
元
名
〉
の
板
木
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と

を
思
わ
せ
、
『
絵
本
草
源
氏
』
③
早
稲
田
本
（
図

26

）
、『
絵
本
清
書
帳
』
②
国
会
本
（
図

27

）
に
見
る
左
側
匡
郭
と
刊
年
の
不
自
然
な
欠
け
か 

図 20『 絵 本 手 帳 綱 目 』③

早 稲 田 本（ 求 板 前 刊 記 Ａ ） 

図 21『 絵 本 草 源 氏 』 ①  

国 文 研 本 （ 刊 記 Ａ ）  
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図 24『 絵 本 た か ら 蔵 』 ②  

ボ ス ト ン ⅱ 本 （ 刊 記 Ｂ ）  

図 25『 絵 本 忘 草 』①  

都 立 中 央 本  

（ 半 紙 本 刊 記 ）  

図 23『 絵 本 清 書 帳 』 ①  

都 立 中 央 本 （ 刊 記 Ａ ）  

図 22『 絵 本 稽 古 帳 』①  

国 会 本 （ 刊 記 Ｂ ）  

図 26『 絵 本 草 源 氏 』

③ 早 稲 田 ⅱ 本  

（ 刊 記 Ａ ）  

図 27『 絵 本 清 書 帳 』

② 国 会 本  

（ 刊 記 Ａ ）  
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ら
、
本
来
こ
の
部
分
に
相
当
す
る
〈
年
記
〉
の
板
木
が
存
在
し
、
こ
れ
が
逸
し
た
こ
と
で
生
じ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
浅
野
氏

の
推
測
の
証
左
と
な
る
だ
ろ
う
。 

 

こ
の
こ
と
か
ら
、
刊
記
Ｂ
の
〈
跋
〉
も
、
他
書
よ
り
流
用
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
両
刊
記
の
〈
板
元
名
〉
に
つ
い
て
比

較
す
る
と
、
筆
致
や
、「
小
河
彦
九
郎
」
と
他
板
元
名
の
イ
ン
デ
ン
ト
の
ず
れ
方
等
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
い
ず

れ
か
が
一
方
の
被
せ
彫
り
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
あ
る
い
は
、
浅
野
氏
が
述
べ
る
通
り
刊
記
Ａ
が
複
数
の
板
木
の
組
み
合
わ
せ
で
成
立
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
刊
記
Ｂ
か
ら
〈
年
記
〉
と
〈
板
元
名
〉
の
板
木
を
切
り
出
し
て
利
用
し
た
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。 

刊
記
Ｂ
に
比
べ
、
刊
記
Ａ
は
総
じ
て
板
木
の
摩
耗
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
、
摩
耗
の
進
ん
だ
刊
記
Ｂ
の
伝
本
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
、
字
高
に

大
き
な
差
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
刊
記
Ｂ
の
板
木
よ
り
〈
年
記
〉
、
〈
板
元
名
〉
を
切
り
出
し
た
も
の
と
推
測
し
、
今
は
両
刊
記
の
印
時
期

は
異
な
る
と
考
え
た
い
。
則
ち
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
以
前
、
八
種
の
絵
本
板
木
を
有
し
て
い
た
も
の
の
、
柏
原
屋
に
お
け
る
初
印
時
期
、

販
売
時
期
は
刊
記
に
記
さ
れ
た
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
で
な
い
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
な
刊
記
の
成
立
順
序
や
印
時
期
に
関

す
る
考
察
は
、
柏
原
屋
に
よ
る
求
板
以
前
に
お
け
る
出
板
に
関
す
る
資
料
の
発
見
を
ま
つ
も
の
と
し
、
最
後
に
、
初
期
の
柏
原
屋
絵
本
に
お
け

る
い
く
つ
か
の
問
題
と
展
望
を
述
べ
て
お
き
た
い
。 

 

ま
ず
、
作
品
間
に
印
時
期
の
ず
れ
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
な
ぜ
柏
原
屋
は
「
享
保
三
年
五
月
」
の
〈
刊
年
〉
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
の
か

と
い
う
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
柏
原
屋
は
享
保
二
十
年
以
降
に
入
手
し
た
『
絵
本
深
山
鹿
』
の
板
木
に
も
「
享
保
三
年
五
月
」
の
〈
刊
年
〉
を

持
つ
刊
記
Ａ
を
流
用
し
て
刊
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
意
図
的
に
こ
の
〈
刊
年
〉
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
こ
の
事
に
関
し
て

は
、
次
章
に
取
り
上
げ
、
柏
原
屋
が
用
い
て
い
た
絵
本
分
類
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。 

 

ま
た
、
作
品
内
容
に
関
し
て
述
べ
る
の
で
あ
れ
ば
、
取
り
上
げ
た
八
作
品
は
、
掲
載
す
る
画
題
の
多
く
に
重
複
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
問
題
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が
挙
げ
ら
れ
る
。『
絵
本
稽
古
帳
』
、『
絵
本
草
源
氏
』
は
共
に
源
氏
絵
や
「
近
江
八
景
」
図
を
掲
載
し
、
そ
の
他
の
絵
本
は
草
木
図
、
禽
獣
図
等

を
共
通
し
て
掲
載
し
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
問
題
の
背
景
に
は
、
絵
本
出
板
に
お
け
る
一
領
域
の
独
占
を
狙
っ
た
柏
原
屋
の
出
板
戦
略
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
た
い
。
互
い

に
重
複
し
た
画
題
を
掲
載
し
、
こ
れ
ら
を
同
時
期
に
出
板
す
る
商
法
は
効
率
が
悪
い
。
で
あ
れ
ば
、
柏
原
屋
の
版
木
収
集
に
は
販
売
と
は
別
の

目
的
を
想
定
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
先
述
し
た
『
万
物
絵
本
大
全
』
に
関
す
る
類
板
訴
訟
や
、『
絵
本
深
山
鹿
』
の
板
木
も
訴
訟
に
よ
っ
て
入
手
し

て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
同
種
の
絵
本
板
木
を
集
め
た
背
景
に
は
、
他
書
肆
に
対
し
て
絵
本
刊
行
を
牽
制
す
る
目
的
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
他
作
品
や
周
辺
の
類
板
に
関
わ
る
訴
訟
記
録
等
を
用
い
な
が
ら
、
第
三
章
で
改
め
て
論
じ
、
享
保
期

以
後
の
大
坂
に
お
け
る
絵
本
出
板
に
関

し
て
考
察
を
進
め
る
も
の
と
し
た
い
。 

図 28 『 絵 本 草 源

氏 』 ① 国 文 研 本  

（ 刊 記 Ａ ）  

図 29 『 絵 本 清 書

帳 』① 都 立 中 央 本  

（ 刊 記 Ａ ）  

図 30 『 絵 本 稽 古

帳 』 ① 国 会 本  

（ 刊 記 Ｂ ）  

図 31『 絵 本 た か ら

蔵 』  

② ボ ス ト ン ⅱ 本  

（ 刊 記 Ｂ ）  
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流 用  

※
実
線
の
矢
印
は
内
容
の
利
用
を
示
し
、 

点

線

部

は

三

巻

目

の

外

題

簽

流

用

を

示

す
。 

『
絵
本
手
帳
綱
目
』

上 『
絵
本
手
帳
綱
目
』

下 書
名
・
巻
冊
不
明
作

品 

 
 

獣
・
龍
魚
・
虫
図 

柏
原
屋
求
板
前 

柏
原
屋
改
修
後 

『
絵
本
清
書
帳
』
上 

 
 

獣
・
龍
魚
・
虫
図 

『
絵
本
清
書
帳
』
中 

草

木

図

（

附

四

季
） 

 
 

草

木

図

（

四

季

『
絵
本
清
書
帳
』
下 

 
 

鳥
類
図 

『
絵
本
手
帳
綱
目
』

上 『
絵
本
手
帳
綱
目
』

下 

内 容 不 明 の 四 冊 本 『 絵 本 清 書 帳 』、 二 冊 本 『 絵 本 手 帳 綱

目 』 制 作  

図 32：『 絵 本 手 帳 綱 目 』、『 絵 本 清 書 帳 』 の 改 修 過 程  
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絵
本
草
源
氏

 
絵
本
稽
古
帳

 
絵
本
手
帳
綱
目

 
絵
本
清
書
帳

 
絵
本
た
か
ら
蔵

 
絵
本
忘
草

 

絵
本
ふ
く
ら
す
ゝ

め
 

万
物
絵
本
大
全

 

求
板
前

 
不

明
 

〈
未

確
認

〉
 

板
元

不
明

、
巻

冊

不
明

。
 

「
山

水
之

図
」

を

含
ま

な
い

。
 

正
徳

五
年

に
山

田

氏
、

刊
年

不
明

だ

が
天

王
寺

屋
一

郎

兵
衛

ら
の

刊
行

を

確
認

。
巻

冊
不

明
。

 
不

明
 

不
明

 

〈
未

確
認

か
〉

 

板
元

不
明

、
巻

冊

不
明

 

〈
未

確
認

〉
 

板
元

不
明

、
巻

冊

不
明

 

村
上

源
兵

衛
ら

刊
。

二
巻

二
冊

本

形
式

。
 

求
板
後

 

享
保

5

以
前

 

〈
未

確
認

〉
 

二
冊

本
形

式
 

三
巻

三
冊

本
形

式
。

「
山

水
之

図
」

を
増

補
す

る
。

 

〈
未

確
認

〉
 

二
冊

本
形

式
。

 

〈
未

確
認

〉
 

四
冊

本
形

式
。

改

修
前

の
『

絵
本

手

帳
綱

目
』

と
別

書

を
取

り
合

わ
せ

る
。

 

二
巻

二
冊

本
形

式
。

 

〈
未

確
認

か
〉

 

三
冊

本
形

式
。

 

〈
未

確
認

〉
 

二
冊

本
形

式
。

 

〈
未

確
認

〉
 

二
冊

本
形

式
。

 

改
修
後

 

享
保

5

以
後

 

二
巻

一
冊

本
形

式
。

（
享

保
5
～

享

保
1

0
年

修
か

）
 

三
巻

三
冊

本
形

式
。

「
山

水
之

図
」

を
増

補
す

る
。

 

二
冊

本
形

式
。

柏

原
屋

に
よ

る
後

修

本
『

絵
本

清
書

帳
』

上
下

巻
の

取

り
合

わ
せ

か
。

 

三
巻

三
冊

本
形

式
。

改
修

に
よ

り
、

求
板

前
『

絵

本
手

帳
綱

目
』

と

別
書

が
取

り
合

わ

せ
ら

れ
る

。
（

享

保
1

0
～

享
保

1
5

年
修

か
）

 

二
巻

二
冊

本
形

式
。

 

ⅰ
：

三
巻

一
冊

本

形
式

。
序

文
、

目

録
を

削
除

し
、

図

様
を

差
し

替
え

る
。

 

ⅱ
：

五
巻

一
冊

本

形
式

。
 

『
絵

本
ふ

く
ら

す
ゝ

め
』

と
合

綴
。

 

（
享

保
1

5
～

延
享

2
年

修
か

）
 

ⅰ
：

〈
未

確
認

〉

二
冊

本
形

式
 

ⅱ
：

五
巻

一
冊

本

形
式

。
 

『
絵

本
忘

草
』

と

合
綴

。
（

享
保

1
5

～
延

享
2
年

修

か
）

 

〈
未

確
認

〉
 

二
冊

本
形

式
。

 

備
考

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
絵

本
忘

草
』

⑤

は
、

上
存

で
刊

記

を
欠

く
た

め
、

求

板
前

後
の

い
ず

れ

の
も

の
か

不
明

。

ま
た

、
ⅰ

の
改

修

が
求

板
後

の
三

冊

本
に

お
い

て
な

さ

れ
て

い
た

可
能

性

も
あ

る
。

 
 

 

柏
原

屋
の

刊
記

を

持
つ

伝
本

は
未

見
。

 

付
表

：
初

期
柏

原
屋

絵
本

の
成

立
過

程
に

つ
い

て
の

推
測
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註 （
註

1

）
大
阪
商
業
大
学
商
業
市
博
物
館
蔵
「
順
慶
町
五
丁
目
水
帳
」
（
近
世
中
後
期
成
立
）
に
よ
る
。 

（
註

2

）
佐
古
慶
三
「
浪
華
書
林
渋
川
稱
觥
堂
」
『
上
方
文
化
』
五
号
、
（
一
九
六
二
）
三
二―

四
一
頁 

（
註

3

）
後
続
の
浮
世
絵
師
に
対
す
る
守
国
の
影
響
に
関
し
て
は
、
先
行
研
究
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
。
今
、
全
て
を
挙
げ
る
こ
と
は
困
難
だ 

 

が
、
守
国
の
影
響
を
中
心
に
取
り
上
げ
た
論
考
と
し
て
、
田
中
順
子
「
守
国
絵
本
か
ら
の
図
柄
の
借
用
」『
実
践
女
子
美
学
美
術
史
学
』

７
号
（
一
九
九
二
）
、
星
野
鈴
「
鈴
木
春
信
と
『
絵
本
写
宝
袋
』
」『
江
戸
の
出
版
文
化
か
ら
始
ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
革
命
：
絵
本
絵
手
本
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書
』
（
二
〇
〇
七
）
四
九―

六
二
頁
、
を
挙
げ
て
お
く
も
の
と
す
る
。 

（
註

4

）
大
阪
市
立
中
之
島
図
書
館
蔵
『
開
版
御
願
書
扣
』
に
よ
れ
ば
、
『
明
朝
紫
硯
』
は
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
十
一
月
に
柏
原
屋
清
右

衛
門
よ
り
開
板
願
い
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
伝
本
の
内
、
確
認
で
き
る
最
古
の
資
料
は
延
享
三
年
（
一
七
二
六
）
の
刊
記
を

持
ち
、
出
板
時
期
に
錯
誤
が
見
ら
れ
る
。
浅
野
秀
剛
氏
は
、
実
際
の
刊
行
は
開
板
願
い
が
出
さ
れ
た
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
以
降
で

あ
り
、
延
享
五
年
（
一
八
四
八
）
春
頃
と
推
定
す
る
（
第
二
十
一
回
国
際
浮
世
絵
学
会
口
頭
発
表
「
合
羽
摺
の
黎
明―

大
津
絵
と
浄
瑠

璃
絵
尽
し
の
包
紙
」
（
二
〇
一
九
年
六
月
）
）
。
柏
原
屋
板
の
『
明
朝
紫
硯
』
は
、
上
中
巻
の
み
で
あ
り
、
下
巻
は
「
嗣
出
」
と
さ
れ
た
ま

ま
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
後
に
菱
谷
孫
兵
衛
が
求
板
し
、
下
巻
を
揃
え
て
文
化
十
年
（
一
八
一
四
）
に
刊
行
し
て
い
る
。 

（
註
５
）
元
禄
期
に
京
都
の
書
肆
で
あ
る
金
屋
平
右
衛
門
よ
り
刊
行
さ
れ
た
大
森
善
清
絵
本
の
板
木
は
、
金
屋
の
廃
業
後
に
他
書
肆
へ
と
移
っ

た
。
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
改
正
『
板
木
総
目
録
株
帳
』
に
よ
れ
ば
、
柏
原
屋
は
、『
絵
本
深
山
鹿
』『
絵
本
琵
琶
海
』『
絵
本
扇
な
が

し
』
『
絵
本
壬
生
狂
言
』
『
絵
本
乗
合
船
』
の
五
作
品
の
板
木
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
浅
野
秀
剛
氏
の
指
摘
が
あ

り
、
浅
野
氏
は
柏
原
屋
の
絵
本
広
告
か
ら
、『
絵
本
深
山
鹿
』
の
板
木
の
み
を
享
保
期
か
ら
有
し
て
お
り
、
他
四
作
品
は
安
永
・
天
明
期
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に
求
板
し
た
と
推
測
す
る
。
（
「
大
森
善
清
絵
本
の
後
修
本
」
『
浮
世
絵
芸
術
』1

6
2

号
（
一
九
六
九
）
四
九
～
七
二
頁
） 

（
註

6

）『
画
筌
』
の
初
版
は
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
、
大
坂
の
伊
丹
屋
茂
兵
衛
、
伊
丹
屋
新
兵
衛
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
柏
原
屋
の
刊
記

を
持
つ
伝
本
は
大
英
博
物
館
蔵
本
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
東
亜
図
書
館
蔵
本
に
確
認
さ
れ
る
が
共
に
刊
年
を
記
さ
な

い
。
管
見
の
限
り
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
以
降
の
成
立
と
推
測
さ
れ
る
柏
原
屋
の
絵
本
広
告
（
公
文
教
育
研
究
会
蔵
『
絵
本
通
宝
志
』

等
に
所
収
）
以
降
に
『
画
筌
』
の
書
名
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
柏
原
屋
に
よ
る
求
板
時
期
は
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
頃
で
あ
る

と
考
え
る
。 

（
註

7

）
書
誌
を
軸
と
し
た
絵
本
分
析
の
論
考
と
し
て
、
菱
谷
孫
兵
衛
の
絵
本
を
取
り
上
げ
た
、
伊
藤
紫
織
「
画
譜
、
絵
本
の
出
版
を
め
ぐ
る

三
つ
の
事
例―

菱
谷
孫
兵
衛
の
活
動
に
注
目
し
て―

」
（
『
採
蓮
』
一
一
号
（
二
〇
〇
八
）
二
一―

二
九
頁
）
が
あ
る
。 

（
註

8

）
広
告
で
は
、
『
絵
本
写
錦
袋
』
と
題
さ
れ
た
作
品
が
「
近
日
出
来
仕
候
」
と
し
て
並
ぶ
が
、
こ
れ
は
、
既
述
の
『
絵
本
写
宝
袋
』
（
享

保
五
年
（
一
七
二
〇
）
刊
）
が
「
写
錦
袋
前
編
」
の
柱
題
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
刊
行
前
に
予
定
さ
れ
て
い
た
『
絵
本
写
宝
袋
』
の
書
名

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
広
告
で
は
『
絵
本
写
錦
袋
』
は
全
二
十
冊
で
の
刊
行
が
予
告
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
刊
行
さ
れ

た
『
絵
本
写
宝
袋
』
は
全
十
冊
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
絵
本
通
宝
志
』
が
十
冊
の
形
式
で

「
写
錦
袋
後
編
」
の
柱
題
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
当
初
の
二
十
冊
刊
行
予
定
で
あ
っ
た
も
の
を
、
何
か
し
ら
の
理
由
に
よ
っ
て
前
編
の
『
絵

本
写
宝
袋
』
、
後
編
の
『
絵
本
通
宝
志
』
と
い
う
形
に
変
え
て
出
板
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
中
野
幸
一
氏
は
、
後
述
『
絵
本
草
源
氏
』

③
早
稲
田
ⅱ
本
に
対
す
る
改
題
で
、
図
１
の
広
告
内
容
よ
り
、
「
（
初
期
の
柏
原
屋
絵
本
の
計
）
八
部
二
十
冊
を
「
絵
本
写
錦
袋
」
と
し

て
セ
ッ
ト
で
売
り
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
解
釈
す
る
が
、
上
記
の
理
由
か
ら
『
絵
本
写
錦
袋
』
は
広
告
掲
載
の
作
品
と
別
で
あ
る
と

考
え
た
方
が
良
い
だ
ろ
う
。
（
中
野
幸
一
編
『
九
曜
文
庫
蔵
源
氏
物
語
享
受
資
料
影
印
叢
書

12 

紫
文
蜑
之
囀
・
源
氏
大
和
絵
鑑
・
絵
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本
草
源
氏
・
絵
本
富
士
の
縁
』
（
勉
誠
出
版 

二
〇
〇
九
）
十
五
頁
） 

（
註

9

）『
絵
本
草
源
氏
』
早
稲
田
ⅰ
本
添
付
の
広
告
に
は
、『
絵
本
忘
草
』
以
下
十
五
点
の
広
告
を
載
せ
る
。
掲
載
作
品
中
最
新
の
も
の
と
し

て
『
雛
形
宿
の
梅
』
の
開
板
願
い
が
享
保
十
五
年
に
提
出
さ
れ
て
い
る
た
め
（
大
阪
市
立
中
之
島
図
書
館
蔵
『
開
版
御
願
書
扣
』
に
よ

る
）
、
こ
れ
以
降
の
成
立
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
註

10

）
吉
田
幸
一
編
『
古
典
文
庫 

源
氏
物
語 

十
四
〈
伏
見
天
皇
本
〉
』
（
古
典
文
庫
、
一
九
九
五
）
三
六
四
～
三
六
五
頁 

（
註

11

）
増
補
と
な
る
箇
所
は
、
「

畫
ヱ
カ
ク

一

山 サ
ン

水 ス
イ

木 ボ
ク

石
セ
キ
ヲ

二

法 ホ
フ

」
と
題
さ
れ
た
山
水
の
画
法
に
関
す
る
記
述
だ
が
、
こ
れ
は
唐
代
に
成
立
し
た
荊
浩

著
『
畫
山
水
賦
』
の
一
節
を
引
用
し
、
和
文
の
注
を
付
し
た
も
の
と
な
る
。 

（
註

12

）
丸
山
伸
彦
『
江
戸
モ
ー
ド
の
誕
生
』
（
角
川
選
書
、
二
〇
〇
八
）
一
四
〇
～
一
四
四
頁 

（
註

13

）
「
板
木
師
」
の
語
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
「
版
木
を
彫
る
こ
と
を
業
と
す
る
人
」
の
意
と
し
て
立
項
さ
れ
る
が
、
本
書
の
記
述

は
こ
の
意
味
で
は
取
り
難
い
。 

（
註

14

）
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
下
巻
十
七
丁
表
に
描
か
れ
る
「
駒
鳥
」
、
「
鷸
」
、
「
鷽
」
の
図
は
、
伝
存
す
る
『
絵
本
清
書
帳
』
に
描
か
れ
て
い

な
い
。
作
品
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
は
、
字
体
が
一
致
し
て
お
り
「
駒
鳥
」
等
の
図
が
後
の
増
補
と
は
考
え
難
い
こ
と
か
ら
、『
絵
本
手

帳
綱
目
』
が
先
行
す
る
と
考
え
た
。 

（
註

15

）
同
注
７
広
告
。 

（
註

16

）
た
だ
し
、
公
文
教
育
研
究
会
蔵
『
絵
本
通
宝
志
』
等
に
貼
付
さ
れ
る
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
以
降
成
立
の
広
告
に
は
「
鳥
け
た
も

の
不
残
の
す
」
と
あ
り
、
虫
や
魚
に
関
す
る
記
述
が
な
い
例
が
複
数
確
認
さ
れ
る
。 

（
註

17

）
外
題
簽
が
欠
け
て
い
る
た
め
か
、
国
立
国
会
図
書
館
は
本
書
の
書
名
を
『
鳥
類
絵
抄
』
と
し
て
い
る
が
、
内
容
は
『
絵
本
清
書
帳
』
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下
巻
、『
絵
本
手
帳
綱
目
』
下
巻
と
一
致
す
る
。
本
書
は
注

11

に
述
べ
る
図
を
欠
く
た
め
、『
絵
本
手
帳
綱
目
』
で
は
な
く
『
絵
本
清
書

帳
』
下
巻
に
相
当
す
る
と
判
断
し
た
。 

（
註

18

）
『
絵
本
忘
草
』
以
下
二
十
九
点
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
る
。
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
刊
『
絵
本
野
山
草
』
が
載
る
こ
と
か
ら
、
以
降

の
成
立
で
あ
る
と
考
え
た
。 

（
註

19

）
一
丁
表
か
ら
十
丁
裏
ま
で
が
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
①
石
川
歴
博
本
の
図
様
と
一
致
し
、
十
一
丁
裏
か
ら
十
二
丁
裏
に
か
け
て
描
か
れ

る
「
蒲
公
英
」
以
下
十
五
図
が
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
②
個
人
蔵
本
の
草
木
図
部
分
と
一
致
す
る
。
十
一
丁
表
「
秋
葵
」
の
図
は
『
絵
本

手
帳
綱
目
』
伝
本
に
同
図
を
見
な
い
が
、
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
①
石
川
歴
博
本
の
欠
損
部
分
に
相
当
す
る
可
能
性
も
あ
る
。 

（
註

20

）
同
注
７
広
告
。 

（
註

21

）
公
文
教
育
研
究
会
蔵
本
『
絵
本
通
宝
志
』
（
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
刊
、K

U
M

O
N

0
5

8
4

）
等
に
貼
付
の
広
告
に
よ
る
。
本
広

告
は
『
絵
本
萬
寶
全
書
』
以
下
二
十
三
点
の
作
品
を
掲
載
し
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
刊
の
『
絵
本
直
指
宝
』
が
最
新
と
な
る
事
か

ら
、
こ
れ
以
降
の
成
立
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。 

（
註

22

）
立
命
館
ア
ー
ト
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
蔵
『
雛
形
靏
の
声
』（
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
刊
）（
所
蔵
先
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
『
雛
形
天

橋
立
』
の
書
名
で
登
録
さ
れ
て
い
る
。
）
等
に
貼
付
さ
れ
る
。
広
告
掲
載
作
品
中
、
同
書
『
雛
形
靏
の
声
』
が
最
新
の
刊
行
で
あ
り
、
享

保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
刊
の
『
雛
形
天
橋
立
』
が
未
刻
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
本
広
告
は
享
保
十
年
か

ら
十
二
年
の
間
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
註

23

）
同
注
９
広
告
。 

（
註

24

）『
絵
本
た
か
ら
蔵
』
の
伝
本
に
つ
い
て
は
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
よ
り
参
照
し
た
。
以
下
に
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
載
せ
る
。（2

0
2

1
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年
７
月

1
5

日
現
在
） 

①
：h

ttp
s:/

/
c

o
lle

c
tio

n
s.m

fa
.o

rg
/

o
b

je
c

ts/
5

3
1

3
7

5
 

②
：h

ttp
s:/

/
c

o
lle

c
tio

n
s.m

fa
.o

rg
/

o
b

je
c

ts/
5

3
1

3
7

6
 

（
註

25

）
同
注

20

広
告
。 

（
註

26

）
同
注

21

広
告
。 

（
註

27

）
同
注
７
広
告
。 

（
註

28

）
書
名
は
外
題
簽
に
よ
る
。
『
絵
本
忘
草
』
は
外
題
簽
左
下
に
巻
数
、
『
絵
本
ふ
く
ら
雀
』
は
左
下
に
「
全
」
と
記
さ
れ
る
。 

（
註

29

）
こ
の
改
修
に
伴
い
、
序
文
等
が
削
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
丁
付
に
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
。
既
述
の
通
り
、
①
内
藤
本
の
上
巻
七
丁
目

に
は
「
七
ノ
十
二
」
と
飛
丁
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
の
「
十
二
」
は
改
修
前
（
④
国
会
ⅱ
本
）
に
お
け
る
丁
付
と
一
致
す
る
。 

（
註

30

）
④
国
会
ⅱ
本
の
「
松
」
、「
櫻
」
を
載
せ
た
板
木
を
使
用
し
な
か
っ
た
意
図
は
、
猩
々
図
を
追
加
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

同
じ
く
巻
一
の
一
丁
目
表
に
猩
々
図
を
掲
載
す
る
絵
本
は
、
『
絵
本
初
心
柱
立
』
（
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
刊
、
寛
政
六
年
（
一
七
九

四
）
再
刻
、
小
林
喜
右
衛
門
（
京
都
）
・
今
井
七
郎
兵
衛
（
京
都
）
、
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
再
刻
版
に
は
柏
原
屋
が
相
板
に
加
わ

る
）
、『
写
生
獣
図
画
』（
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
刊
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
再
刻
、
柏
原
屋
清
右
衛
門
・
菊
屋
七
郎
兵
衛
（
京
都
）
）

等
に
も
確
認
で
き
る
。『
絵
本
忘
草
』
を
含
め
、
い
ず
れ
も
京
都
の
書
肆
で
あ
る
菊
屋
（
今
井
）
が
関
わ
っ
て
い
る
点
興
味
深
い
が
、
本

章
で
は
指
摘
に
と
ど
め
る
。
ま
た
、
『
絵
本
忘
草
』
改
修
後
の
「
松
」
図
は
、
『
絵
本
初
心
柱
立
』
下
巻
一
丁
目
表
に
描
か
れ
る
「
松
」

と
同
じ
図
様
で
あ
る
。 

（
註

31

）
長
友
千
代
治
編
『
重
宝
記
資
料
集
成
』
第
三
十
七
巻
（
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
七
） 
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（
註

32

）
リ
チ
ャ
ー
ド
・
レ
イ
ン
「
延
宝
期
大
判
秘
画
帖
・
解
説
」
『
季
刊
浮
世
絵
』
六
六
号
（
一
九
七
六
） 

（
註

33

）
浅
野
秀
剛
「
講
演 

十
七
世
紀
の
絵
入
版
本
の
絵
師
に
つ
い
て
」
『
ビ
ブ
リ
ア
』
一
三
六
号
（
二
〇
一
一
）
三
～
三
十
二
頁 

（
註

34

）
同
注

32 

（
註

35

）
『
大
坂
本
屋
仲
間
記
録
』
第
九
巻
（
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
、
一
九
八
二
）
一
五
頁
よ
り
引
用
。 

（
註

36

）
図
録
解
説
「
人
物
草
画
」
大
和
文
華
館
特
別
展
覧
会
図
録
『
没
後

3
0

0

年 

画
僧
古
礀
』
（
二
〇
一
七
） 

（
註

37

）
こ
れ
ら
の
跋
文
や
刊
記
の
構
成
に
つ
い
て
、
入
口
敦
志
よ
り
近
世
前
期
の
謡
本
に
似
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
ご
教
授
賜
っ
た
。
例
え
ば
、 

後
掲
図

32

は
京
都
の
山
本
長
兵
衛
が
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
に
出
板
し
た
観
世
左
近
太
夫
章
句
本
で
あ
る
（
半
紙
本
、
一
冊
、
国
文 

学
研
究
資
料
館
蔵
、
請
求
記
号
：
５
３―

１
８
４
、
統
一
書
名
「
能
の
本
」
）
。
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
の
刊
記
を
持
つ
絵
本
と
同
様 

に
、
刊
記
の
半
分
を
跋
文
が
占
め
、
裏
表
紙
見
返
し
に
貼
付
す
る
形
式
で
刊
記
を
記
す
。
柏
原
屋
の
絵
本
に
使
用
さ
れ
た
字
体
に
つ
い 

て
も
、
謡
本
伝
本
の
中
に
は
図

28

の
よ
う
に
巻
き
の
強
い
類
似
す
る 

字
体
を
用
い
た
伝
本
が
複
数
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
享
保
三 

年
の
刊
記
を
有
す
る
柏
原
屋
絵
本
の
初
板
本
を
捜
索
す
る
手
掛
か
り 

に
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
は
調
査
が
及
ん
で
い
な
い
が
、 

こ
れ
ら
特
徴
の
共
通
点
よ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
謡
本
の
出
板 

書
肆
に
つ
い
て
も
調
査
を
行
い
た
い
。 

（
註

38

）
浅
野
秀
剛
「
大
森
善
清
絵
本
の
後
修
本
」
『
浮
世
絵
芸
術
』1

6
2

号 

（
一
九
六
九
）
、
五
一
頁 

図 32『 能 の 本 』  

国 文 学 研 究 資 料 館 蔵 本  
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図
版
一
覧 

図
１
～
３
、

21

、

28

：
『
絵
本
草
源
氏
』
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
（
請
求
記
号
：
１
２―

４
９
４
） 

図
４
、
５
、

22

、

30

：
『
絵
本
稽
古
帳
』
国
立
国
会
図
書
館
蔵
（
請
求
記
号
：
２
３
７―

１
４
） 

図
６
、

23

：
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
蔵
（
請
求
記
号
：
７
２
０―

５
） 

図
７
、

20

：
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
（
請
求
記
号
：
文
庫
３
１ 

／
Ｅ
０
４
４
５
） 

図
８
～

11

、

29

：
『
絵
本
清
書
帳
』
都
立
中
央
図
書
館
蔵
（
請
求
記
号
：
加
４
８
１
２
） 

図

12

、

13

、

24

、

31

：
『
絵
本
た
か
ら
蔵
』
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵 

図

14

、

25

：
『
絵
本
忘
草
』
都
立
中
央
図
書
館
蔵
（
請
求
記
号
：
加
４
６
７
４
） 

図

15

：
『
絵
本
忘
草
』
岩
国
徴
古
館
蔵
（
請
求
記
号
：
４
９―

４
１
６―

７
） 

図

16

、

17

：
『
絵
本
忘
草
』
国
立
国
会
図
書
館
蔵
（
請
求
記
号
：
特
７-

５
５
３
） 

図

18

、

19

：
『
万
物
絵
本
大
全
重
宝
記
』
福
井
市
立
図
書
館
蔵
、
長
友
千
代
治
編
『
重
宝
記
資
料
集
成
』
第
三
十
七
巻
（
臨
川
書
店
、
二
〇
〇 

七
）
よ
り
引
用
。 

図

26

：
『
絵
本
草
源
氏
』
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
（
請
求
記
号
：
文
庫
３
０
／
Ａ
０
３
３
７
） 

図

27

：
『
絵
本
清
書
帳
』
国
立
国
会
図
書
館
蔵
（
請
求
記
号
：
Ｗ
１
６
６―
Ｎ
１
２
） 

図

32

：
『
能
の
本
』
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
（
請
求
記
号
：
５
３―

１
８
４
） 
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第
二
章
：
柏
原
屋
絵
本
蔵
板
目
録
の
研
究 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
、
は
じ
め
に 

 

柏
原
屋
の
絵
本
出
板
活
動
は
、
前
章
で
確
認
し
た
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
年
の
刊
記
を
有
す
る
求
板
本
を
中
心
に
始
ま
っ
た
。
そ
の
後
享

保
五
年
（
一
七
二
〇
）
に
、
橘
守
国
画
作
『
絵
本
写
宝
袋
』
を
出
板
す
る
こ
と
で
本
格
化
し
、
主
板
元
と
し
て
多
く
の
作
品
を
精
力
的
に
出
板

す
る
こ
と
に
な
る
。 

 

そ
の
絵
本
出
板
活
動
は
、
享
保
期
か
ら
宝
暦
期
頃
に
か
け
て
特
に
盛
ん
で
あ
り
、
こ
れ
は
上
方
に
お
け
る
絵
本
出
板
件
数
の
増
減
と
も
一
致

す
る
動
き
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
間
、
柏
原
屋
は
ど
の
よ
う
に
絵
本
出
板
を
行
っ
て
い
た
の
か
。
本
章
で
は
、
柏
原
屋
の
絵
本
出
板
活
動
に

つ
い
て
論
じ
、
主
に
そ
の
出
板
活
動
の
方
法
や
特
徴
を
分
析
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
柏
原
屋
の
出
板
活
動
に
つ
い
て
解
明
す
る
と
共
に
、
板
元

の
意
図
が
絵
師
の
意
図
に
先
行
し
て
絵
本
の
内
容
形
成
に
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
、
板
元
を
基
準
と
し
た
絵
本
整
理
の
必
要
性
を
改

め
て
検
討
す
る
。 

 

こ
の
目
的
の
も
と
、
本
章
で
着
目
す
る
の
は
蔵
板
目
録
で
あ
る
。
こ
の
蔵
板
目
録
と
は
、
各
板
元
が
自
身
の
出
板
物
に
掲
載
す
る
刊
行
作
品

一
覧
で
あ
り
、
広
告
の
様
な
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
。
柏
原
屋
は
絵
本
に
特
化
し
た
「
絵
本
蔵
板
目
録
」
を
複
数
作
っ
て
い
た
。
こ
の
目

録
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
柏
原
屋
の
絵
本
出
板
活
動
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
。 

 

二
、
柏
原
屋
の
〈
絵
本
〉 

 

「
絵
本
」
の
語
義
に
つ
い
て
、
浅
野
秀
剛
氏
は
以
下
の
様
に
述
べ
て
い
る
（

註

１

）

。 
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近
世
に
な
っ
て
、「
絵
本
」
と
い
う
語
に
、
中
世
以
前
の
写
本
に
よ
る
絵
手
本
・
粉
本
と
い
う
意
味
に
加
え
、
絵
が
主
体
の
版
本
の
概
念
が
生

じ
、
次
第
に
そ
の
概
念
が
「
絵
本
」
の
主
た
る
意
味
に
な
っ
た 

  

語
義
が
拡
大
す
る
時
期
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
淳
氏
が
「
少
な
く
と
も
元
禄
、
宝
永
頃
ま
で
は
、「
絵
本
」
の
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
、

「
絵
手
本
」
「
雛
形
本
」
の
範
囲
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
（

註

２

）

。
則
ち
、
「
絵
本
」
の
定
義
は
近
世
を
通
し
て
定
ま
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た

と
言
え
る
。 

現
在
の
絵
本
研
究
に
お
い
て
、
絵
本
の
語
は
「
絵
を
主
体
と
し
た
版
本
」
の
意
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
定
義
で
近
世
期
の
作
品

を
集
め
れ
ば
、
そ
の
数
は
千
を
超
え
る
（

註

３

）

。
し
か
し
、
近
世
を
通
し
て
語
義
が
一
定
で
な
い
以
上
、
各
板
元
が
ど
の
よ
う
な
作
品
を
絵
本
と

し
て
出
板
し
て
い
た
か
は
、
慎
重
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

で
は
、
柏
原
屋
の
〈
絵
本
〉
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
本
章
で
は
、
そ
れ
を
知
る
手
が
か
り
を
「
絵
本
目
録
」
、
「
絵
本
出
来
目

録
」
等
、
標
題
に
「
絵
本
」
の
語
を
有
す
る
柏
原
屋
の
蔵
板
目
録
に
求
め
、
考
察
を
進
め
た
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
柏
原
屋
が
具
体
的
に
ど
の
様

な
作
品
を
〈
絵
本
〉
と
認
識
し
出
板
し
た
か
を
確
認
す
る
。 

 

筆
者
は
、
柏
原
屋
が
刊
行
し
た
板
本
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
絵
本
蔵
板
目
録
を
有
す
る
伝
本
を
四
十
二
例
確
認
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
目

録
は
、
内
容
や
書
型
の
差
異
か
ら
、
十
一
種
に
分
類
可
能
と
な
る
。
こ
れ
ら
十
一
種
を
便
宜
的
に
目
録
Ａ
～
Ｋ
と
し
、
表
１
に
ま
と
め
た
。 

表
の
内
、【
成
立
時
期
】
と
は
各
目
録
の
推
定
成
立
時
期
を
示
す
。
成
立
時
期
の
推
定
は
、
蔵
板
目
録
に
掲
載
さ
れ
る
作
品
中
、
最
も
遅
い
刊

年
を
持
つ
作
品
を
成
立
時
期
の
上
限
、「
近
刻
」
等
の
刊
行
予
告
が
あ
る
場
合
は
該
当
作
品
の
刊
年
を
下
限
の
基
準
と
し
て
行
っ
た
（

註

４

）

。【
標
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題
】
は
、
記
さ
れ
た
目
録
の
標
題
を
示
す
。
こ
の
内
、〔
標
題
無
し
〕
と
し
た
の
は
、
標
題
は
記
さ
れ
な
い
が
、
他
の
蔵
板
目
録
と
の
比
較
に
よ

り
内
容
の
類
似
が
認
め
ら
れ
、
絵
本
の
蔵
板
目
録
と
推
定
で
き
る
も
の
を
示
す
。【
書
型
】
は
、
該
当
の
蔵
板
目
録
が
使
用
さ
れ
る
板
本
の
判
型

を
元
に
記
し
た
。
括
弧
内
の
分
類
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。 

【
表
１
】
柏
原
屋
絵
本
蔵
板
目
録
一
覧 

 

こ
れ
ら
、
目
録
Ａ
～
Ｋ
に
は
、
柏
原
屋
が
出
板
し
た
作
品
が
合
計
四
十
一
種
掲
載
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
以
下
の
表
２
に
掲
げ
た
。
表
は
前
掲

Ｋ Ｊ Ｉ Ｈ Ｇ Ｆ Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ 

記
号 

安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
以
降 

明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
以
降 

宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
以
降 

宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
以
降 

宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
以
降 

寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
以
降 

延
享
二
年
（
一
七
四
四
）
以
降 

 

延
享
二
年
（
一
七
四
四
）
以
降 

享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
以
降 

享
保
十
～
十
二
年(

一
七
二
五
～
一
七
二
七)

間 

享
保
三
～
五
年(

一
七
一
八
～
一
七
二
〇)

間 

成
立
時
期 

絵
本
出
来
目
録 

絵
本
出
来
目
録 

〔
標
題
無
し
〕 

絵
本
出
来
目
録 

〔
標
題
無
し
〕 

絵
本
出
来
目
録 

絵
本
出
来
目
録 

〔
標
題
無
し
〕 

絵
本
出
来
目
録 

絵
本
出
来
目
録 

繪
本
目
録 

標
題 

大
本
（
大
本
ⅱ
） 

半
紙
本
（
半
紙
本
） 

大
本
（
大
本
ⅰ
） 

半
紙
本
（
半
紙
本
） 

大
本
（
大
本
ⅱ
） 

大
本
（
大
本
ⅱ
） 

半
紙
本
（
半
紙
本
） 

大
本
（
大
本
ⅰ
） 

大
本
（
大
本
ⅰ
） 

大
本
（
大
本
ⅰ
） 

大
本
（
大
本
ⅰ
） 

書
型
（
分
類
） 
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表
１
に
示
し
た
目
録
Ａ
～
Ｋ
を
成
立
順
に
並
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
録
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
を
一
覧
に
し
た
物
で
あ
る
。
た
だ
し
、
先
行
す
る
目

録
と
重
複
す
る
書
名
は
記
さ
ず
、
表
で
は
初
出
時
点
の
み
を
記
す
。【
初
出
目
録
】
は
、
各
作
品
の
初
出
目
録
の
記
号
を
示
す
。
ま
た
、【
刊
年
】

は
、
柏
原
屋
に
よ
る
初
板
年
を
記
し
た
。
こ
の
内
、
求
板
本
で
、
柏
原
屋
に
よ
る
印
時
期
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
は
、
求
板
時
期
不
明
と
し
て

い
る
。
【
書
名
（
絵
師
）
】
は
該
当
作
品
の
書
名
と
、
記
述
が
あ
る
場
合
は
絵
師
名
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
表
記
に
揺
れ
が
あ
る
場
合
、
初
出

の
表
記
を
記
し
た
。
【
分
類
】
は
、
後
述
す
る
目
録
の
形
式
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
括
弧
内
の
記
述
は
本
論
後
半
で
触
れ
る
も
の
と
す
る
。 

   

   

      

Ｂ Ａ Ａ Ａ 

 

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

初
出
目
録 

享
保
十
四
年
（
二
七
二
九
） 

享
保
五
年
（
一
七
二
〇
） 

求
板
時
期
不
明 

享
保
三
年
（
一
七
一
八
） 

享
保
三
年
（
一
七
一
八
） 

求
板
時
期
不
明 

求
板
時
期
不
明 

享
保
三
年
（
一
七
一
八
） 

享
保
三
年
（
一
七
一
八
） 

享
保
三
年
（
一
七
一
八
） 

刊
年 

絵
本
通
宝
志
（
橘
守
国
） 

絵
本
写
宝
袋
（
橘
守
国
） 

万
物
絵
本
大
全
（
下
村
七
郎
兵
衛
） 

絵
本
草
源
氏 

絵
本
た
か
ら
蔵 

絵
本
ふ
く
ら
す
ゝ
め 

絵
本
手
帳
綱
目 

絵
本
清
書
帳 

絵
本
稽
古
帳
（
井
村
勝
吉
） 

絵
本
忘
草 

書
名
（
絵
師
名
） 

半
紙
本 

半
紙
本 

不
明
（
横
本
） 

大
本

i 

（
大
本

i

） 

大
本

i 

大
本

i 

大
本

i 

大
本

i 

大
本

i 

分
類 

 

【
表
２
】
柏
原
屋
刊
行
絵
本
一
覧 
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Ｆ Ｄ
・
Ｅ 

Ｄ
・
Ｅ 

Ｄ
・
Ｅ 

Ｄ
・
Ｅ 

Ｄ
・
Ｅ 

Ｄ
・
Ｅ 

Ｄ
・
Ｅ 

Ｄ
・
Ｅ 

Ｄ
・
Ｅ 

Ｄ
・
Ｅ 

Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 
初
出
目
録 

寛
延
二
年
（
一
七
四
九
） 

求
板
時
期
不
明 

元
文
五
年
（
一
七
四
〇
） 

未
見 

未
見 

求
板
時
期
不
明 

延
享
二
年
（
一
七
四
五
） 

元
文
三
年
（
一
七
三
八
） 

求
板
時
期
不
明 

元
文
二
年
（
一
七
三
七
） 

享
保
三
年
（
一
七
一
八
） 

享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
） 

享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
） 

未
見
（
未
刊
か
） 

享
保
三
年
（
一
七
一
八
） 

未
見 

享
保
十
年
（
一
七
二
五
） 

刊
年 

運
筆
麁
画
（
橘
守
国
） 

画
筌
（
林
守
篤
） 

雛
形
紅
葉
の
山 

雛
形
菊
の
苗 

雛
形
菊
の
井 

雛
形
祇
園
林 

絵
本
直
指
宝
（
橘
守
国
） 

筆
勢
武
者
硯
（
甘
霖
） 

武
勇
絵
鑑
（
大
岡
道
信
） 

押
絵
手
鑑
（
大
岡
道
信
） 

絵
本
深
山
鹿
（
大
森
善
清
） 

絵
本
心
の
種
（
中
嶋
丹
次
郎
） 

雛
形
宿
の
梅
（
中
嶋
丹
次
郎
ら
） 

絵
本
築
山
図
鑑
綱
目 

萬
寶
全
書 

雛
形
天
橋
立
（
中
嶋
丹
次
郎
ら
） 

雛
形
靏
の
声
（
中
嶋
丹
次
郎
ら
） 

書
名 

（
大
本
ⅱ
） 

（
大
本
ⅱ
） 

（
大
本
ⅰ
） 

（
大
本
ⅰ
） 

大
本
ⅰ 

（
大
本
ⅰ
） 

半
紙
本 

（
大
本
ⅱ
） 

（
大
本
ⅱ
） 

大
本
ⅱ 

大
本
ⅰ 

大
本
ⅰ 

大
本
ⅰ 

不
明 

不
明
（
横
本
） 

（
大
本
ⅰ
） 

大
本
ⅰ 

分
類 

 

                 



64 

 

 

 

Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｊ Ｊ Ｊ Ｇ
・
Ｈ
・
Ｉ 

 

Ｇ
・
Ｈ
・
Ｉ 

Ｇ
・
Ｈ
・
Ｉ 

Ｆ 

初
出
目
録 

安
永
七
年
（
一
七
七
八
） 

宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
） 

宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
） 

享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
） 

元
文
三
年
（
一
七
三
八
） 

明
和
四
年
（
一
七
六
七
） 

未
見 

寛
保
四
年
（
一
七
四
四
） 

未
見
（
刊
行
し
て
い
な
い
か
） 

―
 明

和
八
年
（
一
七
七
一
） 

宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
） 

宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
） 

延
享
四
年
（
一
七
四
七
） 

寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
） 

刊
年 

昼
夜
重
宝
記 

雅
遊
漫
録 

茶
席
祖
伝
考 

か
ら
く
り
訓
蒙 

立
花
図
編 

絵
本
千
代
の
春 

絵
本
和
歌
み
ど
り 

絵
本
吉
野
草
（
寺
井
重
房
） 

絵
本
野
山
草
後
編 

当
流
染
も
や
う
雛
形
本 

画
宝
（
吉
村
周
山
） 

絵
本
野
山
草
（
橘
保
国
） 

絵
本
拾
葉
（
寺
井
重
房
） 

雛
形
都
の
春
（
繪
菱
屋
忠
七
） 

画
英
（
吉
村
周
山
） 

書
名 

（
判
別
不
可
） 

（
判
別
不
可
） 

（
判
別
不
可
） 

（
判
別
不
可
） 

（
判
別
不
可
） 

（
判
別
不
可
） 

（
判
別
不
可
） 

（
判
別
不
可
） 

不
明
（
半
紙
本
か
） 

―
 大

本
ⅱ 

半
紙
本 

（
大
本
ⅱ
） 

大
本
ⅰ 

大
本
ⅱ 

分
類 
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こ
の
一
覧
に
掲
載
さ
れ
た
四
十
一
作
品
は
、
享
保
期
か
ら
安
永
期
頃
に
か
け
て
、
柏
原
屋
が
〈
絵
本
〉
と
し
て
認
め
、
出
板
し
て
い
た
作
品

と
な
る
。
で
は
、
柏
原
屋
は
、
こ
れ
ら
の
絵
本
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
出
板
し
て
い
た
の
か
。
再
び
、
そ
の
手
掛
か
り
を
絵
本
蔵
板
目
録
に
求

め
、
そ
の
形
式
に
注
目
す
る
。 

 

前
掲
表
１
に
示
し
た
柏
原
屋
の
絵
本
蔵
板
目
録
十
一
種
は
、
目
録
が
使
用
さ
れ
る
板
本
の
書
型
に
合
わ
せ
て
、
半
紙
本
仕
立
の
も
の
三
種
と
、

大
本
仕
様
の
も
の
八
種
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
内
、
半
紙
本
仕
様
の
も
の
は
全
て
見
開
き
で
作
品
を
掲
載
す
る
が
（
図
１
）
、
大
本
仕
様
の
も
の

に
は
、
半
丁
に
作
品
を
掲
載
す
る
形
式
（
図
２
）
と
、
見
開
き
や
表
裏
一
丁
で
掲
載
す
る
形
式
（
図
３
）
の
二
種
類
が
確
認
で
き
る
（

註

５

）

。 

こ
れ
ら
を
、
使
用
さ
れ
る
板
本
の
書
型
や
体
裁
に
よ
っ
て
分
類
し
、
半
紙
本
仕
様
の
形
式
を
〈
半
紙
本
〉
（
Ｅ
Ｇ
Ｊ
）
、
大
本
仕
様
か
つ
半
丁

の
形
式
を
〈
大
本
ⅰ
〉
（
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｉ
）
、
大
本
仕
様
か
つ
見
開
き
や
一
丁
の
形
式
の
も
の
を
〈
大
本
ⅱ
〉（
Ｆ
Ｇ
Ｋ
）
と
す
る
。
な
お
、
Ａ
か
ら

Ｋ
ま
で
の
全
図
は
本
論
末
に
掲
載
す
る
。 

 

こ
こ
で
生
じ
る
疑
問
点
の
一
つ
が
、
な
ぜ
大
本
仕
様
の
目
録
が
二
種
類
制
作
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

時
代
が
下
り
、
〈
大
本
ⅰ
〉
形
式
の
目
録
が
使
用
さ
れ
な
く
な
り
、
〈
大
本
ⅱ
〉
形
式
へ
移
行
し
た
。
あ
る
い
は
、
そ
の
逆
で
あ
れ
ば
理
解
は

容
易
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
表
１
に
示
し
た
通
り
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
頃
に
は
、
〈
大
本
ⅱ
〉
形
式
の
目
録
Ｇ
、
〈
大
本
ⅰ
〉
形
式
の
目
録

Ｉ
が
共
に
制
作
さ
れ
て
い
る
。
則
ち
、
大
本
仕
様
の
目
録
は
、
何
か
し
ら
の
理
由
を
伴
っ
て
二
種
制
作
さ
れ
た
と
判
断
で
き
る
。 

 

ま
た
、
大
本
・
半
紙
本
と
、
二
つ
の
判
型
を
用
い
た
の
は
何
故
か
と
い
う
疑
問
点
も
生
じ
る
。
二
つ
の
判
型
を
併
用
す
る
こ
と
で
必
要
な
費

用
は
増
加
す
る
た
め
、
統
一
さ
れ
た
判
型
で
〈
絵
本
〉
を
出
板
し
な
か
っ
た
こ
と
に
は
、
何
か
し
ら
の
理
由
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。 

で
は
、
柏
原
屋
が
三
形
式
の
目
録
を
制
作
し
た
理
由
と
は
何
か
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
複
数
の
作
品
を
具
体
例
と
し
て
考
察
を
行
い
、

柏
原
屋
に
よ
る
絵
本
出
板
の
特
徴
解
明
を
試
み
る
。 
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図 2： 目 録 Ａ 〈 大 本 ⅰ 〉  

『 絵 本 草 源 氏 』 国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  

図 １ ： 目 録 Ｅ 〈 半 紙 本 〉  

『 絵 本 通 宝 志 』 公 文 教 育 研 究 会 蔵  

図 ３ ： 目 録 Ｆ 〈 大 本 ⅱ 〉  

『 画 英 』 個 人 蔵  
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三
、
絵
本
蔵
板
目
録
の
使
い
分
け 

 

ま
ず
は
、
柏
原
屋
絵
本
蔵
板
目
録
と
作
品
間
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
確
認
す
る
。 

既
述
の
通
り
、
筆
者
は
柏
原
屋
の
絵
本
蔵
板
目
録
を
有
す
る
伝
本
を
四
十
二
例
確
認
し
て
い
る
。
表
３
は
、
こ
の
調
査
を
元
に
、〈
大
本
ⅰ
〉
、

〈
大
本
ⅱ
〉
、
〈
半
紙
本
〉
の
三
形
式
の
目
録
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
作
品
に
使
用
さ
れ
た
の
か
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
書
名

下
部
の
括
弧
内
に
は
該
当
作
品
に
使
用
さ
れ
る
目
録
の
種
類
を
記
し
た
。 

『
絵
本
清
書
帳
』
（
Ａ
Ｉ
） 

『
絵
本
草
源
氏
』
（
Ａ
Ｃ
） 

『
絵
本
忘
草
』
（
Ａ
） 

『
絵
本
手
帳
綱
目
』
（
Ｄ
） 

『
絵
本
稽
古
帳
』
（
Ａ
Ｄ
） 

『
絵
本
心
の
種
』
（
Ｃ
Ｄ
） 

『
絵
本
深
山
鹿
』
（
Ｉ
） 

『
雛
形
靏
の
声
』
（
Ｂ
Ｉ
） 

『
雛
形
宿
の
梅
』
（
Ｃ
） 

『
雛
形
都
の
春
』
（
Ｄ
） 

『
雛
形
菊
の
井
』
（
Ｉ
） 

大
本ⅰ

（
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｉ
） 

『
押
絵
手
鑑
』
（
Ｆ
Ｇ
） 

『
画
英
』
（
Ｆ
Ｇ
） 

『
画
宝
』
（
Ｋ
） 

大
本ⅱ

（
Ｆ
Ｇ
Ｋ
） 

『
絵
本
写
宝
袋
』
（
Ｅ
Ｈ
Ｊ
） 

『
絵
本
通
宝
志
』
（
Ｅ
Ｈ
Ｊ
） 

『
絵
本
直
指
宝
』
（
Ｅ
Ｈ
Ｊ
） 

『
絵
本
野
山
草
』
（
Ｊ
） 

半
紙
本
（
Ｅ
Ｈ
Ｊ
） 

 

【
表
３
】
目
録
の
各
形
式
と
作
品
の
対
応
表 
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右
の
表
に
示
し
た
通
り
、
柏
原
屋
の
絵
本
に
は
、
一
つ
の
作
品
に
対
し
成
立
時
期
の
異
な
る
複
数
の
目
録
が
使
用
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
例

え
ば
『
絵
本
清
書
帳
』
（
大
本
ⅰ
）
に
使
用
さ
れ
る
目
録
は
Ａ
・
Ｉ
と
二
種
認
め
ら
れ
、『
絵
本
写
宝
袋
』（
半
紙
本
）
に
は
Ｅ
・
Ｈ
・
Ｊ
と
三
種

認
め
ら
れ
る
。
こ
の
様
に
、
成
立
時
期
の
異
な
る
目
録
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
作
品
が
複
数
の
印
時
期
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。 

こ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
一
つ
の
作
品
に
対
し
て
複
数
の
形
式
に
渡
る
目
録
の
使
用
が
確
認
で
き
な
い
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
享
保
三
年

（
一
七
一
八
）
の
刊
記
を
有
す
る
『
絵
本
清
書
帳
』（
大
本
ⅰ
）
に
は
、
使
用
さ
れ
た
目
録
が
異
な
る
複
数
の
伝
本
が
確
認
で
き
る
。
国
立
国
会

図
書
館
蔵
本
に
は
〈
大
本
ⅰ
〉
形
式
の
目
録
Ａ
（
享
保
三
～
五
年
（
一
七
一
八
～
一
七
二
〇
）
間
成
立
）
、
後
印
本
と
な
る
都
立
中
央
図
書
館
蔵

本
に
は
、
同
じ
く
〈
大
本
ⅰ
〉
形
式
の
目
録
Ｉ
（
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
以
降
成
立
）
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

後
者
の
都
立
本
『
絵
本
清
書
帳
』（
大
本
ⅰ
）
に
使
用
さ
れ
た
目
録
Ｉ
の
成
立
時
期
は
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
以
降
と
推
定
さ
れ
る
。
し

か
し
、
前
掲
表
１
に
示
し
た
通
り
、
こ
の
時
期
に
は
〈
大
本
ⅱ
〉
に
分
類
さ
れ
る
目
録
Ｆ
（
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
以
降
成
立
）
、
Ｇ
（
宝
暦

五
年
（
一
七
五
五
）
以
降
成
立
）
が
既
に
成
立
し
て
い
た
。 

『
絵
本
清
書
帳
』（
大
本
ⅰ
）
の
書
型
は
大
本
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
柏
原
屋
は
『
絵
本
清
書
帳
』
に
〈
大
本
ⅱ
〉
形
式
の
目
録
Ｆ
や
目
録
Ｇ
を

使
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
都
立
本
『
絵
本
清
書
帳
』
に
使
用
さ
れ
た
目
録
は
〈
大
本
ⅰ
〉
形
式
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
『
絵
本
清
書
帳
』
と
同
様
の
こ
と
は
、
表
３
に
示
し
た
通
り
、
他
の
作
品
に
も
当
て
は
ま
る
。
『
雛
形
靏
の
声
』
（
享
保
十
年
（
一
七

二
五
）
刊
）
は
、『
絵
本
清
書
帳
』
と
同
じ
く
〈
大
本
ⅰ
〉
形
式
の
目
録
の
み
を
使
用
し
、『
押
絵
手
鑑
』（
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
刊
）
や
『
画

英
』
（
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
刊
）
に
は
〈
大
本
ⅱ
〉
形
式
の
目
録
の
み
が
使
用
さ
れ
る
。 

こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
柏
原
屋
は
、
一
つ
の
作
品
に
対
し
一
つ
の
形
式
の
目
録
を
選
択
し
て
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
則
ち
、
柏
原

屋
は
作
品
に
よ
っ
て
使
用
す
る
目
録
の
形
式
を
使
い
分
け
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。 
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ま
た
、
こ
の
目
録
形
式
の
使
い
分
け
に
関
わ
る
問
題
は
、
書
型
を
半
紙
本
と
す
る
作
品
に
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
、

享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
刊
『
絵
本
忘
草
』
（
大
本
ⅰ
）
を
取
り
上
げ
る
。 

複
数
の
伝
本
の
内
、
目
録
を
備
え
る
『
絵
本
忘
草
』
の
伝
本
と
し
て
、
内
藤
記
念
く
す
り
博
物
館
蔵
本
、
都
立
中
央
図
書
館
蔵
本
、
国
立
国

会
図
書
館
蔵
本
の
三
例
が
確
認
さ
れ
る
。
使
用
さ
れ
た
目
録
（
図
４
）
は
、
い
ず
れ
も
〈
大
本
ⅰ
〉
形
式
と
な
る
目
録
Ａ
（
図
２
）
の
後
修
版

で
あ
る
。
後
修
と
判
断
し
た
の
は
、
本
来
目
録
Ａ
に
あ
っ
た
『
絵
本
写
錦
袋
』
に
付
さ
れ
た
「
近
日
出
来
仕
候
」
と
い
う
出
板
予
告
（
図
２—

２
参
照
）
が
削
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
絵
本
写
錦
袋
』
が
刊
行
さ
れ
た
後
に
削
ら
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
こ
と
か
ら
、
三
例

の
伝
本
の
印
時
期
は
、
『
絵
本
写
錦
袋
』
が
刊
行
さ
れ
た
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
以
降
と
考
え
ら
れ
る
（

註

６

）

。 

 

こ
の
目
録
に
お
け
る
問
題
は
、
使
用
さ
れ
て
い
る
目
録
が
〈
大
本
ⅰ
〉
形
式
で
あ
り
な
が
ら
、『
絵
本
忘
草
』
の
書
型
が
半
紙
本
で
あ
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
大
本
仕
様
の
目
録
を
、
半
紙
本
に
合
わ
せ
て
裁
断
し
た
た
め
、
図
４
に
見
る
通
り
、
左
右
の
余
白
が
詰
ま
っ
て
い
る
と
分
か
る
。

複
数
の
伝
本
に
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
柏
原
屋
に
よ
る
販
売
時
点
で
こ
の
形
式
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。 

図 4『 絵 本 忘 草 』 目 録  

内 藤 記 念 く す り 博 物 館 蔵  

図 2－ ２  

目 録 Ａ 〈 大 本 ⅰ 〉  

『 絵 本 草 源 氏 』 部 分  

国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  
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ま
た
、
半
紙
本
の
『
絵
本
忘
草
』
に
〈
大
本
ⅰ
〉
形
式
の
目
録
を
使
用
す
る
一
方
、
前
掲
表
３
に
示
し
た
通
り
、『
絵
本
写
宝
袋
』
や
『
絵
本

通
宝
志
』
等
の
半
紙
本
作
品
に
は
、
書
型
と
一
致
す
る
〈
半
紙
本
〉
形
式
の
目
録
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
例
は
、
柏
原
屋
が
、
板
本
の
書
型
の
差
と
は
別
に
、
目
録
を
使
い
分
け
る
基
準
を
設
け
て
い
た
可
能
性
を
示
す
。
そ
れ
で
は
、
柏

原
屋
に
よ
る
目
録
の
使
い
分
け
の
基
準
と
は
何
か
。
以
下
に
『
絵
本
深
山
鹿
』
（
大
本
ⅰ
、
以
下
『
深
山
鹿
』
）
と
い
う
作
品
に
関
す
る
訴
訟
記

録
を
取
り
上
げ
、
こ
の
基
準
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。 

 

『
深
山
鹿
』（
大
本
ⅰ
）
は
柏
原
屋
が
開
板
し
た
作
品
で
は
な
く
、
既
に
浅
野
秀
剛
氏
の
紹
介
が
あ
る
通
り
、
京
都
の
金
屋
か
ら
出
板
さ
れ
た

大
森
善
清
作
品
群
の
一
つ
で
あ
っ
た
（

註

７

）

。
柏
原
屋
は
こ
の
板
木
を
類
板
訴
訟
に
よ
っ
て
入
手
し
て
い
る
。
そ
の
記
録
を
、
『
大
坂
本
屋
仲
間

記
録
』
「
裁
配
帳
」
享
保
二
十
年
（
一
七
三
四
）
の
条
よ
り
引
用
す
る
（

註

８

）

。 

 

毛
利
田
庄
太
郎
・
安
井
嘉
兵
衛
両
人
、
去
ル
寅
年
（
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
）
京
都
よ
り
折
絵
本
之
板
木
四
拾
九
冊
買
取
被
申
候
、
其

内
鳥
獣
花
木
之
類
閉
本
三
冊
ニ
し
て
深
山
鹿
と
外
題
を
付
、
同
八
景
幷
団
扇
之
図
を
閉
本
三
冊
に
し
て
、
ひ
わ
の
海
と
外
題
を
付
被
差
出
候

処
、
柏
原
屋
清
右
衛
門
方
所
持
之
板
木
、
絵
本
清
書
帳
・
同
稽
古
帳
・
忘
草
其
外
絵
本
ニ
差
構
申
段
行
司
迄
被
申
出
（
後
略
） 

  

記
録
に
よ
れ
ば
、
『
深
山
鹿
』
（
大
本
ⅰ
）
の
板
木
は
、
毛
利
田
庄
太
郎
・
安
井
嘉
兵
衛
と
い
う
大
坂
の
板
元
が
京
都
の
板
元
（
金
屋
か
）
か

ら
買
い
取
っ
た
内
の
一
部
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
、
柏
原
屋
が
自
身
の
刊
行
す
る
絵
本
に
対
し
て
類
板
に
相
当
す
る
と
訴
え
出
た
。
続
く
記
述
に

よ
れ
ば
、
行
司
は
「
以
前
之
通
折
本
壱
冊
ニ
致
商
売
せ
ら
れ
候
様
」
に
毛
利
田
に
命
じ
た
が
、
毛
利
田
側
は
「
兎
角
不
得
心
」
と
不
服
で
あ
っ

た
ら
し
い
。
結
果
、
訴
訟
の
結
末
は
以
下
の
通
り
と
な
る
。 
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絵
本
深
山
鹿
之
板
木
、
毛
利
田
庄
太
郎
惣
仲
間
江
申
請
、
柏
原
屋
清
右
衛
門
江
樽
代
を
以
板
木
相
渡
シ
、
幷
有
本
の
分
不
残
請
取
、
清
右
衛

門
江
相
渡
候 

和
歌
浦
之
板
木
、
樽
代
を
以
吉
文
字
屋
市
兵
衛
・
河
内
屋
茂
兵
衛
方
ゟ
惣
仲
間
へ
申
請
、
此
板
木
毛
利
田
庄
太
郎
方
江
樽
代
を
受
取
、
板
木

相
渡
し
候 

 

こ
の
類
板
訴
訟
に
よ
っ
て
『
深
山
鹿
』（
大
本
ⅰ
）
の
板
木
は
柏
原
屋
の
所
有
と
な
り
、
代
わ
り
に
毛
利
田
は
『
和
歌
浦
』
の
板
木
を
吉
文
字

屋
・
河
内
屋
よ
り
得
た
。
こ
の
交
換
に
至
る
ま
で
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
柏
原
屋
は
こ
の
類
板
訴
訟
を
以
て
『
深
山
鹿
』
の
板
木
を
入
手
し
た
。

則
ち
、
訴
訟
が
起
き
た
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
が
柏
原
屋
に
よ
る
『
深
山
鹿
』
刊
行
時
期
の
上
限
と
考
え
ら
れ
る
。 

現
在
、『
深
山
鹿
』
の
完
本
と
し
て
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
、
フ
リ
ア
美
術
館
蔵
本
の
二
本
の
み
を
知
る
が
、
後
者
の
フ
リ
ア
本
に
は

宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
以
降
に
成
立
し
た
、
〈
大
本
ⅰ
〉
形
式
の
目
録
Ｉ
が
使
用
さ
れ
て
い
る
（

註

９

）

。
既
述
の
『
絵
本
清
書
帳
』
（
大
本
ⅰ
）

の
例
と
同
様
、
こ
の
目
録
Ｉ
の
成
立
と
同
時
期
に
は
〈
大
本
ⅱ
〉
形
式
の
目
録
Ｇ
も
制
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
柏
原
屋
は
〈
大
本
ⅰ
〉
形

式
を
意
図
的
に
選
択
し
て
使
用
し
た
と
言
え
る
。 

注
目
し
た
い
点
は
前
掲
の
訴
訟
記
録
に
示
し
た
波
線
部
で
あ
る
。
柏
原
屋
は
類
板
の
根
拠
と
し
て
『
絵
本
清
書
帳
』
、
『
絵
本
稽
古
帳
』
、
『
絵

本
忘
草
』
を
挙
げ
る
が
、
前
掲
表
３
に
示
し
た
通
り
、
こ
れ
ら
は
全
て
〈
大
本
ⅰ
〉
形
式
の
目
録
を
使
用
し
た
作
品
と
な
る
。
類
板
の
疑
い
を

か
け
た
と
い
う
こ
と
は
、
柏
原
屋
が
、『
深
山
鹿
』
を
『
絵
本
清
書
帳
』
等
三
作
品
と
内
容
的
に
類
似
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
。 

こ
の
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
、
柏
原
屋
は
、
内
容
的
に
類
似
し
た
『
絵
本
清
書
帳
』
、『
絵
本
稽
古
帳
』
、『
絵
本
忘
草
』
、『
絵
本
深
山
鹿
』
に
〈
大



72 

 

 

本
ⅰ
〉
形
式
の
目
録
を
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
則
ち
、
柏
原
屋
は
内
容
的
に
類
似
し
た
作
品
に
、
同
一
形
式
の
目
録
を
使
用
し
た
と
推
定

で
き
る
。
つ
ま
り
、
柏
原
屋
が
目
録
を
使
い
分
け
た
基
準
と
は
、
作
品
内
容
の
類
似
性
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

以
上
の
通
り
、
柏
原
屋
が
作
品
内
容
に
応
じ
て
使
用
す
る
目
録
の
形
式
を
選
択
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
点
、
そ
し
て
目
録
の
形
式
が
三
つ

に
分
類
で
き
る
点
か
ら
、
柏
原
屋
は
、
自
身
が
刊
行
す
る
〈
絵
本
〉
を
、
作
品
内
容
の
傾
向
に
よ
っ
て
三
分
類
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
つ

ま
り
、
柏
原
屋
は
読
者
の
需
要
に
応
じ
て
、
内
容
や
傾
向
の
異
な
る
三
つ
の
作
品
系
統
を
展
開
し
て
お
り
、
こ
の
三
つ
の
系
統
を
総
合
し
て
絵

本
出
板
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

四
、
各
形
式
の
特
徴 

 

こ
こ
ま
で
、
柏
原
屋
が
、
自
身
の
刊
行
す
る
〈
絵
本
〉
を
、
内
容
に
よ
っ
て
三
分
類
し
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
指
摘
し
た
。
で
は
、
こ
の

三
分
類
は
具
体
的
に
い
か
な
る
内
容
を
有
し
て
い
た
か
。
以
下
、
各
形
式
の
目
録
が
使
用
さ
れ
た
作
品
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
分

析
す
る
。 

ま
た
、
以
上
の
考
察
及
び
表
３
を
踏
ま
え
、
以
降
の
考
察
で
は
、〈
大
本
ⅰ
〉
形
式
の
目
録
が
使
用
さ
れ
る
十
一
作
品
を
〈
大
本
ⅰ
〉
系
作
品
、

〈
大
本
ⅱ
〉
形
式
の
目
録
が
使
用
さ
れ
る
三
作
品
を
〈
大
本
ⅱ
〉
系
作
品
、〈
半
紙
本
〉
形
式
の
目
録
が
使
用
さ
れ
る
四
作
品
を
〈
半
紙
本
〉
系

作
品
と
呼
称
す
る
。 

 

①
〈
大
本
ⅰ
〉
系
作
品
の
特
徴 

 

柏
原
屋
に
よ
っ
て
出
板
さ
れ
た
〈
絵
本
〉
の
内
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
の
刊
記
を
有
す
る
六
作
品
間
に
は
、
二
種
類
の
跋
文
が
流
用
さ
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れ
て
い
る
（

註

1 0

）

。
一
つ
は
『
絵
本
草
源
氏
』
、
『
絵
本
清
書
帳
』
、
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
、
『
絵
本
深
山
鹿
』
（
全
て
〈
大
本
ⅰ
〉
）
の
四
作
品
間
で
流

用
さ
れ
、
一
つ
は
『
絵
本
稽
古
帳
』
、
『
絵
本
た
か
ら
蔵
』
の
二
作
品
間
で
流
用
さ
れ
る
。 

 

こ
れ
ら
六
作
品
中
、『
絵
本
清
書
帳
』（
大
本
ⅰ
）
と
『
絵
本
深
山
鹿
』（
大
本
ⅰ
）
間
の
跋
文
流
用
に
つ
い
て
は
、
既
に
浅
野
秀
剛
氏
の
指
摘

が
あ
る
。
浅
野
氏
は
流
用
の
理
由
を
「
柏
原
屋
が
、
そ
れ
（
同
じ
跋
文
）
を
用
い
て
も
違
和
感
が
な
い
と
判
断
」
し
た
た
め
と
推
測
し
て
お
り

（

註

1 1

）

、
こ
の
こ
と
は
、
同
跋
文
を
有
す
る
全
て
の
作
品
に
も
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

注
目
し
た
い
点
は
、
跋
文
が
流
用
さ
れ
る
六
作
品
中
、『
絵
本
た
か
ら
蔵
』
を
除
く
五
作
品
が
（

註

1 2

）

、〈
大
本
ⅰ
〉
系
作
品
と
な
る
点
で
あ
る

（
前
掲
表
３
参
照
）
。
則
ち
、
流
用
さ
れ
た
跋
文
は
、
〈
大
本
ⅰ
〉
系
作
品
の
特
徴
を
解
明
す
る
手
掛
か
り
に
な
り
得
る
。 

 

以
下
は
、
『
絵
本
草
源
氏
』
、
『
絵
本
清
書
帳
』
、
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
、
『
絵
本
深
山
鹿
』
の
四
作
品
に
共
通
し
て
使
用
さ
れ
る
跋
文
で
あ
る
。 

 

世 せ

間 け
ん

繪 ゑ

抄
せ
う
の

類 る
い

出 い
つ

る
と
い
へ
ど
も
其 そ

の

形 か
た

チ

當 た
う

風 ふ
う

の
ま
さ
か
に

当
あ
た
ら

ざ
る

處
と
こ
ろ

多 お
ほ

し
此 こ

の

度 た
び

一
流 り

う

筆 ひ
つ

工 く

今 い
ま

様 や
う

に
仕 し

出 だ

し

令
せ
し
む
る

二

板 は
ん

行 か
う

一

者 も
の

也 な
り 

  

跋
文
で
は
、
「
繪
抄
類
」
は
世
に
多
く
出
板
さ
れ
て
い
る
が
、
「
當
風
の
ま
さ
か
に
当
ざ
る
」
（
当
代
の
実
用
に
沿
わ
な
い
）
た
め
、
「
一
流
筆

工
」
に
「
今
様
」
な
図
様
を
描
か
せ
、
板
行
し
た
と
述
べ
ら
れ
る
。
跋
文
の
み
で
は
、
具
体
的
な
図
様
の
用
途
が
不
明
瞭
だ
が
、
以
下
に
引
用

す
る
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
の
序
文
よ
り
類
推
が
可
能
と
な
る
。 

 

夫 そ
れ

絵 ゑ

は

心
こ
ゝ
ろ

の

至
い
た
る

所
と
こ
ろ

に
其 そ

の

形
か
た
ち

チ

を
と
ゞ
む
さ
れ
ば
空
中

く
う
ち
う

よ
り
自
然

し

ぜ

ん

と
徳 と

く

を
そ
な
へ
り

仍
よ
つ
て

レ

之 こ
れ

人 ひ
と

々 〳
〵

藝 け
い

古 こ

た
る
べ
き
道 み

ち

に
あ
ら
ず
や
爰 こ

こ

に
題
号

だ
い
ご
う

す
る

所
と
こ
ろ

濃 の

絵 ゑ

本 ほ
ん

手 て

帳
ち
や
う

綱 か
う

目 も
く

と
名 な

づ
け
て
今 い

ま

様 や
う

用 も
ち

ゆ
べ
き
分 ぶ

ん

令
せ
し
め

二

開
板

か
い
は
ん

一

染
方

そ
め
か
た

好 こ
の

ま
し
め
後
た
よ
り
と
も
な
り
侍
べ
ら
ん
か
し
と
な
ん 
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傍
線
部
に
示
し
た
通
り
、
「
今
様
用
ゆ
べ
き
」
と
い
う
言
葉
が
跋
文
と
重
複
し
、
加
え
て
「
染
方
」
、
つ
ま
り
染
物
に
使
用
す
る
図
様
が
描
か

れ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
『
絵
本
稽
古
帳
』
、
『
絵
本
た
か
ら
蔵
』
間
で
流
用
さ
れ
た
跋
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

  

世
に
絵
本
の
し
な
ま
ち
〳
〵
な
り
今
図
す
る
と
こ
ろ
は
今
様
染
の
も
や
う
又
当
世
は
や
り
出
の
ふ
く
さ
た
ば
こ
入
な
ん
ど
の
も
や
う
と
り

の
た
よ
り
と
も
な
り
侍
ら
ん
か
と
令
板
行
世
に
ひ
ろ
む
る
な
り 

  

『
絵
本
草
源
氏
』（
大
本
ⅰ
）
等
に
使
用
さ
れ
た
跋
文
と
同
じ
く
、
世
に
「
絵
本
」
が
多
く
出
板
さ
れ
る
中
で
本
書
の
図
様
が
「
今
様
」
で
あ

る
こ
と
を
主
張
し
、
加
え
て
染
物
の
「
も
や
う
と
り
」
（
模
様
取
り
）
の
た
め
に
編
ま
れ
た
と
す
る
旨
が
語
ら
れ
る
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
柏
原
屋
は
、
こ
れ
ら
六
作
品
を
染
物
に
用
い
る
模
様
取
り
の
た
め
の
図
案
集
と
し
て
刊
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

個
々
の
詳
細
な
作
品
内
容
に
つ
い
て
は
前
章
を
確
認
さ
れ
た
い
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
草
木
図
や
鳥
獣
図
、
源
氏
絵
や
八
景
図
等
、
共
通
し
た

画
題
を
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
（
図
５
参
照
）
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
六
作
品
中
五
作
品
が
〈
大
本
ⅰ
〉
系
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
模
様

取
り
を
目
的
と
し
て
編
ま
れ
た
図
案
集
と
い
う
特
徴
が
、
〈
大
本
ⅰ
〉
系
作
品
全
体
の
特
徴
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

で
は
、
跋
文
の
流
用
が
確
認
で
き
な
い
〈
大
本
ⅰ
〉
系
作
品
の
場
合
は
ど
う
か
。
既
述
の
通
り
、
『
絵
本
忘
草
』
（
大
本
ⅰ
）
は
訴
訟
記
録
よ

り
『
絵
本
清
書
帳
』
、
『
絵
本
稽
古
帳
』
、
『
絵
本
深
山
鹿
』
と
同
種
の
作
品
と
認
め
ら
れ
て
い
た
。
各
種
小
袖
雛
形
本
も
、
模
様
取
り
を
目
的
と

し
た
板
本
と
し
て
良
い
だ
ろ
う
。 
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ま
た
、
『
絵
本
心
の
種
』
（
大
本
ⅰ
、
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
刊
）
の
絵
師
で
あ
る
中
嶋
丹
次
郎
は
、
小
袖
雛
形
本
の
制
作
に
も
携
わ
っ

た
「
染
織
の
技
術
・
意
匠
に
精
通
し
た
絵
師
」
と
さ
れ
る
（

註

1 3

）

。
内
容
は
、
鳥
獣
草
木
を
描
い
た
図
案
集
で
あ
り
、
人
物
図
を
描
か
な
い
。
序

文
等
に
具
体
的
な
図
の
利
用
方
法
は
記
さ
れ
な
い
が
、
中
嶋
丹
次
郎
を
絵
師
と
す
る
点
、
人
物
図
を
描
か
な
い
と
い
う
特
徴
が
、
人
物
図
を
避

け
る
当
代
の
衣
裳
模
様
に
お
け
る
傾
向
と
一
致
す
る
点
か
ら
、
『
絵
本
心
の
種
』
（
大
本
ⅰ
）
も
ま
た
、
模
様
取
り
を
目
的
と
し
た
図
案
集
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

総
じ
て
〈
大
本
ⅰ
〉
系
作
品
と
い
う
の
は
、
各
種
図
様
を
描
き
、
染
物
類
を
中
心
と
し
た
制
作
に
お
け
る
模
様
取
り
を
目
的
と
し
て
編
ま
れ

図 5-1『 絵 本 清 書 帳 』都 立 中 央 図 書 館 蔵

図 6『 雛 形 靏 の 声 』 立 命 館 Ａ Ｒ Ｃ 蔵  

図 5-2『 絵 本 清 書 帳 』 都 立 中 央 図 書 館 蔵  
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た
作
品
で
あ
っ
た
と
思
し
い
。
特
筆
す
べ
き
は
、
着
物
の
形
に
枠
取
り
が
な
さ
れ
、
図
の
形
式
が
統
一
さ
れ
た
小
袖
雛
形
本
（
図
６
）
と
、
枠

を
持
た
ず
図
様
が
配
置
さ
れ
た
『
絵
本
清
書
帳
』（
大
本
ⅰ
）
等
の
形
式
（
図
５
）
が
、
模
様
取
り
と
い
う
目
的
の
も
と
に
一
括
し
て
扱
わ
れ
て

い
る
点
で
あ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
以
上
の
考
察
よ
り
、
先
述
し
た
『
絵
本
清
書
帳
』
、
『
絵
本
稽
古
帳
』
、
『
絵
本
忘
草
』
、
『
絵
本
深
山
鹿
』
の
四
作
品
に
関
す
る
類
板
訴

訟
に
お
い
て
、『
深
山
鹿
』
が
他
作
品
の
類
板
で
あ
る
と
の
判
断
が
下
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
は
、
模
様
取
り
を
目
的
と
し
て
い
た
と
い
う
、
共
通

す
る
作
品
の
性
質
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
具
体
的
な
類
似
点
に
つ
い
て
は
、
記
録
類
に
記
述
が
な
い
以
上
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、

作
品
の
画
面
構
成
や
描
か
れ
た
対
象
物

の
類
似
性
に
対
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の

と
推
測
で
き
る
。
こ
の
類
板
訴
訟
に
関
し

て
は
、
次
章
で
再
度
取
り
上
げ
る
。 

 

以
下
に
『
清
書
帳
』
と
『
深
山
鹿
』
を

取
り
上
げ
、
共
通
点
に
つ
い
て
、
数
点
の

具
体
例
を
示
す
。
前
掲
図
５—

１
・
２
に

示
す
通
り
、
『
清
書
帳
』
は
、
複
数
の
図

を
散
ら
す
よ
う
な
画
面
構
成
か
ら
な
り
、

上
巻
に
獣
図
、
中
巻
に
草
木
図
、
下
巻
に

鳥
禽
図
を
描
く
。
一
方
で
、
『
深
山
鹿
』

図 7-1『 絵 本 深 山 鹿 』 国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  

図 7-2『 絵 本 深 山 鹿 』 国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  
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も
ま
た
、
上
巻
に
鳥
禽
図
、
中
巻
に
獣
図
、
下
巻
に
草
木
図
を
描
い
て
お
り
、
内
容
が
重
複
す
る
ほ
か
、
図
７―

１
・
２
に
示
す
通
り
、
複
数

の
図
を
散
ら
す
画
面
構
成
と
な
る
。 

こ
の
様
な
画
面
構
成
の
類
似
に
加
え
、
定
型
的
な
鳥
や
動
植
物
の
図
様
を
収
載
す
る
性
質
上
、
画
題
の
多
く
に
重
複
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え

ば
、『
深
山
鹿
』
収
載
の
上
巻
に
は
六
七
種
の
鳥
類
が
描
か
れ
る
が
、
そ
の
内
四
二
種
が
『
清
書
帳
』
と
重
複
す
る
。
ま
た
、
中
巻
で
は
二
一
種

の
動
物
を
描
く
が
、
そ
の
全
て
が
『
絵
本
清
書
帳
』
と
重
複
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
燕
図
（
図
５—

１
右
上
、
図
７—

１
右
下
）
、
及
び
、
猫
図

（
図
５—

２
右
下
、
図
７—

２
左
）
の
例
に
見
る
通
り
、
そ
の
図
様
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
絵
本
の
類
板
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
に
て

改
め
て
論
じ
る
も
の
と
し
た
い
が
、
以
上
の
例
は
、
類
板
訴
訟
の
判
断
に
お
い
て
、
図
様
の
重
複
よ
り
も
、
作
品
の
性
質
や
構
成
、
画
題
の
重

複
と
い
っ
た
点
が
重
視
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。 

 

②
〈
大
本
ⅱ
〉
系
作
品
の
特
徴 

 

〈
大
本
ⅱ
〉
系
作
品
は
少
な
く
、
管
見
の
限
り
、『
押
絵
手
鑑
』（
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
刊
）
、『
画
英
』（
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
刊
）
、

『
画
宝
』
（
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
刊
）
の
三
作
品
の
み
に
認
め
ら
れ
る
。
『
押
絵
手
鑑
』
の
絵
師
は
大
岡
道
信
と
い
う
大
岡
春
卜
門
下
の
人

物
で
あ
り
、
『
画
英
』
、
『
画
宝
』
は
共
に
絵
師
を
吉
村
周
山
と
す
る
。
両
絵
師
共
に
狩
野
派
の
流
れ
を
汲
む
点
が
共
通
す
る
（

註

1 4

）

。 

 

『
押
絵
手
鑑
』
（
大
本
ⅱ
）
は
三
巻
三
冊
の
大
本
。
目
録
に
記
さ
れ
た
紹
介
文
に
よ
れ
ば
、
「
か
け
物
屏
風
ふ
す
ま
押
絵
之
図
」
（
目
録
Ｄ
）
、

「
山
水
八
景
人
物
花
鳥
惣
し
て
屏
風
襖
押
絵
に
用
ル
図
彩
色
ヲ
付
し
て
便
す
」
（
目
録
Ｅ
）
等
と
、
〈
大
本
ⅰ
〉
系
作
品
と
は
異
な
り
染
物
類
以

外
の
媒
体
へ
の
図
像
利
用
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
分
か
る
。 

 

作
品
内
容
は
、
仙
人
図
（
図
８
参
照
）
や
、
彩
色
等
に
関
す
る
注
を
備
え
た
花
鳥
画
、
瀟
湘
八
景
や
近
江
八
景
と
い
っ
た
画
題
を
載
せ
た
も
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の
と
な
る
。
画
面
を
そ
の
ま
ま
摸
写
す
る
粉
本
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
、
全
図
が
半
丁
で
完
結
し
た
画
面
構
成

と
な
る
。
ま
た
、
作
品
の
制
作
経
緯
が
序
文
に
記
さ
れ
る
。 

 

今
図
す
る
粉
本
は
、
押
絵
に
便
り
め
つ
ら
し
き
花
鳥
人
物 

山
水
を
書
交
へ
数
品
摸
写
し
て
書
肆
に
与
ふ
。
仍
て
押
絵
手
か
ゝ
み
と
題
し
て

世
に
ひ
ろ
む 

  

序
文
に
よ
れ
ば
、
『
押
絵
手
鑑
』
（
大
本
ⅱ
）
は
、
道
信
が
「
花
鳥
人
物
山
水
」
を
模
写
し
、
そ
れ
を
「
粉
本
」
と
し
て
柏
原
屋
へ
提
供
し
て

制
作
さ
れ
た
。
こ
の
、
先
行
す
る
作
品
の
模
写
と
い
う
特
徴
は
、
吉
村
周
山
画
『
画
英
』
『
画
宝
』
に
一
致
す
る
。 

『
画
英
』
（
大
本
ⅱ
）
と
『
画
宝
』
（
大
本
ⅱ
）
は
、
共
に
六
巻
六
冊
の
大
本
。
目
録
Ｆ
で
は
、
『
画
英
』
に
つ
い
て
「
和
漢
名
筆
之
図
を
ゑ
ら

み
写
ス
」
と
紹
介
す
る
の
み
で
、
作
品
の
利
用
目
的
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
続
編
と
な
る
『
画
宝
』
も
『
画
英
』
と
「
同
断
」
（
目
録
Ｋ
）
と
さ

れ
て
い
る
。 

「
名
筆
之
図
」
と
あ
る
の
は
、
『
画
英
』
『
画
宝
』
に
収
載
の
図
が
、
例
え
ば
図
９
に
「
雪
舟
」
と
付
さ
れ
る
通
り
、
先
行
す
る
絵
の
模
写
で

あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
取
り
上
げ
ら
れ
る
絵
師
や
画
題
は
幅
広
く
、
牧
谿
等
の
中
国
絵
画
か
ら
、
狩
野
派
、
土
佐
派
等
の
日
本
絵
画
に
至
る
。 

描
か
れ
た
図
様
に
つ
い
て
、
小
林
宏
光
氏
は
図
様
の
比
較
に
基
づ
き
、
周
山
が
模
写
の
対
象
を
慎
重
に
選
択
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

「
中
国
絵
画
の
美
術
史
的
理
解
を
高
め
る
た
め
の
実
証
性
の
重
視
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
論
考
で
、
小
林
氏
は
『
画
英
』
の
特
徴

を
「
狩
野
派
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
絵
画
の
伝
統
を
学
習
す
る
た
め
の
画
譜
」
と
位
置
付
け
た
（

註

1 5

）

。 

以
上
の
三
作
品
の
内
容
傾
向
か
ら
、〈
大
本
ⅱ
〉
系
作
品
に
共
通
し
て
見
出
せ
る
の
は
、
先
行
す
る
名
画
の
模
写
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
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模
様
取
り
の
た
め
の
図
案
集
を
想
定
し
て
い

た
〈
大
本
ⅰ
〉
系
作
品
と
は
異
な
り
、
絵
画
制

作
へ
の
利
用
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
書
名
に
「
絵
本
」

の
語
が
用
い
ら
れ
な
い
と
い
う
点
が
興
味
深

い
。
こ
れ
は
、
表
３
に
示
し
た
他
形
式
の
目

録
を
使
用
す
る
作
品
が
「
絵
本
」
や
「
雛
形
」

と
い
っ
た
書
名
を
有
す
る
こ
と
と
比
較
し
、

〈
大
本
ⅱ
〉
系
作
品
の
特
徴
の
一
つ
と
言
え

る
。
書
名
に
つ
い
て
は
改
め
て
考
察
し
た
い

が
、
描
か
れ
た
図
様
が
権
威
あ
る
名
画
で
あ

る
こ
と
が
、
書
名
の
差
異
の
理
由
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。 

 
 ③

〈
半
紙
本
〉
系
作
品
の
特
徴 

 

前
掲
表
３
に
示
し
た
通
り
〈
半
紙
本
〉
系
作
品
は
四
種
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
内
『
絵
本
写
宝
袋
』
（
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
刊
）
『
絵
本
通

宝
志
』
（
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
刊
）
『
絵
本
直
指
宝
』（
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
年
）
は
、
全
て
狩
野
探
幽
の
孫
弟
子
に
相
当
す
る
橘
守

国
の
画
作
と
な
る
（

註

1 6

）

。『
写
宝
袋
』『
通
宝
志
』『
直
指
宝
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
写
錦
袋 

前
編
」「
写
錦
袋 

後
編
」「
写
錦
袋 

後
編
之
続
」

図 8『 押 絵 手 鑑 』  

奈 良 女 子 大 学 蔵 本 学 術 情 報 セ ン タ ー 蔵  

右 図 9-1『 画 英 』 個 人 蔵  

左 図 9-2『 画 英 』 個 人 蔵  部 分  
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と
い
う
柱
題
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
一
つ
の
シ
リ
ー
ズ
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。「
写
錦
袋
」
と
い
う
題
は
『
写
宝
袋
』
刊
行
以
前
の
書
名
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
、
目
録
Ａ
に
は
「
写
錦
袋 

全
二
十
冊
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
前
後
編
そ
れ
ぞ
れ
十
冊
に
分
け
て
『
写
宝
袋
』
と
『
通
宝
志
』
を
刊

行
し
、
後
に
当
初
の
予
定
と
は
別
に
続
編
と
し
て
『
直
指
宝
』
を
刊
行
し
た
と
推
測
で
き
る
。 

 

目
録
Ｅ
に
掲
載
さ
れ
た
三
作
品
の
紹
介
文
に
よ
れ
ば
、
各
内
容
は
「
聖
人
賢
人
仙
人
源
氏
絵
武
者
装
束
古
実
草
木
鳥
獣
屏
風
ふ
す
ま
繪
馬
和

漢
之
故
事
」（
『
写
宝
袋
』
）
、「
農
業
八
景
山
水
所
々
景
聖
賢
仙
人
諸
芸
鳥
獣
龍
魚
草
木
絵
の
書
〔
様
〕
さ
い
し
き
付
悉
記
ス
」（
『
通
宝
志
』
）
、「
蚕

婦
唐
子
聖
賢
仙
人
武
者
山
水
八
景
奇
仙
草
木
書
分
さ
い
し
き
付
委
細
ニ
記
ス
」
（
『
直
指
宝
』
）
と
あ
る
。
「
聖
賢
仙
人
」
や
「
草
木
」
等
は
共
通

す
る
が
、
内
容
は
幅
広
い
画
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。 

 

『
写
宝
袋
』（
半
紙
本
）
は
、
序
文
で
「
不

レ

ハ

レ

以
二

画
本

ヲ

一

不
レ

得
レ

成
ス
ヲ

二

形
状

ヲ

一

。
画
本
者
規
矩
也
」
、
ま
た
、「
画
本
者
形

ノ

之
規
矩
。

以
テ

二

形
之
規
矩

ヲ

一

入
ル

二

心
ノ

之
規
矩

ニ

一

。
所
レ

謂
盡

ス

二

神
妙

ヲ

一

者
也
」
と
、
絵
の
学
習
者
に
規
矩
と
し
て
の
絵
本
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
る
。
こ
れ
等
の
記
述
よ
り
、『
写
宝
袋
』
は
、
粉
本
主
義
的
発
想
よ
り
編
ま
れ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。
続
編
と
な
る
『
通
宝
志
』（
半
紙
本
）

や
『
直
指
宝
』（
半
紙
本
）
に
も
類
し
た
内
容
が
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
粉
本
と
し
て
の
利
用
が
出
板
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

続
く
『
絵
本
野
山
草
』
（
半
紙
本
）
は
、
五
巻
五
冊
の
半
紙
本
で
、
守
国
の
弟
子
で
あ
る
橘
保
国
画
の
作
品
と
な
り
（

註

1 7

）

、
目
録
Ｇ
に
記
さ

れ
た
紹
介
に
は
「
草
花
数
品
彩
花
を
ゑ
ら
み
写
す
さ
い
し
き
付
悉
く
し
る
す
」
と
あ
る
。
続
編
と
思
わ
れ
る
『
絵
本
野
山
草
後
編
』
が
目
録
Ｊ
・

Ｋ
に
載
る
が
、
現
時
点
で
は
未
見
で
あ
る
。
寛
政
二
年
改
正
版
『
版
木
総
目
録
株
帳
』（
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
）
に
そ
の
書
名
を
見
ず
、

『
開
板
御
願
書
扣
』
（
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
）
等
に
も
開
板
願
出
が
提
出
さ
れ
た
記
録
を
見
な
い
こ
と
か
ら
（

註

1 8

）

、
実
際
の
刊
行
に
は

至
っ
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
る
。 

 

内
容
は
草
花
の
図
解
を
行
う
も
の
で
、
保
国
の
自
序
に
よ
れ
ば
、
長
年
画
業
に
励
ん
だ
保
国
が
、
草
花
の
「
名
を
尋
て
真
偽
を
辨
し
漢
名
に



81 

 

 

至
て
は
本
草
三
才
図
会
に
依
て
是
を
訂
し
」
た
も
の
か
ら
図
を
抜
粋
し
、「
渋
川
氏
（
柏
原
屋
）
の
需
に
應
し
て
梓
に
鏤
は
め
聊
童
蒙
の
便
り
と
」

し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ま
で
に
確
認
し
て
き
た
〈
大
本
ⅰ
〉
系
作
品
・
〈
大
本
ⅱ
〉
系
作
品
は
、
解
説
に
重
き
を
置
か
ず
、
あ
る
い
は
解
説
を
全
く
行
わ
な
い
も

の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
れ
ら
〈
半
紙
本
〉
系
作
品
は
、
描
か
れ
た
画
題
や
、
そ
の
彩
色
に
対
す
る
詳
細
な
解
説
が
付
さ
れ
る
点
に
特
徴
が

見
出
せ
る
（
図

10

・

11

参
照
）
。 

 

近
世
に
お
け
る
大
本
と
半
紙
本
の
差
異
は
、
寸
法
だ
け
で
な
く
内
容
の
差
異
に
及
び
、
相
対
的
に
半
紙
本
は
啓
蒙
的
な
内
容
を
有
す
る
こ
と

が
多
い
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
る
。
守
国
ら
の
作
品
が
半
紙
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
詳
細
な
解
説
に
よ
る
啓
蒙
的
な
性
格
が
、
半
紙
本

の
周
辺
作
品
に
類
す
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
実
際
に
、
序
文
等
に
は
「
是
便
童
蒙

耳
」
（
『
絵
本
通
宝
志
』
）
、
「
童
蒙
の
便
り
」
（
『
絵

本
野
山
草
』
）
等
と
述
べ
ら
れ
る
。
定
型
的
な
謙

譲
表
現
で
は
あ
る
が
、
絵
師
に
向
け
た
粉
本
と

し
て
の
需
要
の
外
に
、
教
育
的
な
需
要
が
こ
れ

ら
に
は
見
込
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
〈
半

紙
本
〉
系
作
品
は
、
図

10

、
図

11

等
に
見
る
通

り
、
当
代
に
お
け
る
人
気
画
題
を
解
説
す
る
、
あ

る
い
は
博
物
学
的
な
興
味
に
応
え
る
た
め
、
植

図 10『 絵 本 写 宝 袋 』 国 文 学 研 究 資 料 館 蔵

本  

図 11『 絵 本 野 山 草 』 国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  
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物
に
関
す
る
解
説
的
記
述
を
伴
う
な
ど
、
絵
の
描
き
方
に
関
す
る
指
導
的
記
述
に
留
ま
ら
ず
、
知
識
の
伝
達
を
意
図
し
た
と
思
わ
れ
る
記
述
が

多
く
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 五

、
結
語 

 

こ
こ
ま
で
、
目
録
の
三
形
式
が
、
使
用
さ
れ
る
作
品
の
特
徴
に
応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
察
し
て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴

は
以
下
の
様
に
ま
と
め
ら
れ
る
。 

 

〈
大
本
ⅰ
〉
系
作
品
：
染
物
類
を
中
心
と
し
た
制
作
に
お
け
る
模
様
取
り
を
目
的
と
し
た
作
品 

〈
大
本
ⅱ
〉
系
作
品
：
先
行
す
る
作
品
の
模
写
を
行
い
、
か
つ
書
名
に
「
絵
本
」
の
語
を
有
さ
な
い
作
品 

〈
半
紙
本
〉
系
作
品
：
文
章
に
よ
る
画
題
や
彩
色
の
注
を
伴
う
解
説
書
的
性
格
が
強
い
作
品 

  

以
上
の
考
察
は
、
目
録
が
使
用
さ
れ
た
作
品
に
限
っ
て
進
め
た
も
の
だ
が
、
こ
の
特
徴
ご
と
の
三
分
類
は
、
目
録
を
備
え
な
い
作
品
に
も
適

用
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

例
え
ば
、
先
に
も
取
り
上
げ
た
『
絵
本
た
か
ら
蔵
』
は
、
目
録
が
使
用
さ
れ
た
伝
本
が
確
認
で
き
て
い
な
い
も
の
の
、〈
大
本
ⅰ
〉
系
作
品
の

一
つ
で
あ
る
『
絵
本
稽
古
帳
』
と
同
じ
跋
文
や
刊
記
が
流
用
さ
れ
て
い
た
。
既
述
の
通
り
、
こ
の
跋
文
は
、
模
様
取
り
を
目
的
と
し
て
作
品
が

制
作
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
『
絵
本
た
か
ら
蔵
』
が
〈
大
本
ⅰ
〉
系
作
品
と
同
種
の
作
品
に
分
類
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。 

ま
た
、
橘
守
国
画
の
大
本
『
運
筆
麁
画
』
（
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
刊
）
に
も
、
目
録
を
備
え
た
伝
本
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
自
序
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に
「
今
先
師
の
平
日
書
捨
ら
れ
し
粉
本
遺
稿
を
集
め
其
風
骨
を
模
写
し
出
し
積
で
六
十
有
五
種
に
至
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
描
か
れ
た
図
様
は
模

写
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
さ
ら
に
、
書
名
に
「
絵
本
」
の
語
を
用
い
て
い
な
い
点
よ
り
、
『
運
筆
麁
画
』
は
、
〈
大
本
ⅱ
〉
系
作
品
に
類
し
た

作
品
で
あ
る
と
言
え
る
。 

 

全
て
の
作
品
を
詳
細
に
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
目
録
に
掲
載
さ
れ
た
柏
原
屋
の
〈
絵
本
〉
は
、
お
よ
そ
先
に
示
し
た
基
準
に
よ
っ

て
三
つ
に
分
類
で
き
る
（
前
掲
表
２
、
最
下
段
括
弧
内
参
照
）
。
則
ち
、
柏
原
屋
の
絵
本
出
板
は
、
目
録
を
備
え
た
作
品
に
限
ら
ず
、
内
容
に
応

じ
た
三
つ
の
軸
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（

註

1 9

）

。 

 

改
め
て
、
こ
れ
ら
の
三
分
類
を
総
合
す
る
と
、
柏
原
屋
の
〈
絵
本
〉
と
は
、
絵
手
本
や
雛
形
本
と
い
う
本
来
的
な
「
絵
本
」
の
語
義
に
近
い

も
の
を
指
し
て
お
り
、
祐
信
絵
本
な
ど
に
見
る
当
世
風
俗
を
描
い
た
作
品
等
を
含
め
た
広
義
の
絵
本
を
含
ま
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
（

註

2 0

）

。

こ
の
〈
絵
本
〉
認
識
は
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
以
降
に
成
立
し
た
目
録
Ｊ
ま
で
一
貫
し
て
い
る
が
、
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
以
降
に
成

立
し
た
目
録
Ｋ
で
「
絵
を
主
体
と
し
た
板
本
」
へ
変
化
す
る
。 

 

目
録
Ｋ
は
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
以
降
に
成
立
し
た
と
推
定
で
き
る
目
録
で
あ
り
、
こ
の
成
立
年
代
は
、
既
に
柏
原
屋
が
精
力
的
な
絵
本

出
板
を
取
り
や
め
た
後
と
推
測
さ
れ
る
時
期
で
あ
る
。
目
録
Ｊ
と
比
較
す
る
と
、
『
昼
夜
重
宝
記
』
『
雅
遊
漫
録
』
『
茶
席
祖
伝
考
』
『
か
ら
く
り

訓
蒙
』『
立
花
図
編
』『
絵
本
千
代
の
春
』『
絵
本
和
歌
み
ど
り
』『
絵
本
吉
野
草
（
寺
井
重
房
）
』
が
絵
本
目
録
に
追
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、

い
ず
れ
も
柏
原
屋
に
よ
る
三
分
類
の
い
ず
れ
に
も
該
当
せ
ず
、
ま
た
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
新
た
な
分
類
が
構
築
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
多

様
な
特
徴
を
備
え
た
絵
本
群
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
柏
原
屋
は
粉
本
や
雛
形
本
を
〈
絵
本
〉
と
し
て
扱
い
、
そ
の
〈
絵
本
〉
を
内
容
の
特
徴
に
応
じ
て
三
分
類
し
、
出
板
を
行
っ
た
。
享

保
期
か
ら
安
永
期
以
前
の
柏
原
屋
に
よ
る
絵
本
出
板
に
お
け
る
特
徴
の
一
つ
は
、
以
上
の
様
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
各
作
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品
の
特
徴
が
、
書
肆
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。 

 
小
林
宏
光
氏
は
、
大
岡
春
卜
や
吉
村
周
山
の
作
品
と
橘
守
国
の
作
品
を
比
較
し
、
以
下
の
様
に
作
品
の
特
徴
を
ま
と
め
た
（

註

2 1
）

。 

  

彼
ら
（
大
岡
春
卜
と
吉
村
周
山
）
の
画
譜
が
粉
本
（
本
画
制
作
の
た
め
の
種
本
、
絵
手
本
と
な
る
画
稿
）
と
し
て
の
機
能
を
優
先
し
、
完
成

し
た
構
図
集
を
成
し
て
い
る
の
に
対
し
、
守
国
の
画
譜
は
、
絵
本
作
家
と
し
て
の
経
験
を
生
か
し
て
画
題
や
図
像
の
説
明
を
挿
絵
に
書
き
添

え
、
よ
り
教
育
的
配
慮
に
富
む
。 

  

春
卜
・
周
山
の
作
品
と
守
国
作
品
の
差
は
、
小
林
氏
以
前
に
も
繰
り
返
さ
れ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
春
卜
と
守
国
に
対
し
て
同
様
の
指
摘
を

行
っ
た
日
野
原
健
司
氏
の
言
を
借
り
れ
ば
、
名
画
の
粉
本
を
集
め
た
「
画
譜
的
」
な
春
卜
・
周
山
作
品
に
対
し
、
解
説
が
豊
富
な
「
図
鑑
的
」

な
守
国
作
品
と
言
え
る
（

註

2 2

）

。 

 

名
画
の
粉
本
を
集
め
た
と
い
う
特
徴
、
そ
し
て
解
説
が
豊
富
と
い
う
特
徴
は
、
そ
れ
ぞ
れ
〈
大
本
ⅱ
〉
系
作
品
、〈
半
紙
本
〉
系
作
品
の
特
徴

と
一
致
し
て
い
る
。
事
実
、
周
山
の
『
画
英
』
、
『
画
宝
』
は
〈
大
本
ⅱ
〉
系
作
品
で
あ
り
、
守
国
の
『
写
宝
袋
』
等
は
〈
半
紙
本
〉
系
作
品
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
作
品
の
特
徴
が
、
絵
師
で
は
な
く
書
肆
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
可
能
性
が
見
出
せ
る
。 

 

ま
た
守
国
に
限
れ
ば
、
『
写
宝
袋
』
に
始
ま
る
〈
半
紙
本
〉
系
作
品
の
他
、
既
述
の
『
運
筆
麁
画
』
（
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
刊
）
と
い
っ

た
〈
大
本
ⅱ
〉
系
作
品
に
分
類
で
き
る
作
品
を
制
作
し
て
い
た
。
両
者
の
差
異
を
、
仲
田
勝
之
助
は
作
風
の
変
遷
と
し
て
以
下
の
様
に
捉
え
て

い
る
（

註

2 3

）

。 
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（
『
絵
本
写
宝
袋
』
等
の
様
に
、
）
永
く
図
彙
（
＝
図
鑑
的
作
品
）
を
固
守
し
て
ゐ
た
橘
守
国
は
時
潮
に
は
抗
し
得
べ
く
も
あ
ら
ず
、
遂
に
『
扶

桑
画
譜
』
以
来
（
『
運
筆
麁
画
』
に
至
る
ま
で
）
、
図
彙
を
見
限
っ
て
画
譜
に
移
つ
た 

  

し
か
し
、
画
譜
的
作
品
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
『
扶
桑
画
譜
』
は
、
柏
原
屋
で
は
な
く
京
都
の
伏
見
屋
よ
り
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
に
刊

行
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、
図
鑑
的
作
品
と
さ
れ
る
『
絵
本
直
指
宝
』（
半
紙
本
）
に
先
ん
じ
て
出
板
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
刊
年
順
に
見
れ
ば
、

必
ず
し
も
守
国
の
作
風
が
図
鑑
的
作
品
か
ら
画
譜
的
作
品
へ
変
化
し
た
と
は
言
え
な
い
。
で
あ
れ
ば
、
『
絵
本
写
宝
袋
』
（
半
紙
本
）
等
の
図
鑑

的
作
品
と
『
運
筆
麁
画
』
の
差
異
は
、
守
国
が
主
体
的
に
作
風
を
変
じ
た
た
め
に
生
じ
た
の
で
は
な
く
、
柏
原
屋
の
出
板
方
針
に
よ
っ
て
、
三

分
類
を
跨
い
で
守
国
が
筆
を
執
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
解
釈
可
能
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
例
よ
り
、
作
品
の
特
徴
が
必
ず
し
も
絵
師
の
特
徴
と
は
言
え
な
い
可
能
性
が
見
出
せ
た
。
則
ち
、
既
述
の
通
り
、
柏
原
屋
が
出
板

し
た
絵
本
に
関
し
て
は
、
三
分
類
に
則
っ
た
作
品
の
再
考
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。 

ま
た
、
本
章
で
は
、
書
型
の
差
や
、
見
開
き
の
形
式
か
半
丁
の
形
式
か
、
と
い
う
差
異
に
着
目
し
、
目
録
を
分
類
し
た
。
し
か
し
、
何
故
、

半
丁
の
形
式
が
模
様
取
り
を
目
的
と
し
た
作
品
に
使
用
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
、
見
開
き
形
式
の
〈
半
紙
本
〉
系
、〈
大
本
ⅱ
〉
系
の
作
品
に
同

形
式
を
使
用
し
た
理
由
は
何
か
と
い
う
点
に
関
し
て
答
え
を
見
出
せ
て
お
ら
ず
、
課
題
が
残
る
。
各
分
類
の
詳
細
な
作
品
分
析
や
、
他
書
肆
の

分
析
を
今
後
の
課
題
と
し
、
絵
師
の
み
な
ら
ず
、
板
元
を
視
野
に
入
れ
た
近
世
絵
本
整
理
を
進
め
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
る
。 
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註 （
註

1

）
浅
野
秀
剛
「
近
世
絵
本
の
誕
生
を
め
ぐ
っ
て―

現
存
例
と
用
例
を
中
心
に―

」
『
江
戸
の
絵
本―

画
像
と
テ
キ
ス
ト
の
綾
な
せ
る
世

界―

』
（
八
木
書
店
、
二
〇
一
〇
）
二
一
頁 

（
註

2

）
鈴
木
淳
「
菱
川
師
宣
絵
づ
く
し
考
」
『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
四
一
号(

二
〇
一
五)

七
頁 

（
註

3

）『
絵
本
・
絵
手
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書 

江
戸
の
出
版
文
化
か
ら
始
ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
革
命
』（
金
沢
芸
術
学
研
究
会
、
二
〇
〇
七
）

に
は
、
「
絵
本
・
絵
手
本
・
画
譜
目
録
」
が
載
り
、
一
三
四
〇
タ
イ
ト
ル
の
作
品
が
載
る
。 

（
註

4

）
目
録
の
成
立
時
期
推
定
基
準
と
し
た
作
品
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
Ａ
：
上
限
『
絵
本
忘
草
』
等
、
下
限
『
絵
本
写
宝
袋
』
、
Ｂ
：

上
限
『
雛
形
靏
の
声
』
、
下
限
『
雛
形
天
橋
立
』
、
Ｃ
：
『
雛
形
宿
の
梅
』
、
Ｄ
Ｅ
：
『
絵
本
直
指
宝
』
、
Ｆ
：
『
画
英
』
、
Ｇ
Ｈ
Ｉ
：
『
絵
本

野
山
草
』
、
Ｊ
：
『
画
宝
』
、
Ｋ
：
『
昼
夜
重
宝
記
』 

（
註

5

）
図
１
～
図
３
の
目
録
Ｅ
・
Ａ
・
Ｆ
に
掲
載
さ
れ
た
書
名
に
つ
い
て
、
以
下
に
記
す
。
な
お
、
目
録
の
成
立
順
に
目
録
Ａ
（
図
２
）
・

目
録
Ｅ
（
図
１
）
・
目
録
Ｆ
（
図
３
）
の
順
で
記
す
も
の
と
し
、
書
名
は
掲
載
順
に
列
挙
す
る
。 

 
 

 
 

目
録
Ａ
：
『
絵
本
忘
草
』『
絵
本
稽
古
帳
』『
絵
本
清
書
帳
』『
絵
本
手
帳
綱
目
』『
絵
本
ふ
く
ら
す
ゝ
め
』『
絵
本
た
か
ら
蔵
』『
絵
本
草

源
氏
』
『
万
物
絵
本
大
全
』
『
絵
本
写
錦
袋
』 

 
 

 
 

目
録
Ｅ
：
『
和
漢
万
宝
全
書
』『
絵
本
写
宝
袋
』『
絵
本
通
宝
志
』『
絵
本
直
指
宝
』『
押
絵
手
鑑
』『
絵
本
稽
古
帳
』『
絵
本
清
書
帳
』『
絵

本
草
源
氏
』『
絵
本
忘
草
』『
絵
本
心
の
種
』『
絵
本
深
山
鹿
』『
絵
本
た
か
ら
蔵
』『
絵
本
手
帳
綱
目
』『
武
勇
絵
鑑
』『
筆
勢
武
者
硯
』

『
画
筌
』『
雛
形
靏
の
声
』『
雛
形
天
橋
立
』『
雛
形
宿
の
梅
』『
雛
形
祇
園
林
』『
雛
形
菊
の
井
』『
雛
形
紅
葉
の
山
』『
雛
形
菊
の
苗
』 

 
 

 
 

目
録
Ｆ
：
『
和
漢
万
宝
全
書
』
『
絵
本
写
宝
袋
』
『
絵
本
通
宝
志
』
『
絵
本
心
の
種
』
『
画
筌
』
『
押
絵
手
鑑
』
『
絵
本
忘
草
』
『
絵
本
稽
古
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帳
』『
絵
本
清
書
帳
』『
絵
本
た
か
ら
蔵
』『
絵
本
手
帳
綱
目
』『
絵
本
草
源
氏
』『
絵
本
深
山
鹿
』『
雛
形
靏
の
声
』『
雛
形
天
の
橋
立
』

『
雛
形
宿
の
梅
』
『
運
筆
麁
画
』
『
画
英
』
『
雛
形
祇
園
林
』
『
雛
形
菊
の
井
』
『
筆
勢
武
者
硯
』
『
雛
形
紅
葉
の
山
』
『
絵
本
直
指
宝
』 

 
 

 
 

 

ま
た
、
目
録
Ａ
は
装
飾
的
な
飾
り
枠
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
目
録
Ｂ
以
降
、〈
半
紙
本
〉
系
の
目
録
は
、
単
郭
の
四
角
枠
と
な
る
。

目
録
Ａ
に
つ
い
て
は
、
Ａ
が
使
用
さ
れ
る
作
品
の
多
く
が
求
板
本
で
あ
る
点
（
後
掲
註

17

拙
稿
参
照
）
、
目
録
Ａ
の
記
述
の
内
、「
絵

本
目
録
」
以
下
「
万
物
絵
本
大
全
」
に
至
る
記
述
と
、
柏
原
屋
が
記
し
た
こ
と
が
確
か
な
「
▲
絵
本
写
錦
袋
」
以
下
の
字
体
が
、
若

干
異
な
る
点
（
図
２
・
図
４
参
照
、
特
に
「
本
」
の
字
体
に
顕
著
）
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
よ
り
、
元
々
目
録
Ａ
自
体
は
他

書
肆
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
求
板
時
に
柏
原
屋
が
「
▲
絵
本
写
錦
袋
」
以
下
の
記
述
を
改
修
し
た
上
で
使
用
し
た
可

能
性
が
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
管
見
の
限
り
、
こ
の
推
測
を
実
証
で
き
る
資
料
は
な
い
た
め
、
柏
原
屋
の
求
板
以
前
の
刊
行
例
を

見
出
す
必
要
が
あ
る
。 

（
註

6

）
た
だ
し
、
刊
行
時
、
『
絵
本
写
錦
袋
』
は
『
絵
本
写
宝
袋
』
と
書
名
を
改
め
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
初
二
十
冊
の
『
写

錦
袋
』
と
し
て
刊
行
す
る
予
定
で
あ
っ
た
も
の
を
、
十
巻
ご
と
に
二
度
に
分
け
て
刊
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
、

『
写
宝
袋
』
（
十
冊
）
と
、
続
編
の
『
通
宝
志
』
（
十
冊
）
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
柱
題
に
「
写
錦
袋 

前
編
」
、
「
写
錦
袋 

後
編
」
の
記

述
が
認
め
ら
れ
る
。 

（
註

7

）
浅
野
秀
剛
「
大
森
善
清
絵
本
の
後
修
本
」
『
浮
世
絵
芸
術
』
一
六
二
号
（
一
九
六
九
）
四
九―

七
二
頁 

（
註

8

）
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
編
『
大
阪
本
屋
仲
間
記
録
』
清
文
堂
（
一
九
八
二
）
よ
り
引
用
し
た
。
括
弧
内
は
筆
者
補
。 

（
註

9

）
フ
リ
ア
本
の
書
誌
に
つ
い
て
は
前
掲
浅
野
氏
論
文
に
詳
し
い
。
国
文
研
本
は
目
録
を
備
え
な
い
。 

（
註

10

）
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
柏
原
屋
絵
本
の
研
究―

初
期
絵
本
を
中
心
に―

」
『
総
研
大
文
化
科
学
研
究
』
十
六
号(

二
〇
二
〇)
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で
取
り
上
げ
た
。
な
お
、
本
論
で
取
り
上
げ
る
『
絵
本
草
源
氏
』
、
『
絵
本
清
書
帳
』
、
『
絵
本
手
帳
綱
目
』
、
『
絵
本
忘
草
（
絵
本
ふ
く

ら
す
ゝ
め
）
』
、
『
絵
本
稽
古
帳
』
、
『
絵
本
た
か
ら
蔵
』
の
書
誌
に
関
し
て
は
、
同
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

（
註

11

）
浅
野
秀
剛
「
大
森
善
清
絵
本
の
後
修
本
」
『
浮
世
絵
芸
術
』
一
六
二
号
（
一
九
六
九
）
六
一
頁
、
括
弧
内
は
論
者
に
よ
る
。 

（
註

12

） 
確
認
で
き
た
『
絵
本
た
か
ら
蔵
』
の
伝
本
は
、
絵
本
蔵
板
目
録
を
備
え
な
い
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
本
の
み
で
あ
る
。 

（
註

13

）
丸
山
伸
彦
『
江
戸
モ
ー
ド
の
誕
生
』
（
角
川
選
書
、
二
〇
〇
八
） 

（
註

14

）
朝
倉
興
禎
著
『
古
画
備
考
』
（
近
世
後
期
成
立
）
に
よ
れ
ば
、
大
岡
道
信
の
師
、
大
岡
春
卜
は
「
狩
野
家
ノ
法
ヲ
学
テ
、
常
ノ
師
ナ

シ
、
名
声
時
ニ
高
ク
、
実
に
近
世
ノ
名
手
」
と
さ
れ
、
師
承
関
係
は
不
明
だ
が
、
狩
野
派
に
学
ん
だ
絵
師
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
書

に
吉
村
周
山
は
「
名
充
興
、
称
探
山
叟
、
叙
法
眼
、
充
信
門
人
而
成
一
家
、
與
春
卜
並
称
」
と
あ
る
。
周
山
の
師
と
記
さ
れ
る
牲
川

充
信
は
、
狩
野
探
幽
の
弟
子
、
鶴
澤
探
山
に
学
ん
だ
絵
師
で
あ
り
、
周
山
は
狩
野
派
に
連
な
る
絵
師
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
註

15

）
小
林
宏
光
「
吉
村
周
山
の
二
画
譜
」『
近
世
画
譜
と
中
国
絵
画―

十
八
世
紀
の
日
中
美
術
交
流
発
展
史―

』（
Ｓ
Ｕ
Ｐ
上
智
大
学
出
版
、

二
〇
一
八
）
一
三
一―

一
七
〇
頁 

（
註

16

）
朝
倉
興
禎
著
『
古
画
備
考
』
（
近
世
後
期
成
立
）
や
太
田
南
畝
著
『
浮
世
絵
類
考
』（
近
世
後
期
成
立
）
に
よ
れ
ば
、
橘
守
国
は
狩
野

探
幽
の
弟
子
、
鶴
澤
探
山
に
学
ん
だ
絵
師
で
あ
る
と
さ
れ
、
狩
野
派
の
筆
法
を
学
び
板
本
を
多
く
制
作
し
た
人
物
で
あ
る
。 

（
註

17

）
橘
保
国
は
註

21

で
紹
介
し
た
守
国
の
息
子
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
狩
野
派
に
連
な
る
絵
師
と
考
え
ら
れ
る
。
『
絵
本
野
山
草
』
の
他
、

『
絵
本
詠
物
選
』
（
安
永
八
年
〈
一
七
七
九
〉
刊
）
等
に
作
例
が
確
認
で
き
る
。 

（
註

18

）
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
編
『
大
坂
本
屋
仲
間
記
録
』
巻
十
二
、
十
六―

十
八
（
清
文
堂
出
版
、
一
九
八
八
、
一
九
九
一―

一
九
九

三
）
所
収
の
影
印
に
よ
る
。 
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（
註

19

）
た
だ
し
、
例
外
的
な
作
品
も
あ
る
。
例
え
ば
、
『
万
物
絵
本
大
全
』
や
『
萬
寶
全
書
』
は
共
に
書
型
が
横
本
で
あ
り
、
『
絵
本
拾
葉
』

は
「
絵
本
」
の
語
を
書
名
に
有
す
る
が
、
自
跋
に
は
本
書
が
模
写
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
、
内
容
か
ら
も
明
ら
か
に
〈
大
本
ⅱ
〉

の
目
録
が
使
用
さ
れ
た
作
品
に
類
す
る
と
言
え
る
。 

（
註

20

）
た
だ
し
、
柏
原
屋
が
「
絵
を
主
体
と
し
た
版
本
」
を
刊
行
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
例
と
し
て
、
寛
保
四
年
（
一
七

四
四
）
刊
、
寺
井
重
信
画
、
椿
唐
作
の
『
絵
本
吉
野
草
』
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

（
註

21

）
小
林
宏
光
「
橘
守
国
が
新
た
に
伝
え
る
中
国
の
山
水
画
法
」
『
近
世
画
譜
と
中
国
絵
画―

十
八
世
紀
の
日
中
美
術
交
流
発
展
史―

』

（
Ｓ
Ｕ
Ｐ
上
智
大
学
出
版
、
二
〇
一
八
）
九
三
頁 

（
註

22

）
日
野
原
健
司
「
大
坂
画
壇
胎
動
期
の
出
版
技
術―

橘
守
国
『
運
筆
租
画
』
と
そ
れ
を
支
え
る
彫
師
」『
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム

21

』
十
七

号
（
二
〇
〇
八
）
三
四―

三
九
頁 

（
註

23

）
仲
田
勝
之
助
『
絵
本
の
研
究
』
（
美
術
出
版
社
、
一
九
五
〇
）
一
四
七
頁 

 

図
版
一
覧 

図
１
：
橘
守
国
画
作
『
絵
本
通
宝
志
』
公
文
教
育
研
究
会
蔵
（
資
料
番
号
：
Ｋ
Ｕ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
０
５
８
４
） 

図
２
：
（
作
者
不
明
）
『
絵
本
草
源
氏
』
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
（
請
求
記
号
：
１
２―

４
９
４
） 

図
３
・
９
：
吉
村
周
山
画
『
画
英
』
個
人
蔵 

図
４
：
作
者
不
明
『
絵
本
忘
草
』
内
藤
記
念
く
す
り
博
物
館
蔵
（
請
求
記
号
：
４
１
０
０
２―

９
１
３
） 

図
５
：
作
者
不
明
『
絵
本
清
書
帳
』
都
立
中
央
図
書
館
蔵
本
（
請
求
記
号
：
加
４
８
２
１
） 



90 

 

 

図
６
：
『
雛
形
鶴
の
声
』
立
命
館
大
学
ア
ー
ト
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
蔵
（
請
求
記
号
：
ａ
ｒ
ｃ

Ｂ
Ｋ
０
１―

０
１
５
５
） 

図
７
：
大
森
善
清
画
『
絵
本
深
山
鹿
』
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
（
請
求
記
号
：
ヤ
８―

３
７
５
） 

図
８
：
大
岡
春
卜
画
『
押
絵
手
鑑
』
奈
良
女
子
大
学
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
蔵
（
請
求
記
号
：
Ｄ
Ｉ
Ｇ―

Ｎ
Ａ
Ｒ
Ａ―

８
３
１
） 

図

10

：
橘
守
国
画
作
『
絵
本
写
宝
袋
』
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
（
請
求
記
号
：
ヤ
９―

４
５
５
） 

図

11

：
橘
保
国
画
『
絵
本
野
山
草
』
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
（
ヤ
９―

４
８
３
） 
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付
録
「
柏
原
屋
絵
本
蔵
板
目
録
」
十
一
種 

 
以
下
、
本
章
で
取
り
上
げ
た
柏
原
屋
蔵
板
目
録
Ａ
～
Ｋ
を
掲
載
す
る
。
図
の
下
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
行
目
に
本
章
で
付
し
た
目
録
記
号
、
及

び
目
録
名
、
二
行
目
に
目
録
の
成
立
時
期
、
三
行
目
に
伝
本
の
刊
記
、
四
行
目
に
所
蔵
機
関
を
記
し
た
。 

             

目 録 Ａ 「 繪 本 目 録 」  

享 保 3 年 （ 1718） ～ 享 保 五 年 （ 1720） 成 立  

享 保 3 年 （ 1718） 板 『 絵 本 草 源 氏 』  

人 間 文 化 研 究 機 構 国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  

目 録 B「 絵 本 出 来 目 録  渋 川 氏 板 行 」  

享 保 10 年 （ 1725） ～ 享 保 十 二 年 （ 1727） 成 立  

享 保 10（ 1725） 板 『 雛 形 靏 の 声 』  

立 命 館 大 学 ア ー ト リ サ ー チ セ ン タ ー 蔵  
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目 録 C「 繪 本 出 来 目 録  渋 川 稱 觥 堂 板 」  

享 保 十 五 年 （ 1730） 以 降 成 立  

享 保 12（ 1727） 刊 『 絵 本 心 の 種 』  

国 立 国 会 図 書 館 蔵  

目 録 D〈 蔵 板 目 録 名 な し 〉  

延 享 二 年 （ 1744） 以 降 成 立  

享 保 3（ 1718） 板 か 『 絵 本 手 帳 綱 目 』  

個 人 蔵  

目 録 Ｅ 「 絵 本 出 来 目 録  渋 川 稱 觥 堂 板 」  

延 享 二 年 （ 1744） 以 降 成 立  

享 保 14（ 1729） 板 『 絵 本 通 宝 志 』  

公 文 教 育 研 究 会 蔵  

目 録 F「 絵 本 出 来 目 録  稱 觥 堂 蔵 版 」  

寛 延 三 年 （ 1750） 以 降 成 立  

寛 延 3（ 1750）  『 画 英 』  

個 人 蔵  
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目 録 G〈 蔵 板 目 録 題 無 し 〉  

宝 暦 五 年 （ 1755） 以 降 成 立  

元 文 1（ 1736） 板 『 押 絵 手 鑑 』  

奈 良 女 子 大 学 学 術 情 報 セ ン タ ー 蔵  

目 録 H「 繪 本 出 来 目 録  渋 川 稱 觥 堂 板 」  

宝 暦 五 年 （ 1755） 以 降 成 立  

享 保 14（ 1729） 板 『 絵 本 通 寳 志 』   

大 英 図 書 館 蔵  

目 録 I〈 蔵 板 目 録 題 無 し 〉  

宝 暦 五 年 （ 1755） 以 降 成 立  

享 保 3（ 1718） 板 『 絵 本 清 書 帳 』  

都 立 中 央 図 書 館 蔵  

目 録 J「 繪 本 出 来 目 録  渋 川 稱 觥 堂 板 」  

明 和 八 年 （ 1771） 以 降 成 立  

安 永 8（ 1779） 再 板 『 絵 本 通 宝 志 』  

人 間 文 化 研 究 機 構 国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  
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目 録 K「 繪 本 出 来 目 録  渋 川 稱 觥 堂 」  

安 永 七 年 （ 1778） 以 降 成 立  

明 和 4（ 1767） 板 『 和 漢 名 筆 画 宝 』  

人 間 文 化 研 究 機 構 国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  
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第
三
章
：
柏
原
屋
絵
本
出
板
考―

類
板
記
録
を
中
心
に―

 

 

一
、
は
じ
め
に 

 

一
章
、
二
章
で
は
、
柏
原
屋
の
絵
本
出
板
活
動
を
、
黎
明
期
に
お
け
る
活
動
と
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。
こ
の
ま
と
め
を
通
し
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
作
品
を
柏
原
屋
が
出
板
し
た
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
方
法
で
出
板
し
た
か
を
考
察
し
た
。
し
か
し
、
第
一
章
で
取
り
上

げ
た
求
板
本
の
問
題
や
、
第
二
章
で
取
り
上
げ
た
相
板
の
問
題
な
ど
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
複
数
の
書
肆
と
の
関
係
か
ら
柏
原
屋
の
活
動
に

つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

こ
の
問
題
を
受
け
、
本
章
で
は
柏
原
屋
に
よ
る
絵
本
の
出
板
活
動
に
つ
い
て
、
類
板
訴
訟
に
関
す
る
記
録
を
軸
に
分
析
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

柏
原
屋
が
類
板
訴
訟
を
利
用
し
な
が
ら
、
大
坂
の
市
場
に
お
い
て
絵
本
出
板
書
肆
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
確
立
す
る
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。

ま
た
、
享
保
期
か
ら
宝
暦
期
に
か
け
て
認
め
ら
れ
る
上
方
の
絵
本
流
行
を
支
え
た
板
元
の
一
つ
と
し
て
、
柏
原
屋
の
事
例
を
示
す
こ
と
で
、
近

世
中
期
上
方
の
絵
本
出
板
に
お
け
る
、
類
板
の
判
断
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 

二
、
柏
原
屋
と
絵
本
類
板 

 

元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
八
月
、
大
坂
の
本
屋
二
四
名
が
和
泉
屋
喜
左
衛
門
、
小
嶋
勘
右
衛
門
、
天
王
寺
屋
源
右
衛
門
の
三
書
肆
に
対
し

訴
訟
を
起
こ
し
た
。
こ
れ
は
、
池
田
屋
三
郎
右
衛
門
が
出
板
し
た
独
庵
玄
光
作
『
弁
々
枠
指
南
』
を
和
泉
屋
ら
三
書
肆
が
重
板
し
て
い
る
こ
と

を
訴
え
出
た
も
の
で
あ
る
。
大
坂
町
奉
行
は
こ
の
訴
え
を
認
め
、
十
一
月
に
は
重
板
・
類
板
を
禁
じ
る
本
屋
仲
間
の
申
合
わ
せ
が
取
り
決
め
ら

れ
た
。
以
下
に
大
阪
中
之
島
図
書
館
蔵
「
大
坂
本
屋
仲
間
記
録
」
よ
り
『
鑑
定
録
』
の
記
述
を
引
用
す
る
（

註

１

）

。 
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本
屋
申
合
之
覚 

 

一
従
御
公
儀
様
被
為
仰
付
候
右
之
趣
、
向
後
弥
相
守
為
可
申
、
書
物
屋
弐
拾
四
人
、
月
番
六
組
ニ
組
合
、
二
ヶ
月
替
ニ
相
勤
、
諸
事
可
申
合
、 

尤
閏
月
ニ
当
り
候
者
三
ヶ
月
相
勤
可
申
事 

 

一
我
々
所
持
之
板
木
、
重
板
類
板
は
不
申
及
、
少
ニ
而
も
構
可
申
写
本
は
、
本
屋
板
持
中
江
致
披
露
、
右
構
筋
相
済
候
上
可
致
板
行
事 

 

一
従
外
、
家
々
所
持
之
板
致
重
板
候
者
有
之
者
、
早
速
元
板
江
為
相
知
、
遂
相
談
可
申
候
、
月
番
迄
見
せ
置
、
自
月
番
可
有
披
露
候
、
管
板 

斗
は
申
分
立
間
鋪
候
、
外
ニ
致
出
来
候
板
行
書
物
は
、
売
弘
相
談
不
極
内
、
銘
々
勝
手
売
買
本
替
等
仕
間
敷
候
事 

 

一
家
々
所
持
之
板
行
物
は
不
及
申
、
外
々
ニ
而
も
差
構
候
書
、
他
国
江
手
を
廻
シ
、
重
板
類
板
致
間
鋪
事 

 
 

右
之
通
申
合
候
上
は
、
互
相
嗜
、
連
中
ニ
出
入
有
之
節
は
、
無
依
怙
取
曖
可
申
候
、
尤
我
儘
無
之
様
ニ
諸
事
可
致
相
談
候
、
已
上 

 
 

 

元
禄
十
一
年
寅
十
一
月 

 

本
屋
中 

 

翌
月
十
二
月
に
は
京
都
で
も
同
様
に
重
板
・
類
板
が
禁
じ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
元
禄
十
五
年
（
一
七
九
二
）
に
は
、
大
坂
・
京
都
間
を
跨
ぐ

取
り
締
ま
り
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
以
降
、
各
地
の
本
屋
仲
間
よ
り
、
重
板
・
類
板
に
関
わ
る
訴
訟
が
相
次
い
だ
。 

 

重
板
の
訴
訟
で
は
作
品
間
に
お
け
る
内
容
の
同
一
性
が
問
題
と
な
り
、
客
観
的
な
比
較
が
容
易
で
あ
る
。
こ
の
重
板
訴
訟
に
対
し
、
類
板
訴

訟
は
部
分
的
な
類
似
や
部
分
的
な
剽
窃
を
争
点
と
す
る
こ
と
か
ら
、
客
観
的
な
判
断
が
困
難
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。
個
々
の
事
例
に
よ
っ
て
判

断
基
準
が
異
な
り
、
類
板
と
判
断
す
る
根
拠
が
不
明
瞭
で
あ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。 

特
に
絵
本
に
関
す
る
訴
訟
は
、
絵
の
描
写
が
争
点
と
な
る
事
例
も
あ
り
、
客
観
的
な
判
断
が
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
類
板
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と
さ
れ
る
基
準
が
曖
昧
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
こ
の
点
に
つ
い
て
蒔
田
稲
城
は
「
繪
本
は
畫
の
趣
向
又
は
圖
案
が
類
似
し
易
く
假

令
故
意
に
模
倣
し
た
も
の
で
な
く
と
も
、
類
板
の
疑
ひ
を
免
れ
ぬ
も
の
が
往
々
あ
つ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（

註

２

）

。 
し
か
し
、
現
在
ま
で
上
方
絵
本
の
類
板
訴
訟
に
関
す
る
十
分
な
検
証
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
絵
本
の
類
板
訴
訟
が
曖
昧
な
基
準
で
判
断
を
下

し
て
い
た
と
す
る
根
拠
も
不
十
分
で
あ
る
。
柏
原
屋
を
含
め
、
板
元
が
強
い
て
類
似
点
を
挙
げ
訴
訟
に
及
ぶ
背
景
に
は
、
一
定
の
根
拠
と
明
確

な
目
的
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
絵
本
類
板
に
つ
い
て
、
訴
訟
記
録
を
用
い
た
分
析
を
行
っ
た
上
で
、
改
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。 

『
大
阪
本
屋
仲
間
記
録
』
（
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
）
所
収
の
「
裁
配
帳
」
、
「
査
定
帳
」
、
「
鑑
定
録
」
、
及
び
「
出
勤
帳
」
の
記
述
に
よ

れ
ば
、
柏
原
屋
は
、
享
保
期
か
ら
宝
暦
期
に
か
け
て
、
少
な
く
と
も
絵
本
の
類
板
訴
訟
四
件
に
関
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
内
三
件
が
、
柏
原
屋
か

ら
他
書
肆
に
向
け
て
「
差
構
」
の
訴
え
を
起
こ
し
た
事
例
と
な
る
。
同
時
期
に
お
け
る
絵
本
の
類
板
訴
訟
が
計
十
件
程
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

柏
原
屋
の
占
め
る
割
合
は
明
ら
か
に
大
き
い
（

註

３

）

。 

こ
の
訴
訟
記
録
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
柏
原
屋
の
絵
本
出
板
活
動
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
近
世
中
期
の
上

方
に
お
け
る
、
絵
本
類
板
訴
訟
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
再
考
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
以
下
柏
原
屋
が
起
こ
し
た
類
板
訴
訟
の
具
体
例
を
明

ら
か
に
し
、
そ
れ
が
上
方
の
絵
本
出
板
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
考
察
し
た
い
。 

後
掲
の
表
１
は
、
柏
原
屋
が
関
与
し
た
四
件
の
訴
訟
一
覧
で
あ
る
。【
時
期
】
と
し
た
の
は
、
該
当
の
訴
訟
の
記
録
に
お
け
る
初
出
時
期
を
示

す
。
ま
た
、【
対
象
】
と
し
た
の
は
、
差
構
の
対
象
と
な
る
作
品
、
及
び
板
元
名
で
あ
り
、
差
構
を
訴
え
出
た
根
拠
と
な
る
作
品
と
板
元
名
を
【
根

拠
】
に
記
し
た
。 
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こ
れ
ら
の
訴
訟
記
録
の
内
、
本
章
で
は
柏
原
屋
の
絵
本
出
板
活
動
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
目
的
か
ら
、
柏
原
屋
が
訴
え
を
起
こ
し
た
訴
訟

Ａ
Ｂ
Ｄ
に
つ
い
て
取
り
上
げ
考
察
を
行
う
。 

 

Ｄ Ｃ Ｂ Ａ 

 

寛
保
元
年
八
月
（
一
七
四
一
） 

元
文
二
年
五
月
（
一
七
三
七
） 

享
保
二
十
年
七
月
（
一
七
三
五
） 

享
保
九
年
十
月
（
一
七
二
四
） 

時
期 

『
絵
本
鶯
宿
梅
』
（
伏
見
屋
） 

『
押
絵
手
鑑
』
（
柏
原
屋
） 

『
深
山
鹿
』
（
毛
利
田
・
安
井
） 

『
ひ
わ
の
海
』
（
毛
利
田
・
安
井
） 

『
類
姓
草
画
』
（
大
津
屋
） 

対
象 

『
絵
本
写
宝
袋
』
（
柏
原
屋
） 

『
絵
本
通
宝
志
』
（
柏
原
屋
） 

『
絵
本
福
寿
草
』
（
藤
屋
） 

『
絵
本
清
書
帳
』
（
柏
原
屋
） 

『
絵
本
稽
古
帳
』
（
柏
原
屋
） 

『
絵
本
忘
草
』
（
柏
原
屋
） 

『
万
物
絵
本
大
全
』
（
柏
原
屋
） 

根
拠 
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三
、
『
万
物
絵
本
大
全
』
／
『
類
姓
草
画
』 

 
既
に
第
一
章
で
取
り
上
げ
た
が
、
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
、
柏
原
屋
は
敦
賀
屋
、
吉
文
字
屋
ら
と
共
に
、
大
津
屋
の
『
類
姓
草
画
』
に
差
構

の
疑
い
が
あ
る
と
し
て
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
以
下
に
、
『
裁
配
帳
』
（
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
）
の
記
述
を
再
掲
す
る
（

註

４

）

。 

  

一
大
津
屋
与
右
衛
門
殿
方
ニ
開
板
類
姓
草
画
、
敦
賀
屋
九
兵
衛
殿
・
柏
原
屋
清
右
衛
門
殿
・
吉
文
字
屋
市
兵
衛
殿
相
板
、
万
物
絵
本
大
全
ニ 

差
構
候
所
有
之
候
得
共
、
絵
之
風
義
違
申
ニ
付
、
与
右
衛
門
ゟ
御
断
故
、
右
三
人
之
衆
了
簡
之
上
事
済
候
、
然
上
は
万
物
絵
本
大
全
書
直 

シ
彫
申
節
、
類
姓
草
画
之
絵
ニ
似
候
所
少
々
有
之
候
共
、
与
右
衛
門
殿
よ
り
申
分
無
之
筈
ニ
而
相
済
申
候
、
巳
上 

 
 

 

享
保
九
辰
十
月 

 

一
柏
原
屋
清
右
衛
門
殿
方
ニ
工
商
雑
絵
之
板
下
出
来
仕
掛
有
之
候
を
、
大
津
屋
与
右
衛
門
殿
江
見
せ
被
申
候
所
、
此
分
以
後
与
右
衛
門
殿
ゟ 

申
分
無
之
筈
ニ
候
、
巳
上 

 
 

 
 

辰
十
月 

 
 

 

柏
原
屋
ら
は
、『
万
物
絵
本
大
全
』
を
根
拠
に
、
大
津
屋
の
『
類
姓
草
画
』
に
差
構
の
訴
え
を
起
こ
し
て
い
る
。『
万
物
絵
本
大
全
』（
図
１
）

は
、
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
刊
『
万
物
絵
本
大
全
重
宝
記
』
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
の
解
題
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
を
参
照
さ

れ
た
い
が
、
既
述
の
通
り
柏
原
屋
の
刊
記
を
持
つ
伝
本
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
序
文
に
よ
れ
ば
「
上
天
象
よ
り
下
万
物
を
悉
く
其
図
を
正
し

名
義
乃
文
字
を
あ
ら
た
め
彩
色
の
調
要
を
あ
ら
は
し
あ
ま
ね
く
撰
ひ
集
め
」
た
本
と
さ
れ
、
人
物
図
や
走
獣
図
、
花
鳥
図
や
風
景
図
等
を
広
く

掲
載
し
て
い
る
。 
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差
構
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
『
類
姓
草
画
』
（
図
２
）
と
は
、
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
刊
、
古
礀
画
『
類
姓
草
画
』
で
あ
り
、
浅
野
秀
剛
氏

の
指
摘
か
ら
田
原
屋
平
兵
衛
刊
『
人
物
草
画
』
の
解
題
本
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
（

註

５

）

。
完
本
は
現
在
実
見
で
き
て
お
ら
ず
、
大
英
博
物
館
蔵

本
の
影
印
を
確
認
す
る
の
み
で
あ
る
。
以
下
に
大
英
博
物
館
本
の
書
誌
を
記
す
（

註

６

）

。 

  

大
本
、
三
巻
三
冊
。
表
紙
左
上
に
外
題
簽
（
子
持
ち

枠
）
貼
付
、
「
類
姓
草
画 

上
（
中
・
下
）
」
。
扉
題
「
類

姓
草
画
」
。
柱
に
「
サ
ウ
グ
ワ
上
（
中
・
下
） 

 
 

△

－
（
丁
数
）
」
、
下
裏
表
紙
見
返
し
の
み
丁
数
の
後
「
終
」

の
文
字
あ
り
。
上
十
八
丁
、
中
十
八
丁
、
下
十
八
丁
。
た

だ
し
、
丁
数
は
上
中
下
を
通
し
て
連
番
で
記
さ
れ
る
。

飛
び
丁
あ
り
下
十
四
丁
目
に
「
五
十
ノ
五
」
。
刊
記
「
享

保
九
甲
辰
歳
中
冬
吉
日
／
書
肆 

大
坂
薩
摩
掘
東
町 

寺
田
與
右
衛
門
弘
／
同
所 

廣
澤
嘉
兵
衛
蔵
板
」 

  

内
容
は
、「
上
達
部
」
な
ど
の
高
位
の
貴
族
か
ら
「
猿

廻
」
等
に
至
る
多
様
な
職
能
の
人
物
図
を
掲
載
し
た
も

の
で
、
職
人
絵
尽
く
し
に
類
似
す
る
趣
向
で
編
ま
れ
て

図 1『 万 物 絵 本 大 全 重 宝 記 』 福 井 市 立 図 書 館 蔵  

図 ２ 『 類 姓 草 画 』 大 英 博 物 館 蔵  
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い
る
。 

 
横
本
の
『
万
物
絵
本
大
全
重
宝
記
』
と
大
本
の
『
類
姓
草
画
』
で
は
書
型
が
異
な
る
。
ま
た
、
多
様
な
図
を
掲
載
す
る
『
万
物
絵
本
大
全
重

宝
記
』
に
対
し
、『
類
姓
草
画
』
は
人
物
図
の
み
を
掲
載
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
掲
載
内
容
の
側
面
か
ら
も
相
違
点
が
多
い
と
判
断
で
き
る
。
即

ち
、
類
板
と
す
る
に
は
根
拠
に
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

実
際
に
柏
原
屋
ら
に
よ
る
訴
え
は
、
最
終
的
に
大
津
屋
の
否
定
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
記
録
に
よ
れ
ば
、
差
構
否
定
の
根
拠
は

「
絵
之
風
義
違
申
ニ
付
」
と
あ
る
。
即
ち
、
画
風
の
違
い
が
『
万
物
絵
本
大
全
重
宝
記
』
と
『
類
姓
草
画
』
の
相
違
点
で
あ
る
と
さ
れ
、
掲
載

さ
れ
た
図
様
の
差
異
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。 

柏
原
屋
ら
が
『
類
姓
草
画
』
に
差
構
の
嫌
疑
を
か
け
た
根
拠
は
記
録
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
試
み
に
『
万
物
絵
本
大
全
重
宝
記
』

「
人
物
」
の
項
目
と
、
『
類
姓
草
画
』
の
項
目
を
比
較
す
る
と
、
描
か
れ
た
対
象
物
に
類
似
点
が
認
め
ら
れ
た
。
以
下
に
、
『
万
物
絵
本
大
全
重

宝
記
』
「
人
物
」
及
び
『
類
姓
草
画
』
三
巻
に
お
け
る
掲
載
図
様
の
項
目
名
を
列
挙
し
比
較
す
る
。 

 

・
『
万
物
絵
本
大
全
重
宝
記
』
「
人
物
」
の
項
に
描
か
れ
た
対
象
物 

公 

卿 

士 

女 

嬰 

童 

婆 

翁 

兵 

農 

工 
商 
医 

卜 

鍛 

冶 

巫 

祝 

僧 

尼 

鬼 

仙 

佛 

薩 

娼
婦 

 

楽
官 

俳
優 

侏
儒 

陶
家 

圬
者 

樵
夫 

漁
父 

猟
師 
蜑
人 

南
蛮 

東
夷 

中
国 

朝
鮮 

蒙
古 

粛
慎 

弓
人 

矢
人 

 

函
人 

玉
人 

画
工 

当
世 

染
匠 

石
工 

皮
匠 

筆
工 

硯
工 
漆
匠 

蚕
婦 

機
女 

牙
婆 

販
婦 

傘
工 

褙
匠 

膳
夫 

 

屠
者 

渉
人 

舟
人 

牧
童 

釣
叟 

乞
兒 

瞽
者 

兎
唇 

駝
背 

琉
球 
呂
宋 

安
南 

天
竺 

暹
羅 

東
番 

崑
崙 

長
臂 

 

長
脚 

小
人 

長
人 
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・
『
類
姓
草
画
』
巻
上
に
描
か
れ
た
対
象
物 

上
達
部 

月
卿 

供
奉
ノ
人 

中
間 

武
士 

僧 

山
伏 

真
言
僧 

宮
奴 

易
者 

大
儒
者 

門
弟 

諸
礼
師 

小
姓 

謡
師 

医
師 

鍼
師 

眼
医
師 

按
摩
師 

比
丘
尼 

尼
ノ
法
眷 

梓
神
子 

竈
解
除 

相
工 

卜
人 

囲
碁 

大
佛
師 

位
牌
工 

宗
匠
連
哥 

 

和
歌
添
削 

経
匠 

剞
劂 

神
主 

 

・
『
類
姓
草
画
』
巻
中
に
描
か
れ
た
対
象
物 

出
床 

擔
夫 

駕
輿
丁 
鄙
人 

楊
枝
造 

歯
医
師 

放
下 

綾
織 

鬢
付
店 

麪
類
打 

沙
門 

辻
舞 

獨
力 

渉
人 

庚
申
代
待 

 

馬
士 

伯
落 

牛
買 

音
曲 
瞽
者 

座
頭 

盲
目 

實
人 

地
謡 

脇
師 

猿
楽 

漁
父 

網
師 

願
人 

寒
垢
離 

山
臥 

山
賊 

 

盗
賊 

廻
國 

順
礼 

伶
人 

楽
人 
舞
楽 

音
楽 

狂
言
師 

伯
父
坊
主 

料
理
人 

庖
丁
人 

盛
方 

市
物
賈 

・
『
類
姓
草
画
』
巻
下
に
描
か
れ
た
対
象
物 

石
匠 

石
工 

磨
工 

ツ
メ
茶 

引
チ
ヤ 

茶
道 

茶
湯 

木
匠 

番
匠 

都
料 

棟
梁 

鍛
冶 

括
匠 

纐
纈 

染
匠 

衣
畫
師 

 

呉
服
賈 

牙
行 

牙
婆 

所
化
僧 

唱
門
師 

浪
人 
薦
僧 

梵
論 

暮
露 

〔
二
点
欠
損
に
よ
り
判
読
不
能
〕 

米
搗 

辻
談
義 

 

桑
門
者 

新
發
意 

傘
匠 

畳
工 

桶
匠 

賤
女 

織
匠 
奴
〓 

農
人 

樵
人 

蒭
〓
（
草
冠
に
尭
） 

偭
儡
師 

地
黄
煎 

談
優 

 

草
紙
哥 

狙
公 

猿
廻 

鉢
叩 

マ
メ
ゾ
ウ 

住
吉
踊 

太
神
楽 
歌
念
仏 

鹿
島
祢
宜 

乙
女 

悪
魔
佛 

節
季
儣 

  

両
作
品
は
い
ず
れ
も
「
公
」
や
「
卿
」
、
「
上
達
部
」
と
貴
族
の
図
で
始
ま
り
、
多
様
な
職
能
の
図
を
掲
載
し
て
い
る
。『
類
姓
草
画
』
の
掲
載

図
様
は
『
万
物
絵
本
大
全
重
宝
記
』
と
比
較
し
、
よ
り
多
彩
な
職
人
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
類
姓
草
画
』
で
は
、
僧
の
図
を
「
僧
」
、「
真
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言
僧
」
、「
山
伏
」
、
卜
人
の
図
を
「
相
工
」
、
「
卜
人
」
と
す
る
な
ど
、
よ
り
細
分
化
さ
れ
た
職
能
の
描
き
分
け
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
広

い
枠
組
み
で
こ
れ
ら
の
図
を
分
類
し
た
場
合
、『
万
物
絵
本
大
全
重
宝
記
』
に
は
「
僧
」
の
図
、「
卜
」
の
図
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、『
類
姓
草
画
』

の
掲
載
図
を
包
括
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
即
ち
、
描
か
れ
た
対
象
物
が
一
致
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。 

記
録
に
根
拠
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
推
測
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
比
較
に
よ
り
、
多
様
な
職
能
の
図
を
描
き
絵
本
と
し
て
出
板
し
た
こ

と
、
掲
載
さ
れ
る
図
の
項
目
に
重
複
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
、
柏
原
屋
ら
が
訴
訟
を
起
こ
し
た
理
由
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

前
掲
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
柏
原
屋
は
「
工
商
雑
絵
之
板
下
」
に
つ
い
て
大
津
屋
に
見
せ
、
自
身
の
刊
行
に
関
し
て
問
題
が
な
い
こ
と

を
確
認
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
柏
原
屋
が
「
工
商
雑
絵
」
を
掲
載
す
る
絵
本
と
し
て
『
類
姓
草
画
』
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
、
多

様
な
職
能
の
人
々
を
掲
載
し
た
『
万
物
絵
本
大
全
重
宝
記
』「
人
物
」
に
認
め
ら
れ
る
、
描
か
れ
た
対
象
の
重
複
を
訴
え
の
理
由
と
し
て
い
た
と

す
る
説
の
根
拠
の
一
つ
と
な
り
得
る
。 

 

四
、
『
絵
本
写
宝
袋
』
『
絵
本
通
宝
志
』
／
『
絵
本
鶯
宿
梅
』 

ま
た
『
裁
配
帳
』（
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
）
に
よ
れ
ば
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
八
月
、
柏
原
屋
は
以
下
の
申
し
立
て
を
行
っ
て
い
る
。 

 
 一

京
都
伏
見
藤
右
衛
門
方
に
鶯
宿
梅
と
申
絵
本
出
来
候
所
、
当
地
柏
原
屋
清
右
衛
門
所
持
之
写
宝
袋
・
通
宝
志
に
差
構
、
京
都
御
奉
行
所
へ
清 

右
衛
門
願
上
ケ
候
に
付
、
御
当
地
奉
行
所
之
御
添
翰
御
願
申
上
候 

 
 

 

柏
原
屋
は
、
京
都
の
伏
見
屋
（
植
村
藤
右
衛
門
、
玉
枝
軒
）
が
刊
行
し
た
『
絵
本
鶯
宿
梅
』（
元
文
五
年
〈
一
七
四
〇
〉
刊
、
以
下
『
鶯
宿
梅
』
）
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が
、
既
刊
の
『
絵
本
写
宝
袋
』（
享
保
五
年
〈
一
七
二
〇
〉
刊
、
以
下
『
写
宝
袋
』
）
、
及
び
『
絵
本
通
宝
志
』（
享
保
一
五
年
〈
一
七
三
〇
〉
刊
、

以
下
『
通
宝
志
』
）
に
対
し
類
板
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
件
は
、
三
ヶ
月
間
に
わ
た
る
論
議
の
末
、
同
年
十
一
月
に
以
下
の
内
容
で
決
着
し

た
。 

  

一
此
度
、
当
地
伏
見
屋
藤
右
衛
門
方
に
、
絵
本
鶯
宿
梅
板
行
出
来
候
所
、
其
御
地
柏
原
屋
清
右
衛
門
方
絵
本
方
絵
本
写
宝
袋
・
同
通
宝
志
、

右
両
書
に
差
構
之
段
、
御
公
儀
様
江
訴
被
出
候
所
、
銘
々
共
取
扱
内
々
に
而
相
済
、
双
方
和
談
之
印
と
し
て
右
鶯
宿
梅
板
木
弐
枚
取
進
し

候
、
然
る
上
は
双
方
申
分
無
之
候
、
仍
而
一
札
如
件 

  

最
終
的
に
伏
見
屋
刊
『
鶯
宿
梅
』
の
板
木
二
枚
が
柏
原
屋
へ
譲
渡
さ
れ
た
。
こ
れ
は
柏
原
屋
が
留
板
を
獲
得
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え

ら
れ
、『
鶯
宿
梅
』
が
類
板
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
す
る
。
訴
訟
相
手
で
あ
る
伏
見
屋
と
は
、
京
都
堀
河
通
で
活
動
し
、

号
を
玉
枝
軒
、
植
村
藤
右
衛
門
を
宗
家
と
し
た
書
肆
で
あ
る
（

註

７

）

。
京
都
の
他
、
江
戸
や
大
坂
に
も
伏
見
屋
の
名
で
店
舗
を
展
開
し
て
お
り
、

類
板
と
さ
れ
た
『
鶯
宿
梅
』
は
、
こ
れ
ら
三
店
の
相
板
で
出
板
さ
れ
て
い
た
。 

 

こ
の
『
鶯
宿
梅
』
は
、
画
文
と
も
に
橘
守
国
が
制
作
し
た
、
七
巻
七
冊
、
半
紙
本
の
作
品
で
あ
る
。
以
下
に
、
初
板
『
絵
本
鶯
宿
梅
』
の
書

誌
を
、
個
人
蔵
本
、
及
び
再
板
本
で
あ
る
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
を
も
と
に
記
す
。 

 

半
紙
本
、
七
巻
七
冊
。
左
上
に
外
題
簽
「
繪
本
鶯
宿
梅
」
。
内
題
『
画
本
鶯
宿
梅
』
。
柱
に
「
《
画
本
鶯
宿
梅 

（
巻
数
） 

〇 

（
丁 

 
 

付
）
」
。

刊
記
「
作
者
畫
工 

（
浪
華
）
後
素
軒
橘
守
国
／
元
文
五
歳
庚
申
四
月
梓
行
／
皇
都
書
坊
（
堀
川
通
高
辻
上
ル
町
）
植
村
藤
右
衛
門
蔵
板
／
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東
都
書
坊
（
通
石
町
三
丁
目
）
植
村
藤
三
郎
／
摂
府
書
舗
（
高
簾
橋
壱
丁
目
）
同
店
」 

再
板
本
は
、
以
上
の
初
板
本
刊
記
を
残
し
た
上
で
、
大
野
木
市
兵
衛
、
松
村
九
兵
衛
、
前
川
善
兵
衛
、
柳
原
喜
兵
衛
：
（
大
坂
）
、
北
畠
茂
兵 

衛
、
稲
田
佐
兵
衛
、
青
山
清
吉
：
（
江
戸
）
、
平
井
文
助
、
高
井
伊
兵
衛
、
津
田
源
兵
衛
、
福
田
佐
兵
衛
、
児
玉
林
兵
衛
：
（
若
山
）
、
吉
田
沼 

兵
衛
（
大
坂
）
ら
が
弘
通
書
肆
と
し
て
追
記
さ
れ
る
。 

 

本
書
は
、
和
漢
の
画
題
や
花
鳥
山
水
画
を
、
描
か
れ
た
内
容
に
関
す
る
故
事
や
、
図
様
の
彩
色
に
関
す
る
詳
細
な
解
説
と
共
に
掲
載
し
て
い

る
。
巻
一
で
は
、
和
歌
に
関
す
る
話
材
か
ら
、
歌
仙
絵
や
和
歌
に
関
連
す
る
説
話
画
と
い
っ
た
和
画
題
を
載
せ
る
。
巻
二
で
は
、
武
勇
譚
に
取

材
し
た
画
題
を
取
り
上
げ
、
前
半
に
和
画
題
の
武
者
絵
、
後
半
に
漢
画
題
の
武
者
絵
を
描
き
、
続
く
巻
三
で
は
仙
人
を
中
心
と
し
た
漢
人
物
図

を
掲
載
す
る
。
そ
し
て
、
巻
四
・
五
に
は
草
花
図
や
禽
鳥
図
、
巻
六
・
七
で
は
『
芥
子
園
画
伝
』
初
集
の
部
分
的
引
用
を
行
い
、
山
水
図
等
の

筆
法
を
紹
介
す
る
ほ
か
、
「
本
朝
名
所
山
水
」
と
題
し
た
日
本
の
名
所
絵
を
載
せ
る
。 

ま
た
、
巻
頭
の
序
文
の
冒
頭
は
南
斉
の
謝
赫

し
ゃ
か
く

が
著
し
た
画
論
書
『
古
画
品
録
』（
南
北
朝
時
代
成
立
）
に
記
さ
れ
た
「
画
の
六
法
」
の
引
用
で

始
ま
る
（

註

８

）

。
序
文
後
半
で
は
、
韓
幹
や
周
昉
と
い
っ
た
唐
代
に
活
躍
し
た
絵
師
と
比
較
し
、
橘
守
国
が
そ
れ
ら
に
劣
ら
ぬ
絵
師
で
あ
る
と
述

べ
ら
れ
る
。 

即
ち
『
鶯
宿
梅
』
は
、
彩
色
に
関
す
る
注
を
含
め
た
画
題
解
説
を
行
い
、
謝
赫
の
引
用
や
粉
本
主
義
的
な
画
論
を
展
開
す
る
序
文
を
備
え
る

作
品
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
鶯
宿
梅
』
が
読
者
と
し
て
絵
師
を
想
定
し
、
粉
本
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
編
ま
れ
た
作
品
で
あ
る

こ
と
を
示
す
。 

伏
見
屋
は
、
『
鶯
宿
梅
』
の
刊
行
以
前
、
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
に
『
扶
桑
画
譜
』
（
大
本
、
五
巻
五
冊
）
と
い
う
橘
守
国
画
、
内
藤
道



106 

 

 

有
著
の
作
品
を
刊
行
し
て
い
る
。
そ
の
刊
記
に
は
『
鶯
宿
梅
』
の
刊
行
予
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
予
告
に
は
守
国
の
他
、
西
川
祐
信
が
絵

師
と
し
て
併
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
刊
行
さ
れ
た
『
鶯
宿
梅
』
に
は
祐
信
に
よ
る
作
画
が
認
め
ら
れ
ず
、
理
由
は
判
然
と
し
な
い

が
、
共
著
で
の
刊
行
予
定
か
ら
守
国
の
単
著
に
変
更
し
て
刊
行
さ
れ
た
と
判
断
で
き
る
。 

一
方
で
、
柏
原
屋
が
訴
訟
の
根
拠
と
し
た
『
写
宝
袋
』
『
通
宝
志
』
は
、
『
鶯
宿
梅
』
と
同
じ
く
画
文
共
に
橘
守
国
が
制
作
し
た
、
半
紙
本
九

巻
十
冊
作
品
で
あ
る
。『
写
宝
袋
』
と
『
鶯
宿
梅
』
の
柱
刻
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
写
錦
袋
前
編
」
、「
写
錦
袋
後
編
」
と
あ
る
。
柱
題
の
「
写
錦
袋
」

と
い
う
書
名
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
『
絵
本
草
源
氏
』
（
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
刊
）
や
国
会
図
書
館
蔵
『
絵
本
稽
古
帳
』
（
享
保
三
年

（
一
七
一
八
）
刊
）
等
、
柏
原
屋
が
刊
行
し
た
、
享
保
三
年
の
刊
記
を
有
す
る
複
数
の
絵
本
に
掲
載
さ
れ
た
蔵
板
目
録
に
認
め
ら
れ
る
。 

こ
の
目
録
に
は
「
▲
繪
本
写
錦
袋 
全
二
十
冊 

近
日
出
来
仕
候
」
と
、
刊
行
予
告
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）

時
点
で
は
「
写
錦
袋
」
の
書
名
、
か
つ
二
十
冊
本
と
し
て
刊
行
予
定
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
そ
の
後
、
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
が
、「
写
錦

袋
」
が
前
後
編
、
各
十
冊
本
で
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
柱
題
に
「
写
錦
袋
」
の
名
を
残
し
た
ま
ま
、
書
名
を
『
写
宝
袋
』
と
『
通
宝
志
』

に
変
え
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

作
品
内
容
は
『
鶯
宿
梅
』
と
同
じ
く
、
和
漢
の
画
題
に
関
す
る
説
話
画
や
花
鳥
山
水
画
等
に
対
し
、
故
事
の
解
説
や
彩
色
に
関
す
る
注
を
併

記
し
た
も
の
で
あ
る
。『
写
宝
袋
』
は
、
巻
一
に
歌
仙
絵
や
伊
勢
絵
、
源
氏
絵
と
い
っ
た
和
歌
に
関
連
す
る
画
題
を
描
き
、
巻
二
・
三
で
は
『
平

家
物
語
』
『
前
太
平
記
』
等
の
軍
記
に
取
材
し
た
武
者
絵
を
描
く
。
巻
四
か
ら
巻
七
前
半
に
か
け
て
、
『
史
記
』
等
に
収
載
の
故
事
に
取
材
し
た

漢
画
題
を
掲
載
し
、
巻
七
後
半
で
中
国
仙
人
図
を
取
り
上
げ
る
。
巻
八
は
花
鳥
図
、
巻
九
は
上
下
巻
に
分
か
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
獣
図
を
描
い

て
い
る
。 

『
通
宝
志
』
は
巻
一
・
二
に
農
耕
図
や
舞
楽
図
、
職
人
図
を
掲
載
す
る
。
巻
三
で
は
和
歌
に
関
す
る
歌
仙
絵
や
歌
意
絵
、
巻
四
で
は
日
本
の
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風
景
図
を
描
く
。
巻
五
上
で
は
、
紫
宸
殿
に
描
か
れ
た
「
賢
聖
障
子

け
ん
じ
ょ
う
の
そ
う
じ

」
か
ら
取
り
上
げ
た
漢
人
物
図
、
下
巻
で
は
漢
詩
に
由
来
す
る
画
題
や
、

漢
人
物
図
を
掲
載
す
る
。
巻
六
で
は
花
鳥
図
、
巻
七
で
は
獣
図
を
描
く
。
巻
八
に
は
、
荊
浩
著
『
畫
山
水
賦
』（
唐
時
代
成
立
）
よ
り
「

畫
ゑ
が
く

二

山
水

さ
ん
す
い

木
石

ぼ
く
せ
き
を

一

法 は
う

」
と
題
さ
れ
た
漢
画
の
筆
法
解
説
が
引
用
さ
れ
、
巻
九
に
は
瀟
湘
八
景
等
の
中
国
風
景
図
を
掲
載
す
る
。 

ま
た
、
『
写
宝
袋
』
『
通
宝
志
』
に
は
橘
守
国
に
よ
る
自
序
が
載
る
。
『
写
宝
袋
』
に
は
、
「
不

レ

ハ

レ

以
二

画
本

ヲ

一

不
レ

得
レ

成
ス

ヿ

ヲ

二

形
状

ヲ

一

。

画
本
者
規
矩
也
」
、
『
通
宝
志
』
に
は
「
知

ラ

ハ

下

禮
ハ

必
以

テ

二

忠
信

ヲ

一

為
シ

レ

質
ト

。
絵
事

ハ

必
ス

以
テ

二

粉
素

ヲ

一

為
ル

ヿ

ヲ

上

先
ト

。
」
等
と
記
さ
れ
、

い
ず
れ
の
序
文
も
、
「
画
本
」
や
「
粉
素
」
、
即
ち
粉
本
が
作
画
に
必
須
の
も
の
で
あ
る
と
説
く
。
続
く
記
述
で
は
、
こ
の
主
張
に
基
づ
き
『
写

宝
袋
』
『
通
宝
志
』
が
粉
本
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
編
ま
れ
た
と
述
べ
ら
れ
る
。 

以
上
の
作
品
的
特
徴
や
序
文
内
容
か
ら
、『
写
宝
袋
』『
通
宝
志
』
も
ま
た
、『
鶯
宿
梅
』
と
同
じ
く
、
絵
師
を
読
者
と
し
て
想
定
し
、
画
題
や

筆
法
を
解
説
す
る
目
的
で
編
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
こ
れ
ら
三
作
品
は
内
容
的
に
類
似
性
を
備
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

ま
た
、
こ
れ
ら
三
作
品
に
は
構
成
面
で
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。
仲
田
勝
之
助
は
先
行
す
る
絵
本
と
『
写
宝
袋
』
の
構
成
を
比
較
し
、「
日

本
の
部
を
最
初
に
据
え
た
」
点
に
『
写
宝
袋
』
の
構
成
的
特
徴
を
見
出
し
た
（

註

９

）

。
こ
の
こ
と
は
、
『
写
宝
袋
』
の
続
編
に
相
当
す
る
『
通
宝

志
』
の
み
な
ら
ず
、
伏
見
屋
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
鶯
宿
梅
』
に
も
確
認
で
き
る
特
徴
で
あ
り
、
三
作
品
全
て
が
、
始
め
に
和
画
題
の
図
、
次
に

漢
画
題
の
図
、
そ
し
て
鳥
獣
花
木
の
図
を
掲
載
す
る
と
い
う
構
成
と
な
る
。 

 

以
上
よ
り
、
類
板
訴
訟
に
お
い
て
争
点
と
さ
れ
た
三
作
品
に
は
、
作
品
の
内
容
の
面
か
ら
も
、
ま
た
そ
の
構
成
の
面
か
ら
も
類
似
性
が
認
め

ら
れ
る
。
三
作
品
以
前
、
あ
る
い
は
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
作
品
に
は
、
管
見
の
限
り
こ
れ
ら
の
特
徴
を
備
え
た
作
品
は
な
い
。
以
下
に
、
代

表
的
な
先
行
作
品
を
数
例
示
す
。 

 

守
国
絵
本
の
先
行
例
と
し
て
、
菱
川
師
宣
画
の
「
絵
尽
く
し
」
の
語
を
書
名
に
有
す
る
作
品
群
が
挙
げ
ら
れ
る
。
鱗
形
屋
を
中
心
に
刊
行
さ
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れ
た
こ
の
作
品
群
は
、
『
大
和
絵
つ
く
し
』
（
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
刊
、
図
３
）
や
『
岩
木
絵
つ
く
し
』
（
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
刊
）
な

ど
、
書
名
に
即
し
た
、
特
定
の
主
題
の
図
様
を
掲
載
す
る
形
式
を
と
る
。
主
題
に
即
し
た
図
様
の
み
が
掲
載
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
守
国
画
作

の
『
写
宝
袋
』
等
に
認
め
ら
れ
る
多
様
な
画
題
を
収
載
す
る
作
品
と
は
性
質
が
異
な
る
。 

 

ま
た
、
長
谷
川
等
雲
画
『
絵
本
宝
鑑
』（
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
刊
、
平
埜
屋
等
三
書
肆
相
板
）
も
、
守
国
画
作
絵
本
に
先
行
す
る
絵
本
に

数
え
ら
れ
る
。
橘
宗
重
著
の
故
事
解
説
が
載
り
（

註

1 0

）

、
画
題
に
対
す
る
解
説
を
伴
う
も
の
の
、
内
容
は
漢
籍
や
漢
画
に
由
来
す
る
漢
画
題
を
取

り
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、『
写
宝
袋
』
等

に
認
め
ら
れ
る
和
漢
に
わ
た
る
画
題
を

収
載
す
る
性
格
は
認
め
ら
れ
な
い
。 

 

『
写
宝
袋
』
と
同
年
に
刊
行
さ
れ
た

大
岡
春
卜
画
作
『
画
本
手
鑑
』（
享
保
五

年
（
一
七
二
〇
）
刊
、
図
４
）
は
、
先
行

す
る
名
画
を
絵
師
ご
と
に
紹
介
す
る
構

成
を
取
り
、
広
く
画
題
を
収
載
す
る
。

し
か
し
、
守
国
画
作
の
絵
本
と
は
異
な

り
、
画
題
解
説
や
彩
色
に
関
す
る
注
釈

は
行
わ
な
い
た
め
、『
写
宝
袋
』
、『
通
宝

志
』
、
『
鶯
宿
梅
』
と
は
、
そ
の
性
格
を

図 ３『 大 和 絵 尽 く し 』国 立 国 会 図 書

館 蔵  

図 ４ 『 画 本 手 鑑 』 個 人 蔵  
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異
に
す
る
と
思
わ
れ
る
。 

こ
の
他
、
元
禄
期
（
一
六
八
八―

一
七
〇
三
）
に
刊
行
さ
れ
た
大
森
善
清
絵
本
や
、
高
木
貞
武
画
『
画
図
拾
遺
』（
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）

刊
）
等
、
先
行
す
る
〈
粉
本
的
作
品
〉
は
複
数
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
先
行
作
品
は
、
い
ず
れ
も
菱
川
師
宣
画
の
「
絵
尽
く
し
」

と
同
様
に
特
定
の
主
題
に
沿
っ
た
図
の
み
を
掲
載
し
た
り
、
大
岡
春
卜
画
『
画
本
手
鑑
』
と
同
様
に
画
題
の
解
説
を
行
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た

り
と
、
守
国
が
制
作
し
た
総
合
的
な
画
題
解
説
書
と
は
性
格
が
異
な
る
。
則
ち
守
国
画
作
の
絵
本
は
、
先
行
作
品
と
比
較
し
て
、
内
容
的
側
面

側
面
か
ら
も
、
構
成
的
側
面
か
ら
も
特
異
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

近
世
の
訴
訟
事
例
に
お
い
て
、
類
板
と
認
め
ら
れ
る
基
準
は
多
様
だ
が
、
そ
れ
ら
が
「
記
述
内
容
の
類
似
だ
け
で
は
な
く
、
版
型
・
版
式
な

ど
形
態
や
様
式
に
関
わ
る
要
素
」
に
及
ん
だ
こ
と
は
、
鈴
木
俊
幸
氏
が
指
摘
し
て
い
る
（

註

1 1

）

。
ま
た
、
類
板
は
板
元
の
権
益
保
護
を
目
的
と
し

て
お
り
、
同
一
作
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
作
品
に
お
け
る
類
似
性
を
許
容
す
る
も
の
で
は
な
い
（

註

1 2

）

。
そ
れ
故
に
、
伏
見
屋
に
よ
る
『
鶯

宿
梅
』
の
刊
行
が
柏
原
屋
の
権
益
を
侵
害
し
て
い
る
と
い
う
主
張
は
、
不
当
と
は
言
い
難
い
。 

 

し
か
し
、
こ
の
訴
訟
に
関
わ
る
論
議
は
三
ヶ
月
間
に
及
ん
だ
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
柏
原
屋
の
訴
え
が
一
度
退
け
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
。 

 

五
、
『
絵
本
写
宝
袋
』
『
絵
本
通
宝
志
』
『
絵
本
鶯
宿
梅
』
の
比
較
と
掲
載
項
目
の
重
複 

 

訴
訟
記
録
に
は
、
柏
原
屋
の
訴
え
が
退
け
ら
れ
た
理
由
が
以
下
の
様
に
記
さ
れ
る
（

註

1 3

）

。 

  

清
右
衛
門
（
柏
原
屋
）
方
之
書
物
と
藤
右
衛
門
（
伏
見
屋
）
方
之
書
物
と
引
合
さ
せ
目
録
書
致
さ
せ
候
所
、
似
寄
候
様
成
所
も
有
之
候
へ
共
、 

全
類
板
と
も
不
相
見
へ
候
、
天
和
四
年
藤
右
衛
門
板
行
立
花
正
道
集
と
、
元
文
三
年
清
右
衛
門
板
行
立
花
図
論
と
申
書
物
と
、
享
保
十
六
年 
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京
都
菊
屋
喜
兵
衛
板
行
絵
本
喩
草
と
、
元
文
弐
年
清
右
衛
門
板
行
絵
本
珍
口
記
と
、
似
寄
候
書
物
に
候
へ
共
、
京
都
ゟ
不
差
障
候
由
、
為
見 

合
右
之
書
物
共
藤
右
衛
門
差
出
之
候
、
右
見
合
候
所
似
寄
り
候
様
成
物
に
候
へ
共
、
是
以
類
板
共
不
相
見
候 

  

記
述
に
よ
れ
ば
、
類
板
の
判
断
を
下
す
た
め
、
柏
原
屋
刊
行
の
『
写
宝
袋
』『
通
宝
志
』
と
、
伏
見
屋
刊
行
の
『
鶯
宿
梅
』
を
「
引
合
さ
せ
目

録
書
」
し
た
と
あ
る
。「
目
録
書
」
と
は
箇
条
書
き
の
意
で
、
行
事
は
、
各
作
品
に
立
項
さ
れ
た
項
目
を
箇
条
書
き
に
し
て
比
較
検
討
し
た
も
の

と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、「
右
見
合
候
所
似
寄
り
候
様
成
物
に
候
へ
共
、
是
以
類
板
共
不
相
見
候
」
、
即
ち
類
似
す
る
点
は
認
め
ら
れ
る
が
、

類
板
と
は
言
え
な
い
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
柏
原
屋
は
こ
の
結
果
を
不
服
と
し
た
（

註

1 4

）

。 

 

右
次
第
行
司
取
扱
仕
候
様
被
為
仰
付
候
ニ
付
、
対
談
致
候
ヘ
共
相
済
不
申
、
清
右
衛
門
病
気
ニ
付
御
断
申
上
候
而
、
十
月
八
日
罷
下
り
申
候 

 

「
全
類
板
と
も
不
相
見
へ
候
」
と
す
る
結
論
を
元
に
、
柏
原
屋
と
伏
見
屋
に
よ
る
対
談
が
行
わ
れ
た
が
和
解
す
る
こ
と
は
無
く
、
柏
原
屋
の

病
気
に
よ
り
、
議
論
は
延
期
さ
れ
た
と
い
う
。
で
は
、
内
容
的
な
類
似
点
を
多
く
備
え
な
が
ら
類
板
と
し
な
か
っ
た
根
拠
は
何
か
。
こ
の
判
断

に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
記
録
に
準
じ
て
各
作
品
に
立
項
さ
れ
た
図
様
を
集
計
し
、
比
較
を
試
み
た
。 

 

『
写
宝
袋
』
は
全
三
一
〇
図
、
『
通
宝
志
』
は
全
二
二
二
図
、
『
鶯
宿
梅
』
は
全
一
六
六
図
を
掲
載
す
る
。
項
目
名
を
列
挙
し
、
一
覧
に
し
た

も
の
を
本
章
の
末
に
掲
載
し
た
。
比
較
の
結
果
、
三
作
品
間
に
重
複
す
る
項
目
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
全
項
目
に
つ
い
て
は
、
章
末
に

付
録
と
し
て
列
挙
す
る
。
こ
の
結
果
は
、『
鶯
宿
梅
』
が
、
意
図
的
に
描
く
対
象
物
の
重
複
を
回
避
し
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
以
下
に
、
こ
の

意
図
的
な
回
避
に
つ
い
て
検
証
す
る
。 
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①
『
絵
本
鶯
宿
梅
』
の
検
証 

―

歌
仙
絵―

 

 

『
写
宝
袋
』
、
『
通
宝
志
』
、
『
鶯
宿
梅
』
の
三
作
品
は
、
和
漢
の
画
題
を
総
合
的
に
取
り
上
げ
る
画
題
解
説
書
で
あ
る
。
こ
の
性
質
上
、
歌
仙

絵
等
、
和
歌
に
関
連
す
る
画
題
は
重
要
視
さ
れ
、
掲
載
せ
ざ
る
を
得
な
い
画
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

『
写
宝
袋
』
巻
一
で
は
、
和
歌
三
神
と
し
て
「
玉
津
嶋
明
神
」「
柿
本
人
麿
」「
山
邊
赤
人
」
に
つ
い
て
解
説
を
行
っ
て
い
る
。『
鶯
宿
梅
』
巻

一
も
同
様
に
、
「
式
子
内
親
王
」
、
「
柿
本
人
麿
」
、
「
山
邊
赤
人
」
等
の
代
表
的
な
歌
人
の
解
説
か
ら
は
じ
ま
る
。 

 

「
柿
本
人
麻
呂
」
、「
山
部
赤
人
」
に
重
複
が
認
め
ら
れ
る
が
、
例
え
ば
図
５
～
図
７
を
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
な
通
り
、『
写
宝
袋
』
と
『
鶯
宿

梅
』
の
図
様
は
大
き
く
異
な
る
。 

 

人
麿
図
は
、「
い
に
し
へ
よ
り
人
麿
の
尊
像
を
畫
に
品
々
の
体
あ
り
」（
『
鶯
宿
梅
』
巻
二
、
二
ウ
）
と
あ
る
通
り
、
人
麿
影
供
等
を
通
し
、
土

佐
派
や
狩
野
派
を
は
じ
め
と
し
た
多
様
な
流
派
に
よ
っ
て
描
き
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
い
く
つ
か
の
定
型
的
な
図
様
が
生
じ
た

こ
と
は
、
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
（

註

1 5

）

、
『
写
宝
袋
』
と
『
鶯
宿
梅
』
は
、
異
な
る
定
型
の
図
様
を
掲
載
す
る
。 

 

立
像
と
し
て
描
か
れ
た
『
鶯
宿
梅
』
巻
一
の
「
里
海
士
人
麿
像
」
（
図
６
）
は
差
異
が
明
ら
か
で
あ
り
、
座
像
の
二
図
は
、
『
写
宝
袋
』
巻
一

の
図
様
（
図
５
右
）
が
岩
佐
又
兵
衛
画
「
三
十
六
歌
仙
図
」（
出
光
美
術
館
蔵
）
等
に
見
る
、
筆
を
手
に
取
り
、
俯
い
て
物
思
い
に
耽
る
、
典
型

的
な
人
麿
影
供
像
に
通
じ
る
人
麿
図
で
あ
る
の
に
対
し
、『
鶯
宿
梅
』
巻
一
の
図
像
（
図
７
右
）
は
、
佐
竹
本
「
三
十
六
歌
仙
絵
巻
」
等
に
見
る
、

上
体
を
起
こ
し
重
心
を
や
や
後
ろ
に
傾
け
た
姿
勢
の
人
麿
図
と
な
っ
て
い
る
。 

 

で
は
、
多
様
な
定
型
図
様
が
認
め
ら
れ
な
い
赤
人
図
の
場
合
は
ど
う
か
。『
写
宝
袋
』
巻
一
に
お
け
る
赤
人
図
は
、
手
を
隠
し
て
座
す
姿
が
描

か
れ
る
が
（
図
５
左
）
、
こ
れ
は
菱
川
師
宣
画
『
小
倉
百
人
一
首
』
（
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
刊
）
等
に
も
類
似
図
様
を
確
認
で
き
る
。
先
行
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す
る
佐
竹
本
や
後
陽
成
天
皇
筆
「
山
部
赤
人
像
賛
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
、
十
六
～
十
七
世
紀
成
立
）
等
、
手
元
の
描
写
等
に
差
異
が
認
め
ら

れ
る
図
様
は
あ
る
が
、
先
述
し
た
三
種
の
人
麿
図
は
姿
勢
等
に
明
確
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
図
様
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
赤
人
の
図
様
に
認
め

ら
れ
る
差
異
は
限
定
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
写
宝
袋
』
の
赤
人
図
に
対
し
『
鶯
宿
梅
』
巻
一
の
図
は
、
歌
仙
絵
と
し
て
の
赤
人
図
を
描
か

ず
、
図
８
に
示
し
た
通
り
、
歌
意
絵
の
み
を
描
く
と
い
う
方
法
で
重
複
を
免
れ
て
い
る
。 

 

②
『
絵
本
鶯
宿
梅
』
の
検
証 

―

頼
政
図―

 

 

ま
た
、
先
述
し
た
歌
仙
図
や
和
歌
の
歌
意
絵
を
除
き
、
人
物
を
取
り
上
げ
た
そ
の
他
の
画
題
に
基
本
的
に
重
複
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
数
少

図 ５ 『 絵 本 写 宝 袋 』 国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  

図 ６ 『 絵 本 鶯 宿 梅 』 個 人 蔵  

図 ７ 『 絵 本 鶯 宿 梅 』 個 人 蔵  
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な
い
例
と
し
て
認
め
ら
れ
る
、『
写
宝
袋
』『
鶯
宿
梅
』
の
両
作
品
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
源
頼
政

に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
検
討
す
る
。 

 

『
写
宝
袋
』
巻
三
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
頼
政
図
（
図
９
）
は
、
頼
政
と
猪
早
太

い

の

は

や

た

に
よ
る
鵺 ぬ

え

退

治
を
描
い
た
場
面
で
あ
る
。
こ
の
頼
政
の
武
勇
譚
は
『
平
家
物
語
』
に
掲
載
さ
れ
る
。
以
下
、

『
平
家
物
語
』
巻
四
「
鵼
」
よ
り
、
該
当
箇
所
を
引
用
す
る
（

註

1 6

）

。 

 

日
ご
ろ
人
の

申
ま
う
す

に
た
が
は
ず
、
御 ご

悩 ナ
ウ

の
刻
限

コ
ク
ゲ
ン

に
及
ン
で
、
東
三
条
の
森 モ

リ

の
方 カ

タ

よ
り
、
黒
雲

ク
ロ
ク
モ 

一 ひ
と

村 む
ら

立
〔
た
〕

ち
来
ッ
て
、
御 ご

殿 テ
ン

の
上
に
た
な
び
い
た
り
。
頼
政

ヨ
リ
マ
サ

き
ッ
と

見
〔
み
〕

あ
げ
た
れ
ば
、
雲
の 

中
〔
な
か
〕

に
あ
や
し
き
物
の

姿
ス
ガ
タ

あ
り
。
こ
れ
を
射
損

〔
い
そ
ん
〕

ず
る
物 も

の

な
ら
ば
、
世
に
あ
る
べ
し
と
は

思
〔
お
も
〕 

は
ざ
り
け
り
。
さ
り
な
が
ら
も
矢
と
ッ
て
つ
が
ひ
、「
南
無
八
幡
大
菩
薩
」
と
心
の
う
ち
に 

祈
念

キ

ネ

ン

し
て
、
よ
ッ
ぴ
い
て
ひ
や
う
ど

射
〔
い
〕

る
。
手
ご
た
へ
し
て
は
た
と
あ
た
る
。「
ゑ
た
り
を 

う
」
と
矢
さ
け
び
を
こ
そ
し
た
り
け
れ
。
井
の
早
太

ハ

ヤ

タ

つ
ッ
と
よ
り
、

落
〔
お
〕

つ
る
と
こ
ろ
を
と 

ッ
て
お
さ
へ
て
、
つ
ゞ
け
さ
ま
に

九
こ
こ
の

が
た
な
ぞ
さ
い
た
り
け
る
。
其 そ

の

時
上
下
手
々

て

ん

で

に
火
を 

と
も
い
て
、
こ
れ
を
御
ら
ん
じ
給
ふ
に
、
か
し
ら
は
猿 サ

ル

、
む
く
ろ
は

狸
タ
ヌ
キ

、
尾 ヲ

は
く
ち
な
は
、 

手
足
は
虎 ト

ラ

の

姿
ス
ガ
タ

な
り
。
な
く
声
鵼 ヌ

エ

に
ぞ

似
〔
に
〕

た
り
け
る
。
お
そ
ろ
し
な
ン
ど
も
を
ろ
か
な
り
。 

 

こ
の
説
話
は
『
写
宝
袋
』
に
「
鵺
の
事
は
諸
人
の
知
る
所
な
れ
ば
註
す
る
に
及
ば
す
」
と
記
さ
れ
る
通
り
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
解
説
を

図 ８ 『 絵 本 鶯 宿 梅 』 個 人 蔵  
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必
要
と
し
な
い
よ
く
知
ら
れ
た
画
題
で
あ
っ
た
。 

 
一
方
で
、『
鶯
宿
梅
』
に
も
源
頼
政
に
関
す
る
画
題
が
採
録
さ
れ
て
い
る
（
図

10

）
。
対
応
す
る
本
文
に
つ
い
て
、
句
読
点
を
付
し
、
以
下
に

詞
章
を
引
用
す
る
。 

 

源
み
な
も
と
の

頼 よ
り

政 ま
さ

は
、
文
武

ぶ

ん

ぶ

両

道

り
や
う
ど
う

を
兼 か

ね

、
名
誉

め

い

よ

の
弓
取

ゆ
み
と
り

な
り
。
殊 こ

と

に
和 わ

歌 か

の
道 み

ち

に

志
こ
こ
ろ
ざ
し

深 ふ
か

く
、

餘
あ
ま
る

多 た

秀 し
う

哥 か

を
讀 よ

み

し
人 ひ

と

な
り
。
其 そ

の

身 み

は
い
ま
だ
四
位

し

い 

な
る
事 こ

と

を
な
け
き
て
、
一
首

い
つ
し
ゅ

の
哥 う

た

を
よ
み
た
り
。 

 
 

の
ぼ
る
べ
き

便
た
よ
り

り
（
マ
マ
）

な
き
身 み

は
木 こ

の
本 も

と

に
し
ひ
を
ひ
ろ
ひ
て
世 よ

を
渡 わ

た

る
な
り 

 

此 こ
の

歌 う
た

を

哀
あ
は
れ

に

思
お
ぼ
し

召 め
し

、
三
位

さ

ん

み

に
な
し
く
だ
さ
れ
た
り 

  

鵺
退
治
に
認
め
ら
れ
る
通
り
武
勇
で
有
名
な
源
頼
政
が
、
自
身
の
活
躍
が
正
当
に
評
価
さ
れ
ず
、
身
分
が
未
だ
に
四
位
で
あ
る
こ
と
を
嘆
き
、

和
歌
を
詠
ん
だ
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
耳
に
し
た
天
皇
が
頼
政
を
三
位
に
上
げ
た
と
す
る
説
話
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』
巻
四
等
に
所
収
さ
れ
る
場
面

で
あ
り
、
鵺
退
治
の
武
功
と
は
別
に
頼
政
の
文
才
を
示
す
例
と
し
て
江
戸
時
代
に
は
広
く
知
ら
れ
た
。
こ
の
『
鶯
宿
梅
』
以
外
の
絵
本
作
品
に

同
画
題
を
描
い
た
事
例
を
見
な
い
。 

『
鶯
宿
梅
』
、
『
写
宝
袋
』
共
に
、
頼
政
に
関
す
る
画
題
を
掲
載
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
画
題
が
由
来
す
る
説
話
は
異
な
り
、
描
か
れ
た
対
象

物
は
異
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
例
は
、
重
複
す
る
人
物
を
描
く
際
に
、
異
な
る
図
様
で
表
現
し
た
数
少
な
い
例
で
あ
る
。
表
２
に
認
め
ら
れ
る

よ
う
に
、
三
作
品
に
掲
載
さ
れ
る
図
様
が
膨
大
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
れ
は
『
鶯
宿
梅
』
に
掲
載
さ
れ
た
項
目
が
、
『
写
宝
袋
』
『
通

宝
志
』
と
描
く
対
象
の
重
複
を
避
け
た
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。 
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問
題
は
、
描
か
れ
た
対
象
物
の
重
複
を
避
け
た
意
図
が
、
類
板
訴
訟
を
避
け
る
出
板
上
の
目
的
に
よ
る
も
の
か
、
画
工
に
よ
る
創
作
上
の
意

図
に
よ
る
も
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
即
ち
、
板
元
が
類
板
と
訴
え
ら
れ
る
危
険
を
回
避
す
る
た
め
で
あ
っ
た
か
、
絵
師
で
あ
る
橘
守
国
が
、

制
作
上
の
創
意
か
ら
重
複
を
忌
避
し
た
結
果
と
し
て
表
れ
た
も
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。 

 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
板
元
の
類
板
訴
訟
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
優
先
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
推
定
で
き
る
資
料
が
見
出
さ
れ
た
。 

そ
れ
が
、
『
絵
本
直
指
宝

ね
ざ
し
た
か
ら

』
（
延
享

二
年
（
一
七
五
四
）
刊
、
以
下
『
直

指
宝
』
）
で
あ
る
。
『
直
指
宝
』
は
、

柏

原
屋

に
よ

っ
て
刊

行
さ

れ
た
半

紙
本
九
巻
十
冊
、
橘
守
国
画
作
の
作

品
で
あ
る
。
柱
刻
に
は
「
写
錦
袋
後

編
之
続
」
と
記
さ
れ
る
。
既
述
の
通

り
、
こ
の
「
写
錦
袋
」
と
い
う
名
称

は
、
『
写
宝
袋
』
『
通
宝
志
』
の
制
作

段

階
前

に
お

け
る
書

名
で

あ
っ

た

と
考
え
ら
れ
、
当
初
は
二
十
冊
で
の

販

売
が

予
定

さ
れ
て

い
た

も
の

を

各
十
冊
に
分
冊
し
て
、
二
作
品
と
し

図 ９ 『 絵 本 写 宝 袋 』 国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  

図 １ ０ 『 絵 本 鶯 宿 梅 』 個 人 蔵  
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て
販
売
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
則
ち
『
直
指
宝
』
は
、
『
写
宝
袋
』
『
通
宝
志
』
の
続
編
と
し
て
編
ま
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
当
初
の
企

画
段
階
に
お
い
て
は
刊
行
予
定
に
な
か
っ
た
後
発
的
な
作
品
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

柏
原
屋
刊
の
『
写
宝
袋
』
『
通
宝
志
』
、
及
び
伏
見
屋
刊
の
『
鶯
宿
梅
』
の
間
に
描
か
れ
た
対
象
物
の
重
複
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
述
べ
た

が
、
こ
れ
ら
に
対
し
、『
直
指
宝
』
に
は
先
行
す
る
守
国
の
作
品
と
の
重
複
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
仲
田
勝
之
助
氏
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ

れ
て
お
り
（

註

1 7

）

、
仲
田
氏
は
そ
の
理
由
を
『
直
指
宝
』
を
「
十
巻
と
す
る
関
係
上
」
生
じ
た
も
の
、
つ
ま
り
守
国
が
描
け
る
図
様
が
『
鶯
宿
梅
』

ま
で
の
制
作
で
尽
き
た
た
め
と
し
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
『
直
指
宝
』
に
収
載
さ
れ
た
一
九
三
図
と
先
行
す
る
三
作
品
を
比
較
す
る
と
、
図
様
の
重
複
が
『
鶯
宿
梅
』
の

内
容
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
図
様
重
複
が
顕
著
な
例
を
以
下
に
掲
げ
る
。 

 

①
『
絵
本
直
指
宝
』
の
検
証 

―

歌
仙
絵―

 

 

図

11

は
『
直
指
宝
』
巻
九
に
掲
載
さ
れ
る
「
人
麿
図
」
で
あ
る
。
前
掲
の
『
鶯
宿
梅
』
巻
一
に
掲
載
さ
れ
た
「
人
麿
図
」
（
図
７
）
と
比
較

す
る
と
、
そ
の
図
様
が
同
じ
歌
仙
絵
の
定
型
図
様
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
類
似
は
「
人
麿
図
」
の
み
で
は
な
く

「
在
原
業
平
図
」（
『
直
指
宝
』
巻
九
図

12

、『
鶯
宿
梅
』
図

13

）
や
「
中
納
言
家
持
図
」（
『
直
指
宝
』
図

14

、『
鶯
宿
梅
』
図

15

）
に
も
認
め

ら
れ
る
。 

 

柏
原
屋
が
刊
行
し
た
『
写
宝
袋
』『
通
宝
志
』
と
重
複
し
な
い
よ
う
に
描
く
対
象
を
選
別
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
伏
見
屋
刊
『
鶯
宿
梅
』
の
図

様
が
、
柏
原
屋
刊
『
直
指
宝
』
の
中
で
再
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 
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図 11『 絵 本 直 指 宝 』  

サ レ ジ オ 大 学 蔵  

図 13『 絵 本 直 指 宝 』  

サ レ ジ オ 大 学 蔵  

図 12『 絵 本 鶯 宿 梅 』  

個 人 蔵  

図 15『 絵 本 鶯 宿 梅 』  

個 人 蔵  

図 14『 絵 本 直 指 宝 』  

サ レ ジ オ 大 学 蔵  
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②
『
絵
本
直
指
宝
』
の
検
証 

―

新
田
義
貞
図―

 

 

図

16

は
『
鶯
宿
梅
』
所
収
の
「
義
貞
図
」
を
掲
載
し
た
。
こ
の
画
題
は
『
太
平
記
』
等
に
見
ら
れ
る
新
田
義
貞
説
話
に
由
来
し
て
い
る
（
該

当
箇
所
）
。
以
下
に
『
鶯
宿
梅
』
の
本
文
を
引
用
す
る
。 

 

『
鶯
宿
梅
』
巻
二
「
義
貞
」 

新
田

に

っ

た

義 よ
し

貞 さ
だ

鎌
倉

か
ま
く
ら

合
戦

か
つ
せ
ん

の
時 と

き

敵 て
き

稲 い
な

村
崎

む
ら
さ
き

に
陣 ぢ

ん

を
と
る
。
砂 さ

頭 と
う

路 み
ち

狭
せ
ば
く

く
。
寄 よ

せ

手 て

進
す
ゝ
ま

ざ
り
け
れ
ば
。
義 よ

し

貞 さ
だ

海 か
い

上
し
や
う

を
望 の

ぞ

み
。
龍
神

り
う
じ
ん

に
祈 き

誓 せ
い

し
て
。

金
こ
が
ね 

作
つ
く
り

の
太
刀

た

ち

を
。
海
中

か
い
ち
う

へ
投
入

な
げ
い
れ

給
ひ
け
れ
ば
。

潮
う
し
ほ

干 ひ

て
。
二
十
丁
余 よ

平 へ
い

砂 さ

と
な
り
。

兵
つ
は
も
の

ど
も
す
ゝ
み
て
。
終 つ

ゐ

に

戦
い
く
さ

に
利 り

あ
り
け
る
と
ぞ
。 

不
思
議

ふ

し

ぎ

な
る
名
将

め
い
し
や
う

な
り
。 

  

同
じ
説
話
に
由
来
す
る
図
様
が
『
直
指
宝
』
巻
四
「
新
田
義
貞
捧
太
刀
」
に
掲
載
さ
れ
る
（
図

17

）
。
図

16

と
図

17

を
比
較
す
れ
ば
、
そ

の
構
図
等
が
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
鶯
宿
梅
』
の
義
貞
は
冑
を
脱
ぎ
、
礼
を
し
て
刀
を
奉
納
す
る
様
子
で
描
か
れ
て
い
る
。
『
直

指
宝
』
の
義
貞
の
図
で
は
甲
を
取
ら
ず
、
勇
ま
し
く
刀
を
投
げ
入
れ
る
図
に
な
っ
て
い
る
。
義
貞
の
描
写
が
異
な
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、

作
者
の
守
国
自
身
が
、
「
軍
中

ぐ
ん
ち
う

に

兜
か
ぶ
と

を
脱 ぬ

ぐ

は
な
し
加 か

藤 と
う

次 じ

景 か
げ

廉 か
ど

が
頼 よ

り

朝 と
も

の
前 ま

へ

に
向 む

か

ひ

甲
か
ぶ
と

を
脱 ぬ

ぎ

し
は
御
勘
当

か
ん
だ
う

の
内 う

ち

な
る
故
脱

ゆ
へ
ぬ
か

せ
り
義 よ

し

貞 さ
だ

此
場 ば

に
て

兜
か
ぶ
と

を
ぬ
ぎ
て
さ
ま
づ
き
給
ふ
事
あ
る
べ
か
ら
ず
か
る
が
ゆ
へ
に
今

改
あ
ら
た

め
図 づ

す
」
と
注
釈
し
て
い
る
。 

 

『
直
指
宝
』
の
注
釈
に
「
今
改
め
」
と
あ
る
の
は
、『
鶯
宿
梅
』
の
描
写
を
踏
ま
え
て
『
直
指
宝
』
で
は
改
め
て
描
き
直
す
と
い
う
意
味
の
記
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述
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
異
な
る
板
元
の
作
品
に
も
関
わ
ら
ず
、
既
刊
絵
本
の
内
容
を
踏
ま
え
た
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

 
『
直
指
宝
』
が
柏
原
屋
か
ら
刊
行
さ
れ
た
時
期
が
、
伏
見
屋
へ
の
類
板
訴
訟
後
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
掲
載
画
題
に
伏
見
屋
板
『
鶯

宿
梅
』
と
の
重
複
が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
柏
原
屋
の
意
図
的
な
編
集
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
即
ち
、
柏
原
屋
は
『
鶯
宿
梅
』

が
類
板
で
あ
る
こ
と
を
訴
訟
に
よ
っ
て
認
め
さ
せ
、
相
板
書
肆
と
し
て
の
権
利
を
獲
得
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
自
身
が
刊
行
す
る
『
直
指
宝
』

図 16『 絵 本 鶯 宿 梅 』 個 人 蔵  

図 17『 絵 本 直 指 宝 』 サ レ ジ オ 大 学 蔵  
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に
お
い
て
『
鶯
宿
梅
』
と
同
画
題
や
図
様
を
掲
載
す
る
権
利
を
獲
得
し
た
。
以
上
を
踏
ま
え
、
板
元
の
意
図
に
基
づ
い
て
掲
載
画
題
が
選
定
さ

れ
、
歌
仙
絵
や
「
義
貞
図
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、『
鶯
宿
梅
』
と
重
複
す
る
図
様
を
有
し
た
『
直
指
宝
』
を
企
画
・
刊
行
し
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
す
る
。 

こ
れ
ら
の
事
か
ら
、
当
代
絵
本
に
お
い
て
類
板
と
な
る
判
断
基
準
の
一
つ
は
、
描
か
れ
た
対
象
物
の
同
一
性
で
あ
っ
た
と
仮
定
で
き
る
。『
写

宝
袋
』
、
『
通
宝
志
』
が
『
鶯
宿
梅
』
と
の
間
に
、
作
品
の
特
徴
上
に
お
け
る
多
く
の
共
通
点
が
認
め
ら
れ
な
が
ら
、
柏
原
屋
の
主
張
が
一
度
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
描
か
れ
た
対
象
物
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
こ
の
訴
訟
に

よ
り
柏
原
屋
が
『
鶯
宿
梅
』
の
板
権
を
獲
得
し
た
こ
と
で
、『
直
指
宝
』
は
『
鶯
宿
梅
』
と
重
複
す
る
図
様
や
画
題
を
掲
載
す
る
権
利
を
得
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 六

、
『
絵
本
清
書
帳
』
『
絵
本
稽
古
帳
』
『
絵
本
忘
草
』
／
『
絵
本
深
山
鹿
』
『
絵
本
ひ
わ
の
海
』 

 

こ
こ
ま
で
、
当
代
絵
本
に
お
い
て
類
板
と
な
る
判
断
基
準
の
一
つ
が
、
描
か
れ
た
図
様
や
画
題
の
類
似
性
で
あ
っ
た
と
仮
説
を
立
て
た
。
以

上
の
仮
説
に
基
づ
い
て
、
図
様
や
画
題
の
重
複
に
着
目
し
な
が
ら
、
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
七
月
の
訴
訟
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
訴
訟
は
、

大
坂
の
毛
利
田
・
安
井
ら
二
書
肆
が
相
板
と
な
り
出
板
し
た
『
絵
本
深
山
鹿
』『
絵
本
ひ
わ
の
海
』（
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
『
深
山
鹿
』
、『
琵
琶
海
』
）

に
対
し
、
『
絵
本
清
書
帳
』
『
絵
本
稽
古
帳
』
『
絵
本
忘
草
』
（
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
『
清
書
帳
』
、
『
稽
古
帳
』
『
忘
草
』
）
の
販
売
に
「
差
構
」
と
し

て
、
柏
原
屋
が
訴
え
出
た
も
の
で
あ
る
（

註

1 8

）

。 

 

一
毛
利
田
庄
太
郎
・
安
井
嘉
兵
衛
両
人
、
去
ル
寅
年
京
都
よ
り
折
絵
本
之
板
木
四
拾
九
冊
買
取
被
申
候
、
其
内
鳥
獣
花
木
之
類
閉
本
三
冊 
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ニ
し
て
深
山
鹿
と
外
題
を
付
、
同
八
景
幷
団
扇
之
図
を
閉
本
三
冊
に
し
て
、
ひ
わ
の
海
と
外
題
を
付
被
差
出
候
処
、
柏
原
屋
清
右
衛
門 

方
所
持
之
板
木
、
絵
本
清
書
帳
・
同
稽
古
帳
・
忘
草
其
外
絵
本
ニ
差
構
申
段
行
司
迄
被
申
出
、
則
行
事
中
立
合
評
議
之
上
、
ひ
わ
の
海 

之
儀
者
清
右
衛
門
方
為
致
了
簡
、
勝
手
次
第
ニ
庄
太
郎
流
布
致
さ
せ
、
深
山
鹿
之
儀
者
ひ
し
と
差
構
候
間
、
以
前
之
通
折
本
壱
冊
宛
に 

商
売
せ
ら
れ
候
様
ニ
、
庄
太
郎
・
清
右
衛
門
江
申
渡
候
事 

右
之
通
当
行
司
山
本
九
右
衛
門
・
寺
田
与
右
衛
門
・
本
屋
清
左
衛
門
・
伊
丹
屋
新
七
、
其
外
組
合
之
衆
中
被
申
渡
候
処
、
清
右
衛
門
儀
得 

心
被
致
候
、
然
ニ
庄
太
郎
儀
不
得
心
之
旨
相
聞
候
ニ
付
、
池
田
屋
三
郎
右
衛
門
・
敦
賀
屋
九
兵
衛
・
吉
文
字
屋
市
兵
衛
、
右
三
人
色
々
挨 

拶
被
致
候
得
共
、
兎
角
不
得
心
ニ
て
、
御
公
儀
様
江
御
訴
詔
被
候
、
依
之
五
月
廿
六
日
御
召
被
為
成
、
則
柏
原
屋
清
右
衛
門
・
吉
文
字
屋 

市
兵
衛
・
河
内
屋
茂
兵
衛
・
寺
田
与
右
衛
門
・
毛
利
田
庄
太
郎
、
寺
社
御
役
所
江
罷
出
及
出
入
候
処
、
惣
仲
間
中
翌
廿
七
日
御
役
所
へ
罷 

出
、
下
ニ
而
為
相
済
申
度
旨
御
願
申
上
候
処
、
御
聞
届
被
為
成
、
則
取
扱
相
済
候
条
々 

一
絵
本
深
山
鹿
之
板
木
、
毛
利
田
庄
太
郎
惣
仲
間
江
申
請
、
柏
原
屋
清
右
衛
門
江
樽
代
を
以
板
木
相
渡
シ
、
幷
有
本
の
分
不
残
請
取
、 

清
右
衛
門
江
相
渡
候 

  

記
述
に
よ
れ
ば
、
『
深
山
鹿
』
は
類
板
と
さ
れ
、
『
琵
琶
の
海
』
は
類
板
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
二
作
品
は
、
い
ず
れ
も
大
森
善
清
画

の
絵
本
で
あ
り
、
元
々
は
京
都
の
書
肆
で
あ
る
金
屋
が
出
板
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（

註

1 9

）

。
こ
れ
を
毛
利
田
・
安
井
ら
が
求

板
し
、
最
初
折
本
で
あ
っ
た
も
の
を
袋
綴
じ
本
と
し
て
販
売
し
た
。
こ
の
際
に
、
毛
利
田
・
安
井
ら
は
、
金
屋
か
ら
求
板
し
た
複
数
の
作
品
を

取
り
合
わ
せ
て
、
こ
の
二
作
品
を
販
売
し
て
い
る
。 

 

こ
れ
に
対
し
、
柏
原
屋
の
主
張
に
見
ら
れ
る
三
作
品
は
、
い
ず
れ
も
求
板
本
か
つ
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
の
刊
記
を
持
つ
作
品
で
あ
り
、
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柏
原
屋
の
絵
本
出
板
に
お
け
る
初
期
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
成
立
や
書
誌
に
つ
い
て
は
、
既
に
第
一
章
で
取
り
上
げ
て
い
る
。 

 
こ
の
記
録
に
お
け
る
問
題
の
一
つ
は
、
な
ぜ
『
琵
琶
海
』
は
類
板
と
し
て
咎
め
ら
れ
ず
『
深
山
鹿
』
の
み
が
咎
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
先
述
し
た
描
か
れ
た
対
象
物
の
重
複
と
い
う
視
点
か
ら
作
品
を
分
析
す
る
。 

『
琵
琶
海
』
は
三
巻
三
冊
の
大
本
で
、
上
巻
に
瀟
湘
八
景
等
の
中
国
風
景
図
や
近
江
八
景
図
、
中
巻
に
花
鳥
図
、
下
巻
に
農
耕
図
を
取
り
上

げ
る
。
『
深
山
鹿
』
も
ま
た
、
三
巻
三
冊
の
大
本
で
、
上
巻
に
禽
鳥
図
、
中
巻
に
獣
図
、
下
巻
に
草
木
花
図
を
取
り
上
げ
た
作
品
と
な
る
。 

こ
れ
に
対
し
、
柏
原
屋
が
類
板
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
た
『
稽
古
帳
』
は
三
巻
三
冊
の
大
本
で
、
上
巻
に
源
氏
絵
や
近
江
八
景
図
、
中
国
山
水

に
関
す
る
画
論
を
掲
載
し
、
中
下
巻
に
草
木
花
図
を
掲
げ
る
。
ま
た
、『
清
書
帳
』
は
、
三
巻
三
冊
の
大
本
で
、
上
巻
に
獣
図
、
中
巻
に
草
木
花

図
、
下
巻
に
禽
鳥
図
を
取
り
上
げ
る
。
『
忘
草
』
は
二
巻
一
冊
の
半
紙
本
で
、
上
巻
に
草
木
花
図
、
下
巻
に
禽
鳥
、
獣
図
を
取
り
上
げ
る
。 

『
琵
琶
海
』
が
こ
れ
ら
と
重
複
す
る
の
は
、『
稽
古
帳
』
の
上
巻
に
近
江
八
景
図
が
あ
る
の
み
で
、
極
め
て
部
分
的
で
あ
り
、
描
か
れ
た
対
象

物
の
重
複
と
い
う
視
点
に
お
い
て
、
『
琵
琶
海
』
が
類
板
で
な
い
と
い
う
判
断
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。 

一
方
で
、『
深
山
鹿
』
が
咎
め
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
も
、
同
じ
く
描
か
れ
た
対
象
物
の
重
複
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
。

巻
構
成
の
順
序
は
前
後
す
る
が
、
禽
鳥
、
獣
、
草
木
花
図
と
、
『
深
山
鹿
』
三
巻
の
内
容
は
、
『
清
書
帳
』
や
『
忘
草
』
と
類
似
す
る
。
こ
の
重

複
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
に
項
目
を
検
討
す
る
た
め
、
表
２
を
掲
げ
る
。
こ
れ
は
、
各
作
品
に
収
録
さ
れ
た
走
獣
（
動
物
）
図
の
一
覧
で
あ
る
。

表
中
の
作
品
名
は
省
略
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
『
絵
本
清
書
帳
』
を
『
清
書
帳
』
、『
絵
本
忘
草
』
を
『
忘
草
』
、『
絵
本
深
山
鹿
』
を
『
深
山
鹿
』

と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
、
同
様
に
走
獣
図
を
多
数
掲
載
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
一
章
で
取
り
上
げ
た
柏
原
屋
板
『
絵
本
た
か
ら
蔵
』

を
『
た
か
ら
』
と
表
記
し
、
掲
載
し
た
。
ま
た
、
争
点
に
な
っ
て
い
る
作
品
と
直
接
の
関
係
は
な
い
が
、
同
時
代
に
上
方
で
出
板
さ
れ
た
走
獣

図
が
掲
載
さ
れ
る
絵
本
作
品
を
三
点
加
え
た
。
そ
れ
ぞ
れ
林
守
篤
著
『
画
筌
』（
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
成
立
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
刊
）
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を
『
画
筌
』
、
絵
師
不
明
『
絵
本
初
心
柱
立
』
（
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
刊
）
を
『
初
心
柱
』
、
画
工
不
明
『
写
生
獣
図
画
』
（
享
保
四
年
（
一

七
一
九
）
刊
）
を
『
獣
図
画
』
と
し
た
。 

こ
の
表
か
ら
『
深
山
鹿
』
に
掲
載
さ
れ
る
走
獣
図
と
柏
原
屋
が
出
板
し
た
絵
本
に
掲
載
さ
れ
た
走
獣
図
の
種
類
を
比
較
す
る
と
、
争
点
と
な

っ
て
い
る
『
深
山
鹿
』
に
掲
載
さ
れ
た
走
獣
図
が
、
全
て
柏
原
屋
の
絵
本
に
包
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
即
ち
、
こ
れ
ら
図
様
の
名
称

の
み
を
比
較
し
た
場
合
、『
深
山
鹿
』
は
、
柏
原
屋
が
根
拠
と
し
て
提
示
し
た
『
清
書
帳
』
や
『
忘
草
』
の
販
売
に
差
構
の
疑
い
が
あ
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。 

た
だ
し
、
掲
載
さ
れ
る
絵
の
筆
致
や
構
成
等
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
大
き
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
図

18

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、『
深
山
鹿
』

は
図
を
見
開
き
で
完
結
す
る
よ
う
に
描
く
形
式
の
作
品
で
あ
る
。
一
方
で
、『
清
書
帳
』
は
図

19

に
見
ら
れ
る
通
り
、
複
数
の
走
獣
図
を
散
り
ば
め
る
よ
う
に
描
く
形
式
を
用
い
て
お
り
、『
忘
草
』

は
図

20

の
よ
う
に
、
『
訓
蒙
図
彙
』
等
の
絵
入
百
科
事
典
的
作
品
に
類
し
た
形
式
を
用
い
る
。 

 

以
上
の
通
り
作
品
の
性
質
や
図
様
の
描
か
れ
方
が
大
き
く
異
な
る
に
も
関
わ
ら
ず
、『
深
山
鹿
』

が
『
清
書
帳
』
や
『
忘
草
』
の
類
板
と
認
め
ら
れ
た
背
景
に
、
先
述
し
た
通
り
、
描
か
れ
た
対
象

物
の
重
複
が
絵
本
の
類
板
訴
訟
に
お
け
る
第
一
の
判
断
基
準
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と

推
定
さ
れ
る
。 

 

ま
た
、
柏
原
屋
の
作
品
と
比
較
す
る
と
、
表
２
に
掲
げ
た
通
り
、
同
時
代
に
は
『
深
山
鹿
』
と

同
様
に
多
く
の
重
複
す
る
画
題
を
有
す
る
『
写
生
獣
図
画
』（
以
下
『
獣
図
画
』
）
、『
絵
本
初
心
柱

立
』（
以
下
『
初
心
柱
立
』
）
と
い
っ
た
、
京
都
の
板
元
で
あ
る
菊
屋
（
今
井
）
七
郎
兵
衛
か
ら
刊

図 18『 絵 本 深 山 鹿 』国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  
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行
さ
れ
た
絵
本
が
あ
る
。 

 
『
初
心
柱
立
』
は
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
刊
で
あ
り
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
刊
の
柏
原
屋
が
刊
行
し
た
『
清
書
帳
』
や
『
た
か
ら
蔵
』
、

『
忘
草
』
に
先
行
す
る
。
即
ち
、『
獣
図
画
』
や
『
初
心
柱
立
』
の
販
売
に
対
し
、
柏
原
屋
が
刊
行
し
た
こ
れ
ら
三
作
品
が
差
構
と
な
る
可
能
性

が
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
作
品
間
で
類
板
問
題
が
生
じ
な
か
っ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
菊
屋
と
柏
原
屋
の
板
元
間
に
お
け
る

協
力
関
係
が
成
立
し
て
い
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

 

菊
屋
は
、
西
川
祐
信
絵
本
を
は
じ
め
と
す
る
〈
風
俗
絵
本
的
作
品
〉
を
多
く
出
板
し
た
板
元
で
あ
る
。
こ
の
板
元
の
名
は
柏
原
屋
が
類
板
根

拠
と
し
て
提
示
し
た
『
清
書
著
』『
忘
草
』『
稽
古
帳
』
を
含
め
、
第
一
章
で
取
り
上
げ
た
享
保
三
年
の
刊
記
を
有
す
る
『
絵
本
草
源
氏
』
や
『
絵

本
た
か
ら
蔵
』
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
刊

の
『
雛
形
都
の
春
』
等
、
柏
原
屋
が
主
板
元
と

な
る
絵
本
や
雛
形
本
に
相
板
書
肆
と
し
て
記

載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
柏
原
屋
に
よ
る

絵
本
出
板
の
初
期
か
ら
協
力
関
係
が
あ
っ
た

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。 

 

図 20『 絵 本 忘 草 』 都 立 中 央 図 書 館 蔵  

図 19『 絵 本 清 書 帳 』 都 立 中 央 図 書 館
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  清 書 帳  た か ら  忘 草  深 山 鹿  画 筌  初 心 柱  獣 図 画  

走

獣  

獅 子  ○  ○  ○  ○   ○  ○  

虎  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

豹  ○      ○   

麒 麟  ○  ○  ○    ○  ○  

猪  ○  ○  ○  ○   ○  ○  

貘  ○  ○  ○    ○  ○  

貉  ○  ○   ○   ○   

獒 犬  ○  ○  ○    ○  ○  

犀  ○  ○  ○   ○  ○  ○  

霊 猫  ○  ○  ○    ○  ○  

羊  ○   ○  ○   ○  ○  

象  ○  ○  ○  ○   ○  ○  

兎  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

猿 猴  ○   ○  ○  ○  ○  ○  

狐  ○  ○  ○  ○   ○  ○  

鹿  ○  ○  ○  ○   ○  ○  

猿  ○  ○  ○  ○   ○  ○  

栗 鼠  ○  ○  ○  ○   ○  ○  

馬  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

狼  ○   ○  ○   ○  ○  

牛  ○   ○  ○   ○  ○  

鼠  ○  ○  ○  ○   ○  ○  

犬  ○  ○  ○  ○   ○  ○  

熊  ○   ○  ○   ○  ○  

螭 （ 雨 龍 ）  ○      ○  ○  

狸  ○   ○  ○   ○  ○  

猫  ○  ○  ○  ○   ○  ○  

龍  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

獺    ○      

鼬    ○    ○  ○  

貂       ○  ○  

表 ２ 「 各 絵 本 に 掲 載 さ れ る 走 獣 図 の 対 応 表 」  
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『
絵
本
初
心
柱
立
』
は
、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
板
の
初
板
本
、
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
年
再
板
本
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
板

の
再
板
本
、
刊
年
の
記
述
を
欠
く
須
磨
勘
兵
衛
板
本
と
、
四
種
の
伝
本
を
確
認
し
て
い
る
。
菊
屋
が
出
板
に
関
与
し
な
い
須
磨
勘
兵
衛
板
本
を

除
き
、
以
下
に
三
種
の
伝
本
の
書
誌
を
、
東
京
芸
術
大
学
蔵
本
、
個
人
蔵
本
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
を
元
に
以
下
に
示
す
（

註

2 0

）

。 

 

・
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
初
板
本
『
絵
本
初
心
柱
立
』
東
京
芸
術
大
学
蔵
本
（
図

21

） 

 

大
本
、
一
冊
（
上
存
）
。
表
紙
左
上
に
外
題
簽
「
繪
本
初
心
柱
立
」
。
表
紙
見
返
し
に
墨
書
「
絵
本
初
心
柱
立
」
。
柱
に
「
畫
本
巻 

 

（
丁
付
）
」
。 

跋
文
に
「
繪
本

ゑ

ほ

ん

の
類
書

る
い
し
よ

世 よ

に
多 お

ほ

し
今

改
あ
ら
た

む
る
に
は
あ
ら
ず
／
筆
勢

ひ
つ
せ
い

愚
お
ろ
か

な
る
は
至 い

た

ら
ざ
ら
ん
ゆ
へ
と
御 み

ゆ
る
し
給
へ
／
唯 た

ゞ

初
心

し
ょ
し
ん

の

便
た
よ
り

に
も
な 

れ
か
し
と

思
を
も
ふ

の
み
」
。
刊
記
に
「
正
徳
五
年
乙
未
年
霜
月
新
板
／
宝
暦
十
一
辛
巳
霜
月
再
刻
／
二
條
通
寺
町
西
上
ル
町 

小
林
喜
右
衛
門
板 

／
寺
町
通
松
原
上
ル
町 

菊
屋 

今
井
七
郎
兵
衛
板
」
。
書
肆
名
上
部
に
「
近
日 

写
生
畫
府 

全
部
拾
巻
」
。 

 

・
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
再
板
本
『
絵
本
初
心
柱
立
』
個
人
蔵
本
（
図

22

） 

 

大
本
、
三
巻
三
冊
。
表
紙
左
上
に
外
題
簽
「
再
板
繪
本
初
心
柱
立 

上
（
中
・
下
）
」
。
柱
に
「
畫
本
巻 

 

（
丁
付
）
」
。
跋
文
に
「
繪
本

ゑ

ほ

ん

の 

類
書

る
い
し
よ

世 よ

に
多 お

ほ

し
今

改
あ
ら
た

む
る
に
は
／
あ
ら
ず
筆
勢

ひ
つ
せ
い

愚
お
ろ
か

な
る
は
至 い

た

ら
ざ
ら
ん
ゆ
へ
と
／
御 み

ゆ
る
し
給
へ
唯 た

ゞ

初
心

し
ょ
し
ん

の

便
た
よ
り

に
も
な
れ
か
し
と

思
を
も
ふ

の 

み
」
。
刊
記
に
「
正
徳
五
乙
未
年
霜
月
新
板
／
宝
暦
十
一
辛
巳
霜
月
再
刻
／
京
都
書
林 

京
寺
町
通
松
原
上
ル
町 

小
林
喜
兵
衛
／
今
井
七 

郎
兵
衛
」
。
刊
記
の
末
尾
に
広
告
「
繪
本
写
生
獣
図
画
二
冊
出
来 

繪
本
武
勇
力
艸
全
三
冊
出 

来 

繪
本
都
風
俗 

全
一
冊
出 

来
」
。 
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図 21 正 徳 五 年 板  

『 絵 本 初 心 柱 立 』 刊 記  

東 京 芸 術 大 学 蔵  

図 23 寛 政 六 年 再 板  

『 絵 本 初 心 柱 立 』 刊 記  

早 稲 田 大 学 図 書 館 蔵  

図 22 宝 暦 十 一 年 再 板  

『 絵 本 初 心 柱 立 』 刊 記  

個 人 蔵  

図 24 刊 年 不 明  

『 絵 本 初 心 柱 立 』  

蓬 左 文 庫 蔵  

図 26 寛 政 六 年 再 板  

『 絵 本 初 心 柱 立 』  

早 稲 田 大 学 図 書 館 蔵  

図 25 宝 暦 十 一 年 再 板  

『 絵 本 初 心 柱 立 』  

個 人 蔵  
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・
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
再
板
本
『
絵
本
初
心
柱
立
』
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
（
図

23

） 

 
大
本
、
三
巻
三
冊
。
表
紙
左
上
に
外
題
簽
「
再
板
繪
本
初
心
柱
立 

上
（
中
・
下
）
」
。
柱
に
「
畫
本
巻 

 

（
丁
付
）
」
。 

 

跋
文
「
繪
本

ゑ

ほ

ん

類
書

る
い
し
よ

世 よ

に
多 お

ほ

し
今

改
あ
ら
た

む
る
に
は
／
あ
ら
ず
筆
勢

ひ
つ
せ
い

愚
お
ろ
か

な
る
は
至 い

た

ら
ざ
ら
ん
ゆ
へ
と
／
御 み

ゆ
る
し
給
へ
唯 た

ゞ

初
心

し
ょ
し
ん

の

便
た
よ
り

に
も
な
れ
か 

し
と

思
を
も
ふ

の
み
」
刊
記
「
正
徳
五
乙
未
年
霜
月
新
板
／
寛
政
六
甲
寅
霜
月
再
刻
／
大
阪
心
斎
橋
筋
順
慶
町
北
へ
入 

渋
川
清
右
衛
門
／
京
寺
町 

通
松
原
下
ル
町
東
側 

今
井
喜
兵
衛
／
京
寺
町
通
松
原
上
ル
町
西
側 

今
井
七
郎
兵
衛
」
。
刊
記
の
末
尾
に
広
告
「
繪
本
冩
生
獣
圖
画
全
部 

二
冊
」 

  

こ
れ
ら
各
伝
本
の
跋
文
は
同
文
だ
が
、
図

21

～
図

23

を
確
認
す
る
と
、
字
体
や
文
字
の
送
り
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
再
板
時
に
刊
記
を
板

木
か
ら
彫
り
直
し
て
い
る
と
わ
か
る
。
ま
た
、
筆
者
が
確
認
し
た
伝
本
の
中
、
上
の
み
が
伝
わ
る
蓬
左
文
庫
蔵
本
に
は
、
図

24

に
示
す
通
り 

目
次
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
目
次
は
、
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
再
板
本
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
再
板
本
に
は
認
め
ら
れ
な
い
（
図

25

・

図

26

参
照
）
。
後
に
序
文
の
後
に
目
次
が
追
記
さ
れ
た
と
は
考
え
難
い
こ
と
、
序
文
の
字
形
と
目
次
の
字
形
が
似
る
こ
と
か
ら
、
蓬
左
文
庫
蔵

本
は
初
板
本
に
お
け
る
上
巻
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
。 

 

『
初
心
柱
立
』
と
同
様
に
菊
屋
が
出
板
し
た
『
獣
図
画
』
は
、
現
在
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
再
板
と
記
さ
れ
る
大
英
図
書
館
蔵
本
の
み

を
確
認
し
て
い
る
。
以
下
に
大
英
博
物
館
が
公
開
し
て
い
る
デ
ジ
タ
ル
画
像
を
元
に
し
た
書
誌
を
示
す
（
図

27

・
図

28

）
。 

  

大
本
、
二
巻
一
冊
（
合
綴
）
。
表
紙
左
上
に
外
題
簽
「
冩
生
獣
圖
畫 

上
」
。
柱
刻
な
し
。
跋
文
「
繪
本

ゑ

ほ

ん

類
書

る
い
し
よ

世 よ

に
多
し
と
い
へ
ど
も
是 こ

れ

は
た
ゞ

／
見
や
す
き
の
み
を
あ
ら
は
す
筆
勢

ひ
つ
せ
い

の
至 い

た

ら
ざ
ら
ん
は
／
み
ゆ
る
し
給
へ
唯 た

ゞ

初
心

し
ょ
し
ん

の
た
よ
り
に
も
な
れ
か
し
と
思
ふ
の
み
」
刊
記
「
享
保
四
亥
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正
月
／
享
和
三
亥
孟
旬
再
刻
／
書
林 

大
阪
心
斎
橋
順
慶
町
北
ヘ
入 

柏
原
屋
清

右
衛
門
／
京
寺
町
通
松
原
上
ル
町 

菊
屋
七
郎
兵
衛
」 

  

享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
刊
の
初
板
本
を
実
見
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
が
、

大
英
博
物
館
本
に
認
め
ら
れ
る
匡
郭
の
入
れ
木
跡
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
（
図

28

）
、
こ
の
書
肆
名
は
初
板
時
と
異
な
る
記
述
に
変
更
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。 

 

さ
て
、
既
述
の
『
初
心
柱
立
』
の
書
誌
を
比
較
す
る
と
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）

板
本
に
「
渋
川
清
右
衛
門
」
と
、
柏
原
屋
の
名
前
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

以
前
の
板
に
は
柏
原
屋
の
名
が
記
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）

か
ら
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
ま
で
の
間
に
柏
原
屋
が
相
板
書
肆
と
し
て
出
板
に
関

与
し
て
い
る
と
分
か
る
。
ま
た
、
『
獣
図
画
』
に
関
し
て
は
初
板
の
刊
記
は
未
見
で

あ
る
が
、
『
絵
本
初
心
柱
立
』
と
同
様
に
後
か
ら
柏
原
屋
が
相
板
書
肆
と
し
て
加
わ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。 

『
清
書
帳
』
や
『
忘
草
』
の
よ
う
に
柏
原
屋
が
主
板
元
で
あ
る
絵
本
に
菊
屋
の
名

前
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、『
初
心
柱
立
』
や
『
獣
図
画
』
等
、
菊
屋
が
主
板
元
で
あ
る

絵
本
に
柏
原
屋
の
名
前
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
二
書
肆
間
に
お
け
る
密
接
な
協

力
関
係
が
結
ば
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
『
初
心
柱
立
』
、
『
獣
図
画
』
と
、

図 28 享 和 三 年 再 板  

『 写 生 獣 図 画 』 跋 文 ・ 刊 記  

大 英 博 物 館 蔵  

図 27 享 和 三 年 再 板  

『 写 生 獣 図 画 』大 英 博 物 館 蔵  
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『
清
書
帳
』
や
『
忘
草
』
の
間
に
類
板
訴
訟
が
起
き
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
力
関
係
の
た
め
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。

こ
の
二
書
肆
は
、
大
坂
と
京
都
と
い
う
二
つ
の
地
で
、
協
力
し
な
が
ら
類
似
作
品
の
独
占
を
試
み
た
可
能
性
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。 

 
 七

、
結
語 

 

伏
見
屋
出
板
の
『
鶯
宿
梅
』
に
対
し
て
柏
原
屋
出
板
の
『
写
宝
袋
』『
通
宝
志
』
を
根
拠
と
し
て
柏
原
屋
が
起
こ
し
た
訴
訟
の
記
録
か
ら
、
類

板
の
判
断
が
、
描
か
れ
た
対
象
物
の
重
複
を
基
準
と
し
て
お
り
、
そ
の
類
似
性
の
検
討
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
仮
説
を
得
た
。
ま
た
、

こ
の
訴
訟
に
柏
原
屋
が
勝
訴
し
た
後
に
出
板
さ
れ
た
『
直
指
宝
』（
柏
原
屋
板
）
は
、『
鶯
宿
梅
』（
伏
見
屋
板
）
と
重
複
す
る
画
題
を
掲
載
し
て

い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
柏
原
屋
が
『
鶯
宿
梅
』
の
板
株
を
得
た
こ
と
に
よ
り
、『
鶯
宿
梅
』
に
掲
載
さ
れ
た
画
題
を
掲
載
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
と
推
測
し
た
。
そ
し
て
、
毛
利
田
、
安
井
が
出
板
し
た
『
深
山
鹿
』
や
『
琵
琶
海
』
に
対
し
て
『
稽
古
帳
』
『
清
書
帳
』
『
忘
草
』
を
根

拠
と
し
た
類
板
訴
訟
の
記
録
を
検
証
し
た
結
果
、
作
品
の
形
式
や
筆
致
は
類
似
し
て
い
な
い
が
、
掲
載
さ
れ
る
画
題
の
多
く
が
重
複
し
て
い
る

こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
掲
載
さ
れ
る
画
題
の
重
複
を
基
準
と
し
て
比
較
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。 

『
鶯
宿
梅
』
が
、『
写
宝
袋
』
や
『
通
宝
志
』
と
内
容
的
に
類
似
し
な
が
ら
、
一
度
は
類
板
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
、『
深
山
鹿
』
が
、

『
清
書
帳
』
等
と
内
容
的
に
異
質
で
あ
り
な
が
ら
類
板
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
か
ら
は
、
絵
本
の
類
板
に
関
す
る
判
断
に
お
い
て
、
作
品

の
内
容
的
特
徴
を
比
較
す
る
以
前
に
、
機
械
的
に
掲
載
さ
れ
た
対
象
物
の
比
較
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。 

『
写
宝
袋
』
や
『
鶯
宿
梅
』
の
よ
う
に
、
絵
師
に
向
け
た
粉
本
的
作
品
と
い
う
作
品
的
特
徴
よ
り
も
、
描
か
れ
た
対
象
物
に
よ
る
比
較
を
行

う
方
が
、
よ
り
客
観
的
判
断
を
下
し
や
す
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
柏
原
屋
は
、
こ
の
機
械
的
な
比
較
と
い
う
工
程
を
利
用
し
、
京
都
の
菊
屋
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と
協
力
し
な
が
ら
、
同
画
題
を
掲
載
し
た
絵
本
を
広
く
集
め
よ
う
と
意
図
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
活
動
は
、
柏
原
屋
が
絵

本
に
描
か
れ
た
対
象
物
を
、
類
板
訴
訟
を
利
用
し
て
独
占
す
る
よ
う
な
活
動
を
展
開
し
て
い
た
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
近
世
絵
本
の
類
板
訴
訟
に
お
い
て
は
、
比
較
の
た
め
の
明
確
な
判
断
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
定
説
に

対
す
る
疑
問
を
抱
か
せ
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
柏
原
屋
以
外
の
板
元
に
お
け
る
事
例
を
も
検
証
す
る
こ
と
、
絵
本
以
外
の
分
野
に
お

け
る
類
板
訴
訟
記
録
と
の
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。 

こ
れ
ら
の
類
板
訴
訟
以
降
の
絵
本
出
板
は
、
次
第
に
、
柏
原
屋
が
出
板
し
た
よ
う
な
画
題
を
描
き
粉
本
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
作
品
に
対
し
風
俗
絵
本
な
ど
の
出
板
が
増
加
し
、
内
容
も
多
様
化
す
る
。
ま
た
、
絵
本
流
行
の
中
心
地
も
上
方
か
ら
江
戸
へ
と
移
る
。
こ
の

変
化
に
伴
い
、
描
か
れ
た
対
象
物
の
同
一
性
を
比
較
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
描
か
れ
た
対
象
物
の
類
似
性
が
類
板
訴
訟

の
争
点
に
な
る
と
い
う
事
例
は
減
少
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
既
述
の
通
り
、
絵
本
流
行
の
初
期
に
お
け
る
柏
原
屋
の
影
響
は
大
き
く
、

そ
の
影
響
力
を
得
る
過
程
に
、
類
板
訴
訟
を
意
図
的
に
利
用
し
た
戦
略
的
活
動
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
他
書
肆
の
事
例
や
、

他
分
野
に
お
け
る
事
例
を
検
討
し
た
い
。 

 

註 （
註
１
）
『
鑑
定
録
』
の
記
述
は
、
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
編
『
大
阪
本
屋
仲
間
記
録
』
第
八
巻
（
一
九
八
二
）
よ
り
引
用
。 

（
註
２
）
蒔
田
稲
城
『
京
阪
書
籍
商
史
』
（
臨
川
書
店
、
一
九
二
九
初
版
、
一
九
八
二
復
刊
）
四
四
二
頁 

（
註
３
）
十
件
程
度
と
し
た
の
は
、
記
録
類
に
お
け
る
「
絵
本
」
の
語
義
が
明
確
で
な
い
事
や
、
争
点
と
な
る
作
品
の
伝
本
が
未
見
で
あ
り
、 

絵
本
に
関
す
る
類
板
と
判
断
し
て
良
い
か
が
不
明
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。 
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（
註
４
）
以
下
『
裁
配
帳
』
の
記
述
は
、
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
編
『
大
阪
本
屋
仲
間
記
録
』
第
九
巻
（
一
九
八
二
）
よ
り
引
用
す
る
。 

（
註
５
）
図
録
解
説
「
人
物
草
画
」
大
和
文
華
館
特
別
展
覧
会
図
録
『
没
後

3
0

0

年 

画
僧
古
礀
』
（
二
〇
一
七
） 

（
註
６
）
以
下
に
、
大
英
博
物
館
蔵
『
類
姓
草
画
』
の
書
誌
を
記
す
に
あ
た
り
、
参
照
し
た
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の

U
R

L

を
示
す
。 

h
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（
註
７
）
伏
見
屋
は
京
都
で
活
躍
し
た
書
肆
で
、
植
村
藤
右
衛
門
を
宗
家
、
号
を
玉
枝
軒
と
し
た
。
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
板
、
橘
守
国 

画
、
内
藤
道
有
著
『
扶
桑
画
譜
』
の
出
板
時
点
で
は
「
堀
川
通
高
辻
上
ル
町
」
に
店
を
構
え
、
相
板
書
肆
と
し
て
江
戸
「
通
石
町
三 

丁
目
十
軒
店
」
に
植
村
藤
三
郎
、
大
坂
「
高
麗
橋
壱
町
目
」
に
同
じ
く
植
村
藤
三
郎
の
名
前
が
記
さ
れ
る
。『
絵
本
鶯
宿
梅
』
出
板
時 

の
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
も
同
地
に
て
出
板
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
扶
桑
画
譜
』
の
続
編
と
な
る
橘
守
国
画
『
本
朝
画
苑
』
が
、 

伏
見
屋
藤
右
衛
門
の
他
、
近
江
屋
七
郎
右
衛
門
、
大
文
字
屋
仁
兵
衛
、
西
村
平
八
ら
京
都
の
書
肆
を
相
板
と
し
て
天
明
二
年
（
一
七 

八
二
）
に
出
板
さ
れ
て
い
る
。
『
扶
桑
画
譜
』
『
本
朝
画
苑
』
は
、
い
ず
れ
も
和
歌
や
漢
詩
の
解
説
に
、
守
国
画
の
歌
意
絵
を
伴
う
絵 

本
で
あ
る
。
『
扶
桑
画
譜
』
が
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
、
続
編
の
『
本
朝
画
苑
』
が
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
と
、
続
編
が
約
五 

十
年
の
間
隔
を
開
け
て
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
不
自
然
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
仲
田
氏
は
、
よ
り
早
い
時
期
に
出
板
さ
れ
た
初
板
『
本 

朝
画
苑
』
が
存
在
す
る
と
考
察
し
た
（
仲
田
勝
之
助
『
絵
本
の
研
究
』
美
術
出
版
社
（
一
九
五
〇
）
）
。
仲
田
氏
の
述
べ
る
天
明
二
年 

以
前
の
刊
記
を
持
つ
『
本
朝
画
苑
』
は
未
見
だ
が
、
本
章
で
取
り
上
げ
た
柏
原
屋
と
の
訴
訟
を
踏
ま
え
、
伏
見
屋
が
守
国
画
絵
本
の 

出
板
を
躊
躇
し
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。 

（
註
８
）
該
当
箇
所
を
序
文
よ
り
引
用
す
る
。
「
南
斎
謝
赫

カ

図
書

ノ

六
法

ニ

。
曰
気
運
生
動
。
曰
骨
法
用
筆
。
曰
應

乄

レ

物
冩

ス

レ

形
ヲ

。
曰
随

テ

レ 

類
ニ

傳
ス

レ
彩

ヲ

。
曰
経
営
位
置
。
曰
傳
模
移
冩
。
骨
法
以
下
五
端
可
二

學
テ

而
成
一

気
運
必
在
二

生
知
一

然
ハ

則
気
運
生
動

ハ

者
以
レ

法
ヲ 
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不
レ

可
レ

得
。
水
墨
積
習

ノ

之
功
。
不

ハ

下

其
神
気
自
然

ニ

乄

而
入
二

玄
妙

ニ

一

者
ニ

上

何
ソ

得
ン

。
」
近
世
狩
野
派
は
、
こ
の
内
「
傳
位
模
写
」 

を
重
視
し
、
無
批
判
に
粉
本
を
模
写
す
る
こ
と
を
重
視
し
す
ぎ
て
い
る
と
し
て
、
粉
本
主
義
に
対
す
る
批
判
も
多
く
あ
っ
た
こ
と
が 

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
例
と
し
て
河
野
元
昭
「
粉
本
と
模
写
」
板
倉
聖
哲
編
『
講
座
日
本
美
術
史
２
』（
二
〇
〇
五
、
東
京
大
学
出
版 

会
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

（
註
９
）
仲
田
勝
之
助
『
絵
本
の
研
究
』
美
術
出
版
社
（
一
九
五
〇
） 

（
註

10

）
橘
宗
重
に
つ
い
て
は
、
市
川
廣
太
氏
に
よ
っ
て
、
『
大
友
興
廃
記
』
の
著
者
で
あ
る
杉
谷
宗
重
と
同
一
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測 

さ
れ
て
い
る
。
（
「
「
絵
本
」
出
現
の
一
背
景 

: 

『
絵
本
宝
鑑
』
及
び
『
大
友
興
廃
記
』
著
者
、
橘
宗
重
の
出
自
解
明
を
通
し
て
」
『
美 

術
史
』
六
二―

一
号
（
二
〇
一
二
）
） 

（
註

11

）
鈴
木
俊
幸
『
書
籍
文
化
史
論
』
勉
誠
出
版
（
二
〇
一
九
） 

（
註

12

）
同
一
作
者
に
よ
る
作
品
に
対
し
類
板
が
認
め
ら
れ
た
事
例
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
市
古
夏
生
氏
「
近
世
に
お
け
る
重
板
・
類
板
の
諸 

問
題
」
（
『
江
戸
文
学
』
十
六
号
〈
一
九
九
六
〉
、
二
十
六—

三
十
九
頁
）
に
有
賀
長
伯
著
述
作
品
の
記
録
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。 

（
註

13

）
同
註
４ 

（
註

14

）
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
天
和
四
年
（
一
六
八
四
）
藤
右
衛
門
板
行
立
花
正
道
集
」
「
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
清
右
衛
門
板
行
立
花
図 

論
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
伏
見
屋
板
『
立
華
正
道
集
』
、
柏
原
屋
板
『
古
今
立
花
図
編
』
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も
立
花
に 

つ
い
て
の
指
南
書
で
あ
り
立
花
の
見
本
を
図
で
示
し
解
説
を
行
う
と
い
う
作
品
的
特
徴
が
一
致
し
て
い
る
。
内
容
比
較
に
つ
い
て
は 

今
後
の
課
題
と
し
、
近
世
期
の
立
花
流
行
と
、
そ
れ
伴
う
絵
本
出
板
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。 

 
 

 
 

ま
た
、
「
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
京
都
菊
屋
喜
兵
衛
板
行
絵
本
喩
草
」
「
元
文
弐
年
（
一
七
三
七
）
清
右
衛
門
板
行
絵
本
珍
口 
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記
」
は
、
い
ず
れ
も
西
川
祐
信
画
の
同
書
名
を
有
す
る
風
俗
絵
本
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
比
較
に
つ
い
て
も
、『
立
華
正 

道
集
』『
古
今
立
花
図
編
』
と
同
様
に
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、
後
述
す
る
通
り
、
柏
原
屋
と
京
都
の
菊
屋
は
絵
本
出
板
に
お
い
て 

協
力
関
係
に
あ
る
こ
と
も
、
こ
れ
ら
の
作
品
間
で
類
板
訴
訟
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
と
推
測
す
る
。 

（
註

15

）
人
麿
像
に
関
す
る
先
行
研
究
の
例
と
し
て
、
笠
嶋
忠
幸
「
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
絵
と
「
人
麿
像
」
に
つ
い
て
」
『
出
光
美
術
館
研
究 

紀
要
』
十
二
号
（
二
〇
〇
六 

一
一
五
～
一
三
三
頁
） 

（
註

16

）
引
用
は
梶
原
正
昭
、
山
下
宏
明
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

44 

平
家
物
語
上
』
（
一
九
九
一
、
岩
波
書
店
） 

（
註

17

）
同
註
９ 

（
註

18

）
同
註
４ 

（
註

19

）
浅
野
秀
剛
「
大
森
善
清
絵
本
の
後
修
本
」
『
浮
世
絵
芸
術
』
一
六
二
号
（
一
九
六
九
）
等
に
詳
し
い
。 

（
註

20

）
須
磨
勘
兵
衛
は
、
升
屋
勘
兵
衛
に
同
じ
。
号
を
弘
簡
堂
と
し
た
。
京
都
富
小
路
三
条
上
ル
西
側
に
店
を
構
え
、
元
文
三
年
（
一
七
三 

八
）
刊
『
三
宝
限
法
華
抄
』
に
そ
の
名
前
が
確
認
さ
れ
る
と
い
う
（
井
上
隆
明
著
『
改
訂
増
補
近
世
書
林
板
元
総
覧
』
日
本
書
誌
学 

大
系

76

、
青
裳
堂
書
店
（
一
九
九
八
）
）
。
こ
の
他
、
幕
末
明
治
期
の
活
動
が
認
め
ら
れ
る
。 

 

図
版
一
覧 

図
１ 

志
茂
村
七
郎
兵
衛
画
か
『
万
物
絵
本
大
全
重
宝
記
』
福
井
市
立
図
書
館
蔵
。
長
友
千
代
治
編
『
重
宝
記
資
料
集
成
』
第
三
十
七
巻
（
臨 

川
書
店
、
二
〇
〇
七
）
よ
り
引
用
。 

図
２ 

古
澗
画
『
類
姓
草
画
』
大
英
博
物
館
蔵
（
資
料
番
号
：1

9
7

9
,0

3
0

5
,0

.7
1

.3
） 
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図
３ 

菱
川
師
宣
画
『
大
和
絵
尽
く
し
』
国
立
国
会
図
書
館
蔵
（
請
求
記
号
：
Ｗ
Ａ
３
２―

１
５
） 

図
４ 

大
岡
春
卜
画
『
画
本
手
鑑
』
個
人
蔵 

図
５
・
９ 

橘
守
国
画
作
『
絵
本
写
宝
袋
』
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
（
請
求
記
号
：
ヤ
９―

４
５
５
） 

図
６
・
７
・
８
・

10

・

12

・

15

・

16 

橘
守
国
画
作
『
絵
本
鶯
宿
梅
』
個
人
蔵 

図

11

・

13

・

14

・

17 

橘
守
国
画
作
『
絵
本
直
指
宝
』
サ
レ
ジ
オ
大
学
ボ
ス
コ
図
書
館
マ
レ
ガ
文
庫
蔵
本
（
資
料
番
号
：
Ｍ
Ｍ
０
２
９
３
） 

図

18 

大
森
善
清
画
『
絵
本
深
山
鹿
』
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
（
請
求
記
号
：
ヤ
８―

３
７
５
） 

図

19 

作
者
不
明
『
絵
本
清
書
帳
』
都
立
中
央
図
書
館
蔵
（
請
求
記
号
：
加
４
８
１
２
） 

図

20 

作
者
不
明
『
絵
本
忘
草
』
都
立
中
央
図
書
館
蔵
（
請
求
記
号
：
加
４
６
７
４
） 

図

21 

作
者
不
明
、
正
徳
五
年
板
『
絵
本
初
心
柱
立
』
東
京
芸
術
大
学
蔵
（
請
求
記
号
：
Ｄ
Ｉ
Ｇ―

Ｔ
Ｋ
Ｇ
Ｌ―

１
１
３
） 

図

22

・

25 

作
者
不
明
、
宝
暦
十
一
年
再
板
『
絵
本
初
心
柱
立
』
個
人
蔵 

図

23

・

26 

作
者
不
明
、
寛
政
六
年
再
板
『
絵
本
初
心
柱
立
』
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
（
請
求
記
号
：
チ
０
４―

０
６
３
５
５
） 

図

24 

作
者
不
明
、
刊
年
不
明
『
絵
本
初
心
柱
立
』
蓬
左
文
庫
蔵
（
請
求
記
号
：
４
８―

３
３
３―

８ 

ｓ

９
８
７
） 

図

27

・

28 

作
者
不
明
、
享
和
三
年
再
板
『
写
生
獣
図
画
』
大
英
博
物
館
蔵
（
資
料
番
号
：1

9
1

5
,0

8
2

3
,0

.1
8

） 
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付
録 

橘
守
国
画
作
絵
本
掲
載
図
一
覧 

 
以
下
、
柏
原
屋
よ
り
出
板
さ
れ
た
橘
守
国
画
作
『
絵
本
写
宝
袋
』『
絵
本
通
宝
志
』『
絵
本
直
指
宝
』
、
及
び
伏
見
屋
か
ら
出
板
さ
れ
た
『
絵
本

鶯
宿
梅
』
に
描
か
れ
た
対
象
を
一
覧
に
す
る
。
各
項
目
名
は
、
基
本
的
に
目
次
の
記
述
に
準
じ
る
も
の
と
し
、
目
次
に
記
載
が
な
い
図
様
は
、

各
挿
絵
に
付
さ
れ
た
題
の
記
述
を
用
い
た
。
ま
た
、
同
名
の
項
目
が
複
数
掲
載
さ
れ
る
場
合
は
、
全
図
数
を
括
弧
内
に
記
す
。 

 

『
絵
本
写
宝
袋
』
巻
一 

玉
津
嶋
明
神 

左
正
三
位
柿
本
人
麿 

右
山
邉
赤
人 

文
官
束
帯
之
図 

武
官 

衣
冠
之
図 

立
烏
帽
子
直
志 

風
折
狩
衣
之
図 

 

吉
備
大
臣
之
像 

吉
備
公
唐
縫
を
見
給
ふ
図 

巻
簾
外
面 

巻
簾
内
面 

簾
縁
文
窠
竪
木
瓜 

平
鎰
之
図 

簾
の
緒 

障
子
画
壁 

挙
格
子 

半
蔀 

妻
戸 

閨
房
之
図 

折
扉
之
図 

壁
代
之
図 

大
和
門 

垣 

竹
戸 

浮
線
綾 

浮
線
綾
畧 

輪
無 

輪
無
略 

雲
立
涌 

轡
唐
草 

龍
胆 

菊
立
涌 

松
竹
梅 
早
蕨 

若
松 

唐
草 

鳥
襷 

鳥
襷
畧 

窠
霰 

三
重
襷 

八
藤 

綾
菱 

宮
女
之
衣 

唐
衣
之
図 

単
表
地
紋 

単
裏
地
紋 

裳
之
図 

女
房
装
束
之
図 

か
さ
み
着
様 

衣
被 

女
三
宮 

紫
式
部 

源
氏
明
石
巻
之
図 

源
氏
朧
月
夜
之
図 

源
氏
浮
舟
之
図 

源
氏
紅
葉
賀
之
図 
斎
宮
女
御
之
図 

伊
勢
物
語
五
条
宮
の
図 

梅
枝
に
雉
を
附
て
送
図 

 

業
平
東
下
の
図 

宮
女
花
見
車
の
図 

忠
盛
扇
を
落
す
図 

酒
を
焼
て
紅
葉
を
焼 

中
国
嵯
峨
に
趣
く
図 

忠
度
歌
の
望
の
図 

鶯
宿
梅
の
図 

鸚
鵡
小
町
の
図 

犬
追
物
の
図 
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『
絵
本
写
宝
袋
』
巻
二 

本
朝
武
神 

武
士 

将
軍 

兵
器 

龍
頭
冑
図 

淩
王
冑
図 

高
角 

天
衝 

鎧
之
前 

鎧
之
後 

鎧
袖 

總
角 

双
釪 

鎧
直
垂
之
図 

 

筒
脛
当 
具
足
之
図 

小
袖 

具
足
小
手 

双
韘 

帯
太
刀 

再
幤 

軍
配
扇 

笞 

鞭 

箙 

弓 

重
藤 

村
重
藤 

矢 

切
生 

 

嶌
切
生 

八
文
字 

高
黶 

大
中
黒 

大
中
白 

上
刺
羽 

鏑
矢 

雁
股 

中
刺 

尖
矢 

蟇
目 

鼓 

蠃 

鐘 

古
幡 

幕 

鞍 

鐙 

轡
唐
草 

押
懸
図 

馬
攊
神
之
像 

軍
馬 

乗
馬 

装
束
馬 

駯 

白
馬 

駱 

驪 

鎷 

〓
（
か
す
げ
） 

驔 
驄 

騟 

驑 

騝 

駁 

雒 

䮕 

佩
楯
之
始
の
図 

高
良
明
神
玉
垂
の
図 

 

神
功
皇
后
の
像 

六
孫
王
経
基
の
図 

多
田
満
仲
の
図 

源
頼
光
瑞
葉
の
図 

頼
光
大
江
山
入
の
図 

渡
辺
綱
化
生
切
る
図 

源
頼
信
海
渡
の
図 

源
頼
義
水
請
ひ
の
図 

頼
義
与
武
則
対
面
の
図 

 

『
絵
本
写
宝
袋
』
巻
三 

源
義
家
追
安
倍
貞
任 

宗
任
詠
和
歌
図 

景
正
敵
を
射
る
図 

保
元
夜
軍
の
図 

為
朝
与
義
朝
戦
図 

源
頼
政
射
鵺
図 

 

真
田
与
一
勇
力
の
図 

川
津
俣
野
相
撲
の
図 

文
覚
荒
行
の
図 

伊
豆
院
宣
の
図 

加
藤
次
景
廉
の
図 

金
子
十
郎
の
図 

三
浦
大
介
の
図 

難
波
梅
制
札
の
図 

梶
原
二
度
駆
け
の
図 

忠
度
旅
宿
花
の
図 
教
経
欲
捕
義
経
図 

舎
那
王
の
図 

弁
慶
乗
後
馬
図 

堀
川
夜
討
の
図 

安
芸
関
の
図 

時
宗
大
磯
へ
馳
行
図 

朝
比
奈
草
摺
を
引
図 
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『
絵
本
写
宝
袋
』
巻
四 

孟
河
に
龍
馬
出
現
し
応
義
氏
河
図
を
得
給
ふ
事 

伏
羲
の
聖
像 

龍
馬
出
現
の
図 

叙
画
の
源
流 

女
媧
氏
征
共
工
氏
図 

精
衛
逢
王
母
図 

黄
帝
滅
蚩
尤
図 

平
羿
夫
婦
登
仙
の
図 

指
南
車
始
の
事 

異
朝
帝
王
の
像 

倉
頡
制
字
図 

附
黄
帝
制
冕
旈
袞
福
事 

諫
鼓
の
図 

 

禹
王
治
洪
水
図 

黄
龍
負
禹
王
舟
図 

二
龍
降
朝
門
図 

並
劉
累
醢
龍
肉
事 

伊
尹
の
図
像 

傳
悦
の
像 

雲
中
子
の
像 

呂
尚
磻
渓
渓
図 

文
王
夢
飛
熊
図 
並
文
王
行
太
公
得
事 

 

『
絵
本
写
宝
袋
』
巻
五 

金
龍
護
武
王
図 

覆
水
重
不
収
図 
周
公
旦
の
像 

叔
虞
作
桐
葉
詩
図 

周
公
作
指
南
車
図 

穆
王
逢
西
王
母
図 

贏
非
子
養
馬
図 

姜
皇
后
諫
宣
王
図 

幽
王
放
火
䑓
図 
管
仲
の
図
像 

甯
戚
叩
牛
角
図 

秦
穆
公
行
寒
叔
図 

晋
重
耳
周
遊
諸
国
図 

趙
衰
狐
偃
奪
重
耳
図 

養
由
基
の
像 

雲
外
に
夜
射
声
図 

顔
夫
人
禱
尼
丘
山
図 

孔
子
嬰
児
の
時
嬉
戯
図 

伍
子
胥
争
明
捕
図 

 

『
絵
本
写
宝
袋
』
巻
六 

晏
平
仲
祖
国
に
使
し
て
斉
を
辱
し
め
ざ
る
図 

晏
子
の
御
者
が
妻
賢
才
に
て
夫
を
諫
る
図 

呉
王
闔
閭
使
孫
子
武
女
兵
を
操
ら
し
む
る
図 

呉
王
夫
差
与
西
施
八
景
に
遊
ぶ
図 

孔
子
生
智
萍
實
を
辯
ず
る
図 
並
顔
回
の
仁
簾
節
を
改
ざ
る
図
抄 

智
伯
が
臣
豫
譲
様
身
欲
報
主
君
仇
の
図 

孫
臏
法
術
を
終
し
強
盗
を
伏
す
る
図 

孫
擯
魏
に
奉
て
雨
を
祈
る
図 

孫
擯
以
第
馬
陵
道
に
萬
弩
射
龐
涓
図 

藺
相
如
秦
に
使
す
る
図 

並
卞
和
が
夜
光
璧
の
事 

秦
王
与
趙
王
會
澠
池
す
る
図 

藺
相
如
廉
頗
が
来
を
見
て
車
を
避
る
図 
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『
絵
本
写
宝
袋
』
巻
七 

范
睢
遁
厠
復
仇
図 

張
良
売
釼
説
韓
信
図 

玄
徳
踊
馬
跳
擅
渓
図 

曹
操
横
槊
賦
詩
図 

（
錦
嚢
計
趙
雲
救
主
） 

 

（
関
羽
単
刀
に
て
呉
の
會
に
赴
） 

王
母
持
蟠
桃
図 

邪
和
璞
崔
曙
迎
上
帝
図 

巨
霊
人
愛
虎
図 

呉
猛
乗
白
鹿
車
持
白
羽
扇
図 

陳
捕
乗
笠
渡
洪
流
図 

通
玄
瓢
よ
り
出
駒
図 

陳
楠
鉄
鉢
よ
り
出
龍
図 

候
先
生
浴
池
中
成
蝦
蟇
図 

孫
博
草
本
に
火
光
を
生
ず
る
図 

張
九
歌
剪
羅
作
蝶
図 

費
文
画
鶴
酧
辛
氏
図 

黄
鶴
仙
人
乗
鶴
図 

 

『
絵
本
写
宝
袋
』
巻
八 

桐
に
鳳
凰
の
図 

松
に
孔
雀
の
図 
桜
に
雉
子
の
図 

竹
に
野
雉
子
の
図 

竹
に
鶴
の
図 

岩
に
鵰
の
図 

鷲
に
猿
の
図 

 

枩
に
猫
頭
鳥
の
図 

椎
に
鴟
鵂
の
図 
芦
に
鴈
の
図 

雪
柳
に
蒼
鷺 

柏
に
山
雉
の
図 

木
蘭
花
に
白
鷴 

雪
に
烏
雅 

梅
に
山
鵲
の
図 

竹
に
鶏
の
図 

粟
に
鶉
の
図 

浮
薔
に
鴫
の
図 

松
に
あ
ふ
む 

柳
に
燕
の
図 

大
和
枩
に
蒼
鷹 

岩
に
黄
鷹 

舞
鶴
の
図 

枯
木
に
鴝
鵒 

岩
に
緋
音
呼 

梅
に
鶯
の
図 

鶤
鷄
の
図 

松
に
巣
籠 

 

『
絵
本
写
宝
袋
』
巻
九
上 

遠
山
に
麒
麟
の
図 

沢
獣
の
図 

獅
々
子
の
器
を
量
る
図 

獅
々
に
牡
丹
の
図 

貘
の
図 

谷
水
に
虎
の
図 

雨
に
乕
の
図 

松
に
豹
の
図 

枩
に
象
の
図 

波
に
犀
の
図 

松
に
熊
の
図 

杉
に
野
猪
の
図 

秋
の
野
に
臥
猪 

鉄
蕉
に
獒
犬 

蓼
に
㺜
犬
の
図 

芙
蓉
に
霊
猫 

猫
児
の
図 

猿
猴
の
図 
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『
絵
本
写
宝
袋
』
巻
九
下 

騶
虞
の
図 

浪
に
海
馬
の
図 

鹿
の
図 

麋
の
図 

麢
羊
の
図 

栢
に
麝
香
の
図 

楮
に
羊
の
図 

秋
葵
に
綿
羊
の
図 

 

牡
牛
の
図 

柳
に
牝
牛
の
図 

梅
に
牝
牛
の
図 

水
牛
の
図 

谷
水
に
駝
の
図 

柳
に
獹
の
図 

柳
驢
の
草
画 

冬
萩
に
狼
の
図 

 

菊
に
狐
の
図 
木
賊
に
兎
の
図 

白
鼡
の
図 

 

『
絵
本
通
宝
志
』
巻
一 

四
時
農
業 

播
州
舞
子
濱 
童
趕
網
漁
之
図 

騎
射
狩
之
図 

翔
鳥
之
図 

鷹
狩
之
図 

鵜
飼
之
図 

河
狩
之
図 

沖
網
之
図 

 

地
引
網
之
図 

海
士
い
さ
り
火
の
図 

玉
藻
苅
之
図 

花
月
之
図 

 

 

『
絵
本
通
宝
志
』
巻
二 

平
舞 

迦
陵
頻 

小
蝶 

安
麻 

蘓
利
古 

散
手 
貴
徳 

抜
頭 

還
城
楽 

左
方
之
楽
屋 

太
鼓
之
図 

鞠
精
神
之
像 

柳
に
鞠
之
図 

 

競
馬
之
図 

名
画
に
精
神
あ
る
事
（
１
） 

名
画
に
精
神
あ
る
事
（
２
） 

名
画
に
精
神
あ
る
事
（
３
） 

金
彫
細
工
奇
妙
之
図 

宮
殿
之
図 

細
工
に
妙
あ
る
事 

翁 

千
歳 

三
番
三
黒
尉 
妓
婦 

狂
言 

業
平
舞 

 

『
絵
本
通
宝
志
』
巻
三 

紀
貫
之 

井
出
玉
川 

萩
の
玉
川 

檮
衣
玉
川 

調
布
多
摩
川 

千
鳥
玉
川 
高
野
の
玉
川 

鴫
立
澤 

伊
津
国
田
子
浦 

和
漢
之
月
見 

南
円
堂
藤 

猿
沢
池
月 

佐
保
川
蛍 

春
日
野
鹿 

三
笠
山
雪 

東
大
寺
鐘 

雲
居
坂
雨 

轟
橋
旅
人 

柳
群
竹
鶯 

山
桜
雉
子 
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藤
菫
雲
雀 

杜
鵑
卯
花 

橘
菖
蒲
水
鶏 

瞿
麦
篝
火 

女
郎
花
隹
鵲 

萩
初
雁 

薄
鶉 

残
菊
鶴 

琵
琶
花
千
鳥 

雪
中
梅
浮
鳥 

草
紙
洗
小
町 

 

『
絵
本
通
宝
志
』
巻
四 

吉
野
山
之
景 

御
祓 

遊
行
柳 

淡
路
島 

山
路
之
時
鳥 

近
江
八
景 

若
州
後
瀬
山
八
幡
宮
春
之
景 

青
井
夏
之
蒼
海 

雲
濱
秋
之
景 

津
田
冬
之
景 

明
石
之
曙 

阿
州
里
海
士
風
景 

伊
勢
二
見
浦
風
景 

熊
野
三
所
之
景 

住
の
江
之
景 

筑
紫
箱
崎
海
中
之
道 

 

『
絵
本
通
宝
志
』
巻
五
上 

馬
周 

房
玄
齢 

杜
如
晦 

魏
徴 

諸
葛
亮 

蘧
瑗 

張
良 

第
五
倫 

管
仲 

鄧
禹 

鄭
子
産 

蕭
何 

伊
尹 

太
公
望 

傅
悦 

 

仲
山
甫 

李
勣 

虞
世
南 

杜
預 

張
華 
羊
祜 

楊
雄 

陳
寔 

班
固 

恒
榮 

鄭
玄 

蘇
武 

倪
寛 

文
翁 

董
仲
舒 

買
誼 

叔
孫
通 

巨
勢
金
岡 

 

『
絵
本
通
宝
志
』
巻
五
下 

四
愛
堂 

梅
竹
蘭
菊 

林
甫
籠
中
鶴
踈
影
梅
月 

東
坡
竹 

山
谷
蘭 
渕
明
菊 

途
中
雨 

雪
中
詩 

七
賢
舞
楽 

手
芸
妙
競 

蕫
伯
花 

小
児
大
陽
論 

呉
道
玄
壁
小
画
身
を
免
る
図 

候
先
生 

鉄
拐
先
生 

半
諾
尊
者 

大
鑑
禅
師 

鍾
馗 

布
袋 

豊
干
禅
師 

寒
山
拾
得 

寿
老
人 

上
帝
之
像 

大
黒
之
像 
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『
絵
本
通
宝
志
』
巻
六 

蘆
に
鶴 

蘆
に
鷺 

芦
に
鴈 

浮
鳥
鴨 

鴛
鴦 

鴗 

鶺
鴒 

濤
に
燕 

梅
に
〓
（
斯
に
鳥
）
並
翁 

地
錦
に
八
頭 

薊
に
蝶 

 

牡
丹
海
棠
孔
雀 

枯
木
に
錦
鷄 

芙
蓉
に
る
り 

櫻
に
鸘 

鳥
鳳 

楓
に
鶖 

樫
に
百
古
鳥 

唐
木
に
鷊 

菊
に
昌
国 

茨
葜
に
蜀
鷄 
冬
木
連
萑 

柏
に
練
鵲 

牡
〓
（
ム
月
に
隹
）
花
に
山
鵲 

桐
に
鳳
凰 

柳
に
つ
ば
め 

海
松
子
に
白
鷴 

和
枩
蔦
小
鳥 

 

長
春
に
四
十
雀 

 

『
絵
本
通
宝
志
』
巻
七 

狻
猊
怒
影 

返
躑
勢 

踞
地 

狂
獅
子 

貘 

竹
に
虎 

竹
に
猿
猴 

猿
愛
児 

竹
に
栗
鼠 

豹
に
夏
草 

竹
萩
に
兎 

兎
馬 

秋
の
鹿 

春
の
牧 

夏
の
牧 

秋
の
牧 

野
飼
牛 
登
龍 

飛
龍 

䲭
吻 

靺
鞨
魚 

満
殊 

巴 

藻 

鯱 

藻
出
の
鯉 

葦
に
鯰 

鮎 
 

藻
に
手
長
蝦 

蘆
間
蟹 

毛
龜 

 

『
絵
本
通
宝
志
』
巻
八 

山
水
之
法 

遠
近
を
分
法 

木
石
之
法 

四
時
山
水
之
法 
経
山
寺
雪
中
之
景 

黄
昏
之
景 

高
然
輝
雪
中
重
山 

 

『
絵
本
通
宝
志
』
巻
九 

瀟
湘
八
景 

四
時
之
山
水 

晩
秋
之
景 

晩
冬
之
雪
中 

明
州
之
津 

瀑
布 
飛
泉 

泉 

濤 

波 

猩
々 
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『
絵
本
直
指
宝
』
巻
一 

蚕
家
織
婦
之
図
（
十
二
図
） 

嬰
児
蛇
行
の
図 

双
六
遊 

弾
琴
図 

囲
碁
の
図 

書
画
を
学
ぶ
図 

騎
楽
の
図 

鶏
合
の
図 

競
舟
の
図 

花
車
の
図 

雪
中
の
遊 

輦
の
図 

 

『
絵
本
直
指
宝
』
巻
二 

蟻
通
之
図 

住
吉
名
所
之
図 

箕
面
山
瀧
之
図 

奥
津
富
士
風
景
之
図 

吉
野
名
所
之
図 

和
州
初
瀬
山
之
景 

八
幡
山
之
景 

 

宇
治
之
風
景 

修
学
寺
八
景
之
図 

 

『
絵
本
直
指
宝
』
巻
三 

文
翁
之
像 

韓
退
之
像 

常
山
蛇
勢
之
図 
王
義
之
像 

李
太
白
見
瀧
之
図 

張
仲
景
之
像 

朱
丹
渓
之
像 

花
他
醫
法
を
受
る
図 

蔡
邑
筆
法
を
授
る
図 

滕
王
閣
序
紀
事 

顧
愷
之
丹
青 

蔡
倫
紙
を
製
す
る
図 

張
僧
繇
畫
竜
図 

墨
竹
之
濫
觴 

笠
翁
山
水
を
習
ふ
図 

 

『
絵
本
直
指
宝
』
巻
四 

後
将
軍
趙
充
国
之
像 

大
元
帥
韓
信
之
像 

李
廣
水
を
禱
る
図 
同
石
虎
之
図 

火
々
出
見
尊
竜
宮
遊
行
二
品 

神
風
伊
勢
海 

阿
曇
磯
良
之
図 

宗
持
伊
賀
寿
治
郎
力
戦
之
図 

坂
戸
判
官
則
明
勇
力
之
図 

安
倍
宗
任
義
家
に
仕
ふ
図 

修
行
者
熊
若
を
救
ふ 

義
貞
捧
太
刀
之
図 
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『
絵
本
直
指
宝
』
巻
五 

白
楽
天 

胡
果 

吉
敗 

張
渾 

劉
嘉 

鄭
據 

盧
真 

狄
兼
謨 

盧
貞 

崎
里
季 

東
園
公 

甪
里
先
生 

夏
廣
公 

左
慈 

 

大
真
王
夫
人 

玉
廷 

金
高 

列
子 

鄭
太
尉 

 

『
絵
本
直
指
宝
』
巻
六
上 

大
和
枩 

海
松
雄
木 
海
松
雌
木 

大
和
若
松 

海
松
雌
雄 

杦 

槙 

栢 

扁
栢 

糸
栢 

榧 

楠 

柳 

白
梅 

紅
梅 

桃 

糸
櫻 

 

桜 

海
棠
花 

椛
樹 

柞 
勝
軍
木 

〓
（
桷
に
羊
） 

茗
花 

茶
山
花 

松
に
靏 

孔
雀 

 

『
絵
本
直
指
宝
』
巻
六
下 

福
寿
草 

芍
薬 

萱
草 

映
山
紅 

山
石
榴
花 

樻
躑
躅 

杜
〓
（
ム
月
に
鳥
）
花 

鳶
尾 

桔
梗 

蕙
蘭
之
図 

幽
蘭
之
図 

蘭
草
之
図 

蓮
花 

拒
霜 

赬
桐 

秋
海
棠 

長
春 

南
燭 
水
仙
花 

宇
登
野
の
葦 

萩 

葭 

蘆 

蘆
萩 

雪
中
の
蘆 

竹 

風
雨
の
貌 

呉
竹 

大
竹
葉
組 

竹
竿
の
式 

蘆
葉
竹
篠 

 

『
絵
本
直
指
宝
』
巻
七 

韓
王
堂 

伊
川
門 

袁
安
洛 

李
塑
淮 

王
猷
渓 

李
及
郊 

蘓
武
羝 
鄭
綮
羝 

孫
康
書 

歐
陽
詩 
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『
絵
本
直
指
宝
』
巻
八 

細
勾
雲
法 

畫
江
海
波
濤
法 

雌
雄
荒
濤 

後
宋
馬
遠
筆
意 

高
文
進
山
水 

米
元
章
山
水
筆
法 

米
友
仁
山
水
筆
法 

高
克
恭
筆
意 

古
筆
山
水
八
躰 

 

『
絵
本
直
指
宝
』
巻
九 

公
任 

柿
本
人
麿 

紀
貫
之 

凡
河
内
躬
恒 

伊
勢 

中
納
言
家
持 

山
部
赤
人 

在
原
業
平 

僧
正
遍
昭 

素
性
法
師 

紀
友
則 

 

猿
丸
太
夫 

小
野
小
町 

中
納
言
兼
輔 

中
納
言
朝
忠 

権
中
納
言
敦
忠 

藤
原
高
光 

源
公
忠 

壬
生
忠
岑 

斎
宮
女
御 

中
臣
頼
基 

藤
原
敏
行 

源
重
之 

源
宗
于 
源
信
明 

藤
原
清
正 

源
順 

藤
原
奥
風 

清
原
元
輔 

坂
上
是
則 

藤
原
元
真 

三
条
院
女
蔵
人
左
近 

藤
原
仲
文 

大
中
臣
能
信 

壬
生
忠
見 
平
兼
盛 

中
務 

藤
原
信
実 

 

『
絵
本
鶯
宿
梅
』
巻
一 

蘭
省
花
時 

雪
月
花
の
時 

蟻
通 

桜
町
中
納
言 

源
頼
政 

最
上
川 

連
歌
師
何
阿
弥 

伯
雅 

維
盛
青
海
波 

蘭
陵
王 

 

『
絵
本
鶯
宿
梅
』
巻
二 

源
義
家 

信
連 

佐
々
木
忠
綱 

義
貞 

本
間
孫
四
郎 

赤
松
弾
正 

妻
鹿
孫
三
郎 

樊
噲 

曹
操
関
羽 

趙
雲 

張
飛 

黄
忠 
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『
絵
本
鶯
宿
梅
』
巻
三 

空
中
老
子 

葛
玄 

董
奉 

張
道
陵 

呂
洞
賓 

呉
道
子 

長
桑
君 

児
童 

翆
虚 

江
妃
二
女 

馬
師
皇 

劉
綱 

雍
門 

師
曠 

牧
笛 

 

『
絵
本
鶯
宿
梅
』
巻
四 

若
松 

晴
の
松 
雨
中
松 

五
鬚
大
松 

老
松
花
橘 

老
梅 

雪
中
梅
鶯 

紅
梅 

蝋
梅 

玉
蘭
花 

辛
夷 

山
桜 

山
躑
躅 

四
十
雀 

機
樹 

山
鵲 

梧
桐 
家
鷄 

鶤 

天
竺
鷄 

雪
中
野
雞 

孔
雀 

海
棠 

錦
鷄 

鷹
架
之
図 

同
刺
〓
（
ほ
こ
）
之
図 

刺
旋
野
擎
之
図 

鵰
角
鷹 

楓
蓮
雀 

樨
黄
鳥 
呉
竹
雀 

蒲
鴛
鴦 

蘆
鴨 

 

『
絵
本
鶯
宿
梅
』
巻
五 

蒲
公
英 

牡
丹 

蕨 

砕
米
薺
土
筆 

弥
重
棣
棠 

苦
菜 

鬼
薊 

紫
羅
蘭
花 

紫
蘭 

海
老
根
草 

紫
藤 

纏
枝
牡
丹 

風
車 

鉄
線
花 

 

葵
草 

繍
毬
花 

紫
陽
花 

胡
蝶
花 

鳶
尾
花 
馬
藺 

〓
（
草
冠
に
渓
）
蕬 

牡
菖
花 

沼
菖
蒲 

沼
菖
蒲
菰 

莞
蒲 

 

透
百
合 

鬼
百
合 

為
朝
百
合
姫
百
合 

鹿
子
百
合 
剪
夏
羅 

剪
秋
羅 

癯
麦 

蘭
草 

幽
蘭 

蕙
蘭 

当
世
菊 

龍
胆 

 

『
絵
本
鶯
宿
梅
』
巻
六 

李
思
訓 

王
維
字
摩
詰 

荊
浩 

関
全 

李
公
麟 

董
源 

李
成 

范
寛 
郭
熈 

僧
若
芥 

李
唐 

蕭
照 

劉
松
年 

馬
遠 

夏
珪 

呉
鎭
梅
花
道
人 

倪
雲
林 

王
叔
明 

黄
子
久 

画
山
法 

皴
渇
法 

画
石
法 
皴
点
名 

画
水
法 

雑
樹 

柳 

松 

点
葉 

夾
葉 

米
樹
法 
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『
絵
本
鶯
宿
梅
』
巻
七 

宮
殿
屋
形
重
軒
之
式 

購
書
殿
月
見
殿 

廻
廊
曲
檻
宮
式 

笠
翁
山
水
画
論 

寺
觀
遠
景
色 

舟
船
式 

橋
式 

雪
中
遠
望
式 

出
船
図 

市
図 

邨
野
小
景
斥
堠
式 

補
陀
山
図 

山
水
二
品 

平
遠
図 

丹
州
天
橋
立 

近
州
湖
山
水 

淀
風
景 

富
士
山
水 

三
穂
崎
風
景 
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第
二
部 

橘
守
国
画
作
絵
本
の
分
析 
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第
四
章
：
橘
守
国
の
絵
手
本
作
品
に
お
け
る
画
題
の
和
漢
分
類
意
識―

レ
イ
ア
ウ
ト
を
起
点
に―

 

 

一
、
は
じ
め
に 

 

前
章
ま
で
柏
原
屋
の
出
板
活
動
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
本
章
以
降
を
第
二
部
と
し
、
柏
原
屋
に
よ
っ
て
多
く
出
板
さ
れ
た
橘
守
国
が
制

作
し
た
絵
本
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。
守
国
の
作
品
は
柏
原
屋
の
絵
本
出
板
活
動
に
お
け
る
三
つ
の
柱
の
一
つ
と
な
る
〈
半
紙
本
〉
系
作
品
、

即
ち
啓
蒙
的
性
質
を
有
す
る
作
品
群
の
中
心
を
占
め
て
お
り
、
近
世
に
お
け
る
絵
画
的
知
識
を
涵
養
す
る
作
品
が
柏
原
屋
と
守
国
に
よ
っ
て
多

く
制
作
さ
れ
た
。
『
絵
本
写
宝
袋
』
や
『
絵
本
通
宝
志
』
、
『
絵
本
直
指
宝
』
と
い
っ
た
守
国
画
作
作
品
を
は
じ
め
と
し
、
『
絵
本
故
事
談
』
、
『
畫

典
通
考
』
、
『
運
筆
麁
画
』
と
い
っ
た
作
品
が
柏
原
屋
よ
り
出
板
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
内
、
守
国
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
橘
守
国

画
作
絵
本
を
取
り
上
げ
、
前
章
ま
で
に
考
察
し
た
柏
原
屋
の
特
徴
を
踏
ま
え
な
が
ら
分
析
を
行
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
守
国
画
作
絵
本
の
特
徴
に

お
け
る
絵
師
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 

橘
守
国
（
延
宝
七
年(

一
六
七
九)

―

寛
延
元
年(
一
七
四
八)

）
は
近
世
中
期
の
大
坂
で
活
躍
し
た
狩
野
派
の
絵
師
で
あ
る
。
守
国
は
、『
絵
本

故
事
談
』
（
正
徳
四(

一
七
一
四)

年
刊
）
の
挿
絵
を
は
じ
め
、
『
絵
本
写
宝
袋
』
（
享
保
五
年(

一
七
二
〇)

刊
）
や
『
絵
本
通
宝
志
』
（
享
保
十
四

年(

一
七
二
九)

刊
）
等
、
多
く
の
板
本
制
作
に
関
わ
っ
た
。
作
品
の
多
く
は
、
作
画
時
に
参
照
す
る
手
本
、
即
ち
粉
本
と
し
て
編
ま
れ
た
も
の

で
、
絵
手
本
と
称
さ
れ
る
。
実
際
に
守
国
の
作
品
を
手
本
と
し
た
絵
師
は
多
く
、
鈴
木
春
信
を
は
じ
め
と
す
る
浮
世
絵
師
等
の
作
品
に
図
案
引

用
が
確
認
さ
れ
る
（

註

１

）

。 

 

近
代
以
降
、
仲
田
勝
之
助
『
絵
本
の
研
究
』
が
嚆
矢
と
な
り
、
守
国
研
究
が
進
め
ら
れ
た
（

註

２

）

。
そ
の
後
、
浅
野
秀
剛
氏
に
よ
っ
て
守
国
や

門
弟
の
来
歴
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
（

註

３

）

。
守
国
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
今
日
『
絵
本
故
事
談
』
（
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
刊
）
や
『
謡
曲
画
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誌
』（
享
保
二
〇
年(

一
七
三
五)

刊
）
等
の
資
料
紹
介
、
翻
刻
が
出
板
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
（

註

４

）

。
近
年
、
絵
手
本
・
画
譜
、
あ
る
い
は
板

本
研
究
の
視
点
か
ら
、
太
田
孝
彦
氏
や
日
野
原
健
司
氏
が
守
国
を
論
じ
て
い
る
も
の
の
（

註

５

）

、
こ
れ
ま
で
の
守
国
研
究
の
多
く
は
、
守
国
の
作

品
が
浮
世
絵
師
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
（

註

６

）

。 

 

絵
本
研
究
の
進
展
に
伴
い
徐
々
に
進
み
つ
つ
あ
る
守
国
研
究
だ
が
、
守
国
の
絵
手
本
と
大
岡
春
卜
や
吉
村
周
山
が
制
作
し
た
画
譜
が
同
種
の

も
の
と
し
て
並
列
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
、
そ
し
て
具
体
的
な
作
品
研
究
が
多
く
な
い
点
な
ど
、
未
だ
多
く
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
作
品
の
多
く
が
柏
原
屋
か
ら
出
板
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。 

 

浮
世
絵
師
へ
の
影
響
が
多
く
指
摘
さ
れ
る
守
国
だ
が
、
守
国
自
身
は
狩
野
派
か
ら
強
く
影
響
を
受
け
て
い
た
絵
師
で
あ
っ
た
。
以
下
に
、
狩

野
派
と
の
関
係
を
示
す
資
料
と
し
て
渓
斎
英
泉
筆
『
無
名
翁
随
筆
』
（
天
保
四
年(

一
八
三
三)

成
立
）
の
一
節
を
挙
げ
る
（

註

７

）

。 

 

狩
野
探
山
の
門
に
入
て
業
を
受

探

山

付

鶴

澤

氏

探

幽

門

人

大

坂

ノ

人

ナ

リ

後
一
家
の
畫
法
を
以
て
世
に
雷
鳴
す
。
狩
野
流
の
骨
法
を
不
レ

失
刻
板
の
畫
に
妙
を
得
た
り
。（
略
）

書
画
と
も
に
善
す
文
学
博
識
の
秀
才
也
。
故
に
世
の
畫
師
の
為
に
廣
く
画
法
を
伝
え
粉
本
に
と
も
し
か
ら
ざ
る
為
に
せ
ん
と
て
、
勢
力
を
費

し
図
を
巧
傍
に
其
意
を
誌
し
て
是
を
版
刻
せ
し
む
。（
略
）
尋
常
の
浮
世
絵
師
に
列
す
る
人
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
版
刻
の
絵
に
名
を
得
た

れ
ば
、
姑
く
爰
に
挙
て
画
者
の
釈
尊
と
も
云
べ
き
神
伝
の
開
手
な
る
べ
し
。 

  

狩
野
探
山
と
は
、
鶴
澤
派
の
祖
と
し
て
知
ら
れ
る
鶴
澤
探
山
を
指
し
、
江
戸
で
狩
野
探
幽
に
学
び
、
後
に
京
へ
活
動
拠
点
を
移
し
た
人
物
で

あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
記
述
は
、
守
国
が
近
世
狩
野
派
の
基
盤
を
築
い
た
探
幽
の
孫
弟
子
に
相
当
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
英
泉
が
「
尋
常
の

浮
世
絵
師
に
列
す
る
人
に
あ
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
点
も
、
守
国
が
浮
世
絵
師
と
並
列
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 
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こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
守
国
は
、
狩
野
派
に
学
び
、
狩
野
派
の
筆
致
を
も
っ
て
板
本
を
制
作
し
、
浮
世
絵
師
ら
に
影
響
を
与
え
た
人
物
で
あ
っ

た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
は
、
狩
野
派
の
教
育
を
受
け
た
者
に
限
ら
れ
て
い
た
知
識
が
、
守
国
の
絵
手
本
を
通
し
て
庶
民
層
へ
と

伝
達
さ
れ
る
と
い
う
、
近
世
中
期
に
特
徴
的
な
知
識
伝
播
の
構
造
が
読
み
取
れ
る
（

註

８

）

。 

 

知
識
伝
達
を
担
っ
た
守
国
作
品
は
、
近
世
中
期
の
知
識
伝
播
の
具
体
層
を
知
る
た
め
に
多
様
な
面
か
ら
問
わ
れ
る
べ
き
だ
が
、
本
章
で
問
題

と
し
た
い
の
は
、
守
国
が
い
か
な
る
画
題
に
対
す
る
知
識
を
持
ち
、
そ
の
知
識
を
ど
の
様
な
形
で
板
本
で
の
表
現
と
し
た
の
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
本
章
で
は
特
に
、
作
品
が
板
本
で
制
作
さ
れ
た
こ
と
に
着
目
し
、
守
国
が
和
漢
の
画
題
を
ど
の
よ
う
に
描
き
分
け
て
い
る
か
を
、
レ
イ
ア

ウ
ト
の
分
析
を
軸
に
考
察
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
守
国
特
有
の
意
識
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 二

、
守
国
作
品
の
特
徴 

 

守
国
作
品
に
は
、
和
漢
の
故
事
に
由
来
す
る
画
題
や
、
花
鳥
画
等
を
絵
と
文
章
に
よ
っ
て
解
説
す
る
体
裁
を
取
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
狩

野
一
渓
が
編
ん
だ
狩
野
派
の
画
題
集
で
あ
る
『
後
素
集
』
や
、
先
行
す
る
絵
手
本
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
長
谷
川
等
雲
画
『
絵
本
宝
鑑
』(

元
禄
元

年(

一
六
八
八)

刊)

等
と
比
較
し
、
和
画
題
が
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
点
が
指
摘
さ
れ
る
（

註

９

）

。
以
下
に
、
そ
れ
ら
守
国
が
関
わ
っ
た
作
品

を
掲
げ
て
お
く
。 

  

正
徳
四 

年(

一
七
一
四)

刊 

『
絵
本
故
事
談
』 

 
 

橘
守
国
画 

 

享
保
四 

年(

一
七
一
九)

刊 

『
唐
土
訓
蒙
図
彙
』 

 

橘
守
国
画 

享
保
五 

年(

一
七
二
〇)

刊 

『
絵
本
写
宝
袋
』 

 
 

橘
守
国
画
作 
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享
保
十
二
年(

一
七
二
七)

刊 

『
畫
典
通
考
』 

 
 

 

橘
守
国
画 

 
享
保
十
二
年(

一
七
二
七)

刊 

『
絵
本
衣
服
雛
形
模
様
』
部
分
的
に
橘
守
国
画
の
図
が
認
め
ら
れ
る 

享
保
十
四
年(

一
七
二
九)

刊 

『
絵
本
通
宝
志
』 

 
 

橘
守
国
画
作 

 

享
保
二
十
年(

一
七
三
五)

刊 

『
謡
曲
画
誌
』 

 
 

 

橘
守
国
画 

 

享
保
二
十
年(
一
七
三
五)

刊 

『
扶
桑
画
譜
』 

 
 

 

橘
守
国
画 

元
文
五 

年(

一
七
四
〇)

刊 

『
画
本
鶯
宿
梅
』 

 
 

橘
守
国
画
作 

 

延
享
二 

年(

一
七
四
五)
刊 

『
絵
本
直
指
宝
』 
 

 

橘
守
国
画
作 

 

延
享
四 

年(

一
七
四
七)

刊 
『
蛙
嚢
抄
』 
 

 
 

 

部
分
的
に
橘
守
国
画
の
図
が
認
め
ら
れ
る 

寛
延
二 

年(

一
七
四
九)

刊 

『
運
筆
麁
画
』 

 
 

 

橘
守
国
画
作 

寛
延
二 

年(

一
七
四
九)

刊 

『
有
馬
勝
景
図
』 

 
 

橘
守
国
画 

寛
延
三 

年(

一
七
五
〇)

刊 

『
投
入
岸
之
波
』 

 
 

部
分
的
に
橘
守
国
画
の
図
が
認
め
ら
れ
る 

宝
暦
八 

年(

一
七
五
八)

刊 

『
攅
花
雑
録
』 

 
 

 

部
分
的
に
橘
守
国
画
の
図
が
認
め
ら
れ
る 

安
永
七 

年(

一
七
七
八)

刊 

『
絵
本
和
歌
の
種
』 

 
部
分
的
に
橘
守
国
画
の
図
が
認
め
ら
れ
る 

天
明
二 

年(

一
七
八
二)

刊 

『
本
朝
画
苑
』 

 
 

 

橘
守
国
画 

 

こ
れ
ら
守
国
が
関
わ
っ
た
板
本
の
中
、
『
絵
本
写
宝
袋
』
（
以
下
『
写
宝
袋
』
）
、
『
絵
本
通
宝
志
』
（
以
下
『
通
宝
志
』
）
、
『
絵
本
鶯
宿
梅
』
（
以

下
『
鶯
宿
梅
』
）
、『
絵
本
直
指
宝
』（
以
下
『
直
指
宝
』
）
は
、
絵
と
文
章
の
両
方
を
守
国
が
担
当
す
る
守
国
画
作
の
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
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品
群
を
「
守
国
自
ら
の
編
纂
に
よ
る
も
の
で
、
守
国
の
意
図
が
最
も
反
映
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
日
野
原
健
司
氏
の
指
摘
に
拠
り
（

註

1 0

）

、
本
章
で
も
、
こ
の
作
品
群
を
以
降
の
中
心
的
な
分
析
対
象
と
す
る
。
ま
ず
は
、
レ
イ
ア
ウ
ト
の
分
析
に
入
る
前
に
、
こ
れ
ら
守
国
画
作
の

作
品
に
お
け
る
特
徴
を
、
序
文
に
お
け
る
主
張
、
作
品
構
成
の
二
つ
の
面
か
ら
考
察
し
た
い
。 

守
国
作
品
の
多
く
が
粉
本
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
先
に
述
べ
た
が
、
作
品
中
に
そ
の
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
の
は
、『
写
宝
袋
』
が
初
で
あ

り
、
そ
の
自
序
に
は
以
下
の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

鄒
国
公

ノ

曰
。
離
婁
之
明
公
輸
子
之
巧

ミ

不
レ

ハ

レ

以
テ

セ

二

規
矩

ヲ

不
レ

能
ハ

レ

成
ス

方
員

ヲ

一

、
画
工
教

ル

レ

人
ニ

亦
類

ス

レ

是
ニ

。
不

レ

ハ

レ

以
二

画
本

ヲ

一

不
レ

得
レ

成
ス

ヲ

二

形
状

ヲ

一

。
画
本
者
規
矩
也
。 

（
略
） 

画
本
者
形

ノ

之
規
矩
。
以

テ

二

形
之
規
矩

ヲ

一

入
ル

二

心
ノ

之
規
矩

ニ

一

。
所
レ

謂
盡

ス

二

神
妙

ヲ

一

者
也
。 

（
略
） 

若
シ

措
テ

二

規
矩

ヲ

一

而
探

リ

レ

妙
ヲ

測
ル

レ

神
ヲ

者
。
雖

モ

二

一
生
盡

ス

ト

一

レ

心
ヲ

吾
未

タ

レ

見
レ

得
ヲ

二

其
神
妙

ヲ

一

也
。

観
ル

二

此
本

ヲ

一

者
、
庶
幾

ク゚

ハ

思
へ

レ

諸
ヲ

、
旹
維
享
保
五
歳
次

ル

二

庚
子

ニ

一

三
月
吉
日
、
橘
氏
有
税
子
採
二

毫
ヲ

於
浪
花
後
素
軒

ニ

一 

 

作
画
に
は
、
「
規
矩
」
と
な
る
「
画
本
」
を
用
い
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
理
に
沿
っ
て
『
写
宝
袋
』
を
編
ん
だ
と
い
う
。
同
様
の
内
容
は
『
通

宝
志
』
等
の
序
文
に
も
引
き
継
が
れ
る
。 

 

覧
ル

者
味

ツ

テ

下

孔
聖
告

ル

二

子
夏

ニ

一

之
言

ヲ

上

。
親

ク

知
ラ

ハ

下

禮
ハ

必
以

テ

二

忠
信

ヲ

一

為
シ

レ

質
ト

。
絵
事

ハ

必
ス

以
テ

二

粉
素

ヲ

一

為
ル

ヿ

ヲ

上

先
ト

。
余

カ

片
ノ

之
編
。
不
レ

可
ラ

レ

謂
レ

無
シ

ト

レ

補
ヒ

二

。
于
聖
人

ノ

之
教

ヘ

。
画
家

ノ

之
筆

ニ

因
テ

自
ラ

書
ス

二

之
レ

ヲ

巻
首

ニ

一

。 
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こ
の
よ
う
な
、
作
画
の
際
は
模
写
を
基
本
と
す
べ
き
と
す
る
画
論
は
粉
本
主
義
と
呼
ば
れ
、
多
く
の
流
派
内
で
言
及
さ
れ
る
が
、
守
国
の
師

承
関
係
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
主
張
に
は
狩
野
派
に
お
け
る
絵
師
教
育
が
影
響
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
同
じ
く
狩
野
派
絵
師
で

あ
る
林
守
篤
の
画
論
を
記
し
た
『
画
筌
』(

正
徳
二
年(

一
七
一
二)

成
立)

巻
一
に
は
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
（

註

1 1

）

。 

  

或
人
問
て
曰
、
絵
を
書
に
毎
事
に
粉
本
を
用
て
書
も
の
あ
り
、
又
用
ひ
ず
し
て
描
も
の
有
、
此
是
非
い
か
ん
、
守
義
答
て
曰
、
画
本
を
用
ず

し
て
、
毎
事
に
我
意
に
任
て
描
も
の
は
、
下
手
の
不
敏
者
な
り 

  

「
画
本
」
を
用
い
て
作
画
す
べ
き
と
述
べ
る
一
節
は
、
狩
野
派
の
絵
師
教
育
が
粉
本
主
義
を
基
本
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
守
国
も
同
様

の
教
育
を
受
け
た
と
推
測
さ
れ
る
。『
鶯
宿
梅
』
、『
直
指
宝
』
に
も
同
様
に
粉
本
主
義
的
画
論
が
展
開
さ
れ
、
一
方
で
『
写
宝
袋
』
に
先
行
す
る

『
絵
本
故
事
談
』
、
『
唐
土
訓
蒙
図
彙
』
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。 

 

前
掲
の
仲
田
勝
之
助
『
絵
本
の
研
究
』
、
ま
た
鈴
木
淳
氏
の
論
考
は
、
「
絵
本
」
の
語
に
、
粉
本
と
し
て
の
意
味
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
（

註

1 2

）

、
守
国
画
作
の
作
品
は
、
序
文
に
よ
り
、
よ
り
強
く
絵
師
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

次
に
、
守
国
画
作
の
作
品
的
特
徴
を
、
作
品
構
成
の
面
か
ら
も
捉
え
た
い
。
比
較
の
た
め
、
ま
ず
は
守
国
画
・
山
本
序
周
作
の
『
絵
本
故
事

談
』
巻
一
の
目
次
を
載
せ
る
（

註

1 3

）

。 

  

松
嶋
の
景 

天
橋
立
の
景 

厳
島
の
景 

西
湖
十
景 

神
農 

閔
王
宿
瘤 
張
叔
高 

熊
救
人 

匂
践 

 

甘
蝿 

兎
走
波
上 

祖
逖 

神
功
皇
后 

養
老
滝 

道
臣
命 

都
良
香 

虎
渡
河
水 

猿
猴 
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随
蝶
所
幸 

扁
鵲 

蘧
伯
玉 

李
白 

王
逸
少 

左
慈 

鳥
羽
文
字 

取
椋
童
子 

  

『
絵
本
故
事
談
』
巻
一
は
和
漢
の
故
事
に
由
来
す
る
画
題
を
取
り
上
げ
、
以
上
の
様
に
配
列
す
る
。
傍
線
で
示
し
た
も
の
は
漢
画
題
で
あ
り
、

そ
の
他
は
和
画
題
を
示
す
。
一
方
で
、
次
に
示
す
の
は
『
写
宝
袋
』
の
巻
ご
と
の
構
成
で
あ
る
。 

 

巻
一
：
和
歌
三
神
、
『
源
氏
物
語
』
か
ら
「
明
石
」
「
朧
月
夜
」
「
浮
舟
」
等
、
『
伊
勢
物
語
』
か
ら
「
藤
原
良
房
」
「
業
平
東
下
り
」
等
の
画
題
を

紹
介
す
る
。 

巻
二
：
『
日
本
書
紀
』
等
に
見
る
神
功
皇
后
等
の
神
話
、
『
前
太
平
記
』
を
典
拠
と
し
た
と
推
測
さ
れ
る
源
満
仲
、
頼
光
等
の
武
勇
譚
を
取
り
上

げ
る
。 

巻
三
：
巻
二
に
続
き
、
『
平
家
物
語
』
等
の
軍
記
を
典
拠
と
し
た
と
推
測
さ
れ
る
義
家
や
義
経
等
の
武
勇
譚
を
取
り
上
げ
る
。 

巻
四
：
『
史
記
』
に
由
来
す
る
と
推
測
さ
れ
る
伏
義
、
女
媧
等
の
神
話
に
始
ま
り
尭
帝
や
禹
王
、
文
王
と
太
公
望
な
ど
の
画
題
を
取
り
上
げ
る
。 

巻
五
：
巻
四
に
続
き
、
太
公
望
と
武
王
、
幽
王
な
ど
を
取
り
上
げ
、
幼
少
期
の
孔
子
に
関
す
る
画
題
等
を
紹
介
す
る
。 

巻
六
：
晏
嬰
の
故
事
を
伝
え
、
再
び
孔
子
、
藺
相
如
等
を
取
り
上
げ
る
。 

巻
七
：
張
良
、
劉
備
等
の
武
勇
譚
を
取
り
上
げ
、
「
仙
人
の
部
」
と
し
て
別
項
で
仙
人
を
紹
介
す
る
。 

巻
八
・
九
：
花
鳥
獣
画
を
取
り
上
げ
る 

  

先
に
見
た
『
絵
本
故
事
談
』
に
比
べ
、『
写
宝
袋
』
は
和
漢
の
画
題
を
巻
ご
と
に
分
類
し
て
掲
載
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
か
ら
は
守
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国
に
よ
る
和
漢
の
画
題
分
類
意
識
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
『
通
宝
志
』
以
降
の
守
国
画
作
作
品
に
も
こ
の
特
徴
は
引
き
継
が
れ
る
。 

 
こ
の
よ
う
な
分
類
意
識
か
ら
、
守
国
画
作
作
品
の
注
釈
的
態
度
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
種
の
性
格
は
、
記
述
の
面
か
ら
も
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
、
既
に
い
く
つ
か
の
指
摘
が
あ
る
。
例
え
ば
、
山
下
則
子
氏
が
指
摘
す
る
『
写
宝
袋
』
巻
九
「
麝
香
」
に
は
以
下
の
よ
う
な
記

述
が
載
る
（

註

1 4

）

。 

  

形
麞
に
似
て
小
な
り
。
色
赤
黒
し
。
㺜
犬
を
畫
て
麝
香
猫
と
し
、
霊
猫
を
畫
て
麝
香
な
り
と
す
。
射
は
格
別
の
者
な
り
。
故
に
図
す 

  

「
麝
香
」
は
「
麞
に
似
て
小
」
な
る
獣
で
あ
り
霊
猫
で
は
な
い
と
、
訂
正
す
る
。
和
漢
の
画
題
分
類
や
こ
の
様
な
訂
正
は
共
に
、
画
題
を
正

し
く
伝
え
よ
う
と
す
る
意
識
の
表
れ
で
あ
り
、
守
国
が
板
本
に
よ
る
絵
師
教
育
を
行
お
う
と
し
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
内
容
か
ら
、
守
国
画
作
の
作
品
に
共
通
す
る
特
徴
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
守
国
画
作
の
作
品
は
、
①
読
者
と
し
て
絵
師

を
想
定
し
、
粉
本
主
義
的
発
想
か
ら
編
ま
れ
、
②
注
釈
的
態
度
に
基
づ
い
た
分
類
や
注
釈
を
行
っ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
性
格
は
、
構
成
面
や
注
釈
的
記
述
と
い
っ
た
特
徴
の
み
に
現
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
以
下
、
板
本
の
レ
イ
ア
ウ
ト
に
着
目

し
た
守
国
作
品
の
分
析
を
行
う
。 

 

三
、
『
絵
本
写
宝
袋
』
を
中
心
と
し
た
板
本
レ
イ
ア
ウ
ト 

 

本
章
は
、
守
国
が
関
わ
る
作
品
内
の
記
事
に
対
し
、

ⅰ

〈
絵
と
文
章
の
配
置
の
関
係
〉

ⅱ

〈
絵
と
文
章
を
隔
て
る
枠
の
形
式
〉
の
二
点
に

着
目
し
、
レ
イ
ア
ウ
ト
の
要
素
を
分
類
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
分
類
と
画
題
内
容
に
基
づ
く
和
漢
の
分
類
を
比
較
し
、
相
関
関
係
を
導
き
出
し
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て
い
る
。
こ
の
分
析
は
、
守
国
画
作
と
な
る
四
作
品
を
中
心
と
し
、
そ
の
結
果
を
基
準
と
し
て
、
他
の
守
国
作
品
及
び
、
近
世
中
後
期
を
中
心

と
し
た
他
画
工
に
よ
る
作
品
と
の
比
較
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
本
章
で
は
、
守
国
画
作
絵
本
の
中
か
ら
、
最
も
早
い
成
立
で
あ
る
『
写
宝

袋
』
の
分
析
を
中
心
に
進
め
、
そ
の
結
果
を
活
用
し
て
後
続
す
る
守
国
絵
本
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
う
。 

結
論
か
ら
述
べ
れ
ば
、『
写
宝
袋
』
の
レ
イ
ア
ウ
ト
の
要
素
は
大
ま
か
に
七
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
記
事
は
、
こ
の
七

つ
の
中
か
ら
複
数
の
要
素
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
作
ら
れ
て
い
る
。 

ま
ず
は
、

ⅰ

〈
絵
と
文
章
の
配
置
の
関
係
〉
か
ら
触
れ
て
い
き
た
い
。
こ
の
分
類
で
は
、
『
写
宝
袋
』
の
中
、
絵
と
文
章
が
そ
れ
ぞ
れ
紙
面

上
の
ど
こ
に
位
置
す
る
か
と
い
う
点
に
絞
り
分
類
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
分
類
の
結
果
が
以
下
の
三
分
類
で
あ
る
。 

Ａ
：
上
部
に
絵
を
載
せ
、
下
部
に
文
章
を
載
せ
る
場
合
（
以
下
、
上
図
下
文
形
式
） 

Ｂ
：
上
部
に
文
章
を
載
せ
、
下
部
に
絵
を
載
せ
る
場
合
（
以
下
、
上
文
下
図
形
式
） 

Ｃ
：
紙
面
を
左
右
に
分
割
し
、
絵
と
文
章
を
載
せ
る
場
合
（
以
下
、
左
右
分
割
形
式
） 

 

次
に

ⅱ

〈
絵
と
文
章
を
隔
て
る
枠
の
形
式
〉
に
よ
る
分
類
を
行
っ
た
結
果
が
以
下
の
二
分
類
で
あ
る
。 

Ｄ
：
絵
と
文
章
を
雲
形
、
霞
形
の
枠
に
よ
っ
て
分
割
す
る
場
合
（
以
下
、
雲
型
郭
線
） 

Ｅ
：
絵
と
文
章
を
四
角
形
の
枠
に
よ
っ
て
分
割
す
る
場
合
（
以
下
、
四
角
郭
線
） 

 

ま
た
、
こ
れ
ら
の
分
類
に
含
ま
れ
な
い
分
類
と
し
て
、
以
下
の
二
つ
を
挙
げ
る
。 

Ｆ
：
見
開
き
の
半
分
を
絵
、
半
分
を
文
章
に
充
て
る
場
合
（
以
下
、
片
面
挿
絵
） 

Ｇ
：
見
開
き
全
て
を
絵
に
充
て
、
前
後
の
頁
に
文
章
を
置
く
場
合
（
以
下
、
見
開
き
挿
絵
） 

 

『
写
宝
袋
』
で
は
、
こ
れ
ら
Ａ
～
Ｇ
ま
で
の
七
分
類
が
可
能
で
あ
り
、
記
事
は
こ
れ
ら
の
分
類
か
ら
単
数
、
あ
る
い
は
複
数
の
分
類
を
組
み
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合
わ
せ
て
作
ら
れ
る
。
上
下
の
関
係
が
明
確
で
な
い
左
右
分
割
形
式
（
Ｃ
）
に
つ
い
て
は
今
後
検
討
す
る
も
の
と
し
、
以
下
残
る
六
つ
の
分
類

に
つ
い
て
見
て
い
く
。 

図
１
～
図
５
に
示
し
た
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
の
例
と
な
る
。
図
１
に
示
し
た
の
は
「
朧
月
夜
」
と
題
さ
れ
た
源
氏
絵
で
、
詞
章
に
よ

れ
ば
花
の
宴
に
際
し
、
源
氏
が
朧
月
夜
と
密
会
す
る
場
面
を
描
い
て
い
る
。
絵
と
文
章
は
上
下
に
分
割
さ
れ
、
上
文
下
図
形
式
（
Ｂ
）
を
と
っ

て
お
り
、
文
章
が
雲
で
囲
わ
れ
る
雲
形
郭
線
（
Ｄ
）
が
用
い
ら
れ
る
。 

図
２
は
重
耳
（
文
公
）
に
関
す
る
故
事
を
描
い
た
漢
画
題
で
あ
り
、
上
図
下
文
形
式
（
Ａ
）
、
四
角
形
郭
線
（
Ｅ
）
を
組
み
合
わ
せ
た
レ
イ
ア

ウ
ト
を
用
い
る
。
晋
か
ら
亡
命
し
た
後
、
斉
か
ら
出
国
す
る
意
思
を
持
た
な
い
重
耳
を
、
妻
の
姜
氏
と
家
臣
の
共
謀
に
よ
っ
て
連
れ
出
す
と
い

う
故
事
を
描
く
。
図
で
は
、
右
手
に
向
け
眠
る
重
耳
を
乗
せ
た
車
が
進
み
、
左
手
に
は
そ
れ
を
見
送
る
妻
の
姜
氏
が
描
か
れ
て
い
る
。 

図
３
は
「
舜
命
禹
治
洪
水
事
」
と
題
さ
れ
た
記
事
で
、
枠
の
大
き
さ
が
異
な
る
も
の
の
、
図
２
と
同
様
に
上
図
下
文
形
式
（
Ａ
）
、
四
角
形
郭

線
（
Ｅ
）
を
用
い
て
い
る
。
図
は
、
眠
る
禹
の
前
に
書
を
持
っ
た
男
子
が
立
つ
と
い
う
図
で
あ
る
。
舜
帝
が
洪
水
の
解
決
を
禹
に
命
じ
た
と
こ

ろ
、
禹
は
夢
で
天
の
使
者
を
名
乗
る
男
子
か
ら
書
を
受
け
取
る
。
目
覚
め
た
禹
の
も
と
に
は
受
け
取
っ
た
書
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
記
述
を

も
と
に
治
水
を
行
う
が
、
支
巫
祁

し

ふ

き

と
い
う
怪
物
に
悩
ま
さ
れ
る
。
す
る
と
再
度
夢
告
を
受
け
対
策
が
可
能
と
な
り
、
治
水
を
完
了
し
た
と
い
う
。 

図
４
は
「
佩
楯
始
」
と
題
さ
れ
神
功
皇
后
を
描
く
画
題
を
紹
介
す
る
も
の
で
、
片
面
挿
絵
（
Ｆ
）
を
用
い
て
い
る
。
三
韓
征
伐
の
際
、
神
功

皇
后
は
懐
妊
し
て
い
た
た
め
に
鎧
に
隙
間
が
で
き
て
い
た
。
そ
れ
を
危
う
く
思
っ
た
武
内
大
臣
が
草
摺
を
切
り
、
隙
間
を
埋
め
た
こ
と
が
佩
楯

の
起
こ
り
だ
と
紹
介
さ
れ
る
。 

図
５
は
見
開
き
挿
絵
と
な
り
、
前
後
の
丁
に
文
章
が
載
る
。
遠
達
と
独
狐
陣
と
い
う
二
人
の
盗
賊
を
、
孫
臏
が
術
を
以
て
退
け
た
故
事
に
由

来
し
、
図
は
樹
木
が
人
の
形
と
な
り
盗
賊
を
攻
撃
す
る
様
子
を
描
い
て
い
る
。 
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図 ５         

上 図 １ ~５ 『 絵 本 写 宝 袋 』 

図 ４         図 ３         

図 ２         図 １         
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さ
て
、
こ
れ
ら
の
よ
う
に
他
の
記
事
を
含
め
レ
イ
ア
ウ
ト
の
要
素
を
分
類
し
集
計
し
た
と
こ
ろ
、
表
１
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
た
。
ま
た
、

こ
の
表
か
ら
判
明
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
分
類
に
見
ら
れ
る
傾
向
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

①
上
図
下
文
形
式
（
Ａ
）
は
多
く
扱
わ
れ
な
い
が
、
比
較
的
漢
画
題
に
多
い
。
（
全
七
図 

和
画
題
一
図 

漢
画
題
六
図
） 

②
上
文
下
図
形
式
（
Ｂ
）
は
、
１
つ
の
例
外
を
除
き
、
和
画
題
に
用
い
ら
れ
る
。
（
全
三
十
五
図 

和
画
題
三
十
四
図 

漢
画
題
一
図
） 

③
雲
形
郭
線
（
Ｄ
）
は
、
１
つ
の
例
外
を
除
き
全
て
和
画
題
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
（
全
三
十
四
図 

和
画
題
三
十
三
図 

漢
画
題
一
図
） 

④
四
角
形
郭
線
（
Ｅ
）
は
、
全
て
漢
画
題
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
（
全
十
一
図 

和
画
題
な
し 

漢
画
題
十
一
図
） 

⑤
片
面
挿
絵
（
Ｆ
）
・
見
開
き
挿
絵
（
Ｇ
）
は
ど
ち
ら
に
も
用
い
ら
れ
る
が
漢
画
題
に
多
い
。 

（
全
四
十
四
図 

和
画
題
十
図 

漢
画
題
三
十
四
図
） 

  

こ
の
集
計
結
果
は
、『
写
宝
袋
』
に
使
用
さ
れ
た
要
素
の
分
類
が
、
和
漢
の
画
題
分
類
と
明
確
な
相
関
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
和
画
題
に
対
し
て
は
、
上
文
下
図
形
式
（
Ｂ
）
、
雲
形
郭
線
（
Ｄ
）
を
用
い
、
漢
画
題
に
対
し
て
は
上
図
下
文
形
式
（
Ａ
）
、

四
角
形
郭
線
（
Ｅ
）
を
用
い
る
傾
向
が
強
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
片
面
挿
絵
（
Ｆ
）
、
見
開
き
挿
絵
（
Ｇ
）
が
漢
画
題
に
偏
っ
て
い
る

こ
と
は
、
板
本
の
形
自
体
を
四
角
形
の
枠
と
捉
え
て
い
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。 

 

和
漢
の
故
事
に
由
来
す
る
画
題
全
九
十
六
図
中
、
例
外
と
な
る
の
は
僅
か
二
例
に
留
ま
る
こ
と
か
ら
（

註

1 5

）

、
守
国
が
『
写
宝
袋
』
の
制
作
に

お
い
て
板
本
の
レ
イ
ア
ウ
ト
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
『
通
宝
志
』
以
後
の
守
国
画
作
作
品
に
も
共
通
す

る
。 



161 

 

 

 
画題

数  

故事

題材  
和画題  漢画題  

上下関係  枠型  

上文

下図  

上図

下文  

雲形

郭線  

四角

郭線  

片面・

見開き  

巻１  67  18  18  0  13  1  15  0  0  

巻２  83  13  13  0  5  0  6  0  5  

巻３  23  23  23  0  16  0  12  0  5  

巻４  23  13  0  13  1  3  1  6  6  

巻５  19  18  0  18  0  2  0  4  12  

巻６  14  11  0  11  0  1  0  1  10  

巻７  18  6  0  6  0  0  0  0  6  

巻８  28  0  0  0  0  0  0  0  0  

巻９上  18  0  0  0  0  0  0  0  0  

巻９下  19  0  0  0  0  0  0  0  0  

合計  312 96  54  48  35  7  34  11  44  

 

表 １ ：『 絵 本 写 宝 袋 』 に お け る レ イ ア ウ ト の 集 計  

 

 

 
故事

題材  
和画題  漢画題  

上下関係  枠型  

上文

下図  

上図

下文  

雲形

郭線  

四角

分割  

片面・

見開き  

巻１  24  5  19  1  17  0  19  3  

巻２  28  4  24  2  18  0  23  5  

巻３  31  5  26  3  20  0  26  5  

巻４  31  5  26  0  28  0  28  2  

巻５  36  36  0  0  18  0  28  8  

巻６  31  8  23  4  20  0  25  6  

巻７  31  13  18  0  21  0  26  5  

巻８  22  8  14  2  14  0  18  5  

合計  234 84  150 10  156 0  193 39  

 

表 ２ ：『 絵 本 故 事 談 』 に お け る レ イ ア ウ ト の 集 計  

 

一
方
で
、
作
者
を
異
に
す
る
、
守
国
が
挿
絵
の
み
を
担
当
し
た
作
品
に
は
、
二
作
品
を
除
き
こ
の
傾
向
は
確
認
で
き
な
い
。
例
え
ば
表
２
に

示
し
た
の
は
『
絵
本
故
事
談
』
の
和
漢
画
題
に
お
け
る
図
の
位
置
や
枠
型
の
集
計
結
果
だ
が
、
こ
こ
か
ら
和
漢
の
画
題
と
使
用
さ
れ
る
レ
イ
ア

ウ
ト
と
の
間
に
相
関
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。 

              



162 

 

 

 

守
国
作
品
の
中
で
例
外
と
な
る
二
作
品
が
、
守
国
画
・
内
藤
道
有
作
『
扶
桑
画
譜
』(

享
保
二
十(

一
七
三
五)

年
刊)

と
、
そ
の
続
編
で
あ
る

『
本
朝
画
苑
』(

天
明
二(

一
七
八
二)

年
刊)

で
あ
る
。 

『
扶
桑
画
譜
』
の
集
計
結
果
が
表
３
で
あ
り
、『
写
宝
袋
』
と
は
異
な
る
傾
向
を
示
す
も
の
の
、
和
漢
の
画
題
と
使
用
す
る
レ
イ
ア
ウ
ト
の
要

素
と
の
間
に
明
確
な
相
関
関
係
が
認
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
和
画
題
に
は
上
文
下
図
（
Ｂ
）
、
雲
形
郭
線
（
Ｄ
）
を
用
い
（
図
６
）
、
漢
画
題

に
は
見
開
き
挿
絵
（
Ｇ
）
を
用
い
る
傾
向
に
あ
る
（
図
７
）
。
全
八
十
六
の
画
題
中
、
例
外
は
三
つ
に
留
ま
っ
た
。
続
編
と
な
る
『
本
朝
画
苑
』

に
関
し
て
も
同
傾
向
に
あ
り
、
全
九
十
八
図
中
、
例
外
は
一
例
の
み
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
結
果
か
ら
、
『
扶
桑
画
譜
』
『
本
朝
画
苑
』
に
守
国
画
作
の
作
品
と
類
似
し
た
特
徴
が
見
い
だ
せ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ら
二
作
品
に
お
け

る
レ
イ
ア
ウ
ト
の
要
素
を
使
い
分
け
る
こ
と
に
よ
る
和
漢
分
類
と
い
う
発
想
は
、
守
国
の
意
向
を
尊
重
し
て
制
作
し
た
結
果
で
あ
る
と
推
測
で

き
る
。
と
い
う
の
も
、
『
扶
桑
画
譜
』
の
序
文
に
は
、
以
下
の
様
に
あ
る
た
め
だ
（

註

1 6

）

。 

  

但
画
家
は
流
画
図
に
望
み
佳
趣
勝
景
の
粉
本
乏
く
、
海
を
渡
り
山
を
越
る
の
憂
な
き
に
あ
ら
ず
。
此
に
浪
華
橘
氏
有
税
子
は
平
日
呉
道
子
が

芸
を
楽
み
、
旦
夕
画
に
筆
を
止
め
ず
、
気
韻
生
動
、
天
成
に
出
能
品
神
に
入
。
先
に
数
品
の
画
書
を
図
し
て
、
梨
棗
に
登
し
て
人
口
に
膾
炙

す
。（
略
）
閑
逸
清
雅
の
高
眼
を
愉
ば
し
め
、
亦
幼
童
詩
歌
を
学
ぶ
の
一
助
と
も
な
し
、
且
畫
家
の
小
補
に
も
な
れ
か
し
と
、
再
三
橘
氏
に
請

て
不
已
。
終
に
巻
を
積
て
扶
桑
畫
譜
と
号
す
。 

  

制
作
理
由
と
し
て
「
幼
童
詩
歌
を
学
ぶ
一
助
」
と
な
る
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
序
文
の
大
半
は
守
国
の
紹
介
や
賞
賛
を
含

め
た
絵
画
に
関
す
る
話
題
に
偏
っ
て
い
る
。
「
畫
家
の
小
補
に
も
な
れ
か
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
『
写
宝
袋
』
等
と
同
様
に
絵
師
を
読
者
と
し
て 
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図 ６：『 扶 桑 画 譜 』巻 １  

 画題

数  
和画題  漢画題  

上下関係  枠型  

上文

下図  

上図

下文  

雲形

郭線  

四角

郭線  

片面・

見開き  

巻１  18  13  5  13  0  13  0  5  

巻２  20  15  5  15  0  15  0  5  

巻３  18  14  4  13  0  13  0  5  

巻４  15  12  3  10  0  10  0  5  

巻５  15  10  5  10  0  9  0  5  

合計  86  64  22  61  0  60  0  25  

表 ３ ：『 扶 桑 画 譜 』 に お け る レ イ ア ウ ト の 集 計  

図 7『 扶 桑 画 譜 』 巻 1 
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想
定
し
て
制
作
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。
守
国
の
紹
介
に
お
い
て
「
先
に
数
品
の
画
書
を
図
し
て
、
梨
棗
に
登
し
て
人
口
に
膾
炙
す
」
と

あ
る
の
は
、『
絵
本
故
事
談
』
を
は
じ
め
と
す
る
守
国
作
品
の
成
功
を
念
頭
に
置
い
た
記
述
だ
ろ
う
。
絵
師
向
け
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
す

れ
ば
、
特
に
守
国
画
作
の
『
写
宝
袋
』
や
『
通
宝
志
』
を
想
定
し
た
記
述
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
、『
扶
桑
画
譜
』
が
絵
を
重
視
し
、
守
国
の
意
向
が
尊
重
し
て
編
ま
れ
た
可
能
性
は
高
い
。
板
元
で
あ
る
植
村
藤
右
衛

門
（
京
都
）
自
身
、『
扶
桑
画
譜
』
の
後
に
守
国
画
作
『
鶯
宿
梅
』
を
刊
行
し
て
お
り
、
守
国
画
の
需
要
を
理
解
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

た
め
に
、
守
国
が
『
写
宝
袋
』
等
で
行
っ
た
和
漢
の
画
題
分
類
方
法
に
応
じ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
の
要
素
選
択
が
、
守
国
画
作
で
は
な
い
『
扶
桑
画

譜
』
『
本
朝
画
苑
』
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

こ
れ
ら
の
考
察
を
踏
ま
え
、
次
の
よ
う
に
守
国
作
品
の
特
徴
を
ま
と
め
る
。
守
国
が
関
わ
っ
た
作
品
の
中
、
守
国
画
作
の
作
品
を
含
め
、
守

国
の
意
向
が
強
く
尊
重
さ
れ
て
い
る
作
品
に
は
、
和
漢
そ
れ
ぞ
れ
の
画
題
に
合
わ
せ
て
使
用
す
る
レ
イ
ア
ウ
ト
の
要
素
を
選
択
す
る
と
い
う
分

類
意
識
が
見
出
せ
る
。 

 
 四

、
周
辺
作
品
と
の
比
較 

 

さ
て
、
こ
の
様
に
守
国
作
品
の
特
徴
を
見
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
特
徴
が
守
国
特
有
の
も
の
か
否
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。 

 

こ
の
疑
問
に
対
し
、
本
章
で
は
近
世
中
後
期
、
及
び
明
治
初
期
の
絵
手
本
・
画
譜
に
見
ら
れ
る
レ
イ
ア
ウ
ト
を
調
査
し
比
較
を
行
っ
た
。
比

較
対
象
と
し
た
作
品
は
、「
絵
本
」
、
「
画
譜
」
、「
絵
づ
く
し
」
、
「
画
苑
」
、「
画
説
」
、「
図
説
」
、「
図
会
」
等
の
語
を
書
名
に
含
む
も
の
を
中
心
に

選
定
し
、
序
文
等
か
ら
粉
本
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
想
定
さ
れ
た
と
判
断
で
き
る
も
の
を
二
百
三
十
点
取
り
上
げ
た
（

註

1 7

）

。 

 

先
に
結
果
を
述
べ
れ
ば
、
守
国
画
作
の
作
品
や
『
扶
桑
画
譜
』
等
に
見
ら
れ
た
、
和
漢
の
画
題
と
使
用
す
る
レ
イ
ア
ウ
ト
の
要
素
の
間
に
相
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関
関
係
が
あ
る
例
は
非
常
に
稀
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
管
見
の
限
り
一
例
の
み
を
確
認
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
今
い
く
つ
か
代
表
的
な
絵
手

本
・
画
譜
を
挙
げ
、
守
国
周
辺
の
絵
師
の
作
品
と
比
較
を
試
み
た
い
。 

 

守
国
以
前
の
絵
手
本
と
し
て
「
絵
づ
く
し
」
の
語
を
書
名
に
持
つ
菱
川
師
宣
の
作
品
群
が
挙
げ
ら
れ
る
。
佐
藤
悟
氏
は
こ
れ
ら
の
作
品
群
に

対
し
「
役
割
の
一
つ
が
絵
を
学
ぶ
た
め
の
絵
手
本
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（

註

1 8

）

。
図
８
は
一
例
と
な
る
『
大
和
絵
つ
く
し
』
（
延
宝
八
年

（
一
六
八
〇
）
刊
）
の
一
節
で
あ
る
。
本
書
は
和
画
題
を
集
め
た
も
の
で
、
全
て
の
挿
絵
が
上
文
下
図
形
式
（
Ｂ
）
か
つ
四
角
形
郭
線
（
Ｅ
）

を
用
い
て
お
り
、
守
国
の
使
用
し
た
レ
イ
ア
ウ
ト
の
要
素
と
は
一
致
し
な
い
。
ま
た
、
師
宣
は
『
異
形
仙
人
絵
づ
く
し
』（
元
禄
二
（
一
七
一
二
）

年
刊
）
の
中
で
、
漢
画
題
で
あ
る
中
国
の
仙
人
図
を
扱
っ
て
い
る
が
、『
大
和
絵
づ
く
し
』
と
同
様
、
上
文
下
図
形
式
（
Ｂ
）
、
四
角
形
郭
線
（
Ｅ
）

で
統
一
さ
れ
る
。
他
の
師
宣
作
品
に
関
し
て
も
同
様
の
レ
イ
ア
ウ
ト
の
要
素
を
採
用
す
る
例
が
多
く
、
画
題
の
分
類
意
識
に
よ
っ
て
レ
イ
ア
ウ

ト
の
要
素
が
選
択
さ
れ
た
例
は
確
認
で
き
な
い
。 

 

長
谷
川
等
雲
画
『
絵
本
宝
鑑
』（
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
年
序
）
は
漢
画
題
を
中
心
に
長
谷
川
派
の
画
題
を
扱
っ
た
も
の
で
、
和
画
題
は
巻

四
に
「
浪
速
八
景
」
や
「
佐
野
渡
」
等
四
つ
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
和
漢
の
別
に
関
わ
ら
ず
、
全
て
四
角
形
郭
線
（
Ｅ
）
を
用
い
、
上
文
下

図
形
式
（
Ｂ
）
や
左
右
分
割
形
式
（
Ｃ
）
を
多
く
用
い
る
（
図
９
）
。
画
文
が
上
下
に
分
割
さ
れ
る
場
合
、
全
て
に
上
文
下
図
形
式
（
Ｂ
）
が
利

用
さ
れ
る
点
は
、
先
行
す
る
師
宣
の
板
本
か
ら
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
。
守
国
に
見
ら
れ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
の
要
素
を
使
い
分
け
る
こ
と

に
よ
る
和
漢
の
画
題
分
類
意
識
は
確
認
で
き
な
い
。 
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図 ８ 『 大 和 絵 つ く し 』  図 ９ 『 絵 本 宝 鑑 』  

図 10『 絵 本 倭 比 事 』  図 11『 絵 本 倭 比 事 』  

図 12『 卜 翁 新 画 』  図 13『 卜 翁 新 画 』  



167 

 

 

 

図

10

に
挙
げ
た
の
は
西
川
祐
信
画
作
『
絵
本
倭
比
事
』
（
元
文
三
年(

一
七
三
八)

刊
）
で
あ
る
。
和
画
題
の
み
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
、
和

漢
の
画
題
と
の
相
関
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
図
は
上
図
下
文
形
式
（
Ａ
）
か
つ
四
角
形
郭
線
（
Ｅ
）
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ

は
守
国
が
漢
画
題
に
対
し
て
使
用
し
た
レ
イ
ア
ウ
ト
の
要
素
と
同
様
で
あ
る
。
一
方
で
図

11

の
よ
う
に
、
上
文
下
図
形
式
（
Ｂ
）
か
つ
四
角
形

郭
線
（
Ｅ
）
を
用
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
他
の
場
合
も
、
作
品
内
の
挿
絵
は
い
く
つ
か
の
例
外
を
除
き
四
角
形
郭
線
（
Ｅ
）
を
用
い
、
そ
の

位
置
が
固
定
さ
れ
て
い
な
い
。
同
じ
和
画
題
の
中
で
も
レ
イ
ア
ウ
ト
は
統
一
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
レ
イ
ア
ウ
ト
の
要
素
に
よ
る
分
類
意

識
は
稀
薄
で
あ
る
。 

 

次
に
大
岡
春
卜
画
『
卜
翁
新
画
』（
宝
暦
三
年(

一
七
五
三)

刊
）
を
挙
げ
る
。
大
岡
春
卜
は
守
国
と
同
時
代
に
大
坂
で
活
躍
し
た
狩
野
派
の
絵

師
で
あ
り
、
守
国
と
並
列
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
作
品
の
多
く
が
文
章
を
伴
わ
な
い
形
式
を
取
る
中
、『
卜
翁
新
画
』
は
数
少
な
い
画

題
解
説
を
伴
う
作
品
で
あ
り
、
春
卜
が
考
案
し
た
和
漢
故
事
に
由
来
す
る
図
が
描
か
れ
る
。
図

12

は
「
貴
船
」
を
描
い
た
和
画
題
で
あ
り
、
片

面
挿
絵
（
Ｆ
）
の
形
式
を
用
い
て
い
る
。
一
方
で
図

13

は
「
龏
明
之
」
を
描
い
た
漢
画
題
だ
が
、
図

12

と
同
様
に
片
面
挿
絵
を
用
い
る
。
作

中
に
雲
形
郭
線
の
よ
う
に
画
中
に
枠
を
設
け
る
挿
絵
は
な
く
、
和
漢
の
画
題
に
対
し
同
一
の
レ
イ
ア
ウ
ト
の
要
素
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

守
国
に
や
や
遅
れ
て
大
坂
で
活
躍
し
た
吉
村
周
山
も
ま
た
、
狩
野
派
に
学
び
板
本
作
品
を
多
く
残
し
た
絵
師
で
あ
る
。
図

14

は
『
和
漢
名
筆 

画
宝
』
（
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
刊
）
の
一
部
で
あ
り
、
見
開
き
挿
絵
（
Ｇ
）
の
形
式
を
用
い
て
い
る
。
書
名
が
記
す
通
り
、
和
漢
の
名
筆
を

模
写
し
、
絵
師
名
と
共
に
掲
載
す
る
画
譜
で
あ
り
、
文
章
に
よ
る
解
説
は
伴
っ
て
い
な
い
。
管
見
の
限
り
、
周
山
の
板
本
作
品
は
全
て
が
文
章

を
伴
わ
ず
、
和
画
題
、
漢
画
題
に
関
係
な
く
片
面
挿
絵
（
Ｆ
）
、
見
開
き
挿
絵
（
Ｇ
）
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
周
山
作
品
か
ら
も
レ
イ
ア

ウ
ト
の
要
素
に
よ
る
分
類
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 
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図 14『 和 漢 名 筆 画 宝 』  図 15『 絵 本 高 名 双 葉 草 』  

図 16『 和 朝 名 勝 画 図 』 図 17『 和 朝 名 勝 画 図 』 
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ま
た
、
多
く
の
板
本
制
作
に
関
わ
っ
た
月
岡
雪
鼎
は
、
狩
野
派
に
学
び
な
が
ら
浮
世
絵
を
描
き
、
同
じ
く
大
坂
で
活
躍
し
た
絵
師
で
あ
る
。

雪
鼎
画
作
『
絵
本
高
名
双
葉
草
』
（
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
刊
）
は
、
武
勇
譚
を
中
心
と
し
た
和
画
題
を
扱
う
作
品
で
あ
り
、
図

15

の
よ
う

に
全
て
の
絵
が
見
開
き
挿
絵
（
Ｇ
）
の
形
式
で
描
か
れ
て
い
る
。
統
一
さ
れ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
を
用
い
て
い
る
が
、
和
漢
の
画
題
分
類
意
識
の
有

無
は
確
認
で
き
な
い
。 

 

今
回
の
調
査
に
お
い
て
唯
一
の
例
外
で
あ
る
作
品
が
藤
井
漱
石
子
画
『
和
朝
名
勝
画
図
』（
享
保
十
七
年(

一
七
三
二)

刊
）
で
あ
る
。
和
漢
の

詩
文
と
共
に
名
勝
を
描
く
こ
の
作
品
に
は
、
和
漢
の
画
題
分
類
と
、
使
用
す
る
レ
イ
ア
ウ
ト
の
要
素
と
の
間
に
相
関
関
係
が
確
認
さ
れ
た
。
図

16

は
『
後
撰
集
』
所
収
の
和
歌
「
白
河
の
瀧
の
糸
見
ま
ほ
し
け
れ
ど
」
を
扱
っ
た
記
事
で
あ
り
、
図

17

は
何
橘
潭
作
の
漢
詩
「
過
垂
虹
」
を

絵
画
化
し
た
記
事
と
な
る
。
上
部
に
文
章
を
置
く
点
は
共
通
し
、
い
ず
れ
も
上
文
下
図
形
式
（
Ａ
）
を
採
用
し
、
雲
や
霞
を
利
用
す
る
雲
形
郭

線
（
Ｄ
）
を
用
い
て
い
る
。
問
題
と
な
る
の
は
雲
の
形
状
で
あ
り
、
和
画
題
に
対
し
て
は
不
定
形
な
雲
を
用
い
、
漢
画
題
に
は
、
直
線
的
な
雲

を
用
い
て
い
る
。
取
り
上
げ
た
例
の
他
、
殆
ど
の
画
題
に
対
し
て
同
様
の
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
完
全
に
は
一
致
し
な
い
が
、

守
国
に
類
似
し
た
分
類
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

以
上
は
代
表
的
な
絵
師
を
数
人
挙
げ
た
に
と
ど
ま
る
が
、
調
査
を
行
っ
た
作
品
は
、『
和
朝
名
勝
図
会
』
を
除
き
、
全
て
次
に
挙
げ
る
四
つ
の

内
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

①
絵
の
み
を
掲
載
す
る
形
式
を
取
る
（
吉
村
周
山
『
画
宝
』
等
） 

②
和
漢
い
ず
れ
か
の
画
題
を
扱
い
、
レ
イ
ア
ウ
ト
の
要
素
は
統
一
さ
れ
て
い
る
（
月
岡
雪
鼎
『
絵
本
高
名
双
葉
草
』
等
） 

③
和
漢
い
ず
れ
か
の
画
題
を
扱
い
、
レ
イ
ア
ウ
ト
の
要
素
に
相
関
関
係
が
な
い
（
西
川
祐
信
『
絵
本
倭
比
事
』
等
） 

④
和
漢
の
画
題
を
扱
う
が
、
レ
イ
ア
ウ
ト
の
要
素
に
相
関
関
係
が
な
い
（
長
谷
川
等
雲
『
絵
本
宝
鑑
』
、
大
岡
春
卜
『
卜
翁
新
画
』
等
） 
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守
国
を
は
じ
め
、
師
宣
や
等
雲
の
作
品
の
様
に
画
題
の
解
説
を
行
う
絵
手
本
は
、
時
代
が
下
る
と
共
に
減
少
し
、
➀
に
相
当
す
る
、
絵
の
み

で
構
成
さ
れ
る
作
品
が
増
加
し
て
ゆ
く
。
同
時
期
に
は
、
庶
民
層
に
お
け
る
博
物
学
的
関
心
の
高
ま
り
か
ら
か
、
そ
れ
ま
で
描
き
継
が
れ
て
き

た
花
鳥
画
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
写
実
的
な
花
鳥
の
画
譜
が
編
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
絵
手
本
や
画
譜
が
流
行
す
る
享
保
期
以
降
、
時
代

が
下
る
に
つ
れ
、
画
題
の
解
説
文
が
失
わ
れ
る
と
い
っ
た
変
遷
が
見
い
だ
せ
た
。 

 

絵
手
本
作
品
の
流
行
が
変
遷
す
る
中
、
そ
の
初
期
に
位
置
す
る
守
国
の
作
品
が
後
続
作
品
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
少

な
く
と
も
レ
イ
ア
ウ
ト
の
要
素
を
使
い
分
け
る
こ
と
に
よ
る
和
漢
の
分
類
と
い
う
点
は
引
き
継
が
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
周
辺
作
品
と
の
比
較

か
ら
判
明
し
た
。
ま
た
、
先
行
す
る
絵
手
本
や
画
譜
と
も
一
致
を
見
な
い
こ
と
は
、
こ
の
分
類
方
法
が
守
国
の
特
徴
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 
 五

、
分
類
意
識
の
由
来 

こ
こ
ま
で
見
た
レ
イ
ア
ウ
ト
の
要
素
の
使
い
分
け
に
よ
る
分
類
方
法
は
、
確
か
に
守
国
の
特
異
性
を
現
し
て
い
る
が
、
こ
の
方
法
が
守
国
に

始
ま
る
と
は
考
え
難
い
。
お
そ
ら
く
、
先
行
す
る
書
画
の
レ
イ
ア
ウ
ト
に
対
す
る
既
存
の
認
識
を
守
国
が
利
用
し
た
と
考
え
た
方
が
良
い
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
最
後
に
守
国
作
品
に
見
ら
れ
る
レ
イ
ア
ウ
ト
の
要
素
に
よ
る
分
類
意
識
の
由
来
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。 

 

現
在
、
可
能
性
と
し
て
想
定
で
き
る
の
は
、
狩
野
派
に
お
け
る
絵
師
教
育
に
よ
る
古
画
の
学
習
の
影
響
で
あ
る
。
既
述
の
通
り
、
守
国
は
狩

野
派
に
学
ん
だ
絵
師
で
あ
り
、
そ
の
学
習
の
過
程
で
多
く
の
粉
本
を
模
写
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
学
習
過
程
で
得
た
知
見
が
、
『
写
宝

袋
』
等
の
レ
イ
ア
ウ
ト
に
活
か
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
上
文
下
図
形
式
、
雲
形
郭
線
を
用
い
る
傾
向
に
あ
る
和
画
題
に
つ

い
て
取
り
上
げ
る
。 
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上
文
下
図
と
い
う
形
式
の
み
を
取
り
上
げ
れ
ば
、
早
い
段
階
で
は
『
過
去
現
在
絵
因
果
経
』（
奈
良
時
代
成
立
）
に
同
様
の
形
式
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
形
式
が
和
画
題
を
描
く
作
品
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
と
は
言
い
難
く
、
絵
巻
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
〈
す
や
り

霞
〉
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
枠
と
し
て
の
機
能
を
獲
得
し
た
も
の
と
考
え
た
方
が
良
い
だ
ろ
う
。 

 

文
章
を
記
す
た
め
の
雲
形
の
枠
を
持
つ
古
い
例
と
し
て
は
、
「
源
氏
物
語
絵
扇
面
散
屏
風
」
（
十
六
世
紀
前
半
成
立
、
浄
土
寺
蔵
）
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
る
。
中
世
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
こ
の
障
屏
画
は
、
源
氏
絵
を
描
い
た
扇
を
張
り
付
け
て
制
作
さ
れ
て
い
る
（
図

18

）
。
横
に
空
間
の

拡
大
が
可
能
な
巻
子
本
の
形
式
に
対
し
、
扇
絵
は
独
立
し
た
空
間
に
絵
と
文
章
を
配
置
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
元
々
場
面
転
換

等
を
表
現
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
た
雲
を
、
文
章
の
枠
と
し
て
利
用
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（

註

1 9

）

。 

 

ま
た
、
冊
子
本
も
同
様
に
空
間
が
限
ら
れ
た
媒
体
で
あ
る
。
慶
長
年
間
（
一
五
九
六
～
一
六
一
五
）
頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
奈
良
絵
本
の

一
冊
『
ゆ
や
』（
図

19

）
は
、「
源
氏
物
語
絵
扇
面
散
屏
風
」
と
同
様
に
上
文
下
図
形
式
か
つ
雲
形
郭
線
と
い
っ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
の
要
素
を
有
し

て
い
る
。
結
論
付
け
る
に
は
よ
り
多
く
の
検
証
が
必
要
と
な
る
が
、
粉
本
の
模
写
を
作
画
の
基
本
と
し
て
い
た
狩
野
派
の
学
習
の
中
で
、
こ
れ

ら
奈
良
絵
本
等
の
模
写
か
ら
雲
形
郭
線
、
上
文
下
図
形
式
を
写
し
て
い
た
こ
と
は
、
粉
本
資
料
か
ら
確
認
で
き
る
。
即
ち
、
和
画
題
と
雲
形
郭

線
、
上
文
下
図
と
い
っ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
の
要
素
が
結
び
つ
き
定
着
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
狩
野
派
の
学
習
を
通
し
て
、
守
国
に
よ
っ
て
絵

手
本
に
利
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

『
写
宝
袋
』
の
中
、
上
図
下
文
形
式
、
四
角
形
郭
線
を
用
い
る
漢
画
題
に
関
し
て
は
、
漢
籍
の
中
に
同
様
の
レ
イ
ア
ウ
ト
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。
図

20

は
嘉
祐
八
年
（
一
〇
六
三
）
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
古
列
女
伝
』
の
清
代
復
刻
版
で
あ
る
。
上
部
半
分
ほ
ど
を
挿
絵
に
充
て
、

下
部
に
文
章
を
配
置
す
る
。
こ
の
形
式
は
、
後
の
通
俗
小
説
な
ど
に
も
受
け
継
が
れ
、
至
治
年
間
（
一
三
二
一
～
一
三
二
三
）
に
成
立
し
た
と

さ
れ
る
「
全
相
平
話
」
等
の
作
品
（
図

21

）
に
同
様
の
形
式
が
認
め
ら
れ
る
。 
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図 19『 ゆ や 』            図 18『 源 氏 物 語 絵 扇 面 散 屏 風 』  

図 21『 全 相 平 話 』            図 20『 古 列 女 伝 』  
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実
際
に
守
国
が
漢
画
や
漢
籍
に
学
ん
だ
こ
と
は
小
林
氏
が
指
摘
し
て
お
り
（

註

2 0

）

、
森
島
中
良
に
よ
る
『
反
古
籠
』
（
文
化
五
年(

一
八
〇
八)

頃
成
立
）
に
は
守
国
が
漢
籍
画
譜
の
『
芥
子
園
画
伝
』
を
熱
心
に
模
写
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
（

註

2 1

）

。
『
写
宝
袋
』
等
に
見
る
漢
画
題
の
レ
イ

ア
ウ
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
通
俗
小
説
を
は
じ
め
と
す
る
上
図
下
文
形
式
漢
籍
に
学
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

守
国
の
レ
イ
ア
ウ
ト
分
類
の
由
来
と
し
て
、
和
漢
そ
れ
ぞ
れ
に
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
和
画
題
に
関
し
て
は
、

絵
巻
物
等
に
描
か
れ
て
い
た
す
や
り
霞
が
、
扇
絵
や
冊
子
本
な
ど
の
制
限
の
あ
る
媒
体
に
移
さ
れ
た
と
き
に
、
枠
と
し
て
の
機
能
を
得
た
も
の
。

漢
画
題
に
関
し
て
は
、
『
古
列
女
伝
』
等
の
漢
籍
に
お
け
る
挿
絵
の
形
式
。
こ
れ
ら
を
学
習
し
た
結
果
と
し
て
、
『
写
宝
袋
』
に
見
る
よ
う
な
、

レ
イ
ア
ウ
ト
に
よ
る
和
漢
の
画
題
分
類
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
推
測
は
、
守
国
が
実
際
に
参
照
し
た
資
料
を
特

定
し
、
慎
重
に
考
察
を
進
め
た
い
。 

 

六
、
結
語 

 

本
章
に
て
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
守
国
画
作
の
作
品
を
含
め
、
守
国
の
意
向
が
尊
重
さ
れ
る
作
品
に
は
、
和
漢
の
画
題
を
分
類
す
る
意
識

が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
作
品
に
は
、
和
漢
の
画
題
を
、
使
用
す
る
レ
イ
ア
ウ
ト
に
よ
っ
て
分
類
し
よ
う
と
す

る
意
識
が
認
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
レ
イ
ア
ウ
ト
に
よ
る
和
漢
の
画
題
分
類
意
識
は
、
近
世
の
絵
手
本
・
画
譜
作
品
の
中
で
も
特
異
な
も

の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
レ
イ
ア
ウ
ト
に
よ
る
画
題
の
分
類
方
法
は
、
守
国
の
特
徴
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
守
国
が
レ
イ
ア
ウ
ト
に
よ
る
和
漢
の
画
題
分
類
を
行
っ
た
背
景
に
は
、
中
世
の
扇
絵
や
奈
良
絵
本
、
舶
来
の
漢
籍
類
に
学
習

し
た
影
響
が
伺
え
、
狩
野
派
の
絵
師
教
育
を
受
け
た
結
果
が
表
れ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。 

 

本
章
で
明
ら
か
に
し
た
こ
の
よ
う
な
分
類
意
識
は
、
守
国
作
品
の
啓
蒙
的
性
格
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
町
絵
師
に
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対
し
て
知
識
の
伝
達
を
行
う
目
的
か
ら
、
よ
り
和
漢
を
明
確
に
峻
別
し
た
画
題
の
表
現
を
求
め
た
結
果
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
レ
イ
ア
ウ
ト
の

要
素
を
使
い
分
け
る
こ
と
に
よ
る
分
類
が
表
れ
た
と
考
え
る
。
後
続
の
作
品
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
こ
の
分
類
方
法
は

板
本
を
介
し
て
画
題
に
対
す
る
知
識
を
伝
達
す
る
工
夫
の
一
部
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 

一
方
で
例
外
に
つ
い
て
の
分
析
が
課
題
と
し
て
残
る
。『
写
宝
袋
』
に
お
い
て
は
、
和
画
題
に
対
し
て
漢
画
題
的
レ
イ
ア
ウ
ト
を
用
い
た
例
、

漢
画
題
に
対
し
て
和
画
題
的
レ
イ
ア
ウ
ト
を
用
い
た
例
が
一
つ
ず
つ
確
認
で
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
外
に
つ
い
て
、
守
国
自
身
が
ど
の
よ

う
な
画
題
認
識
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
イ
ア
ウ
ト
を
用
い
て
い
た
の
か
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
り
、
同
時
代
の
画
題

認
識
、
ひ
い
て
は
狩
野
派
の
画
題
認
識
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
守
国
が
学
習
し
た
幅
の
広
さ
や
影
響
圏
の
広
さ
か

ら
、
類
書
や
一
枚
絵
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

註 

(

註
１)

い
く
つ
か
の
例
と
し
て
、
田
中
順
子
「
守
国
絵
本
か
ら
の
図
柄
の
借
用
」
『
実
践
女
子
美
学
美
術
史
学
』
七
号
（
一
九
九
二
）
、
星
野
鈴

「
鈴
木
春
信
と
『
絵
本
写
宝
袋
』
」『
江
戸
の
出
版
文
化
か
ら
始
ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
革
命
：
絵
本
絵
手
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書
』（
二
〇
〇

七
）（
四
九―

六
二
頁
）
、
前
島
美
保
「
丹
生
都
比
売
神
社
本
殿
に
描
か
れ
た
舞
絵
と
絵
手
本―

橘
守
国
『
絵
本
通
宝
志
』
と
の
比
較
」『
天

野
社
舞
楽
曼
荼
羅
供―

描
か
れ
た
高
野
山
鎮
守
社
「
丹
生
都
比
売
神
社
」
遷
宮
の
法
楽―

』
（
二
〇
一
一
年
、
岩
田
書
院
）
（
二
五
七―

二

八
七
頁
）
な
ど 

（
註

2

）
仲
田
勝
之
助
『
絵
本
の
研
究
』
美
術
出
版
社
（
一
九
五
〇
） 

（
註

3

）
浅
野
秀
剛
「
橘
守
国
と
そ
の
門
流
（
上
）
（
中
）
（
下
）
」
『
浮
世
絵
芸
術
』
八
二
号―

八
四
号
（
一
九
八
四-

一
九
八
五
）
二
四―

二
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六
頁
、
一
三―

一
七
頁
、
一
一―

一
五
頁 

（
註

4

）
小
林
保
治
、
石
黒
吉
次
郎
編
『
謡
曲
画
誌(

う
た
い
の
え
ほ
ん)

 : 

影
印
・
翻
刻
・
訳
註
』
勉
誠
出
板
（
二
〇
一
一
）
、
神
谷
勝
広
編

『
和
製
類
書
集 

(

江
戸
怪
異
綺
想
文
芸
大
系 

第
三
巻)

』
国
書
刊
行
会
（
二
〇
〇
一
） 

（
註

5

）
太
田
孝
彦
「
画
譜
に
よ
る
絵
画
の
学
び―

橘
守
国
と
大
岡
春
卜
の
画
譜
を
中
心
と
し
て
」『
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム

2
1

』
十
二
号
（
二
〇 

〇
五
）
一
二
二―

一
二
八
頁
、
日
野
原
健
司
「
大
坂
画
壇
胎
動
期
の
出
版
技
術--

橘
守
国
『
運
筆
麁
画
』
と
そ
れ
を
支
え
る
彫
師
」『
美 

術
フ
ォ
ー
ラ
ム

2
1

』
十
七
号
（
二
〇
〇
八
年
）
三
四―

三
九
頁 

（
註

6

）
後
続
絵
師
へ
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
多
く
指
摘
が
あ
る
。
以
下
は
そ
の
例
。
田
中
順
子
「
守
国
絵
本
か
ら
の
図
柄
の
借
用
」
『
実 

践
女
子
美
学
美
術
史
学
』
７
号
（
一
九
九
二
）
、
星
野
鈴
「
鈴
木
春
信
と
『
絵
本
写
宝
袋
』
」
『
江
戸
の
出
版
文
化
か
ら
始
ま
っ
た
イ
メ 

ー
ジ
革
命
：
絵
本
絵
手
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書
』
（
二
〇
〇
七
）
四
九―

六
二
頁 

(

註

7)
 

仲
田
勝
之
助
編
『
浮
世
絵
類
考
』
岩
波
書
店
（
一
九
四
一
）
（
七
三―

七
五
頁
）
よ
り
引
用 

(

註

8)
 

狩
野
派
に
よ
る
知
識
が
板
本
を
介
し
て
伝
播
す
る
例
と
し
て
、
門
脇
む
つ
み
氏
に
よ
る
林
守
篤
『
画
筌
』（
正
徳
二(

一
七
一
二)

年
成 

立
、
享
保
六
年(

一
七
二
一)

刊
）
の
墨
竹
図
に
関
す
る
論
考
が
あ
る
（
「
近
世
狩
野
派
の
墨
竹
図
を
め
ぐ
る
教
養―

制
作
、
鑑
賞
の
た
め 

の
基
礎
知
識
の
形
成
」
鈴
木
健
一
編
『
形
成
さ
れ
る
教
養 

十
七
世
紀
日
本
の
〈
知
〉
』
（
勉
誠
出
板
、
二
〇
一
五
）
）
。
門
脇
氏
は
狩
野 

派
の
流
書
か
ら
『
画
筌
』
に
至
る
墨
竹
図
を
対
象
に
、
定
型
的
図
像
が
三
種
類
に
収
斂
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

(

註

9)
 

同
註

2 

(

註

10)
 

日
野
原
健
司
「
橘
守
国
の
絵
本―

絵
画
に
よ
る
「
知
」
と
「
真
」
の
伝
達
」
『
江
戸
の
出
版
文
化
か
ら
始
ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
革
命
：
絵 

本
絵
手
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書
』
（
二
〇
〇
七
）
一
〇
一
頁 



176 

 

 

(
註

11)
 

底
本
は
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
（
寛
政
十
二(

一
八
〇
〇)

年
再
板
）
（
請
求
記
号
：
ラ
８—

３
） 

(
註

12)
 

前
掲
注
２
、
及
び
鈴
木
淳
「
菱
川
師
宣
絵
づ
く
し
考
」
『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
四
一
号(

二
〇
一
五)

一―

三
〇
頁 

(

註

13)
 

目
次
一
覧
は
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
（
正
徳
四
年
刊
）
（
請
求
記
号
：
ナ
４―

１
２
）
を
参
照
し
た
。 

(

註

14)
 

山
下
則
子
「
レ
イ
ン
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
『
獣
絵
本
つ
く
し
』
の
研
究
」
『
在
外
絵
入
り
本―

研
究
と
目
録
』
（
二
〇
一
九
年
度
、
三
弥
井

書
店
） 

(

註

15)
 

例
外
と
な
る
画
題
は
、
巻
一
「
酒
を
煖
め
て
紅
葉
を
焼
」
（
二
七
ウ
・
二
八
オ
）
、
巻
四
「
雲
中
子
の
像
」
（
二
八
ウ
）
の
二
点
。
前
者

は
和
画
題
で
あ
り
な
が
ら
、
上
図
下
文
形
式
を
用
い
、
後
者
は
上
文
下
図
か
つ
雲
形
郭
線
を
用
い
る
。
前
者
は
『
平
家
物
語
』
巻
六
「
紅

葉
」
を
典
拠
と
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
早
朝
、
下
人
ら
が
紅
葉
を
集
め
焚
火
を
し
て
い
た
が
、
そ
の
紅
葉
は
高
倉
院
の
愛
す
る
紅
葉
で
あ

っ
た
。
し
か
し
高
倉
院
は
白
居
易
「
林
間
に
酒
を
煖
め
て
紅
葉
を
焚
く
」
の
漢
詩
を
想
起
し
、
こ
れ
を
咎
め
な
か
っ
た
と
い
う
。『
写
宝
袋
』

の
挿
絵
は
下
人
ら
が
た
き
火
を
し
て
い
る
様
子
を
描
く
。
守
国
は
、
こ
の
故
事
が
漢
詩
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
、
漢
画
題
の
レ

イ
ア
ウ
ト
を
用
い
た
か
。 

 
 

 

後
者
の
「
雲
中
子
の
像
」
は
『
封
神
演
義
』
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
故
事
で
あ
り
、
紂
王
を
誑
か
す
妲
己
の
正
体
が
九
尾
の
狐
で

あ
る
こ
と
を
、
雲
中
子
が
鏡
を
通
し
て
見
抜
く
場
面
を
描
く
。
用
い
ら
れ
た
郭
線
は
巻
き
の
強
い
漢
画
風
の
雲
と
な
る
。
九
尾
の
狐
で
あ

る
事
は
玉
藻
の
前
説
話
と
の
関
連
を
思
わ
せ
、
守
国
以
前
に
は
林
羅
山
『
本
朝
神
社
考
』
に
両
故
事
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
じ

く
玉
藻
の
前
説
話
と
接
続
す
る
褒
娰
に
関
す
る
記
事
（
巻
五
）
も
、
見
開
き
挿
絵
を
用
い
て
い
る
も
の
の
、
他
の
漢
画
題
と
は
異
な
る
飾

り
枠
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
守
国
自
身
が
こ
れ
ら
の
漢
画
題
を
玉
藻
の
前
説
話
と
の
連
続
で
捉
え
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。 

(

註

16)
 

翻
刻
底
本
は
金
沢
美
術
工
芸
大
学
蔵
本
（
板
元
：
植
村
藤
右
衛
門
（
京
都
）
、
享
保
二
十
年(

一
七
三
五)

刊
） 
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(
註

17)
 

本
章
で
比
較
に
用
い
た
絵
本
を
含
め
、
現
在
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
出
板
さ
れ
た
絵
本
の
伝
本
を
約
千
件
確
認
し
て
い
る
。
こ
れ 

ら
に
つ
い
て
は
、
書
名
、
刊
年
、
板
元
、
作
者
、
画
工
、
彫
師
、
及
び
所
蔵
機
関
に
つ
い
て
記
録
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
中
で
あ 

り
、
今
後
の
研
究
に
お
い
て
公
開
す
る
予
定
で
あ
る
。 

(

註

18)
 

佐
藤
悟
「
菱
川
絵
本
の
諸
問
題
」
千
葉
市
美
術
館
編
『
菱
川
師
宣
』
（
二
〇
〇
七
） 

(

註

19)
 

岡
本
麻
美
氏
は
本
作
の
詞
章
に
つ
い
て
、「
画
中
に
は
金
雲
の
上
に
詞
書
を
伴
っ
て
い
る
が
、
扇
の
折
目
を
界
線
の
よ
う
に
用
い
て
い

る
こ
と
か
ら
、
屏
風
に
貼
る
際
に
後
か
ら
書
き
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
解
説
す
る
。（
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
特
別
展
覧
会
図
録

『
扇
の
国
、
日
本
』
二
〇
一
八
） 

(

註

20)
 

小
林
宏
光
『
近
世
画
譜
と
中
国
絵
画―

十
八
世
紀
の
日
中
美
術
発
展
史
』
（
上
智
大
学
出
版
、
二
〇
一
八
） 

(

註

21)
 

関
根
正
直
・
和
田
英
松
・
田
辺
勝
哉
監
修
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期
第
四
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
二
八
）
二
五
五
頁
よ
り
引
用 

 

図
版
一
覧 

図

1―

５
： 

橘
守
国
画
作
『
絵
本
写
宝
袋
』
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
（
請
求
記
号
：
ヤ
９―

４
５
５
） 

図

6

・
７
： 

橘
守
国
画
・
内
藤
道
有
著
『
扶
桑
画
譜
』
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
（
請
求
記
号
：
ナ
２―

２
４
６
） 

図

8

： 

菱
川
師
宣
画
『
大
和
絵
つ
く
し
』
国
立
国
会
図
書
館
蔵
（
請
求
記
号
：
Ｗ
Ａ
３
２―

１
５
） 

図

9

： 

長
谷
川
等
雲
画
・
橘
宗
重
著
『
絵
本
宝
鑑
』
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
（
請
求
記
号
：
チ
０
４ 

０
１
０
７
７
） 

図

10

・

11

： 

西
川
祐
信
画
作
『
絵
本
倭
比
事
』
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
（
請
求
記
号
：
ヤ
８―

８
５
） 

図

12

・

13

： 

大
岡
春
卜
画
『
卜
翁
新
画
』
金
沢
美
術
工
芸
大
学
蔵
（
請
求
番
号
：
８
２
） 
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図

14

：
吉
村
周
山
画
『
和
漢
名
筆
画
宝
』
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
（
請
求
記
号
：
ヤ
８―

１
９
６
） 

図

15

：
月
岡
雪
鼎
画
『
絵
本
高
名
双
葉
草
』
立
命
館
ア
ー
ト
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
蔵
（
請
求
記
号
：
Ｅ
ｂ
ｉ
０
９
３
１
） 

図

16

・

17

：
藤
井
漱
石
子
『
和
朝
名
勝
画
図
』
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
（
請
求
記
号
：
ル
０
３ 

０
３
３
６
８
） 

図

18

：
作
者
不
明
「
源
氏
物
語
絵
扇
面
散
屏
風
」
部
分
（
広
島
・
浄
土
寺
蔵
）
室
町
時
代
十
六
世
紀
前
半
成
立
（
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
特
別
展

覧
会
図
録
『
扇
の
国
、
日
本
』
（
二
〇
一
八
）
「
作
品
解
説
」
よ
り
引
用
） 

図

19

：
作
者
不
明
『
ゆ
や
』
国
立
国
会
図
書
館
蔵
（
請
求
記
号
：
Ｗ
Ａ
３
２―

１
９
） 

図

20

：
劉
向
著
『
新
刊
古
列
女
傳
』
、
図
は
中
国
哲
学
書
電
子
化
計
画
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
よ
り
引
用
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
お
け
る
底
本
は
商
務
印

書
館
編
『
四
部
叢
刊
』
（
一
九
一
九
）
所
収
『
劉
向
新
刊
古
列
女
傳
』 

図

21

：
『
全
相
平
話
』
国
立
公
文
書
館
蔵
（
請
求
記
号
：
重
０
０
２―

０
０
０
２
） 
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第
五
章
：
『
絵
本
通
宝
志
』
に
み
る
橘
守
国
の
作
画
法―

巻
五
上
「
太
公
望
」
図
を
中
心
に 

 

一
、
は
じ
め
に 

前
章
で
は
、
橘
守
国
が
、
絵
本
が
板
本
と
い
う
媒
体
で
あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
、
レ
イ
ア
ウ
ト
を
使
い
分
け
て
和
漢
の
画
題
の
別
を
表
現

し
て
い
た
絵
師
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
そ
の
発
想
の
根
源
に
は
、
狩
野
派
と
し
て
の
学
習
の
影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推

測
し
た
。
本
章
で
は
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
守
国
が
狩
野
派
絵
師
で
あ
る
こ
と
が
絵
本
作
品
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考

察
す
る
。 

橘
守
国
が
狩
野
派
絵
師
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。『
無
名
翁
随
筆
』
に
「
尋
常
の
浮
世
絵
師
に
列
す
る
人
に
あ
ら
ず
」
と
あ

る
の
は
、
浮
世
絵
師
に
多
大
な
影
響
を
与
え
な
が
ら
、
守
国
自
身
は
狩
野
派
の
絵
師
に
違
い
な
い
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
好
例
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
守
国
に
対
す
る
研
究
は
、
前
章
で
指
摘
し
た
通
り
、
狩
野
派
絵
師
と
し
て
で
は
な
く
浮
世
絵
師
に
影
響
を
与
え
た
絵
師
、
あ
る

い
は
半
ば
浮
世
絵
師
と
同
一
視
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。 

日
野
原
氏
が
「
浮
世
絵
側
か
ら
の
視
点
だ
け
で
守
国
を
捉
え
る
だ
け
で
な
く
、
狩
野
派
側
か
ら
の
視
点
か
ら
も
守
国
を
位
置
づ
け
る
必
要
性

が
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
通
り
、
正
し
く
守
国
作
品
を
知
る
た
め
に
、
守
国
自
身
が
狩
野
派
か
ら
何
を
学
び
取
っ
た
の
か
。
そ

し
て
そ
の
知
識
を
ど
の
様
に
板
本
と
い
う
媒
体
へ
転
じ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
作
中
に
掲
載
さ
れ
る
画
題
が
、
柏
原

屋
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
第
三
章
で
示
し
た
通
り
で
あ
り
、
守
国
が
ど
の
様
な
狩
野
派
の
知
識
を
も
っ
て
絵
本
の
制
作
を
行
っ

た
か
と
い
う
こ
と
は
、
背
景
に
あ
る
柏
原
屋
の
出
板
意
図
と
も
無
関
係
で
は
な
い
。 

 

こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
踏
ま
え
、
具
体
的
な
作
品
の
内
容
を
検
討
し
、
改
め
て
橘
守
国
作
品
を
捉
え
る
た
め
、
本
章
で
は
『
絵
本
通
宝
志
』
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（
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
刊
）
巻
五
上
を
取
り
上
げ
、
「
太
公
望
図
」
を
中
心
に
守
国
の
作
画
方
法
を
分
析
す
る
。 

 

二
、
作
品
分
析
の
前
提―

守
国
に
関
わ
る
同
時
代
評
の
整
理 

作
品
分
析
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
狩
野
派
絵
師
と
し
て
の
守
国
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
守
国
絵
本
に
お
け
る
記
述
を
除
く
資
料
中
、
守
国
に
関

す
る
記
述
の
初
出
は
柳
沢
淇
園
『
ひ
と
り
ね
』
（
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
成
立
）
に
認
め
ら
れ
る
（

註

１

）

。 

 

世
に
用
い
ら
れ
な
ば
名
あ
ら
ん
も
の
、
大
坂
に
て
橘
有
税

宗

兵

衛

と

い

ふ

と
い
ふ
も
の
、
画
き
は
め
て
美
な
る
所
多
し 

 

『
ひ
と
り
ね
』
は
、
守
国
存
命
中
の
数
少
な
い
資
料
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
淇
園
か
ら
の
賞
賛
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
次

ぐ
資
料
は
、
以
下
の
葛
城
輝
教
『
新
撰
和
漢
書
画
一
覧
』
（
天
明
六
年(

一
七
八
六)

初
板
）
ま
で
下
る
（

註

２

）

。 

 

橘
氏
後
素
軒
ト
号
ス
。
業
ヲ
探
山
ニ
受
テ
一
家
ヲ
ナ
ス
。
刻
板
ノ
密
画
ニ
妙
ヲ
得
タ
リ
。
其
刻
本
数
種
盛
ニ
世
ニ
行
ハ
ル
。 

 

こ
こ
で
は
守
国
の
師
承
関
係
な
ど
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
守
国
個
人
に
関
す
る
逸
話
が
、
近
世
中
後
期
に
活
躍
し
た
戯
作
者
、

森
島
中
良
に
よ
る
『
反
古
籠
』
（
文
化
五
年(

一
八
〇
八)

頃
成
立
）
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
（

註

3

）

。 

 

書
画
一
覧
に
伝
あ
り
。
近
眼
に
て
左
筆
な
り
。
稿
本
皆
自
画
自
筆
な
り
。
業
を
探
山
に
受
く
と
丹
波
屋
理
兵
衛
語
り
き
。
或
豪
家
に
芥
子
園



181 

 

 

画
譜
全
帙
を
蔵
む
。
其
比
は
只
一
部
な
り
し
故
、
帳
中
の
秘
と
せ
し
が
、
守
国
、
其
家
へ
親
し
か
り
け
れ
ば
、
請
て
数
頁
を
模
写
し
た
る
を

古
葛
籠
に
入
れ
置
き
大
切
に
せ
し
を
、
或
る
夜
賊
に
奪
れ
た
り
。
此
古
葛
籠
京
都
の
何
れ
や
ら
ん
の
街
の
乾
溝
に
捨
て
有
り
し
を
改
め
見
れ

ば
、
守
国
が
蔵
書
印
こ
と
〴
〵
く
印
て
有
け
る
故
、
早
速
呼
出
し
引
渡
さ
れ
し
と
、
鍬
形
蕙
斎
語
り
き
。
絵
本
鶯
宿
梅
の
末
に
出
し
た
る
山

水
法
は
、
芥
子
園
李
笠
翁
な
り
。 

 
 真

偽
の
程
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
こ
う
し
た
逸
話
を
以
て
後
世
に
語
ら
れ
て
い
る
事
に
注
目
し
た
い
。
大
坂
か
ら
江
戸
に
出
て
出
板
に
大

き
く
関
わ
っ
た
丹
羽
屋
理
兵
衛
、
北
尾
重
政
に
浮
世
絵
を
学
び
後
に
狩
野
派
を
学
び
御
用
絵
師
と
な
っ
た
鍬
形
蕙
斎
等
の
著
名
な
人
物
に
守
国

の
名
が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
ま
た
、
漢
籍
に
お
け
る
代
表
的
な
画
譜
『
芥 か

い

子 し

園 え
ん

画 が

伝 で
ん

』
を
守
国
が
直
接
目
に
し
て
い
た
と
い
う
の

で
あ
る
。 

今
日
に
お
け
る
守
国
研
究
に
お
い
て
、
守
国
認
識
の
基
礎
を
形
成
し
た
の
は
、
そ
の
『
浮
世
絵
類
考
』（
寛
政
年
間
成
立
）
を
増
補
し
た
渓 け

い

斎 さ
い

英 え
い

泉 せ
ん

『
无 む

名 め
い

翁 お
う

随
筆
』
（
天
保
四
年(

一
八
三
三)

成
立
）
で
あ
っ
た
（

註

4

）

。 

 

狩
野
探
山
の
門
に
入
て
業
を
受

探

山

付

鶴

澤

氏

探

幽

門

人

大

坂

ノ

人

ナ

リ

後
一
家
の
畫
法
を
以
て
世
に
雷
鳴
す
。
狩
野
流
の
骨
法
を
不
レ

失
刻
板
の
畫
に
妙
を
得
た
り
。
精

密
奇
巧
此
人
よ
り
起
る
。
刻
す
る
所
数
種
天
保
の
今
に
至
る
迄
盛
に
世
に
行
る
。
書
画
と
も
に
善
す
文
学
博
識
の
秀
才
也
。
故
に
世
の
畫
師

の
為
に
廣
く
画
法
を
伝
え
粉
本
に
と
も
し
か
ら
ざ
る
為
に
せ
ん
と
て
、
勢
力
を
費
し
図
を
巧
傍
に
其
意
を
誌
し
て
是
を
版
刻
せ
し
む
。（
略
）

尋
常
の
浮
世
絵
師
に
列
す
る
人
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
版
刻
の
絵
に
名
を
得
た
れ
ば
、
姑
く
爰
に
挙
て
画
者
の
釈
尊
と
も
云
べ
き
神
伝
の

開
手
な
る
べ
し
。 
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こ
こ
に
は
、
守
国
が
狩
野
探
山
な
る
人
物
に
師
事
し
「
狩
野
流
の
骨
法
を
不
レ

失
」
に
、
「
世
の
畫
師
の
為
に
」
絵
手
本
を
多
く
出
板
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
既
述
の
通
り
、「
尋
常
の
浮
世
絵
師
に
列
す
る
人
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
認
識
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
浮
世
絵
師
と
は
距
離

の
あ
る
存
在
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
。「
天
保
の
今
」
ま
で
版
を
重
ね
て
い
た
こ
と
は
、
守
国
の
絵
手
本
が
当
代
の
需
要
に

沿
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
証
左
と
な
る
だ
ろ
う
。 

先
に
挙
げ
た
『
新
撰
和
漢
書
画
一
覧
』
や
『
反
古
籠
』
に
も
守
国
が
師
事
し
た
人
物
と
し
て
「
探
山
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
文
中
に
「
狩
野

探
山
」
と
あ
る
の
は
、
鶴
澤
派
の
祖
と
さ
れ
る
鶴
澤
探
山
の
事
で
、
江
戸
狩
野
の
基
礎
を
築
い
た
狩
野
探
幽
の
弟
子
に
相
当
す
る
絵
師
で
あ
る
。

探
山
は
江
戸
で
晩
年
の
狩
野
探
幽
に
つ
い
て
学
び
、
後
に
京
都
に
遷
り
活
動
を
つ
づ
け
た
人
物
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
大
坂
を
拠
点
と
し
て

い
た
守
国
は
、
探
山
が
京
に
遷
っ
た
後
に
師
事
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
を
信
用
す
る
な
ら
ば
、
守
国
が
狩
野
探
幽
の
孫
弟
子
に
あ
た
る
こ

と
を
示
し
て
お
り
、
狩
野
派
流
の
絵
師
教
育
を
守
国
も
受
け
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。 

守
国
が
狩
野
派
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
、
守
国
自
身
が
残
し
た
記
述
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
。
以
下
に
、
一
例
と
し
て
『
絵
本
写
宝
袋
』（
享

保
五
年(

一
七
二
〇
）
刊)

の
自
序
を
引
用
す
る
。 

 

鄒
国
公

ノ

曰
。
離
婁
之
明
公
輸
子
之
巧

ミ

不
レ

ハ

レ

以
テ

セ

二

規
矩

ヲ

不
レ

能
ハ

レ

成
ス

方
員

ヲ

一

、
画
工
教

ル

レ

人
ニ

亦
類

ス

レ

是
ニ

。
不

レ

ハ

レ

以
二

画
本

ヲ

一

不
レ

得
レ

成
ス

ヲ

二

形
状

ヲ

一

。
画
本
者
規
矩
也
。 

（
略
） 

画
本
者
形

ノ

之
規
矩
。
以

テ

二

形
之
規
矩

ヲ

一

入
ル

二

心
ノ

之
規
矩

ニ

一

。
所
レ

謂
盡

ス

二

神
妙

ヲ

一

者
也
。 

（
略
） 

若
シ

措
テ

二

規
矩

ヲ

一

而
探

リ

レ

妙
ヲ

測
ル

レ

神
ヲ

者
。
雖

モ

二

一
生
盡

ス

ト

一

レ

心
ヲ

吾
未

タ

レ

見
レ

得
ヲ

二

其
神
妙

ヲ

一

也
。

観
ル

二

此
本

ヲ

一

者
、
庶
幾

ク゚

ハ

思
へ

レ

諸
ヲ

、
旹
維
享
保
五
歳
次

ル

二

庚
子

ニ

一

三
月
吉
日
、
橘
氏
有
税
子
採
二

毫
ヲ

於
浪
花
後
素
軒

ニ

一 
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こ
の
序
文
に
は
、
作
画
の
際
に
「
画
本
」
、
即
ち
絵
の
手
本
と
な
る
粉
本
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
と
説
か
れ
て
お
り
、
そ
の
後
に
は
粉
本
と
し

て
『
絵
本
写
宝
袋
』
が
編
ま
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
『
絵
本
写
宝
袋
』
を
含
め
、
実
際
に
多
く
の
絵
師
が
守
国
の
作
品
を
粉
本
と
し

て
用
い
た
よ
う
だ
。
現
在
で
は
、
鈴
木
春
信
を
は
じ
め
と
す
る
浮
世
絵
師
へ
の
影
響
が
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
影
響
圏
は
浮
世
絵
師

に
留
ま
っ
て
は
い
な
い
（

註

５

）

。 

手
本
を
用
い
て
作
画
を
行
う
こ
と
を
重
視
す
る
姿
勢
は
、
今
日
粉
本
主
義
と
呼
ば
れ
、
狩
野
派
の
絵
師
教
育
に
お
け
る
基
礎
的
な
思
想
に
な

っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
以
下
に
、
狩
野
派
の
粉
本
主
義
思
想
を
示
す
例
と
し
て

林
は
や
し

守 も
り

篤 あ
つ

『
画
筌
』（
享
保
六
年(

一
七
二
一)

刊
）
を
引
く
（

註

６

）

。 

 

或
人
問
て
曰
、
絵
を
書
に
毎
事
に
粉
本
を
用
て
書
も
の
あ
り
、
又
用
ひ
ず
し
て
描
も
の
有
、
此
是
非
い
か
ん
、
守
義
答
て
曰
、
画
本
を
用
ず

し
て
、
毎
事
に
我
意
に
任
て
描
も
の
は
、
下
手
の
不
敏
者
な
り
、（
略
）
毎
事
粉
本
を
用
て
古
人
の
規
矩
を
違
へ
ず
、
正
道
を
描
ん
と
欲
す
る

者
は
、
己
が
悪
き
を
知
り
、
古
人
の
聖
な
る
を
悟
り
、
予
も
亦
一
度
画
の
本
道
に
至
ら
ん
と
自
ら
憤
り
を
発
し
、
神
霊
を
探
ら
ん
と
願
ふ
者

也
。 

 

林
守
篤
は
探
幽
門
下
の
一
人
で
あ
る
小
方

お

が

た

守
房

も
り
ふ
さ

に
師
事
し
た
絵
師
で
、
そ
の
記
述
は
、
狩
野
派
の
絵
師
教
育
を
知
る
手
掛
か
り
と
な
っ
て
い

る
。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
粉
本
主
義
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
守
篤
は
こ
こ
で
、
絵
を
描
く
際
は
「
画
本
」
を
用
い
る
べ
き

で
あ
り
、
そ
れ
を
用
い
ず
自
身
の
心
の
赴
く
ま
ま
に
描
く
の
は
「
下
手
の
不
敏
者
」
で
あ
る
と
一
蹴
す
る
。
絵
を
描
く
際
に
は
粉
本
を
用
い
る

べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
は
、
既
述
の
守
国
の
主
張
と
同
種
の
も
の
と
言
え
る
。 
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こ
の
よ
う
に
見
る
と
、「
狩
野
流
の
骨
法
」
を
用
い
た
作
画
を
行
い
「
尋
常
の
浮
世
絵
師
」
と
は
異
な
る
と
し
た
『
无
名
翁
随
筆
』
の
記
述
、

守
国
の
師
承
関
係
、
そ
し
て
自
身
に
よ
る
自
序
の
主
張
等
、
多
く
の
点
か
ら
狩
野
派
の
影
響
を
強
く
受
け
た
守
国
の
姿
が
確
認
さ
れ
る
。 

ま
た
、
近
年
の
研
究
で
日
野
原
健
司
氏
は
、
『
絵
本

え

ほ

ん

直
指

ね

ざ

し

宝
た
か
ら

』
の
序
文
で
守
国
が
風
俗
画
を
好
ま
ず
浮
世
絵
を
低
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
狩
野
派
の
側
か
ら
守
国
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
る
（

註

７

）

。
星
野
鈴
氏
も
、
『
絵
本
写
宝
袋
』
（
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
刊
）
の
序

文
を
根
拠
に
、
「
守
国
の
い
う
（
『
写
宝
袋
』
自
序
の
）
画
本
規
矩
論
は
狩
野
派
の
こ
の
粉
本
第
一
主
義
を
一
歩
も
出
な
い
。
狩
野
探
山
の
弟
子

で
あ
っ
た
守
国
自
身
の
絵
画
学
習
法
も
粉
本
を
写
す
こ
と
に
終
始
し
た
と
想
像
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（

註

８

）

。
こ
れ
ら
先
行
研
究
の
見
解
も
、

守
国
が
狩
野
派
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

一
方
で
、
先
行
研
究
の
中
で
は
、
守
国
に
対
し
て
こ
れ
ら
と
正
反
対
と
も
い
え
る
認
識
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
守
国
研
究
の

先
鞭
を
つ
け
た
仲
田
勝
之
助
は
、
『
絵
本
の
研
究
』
に
お
い
て
以
下
の
様
に
述
べ
て
い
る
（

註

９

）

。 

 

第
一
守
国
は
狩
野
派
を
飽
く
ま
で
墨
守
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
寧
ろ
浮
世
絵
派
に
近
づ
き
、
森
羅
万
象
を
師
と
し
、
自
由
自
在
に
筆
を
揮

ひ
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
描
く
に
躊
躇
せ
ず
、
豈
に
狩
野
派
の
狭
き
天
地
に
の
み
跼
蹐
す
る
も
の
な
ら
ん
や 

 

仲
田
氏
は
、
守
国
を
「
浮
世
絵
派
」
に
近
い
と
指
摘
す
る
。
長
ら
く
こ
の
論
調
に
続
い
た
た
め
か
、
以
降
の
研
究
で
は
、
守
国
と
浮
世
絵
と

の
関
係
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
傾
向
が
強
く
、
中
に
は
浮
世
絵
師
と
し
て
守
国
を
取
り
上
げ
る
場
合
も
あ
っ
た
程
で
あ
る
。 

守
国
の
作
品
が
板
本
で
あ
る
と
い
う
事
、
そ
し
て
、
作
品
の
多
く
が
半
紙
本
と
い
う
書
型
で
あ
る
こ
と
は
、
守
国
の
作
品
形
式
が
明
確
に
浮

世
絵
に
近
く
、
浮
世
絵
師
が
習
作
と
し
て
行
っ
て
き
た
活
動
を
思
わ
せ
る
。 
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狩
野
派
的
な
序
文
の
主
張
、
浮
世
絵
に
近
い
作
品
形
式
を
併
せ
持
つ
守
国
作
品
は
、
中
間
的
な
存
在
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

作
品
形
式
の
問
題
に
比
し
て
、
序
文
か
ら
う
か
が
え
る
作
品
内
容
は
推
測
に
留
ま
る
も
の
で
あ
り
、
確
定
は
で
き
な
い
。
具
体
的
な
内
容
の
検

証
を
行
い
、
作
品
形
式
の
問
題
と
合
わ
せ
、
総
合
的
に
守
国
作
品
を
位
置
付
け
る
必
要
が
あ
る
。 

こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
本
章
で
は
、
検
証
対
象
と
し
て
、『
絵
本
通
宝
志
』
巻
五
上
を
取
り
上
げ
る
。
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
が
、
『
絵
本
通
宝
志
』
五
上
に
は
、
狩
野
派
に
由
来
す
る
画
題
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
『
写
宝
袋
』
の
序
文
か
ら
推
測
さ
れ
た
内
容

と
比
較
し
、
作
品
内
容
を
検
証
す
る
た
め
に
適
切
な
対
象
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
果
た
し
て
、
守
国
の
描
い
た
狩
野
派
の
画
題
は
、
い
か
に
描

か
れ
て
い
る
の
か
。
以
下
、
検
証
し
て
い
き
た
い
。 

 

三
、
『
絵
本
通
宝
志
』
巻
五
上
と
賢
聖
障
子 

 

享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
に
大
坂
・
渋
川
清
右
衛
門
（
柏
原
屋
）
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
橘
守
国
画
作
『
絵
本
通
宝
志
』（
以
下
『
通
宝
志
』
）

は
、
和
漢
の
故
事
や
名
所
絵
、
花
鳥
図
な
ど
、
多
数
の
画
題
を
絵
と
文
を
用
い
て
紹
介
す
る
絵
手
本
で
あ
る
。
柱
題
に
「
写
錦
袋
後
編
」
と
あ

り
、「
写
錦
袋
」
の
柱
題
を
も
つ
『
絵
本
写
宝
袋
』
の
後
編
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
九
巻
十
冊
か
ら
な
り
、
巻
一
で
は
耕
作
図
、

巻
二
で
は
舞
楽
図
や
競
馬
図
等
。
巻
三
で
は
風
景
図
を
扱
い
、
引
き
続
き
巻
四
で
は
風
景
図
を
和
歌
と
共
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
巻
五
の
上
下

で
は
中
国
人
物
を
取
り
上
げ
、
巻
六
以
降
は
鳥
獣
山
水
を
扱
っ
て
い
る 

。 

 

ま
ず
は
、
『
通
宝
志
』
に
お
け
る
守
国
の
自
序
か
ら
、
そ
の
主
張
を
探
っ
て
お
き
た
い
。 

 
 〈

原
文
〉 
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論
語

ニ

曰
。
絵

ノ

事
ハ

後
レ

ニ

ス

ト

素
キ

ヨ

リ

。
是

レ

孔
聖
告
二

ル

子
夏
一

ニ

之
言

也

也
。
以
レ

テ

此
ヲ

観
レ

レ

ハ

之
ヲ

絵
ノ

之
引

ル

ゝ

ヤ

也

従
ヨ
リ
テ

来
ル

ヿ

久
シ

其
画

ニ

有
二

リ

六
法
一

。
曰

ク

気
韻
生
動
。
曰

ク

骨
法
用
筆
。
曰

ク

応
物
写
形
。
曰

ク

随
類
傳
彩
。
曰

ク

経
営
位
置
。
曰

ク

伝
位
模
写
也
。
（
略
）
覧

ル

者
味

下

ツ

テ

孔
聖
告
二

ル

子
夏
一

ニ

之
言
上

ヲ

。
親

ク

知
下

ラ

ハ

禮
ハ

必
以
二

テ

忠
信
一

ヲ

為
レ

シ

質
ト

。
絵
事

ハ

必
ス

以
二

テ

粉
素
一

ヲ

為
上

ル

ヿ

先
ト

。
余

カ

片
ノ

之
編
。

不
レ

可
レ

謂
レ

無
レ

シ

ト

補
二

ヒ

。
于
聖
人

ノ

之
教

ヘ

。
画
家

ノ

之
筆

ニ

因
テ

自
ラ

書
二

ス

之
レ

ヲ

巻
首
一

ニ

。 

 

〈
書
き
下
し
〉 

 

論
語
に
曰
く
、
絵
の
事
は
素
き
よ
り
後
に
す
と
。
是
れ
孔
聖
子
夏
に
告
ぐ
る
の
言
な
り
。
此
を
以
て
之
を
観
れ
ば
、
絵
の
引
る
る
や
従
り
て

来
る
こ
と
久
し
。
其
れ
画
に
六
法
有
り
。
曰
く
、
気
韻
生
動
、
曰
く
骨
法
用
筆
、
曰
く
応
物
写
形
、
曰
く
随
類
傳
彩
、
曰
く
経
営
位
置
、
曰

く
伝
位
模
写
な
り
。（
略
）
覧
る
者
、
孔
聖
子
夏
に
告
る
の
言
を
味
つ
て
、
親
く
禮
は
必
ず
忠
信
を
以
て
質
と
為
し
、
絵
の
事
は
必
ず
粉
素
を

以
て
先
と
為
る
こ
と
を
知
ら
ば
、
余
が
片
の
編
、
聖
人
の
教
へ
、
画
家
の
筆
に
補
ひ
無
し
と
謂
ふ
べ
か
ら
ず
。
因
て
自
ら
之
を
巻
首
に
書
す
。 

  

論
語
の
引
用
か
ら
始
ま
る
序
文
は
、
次
い
で
、
中
国
南
北
朝
期
の
謝
赫
に
よ
る
『
古
画
品
録
』
に
み
る
「
絵
の
六
法
」
へ
と
論
を
転
じ
て
い

る
。
そ
し
て
、
「
絵
の
事
は
必
ず
粉
素
を
以
て
先
と
為
る
」
と
い
う
意
識
の
も
と
、
『
通
宝
志
』
が
画
家
の
助
け
に
な
る
と
閉
じ
る
。
前
半
で
は

中
国
に
由
来
す
る
画
論
を
展
開
し
、
そ
の
権
威
を
借
り
る
形
で
、
自
身
の
主
張
を
行
う
と
い
う
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
守
国
は
、
絵
を

描
く
際
は
「
粉
素
」
、
即
ち
絵
の
手
本
を
用
い
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
手
本
と
す
る
意
図
で
『
通
宝
志
』
を
刊
行
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。 

 

序
文
は
以
上
の
様
に
読
み
解
け
る
が
、
既
述
の
通
り
、
こ
の
主
張
自
体
は
『
絵
本
写
宝
袋
』
と
同
様
、
狩
野
派
の
粉
本
主
義
と
同
種
の
も
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
通
宝
志
』
の
作
品
内
容
が
、
狩
野
派
の
教
え
を
基
に
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 
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根
拠
は
後
述
す
る
が
、『
通
宝
志
』
の
中
、
特
に
巻
五
上
は
狩
野
派
を
強
く
意
識
し
た
内
容
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
、
そ
の
目
次
を

載
せ
る
。 

  

人
物

じ
ん
ぶ
つ 

馬 ば

周 し
う 

房 は
う

玄 け
ん

齢 れ
い 

杜 と

如 ぢ
よ

晦
く
わ
い 

魏 ぎ

徴 て
う 

諸 し
よ

葛 か
つ

亮
り
や
う 

蘧 き
よ

瑗 ゑ
ん 

張
ち
や
う

良
り
や
う 

第 て
い

五 ご

倫 り
ん 

管
く
は
ん

仲 ち
う 

鄧 と
う

禹 う 

鄭
て
い
の

子 し

産 さ
ん 

蕭
し
や
う

何 が 

伊 い

尹 い
ん 

太 た
い

公 こ
う

望 ば
う 

傅 ふ

悦 ゑ
つ 

仲 ち
う

山 ざ
ん

甫 ほ 
李 り

勣 せ
き 

虞 く

世 せ
い

南 な
ん 

杜 と

預 よ 

張
ち
や
う

華 く
わ 

羊 や
う

祜 こ 

楊 や
う

雄 ゆ
う 

陳 ち
ん

寔
じ
よ
く 

班 は
ん

固 こ 

恒
く
わ
ん

榮 ゑ
い 

鄭 て
い

玄 げ
ん 

蘇 そ

武 ぶ 

倪 げ
い

寛
く
わ
ん 

文 ぶ
ん

翁 お
う 

董 と
う

仲 ち
う

舒 ぢ
よ 

買 か

誼 き 

叔
し
ゆ
く

孫 そ
ん

通 た
う 

巨 こ

勢 せ
の

金 か
な

岡 お
か 

小 お

野 の
ゝ

道 た
う

風 ふ
う 

 

巻
五
上
の
冒
頭
は
、「
人
物
」
と
い
う
記
事
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
挿
絵
を
伴
っ
て
お
ら
ず
、
後
に
続
く
記
事
の
た
め
の
前
提
を
解
説

し
て
い
る
。 

  

昔
む
か
し

巨 こ

勢 せ
の

金 か
な

岡 お
か

と
云 い

ふ

人 ひ
と

あ
り
。
画 ぐ

わ

図 と

の
事 こ

と

に

工
た
く
み

な
り
。

本

朝

画

道

の

妙

手

に

て

能

仏

像

人

物

を

畫

く

。

又

諸

国

を

廻

り

名

所

の

風

景

を

寫

し

、

勝

れ

た

る

景

地

に

は

必

ず

金

岡

の

筆

捨

松

と

云

て

今

に

残

れ

り

清 せ
い

和 わ

陽 や
う

成 ぜ
い

光
く
は
う

孝 こ
う

宇 う

多 だ

醍 だ
い

醐 ご

五
朝 て

う

に

仕
つ
か
へ

て
、

官
く
わ
ん

大 だ
い

納 な

言 ご
ん

に
至 い

た

る
。
曽 か

つ

て
菅 か

ん

丞 せ
う

相
し
や
う

と
〈
マ
マ
〉

友 と
も

と
し
、
善 よ

し
国 こ

く

史 し

に
載 の

す
。
仁 に

ん

和 わ

四
年
九
月
真 さ

ね

方 か
た

雅 ま
さ

範 の
り

時 し

平 へ
い

等
を
し
て
詩 し

を
擇 ゑ

ら

は
し
め
、
又
弘 こ

う

仁 に
ん

以 い

後 ご

の
鴻 こ

う

儒
じ
ゆ
の

詩 し

に
堪 た

へ

た
る
者 も

の

、
金 か

な

岡 お
か

を
し
て
其 そ

の

形
か
た
ち

を
図 づ

せ
し
め
、
又

皇
く
わ
う

居 き
よ

の

南
み
な
み
の

庇
ひ
さ
し

、
東 と

う

西 ざ
い

の

障
し
や
う

子 じ

に
歴 れ

き

代 た
い

の
鴻 こ

う

儒 じ
ゆ

の
像 ざ

う

を
画 ゑ

か

く
。
所 い

わ

謂 ゆ
る

南 な
ん

殿 で
ん

賢 け
ん

聖
し
や
う

の
像 ぞ

う

是 こ
れ

な
り
。
金 か

な

岡 お
か

始
は
じ
め

て
こ
れ
を

畫
ゑ
か
く

と
云
へ
り
。 

 

こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
巨
勢
金
岡
が
、
か
つ
て
「
皇
居
の
南
庇
、
東
西
の
障
子
に
歴
代
の
鴻
儒
の
像
」
を
描
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

い
う
「
鴻
儒
の
像
」
と
い
う
の
は
、
紫
宸
殿
に
飾
ら
れ
た
「
賢 げ

ん

聖
じ
ょ
う
の

障 そ
う

子 じ

」
と
称
さ
れ
、
中
国
人
物
三
十
二
人
の
立
像
を
描
い
た
障
壁
画
を
指

ほ

ん

て

う

ぐ

わ

た

う

 
 

 
 

め

う

し

ゆ

 
 

 
 

 
 

 

よ

く

ぶ

つ

ざ

う

じ

ん

ぶ

つ

 

ゑ

か

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

し

よ

こ

く

 
 

 

め

ぐ

 
 

 
 

め

い

し

よ

 
 

ふ

う

け

い
 

う

つ

 
 

 
 

 
 

す

ぐ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

け

い

ち

 
 

 
 

 
 

 

か

な

ら
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て

す

て
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の

こ
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す
。
こ
こ
で
再
度
『
通
宝
志
』
巻
五
上
の
目
次
に
目
を
向
け
れ
ば
、
そ
の
三
十
二
人
に
相
当
す
る
人
物
の
名
前
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。「
巨
勢
金
岡
・
小
野
道
風
」
と
題
さ
れ
た
最
後
の
記
事
も
賢
聖
障
子
の
由
来
を
説
い
た
内
容
で
あ
り
、
守
国
は
、
こ
の
巻
五
上
を
通
し
て

賢
聖
障
子
の
図
様
を
紹
介
す
る
意
図
を
強
く
持
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。 

川
本
重
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
賢
聖
障
子
は
以
下
の
様
に
定
義
さ
れ
る
（

註

1 0

）

。 

 

賢
聖
障
子
は
、
紫
宸
殿
の
母
屋
と
北
庇
の
間
の
柱
間
に
嵌
め
込
ま
れ
た
障
子
で
あ
る
（
略
）
こ
の
障
子
に
は
中
国
の
殷
代
か
ら
唐
に
至
る
三

十
二
人
の
賢
聖
像
が
描
か
れ
た
。（
略
）
中
央
の
間
の
両
開
扉
に
魔
除
を
意
味
す
る
阿
吽
の
獅
子
狛
犬
一
対
、
そ
の
上
部
に
文
龜
を
描
く
の
も

定
め
ら
れ
た
形
式
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
永
い
歴
史
の
う
ち
に
は
紫
宸
殿
の
規
模
も
変
わ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
賢
聖
障
子
の
嵌
め
ら
れ
る

柱
間
数
も
増
減
し
た
か
ら
、
賢
聖
像
の
寸
法
や
並
び
方
な
ど
も
固
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い 

 

こ
の
賢
聖
障
子
は
現
在
も
紫
宸
殿
を
飾
る
権
威
あ
る
画
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
始
ま
り
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、
描
か
れ

た
内
容
や
、
近
世
に
お
い
て
描
き
継
が
れ
た
記
録
に
つ
い
て
は
多
く
資
料
が
残
っ
て
い
る
。 

描
か
れ
た
内
容
で
、
特
に
人
物
を
取
り
上
げ
た
も
の
と
し
て
は
、『
古
今
著
聞
集
』（
建
長
六
年(

一
二
五
四)

成
立
）
や
『
太
平
記
』（
応
安
年

間(

一
三
六
八~

一
三
七
五)

成
立
か
）
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
下
掲
げ
る
の
は
『
古
今
著
聞
集
』
の
記
述
で
あ
る
（

註

1 1

）

。 

 

南
殿
の
賢
聖
の
障
子
は
、
寛
平
の
御
時
始
め
て
か
か
れ
け
る
な
り
、
そ
の
名
臣
と
い
ふ
は
、
馬
周
・
房
玄
齢
・
杜
如
晦
・
魏
徴
東

よ

り

一

、
諸

葛
亮
・
遽
伯
玉
・
張
良
・
第
五
倫

同

二

・
管
仲
・
劉
禹
・
子
産
・
蕭
何

同

三

・
伊
尹
・
傅
説
・
太
公
望
・
仲
山
甫

同

四

・
李
勣
・
虞
世
南
・
杜
預
・
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張
華

西

よ

り

四

・
羊
祜
・
揚
雄
・
陳
寔
・
班
固

同

三

・
桓
栄
・
鄭
玄
・
蘇
武
・
倪
寛

同

二

・
董
仲
舒
・
文
翁
・
賈
誼
・
叔
孫
通

西

よ

り

一

等
な
り
、
こ

の
人
々
の
影
を
か
か
れ
け
る
。
か
の
麒
麟
閣
の
功
臣
を
、
図
せ
ら
れ
た
る
跡
を
お
は
れ
け
る
に
や
。
始
め
は
色
紙
形
に
銘
を
書
か
れ
た
り
け

り
。
さ
れ
ば
道
風
朝
臣
の
申
文
に
も
、
七
度
け
が
せ
る
よ
し
載
せ
た
り
。
そ
の
銘
い
つ
比
よ
り
書
か
れ
ず
な
れ
る
に
か
。
当
時
は
見
え
ず
、

色
紙
形
ば
か
り
ぞ
侍
る
め
る
。 

 

前
半
部
に
は
三
十
二
人
の
人
物
名
が
載
り
、『
通
宝
志
』
に
お
け
る
人
物
名
と
も
一
致
す
る
。
ま
た
、
人
物
の
順
序
は
異
な
る
が
、『
太
平
記
』

に
は
以
下
の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
（

註

1 2

）

。 

 

東
の
一
の
間
に
は
、
馬
周
・
房
玄
齢
・
杜
如
晦
・
魏
徴
、
二
の
間
に
は
、
諸
葛
亮
・
遽
伯
玉
・
張
子
房
・
第
伍
倫
、
三
の
間
に
は
、
管
仲
・

鄧
禹
・
子
産
・
蕭
何
、
四
の
間
に
は
、
伊
尹
・
傅
説
・
太
公
望
・
仲
山
甫
、
西
の
一
の
間
に
は
、
李
勣
・
虞
世
南
・
杜
預
・
張
華
、
二
の
間

に
は
、
羊
祜
・
揚
雄
・
陳
寔
・
班
固
、
三
の
間
に
は
、
桓
栄
・
鄭
玄
・
蘇
武
・
倪
寛
、
四
の
間
に
は
、
董
仲
舒
・
文
翁
・
賈
誼
・
叔
孫
通
な

り
。
画
図
は
金
岡
が
筆
、
賛
の
詞
は
小
野
道
風
が
書
き
た
り
け
る
と
ぞ
承
る
。 

 

絵
師 

時
期 

狩
野
永
徳 

天
正
度 

(

十
八
年) 

狩
野
孝
信 

慶
長
度 

(

十
七
年) 

狩
野
探
幽 

寛
永
度 

(

十
五
年) 

狩
野
探
幽 

承
応
度 

(

四
年) 

狩
野
探
幽 

寛
文
度 

（
二
年
） 

狩
野
安
信 

延
宝
度 

(

三
年) 

狩
野
常
信 

宝
永
度 

(

五
年) 

住
吉
廣
行 

寛
政
度 

(

二
年) 
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図  1『 絵 本 通 宝 志 』 巻 五 上 部 分  

図  ２  早 稲 田 大 学 図 書 館 蔵 「 賢 聖 障 子 図 」 部

分  

図  ３  早 稲 田 大 学 図 書 館 蔵「 南 殿 障 子 賢 聖 之 図 」

図 ４ 現 在 の 賢 聖 障 子 部 分  
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さ
て
、
こ
の
賢
聖
障
子
が
現
代
ま
で
残
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
当
然
一
つ
の
作
品
が
残
り
続
け
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
賢

聖
障
子
は
、
火
災
や
建
て
替
え
に
伴
っ
て
何
度
も
描
き
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
紫
宸
殿
に
飾
ら
れ
る
絵
で
あ
る
以
上
、
最
上
級
の
権
威
を

備
え
た
画
題
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
そ
の
絵
を
手
掛
け
る
絵
師
は
慎
重
に
選
ば
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
こ
こ
で
、
近
世

に
賢
聖
障
子
を
手
掛
け
た
絵
師
を
成
立
年
と
共
に
一
覧
と
し
て
掲
載
し
て
お
く
（

註

1 3

）

。 

寛
政
度
の
造
営
に
住
吉
派
の
絵
師
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
除
け
ば
、
近
世
を
通
し
て
賢
聖
障
子
を
手
掛
け
て
い
た
の
は
狩
野
派
で
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。
守
国
の
師
の
師
に
当
た
る
狩
野
探
幽
は
、
寛
永
か
ら
寛
文
に
か
け
て
三
期
を
連
続
し
て
担
当
し
て
い
る
。
近
世
に
お
い
て
、

賢
聖
障
子
を
描
く
と
い
う
こ
と
が
狩
野
派
の
画
業
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
師
承
関
係
を
踏
ま
え
れ
ば
、
守
国
が
そ
れ
を
知
ら
な
か

っ
た
と
は
考
え
難
い
。
す
な
わ
ち
、
守
国
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
『
通
宝
志
』
巻
五
上
の
賢
聖
は
、
狩
野
派
が
描
き
継
い
だ
画
題
で
あ
る
と
い
う

認
識
を
伴
っ
て
い
る
と
推
定
で
き
る
。 

こ
こ
で
、
守
国
が
自
序
に
お
い
て
主
張
し
て
い
た
粉
本
主
義
を
思
い
返
せ
ば
、『
通
宝
志
』
巻
五
上
に
描
か
れ
た
賢
聖
三
十
二
人
の
像
は
、
先

行
す
る
狩
野
派
が
手
掛
け
た
賢
聖
障
子
に
お
け
る
人
物
図
を
模
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
仮
説
が
立
て
ら
れ
る
。
守
国
が
紫
宸
殿
の
障
壁
画

を
直
接
目
に
出
来
た
可
能
性
は
低
い
だ
ろ
う
が
、
狩
野
派
内
に
伝
わ
る
賢
聖
障
子
の
資
料
が
多
い
こ
と
か
ら
も
、
間
接
的
に
守
国
が
こ
れ
ら
の

粉
本
を
目
に
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
星
野
氏
が
述
べ
た
通
り
、
守
国
が
粉
本
第
一
主
義
を
一
歩
も
出
ず
に
作
品
を
手
掛
け
て
い
た
の
な
ら

ば
、
こ
の
仮
説
は
成
立
す
る
だ
ろ
う
。 

図
１
は
、『
通
宝
志
』
に
お
け
る
人
物
の
記
事
の
例
で
あ
る
。
巻
五
上
の
中
国
人
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
が
独
立
し
た
よ
う
に
描
か
れ
て
お

り
、
背
景
を
伴
っ
た
画
面
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
『
通
宝
志
』
内
に
は
、
図
の
「
楊
雄
」
を
含
め
、
座
像
の
賢
聖
が
描
か
れ
て
い
る
。 

一
方
で
、
紫
宸
殿
を
飾
っ
た
賢
聖
障
子
の
下
絵
は
図
２
、
図
３
の
よ
う
な
資
料
と
し
て
残
っ
て
い
る 

。
図
２
は
障
壁
画
を
そ
の
ま
ま
を
写
し
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た
も
の
で
、
人
物
を
一
面
に
六
人
配
し
て
い
る
の
に
対
し
、
図
３
で
は
人
物
の
み
を
取
り
上
げ
、
障
壁
画
全
体
の
構
成
は
分
か
ら
な
い
。
後
述

す
る
他
の
賢
聖
障
子
関
連
資
料
も
含
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
間
で
形
式
が
統
一
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

し
か
し
両
者
と
も
に
、
各
賢
聖
は
背
景
を
伴
わ
な
い
画
面
に
描
か
れ
、
そ
の
全
て
が
立
像
と
な
っ
て
い
る
点
が
共
通
し
て
い
る
。『
通
宝
志
』

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
背
景
を
描
い
た
賢
聖
障
子
の
資
料
、
あ
る
い
は
座
像
を
含
む
賢
聖
障
子
資
料
は
管
見
に
及
ん
で
い
な
い
。
現
在
紫
宸
殿
に

飾
ら
れ
て
い
る
賢
聖
障
子
は
寛
政
度
の
写
し
で
あ
る
が
（
図
４
）
、
背
景
を
伴
わ
な
い
立
像
と
い
う
共
通
点
は
狩
野
派
の
手
を
離
れ
て
な
お
引

き
継
が
れ
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
比
較
に
よ
り
、
「
画
本
」
を
も
っ
て
先
例
を
写
す
事
を
重
視
す
る
と
序
文
に
お
い
て
の
べ
て
い
た
守
国
自
身
が
、
『
通
宝
志
』
に

お
い
て
賢
聖
障
子
の
描
き
方
を
踏
襲
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
事
実
か
ら
は
、
狩
野
派
に
伝
わ
る
粉
本
を
単
純
に
模
写
し
よ
う
と
し

な
か
っ
た
守
国
の
意
識
が
垣
間
見
え
る
。
で
は
、
守
国
が
描
い
た
図
様
と
は
何
な
の
か
。 

 

四
、
「
太
公
望
」
図
と
故
事
に
由
来
し
た
図
様 

 

『
通
宝
志
』
五
上
の
中
、
「
太
公
望
」
図
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
（
図
５
）
。『
通
宝
志
』
の
「
太
公
望
」
と
し
て
描
か
れ
た
老
人
は
、
樹
下
に

座
し
、
大
岩
の
上
に
い
る
。
そ
の
目
線
の
先
に
は
水
面
が
あ
る
。
既
述
の
通
り
、
背
景
を
持
ち
、
座
像
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
点
で
、
狩
野
派

の
賢
聖
障
子
と
大
き
く
異
な
る
図
様
で
あ
る
。
で
は
具
体
的
に
、
こ
の
『
通
宝
志
』
の
太
公
望
図
が
表
し
て
い
る
も
の
は
何
な
の
か
。
ま
ず
は
、

本
文
か
ら
確
認
し
て
お
き
た
い
。 
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姓 せ
い

ハ

姜
き
や
う

、

字
あ
ざ
な

ハ は

呂 ろ

尚
し
や
う

。

殷
い
ん
の

紂 ち
う

王
わ
う
の

時 と
き

、

避
さ
け
て

レ

世 よ
を

、

漁
す
な
ど
り
す

二

渭 い

陽 よ
う

ニ

一

紂 ち
う

王
わ
う
の

十
五
年
、

周
し
う
の 

文 ぶ
ん

王 わ
う

猟
か
り
し

二

渭 い

水
す
い
の

陽
み
な
み

ニ

一

、
得 ゑ

て

二

呂 ろ

尚
し
や
う
を

一

為 す

レ

師 し
と

。

因
よ
つ
て

號
な
つ
く

二

太 た
い

公 こ
う

望
ば
う
と

一

。

後 の
ち

佐
た
す
け
て

二

武 ぶ

王
わ
う
を

一

伐 う
ち

二

紂 ち
う

王
わ
う
を

一

被 ら
る

レ

封
ほ
う
ぜ

二

斉
せ
い
の

国
く
に
ゝ

一 

  

本
文
に
は
、
太
公
望
が
文
王
と
出
会
い
、
の
ち
に
武
王
の
配
下
と
し
て
活
躍
し
た
と
い
う
故
事
が
載
る
。
こ
の
同
話
は
『
史
記
』
の
記
述
に

確
認
で
き
る
。
以
下
に
『
史
記
』
本
文
に
つ
い
て
、
守
国
が
参
照
し
得
た
本
文
と
し
て
、
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
に
京
都
の
八
尾
甚
四
郎
友

春
よ
り
出
板
さ
れ
た
『
史
記
評
林
』
巻
三
十
二
「
齋
太
公
世
家
第
二
」
を
参
照
し
、
返
り
点
等
を
付
し
て
引
用
す
る
（

註

1 4

）

。 

 

太
公
望
呂
尚

ハ

者
、
東
海
上
人

ナ

リ

。
其

ノ

先
祖
二

嘗
テ

為
四
嶽
一

ト

。
佐
レ

ケ

禹
ヲ

平
二

テ

水
土
一

ヲ

甚
タ

有
レ

リ

功
。
虞
夏

ノ

之
際

ニ

。
封
二

シ

於
呂
一

ニ

。

或
ハ

封
二

セ

ラ

レ

タ

リ

於
申
一

。
姓

ハ

姜
氏
。
夏
商

ノ

之
時

ニ

。
申
呂

ニ

或
ハ

封
二

ス

枝
庶
一

ニ

子
孫
或

ハ

為
二

タ

リ

庶
人
一

。
尚

ハ

其
ノ

後
ノ

苗
裔
也
。
本
姓

ハ

姜
氏
。
從

テ

二

其
ノ

封
一

ニ

姓
ト

ス

。
故

ニ

曰
二

フ

呂
尚
一

ト

。
呂
尚
蓋

シ

嘗
窮
困

乄

。
年
老

タ

リ

矣
。
以
二

テ

漁
釣
一

ヲ

奸
ヲ
カ
ス

二

周
ノ

西
伯
一

ヲ

。
西
伯
將
二

ニ

出
テ

獵
一

セ

ン

ト

。
卜

フ

ル

ニ

之
。
曰
。
所
レ

獲 エ
ン

非
レ

ス

龍
ニ

非
レ

ス

彲 チ
ニ

。
非
レ

ス

虎
ニ

非
レ

ス

羆
ニ

。

所
レ

獲 エ
ン

霸
王
之

輔

タ
ス
ケ
ナ
ラ
ン

。
於
レ

テ

是
ニ

周
ノ

西
伯
獵

ス

。
果

乄

遇
二

フ

太
公

ニ

於
渭

ノ

之
陽
一

ニ

。

與
ニ

語
テ

。
大

ニ

說
ヨ
ロ
コ
フ

曰
。
自
二

リ

吾
カ

先
君
太
公
一

曰
シ

ク

。
當

ニ

ヘ

シ

下

有
二

テ

聖
人
一

適 ユ
ク

上
レ

周
ニ

。
周
以

テ

興
ン

ト

云

キ

。
子
真

ニ

是
レ

邪 カ

。
吾

カ

太
公

望
ノ
ソ
メ
ル
ヲ

レ

子
ヲ

久
シ

矣
。
故

ニ

號
シ

テ

之

曰
二

ク

太
公
望
一

ト

。

載
ノ
セ
テ

與
ニ

俱
ニ

歸
ル

。
立

テ

為
レ

ス

師
ト

。 

  

ま
た
、
守
国
が
挿
絵
を
担
当
し
た
最
初
の
作
品
で
あ
る
『
絵
本
故
事
談
』
（
正
徳
四

図 ５ 『 絵 本 通 宝 志 』「 太 公 望 」 
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年
（
一
七
一
四
）
刊
）
に
は
、
守
国
自
身
が
『
史
記
』
の
記
述
を
直
接
目
に
し
て
い
た
可
能
性
を
示
す
記
述
が
あ
る
（

註

1 5

）

。
こ
の
事
よ
り
、
守

国
が
『
史
記
』
等
の
漢
籍
に
基
づ
い
て
テ
キ
ス
ト
を
編
ん
だ
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
太
公
望
に
関
す
る
故
事
の
図
像
化
を
め
ぐ
っ
て
は
、
狩
野
派
の
画
題
集
で
あ
る
『
後
素
集
』(

元
和
九
年
（
一
六
二
三
）)

に
二
点
の
記

述
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（

註

1 6

）

。 

 

「
田
猟
図
」 

周
ノ
文
王
カ
リ
ニ
出
給
フ
時
、
太
公
望
ニ
ア
イ
テ
車
ノ
後
ニ
ノ
セ
テ
帰
リ
給
フ
、
太
公
カ
居
タ
ル
ト
コ
ロ
ニ
、
ツ
リ
石
ニ
チ
ガ
ヤ
ヲ
シ
キ
テ 

居
タ
ル
也
。
所
ハ
渭
水
ノ
濱
ナ
リ 

 

「
呂
尚
釣
渭
図
」 

太
公
望
渭
濱
ニ
テ
ツ
リ
ヲ
タ
ル
ゝ
體 

  

両
者
と
も
「
渭
水
」
、
「
渭
濱
」
と
場
所
を
設
定
し
て
お
り
、
後
者
の
記
述
で
は
故
事
の
具
体
的
な
内
容
は
推
し
量
れ
な
い
も
の
の
、
類
似
し

た
図
様
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
当
該
故
事
を
描
い
た
狩
野
派
の
作
品
は
数
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
例
と
し
て
、

京
狩
野
を
代
表
す
る
狩
野
山
楽
の
「
文
王
呂
尚
・
商
山
四
皓
図
屏
風
」
（
図
６
）
を
挙
げ
る
。 

 

左
方
に
は
岩
の
上
に
座
り
釣
り
を
す
る
太
公
望
が
描
か
れ
、
右
方
に
文
王
ら
が
描
か
れ
て
い
る
。
故
事
に
あ
る
文
王
と
太
公
望
が
出
会
う
場

面
を
描
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
『
後
素
集
』
の
記
述
に
沿
っ
て
い
る
。 
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ま
た
、
林
守
篤
『
画
筌
』
（
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
）
に
は
、

図
７
の
よ
う
な
太
公
望
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
守
信
筆
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
狩
野
探
幽
の
写
し
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

先
の
山
楽
筆
と
比
較
す
る
と
、
左
右
の
反
転
が
あ
り
、
文
王
の
描

写
は
な
い
も
の
の
、
共
通
点
も
多
い
。
即
ち
、
大
岩
の
上
に
老
人

が
座
り
、
釣
り
を
す
る
と
い
う
描
写
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
図
８
・
図
９
は
、
吉
村
周
山
『
画
宝
』（
明
和
四
年
（
一

七
六
四
）
）
に
載
せ
ら
れ
た
「
太
公
望
図
」
と
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ

「
常
信
筆
」
、「
安
信
筆
」
と
あ
る
通
り
、
狩
野
常
信
、
狩
野
安
信

父
子
の
写
し
で
あ
り
、
こ
ち
ら
も
、
前
掲
図
同
様
、
大
岩
の
上
で

釣
り
を
す
る
老
人
が
描
か
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
狩
野
派
の
図
様
を
辿
る
と
、
故
事
に
由
来
し
た

太
公
望
図
の
図
像
化
に
は
、
定
型
的
表
現
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
、
「
大
岩
の
上
で
釣
り
を
す
る
老
人
」
と
い
う
描
写
が
、
太

公
望
を
示
す
図
像
と
し
て
狩
野
派
内
で
書
き
継
が
れ
て
き
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
再
び
守
国
の
描
い
た
『
通
宝
志
』
に
目
を
向
け
る
と
、

狩 野 山 楽 画「 文 王 呂 尚・商 山 四 皓 図 屏 風 」部 分  

図  ７『 画 筌 』「 太 公 望 」 図  ８ 『 画 宝 』「 太 公 望 」  図  ９ 『 画 宝 』「 太 公 望 」  
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そ
の
図
像
が
こ
れ
ら
の
先
例
に
類
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
釣
り
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
大
岩
の
上
に
座
る
座
像
と
し
て
描
か
れ
た
太
公

望
図
は
、
立
像
で
描
か
れ
て
い
た
賢
聖
障
子
の
図
様
よ
り
も
類
似
し
た
図
様
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
『
後
素
集
』
「
田
猟
図
」
の
記
述
は
、

釣
り
に
対
す
る
言
及
が
な
い
点
に
お
い
て
、
最
も
守
国
の
作
画
に
近
い
。
こ
れ
よ
り
『
通
宝
志
』
巻
五
上
で
は
全
体
と
し
て
賢
聖
障
子
を
描
く

意
図
を
強
く
示
し
な
が
ら
も
、
図
様
は
故
事
に
由
来
し
た
太
公
望
を
描
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

五
、
「
太
公
望
」
の
頭
巾 

 

守
国
が
賢
聖
障
子
を
描
く
と
巻
五
上
の
構
成
で
宣
言
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
故
事
に
由
来
し
た
太
公
望
図
を
描
い
て
い
た
こ
と
を
先
章
で
は

確
認
し
た
。 

し
か
し
、『
通
宝
志
』
に
お
け
る
「
太
公
望
」
か
ら
は
、
故
事
に
由
来
し
た
図
様
に
見
ら
れ
る
表
現
に
留
ま
ら
な
い
部
分
を
、
確
認
す
る
こ
と

も
で
き
る
。
先
述
の
通
り
、
『
通
宝
志
』
の
太
公
望
図
（
図
５
）
に
描
か
れ
た
太
公
望
は
釣
り
を
し
て
お
ら
ず
、
図
７
～
図
９
（
図

10

～
図

13

に
拡
大
図
）
の
江
戸
狩
野
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
太
公
望
図
の
系
譜
を
た
ど
る
と
、『
通
宝
志
』
の
「
太
公
望
」
図
で
は
、
頭
部
に
頭
巾
を
か
ぶ
っ

て
い
る
と
い
っ
た
図
様
上
の
差
異
が
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、
守
国
が
故
事
に
由
来
し
た
太
公
望
図
を
賢
聖
障
子
の
太
公
望
図
の
代
わ
り
に
描

い
た
だ
け
と
す
る
に
は
若
干
の
問
題
が
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
頭
巾
の
描
き
方
に
着
目
し
つ
つ
賢
聖
障
子
の
描
写
に
再
び
目
を
向
け
た
い
。
近
世
期
の
賢
聖
障
子
は
、
慶
長
度
（
図

10

）
、
寛
永

度
（
図

11

）
、
寛
文
度
、
延
宝
度
、
宝
永
度
、
寛
政
度
（
図

12

）
に
描
き
直
さ
れ
て
い
る
が
、
探
幽
に
よ
る
寛
永
度
の
作
画
の
後
、
狩
野
派
が

描
き
継
い
だ
太
公
望
図
に
大
き
な
改
変
は
見
ら
れ
な
い
。 

 

こ
れ
ら
賢
聖
障
子
の
太
公
望
図
が
成
立
す
る
際
に
は
、
漢
籍
か
ら
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
図

16
・
図

17

に
示
し
た
の
は
、
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そ
れ
ぞ
れ
『
三
才
図
会
』
（
万
歴
三
五
年
（
一
六
〇
七
）
）
、
『
歴
代
君
臣
図
像
』
（
明
代
（
一
三
六
八―

一
六
四
四
）
。
図
は
慶
安
四
年
（
一
六
五

一
）
の
和
刻
本
）
の
太
公
望
図
と
な
る
。
両
者
と
も
に
、
頭
巾
を
被
っ
て
い
る
図
様
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
図
様
は
、
絵
入
百
科
事
典
等

の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る
図
様
で
あ
り
、
類
型
的
な
肖
像
画
表
現
と
し
て
定
着
し
て
い
た
。
こ
の
場
合
、
故
事
の
紹
介
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

人
物
の
辞
書
的
な
紹
介
が
重
視
さ
れ
る
た
め
、
先
に
見
た
故
事
に
由
来
し
た
図
像
で
は
な
く
、
肖
像
画
的
な
表
現
が
挿
絵
と
し
て
利
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
実
際
に
、
守
国
が
挿
絵
を
手
掛
け
た

『
唐
土
訓
蒙
図
彙
』（
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
）
の

な
か
で
は
、『
三
才
図
会
』
か
ら
の
影
響
を
確
認
す
る

こ
と
も
で
き
る
（
図

18

）
。
狩
野
派
は
、
肉
筆
画
の

中
で
故
事
に
由
来
し
た
太
公
望
図
を
描
き
続
け
る

一
方
で
、
こ
れ
ら
類
型
的
肖
像
画
表
現
を
用
い
て
賢

聖
障
子
の
中
で
描
い
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
頭
部
の
頭
巾
と
い
う
図
様
が
、
肖
像
画
と
し

て
の
太
公
望
を
示
す
定
型
的
表
現
に
な
っ
て
い
た

と
す
る
説
を
支
え
る
証
左
と
し
て
、
国
学
院
高
等
学

校
図
書
館
蔵
の
「
狩
野
遺
稿
」
が
挙
げ
ら
れ
る
（

註

1 7

）

。 

 

ま
ず
、
寛
政
度
（
図

12

）
の
太
公
望
図
を
見
て
み

る
と
、
宝
永
度
ま
で
の
太
公
望
図
（
図

11

）
と
の
間

図 10 

仁 和 寺 蔵 「 賢

聖 障 子 」 部 分

（ 太 公 望 図 ）  

図 11 

早 稲 田 大 学 図 書

館 蔵 「 賢 聖 障 子

図 」部 分（ 太 公 望

図 ）  

図 12 

東 京 国 立 博 物 館 蔵

『 賢 聖 障 子 図 』  

「 太 公 望 」  

図 13 図 ７ の 部 分  図 14 図 ８ の 部 分  図 15 図 ９ の 部 分  
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に
大
き
な
図
様
改
編
が
認
め
ら
れ
、
頭
部
の
描
写
に
も
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
先
に
見
た
通
り
、
こ
の
寛
政
度
の
賢
聖
障

子
を
描
い
た
の
は
狩
野
派
で
は
な
く
、
住
吉
派
の
絵
師
で
あ
る
。
当
代
に
お
け
る
復
古
主
義
の
気
運
か
ら
、
近
世
中
期
の
儒
者
で
あ
る
柴
野
栗

山
ら
が
中
心
と
な
り
、
図
様
の
考
証
を
行
い
、
賢
聖
障
子
の
図
様
改
変
が
行
わ
れ
た
。
現
在
、
そ
の
改
変
に
あ
た
っ
て
の
記
録
が
『
賢
聖
障
子

名
臣
冠
服
考
證
』（
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
）
と
し
て
残
っ
て
い
る
。『
賢
聖
障
子
名
臣
冠
服
考
證
』
に
よ
る
と
、
本
来
、
寛
政
度
の
賢
聖
障
子

は
、
そ
れ
ま
で
同
様
に
狩
野
派
絵
師
が
手
掛
け
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
狩
野
派
絵
師
が
病
に
倒
れ
た
結
果
、
住
吉
派
へ
と
絵
師
が
変
更
さ
れ
た

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
、
図
様
変
更
以
後
の
太
公
望
図
は
、
『
賢
聖
障
子
名
臣
冠
服
考
證
』
に
以
下
の
様
に
記
録
さ
れ
て
い
る
（

註

1 8

）

。 

 

太
公
望 

 
 

今
考
定
新
図 

 

官
階 

太
師
斎
候 

 

年
貌 

年
葢
百
有
餘 

 

章
服 

韋
弁 

韎
衣
裳 

丹
朱
中
衣
朱
韠 

纁
草
屨 

負
剣 

榗
笏 

 

右
司
服
所
謂
兵
事
韋
弁
服
者
王
及
諸
矦
卿
大 

 

夫 

 

君
臣
同
服
其
佩
玉
即
経
傳
無
所
見
矣
以
軍
容 

 

不 

 

便
而
不
設
也 
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章
服
の
項
に
あ
る
「
韋
弁
」
と
あ
る
の
が
、
図

12

の
頭
部
に
見
ら
れ
る
帽
子
で
あ
る
。
し
か
し
、
描
写
が
変
更
さ
れ
る
以
前
、
本
画
が
描
か

れ
る
前
の
下
絵
の
段
階
で
は
、
こ
の
「
韋
弁
」
は
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
「
狩
野
遺
稿
」（
近
世
期
成
立
）
か
ら
推
測
さ
れ
る
の

だ
。 狩

野
派
か
ら
住
吉
派
の
手
に
賢
聖
障
子
の
絵
師
が
変
更
さ
れ
る
に
際
し
、
そ
れ
ま
で
の
賢
聖
障
子
に
関
す
る
資
料
が
住
吉
派
へ
寄
贈
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
際
に
狩
野
派
の
手
か
ら
渡
っ
た
資
料
の
一
つ
が
「
狩
野
遺
稿
」
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
こ
に
賢
聖
障
子
の
図
様
が
完
成
す

る
前
段
階
、
狩
野
派
の
手
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
太
公
望
図
の
下
絵
が
描
か
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

図

19

は
「
狩
野
遺
稿
」
に
描
か
れ
た
太
公
望
図
で
あ
る
。
寛
永
か
ら
宝
永
度
ま
で
の
定
型
図
様
（
図

10

）
、
そ
し
て
寛
政
度
（
図

12

）
と
図

様
を
比
較
す
る
と
、
こ
の
「
狩
野
遺
稿
」
に
お
け
る
太
公
望
図
は
、
改
変
途
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
顔
貌
は
鬚

の
無
い
顔
で
あ
る
点
か
ら
、
寛
政
度
に
近
く
、
そ
の
頭
巾
は
宝
永
度
以
前
の
狩
野
派
が
描
き
継
い
だ
図
様
に
近
い
。 

こ
れ
ら
の
比
較
か
ら
、
頭
部
に
描
か
れ
た
頭
巾
と
い
う
図
様
が
、
狩
野
派
内
部
で
重
要
な
定
型
的
表
現
と
し
て
定
着
し
て
い
た
可
能
性
が
指

摘
で
き
る
。 

こ
の
様
に
見
れ
ば
、『
通
宝
志
』
に
お
け
る
太
公
望
図
は
、
そ
の
頭
部
の
描
写
に
お
い
て
、
故
事
に
由
来
し
た
定
型
的
表
現
よ
り
も
、
賢
聖
障

子
や
漢
籍
の
肖
像
画
的
な
表
現
に
よ
り
近
い
物
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
守
国
は
狩
野
派
に
描
か
れ
継
が
れ
て
き
た
二
つ
の
定
型

的
表
現
（
故
事
に
由
来
し
た
図
様
と
肖
像
画
的
図
様
）
を
取
り
合
わ
せ
て
作
画
を
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 
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図 16『 三 才 図 会 』「 太 公 望 」  図 17『 歴 代 君 臣 図 像 』「 太 公 望 」 

図 18『 唐 土 訓 蒙 図 彙 』「 太 公 望 」 図 19「 狩 野 遺 稿 」 部 分  

  

               



201 

 

 

六
、
結
語 

 
『
通
宝
志
』
巻
五
上
の
「
太
公
望
」
に
お
い
て
、
守
国
は
故
事
に
由
来
し
た
図
像
と
、
賢
聖
障
子
に
も
引
き
継
が
れ
た
肖
像
画
的
図
像
の
、

両
定
型
的
表
現
を
取
り
合
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
事
を
踏
ま
え
、
再
び
守
国
作
品
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 

『
通
宝
志
』
五
上
に
見
る
守
国
の
作
画
方
法
は
、
先
例
の
模
写
に
徹
す
る
基
本
的
な
粉
本
主
義
の
姿
勢
と
は
異
な
る
。
し
か
し
同
時
に
、
狩

野
派
の
図
様
を
利
用
し
て
い
る
点
、
狩
野
派
を
意
識
し
た
画
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
点
等
、
狩
野
派
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

作
品
が
狩
野
派
的
か
浮
世
絵
的
か
と
い
う
問
題
に
立
ち
帰
れ
ば
、
狩
野
派
に
近
い
も
の
の
、
完
全
に
は
一
致
し
な
い
と
す
る
の
が
妥
当
か
と
思

わ
れ
る
。
で
は
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
粉
本
主
義
か
ら
逸
脱
す
る
描
き
変
え
が
必
要
で
あ
っ
た
の
か
。
描
き
継
が
れ
た
賢
聖
障
子
か
ら
改
変
を
行

っ
た
意
図
は
何
か
。 

推
測
可
能
な
こ
と
の
一
つ
と
し
て
、
流
派
内
の
粉
本
流
出
に
対
す
る
抵
抗
感
と
い
う
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
模
写
を
作
画
の
基
本

と
す
る
以
上
、
絵
師
に
と
っ
て
粉
本
の
多
さ
は
直
接
画
業
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
来
粉
本
は
流
派
内
で
秘
匿
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
板
本
を
多
く
制
作
し
た
守
国
は
、
粉
本
を
流
出
し
た
人
物
と
し
て
破
門
さ
れ
た
と
す
る
言
説
も
生
じ
て
い
る
（

註

1 9

）

。

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
狩
野
派
に
描
き
継
が
れ
た
粉
本
そ
の
も
の
を
描
く
こ
と
は
難
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

し
か
し
、
同
時
代
に
は
先
に
も
引
い
た
林
守
篤
の
『
画
筌
』
が
狩
野
派
の
画
論
を
伝
え
、
大
岡
春
卜
や
吉
村
周
山
の
画
譜
は
、
原
画
の
絵
師

名
ま
で
を
も
記
す
高
い
模
写
意
識
を
備
え
て
い
た
（
図
７
～
図
９
参
照
）
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
守
国
の
み
が
粉
本
の
板
本
化
に
際
し
圧
力
を

受
け
た
と
は
考
え
難
い
。 

筆
者
は
、
守
国
が
『
通
宝
志
』
に
お
い
て
行
っ
た
描
写
変
更
の
理
由
に
、
板
本
と
い
う
作
品
形
式
と
、
そ
れ
に
伴
う
購
買
層
の
需
要
が
密
接

に
関
わ
る
と
推
測
す
る
。
そ
も
そ
も
賢
聖
障
子
と
は
、
紫
宸
殿
を
飾
る
権
威
あ
る
画
題
で
あ
っ
た
。
狩
野
派
の
中
で
も
特
に
優
れ
た
絵
師
の
み
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が
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
画
題
を
民
間
の
町
絵
師
が
描
く
機
会
は
な
い
。
こ
の
た
め
、
狩
野
派
に
描
き
継
が
れ
た
「
賢
聖
障
子
」
の
図
様

は
、
板
本
を
粉
本
と
し
て
利
用
し
た
絵
師
に
と
っ
て
は
利
用
価
値
が
低
い
と
言
え
る
。 

一
方
で
、
守
国
の
描
い
た
「
太
公
望
」
図
は
、
三
十
二
人
の
群
像
図
で
は
な
く
太
公
望
単
体
で
の
描
写
に
も
た
え
得
る
も
の
で
あ
る
。
故
事

を
現
す
こ
と
が
可
能
な
点
に
お
い
て
も
、「
賢
聖
障
子
」
の
図
様
に
比
べ
、
民
間
の
町
絵
師
に
と
っ
て
有
用
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

す
な
わ
ち
、
守
国
の
作
画
は
購
買
層
に
即
し
た
粉
本
を
提
供
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
書
型
の
問
題
も
こ
の
説
を
支
え
る
。
既
述
の
通
り
、
守
国
の
作
品
は
『
通
宝
志
』
を
始
め
半
紙
本
を
基
本
と
す
る
。
大
岡
春
卜
や
、

板
元
を
同
じ
く
す
る
吉
村
周
山
の
画
譜
が
大
本
で
板
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
比
較
す
れ
ば
、
守
国
の
作
品
は
、
よ
り
実
用
を
想
定
し
た
造
り
と

な
っ
て
い
る
。 

民
間
の
町
絵
師
を
対
象
と
し
、
狩
野
派
の
知
識
に
基
づ
い
て
需
要
に
沿
っ
た
作
画
を
行
お
う
と
し
た
際
に
生
じ
た
結
果
が
、『
通
宝
志
』
に
現

れ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
こ
れ
は
、
狩
野
派
の
文
化
が
庶
民
へ
と
流
入
す
る
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
お
り
、
近
世
中
期
に
特
徴
的
な
知
識

伝
達
の
構
造
と
も
一
致
す
る
。
事
実
、
守
国
の
作
品
は
民
間
で
活
躍
す
る
浮
世
絵
師
を
は
じ
め
と
す
る
町
絵
師
に
画
題
に
関
す
る
知
識
を
提
供

し
、
作
画
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
守
国
が
作
品
を
通
し
て
行
お
う
と
し
た
こ
と
は
、
狩
野
派
の
知
識
に
基
づ
い
た
啓
蒙
で
は
な
か
っ
た
か
。 

以
上
の
様
に
、
本
章
で
は
『
通
宝
志
』
巻
五
上
「
太
公
望
図
」
を
例
に
、
守
国
の
作
画
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
。
狩
野
派
の
画
題
に
よ
り
な

が
ら
、
文
学
的
背
景
と
な
る
故
事
を
現
す
こ
と
に
よ
り
、
町
絵
師
や
庶
民
の
啓
蒙
を
行
っ
た
特
徴
が
伺
え
た
の
で
あ
る
。 

 

註 （
註
１
）
本
文
は
中
村
幸
彦
・
野
村
貴
次
・
麻
生
磯
次
校
注
『
近
世
随
想
集
』
（
岩
波
書
店
・
一
九
七
一
）
（
二
〇
五―

二
〇
六
頁
）
よ
り
引
用 
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（
註
２
）
底
本
は
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
（
寛
政
十
二
年(

一
八
〇
〇)

再
板
）
（
請
求
記
号
：ﾗ

8
-3

） 
（
註
３
）
本
文
は
関
根
正
直
・
和
田
英
松
・
田
辺
勝
哉
監
修
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期
第
四
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
二
八
）（
二
五
五
頁
） 

よ
り
引
用 

（
註
４
）
本
文
は
仲
田
勝
之
助
編
『
浮
世
絵
類
考
』
岩
波
書
店
（
一
九
四
一
）
（
七
三―

七
五
頁
）
よ
り
引
用
。 

（
註
５
）
浮
世
絵
師
以
外
へ
の
影
響
に
関
す
る
指
摘
と
し
て
は
、
前
島
美
保
「
丹
生
都
比
売
神
社
本
殿
に
描
か
れ
た
舞
絵
と
絵
手
本―

橘
守
国 

『
絵
本
通
宝
志
』
と
の
比
較
」
『
天
野
社
舞
楽
曼
荼
羅
供―

描
か
れ
た
高
野
山
鎮
守
社
「
丹
生
都
比
売
神
社
」
遷
宮
の
法
楽―

』
（
二
〇
一 

一
年
、
岩
田
書
院
）
（
二
五
七―

二
八
七
頁
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

（
註
６
）
底
本
は
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
（
寛
政
十
二
年(

一
八
〇
〇)

再
板
）
（
請
求
記
号
：ﾗ

8
-3

） 

（
註
７
）
日
野
原
健
司
「
橘
守
国
の
絵
本―

絵
画
に
よ
る
「
知
」
と
「
真
」
の
伝
達
」『
江
戸
の
出
版
文
化
か
ら
始
ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
革
命
：
絵 

本
絵
手
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書
』
（
二
〇
〇
七
）
九
九―

一
〇
六
頁 

（
註
８
）
星
野
鈴
「
鈴
木
春
信
と
『
絵
本
写
宝
袋
』
」
『
江
戸
の
出
版
文
化
か
ら
始
ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
革
命
：
絵
本
絵
手
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報 

告
書
』
（
二
〇
〇
七
）
四
九―

六
二
頁 

（
註
９
）
仲
田
勝
之
助
『
絵
本
の
研
究
』
美
術
出
版
社
（
一
九
五
〇
）
一
四
一
頁 

（
註

10

）
川
本
重
雄
・
川
本
桂
子
・
三
浦
正
幸
「
賢
聖
障
子
の
研
究
（
上
）
」
『
国
華
』
一
〇
二
八
号
（
一
九
七
九
）
九―

二
六
頁 

（
註

11

）
本
文
は
『
古
今
著
聞
集
』
巻
十
一
（
西
尾
光
一
・
小
林
保
治
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成 

古
今
著
聞
集
』
新
潮
社(

一
九
八
三)

（
二 

五―

二
六
頁
）
）
よ
り
引
用 

（
註

12

）
本
文
は
『
太
平
記
』
巻
十
二
「
大
内
裏
造
営
事
付
聖
廟
御
事
」
（
山
下
宏
明
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成 

太
平
記
』
二 

新
潮
社 



204 

 

 

（
一
九
七
七
）
（
二
〇
〇―

二
〇
一
頁
）
） 

（
註

13

）
表
は
前
掲
注
十
九
川
本
氏
論
文
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
。 

（
註

14

）
底
本
は
、
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
板
『
史
記
評
林
』
（
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
蔵
、
請
求
記
号
：
２
０
４―

２
８
１―

２ 

Ｌ
１ 

４
６
） 

（
註

15

）
橘
守
国
画
、
山
本
序
周
著
『
絵
本
故
事
談
』
は
、
記
事
が
漢
籍
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
、
表
題
の
下
に
『
史
記
』
や
『
古
列 

女
伝
』
等
典
拠
を
示
す
構
成
を
取
る
。
筆
者
は
守
国
で
は
な
い
が
、
挿
絵
を
担
当
し
た
こ
と
か
ら
、
守
国
が
『
史
記
』
を
目
に
し
て
い 

た
可
能
性
は
あ
る
。 

（
註

16

）
本
文
は
山
崎
誠
「
後
素
集
と
そ
の
研
究(

上)

」『
調
査
研
究
報
告
』
十
八
号
（
一
九
九
七
）（
一
三
三―

一
九
三
頁
）（
該
当
箇
所
は
、 

一
四
二
頁
、
一
四
三
頁
）
。
『
後
素
集
』
は
狩
野
一
渓
が
著
し
た
画
題
集
で
あ
り
、
絵
を
伴
わ
な
い
。
先
行
研
究
に
、
北
野
良
枝
「
狩
野 

一
渓
著
『
後
素
集
』
の
校
訂
」
『
鹿
島
美
術
財
団
年
報
』
一
五
号
別
冊
（
一
九
九
七
、
三
五
二―

三
五
七
頁
）
、
北
野
良
枝
「
『
後
素
集
』 

と
舶
載
さ
れ
た
絵
入
り
版
本
と
の
関
係
に
関
す
る
研
究 

 

『
列
仙
全
伝
』『
仙
仏
奇
踪
』
を
中
心
に
」『
鹿
島
美
術
財
団
年
報
』3

2

号
別 

冊(

二
〇
一
四
、
四
二
六―

四
三
六
頁)

、
岩
山
泰
三
「
五
山
詩
に
お
け
る
楊
貴
妃
像―

題
画
詩
と
『
後
素
集
』
」
『
国
文
学
研
究 

早
稲 

田
大
学
国
文
学
会
』1

3
1

号
（
二
〇
〇
〇
、
四
七―

五
八
頁
）
、
小
助
川
元
太
「
『
後
素
集
』
の
画
題
解
説
と
漢
故
事
和
訳 

『
語
園
』
と 

の
共
通
説
話
を
中
心
に
」『
伝
承
文
学
研
究
』
六
〇
号
（
二
〇
一
一
、
一
一
一―

一
二
四
頁
）
、
小
助
川
元
太
「
『
後
素
集
』
の
『
帝
鑑
図 

説
』
利
用―

狩
野
一
渓
の
画
題
理
解
に
関
す
る
一
考
察―

」『
国
語
国
文
』
七
八
巻
六
号
（
二
〇
〇
九
、
一―

一
八
頁
）
な
ど
が
あ
り
、 

『
後
素
集
』
の
書
誌
学
的
調
査
や
、
漢
籍
の
影
響
を
受
け
た
成
立
過
程
、
及
び
近
世
文
学
に
お
け
る
影
響
な
ど
が
論
じ
ら
れ
る
。
狩
野 

派
が
描
き
継
い
だ
画
題
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
資
料
だ
が
、
小
助
川
氏
（
二
〇
一
一
）
が
「
跋
文
（
画
学
全
書 

吾
邦
著
述
窂
見
焉
、 
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故
予
間
嘗
発
志
聚
既
所
世
傳
之
図
名
、
又
更
咨
諸
有
職
、
考
古
人
事
蹟
可
作
図
者
、
稍
多
記
之
）
に
従
う
と
、『
後
素
集
』
は
「
門
弟
子
」 

の
た
め
世
の
中
に
伝
わ
っ
て
い
る
図
名
（
画
題
）
や
今
後
絵
画
化
す
べ
き
「
古
人
の
事
蹟
」
を
「
諸
有
職
」
に
尋
ね
て
集
め
た
も
の
で 

あ
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
本
テ
キ
ス
ト
を
読
む
限
り
、
そ
の
本
当
の
目
的
や
一
渓
が
意
図
し
た
本
書
の
利
用
価
値
が
ど
こ
に
あ
る
の
か 

は
、
今
ひ
と
つ
判
然
と
し
な
い
」
と
述
べ
る
通
り
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
た
か
は
不
明
瞭
で
あ
る
。 

（
註

17

）
鈴
木
敬
三
「
国
高
収
蔵
『
南
殿
賢
聖
障
子
稿
本
』
と
そ
の
資
料
」
『
国
学
院
高
等
学
校
紀
要
』
十
九
号(

一
九
八
四)

（
四
五
六―

四 

七
九
）
に
よ
れ
ば
、「
狩
野
家
に
伝
え
ら
れ
た
賢
聖
障
子
の
粉
本
が
一
括
し
て
住
吉
家
に
相
伝
し
た
の
で
あ
り
、
と
く
に
『
狩
野
遺
稿
』 

と
い
う
「
住
之
江
文
庫
」
の
黒
印
の
あ
る
原
寸
下
図
の
粉
本
十
四
幅
が
注
目
さ
れ
る
。
馬
周
・
遽
伯
玉
・
張
良
・
鄧
禹
・
傅
悦
・
太
公 

望
・
叔
孫
通
・
管
仲
・
董
仲
舒
・
蘇
武
・
桓
栄
・
羊
祜
・
張
華
・
虞
世
南
」
を
取
り
上
げ
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
（
四
六
一
頁
）
。 

（
註

18

）
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
鵜
飼
文
庫
蔵
本
を
底
本
と
し
た
。 

（
註

19

）
こ
の
説
は
複
数
の
資
料
に
見
ら
れ
る
も
の
の
、
明
治
以
降
の
記
述
に
の
み
確
認
で
き
る
事
で
あ
り
史
実
と
は
異
な
る
可
能
性
が
高 

い
と
し
て
、
浅
野
秀
剛
氏
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。
（
浅
野
秀
剛
「
橘
守
国
と
そ
の
門
流
（
上
）
（
中
）
（
下
）
」
『
浮
世
絵
芸 

術
』

82

号―

84

号
（
一
九
八
四-

一
九
八
五
）
二
四―

二
六
頁
、
一
三―

一
七
頁
、
一
一―

一
五
頁
） 

  

図
版
一
覧 

図
１
・
５ 

橘
守
国
画
作
『
絵
本
通
宝
志
』
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
（
請
求
記
号
：
４
９―

３
１
８
） 

図
２
・

11 

「
賢
聖
障
子
図
」
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
（
請
求
記
号
：
ワ
０
３ 

０
３
６
４
５ 

０
０
８
６
） 
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図
３ 

「
南
殿
障
子
賢
聖
之
図
」
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
（
請
求
記
号
：
チ
０
４ 

０
１
１
１
０
） 

図
４ 

「
賢
聖
障
子
」
（
京
都
御
所
）
、
『
皇
室
の
至
宝(

御
物 

絵
画)

』
毎
日
新
聞
社
（
一
九
九
一
）
よ
り
引
用
。 

図
６ 
狩
野
山
楽
筆
「
文
王
呂
尚
・
商
山
四
皓
図
屏
風
」
部
分
（
京
都
妙
心
寺
蔵
）
、
京
都
国
立
博
物
館
特
別
展
覧
会
図
録
『
狩
野
山
楽
・
山 

雪
』
（
二
〇
一
三
）
よ
り
引
用 

図
７ 

林
守
篤
画
『
画
筌
』
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
（
請
求
記
号
：
文
庫
３
１ 

Ｅ
０
４
５
１
） 

図
８
・
９ 

吉
村
周
山
画
『
画
宝
』
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
（
請
求
記
号
：
ヤ
８―

１
９
６
） 

図

10 

狩
野
孝
信
筆
「
賢
聖
障
子
」
部
分
、
仁
和
寺
蔵
。
東
京
国
立
博
物
館
特
別
展
覧
会
図
録
『
仁
和
寺
と
御
室
派
の
み
ほ
と
け―

天 

平
と
真
言
密
教
の
名
宝―

』
よ
り
引
用 

図

12 

『
賢
聖
障
子
図
』
東
京
国
立
博
物
館
蔵
（
請
求
記
号
：
Ｑ
Ａ―

３
５
４
） 

図

16 

『
三
才
図
会
』
人
物
四
巻
「
太
公
望
」
（
『
三
才
図
会
』
二
（
成
文
出
版
社
有
限
公
司
（
台
北
）
一
九
七
〇
、
六
二
四
頁
よ
り
引
用
） 

図

17 

『
歴
代
君
臣
図
像
』
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
（
請
求
記
号
：
ラ
４―

９
） 

図

18 

橘
守
国
画
『
唐
土
訓
蒙
図
彙
』
国
立
国
会
図
書
館
蔵
（
請
求
記
号
：
０
３
１―

Ｈ
５
４
５
ｔ
） 

図

19 

「
狩
野
遺
稿
」
部
分
、
国
学
院
高
等
学
校
蔵
。
国
学
院
高
等
学
校
『
古
典
参
考
図
録
』(

一
九
七
八
、
一
三
七
頁
）
よ
り
引
用 
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第
六
章
：
橘
守
国
に
よ
る
作
画
法―

『
絵
本
写
宝
袋
』
の
武
者
絵
に
お
け
る
『
前
太
平
記
』
の
引
用―

 

 

一
、
は
じ
め
に 

守
国
の
武
者
絵
が
後
続
の
絵
師
に
よ
っ
て
参
照
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
星
野
鈴
氏
（

註

１

）

や
岩
切
友
里
子
氏
ら
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

（

註

2

）

。
先
行
研
究
に
よ
る
と
、
特
に
浮
世
絵
師
へ
の
影
響
力
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
後
続
絵
師
へ
の
大
き
な
影
響
を
与
え
た

図
様
中
、
特
に
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
画
題
が
武
者
絵
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
浮
世
絵
師
が
守
国
の
武
者
絵
を
利
用
し
た
こ
と
は
、

絵
師
に
限
ら
ず
守
国
の
武
者
絵
が
読
者
の
人
気
を
得
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
近
代
以
降
に
も
守
国
の
武
者
絵
に
対
す
る
需
要
は
継
続
し
て

い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
『
和
漢
武
勇
鑑
』
（
刊
記
無
し
、
明
治
期
刊
か
）
な
ど
、
守
国
画
作
『
絵
本
鶯
宿
梅
』
か
ら
、
武
者
絵
の
み
を
扱
っ
た
巻

二
の
み
を
抜
粋
改
題
し
た
作
品
等
が
残
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
（

註

3

）

。
こ
の
よ
う
な
伝
本
は
、
守
国
画
武
者
絵
の
人
気
の
高
さ
と
、
武
者
絵
の

み
を
受
容
す
る
購
買
層
や
、
そ
れ
ら
の
購
買
層
に
向
け
た
出
板
手
法
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
資
料
と
な
る
。 

 

し
か
し
、
守
国
が
描
い
た
武
者
絵
が
後
続
の
絵
師
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
、
守
国
が
素

材
と
し
た
作
品
に
つ
い
て
は
分
析
が
不
十
分
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
対
し
、
本
章
で
は
守
国
が
武
者
絵
を
描
く
際
に
素
材
と
し
た
作
品
に
つ
い

て
考
察
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
守
国
を
介
し
て
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
・
文
学
的
教
養
が
後
続
絵
師
や
後
続
作
品
に
伝
播
し
、
一
般
社
会
に
浸
透

し
た
の
か
、
そ
の
道
筋
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。 

 

 

橘
守
国
画
作
『
絵
本
写
宝
袋
』
（
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
刊
、
以
下
『
写
宝
袋
』
）
）
の
巻
二
、
巻
三
は
、
武
者
に
関
連
す
る
画
題
を
多
く
取

り
上
げ
て
い
る
。
巻
二
冒
頭
に
武
神
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
特
定
の
故
事
に
よ
ら
な
い
武
者
や
馬
の
描
き
方
に
つ
い
て
の
解
説
を
行
う
。
次
い

で
巻
二
、
十
二
ウ
よ
り
「
佩
楯
之
始
の
図
」
と
題
さ
れ
た
神
功
皇
后
に
関
す
る
画
題
を
掲
載
し
、
巻
三
「
朝
比
奈
草
摺
を
引
図
」
に
か
け
て
、
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日
本
の
武
者
に
関
わ
る
説
話
を
時
代
順
に
紹
介
す
る
構
成
を
と
る
。
こ
れ
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
古
典
作
品
や
歴
史
資
料
に
よ
る
素
材
を
も
と
に

描
か
れ
た
も
の
か
。
そ
の
典
拠
を
探
り
、
守
国
が
ど
の
よ
う
に
そ
の
典
拠
を
作
品
へ
落
と
し
込
ん
で
い
る
の
か
を
考
察
す
る
。 

 

本
章
で
は
、
こ
の
『
写
宝
袋
』
の
典
拠
を
考
察
す
る
上
で
、
絵
入
り
平
仮
名
本
『
前
太
平
記
』
と
の
比
較
を
行
い
、
守
国
の
作
画
に
お
け
る

先
行
図
様
の
利
用
と
改
変
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
狩
野
派
絵
師
で
あ
る
守
国
が
、
同
時
代
に
出
板
さ
れ
た
板
本
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
、
活
用
し
た
の
か
、
具
体
的
な
図
様
と
既
述
の
比
較
か
ら
分
析
す
る
。 

 

二
、
『
絵
本
写
宝
袋
』
の
典
拠
の
検
討 

 

『
写
宝
袋
』
巻
二
は
、
甲
冑
や
馬
の
描
き
方
に
つ
い
て
解
説
を
述
べ
た
あ
と
、
神
代
の
画
題
を
紹
介
し
、
次
い
で
源
氏
の
祖
で
あ
る
源
経
基

の
故
事
に
関
す
る
図
を
紹
介
す
る
。
以
下
は
『
写
宝
袋
』
「
源
経
基
王
」
の
記
述
で
あ
る
。 

 

承
平

し
や
う
へ
い

二
年
の
秋 あ

き

の
比 こ

ろ

、
鳳
厥

ほ
う
け
つ

の
築
山

つ
き
や
ま

に
い
づ
く
共
な
く
大
き
な
る
牡
鹿

を

し

か

一
疋 ひ

き

踊
お
ど
り

出
玉
体

ぎ
よ
く
た
い

を
め
が
け
飛 と

び

か
ゝ
ら
ん
と
す
。
有
合

あ
り
あ
ふ

所
の
殿
上

て
ん
じ
や
う

人

劔
つ
る
ぎ

を
以 も

つ

て

拂
は
ら
ひ

給 た
ま

へ
ば
、
御
殿

ご

て

ん

の
棟 む

ね

に
飛 と

び

上 あ
が

り
皇
居

く
わ
う
き
よ

を
に
ら
ん
で
居 ゐ

た
る
け
し
き

眼
ま
な
こ
の

珠 た
ま

朱 し
ゆ

の
ご
と
く
口 く

ち

は

耳
み
み
の

根 ね

ま
で
さ
け
上
下
の
牙 き

ば

生 お
ひ

違
ち
が
ひ

す
さ

ま
し
共
云 い

ふ

斗
は
か
り

な
し
。
経 つ

ね

基 も
と

鏑
か
ぶ
ら

矢 や

打 う
ち

番
つ
が
ひ

、

忽
た
ち
ま
ち

彼 か
の

鹿 し
か

を
射 い

落 お
と

し
給
ふ
。 

（
下
部
雲
形
枠
内
）

鏑
か
ぶ
ら

は
合 あ

は

せ
物
に
て

中
あ
た
る

と
く
だ
け
散 ち

る

ゆ
へ
中
矢

あ
た
り
や

に
か
ぶ
ら
を
畫 か

ゝ

す 

（
画
中
左
）
六
せ
う
金
も
ん 

小
袖

こ

そ

で

白 し
ろ

無
地

む

じ 

ふ
ぢ
文
無 む

紋 も
ん 

  

清
和
源
氏
の
祖
と
さ
れ
る
多
田
満
仲
の
父
、
源
経
基
の
武
勇
を
描
く
。
天
皇
に
襲
い
か
か
っ
た
鹿
の
怪
異
を
経
基
が
射
殺
し
た
と
い
う
、『
写
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宝
袋
』
に
掲
載
さ
れ
た
説
話
に
つ
い
て
は
、
他
の
文
学
作
品
、
絵
画
作
品
共
に
多
く
は
認
め
ら
れ
ず
、
画
題
と
し
て
近
世
中
期
に
定
着
し
て
い

た
と
は
考
え
難
い
。
一
方
で
、
基
経
が
清
和
源
氏
の
血
筋
、
則
ち
徳
川
家
に
連
な
る
血
筋
の
始
点
で
あ
る
た
め
か
、
そ
の
事
跡
に
つ
い
て
は
近

世
初
期
よ
り
度
々
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。 

 

慶
安
五
（
一
六
五
二
）
年
に
成
立
し
た
林
鵞
峰
『
日
本
王
代
一
覧
』（
底
本
は
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
刊
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
）
に

は
、
朱
雀
帝
の
項
に
以
下
の
記
述
が
認
め
ら
れ
る
。 

  

承
平
年
中
よ
り
将
門
は
関
東
へ
赴
き
、
純
友
は
伊
予
に
あ
り
。
少
々
蜂
起
し
け
る
が
、

今
年
其
約
を
違
へ
ず
。
東
西
に
一
度
に
起
て
、
天
下
騒
動
洛
中
し
づ
か
な
ら
ず
。
此
時

源
経
基
武
蔵
に
居
ら
れ
け
る
が
、
急
ぎ
上
洛
し
、
将
門
が
謀
逆
の
こ
と
を
言
上
す
。
其

早
く
注
進
す
る
に
よ
り
て
、
位
を
授
ら
る
。
経
基
は
貞
純
の
子
な
り
。
貞
純
は
清
和
第

六
の
皇
子
な
る
ゆ
へ
、
経
基
を
六
孫
王
と
号
す
。
始
て
源
姓
を
賜
る
。
多
田
満
仲
は
経

基
の
子
な
り
。 

  

こ
こ
に
は
、
経
基
が
「
将
門
の
謀
逆
」
を
奏
上
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
「
源
姓
」

を
得
た
こ
と
、
子
が
多
田
満
仲
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
将
門
の
件
に
関
し

て
は
、
藤
原
忠
輔
の
日
記
で
あ
る
『
貞
信
公
記
抄
』
の
天
慶
二
年
三
月
三
日
条
に
「
源

経
基
告
言
武
蔵
事
使
左
衛
門
督
返
賜
昨
表
被
物
如
例
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
確
認
さ
れ
、

図 1『 絵 本 写 宝 袋 』 国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  
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事
実
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、『
日
本
王
代
一
覧
』
と
同
じ
く
林
鵞
峰
が
編
纂
し
、
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
跋
の
『
日
本
百
将

伝
抄
』
に
は
以
下
の
様
に
記
述
さ
れ
る
。 

 

経
基
は
清
和
天
皇
の
御
孫
に
て
貞
純
親
王
の
御
子
也
。
貞
純
は
清
和
の
第
六
皇
子
な
る
ゆ
へ
に
経
基
の
御
名
を
六
孫
王
と
申
な
り
。
始
て
源

の
姓
を
賜
る
清
和
源
氏
諸
流
の
元
祖
な
り
。
経
基
弓
馬
に
達
し
、
部
畧
す
く
れ
た
り
。
将
門
謀
反
の
企
あ
る
時
、
経
基
折
節
関
東
に
お
は
し

け
る
か
急
き
都
へ
上
り
、
奏
聞
す
。
忠
文
東
国
の
対
象
に
任
せ
ら
る
時
、
経
基
副
将
軍
に
任
せ
ら
れ
て
、
同
く
下
向
す
。
途
中
に
て
将
門
討

れ
ぬ
と
聞
て
帰
京
其
後
小
野
好
古
と
同
く
純
友
征
伐
の
た
め
に
西
国
へ
赴
き
軍
功
有
り
。 

  

『
日
本
王
代
一
覧
』
、
『
日
本
百
将
伝
抄
』
と
も
、
お
お
む
ね
同
内
容
と
な
る
。
他
の
資
料
と
し
て
、
例
え
ば
絵
入
り
板
本
『
本
朝
百
将
伝
』

（
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
刊
、
国
会
図
書
館
蔵
本
、
図
２
参
照
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
併
記
さ
れ
た
賛
の
内
容
も
同
内
容
で
あ
り

大
き
な
異
同
や
加
筆
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。 

 

以
上
か
ら
、
近
世
初
期
の
経
基
像
は
、
➀
将
門
の
謀
反
を
い
ち
早
く
察
し
奏
上
し
た
人
物
、
そ
し
て
、
系
図
の
関
係
か
ら
②
多
田
満
仲
の
父
、

と
い
う
二
つ
の
特
徴
か
ら
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
伺
え
る
。
こ
れ
ら
は
歴
史
的
事
実
の
記
述
に
留
ま
り
、『
写
宝
袋
』
が
伝
え
る
怪
鹿
を
退
治

し
た
と
い
う
武
勇
譚
と
は
異
な
る
。
ま
た
、
『
日
本
百
将
伝
』
（
図
２
）
等
の
よ
う
に
、
記
述
に
図
を
伴
う
場
合
が
あ
る
が
、
多
く
は
肖
像
画
で

あ
り
、
『
写
宝
袋
』
の
経
基
図
と
は
一
致
し
な
い
。 

で
は
、
『
写
宝
袋
』
に
お
け
る
経
基
に
よ
る
怪
鹿
退
治
説
話
は
何
に
取
材
し
た
も
の
か
。
そ
れ
は
、
『
前
太
平
記
』
巻
一
で
あ
る
。
以
下
に
片

仮
名
本
『
前
太
平
記
』
該
当
説
話
の
後
半
部
分
を
引
用
す
る
（

註

４

）

。 
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夫 そ
れ

鳳 ほ
う

闕
け
つ
の

の
十
二
門
、
皆

守
ま
も
り

二

交 か
う

戟 げ
き

衛 ゑ

伍 こ
を

一

、

長
と
こ
し
な
え

に

誡
い
ま
し
む
る

二

非
常

ひ
し
や
う
を

一

こ
と
な
れ
ば
、
天
を
も
翔 か

け

る
が
地
を
も
不 ず

レ

潜
く
ゞ
ら

は
、
争 い

か

て
か
爰
に
入
る

こ
と
を
得
ん
。
古 こ

今 こ
ん

未 み

曾 ぞ
う

有 う

の
珍
事

ち

ん

じ

な
り
と
、
諸 し

よ

卿
き
や
う

驚
お
と
ろ
き

合 あ
は

れ
し
に
、
摂 せ

つ

政
し
や
う

忠 た
ゝ

平 ひ
ら

公 こ
う

宣
の
た
ま

ひ
け
る
は
、
「
目 め

に
見
へ
ぬ
物
の
障
礙

し
や
う
げ

せ
ば

奇
あ
や
し

と
も

可 へ
き

レ

謂 い
ふ

乎 か

。
鹿 し

か

は
足
あ
れ
ば
、
何
処

い

つ

く

に
か
至 い

た

り
ぬ
べ
し
。
恠

あ
や
し

と
す
る
に
不 す

レ

足 た
ら

。
射
藝

し
や
け
い

に
達 た

つ

し
た
ら
ん
者
に

仰
お
ほ
せ

て
射 い

さ
せ
候
は
ん
。
誰 た

れ

か
候
」

と
召
さ
れ
し
に
、
経
基

つ
ね
も
と

王
お
ほ
き
み

御
在

お

は

し

け
れ
ば
、
つ
と
参
り
給
ふ
。
摂
政

せ
つ
し
や
う

、「
云
々

し
か
〳
〵

の
事
あ
り
。
射 い

留
と
ゝ
め

申
さ
れ
ん
や
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
一
議

に
も
不
レ

及
お
よ
ば

領
り
や
う

掌
じ
や
う

あ
り
て
、

則
す
な
は
ち

弓 ゆ
み

と
矢 や

執 と
り

寄 よ
せ

て

件
く
だ
ん

の

所
と
こ
ろ

に
至 い

た

り
、
彼 か

の

鹿 し
か

の
有
様

あ
り
さ
ま

を

伺
う
か
ゝ
ひ

見
給
ふ
に
、
何 な

に

様 さ
ま

に
も
尋
常

よ
の
つ
ね

な
ら
ず
、
上
下
の
牙 き

ば

生 お
ひ

違
ち
か
ふ

て
、
口 く

ち

は
耳 み

ゝ

の
根 ね

ま
で
裂 さ

け

、
水 す

い

晶
し
や
う

の

面
お
も
て

に
血 ち

を
洒 そ

ゝ

ぎ
た
る
ご
と
き

眼
ま
な
こ

に
て
、
四
方 は

う

を
見 み

廻 ま
は

し
、
隙 ひ

ま

あ
ら
ば
御
殿

ご

て

ん

の
中 う

ち

に
飛
入

と
び
い
り

ぬ
べ
き

気 け

色 し
き

な
り
。
「
さ
れ
ば
こ
そ
癖
者

く
せ
も
の

な
れ
。
若 も

し

我
形

わ
れ
か
た
ち

を
見 み

は
迯 に

げ

も
や
せ
ん
。
射 い

損 そ
ん

し
た
ら
ん
に
於 お

い

て
は
、
当 た

う

座
の
恥 ち

辱
ぢ
よ
く

而
巳

の

み

に
あ
ら
ず
、
末
代

ま
つ
だ
い

ま
で
の
暇 か

瑾 き
ん

な
り
」
と
、
貞

ぢ
や
う

観
ぐ
わ
ん

殿 で
ん

の
御 み

階 は
し

の
下 も

と

に
居 い

隠
か
く
れ

て
、
弦 つ

る

く
ひ
し
め

し
、
流
鏑
矢

か

ぶ

ら

や

打
ち
番 つ

か

ひ
、
彼 か

の

鹿 し
か

の
有 あ

り

所 か

能 よ
く

々 〳
〵

見 み

澄 す
ま

し
て
、

暫
し
は
ら
く

堅
か
た
め

て
ひ
や

う
と
発 は

な

つ
。
其 そ

の

矢 や

少
す
こ
し

も
矢 や

坪 つ
ほ

を
不 す

レ

違
た
が
へ

、
左

ひ
た
り

の
草
分

く
さ
わ
け

よ
り
右 み

き

の
耳 み

ゝ

の
根 ね

ま

で
、
鏃

や
じ
り

白 し
ろ

く
射 い

出 い
だ

し
た
れ
ば
、
争

い
か
で

か

暫
し
ば
し

も
怺 こ

ら

ふ
べ
き
、
真

倒

ま
つ
さ
か
さ
ま

に

転
こ
ろ
び

落 を

つ
。

摂 せ
つ

政
し
や
う

殿 で
ん

下 か

を

始
は
じ
め

め
と
し
、
三 さ

ん

公 こ
う

九 き
う

卿 け
い

諸 し
よ

家 け

の
武
士

ふ

し

、
内
侍

な

い

し

命
婦

み
や
う
ぶ

の
官
女

く
わ
ん
じ
よ

ま

で
、
「
あ
ゝ
射 い

た
り
〳
〵
」
と
云
声

い
ふ
こ
ゑ

に
、
御
殿 て

ん

も
揺 ゆ

る

く

斗
は
か
り

な
り
。
其 そ

の

後 ゝ

件
く
だ
ん

の
鹿 し

か

を
、
淀 よ

ど

の
川
瀬

か

は

せ

に
ふ
し
づ
け
に
ぞ
し
た
り
け
る
。

則
す
な
は
ち

斎
部 べ

卜 う
ら

部 べ

の

両
り
や
う

家 け

に

仰
お
ほ
せ

せ
て
、
様 さ

ま

々 〳
〵

の
御

祓
は
ら
い

有 あ
つ

り
て
、

濁
じ
よ
く

穢 ゑ

を
清 き

よ

め
給
ひ
け
る
。 

 

其
比

そ
の
こ
ろ

人
の
口 く

ち

遊
す
さ
み

に
、「
鹿 し

か

は
春
日

か

す

か

大

明

神

み
や
う
じ
ん
の

眷
属

け
ん
ぞ
く

な
り
と
い
ふ
に
、
今
斯 か

ゝ

図 ２  

『 本 朝 百 将 伝 』 国 会 図 書 館 蔵  
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る
天

恠
く
わ
い

を
な
せ
し
事
、
何 な

に

様 さ
ま

に
も
彼 か

の

氏 う
ぢ

人 ひ
と

の
中 な

か

に
、
背

そ
む
き

二
朝 て

う

家 か

一

を
申
す
者
あ
ら
ん
か
」
と
耳
語

さ
ゝ
や
き

あ
へ
り
し
が
、
果 は

た

し
て
思
ひ
知 し

ら
る
ゝ
世

と
成
に
け
り
。 

 

こ
の
『
前
太
平
記
』
に
つ
い
て
は
、
未
だ
正
確
な
成
立
時
期
が
明
ら
か
で
な
く
書
籍
目
録
等
か
ら
判
断
さ
れ
る
に
留
ま
る
。『
前
太
平
記
』
は

再
印
本
、
再
板
本
を
除
き
全
て
の
伝
本
が
無
刊
記
で
あ
る
が
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
成
立
『
元
禄
書
籍
目
録
』
に
そ
の
名
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
板
垣
氏
は
、
こ
の
『
前
太
平
記
』
の
成
立
下
限
を
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
と
し
、
こ
れ
以
上
大
き
く
遡
る
こ
と
も
な
い
と
し
た

（

註

５

）

。
こ
の
『
前
太
平
記
』
に
は
片
仮
名
交
り
本
と
平
仮
名
交
り
本
の
二
種
が
認
め
ら
れ
る
。
前
者
に
は
四
十
巻
本
と
二
十
巻
の
二
種
が
認
め

ら
れ
、
後
者
は
片
仮
名
本
の
刊
行
以
後
に
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

後
者
は
片
仮
名
交
り
本
の
本
文
を
転
用
し
、
平
仮
名
に
改
め
た
上
で
挿
絵
を
伴
っ
て
い
る
。
現
在
ま
で
に
、
平
仮
名
交
り
本
に
は
挿
絵
数
が

異
な
る
二
種
を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
仮
に
百
十
三
図
本
（
都
立
中
央
図
書
館
蔵
本
等
）
、
百
十
二
図
本
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
等
）
と

す
る
。
い
ず
れ
も
、
挿
絵
の
板
木
を
除
い
て
同
板
で
あ
り
、
匡
郭
の
欠
け
や
刷
り
の
具
合
か
ら
、
前
者
の
成
立
が
先
行
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

削
除
さ
れ
た
挿
絵
は
、
巻
十
八
・
十
八
ウ
、
十
九
オ
の
見
開
き
挿
絵
で
あ
り
、「
頼
光
朝
臣
自
桝
花
女
伝
弓
矢
事
」
の
項
目
に
対
応
し
て
い
る

（
後
掲
図
６
）
。
百
十
二
図
本
で
本
図
が
削
除
さ
れ
た
理
由
は
不
明
だ
が
、
柱
に
丁
数
と
し
て
「
十
八
ノ
九
」
と
飛
び
丁
で
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

図 ３  

『 前 太 平 記 』  

国 文 学 研 究

資 料 館 蔵  
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意
図
的
な
削
除
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
図
３
参
照
）
。 

図 ４ ― １ 『 前 太 平 記 』  

国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  

図 ４ ― ２『 前 太 平 記 』部 分  

国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  

（ 再 掲 ）図 1『 絵 本 写 宝 袋 』国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  
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ま
た
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
無
刊
記
本
だ
が
、
元
禄
六
年
（
一
七
〇
九
）
刊
『
増
益
書
籍
目
録
大
全
』
に
は
「
前
太
平
記 

同
平
仮
名
」

と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
平
仮
名
百
十
三
図
本
成
立
時
期
の
下
限
と
で
き
る
。 

板
垣
氏
は
、『
写
宝
袋
』
所
収
の
経
基
の
妖
鹿
退
治
説
話
が
『
前
太
平
記
』
以
前
に
見
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
（

註

６

）

。
既
述
の
通
り
、
前
掲
資

料
類
に
妖
鹿
退
治
の
説
話
は
認
め
ら
れ
ず
、
井
沢
蟠
竜
『
広
益
俗
説
弁
』（
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
刊
）
で
は
、
こ
の
説
話
が
俗
説
で
あ
る
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
（

註

７

）

。
板
垣
氏
は
、
こ
の
故
事
自
体
は
『
前
太
平
記
』
の
完
全
な
創
作
で
は
な
く
『
神
皇
正
統
記
』
か
ら
の
改
変
で
あ
る
と

推
測
し
、『
神
皇
正
統
記
』
承
久
二
年
（
一
二
二
〇
）
条
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
宮
中
に
迷
い
込
ん
だ
鹿
が
弓
で
射
殺
さ
れ
た
事
件
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
と
指
摘
し
て
い
る
（

註

８

）

。
し
か
し
、
『
神
皇
正
統
記
』
に
お
け
る
妖
鹿
退
治
に
関
す
る
事
件
は
経
基
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
か
ら
、
『
前
太
平
記
』
の
記
述
が
脚
色
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
『
神
皇
正
統
記
』
に
見
る
事
件
が
経
基
と
結
び
つ
い
た
時
期
は

不
明
瞭
だ
が
、
こ
れ
が
俗
説
と
し
て
広
ま
り
、『
前
太
平
記
』
が
そ
れ
を
採
用
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
経
基
と
本
説
話
が
結
び
つ

い
た
背
景
に
は
、
経
基
に
続
く
源
満
仲
、
源
頼
光
が
い
ず
れ
も
怪
異
退
治
で
著
名
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
経
基
を
清
和
源
氏
の
祖
た
る
多

田
満
仲
の
父
と
し
て
位
置
付
け
、
怪
異
退
治
を
行
う
血
筋
を
示
す
た
め
に
、
妖
鹿
退
治
説
話
を
経
基
の
故
事
に
結
び
つ
け
て
創
作
し
た
も
の
と

推
測
で
き
る
。 

上
記
の
通
り
、『
写
宝
袋
』
以
前
の
成
立
で
同
話
を
収
録
し
た
資
料
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
同
時
代
に
同
説
話
が
著
名
な
画
題
と
し
て
成
立
し

て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
こ
の
た
め
、
守
国
が
作
品
制
作
時
に
『
前
太
平
記
』
を
参
照
し
て
い
た
と
仮
定
す
る
。
こ
の
仮
定
に
基
づ
い
て
比
較

を
行
う
と
、
『
前
太
平
記
』
の
引
用
は
、
本
文
よ
り
も
挿
絵
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

図
４
に
は
、
平
仮
名
本
『
前
太
平
記
』
の
挿
絵
を
掲
載
し
た
が
、
こ
こ
に
見
る
図
様
は
、
守
国
が
描
く
図
１
に
転
用
さ
れ
て
い
る
。
両
者
を

比
較
す
る
と
、『
写
宝
袋
』
の
図
様
は
、
経
基
と
鹿
を
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
図
４―

２
の
拡
大
図
よ
り
、
い
く
つ
か
の
差
異
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を
指
摘
す
る
な
ら
ば
、『
写
宝
袋
』
の
挿
絵
で
は
、
鹿
の
顔
を
右
か
ら
左
へ
と
貫
通
す
る
よ
う
に
矢
が
刺
さ
り
、
経
基
と
鹿
の
体
勢
が
変
更
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
差
異
か
ら
異
な
る
粉
本
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
同
時
代
に
お
け
る
同
画
題
の
例
を
他
に
見
な
い
こ
と
、
ま
た
後
述
す

る
他
図
様
の
典
拠
比
較
を
踏
ま
え
て
、
守
国
に
よ
る
、
よ
り
劇
的
な
画
面
を
描
く
た
め
の
改
変
で
あ
る
と
解
し
た
方
が
妥
当
で
あ
る
と
判
断
し

た
い
。 

以
上
の
話
材
と
図
様
が
『
前
太
平
記
』
と
一
致
し
て
い
る
点
か
ら
、
守
国
は
『
写
宝
袋
』
の
制
作
に
際
し
、
平
仮
名
本
『
前
太
平
記
』
の
挿

絵
を
参
照
し
て
い
た
と
推
定
す
る
。
こ
の
推
定
の
も
と
比
較
を
行
い
、
経
基
説
話
を
含
む
『
前
太
平
記
』
と
の
同
話
を
収
載
し
た
も
の
を
以
下

に
掲
げ
る
。 

 『
前
太
平
記
』 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
絵
本
写
宝
袋
』 

巻
一 

「
経
基
射
鹿
給
事
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

巻
二
「
六
孫
王
経
基
之
図
」 

 
 

 
 

 

巻
十
四
「
九
頭
明
神
事
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

巻
二
「
多
田
満
仲
之
図
」 

 
 

 
 

 

巻
十
八
「
頼
光
朝
臣
自
桝
花
女
伝
弓
矢
事
」 

 
 

 
 

 
 

巻
二
「
源
頼
光
瑞
夢
之
図
」 

 
 

 
 

 

巻
二
十
「
酒
顛
童
子
退
治
事
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
巻
二
「
頼
光
大
江
山
入
之
図
」 

 
 

 
 

巻
十
七
「
洛
中
妖
怪
事

付

渡
部
綱
斬
二

捕
鬼
手
一

事
」 

 
 

 

巻
二
「
渡
辺
綱
化
生
切
る
図
」 

 
 

 
 

巻
二
十
六
「
頼
信
渡
レ

海
給
事
平
忠
常
降
参
事
」 

 
 

 
 

 

巻
二
「
源
頼
信
海
渡
之
図
」 

 
 

 
 

 

巻
二
十
八
「
天
喜
五
年
六
月
七
日
合
戦
事

付

飛
泉
湧
出
事
」 

 

巻
二
「
源
頼
義
水
請
之
図
」 

 
 

 
 

 

巻
三
十
五
「
金
沢
柵
初
度
軍
事

付

権
五
郎
景
正
事
」 

 
 

 
 

巻
三
「
景
正
敵
を
射
る
図
」 
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以
上
の
通
り
、『
写
宝
袋
』
は
、
多
く
の
話
材
を
『
前
太
平
記
』
か
ら
取
材
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
詳
細
な
比
較
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、

挿
絵
の
構
図
が
一
致
し
て
お
り
、
『
写
宝
袋
』
が
『
前
太
平
記
』
の
挿
絵
を
元
に
制
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。 

特
筆
す
べ
き
点
は
、
先
述
し
た
『
前
太
平
記
』
巻
十
八
「
頼
光
朝
臣
自
桝
花
女
伝
弓
矢
事
」
と
同
話
が
『
写
宝
袋
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
図
８
は
平
仮
名
百
十
三
図
本
に
の
み
収
載
さ
れ
た
図
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
守
国
は
、『
前
太
平
記
』
平
仮
名
百
十
三
図
本
を
参
照

し
て
『
写
宝
袋
』
を
制
作
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。 

 

三
、
『
写
宝
袋
』
に
お
け
る
『
前
太
平
記
』
の
挿
絵
引
用
と
改
変 

 

守
国
は
『
写
宝
袋
』
に
『
前
太
平
記
』
の
挿
絵
を
利
用
す
る
上
で
、
場
面
に
お
け
る
中
心
的
な
人
物
の
拡
大
、
及
び
説
話
の
中
心
人
物
以
外

の
削
除
を
行
っ
て
い
る
。 

 

先
述
し
た
通
り
、
図
１
と
図
４
の
経
基
図
で
は
、
説
話
の
中
心
人
物
で
あ
る
経
基
と
鹿
が
拡
大
さ
れ
、
衣
文
や
表
情
等
、
描
写
が
詳
細
に
描

か
れ
る
。
一
方
で
、
説
話
に
深
く
関
与
し
な
い
周
囲
の
人
物
や
建
造
物
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
傾
向
は
他
の
図
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
例
え
ば
、
頼
光
が
夢
中
に
て

桝
し
ょ
う

花 か

女 じ
ょ

よ
り
弓
矢
を
受
け
取
る
説
話
を
描
い
た
「
源
頼
光
瑞

夢
之
図
」
（
図
５
）
に
お
い
て
は
、
『
前
太
平
記
』
の
図
６
に
比
べ
、
『
写
宝
袋
』
は
頼
光
と
桝
花
女
を
拡
大
し
た
形
で
描
い
て
い
る
。
『
前
太
平

記
』
に
描
か
れ
た
室
内
外
の
描
写
は
省
略
さ
れ
、
衣
文
等
が
よ
り
詳
細
に
描
か
れ
る
。
同
様
に
、
巻
二
「
源
頼
義
水
請
之
図
」（
図
７
）
に
お
い

て
も
、
『
前
太
平
記
』
（
図
８
）
の
挿
絵
と
酷
似
し
て
お
り
、
弓
に
よ
っ
て
岩
か
ら
水
を
湧
き
出
さ
せ
る
頼
義
に
集
中
し
た
場
面
と
な
り
頼
義
が

反
転
し
た
図
様
で
描
か
れ
て
い
る
。
周
囲
の
武
士
は
省
略
さ
れ
、
図
の
引
用
に
お
い
て
経
基
図
と
同
様
の
編
集
が
行
わ
れ
て
い
る
。 
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ま
た
、
『
写
宝
袋
』
巻
三
「
景
正
敵
を
射
る
図
」
の
図
様
（
図
９
）
は
『
前
太
平
記
』
巻
三
十
五
「
金
沢
柵
初
度
軍
事
附
権
五
郎
景
正
事
」
に

お
け
る
挿
絵
（
図

10

）
を
典
拠
と
し
て
い
る
。
鎌
倉
権
五
郎
景
正
が
、
右
目
を
射
ら
れ
な
が
ら
も
鳥
海
弥
三
郎
を
討
ち
取
る
武
勇
に
由
来
す
る

図
で
あ
る
。
こ
れ
も
同
様
に
、
説
話
の
中
心
的
人
物
で
あ
る
鎌
倉
権
五
郎
景
正
と
鳥
海
弥
三
郎
に
焦
点
を
当
て
、
周
囲
の
武
士
を
省
略
す
る
。

『
写
宝
袋
』
の
成
立
時
期
周
辺
に
お
け
る
同
説
話
を
素
材
と
す
る
絵
画
作
品
は
あ
ま
り
確
認
で
き
て
お
ら
ず
、『
写
宝
袋
』
の
翌
年
に
出
板
さ
れ

た
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）

刊
『
万
歳
武
勇
絵
鑑
』
（
大
岡

道
信
画
）
に
見
る
図

11

の
み

を
数
え
る
に
留
ま
る
（

註

9

）

。

『
万
歳
武
勇
絵
鑑
』
は
、
絵
馬

の
武
者
絵
を
多
数
収
録
し
た

作
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
守
国

に
よ
る
『
写
宝
袋
』
制
作
以
前

に
、
同
説
話
が
図
像
化
さ
れ
て

い
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、

馬
に
乗
ら
ず
に
戦
う
図

11

の

描
写
は
、
騎
乗
し
て
戦
う
『
前

太
平
記
』
や
『
写
宝
袋
』
の
描

図 ５ 『 絵 本 写 宝 袋 』 国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  

図 ６ 『 前 太 平 記 』 マ レ ガ 文 庫 蔵  
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写
と
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
守
国
が
参
照
し
た
図
は
『
前
太
平
記
』
と
構
図
的
に
類
似
し
て
い
る
。 

 
こ
の
よ
う
な
図
様
の
利
用
に
は
、
近
世
中
期
に
お
い
て
画
題
と
し
て
既
に
成
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
「
渡
辺
綱
図
」（
「
羅
生
門
図
」
）
も
含

ま
れ
る
。『
写
宝
袋
』
巻
二
「
渡
辺
綱
化
生
切
る
図
」（
図

12

）
に
は
、
渡
辺
綱
が
鬼
女
の
腕
を
切
り
落
と
そ
う
と
す
る
、
浮
世
絵
や
扁
額
等
に

多
く
描
か
れ
た
定
型
的
な
図
様
が
載
る
。『
前
太
平
記
』
巻
十
に
は
同
話
が
収
載
さ
れ
、
綱
が
鬼
女
の
腕
を
切
り
落
と
す
場
面
、
後
日
鬼
女
が
綱

の
も
と
を
訪
れ
腕
を
取
り
戻
す
場
面
の
二
場
面
が
異
時
同
図
法
で
描
か
れ
る
（
図

13―

１
）
。
図

13―

２
は
『
前
太
平
記
』
の
挿
絵
を
拡
大
し

た
も
の
だ
が
、
こ
れ
を
図

12

と
比
較
す
る
と
、
両
図
は
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
内
、
図

12

の
図
様
は
、
図

13―

２
の
鬼
女

の
姿
勢
や
被
き
、
黒
雲
の
位
置
等
が
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
馬
の
描
写
は
、
反
転
し
て
い
る
も
の
の
、
前
脚
を
上
げ
る
姿
勢
は
一
致
す
る
。 

図 ７ 『 写 宝 袋 』  

国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  

図 ８ 『 前 太 平 記 』  

国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  
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図 ９ 『 絵 本 写 宝 袋 』  

国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  

図 11『 万 歳 武 勇 絵 鑑 』 都 立 中 央 図 書 館 蔵  図 10『 前 太 平 記 』  

国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  
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図 12『 絵 本 写 宝 袋 』  

国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  

図 13― １ 『 前 太 平 記 』 国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  

図 13― ２  

『 前 太 平 記 』（ 部 分 ） 

国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  
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同
画
題
は
図

14

の
よ
う
に
、
先
行
す
る
他
作
品
に
繰
り
返
し
掲
載
さ
れ
る
こ
と
か
ら
（

註

1 0

）

、
渡
辺
綱
図
は
『
写
宝
袋
』
制
作
時
に
既
に
定

型
画
題
と
し
て
確
立
し
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
『
前
太
平
記
』
の
挿
絵
以
外
に
守
国
画
参
照
し
た
粉
本
が
存
在
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か

し
、
前
記
の
構
図
上
の
共
通
点
、
及
び
『
写
宝
袋
』
に
お
け
る
既
述
の
『
前
太
平
記
』
を
典
拠
と
し
た
図
様
の
多
さ
か
ら
、
こ
の
図
も
ま
た
『
前

太
平
記
』
を
参
照
し
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
す
る
。 

 

四
、
『
絵
本
写
宝
袋
』
に
お
け
る
狩
野
派
粉
本
資
料
の
利
用 

 

こ
れ
ら
の
『
前
太
平
記
』
の
挿
絵
を
利
用
す
る
一
方
で
、
『
写
宝
袋
』
は
『
前
太
平

記
』
と
説
話
内
容
を
同
じ
く
し
な
が
ら
、
異
な
る
図
様
を
用
い
て
い
る
場
合
が
あ
る
例

え
ば
、
源
頼
光
の
酒
呑
童
子
退
治
に
関
す
る
図
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
写
宝
袋
』「
頼
光
大

江
山
入
之
図
」
は
、
図

15

か
ら
図

17

に
か
け
て
三
図
を
掲
載
し
て
い
る
。
同
じ
説
話

に
取
材
し
た
『
前
太
平
記
』
の
挿
絵
は
、
図

18

か
ら
図

20

ま
で
の
三
図
で
あ
る
。 

 
『
前
太
平
記
』
挿
絵
で
は
、
頼
光
ら
が
酒
呑
童
子
の
本
拠
地
へ
進
む
道
中
を
一
図
、

頼
光
一
行
が
酒
呑
童
子
ら
と
宴
を
催
す
場
面
を
一
図
、
酒
呑
童
子
と
の
対
決
場
面
を

一
図
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
『
写
宝
袋
』
は
全
図
を
頼
光
ら
が
酒
呑
童
子
の
本
拠
地

へ
進
む
道
中
の
図
に
費
や
し
て
い
る
。
ま
た
、
場
面
が
重
複
す
る
『
前
太
平
記
』
所
収

の
図

18

も
、
『
写
宝
袋
』
の
図
様
と
一
致
し
な
い
。
で
は
、
守
国
は
『
写
宝
袋
』
「
頼

光
大
江
山
入
之
図
」
制
作
時
に
ど
の
よ
う
な
資
料
を
利
用
し
た
か
。 

図 14『 古 今 武 士 道 絵 づ く し 』 大 英 博 物 館 蔵  
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図

21

、
図

22

に
掲
げ
た
図
は
、
狩
野
元
信
画
『
酒
伝
童
子
絵
巻
』
（
十
六
世
紀
、
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
）
の
一
部
で
あ
る
。
図

16

と
図

21

、
図

17

と
図

22

が
対
応
し
、
そ
れ
ぞ
れ
構
図
や
図
様
が
酷
似
し
て
い
る
と
分
か
る
。
十
六
世
紀
に
成
立
し
た
『
酒
伝
童
子
絵
巻
』
を
祖
本

と
し
て
、
近
世
期
に
は
多
く
の
酒
呑
童
子
絵
巻
に
関
す
る
伝
本
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
お
り
（

註

1 1

）

、
そ
れ
ら
の
内
に
は
、
兵
庫
県

立
歴
史
博
物
館
蔵
本
等
の
画
中
に
彩
色
注
を
伴
う
粉
本
や
、
福
岡
藩
の
御
用
絵
師
で
あ
り
狩
野
派
に
学
ん
だ
尾
形
家
が
伝
え
た
粉
本
群
に
も
認

め
ら
れ
る
（
図

23―
図

25

）（
註

1 2

）

。 

図 15・ 16・ 17 

『 絵 本 写 宝 袋 』  

国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  
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尾
形
家
は
、
守
義
（
寛
永
二
十―

天
和
二
年
か
）
や
守
房
（
寛
文
六
年
ご
ろ
ー
享
保
十
七
年
）
ら
が
直
接
狩
野
探
幽
に
師
事
し
、
江
戸
狩
野

の
絵
師
教
育
を
継
い
で
い
た
（

註

1 3

）

。
先
述
し
た
『
酒
伝
童
子
絵
巻
』
の
粉
本
は
、
探
幽
以
来
の
粉
本
主
義
に
基
づ
い
た
学
習
の
中
で
制
作
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
橘
守
国
が
探
幽
の
孫
弟
子
で
あ
る
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
守
国
も
同
様
に
学
習
の
中
で
『
酒
伝
童
子
絵
巻
』
の
粉
本
を

制
作
し
、
所
持
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。 

 

図 18・ 19・ 20 

『 前 太 平 記 』  

国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  
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図 21・ 22 

狩 野 元 信 画 『 酒 伝 童 子 絵 巻 』  

サ ン ト リ ー 美 術 館 蔵  
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図 23・ 24・ 25 

『 尾 形 家 絵 画 資 料 』  

福 岡 県 立 美 術 館 蔵  
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こ
の
こ
と
か
ら
、
守
国
が
「
頼
光
大
江
山
入
之
図
」
に
『
前
太
平
記
』
の
挿
絵
を
利
用
し
な
か
っ
た
の
は
、
新
規
の
図
様
を
利
用
す
る
よ
り

も
、
既
存
の
古
典
的
画
題
に
基
づ
い
た
図
様
を
周
知
す
る
こ
と
を
優
先
し
た
た
め
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
古
典
的
な
図
様
自
体
が
、

狩
野
元
信
の
絵
巻
に
由
来
す
る
こ
と
も
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
図

15

か
ら
図

17

に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
守
国
は
『
前
太
平

記
』
に
認
め
ら
れ
た
図
の
拡
大
等
は
行
わ
ず
、
図
１
等
と
比
べ
る
と
、
遠
景
を
描
き
こ
ん
だ
図
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
に
、
粉

本
と
し
て
同
時
代
の
絵
入
り
本
を
参
照
す
る
場
合
と
、
古
典
的
な
絵
巻
の
図
様
を
参
照
す
る
場
合
と
の
間
に
作
画
上
の
引
用
方
法
の
差
異
が
認

め
ら
れ
、
守
国
の
古
典
的
な
図
様
を
尊
重
す
る
態
度
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

以
上
に
よ
り
、『
写
宝
袋
』
の
図
様
制
作
に
お
け
る
『
前
太
平
記
』
利
用
の
方
法
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
結
論
付
け
る
。
挿
絵
利
用
に
際

し
、
対
象
と
な
る
画
題
が
狩
野
派
の
絵
師
教
育
等
で
描
か
れ
た
対
象
で
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
狩
野
派
の
絵
巻
や
粉
本
等
を
用
い
る
。
新
規

の
画
題
で
あ
っ
た
場
合
は
、『
前
太
平
記
』
挿
絵
か
ら
中
心
的
人
物
ら
を
拡
大
し
、
文
様
等
を
よ
り
詳
細
に
描
き
込
む
方
法
で
図
を
作
成
し
て
い

る
。
例
え
ば
「
頼
光
大
江
山
入
之
図
」
の
よ
う
に
、
既
存
の
古
典
的
図
様
が
成
立
し
て
い
る
場
合
、『
前
太
平
記
』
の
挿
絵
よ
り
も
、
古
典
的
図

様
を
優
先
す
る
。 

 

こ
の
描
画
態
度
か
ら
は
、
先
例
を
重
視
し
て
図
の
作
成
を
行
う
傾
向
が
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
は
、『
写
宝
袋
』
が
、
狩
野
派
的
な
粉
本
主
義
に

基
づ
い
て
編
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
と
関
係
す
る
。
序
文
に
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。 

 

画
本

ハ

者
形

ノ

之
規
矩
。
以

テ

二

形
ノ

之
規
矩

ヲ

一

入
ル

二

心
ノ

之
規
矩

ニ

一

。
所
レ

謂
盡

ス

二

神
妙

ヲ

一

者
也
。
公
輸
子
遂

ニ

折
リ

レ

規
ヲ

毀
テ

レ

矩
ヲ

、
而

騁
ス

ル

二

其
精
巧

ヲ

。
亦
不

ル

レ

出
テ

二

此
理

ノ

之
外

ニ

一

爾
。
今
竊

カ

ニ

以
テ

二

此
理

ヲ

一

為
ク

ル

二

此
画
本

ヲ

一

方
ナ

ル

者
不
レ

圓
ナ

ラ

者
不
レ

方
ナ

ラ

。 
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則
ち
、
作
画
時
に
は
先
行
す
る
「
規
矩
」
と
な
る
「
画
本
」
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
考
え
に
基
づ
き
、『
写
宝
袋
』
自
体
も
先
例
を

規
矩
と
し
て
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
世
中
期
に
流
行
し
た
絵
入
り
平
仮
名
本
『
前
太
平
記
』
の
挿
絵
を

取
り
入
れ
、
画
題
と
し
て
提
示
す
る
点
か
ら
は
、
守
国
の
柔
軟
性
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
酒
伝
童
子
に
関
す
る
説
話
の
場
合
は
、

『
前
太
平
記
』
の
挿
絵
を
大
き
く
改
変
し
、『
酒
伝
童
子
絵
巻
』
の
図
様
は
先
例
を
模
し
て
い
る
点
か
ら
、
粉
本
と
し
て
狩
野
派
に
描
き
継
が
れ

た
図
様
を
よ
り
尊
重
し
た
態
度
が
認
め
ら
れ
る
。 

 

五
、
『
写
宝
袋
』
本
文
の
比
較 

 

『
写
宝
袋
』
の
作
画
に
お
い
て
、
平
仮
名
本
『
前
太
平
記
』
の
挿
絵
利
用
が
認
め
ら
れ
た
。
次
に
本
文
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
経
基

説
話
に
関
し
て
本
文
の
比
較
を
行
う
と
、『
写
宝
袋
』
は
『
前
太
平
記
』
の
記
述
を
大
幅
に
省
略
し
、
要
約
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
に

類
似
す
る
箇
所
の
本
文
比
較
を
行
う
。
以
下
、
『
前
太
平
記
』
及
び
『
写
宝
袋
』
の
本
文
を
再
掲
す
る
。 

 

『
前
太
平
記
』
巻
一
「
経
基
射
レ

鹿
給
事
」 

夫 そ
れ

鳳 ほ
う

闕
け
つ
の

の
十
二
門
、
皆

守
ま
も
り

二

交 か
う

戟 げ
き

衛 ゑ

伍 こ
を

一

、

長
と
こ
し
な
え

に

誡
い
ま
し
む
る

二

非
常

ひ
し
や
う
を

一

こ
と
な
れ
ば
、
天
を
も
翔 か

け

る
が
地
を
も
不 ず

レ

潜
く
ゞ
ら

は
、
争 い

か

て
か
爰
に
入
る

こ
と
を
得
ん
。
古 こ

今 こ
ん

未 み

曾 ぞ
う

有 う

の
珍
事

ち

ん

じ

な
り
と
、
諸 し

よ

卿
き
や
う

驚
お
と
ろ
き

合 あ
は

れ
し
に
、
摂 せ

つ

政
し
や
う

忠 た
ゝ

平 ひ
ら

公 こ
う

宣
の
た
ま

ひ
け
る
は
、
「
目 め

に
見
へ
ぬ
物
の
障
礙

し
や
う
げ

せ
ば

奇
あ
や
し

と
も

可 へ
き

レ

謂 い
ふ

乎 か

。
鹿 し

か

は
足
あ
れ
ば
、
何
処

い

つ

く

に
か
至 い

た

り
ぬ
べ
し
。
恠

あ
や
し

と
す
る
に
不 す

レ

足 た
ら

。
射
藝

し
や
け
い

に
達 た

つ

し
た
ら
ん
者
に

仰
お
ほ
せ

て
射 い

さ
せ
候
は
ん
。
誰 た

れ

か
候
」

と
召
さ
れ
し
に
、
経
基

つ
ね
も
と

王
お
ほ
き
み

御
在

お

は

し

け
れ
ば
、
つ
と
参
り
給
ふ
。
摂
政

せ
つ
し
や
う

、「
云
々

し
か
〳
〵

の
事
あ
り
。
射 い

留
と
ゝ
め

申
さ
れ
ん
や
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
一
議

に
も
不
レ

及
お
よ
ば

領
り
や
う

掌
じ
や
う

あ
り
て
、

則
す
な
は
ち

弓 ゆ
み

と
矢 や

執 と
り

寄 よ
せ

て

件
く
だ
ん

の

所
と
こ
ろ

に
至 い

た

り
、
彼 か

の

鹿 し
か

の
有
様

あ
り
さ
ま

を

伺
う
か
ゝ
ひ

見
給
ふ
に
、
何 な

に

様 さ
ま

に
も
尋
常

よ
の
つ
ね

な
ら
ず
、
上
下
の
牙 き

ば
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生 お
ひ

違
ち
か
ふ

て
、
口 く

ち

は
耳 み

ゝ

の
根 ね

ま
で
裂 さ

け

、
水 す

い

晶
し
や
う

の

面
お
も
て

に
血 ち

を
洒 そ

ゝ

ぎ
た
る
ご
と
き

眼
ま
な
こ

に
て
、
四
方 は

う

を
見 み

廻 ま
は

し
、
隙 ひ

ま

あ
ら
ば
御
殿

ご

て

ん

の
中 う

ち

に
飛
入

と
び
い
り

ぬ
べ
き

気 け

色 し
き

な
り
。
「
さ
れ
ば
こ
そ
癖
者

く
せ
も
の

な
れ
。
若 も

し

我
形

わ
れ
か
た
ち

を
見 み

は
迯 に

げ

も
や
せ
ん
。
射 い

損 そ
ん

し
た
ら
ん
に
於 お

い

て
は
、
当 た

う

座
の
恥 ち

辱
ぢ
よ
く

而
巳

の

み

に
あ
ら
ず
、
末
代

ま
つ
だ
い

ま
で
の
暇 か

瑾 き
ん

な
り
」
と
、
貞

ぢ
や
う

観
ぐ
わ
ん

殿 で
ん

の
御 み

階 は
し

の
下 も

と

に
居 い

隠
か
く
れ

て
、
弦 つ

る

く
ひ
し
め
し
、
流
鏑
矢

か

ぶ

ら

や

打
ち
番 つ

か

ひ
、
彼 か

の

鹿 し
か

の
有 あ

り

所 か

能 よ
く

々 〳
〵

見 み

澄 す
ま

し
て
、

暫
し
は
ら
く

堅
か
た
め

て
ひ
や
う
と
発 は

な

つ
。
其 そ

の

矢 や

少
す
こ
し

も
矢 や

坪 つ
ほ

を
不 す

レ

違
た
が
へ

、

左
ひ
た
り

の
草
分

く
さ
わ
け

よ
り
右 み

き

の
耳 み

ゝ

の
根 ね

ま
で
、

鏃
や
じ
り

白 し
ろ

く
射 い

出 い
だ

し
た
れ
ば
、

争
い
か
で

か

暫
し
ば
し

も
怺 こ

ら

ふ
べ
き
、

真

倒

ま
つ
さ
か
さ
ま

に

転
こ
ろ
び

落 を

つ
。
摂 せ

つ

政
し
や
う

殿 で
ん

下 か

を

始
は
じ
め

め
と
し
、
三 さ

ん

公 こ
う

九 き
う

卿 け
い

諸 し
よ

家 け

の
武
士

ふ

し

、
内
侍

な

い

し

命
婦

み
や
う
ぶ

の
官
女

く
わ
ん
じ
よ

ま
で
、「
あ
ゝ
射 い

た
り
〳
〵
」
と
云
声

い
ふ
こ
ゑ

に
、
御
殿 て

ん

も
揺 ゆ

る

く

斗
は
か
り

な
り
。
其 そ

の

後 ゝ

件
く
だ
ん

の
鹿 し

か

を
、
淀 よ

ど

の
川
瀬

か

は

せ

に
ふ
し
づ
け
に
ぞ
し
た
り
け
る
。

則
す
な
は
ち

斎
部 べ

卜 う
ら

部 べ

の

両
り
や
う

家 け

に

仰
お
ほ
せ

せ
て
、
様 さ

ま

々 〳
〵

の
御

祓
は
ら
い

有 あ
つ

り

て
、

濁
じ
よ
く

穢 ゑ

を
清 き

よ

め
給
ひ
け
る
。 

 

其
比

そ
の
こ
ろ

人
の
口 く

ち

遊
す
さ
み

に
、「
鹿 し

か

は
春
日

か

す

か

大

明

神

み
や
う
じ
ん
の

眷
属

け
ん
ぞ
く

な
り
と
い
ふ
に
、
今
斯 か

ゝ

る
天

恠
く
わ
い

を
な
せ
し
事
、
何 な

に

様 さ
ま

に
も
彼 か

の

氏 う
ぢ

人 ひ
と

の
中 な

か

に
、
背

そ
む
き

二
朝 て

う

家 か

一

を

申
す
者
あ
ら
ん
か
」
と
耳
語

さ
ゝ
や
き

あ
へ
り
し
が
、
果 は

た

し
て
思
ひ
知 し

ら
る
ゝ
世
と
成
に
け
り
。 

 

『
写
宝
袋
』
巻
二
「
源
経
基
王
」 

承
平

し
や
う
へ
い

二
年
の
秋 あ

き

の
比 こ

ろ

、
鳳
厥

ほ
う
け
つ

の
築
山

つ
き
や
ま

に
い
づ
く
共
な
く
大
き
な
る
牡
鹿

を

し

か

一
疋 ひ

き

踊
お
ど
り

出
玉
体

ぎ
よ
く
た
い

を
め
が
け
飛 と

び

か
ゝ
ら
ん
と
す
。
有
合

あ
り
あ
ふ

所
の
殿
上

て
ん
じ
や
う

人

劔
つ
る
ぎ

を
以 も

つ

て

拂
は
ら
ひ

給 た
ま

へ
ば
、
御
殿

ご

て

ん

の
棟 む

ね

に
飛 と

び

上 あ
が

り
皇
居

く
わ
う
き
よ

を
に
ら
ん
で
居 ゐ

た
る
け
し
き

眼
ま
な
こ
の

珠 た
ま

朱 し
ゆ

の
ご
と
く
口 く

ち

は

耳
み
み
の

根 ね

ま
で
さ
け
上
下
の
牙 き

ば

生 お
ひ

違
ち
が
ひ

す
さ

ま
し
共
云 い

ふ

斗
は
か
り

な
し
。
経 つ

ね

基 も
と

鏑
か
ぶ
ら

矢 や

打 う
ち

番
つ
が
ひ

、

忽
た
ち
ま
ち

彼 か
の

鹿 し
か

を
射 い

落 お
と

し
給
ふ
。 

（
下
部
雲
形
枠
内
）

鏑
か
ぶ
ら

は
合 あ

は

せ
物
に
て

中
あ
た
る

と
く
だ
け
散 ち

る

ゆ
へ
中
矢

あ
た
り
や

に
か
ぶ
ら
を
畫 か

ゝ

す 

（
画
中
左
）
六
せ
う
金
も
ん 

小
袖

こ

そ

で

白 し
ろ

無
地

む

じ 

ふ
ぢ
文
無 む

紋 も
ん 
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『
前
太
平
記
』
に
は
、
挿
絵
に
描
か
れ
た
場
面
の
前
後
の
出
来
事
に
関
す
る
記
述
の
他
、「
忠
平
公
」
や
「
経
基
王
」
の
発
話
に
関
す
る
記
述

が
あ
る
。
一
方
で
、『
写
宝
袋
』
で
は
こ
れ
ら
の
記
述
が
全
て
削
減
さ
れ
、
心
内
語
等
も
大
幅
に
削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
説
話
の
要
約
の
他

は
、
描
か
れ
た
図
様
に
関
す
る
事
項
を
記
す
に
と
ど
ま
る
。 

こ
れ
ら
説
話
内
容
に
関
す
る
記
述
の
削
減
は
、
あ
く
ま
で
『
写
宝
袋
』
が
粉
本
と
し
て
絵
師
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
編
ま
れ
た
作

品
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、
図
様
に
関
す
る
記
述
は
、
比
較
的
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
以
下
は
、
図
に
描
か
れ
る
鹿

の
怪
異
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。 

 

『
前
太
平
記
』
巻
一
「
経
基
射
レ

鹿
給
事
」 

彼 か
の

鹿 し
か

の
有
様

あ
り
さ
ま

を

伺
う
か
ゝ
ひ

見
給
ふ
に
、
何 な

に

様 さ
ま

に
も
尋
常

よ
の
つ
ね

な
ら
ず
、
上
下
の
牙 き

ば

生 お
ひ

違
ち
か
ふ

て
、
口 く

ち

は
耳 み

ゝ

の
根 ね

ま
で
裂 さ

け

、
水 す

い

晶
し
や
う

の

面
お
も
て

に
血 ち

を
洒 そ

ゝ

ぎ
た
る
ご
と 

き

眼
ま
な
こ

に
て
、
四
方 は

う

を
見 み

廻 ま
は

し
、
隙 ひ

ま

あ
ら
ば
御
殿

ご

て

ん

の
中 う

ち

に
飛
入

と
び
い
り

ぬ
べ
き
気 け

色 し
き

な
り
。 

 

『
写
宝
袋
』
巻
二
「
源
経
基
王
」 

 

御
殿
の
棟
に
飛
上
り
皇
居
を
に
ら
ん
で
居
た
る
景
し
き
眼
珠
朱
の
ご
と
く
口
は
耳
根
ま
で
さ
け
上
下
の
牙
生
違
す
さ
ま
し
共
云
斗
な
し
。 

 

『
前
太
平
記
』
に
「
水
晶
の
面
に
血
を
洒
ぎ
た
る
ご
と
き
眼
」
と
あ
っ
た
描
写
を
「
朱
の
ご
と
く
」
と
簡
略
化
す
る
違
い
な
ど
は
あ
る
が
、

内
容
は
ほ
ぼ
同
一
と
言
え
る
。
物
語
に
お
け
る
人
物
の
心
情
変
化
や
前
後
の
出
来
事
に
比
べ
、
画
題
の
場
面
を
描
写
す
る
上
で
必
要
な
景
で
あ
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る
と
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。 

ま
た
、
『
写
宝
袋
』
で
は
、
「
鏑
は
合
せ
物
に
て
中
と
く
だ
け
散
ゆ
へ
中
矢
に
か
ぶ
ら
を
畫
す
」
と
い
っ
た
注
釈
を
併
記
し
て
い
る
。
既
述
の

通
り
、
妖
鹿
に
命
中
し
た
図
１
の
矢
に
は
鏑
が
描
か
れ
な
い
。
こ
れ
は
作
画
意
図
を
注
釈
し
た
記
述
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
、
作
画
に
関
わ
る
事
項
を
重
視
し
、
そ
の
他
の
説
話
内
容
を
要
約
程
度
に
縮
小
す
る
特
徴
は
、
経
基
に
関
す
る
説
話
以
外
に
も
共
通
し

て
い
る
。
以
下
は
、
「
源
頼
光
瑞
夢
之
図
」
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。 

 

『
写
宝
袋
』
巻
二
「
源
頼
光
瑞
夢
之
図
」 

源
み
な
も
と
の

頼 ら
い

光
く
は
う 

夢 む

中 ち
う

に
枡 せ

う

花 く
わ

女 ぢ
よ

ゟ
弓
矢

ゆ

み

や

の
大
事 じ

を
得 ゑ

た
ま
ふ
。
蛇 じ

や

頭
弓
一
張 は

り

、
水 す

い

破 は

黒 く
ろ

き
鷲 わ

し

の
羽 は

に
て
は
ぎ
た
る
箭 や

也 

兵 へ
い

破 は

山 や
ま

鳥 ど
り

の
尾 お

に
て
は
ぎ
た

る
箭 や

也 

雷 ら
い

上
じ
や
う

動 ど
う

は

鏑
か
ぶ
ら

の
名 な

鳴 な
る

音 お
と

雷
い
か
づ
ち

の
如 こ

と

し
。

故
か
る
か
ゆ
へ

に
、
此
名 な

あ
り
。
葉
早
黄

は

つ

も

み

ぢ

色
の
直
垂

ひ
た
ゝ
れ

は

長
ち
や
う

男 な
ん

頼 よ
り

国 く
に

相 さ
う

伝 で
ん

す
後 の

ち

五
代
之
孫 ま

ご

源
頼
政

よ
り
ま
さ

に
至 い

た

り

暗 あ
ん

夜 や

に
化 け

鳥 て
う

を
射 い

た
り
し
も
此
弓 ゆ

み

矢 や

の
徳 と

く

也
。 

〈
画
中
詞
〉
枡 せ

う

花 く
わ

女
弓 ゆ

み

矢 や

を
傳 つ

た

へ
た
ま
ふ
所 

  

次
に
、
『
前
太
平
記
』
に
お
け
る
同
話
を
以
下
に
引
用
す
る
。 

 

『
前
太
平
記
』
巻
十
八
「
頼
光
朝
臣
自
桝
花
女
伝
弓
矢
事
」 

斯 か
く

て
三
四
日
を
経 へ

た
れ
共 と

も

、
左
馬

の

権
頭

ご
ん
の
か
み

殿 と
の

の
身 み

に
於 お

い

て
、
さ
ま
で
御

喜
よ
ろ
こ
ひ

の
事
も
な
か
り
け
れ
ば
、
「
さ
て
こ
そ

伴
ば
ん
の

別
当

べ
つ
た
う

が
偽 き

言 け
ん

を
申
つ
る

事
よ
」
と
云 い

ひ

合 あ
へ

り
し
が
、
五
日
と
申
す
午 む

ま

の
尅 こ

く

斗
ば
か
り

に
、
左
馬
権
頭

ご
ん
の
か
み

殿
頻 し

き

り
に
睡 ね

ぶ

指 さ
し

い
で
け
る
程
に
、
様
々

さ
ま
〳
〵

に
し
て
目
を
醒 さ

ま

し
給
へ
共 ど

も

敢 あ
へ

て
不
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レ

覚 さ
め

、
其
儘 ま

ゝ

に
て

少
す
こ
し

眠
ま
ど
ろ

み
給
ひ
し
夢 む

中 ち
う

に
、
天
よ
り
影 か

げ

の
如 こ

と

く
な
る
者 も

の

下
く
だ
つ

て
空
中

く
う
ち
う

に
立
た
り
。
左
馬

の

頭 か
み

殿 と
の

怪
あ
や
し

見 み

給
ふ
に
、
端 た

ん

正
し
や
う

美 び

麗 れ
い

の

女
お
ん
な

な
り
。
軈 や

が

て
階 か

い

下 か

に
蹲 そ

ん

踞 ろ

し
て
、
「
誰 た

れ

人
に
て

在
お
は
し
ま

せ
ば
、
何
事
に
て
か
此 こ

の

所
と
こ
ろ

に
来 ら

い

儀 ぎ

し
給
ふ
ぞ
」
と

尋
た
ず
ね

給
け
れ
ば
、
彼 か

の

美
女

び

じ

ょ

答
こ
た
へ
て

曰
、
「
我 わ

れ

は
、
楚 そ

の
恭 け

う

王 わ
う

の
大 た

い

夫 ふ

養 よ
う

由 ゆ
う

基 き

が

娘
む
す
め

、

桝
し
や
う

花 く
わ

女 ぢ
よ

と
云 い

ふ

者 も
の

な
り
。
さ
て
も
我 わ

が

父 ち
ゝ

由 ゆ
う

基 き

、
射 し

や

藝 け
い

を

嗜
た
し
な

め
り
。
或 あ

る

時 と
き

大

聖
し
や
う

文 も
ん

殊 じ
ゆ

薩 さ
つ

埵 た

、
養 よ

う

由 ゆ
う

に
託 た

く

し
て

宣
の
た
ま
は

く
、『

汝
な
ん
ぢ

は
是 こ

れ

我 わ
か

化
身

け

し

ん

な
り
。
吾 わ

れ

汝
な
ん
ぢ

三
徳 と

く

を
教 お

し

へ
ん
』
と
て
、
文 も

ん

殊 し
ゆ

自
み
つ
か
ら

雙 さ
う

眼 が
ん

の
晴 せ

い

を
取 と

つ

て
二
つ
の

鏑
か
ふ
ら

に
作 つ

く

り
給
ふ
。
是
を
水 す

い

破 は

兵
ひ
や
う

破 は

と
名 な

付 つ

く
。
又
五
台 た

い

山 さ
ん

の

麓
ふ
も
と

に

両
り
や
う

頭 と
う

の
大
蛇 し

や

あ
り
。
信
楽
慚
愧

し

ん

げ

う

さ

ん

ぎ

の
衣
の
絲 い

と

を
八
尺
五
寸
の
弦 つ

る

に
よ
り
係 か

け

て
、
一
張
の
弓
と
な
し
、
是
を
雷 ら

い

上
じ
や
う

動 ど
う

と
云
ふ
。
多
羅

た

ら

葉 よ
う

を

集
あ
つ
め

て
直
垂

ひ
た
ゝ
れ

を
作 つ

く

り
、
着

ち
ゃ
く

せ
し
め
給
ふ
。
即

す
な
は

ち

件
く
だ
ん

の
弓 ゆ

み

箭 や

を
以
て
、

柳
や
な
ぎ
の

葉 は

を
的 ま

と

と
し
て
、
射 い

る

術
じ
ゆ
つ

を
教 お

し

へ
給
ふ
。

さ
れ
ば
由
基

ゆ

う

き

百
ひ
や
つ

歩
を
隔 へ

だ

て

柳
や
な
ぎ
の

葉 は

を
射 い

る
に
、
百 も

ゝ

た
ひ

發
は
な
つ

て
百 も

ゝ

度 た
ひ

中 あ
た

る
或 あ

る

時 と
き

晋 し
ん

と
楚 そ

と
鄢 え

ん

陵
り
や
う

と
云 い

ふ

所
と
こ
ろ

に
て

戦
た
ゝ
か
ひ

し
に
由 ゆ

う

基 き

蹲
う
づ
く
ま
り

レ

甲
か
ふ
に

射 い
る

レ

之
こ
れ
を

。

盾 た
て

七
枚 ま

い

を
射 い

徹 と
を

す
。
其
精 せ

い

兵
び
や
う

強 か
う

勢 せ
い

如
こ
と
し

レ

此
か
く
の

。
天
下
無 ぶ

双 さ
う

の
名 な

を

顕
あ
ら
は

し
、
弓
を
取 と

れ
ば
行 か

う

雁 が
ん

も
列 れ

つ

を
擾 み

だ

り
、
飛 ひ

鳥 て
う

も

忽
た
ち
ま

ち
地 ち

に
落 お

ち

ぬ
。
然 し

か

る

に
由 ゆ

う

基 き

、
其 そ

の

寿 じ
ゆ

七
百
歳 さ

い

を
経 へ

て
、
既 す

で

に
命
終 お

は

り
な
ん
と
す
る
時 と

き

、『
廣 ひ

ろ

く
天
下
を
見
案

け
ん
あ
ん

す
る
に
、
弓
矢
を
可 へ

き

レ

伝
つ
と
ふ

人
な
し
。
娘

む
す
め

な
れ
ば
汝
に
可

レ

授
さ
づ
く

』
と
て
、
吾 わ

れ

に

傳
つ
た
へ

置 お
い

て
其
身

空
む
な
し

く
成
ぬ
。
今
吾
も
亦
、
命
尽 つ

き

な
ん
と
す
。
又
可
レ

傳
つ
と
ふ

弟
子
な
け
れ
ば
、
心
憂 う

き

事
に
思
ひ
し
に
、
大

聖
し
や
う

文 も
ん

殊 じ
ゆ

又
吾
に
告
げ
給
は
く
、
『
汝 な

ん

所 ぢ
よ

レ

傳
つ
た
ふ
る

の
弓
箭 や

を
可
レ

傳
者
扶 ふ

桑 さ
う

国 こ
く

に
在
。
名
を

源
み
な
も
と
の

頼 よ
り

光 み
つ

と
い
ふ
。

彼
か
れ
も

亦 ま
た

我
化
身

け

し

ん

に
て
、
童
名
を
文
殊
と

云
へ
り
。
是
此
値
遇

ち

ぐ

あ
る
か
故 ゆ

へ

な
り
。
其
器 き

、
当

ま
さ
に

へ

き

レ

傳
つ
た
ふ

二

の
弓
箭

を

一

者 も
の

な
り
。
急
き
彼
国
に

到
い
た
つ

て
可
二

授 じ
ゆ

与 よ
す

一

』
と

宣
の
た
ま
ひ

き
。
吾 わ

れ

喜
よ
ろ
こ
び

思
ふ

事
無 な

し

レ

限
か
ぎ
り

、
即
ち
此
に
来
た
つ
て
足 そ

く

下 か

に
見 ま

み

ゆ
。
此
弓
箭
を
可
レ

授
さ
つ
く

」
と
て
、
水
破 は

兵
ひ
や
う

破
、
雷 ら

い

上
し
や
う

動 ど
う

、
并
に
彼 か

の

直
垂

ひ
た
ゝ
れ

と
を

授
さ
づ
け

て
、
又
雲
居
に

飛
去
と
見
給
て
、
則
ち
夢
は
醒 さ

め

ぬ
。
左
馬

の

頭 か
み

殿
、

怪
あ
や
し

く
思
な
が
ら
目
を
開 ひ

ら

き
見
給
ふ
に
、
夢
中
の
示 じ

現 げ
ん

少
し
も
不
レ

違
た
が
は

、
弓
矢
直
垂

ひ
た
ゝ
れ

傍
か
た
は
ら

に

在
り
。
左
馬

の

頭 か
み

殿 と
の

喜
よ
ろ
こ

び
給
ふ
事
不 ず

レ

斜
な
ゝ
め
な
ら

、「
是
ぞ
別
当
が
察 さ

つ

し
た
る
所
な
れ
」
と
て
、
別
当
は
様
々
引
出
物
を
ぞ
送
ら
れ
け
る
。
さ
て
こ

そ
頼
光
是
を
得
て
、
直
垂

ひ
た
ゝ
れ

は
葉 は

早 つ

黄
色

も

み

ち

と
名
付
け
、
常
に

著
ち
ゃ
く
し

レ

之
こ
れ
を

、
弓
箭

き
う
せ
ん

の
徳 と

く

を

施
ほ
と
こ

し
給
ふ
に
、
更
に
養 よ

う

由 ゆ
う

が
藝 け

い

に
不 ず

レ

劣
お
と
ら

。

則
す
な
は
ち

ち
此
重

宝
、
子
孫

し

そ

ん

是
を
傳 て

ん

持 ぢ

し
て
、

鎮
し
づ
め

二
妖 よ

う

鬼 き
を

一

伏
ふ
く
し

二
強 か

う

敵
て
き
を

一

、
一
家 け

の
武
備

ぶ

ひ

、
四
海
の
衛 ゑ

護 ご

と
成
に
け
り
。 
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『
写
宝
袋
』
は
、
こ
れ
ら
の
説
話
内
容
を
「
夢
中
に
枡
花
女
よ
り
弓
矢
の
大
事
を
得
た
ま
ふ
。
」
の
一
文
で
要
約
し
て
お
り
、
枡
花
女
と
頼
光

の
会
話
を
全
く
記
述
し
な
い
。
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
画
中
に
描
か
れ
る
弓
矢
と
直
垂
の
説
明
で
あ
り
、
経
基
図
本
文
と
同
様
に
、
説
話
内
容

以
上
に
、
描
か
れ
た
も
の
へ
の
説
明
と
し
て
の
性
格
が
強
く
表
れ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。 

 

ま
た
、
こ
の
『
写
宝
袋
』
の
説
明
に
は
、『
前
太
平
記
』
本
文
に
は
な
い
記
述
が
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
矢
で
あ
る
水
破
・
兵
破
に
対
し
、「
水

破
黒
き
鷲
の
羽
に
て
は
ぎ
た
る
箭
也 

兵
破
山
鳥
の
尾
に
て
は
ぎ
た
る
箭
」
と
す
る
点
、
及
び
直
垂
や
伝
来
に
つ
い
て
「
葉
黄
葉
色
の
直
垂
は

長
男
頼
国
相
伝
す
五
色
代
之
孫
源
頼
政
に
至
り
暗
夜
に
化
鳥
を
射
た
り
し
も
此
弓
矢
の
徳
也
」
と
注
釈
す
る
点
で
あ
る
。『
前
太
平
記
』
に
お
い

て
は
、
矢
に
は
い
だ
羽
に
関
す
る
記
述
は
な
く
、
直
垂
を
受
け
継
い
だ
人
物
の
具
体
的
な
記
述
も
欠
く
。
ま
た
、『
写
宝
袋
』
が
「
源
頼
政
に
至

り
暗
夜
に
化
鳥
を
射
た
り
し
も
」
と
頼
政
の
鵺
退
治
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
前
太
平
記
』
で
は
「
子
孫
是
を
伝
持
し
て
、
妖
鬼
を

鎮
め
強
敵
を
伏
し
」
と
具
体
的
な
記
述
に
は
至
ら
な
い 

 

こ
の
『
写
宝
袋
』
の
記
述
は
、『
源
平
盛
衰
記
』
巻
十
六
「
三
位
入
道
芸
事
の
事
」
等
に
記
さ
れ
る
源
頼
政
の
鵺
退
治
に
関
す
る
説
話
の
中
で
、

挿
話
的
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。（
註

1 4

） 

 

『
源
平
盛
衰
記
』
巻
十
六 

大
中
く
ろ
の
矢 や

の
お
も
て
に
水 す

い

破 は

兵
ひ
や
う

破 は

と
い
ふ
。
か
ぶ
ら
や
二
つ
さ
し
。
雷 ら

い

上
じ
や
う

動 ど
う

と
い
ふ
ゆ
み
を
も
た
せ
た
り
水 す

い

破 は

と
い
ふ
矢
は
く
ろ
わ
し

の
羽 は

を
も
つ
て
は
ぎ
。
兵
破
と
い
ふ
矢
を
ば
山
鳥
の
羽 は

に
て
は
ぎ
た
り
け
り
。（
略
）
水 す

い

破 は

兵
ひ
や
う

破 は

雷 ら
い

上
し
や
う

動 ど
う

と
い
ふ
弓
箭

き
う
せ
ん

は
こ
れ
大
国 こ

く

の
養 よ

う

由 ゆ
う

が

所 し
よ

持 ぢ

也
。
か
の
や
う
ゆ
う
と
は
。
楚 そ

国 こ
く

の
者 も

の

秦 し
ん

王 わ
う

の
時
の
人
な
り
。
大
し
や
う
も
ん
じ
ゆ
の
化
身
な
り
。
あ
る
時
も
ん
じ
ゆ
や
う
ゆ
う
に
た
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い
め
ん
あ
つ
て
い
は
く
。
な
ん
ぢ
は
わ
が
化 け

身 し
ん

な
り
。
吾
な
ん
ぢ
に
一
徳 と

く

を
を
し
へ
ん
と
て
。
も
ん
じ
ゆ
双
眼

そ
う
か
ん

の
精 せ

い

を
取
て
二
つ
の
か
ぶ
ら

に
つ
く
れ
り
。
五
台
山

た
い
さ
ん

の
ふ
も
と
に
、
両

り
や
う

頭 と
う

の
蛇 じ

や

ひ
と
つ
あ
り
。
信 し

ん

楽 げ
う

慙 ざ
ん

愧 ぎ

の
こ
ろ
も
の
い
と
を
、
八
尺
五
寸
の
つ
る
に
よ
り
か
け
て
。
一

張
ち
や
う

の
ゆ
み
を
な
し
。
多 た

羅 ら

葉 よ
う

を
と
り
あ
つ
め
て
。
ひ
た
ゝ
れ
と
い
ふ
も
の
に
つ
く
り
き
る
。
今
の
葉 は

早 つ

黄
色

も

み

ぢ

と
い
ふ
は
こ
れ
な
り
。（
略
）
頼
光

よ
り
み
つ

こ

れ
を
つ
た
へ
え
て
ゆ
み
の
と
く
を
ほ
ど
こ
す
に
。
更
に
や
う
ゆ
う
が
藝 げ

い

に
を
と
ら
ず
。
頼
光

よ
り
み
つ

よ
り
頼 よ

り

国 く
に

み
の
ゝ
守
頼 よ

り

つ
な
み
か
は
の
守
蔵
人

く
ら
ん
ど

仲 な
か

政 ま
さ

ひ
や
う
こ
の
か
み
し
も
を
さ
の
守
頼
政
三
位 み

ま
で
し
そ
ん
さ
う
て
ん
し
て
五
代
な
り
先 せ

ん

祖 ぞ

の
重 て

う

宝 ほ
う

な
り
。
身
に
取
て
一
朝 ご

の
大
事 じ

こ
れ
に

し
か
ず
と
て
。
か
や
う
に
用 よ

う

意 い

し
て
参
る
。 

  

『
写
宝
袋
』
に
お
け
る
記
述
は
簡
略
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
直
接
の
引
用
関
係
を
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、『
前
太
平
記
』
を
参

照
し
た
よ
う
に
、
同
時
代
に
流
布
し
て
い
た
軍
記
物
語
で
あ
る
『
源
平
盛
衰
記
』
を
守
国
が
目
に
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。
同
話
の

挿
絵
は
、
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
刊
『
源
平
盛
衰
記
』
（
国
文
研
蔵
本
、
大
本
、
四
八
巻
四
九
冊
参
照
）
や
、
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
刊

『
源
平
盛
衰
記
』
（
国
文
研
蔵
本
、
横
本
、
四
十
八
巻
十
二
冊
）
等
の
絵
入
り
板
本
『
源
平
盛
衰
記
』
で
は
描
か
れ
て
い
な
い
。 

 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
守
国
は
『
写
宝
袋
』
に
お
い
て
、
図
様
の
解
説
を
主
眼
と
し
、
『
前
太
平
記
』
『
源
平
盛
衰
記
』
等
、
同
時
代
に
流
布

し
て
い
た
資
料
を
用
い
な
が
ら
本
文
を
作
成
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。 

 

六
、
結
語 

 

 

橘
守
国
は
、『
写
宝
袋
』
の
制
作
に
お
い
て
、
平
仮
名
絵
入
り
本
『
前
太
平
記
』
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
引
用
方
法
は
、

挿
絵
を
利
用
す
る
時
と
本
文
利
用
の
時
と
で
異
な
っ
て
い
る
。
挿
絵
利
用
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
説
話
の
中
心
人
物
を
拡
大
し
、
詳
細
な
描
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写
を
行
う
傾
向
に
あ
る
。
一
方
で
、
本
文
は
『
写
宝
袋
』
が
粉
本
集
と
し
て
編
ま
れ
た
目
的
に
応
じ
て
、
詳
細
な
説
話
内
容
を
記
述
す
る
こ
と

は
避
け
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、『
前
太
平
記
』
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
こ
と
は
無
い
。
た
だ
し
、
図
像
の
解
説
に
関
し
て
は
、
比
較
的
詳

述
す
る
傾
向
が
あ
り
、
図
様
の
解
説
を
行
う
た
め
に
、『
前
太
平
記
』
に
記
さ
れ
な
い
部
分
を
『
源
平
盛
衰
記
』
等
、
他
の
資
料
を
参
照
す
る
場

合
が
あ
る
。 

 

守
国
が
『
前
太
平
記
』
を
利
用
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
点
の
一
つ
は
、
狩
野
探
幽
に
連
な
る
狩
野
派
絵
師
が
、
同
時
代
の
絵

入
り
本
に
依
拠
し
た
作
図
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
舶
来
の
漢
籍
類
、
あ
る
い
は
先
行
す
る
著
名
な
絵
画
作
品
や
、
定
型
図
様
を

用
い
た
扁
額
等
で
は
な
く
、
同
時
代
の
絵
入
り
板
本
を
参
照
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

既
に
『
酒
天
童
子
絵
巻
』
の
引
用
例
や
第
五
章
で
指
摘
し
た
通
り
、
守
国
は
狩
野
派
絵
師
と
し
て
継

承
さ
れ
た
図
様
の
利
用
を
行
い
、
ま
た
小
林
宏
光
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、『
芥
子
園
画
伝
』
等
の
漢
籍
を

利
用
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
（

註

1 5

）

。
本
論
で
は
、
守
国
が
参
照
し
た
資
料
の
範
囲
が
よ
り
一
般
社

会
に
広
く
流
布
す
る
板
本
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
、
そ
し
て
、
既
知
の
粉
本
や
漢
籍
の
図
様
に
比
べ
、

同
時
代
の
絵
入
り
板
本
挿
絵
は
、
そ
れ
ら
よ
り
も
や
や
規
範
意
識
が
緩
か
っ
た
た
め
か
、
改
変
可
能
な

図
様
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。 

 

先
行
研
究
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
守
国
の
描
く
武
者
絵
は
後
世
の
浮
世
絵
師
に
影
響
を
与
え
て

お
り
、
守
国
が
『
前
太
平
記
』
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
守
国
以
前
と
守

国
以
後
を
繋
ぐ
図
像
の
変
遷
が
部
分
的
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。
一
例
を
示
せ
ば
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
（

註

1 6

）

、
鈴
木
春
信
画
『
武
勇
錦
の
袂
』「
八
幡
太
郎
義
家
」（
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）

図 26 鈴 木 春 信 画 『 絵 本 錦 の 袂 』  
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序
、
図

27

）
に
は
、
『
写
宝
袋
』
巻
三
「
景
正
敵
を
射
る
図
」
（
図
９
）
を
利
用
し
た
と
推
定
さ
れ
る
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
即
ち
、
義
家
の
武

者
絵
が
画
題
と
し
て
展
開
す
る
過
程
に
、
絵
入
り
平
仮
名
本
『
前
太
平
記
』
挿
絵→

橘
守
国
画
作
『
絵
本
写
宝
袋
』→

鈴
木
春
信
画
『
絵
本
錦

の
袂
』
と
い
う
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
過
程
で
守
国
が
行
っ
た
人
物
の
拡
大
等
の
操
作
が
、
後
世
の
絵
本
に
及
ぼ
し
た
影
響
が
明
ら
か

で
あ
る
。 

『
前
太
平
記
』
に
所
収
の
説
話
は
、
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
に
同
題
の
浄
瑠
璃
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
他
、
既
述
の
通
り
『
広
益
俗
説
弁
』

（
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
刊
）
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
等
、
巷
間
に
流
布
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
写
宝
袋
』
が
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）

に
絵
入
り
平
仮
名
板
本
『
前
太
平
記
』
の
図
様
を
利
用
し
て
制
作
さ
れ
た
背
景
に
は
、『
前
太
平
記
』
所
収
の
説
話
が
流
行
し
て
い
た
こ
と
が
無

関
係
で
は
な
い
と
推
測
さ
れ
る
。 

古
典
的
、
あ
る
い
は
定
型
的
な
画
題
を
重
視
し
た
守
国
が
、
あ
え
て
絵
入
り
平
仮
名
本
『
前
太
平
記
』
を
用
い
て
作
画
を
行
っ
た
背
景
に
は
、

板
元
の
依
頼
が
関
与
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
代
に
お
い
て
、
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
で
人
気
が
あ
り
つ
つ
も
画
題
と
し
て
定
着
し
て

い
な
か
っ
た
『
前
太
平
記
』
の
説
話
に
着
目
し
、
守
国
の
才
能
を
頼
り
、
『
写
宝
袋
』
が
編
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

註 （
註
１
）
星
野
鈴
「
鈴
木
春
信
と
『
絵
本
写
宝
袋
』
」
『
江
戸
の
出
版
文
化
か
ら
始
ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
革
命
：
絵
本
絵
手
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告 

書
』
（
二
〇
〇
七
）
四
九―

六
二
頁 

（
註
２
）
岩
切
友
里
子
「
絵
馬
図
譜
と
武
者
絵
本―

元
禄
末
か
ら
宝
暦
期
の
上
方
武
者
絵
本
の
画
題
と
図
様―

」『
江
戸
の
絵
本―

画
像
と
テ
キ 

ス
ト
の
綾
な
せ
る
世
界―

』
（
八
木
書
店
、
二
〇
一
〇
） 
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（
註
３
）
伝
本
は
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
本
の
み
を
知
る
。
以
下
に
書
誌
を
示
す
。 

半
紙
本
、
一
巻
一
冊
。
左
上
に
外
題
簽
（
子
持
ち
枠
）「
和
漢
武
勇
鑑
」
。
表
紙
見
返
し
に
「
橘
守
國
畫
／
和
漢
武
勇
鑑
／
尾
陽
書
肆 

文 

光
堂
蔵
」
。
柱
「
《 

 
 

 

○
（
丁
付
）
」
。
刊
年
の
記
述
無
し
。
裏
表
紙
見
返
し
に
広
告
あ
り
。
広
告
の
最
後
に
「
發
行
書
肆
／
名
古 

屋
市
南
鍛
治
屋
町
五
丁
目
／
梶
田
勘
助
」
と
あ
る
。
既
述
の
通
り
、
内
容
は
『
鶯
宿
梅
』
巻
二
を
抜
粋
し
改
題
し
た
も
の
で
あ
り
、
目 

録
題
や
巻
末
の
書
名
を
「
和
漢
武
勇
鑑
」
に
変
更
し
て
い
る
他
、
柱
題
を
削
除
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
は
『
鶯
宿
梅
』
と
一
致
す
る
。 

（
註
４
）
後
述
す
る
通
り
、
守
国
は
平
仮
名
絵
入
り
本
『
前
太
平
記
』
を
参
照
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
平
仮
名
絵
入
り
本
の
成
立
は
片
仮
名
本 

に
遅
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
章
に
お
け
る
『
前
太
平
記
』
本
文
の
翻
刻
引
用
は
、
守
国
の
絵
本
制
作
を
分
析
す
る
意
図
か
ら
平
仮 

名
絵
入
り
本
『
前
太
平
記
』（
サ
レ
ジ
オ
大
学
ボ
ス
コ
図
書
館
マ
レ
ガ
文
庫
蔵
本
）
を
底
本
と
す
る
。
ま
た
、
そ
の
上
で
、
板
垣
俊
一
校 

訂
『
前
太
平
記
（
叢
書
江
戸
文
庫
）
』
国
書
刊
行
会
（
一
九
八
八
）
の
本
文
を
適
宜
参
照
し
た
。
『
前
太
平
記
』
は
、
片
仮
名
本
、
平
仮 

名
本
と
も
に
目
録
一
巻
、
本
文
四
〇
巻
か
ら
な
る
四
一
冊
本
。
解
題
に
つ
い
て
は
、
後
掲
註
５
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

（
註
５
）
板
垣
俊
一
校
訂
『
前
太
平
記
（
叢
書
江
戸
文
庫
）
』
国
書
刊
行
会
（
一
九
八
八
）
「
解
題
」
。 

（
註
６
）
同
註
５ 

（
註
７
）
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
序
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
刊
、『
広
益
俗
説
弁
』
巻
九
に
は
「
六
孫
王
経
基
禁
庭
に
を
い
て
鹿
を
射
給
ふ 

説
」
と
立
項
さ
れ
、
「
今
按
る
に
此
説
拠
な
し
」
と
断
じ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
『
今
昔
物
語
集
』
所
収
の
頼
光
に
関
す
る
説
話
と
の
関 

連
を
指
摘
す
る
。 

（
註
８
）
同
註
５ 

（
註
９
）『
万
歳
武
勇
絵
鑑
』
は
跋
文
に
「
往
昔
よ
り
今
に
至
る
ま
で
剛
な
る
勇
士
の
す
が
た
を
う
つ
し
絵
馬
に
か
け
ま
く
も
忝
き
神
の
へ
を
い 
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さ
め
奉
る
こ
そ
万
歳
の
功
な
ら
め
。
予
も
画
工
の
道
に
入
り
て
よ
り
書
伝
へ
し
勇
士
の
形
を
図
し
て
外
題
と
な
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、 

絵
馬
の
模
写
を
集
め
た
粉
本
集
と
し
て
編
ま
れ
た
と
わ
か
る
。
以
下
、
都
立
中
央
図
書
館
本
の
書
誌
を
記
す
。
な
お
、
現
在
本
資
料
は
、 

資
料
保
存
の
た
め
元
表
紙
に
表
紙
を
重
ね
て
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
は
元
表
紙
を
参
照
し
た
記
録
と
す
る
。 

大
本
、
三
巻
三
冊
。
左
上
に
外
題
簽
（
子
持
ち
枠
）「
萬 ば

ん

歳 ぜ
い

武 ぶ

勇 ゆ
う

繪 ゑ

鑑
か
ゝ
み 

上
（
中
・
下
）
」
。
全
巻
表
紙
見
返
し
に
目
録
。
柱
「
武
者
上 

（
中
・
下
） 

 

（
丁
付
）
」
。
刊
記
「
難
波
畫
工 

大
岡
氏
博
内
道
信
／
絵
本
所 

書
林 

（
以
下
欠
）
」
。 

 
 

 

都
立
中
央
図
書
館
本
は
破
損
に
よ
り
書
肆
名
が
不
明
で
あ
り
、
大
英
博
物
館
本
に
は
柏
原
屋
清
右
衛
門
の
名
を
見
る
が
、
改
修
さ
れ
た 

も
の
で
あ
る
。
両
伝
本
を
比
較
す
る
と
、
都
立
図
書
館
本
に
筆
致
の
一
致
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
大
英
博
物
館
本
は
柏
原
屋
刊
『
万
歳 

武
勇
絵
鑑
』
が
、
求
板
本
で
あ
る
こ
と
を
示
す
資
料
と
な
る
。
現
在
、
初
板
本
の
正
確
な
刊
年
等
不
明
だ
が
、
本
書
が
絵
馬
を
模
写
し 

た
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、『
前
太
平
記
』
や
『
写
宝
袋
』
と
は
異
な
る
図
様
で
守
国
以
前
に
鎌
倉
権
五
郎
景
正
と
鳥
海
弥
三
郎 

に
ま
つ
わ
る
画
題
が
描
か
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
と
言
え
る
。 

（
註

10

）
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
刊
『
古
今
武
士
道
絵
づ
く
し
』
は
菱
川
師
宣
画
、
鱗
形
屋
（
江
戸
）
。
こ
の
他
、
「
渡
辺
綱
」
の
図
様
は
既 

述
の
『
万
歳
武
勇
絵
鑑
』
等
に
も
認
め
ら
れ
、
同
時
代
に
は
既
に
画
題
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。 

（
註

11

）
同
絵
巻
の
基
礎
的
研
究
に
つ
い
て
は
、
榊
原
悟
「
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
本
『
酒
伝
童
子
絵
巻
』
を
め
ぐ
っ
て
（
上
下
）
」『
国
華
』1

0
7

6
 

号
、1
0

7
7

号
（
一
九
八
四
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

（
註

12

）
福
岡
県
立
美
術
館
編
『
尾
形
家
絵
画
資
料
』
（
西
日
本
文
化
協
会
、
一
九
八
六
）
。
該
当
資
料
は
、
図
版
番
号

1
0

9
5

―
1

0
9

7

。 

（
註

13

）
『
尾
形
家
絵
画
資
料
目
録
』
（
福
岡
県
文
化
会
館
、
一
九
八
五
） 

（
註

14

）
記
述
が
要
約
で
あ
る
た
め
、
現
時
点
で
は
守
国
が
参
照
し
た
『
源
平
盛
衰
記
』
に
つ
い
て
特
定
し
得
な
い
が
、
守
国
が
参
照
し
得
た
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板
本
と
し
て
、
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
刊
絵
入
り
平
仮
名
板
本
『
源
平
盛
衰
記
』（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
）
を
翻
刻
引
用
し
た
。

以
下
に
書
誌
を
記
す
。
大
本
、
四
十
八
巻
四
十
九
冊
。
外
題
、
内
題
、
目
録
題
は
い
ず
れ
も
「
源
平
盛
衰
記
」
。
柱
に
「
盛
衰
（
盛
衰
記

／
せ
い
す
い
き
）
巻
一
（
～
四
十
八
巻
） 

 
 

（
丁
数
）
」
刊
記
「
延
宝
八

庚申

六
月
吉
日
／
東
洞
院
通
六
角
下
町
／
山
口
忠
右
衛
門
冨

次
開板

」 

（
註

15

）
小
林
宏
光
「
橘
守
国
が
新
た
に
伝
え
る
中
国
の
山
水
画
法
」
『
近
世
画
譜
と
中
国
絵
画―

十
八
世
紀
の
日
中
美
術
交
流
発
展
史―

』 

（
Ｓ
Ｕ
Ｐ
上
智
大
学
出
版
、
二
〇
一
八
） 

（
註

16

）
同
註
２ 

 

図
版
一
覧 

図
１
・
５
・
７
・
９
・

12

・

15―

17 

橘
守
国
画
作
『
絵
本
写
宝
袋
』 

人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
（
請
求
記
号
：
ヤ
９―

４
５
５
） 

図
２ 

『
日
本
百
将
伝
』
国
立
国
会
図
書
館
蔵
（
亥―
１
８
３
） 

図
３
・
４
・
８
・

10

・

13

・

18

・

19

・

20 

『
前
太
平
記
』
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
（
請
求
記
号
：
タ
４―

８
０
） 

図
６ 

『
前
太
平
記
』
サ
レ
ジ
オ
大
学
ボ
ス
コ
図
書
館
マ
レ
ガ
文
庫
蔵
（M

M
0

2
3

4

） 

図

11 

大
岡
道
信
画
『
万
歳
武
勇
絵
鑑
』
都
立
中
央
図
書
館
蔵
（
加
４
７
３
２
） 

図

14 

菱
川
師
宣
画
『
古
今
武
士
道
絵
づ
く
し
』
大
英
博
物
館
蔵
（
資
料
番
号
：1

9
2

9
,1

0
0

1
,0

.4

） 

図

21 

狩
野
元
信
画
『
酒
伝
童
子
絵
巻
』
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
、
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
特
別
展
覧
会
図
録
『
絵
巻
マ
ニ
ア
列
伝
』 

（
二
〇
一
七
）
よ
り
引
用
。 

図

22 

狩
野
元
信
画
『
酒
伝
童
子
絵
巻
』
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
、
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
特
別
展
覧
会
図
録
『
お
伽
草
子 

こ
の
国
は
物
語
に 

あ
ふ
れ
て
い
る
』
（
二
〇
一
二
）
よ
り
引
用
。 
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図

23―

25

『
尾
形
家
絵
画
資
料
』
福
岡
県
立
美
術
館
蔵
、
福
岡
県
立
美
術
館
編
『
尾
形
家
絵
画
資
料
』
（
西
日
本
文
化
協
会
、
一
九
八
六
） 

一
三
七
頁
、
資
料
番
号

1
0

9
5

よ
り
引
用 

図

26 
鈴
木
春
信
画
『
絵
本
錦
の
袂
』
岩
切
友
里
子
「
絵
馬
図
譜
と
武
者
絵
本―

元
禄
末
か
ら
宝
暦
期
の
上
方
武
者
絵
本
の
画
題
と
図
様―

」 
『
江
戸
の
絵
本―

画
像
と
テ
キ
ス
ト
の
綾
な
せ
る
世
界―

』
（
八
木
書
店
、
二
〇
一
〇
）
よ
り
引
用 
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結
論 

 

一
、
柏
原
屋
の
絵
本
出
板 

本
論
は
、
第
一
章
か
ら
第
三
章
に
か
け
て
柏
原
屋
を
中
心
と
し
た
分
析
、
第
四
章
か
ら
第
六
章
に
か
け
て
橘
守
国
の
作
品
分
析
を
行
っ
て
き

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
絵
本
出
板
に
お
け
る
板
元
の
働
き
が
、
こ
れ
ま
で
の
絵
本
研
究
で
考

え
ら
れ
て
き
た
以
上
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
可
能
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。 

即
ち
、
橘
守
国
作
品
の
特
徴
と
し
て
多
く
挙
げ
ら
れ
て
き
た
、
詳
細
な
文
章
に
よ
る
解

説
を
行
う
啓
蒙
性
が
、
必
ず
し
も
絵
師
で
あ
る
守
国
の
特
徴
と
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い

こ
と
が
判
明
し
た
。
第
二
章
で
指
摘
し
た
通
り
、
こ
の
特
徴
は
、
柏
原
屋
が
設
け
た
絵
本

の
出
板
活
動
に
お
け
る
一
つ
の
軸
の
特
徴
で
あ
り
、
守
国
の
絵
師
と
し
て
の
特
徴
と
結
論

付
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
。 

出
板
件
数
の
多
さ
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、
柏
原
屋
が
享
保
期
以
降
の
大
坂
に
お
け
る
絵

本
出
板
を
牽
引
す
る
板
元
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
そ
の
活
動
は
享
保
初

期
に
行
わ
れ
た
多
数
の
求
板
に
よ
っ
て
始
ま
っ
て
お
り
、
元
禄
・
正
徳
期
の
絵
本
流
行
を

一
部
引
き
継
い
で
行
わ
れ
て
い
た
。
柏
原
屋
は
そ
れ
ら
の
絵
本
を
、
模
様
取
り
を
目
的
と

し
た
作
品
群
（
〈
大
本
ⅰ
〉
系
統
）
と
し
て
分
類
し
、
こ
れ
ら
に
加
え
、
守
国
作
品
に
代
表

図 1 橘 守 国 画 『 運 筆 麁 画 』 個 人 蔵  
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さ
れ
る
文
章
に
よ
る
画
題
や
彩
色
の
注
を
伴
う
解
説
書
的
性
格
が
強
い
作
品
群
（
〈
半
紙
本
〉
系
統
）
の
出
板
を
展
開
し
た
。
後
に
先
行
す
る
作

品
の
模
写
を
行
い
、
か
つ
書
名
に
「
絵
本
」
の
語
を
有
さ
な
い
作
品
群
（
〈
大
本
ⅱ
〉
系
統
）
を
出
板
し
た
。
柏
原
屋
は
自
身
が
出
板
す
る
絵
本

の
特
徴
を
認
識
し
て
お
り
、
そ
の
作
品
の
特
徴
に
準
じ
て
三
つ
の
系
統
を
も
っ
て
絵
本
出
板
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
柏
原
屋
は
こ
の

三
系
統
に
よ
る
分
類
を
絵
本
出
板
活
動
の
基
礎
と
し
、
権
益
を
損
な
う
恐
れ
の
あ
る
他
書
肆
の
作
品
を
類
板
と
し
て
訴
え
、
あ
る
い
は
相
板
書

肆
と
し
て
出
板
・
販
売
に
関
与
し
た
。 

柏
原
屋
に
よ
る
以
上
の
出
板
活
動
を
踏
ま
え
る
と
、
『
絵
本
写
宝
袋
』
に
始
ま
る
絵
本
シ
リ
ー
ズ
が
広
範
な
領
域
を
取
り
入
れ
る
総
合
的
画

題
解
説
書
と
し
て
成
立
し
た
背
景
に
は
、
こ
の
柏
原
屋
の
出
板
意
図
が
影
響
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
守
国
画
絵
本

に
対
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
啓
蒙
的
性
格
は
、
絵
師
で
あ
る
守
国
で
は
な
く
、
板
元
の
柏
原
屋
の
出
板
活
動
に
お
け
る
特
徴
に
由
来
す
る
も
の

で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。 

実
際
に
、
守
国
作
品
に
は
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
刊
『
運
筆
麁
画
』(

図
１)

の
よ
う
に
、
春
卜
や
周
山
作
品
に
類
し
た
特
徴
を
備
え
た
作

品
も
認
め
ら
れ
る
（

註

１

）

。
橘
守
国
画
作
『
運
筆
麁
画
』
は
、
『
写
宝
袋
』
等
の
守
国
絵
手
本
と
同
様
に
柏
原
屋
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。 

し
か
し
、
図
１
に
示
し
た
通
り
、『
写
宝
袋
』
や
『
通
宝
志
』
と
比
べ
、
文
章
に
よ
る
詳
細
な
解
説
を
行
う
こ
と
は
せ
ず
、
図
様
を
掲
載
す
る

の
み
で
あ
る
。
先
行
す
る
守
国
作
品
と
の
差
異
は
こ
の
よ
う
な
作
品
内
容
の
み
で
は
な
く
書
型
に
も
表
れ
て
い
る
。
即
ち
、『
運
筆
麁
画
』
は
大

本
三
巻
三
冊
で
あ
り
、
半
紙
本
の
『
写
宝
袋
』
、
『
通
宝
志
』
等
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
柏
原
屋
が
『
運
筆
麁
画
』
を
春
卜
や
周

山
の
作
品
と
同
様
に
〈
大
本
ⅱ
〉
系
統
の
作
品
と
し
て
販
売
す
る
意
図
で
出
板
し
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ

れ
て
き
た
啓
蒙
的
性
質
を
持
つ
総
合
的
画
題
解
説
書
と
い
う
特
徴
は
、
守
国
作
品
の
特
徴
と
一
致
す
る
と
は
判
断
で
き
な
い
。 

こ
れ
ら
の
事
例
は
、
守
国
の
特
徴
を
再
考
す
る
必
要
性
を
示
す
と
同
時
に
、
同
時
代
の
絵
師
と
し
て
比
較
さ
れ
る
大
岡
春
卜
や
吉
村
周
山
の
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作
品
を
再
考
す
る
必
要
性
も
示
し
て
い
る
。
守
国
と
比
べ
、
名
画
の
模
写
を
行
い
、
詳
細

な
解
説
を
行
わ
な
い
と
さ
れ
る
春
卜
や
周
山
の
作
品
に
認
め
ら
れ
る
特
徴
は
、
絵
師
で
あ

る
春
卜
や
周
山
で
は
な
く
、
板
元
の
出
板
活
動
の
特
徴
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
可
能
性

が
あ
る
。
例
え
ば
、
大
岡
春
卜
画
『
卜
翁
新
画
』（
宝
暦
三(

一
七
五
三)

年
刊
、
図
２
）
は
、

大
坂
の
敦
賀
屋
九
兵
衛
、
泉
屋
喜
太
郎
、
江
戸
の
西
村
源
六
ら
三
書
肆
が
相
板
で
出
板
を

行
っ
た
絵
本
だ
が
、
各
図
に
は
詳
細
な
図
様
の
解
説
が
載
る
。
即
ち
、
大
岡
春
卜
の
絵
本

作
品
が
有
す
る
と
さ
れ
る
先
行
す
る
作
品
の
模
写
を
掲
載
す
る
と
い
う
特
徴
は
、
絵
師
で

あ
る
春
卜
で
は
な
く
、
柏
原
屋
の
出
板
活
動
上
の
特
徴
に
由
来
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ

の
た
め
、
異
な
る
板
元
か
ら
出
板
さ
れ
た
作
品
に
は
、
同
一
の
絵
師
が
制
作
し
た
も
の
で

あ
っ
て
も
、
板
元
の
出
板
意
図
に
よ
っ
て
異
な
る
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。 

板
元
の
出
板
活
動
の
特
徴
が
絵
本
作
品
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
板
元
に
よ
る
絵
本
出
板
活
動
の
特
徴
を
分
析
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
見
出

せ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

ま
た
、
第
三
章
で
取
り
上
げ
た
伏
見
屋
板
『
絵
本
鶯
宿
梅
』
に
対
す
る
訴
訟
記
録
の
通

り
、
柏
原
屋
は
同
様
の
特
徴
を
有
す
る
他
書
肆
の
作
品
に
対
し
て
類
板
訴
訟
を
起
こ
す
な

ど
、
権
益
を
守
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
も
伺
え
る
。 

伏
見
屋
板
『
絵
本
鶯
宿
梅
』
と
、
柏
原
屋
板
『
写
宝
袋
』
、
『
通
宝
志
』
は
、
い
ず
れ
も

図 ２  大 岡 春 卜 画 『 卜 翁 新 画 』 金 沢 美 術 工 芸 大 蔵 本  
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橘
守
国
画
作
の
総
合
的
画
題
解
説
書
と
い
う
作
品
的
特
徴
を
備
え
て
い
る
が
、
描
か
れ
た
対
象
物
の
重
複
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
第
三
章
で

は
、
同
時
代
に
お
け
る
絵
本
に
関
す
る
類
板
訴
訟
が
、
描
か
れ
た
対
象
物
の
重
複
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
て
い
た
と
推
測
し
た
が
、
作
品
の
特
徴

を
根
拠
に
類
板
訴
訟
を
起
こ
し
た
と
い
う
点
か
ら
、
柏
原
屋
が
絵
本
の
価
値
を
作
品
的
特
徴
に
見
出
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

し
か
し
、
作
品
的
特
徴
の
み
で
は
な
く
、
柏
原
屋
が
描
か
れ
た
対
象
物
の
重
複
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
、
第
一
章
で
取
り
上
げ
た
初
期
の

活
動
か
ら
も
判
明
す
る
。
即
ち
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
の
刊
記
を
有
す
る
絵
本
の
多
く
は
求
板
本
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
の

板
株
を
収
集
し
た
背
景
に
は
、
類
板
の
嫌
疑
を
逃
れ
る
た
め
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
と
思
し
い
。
柏
原
屋
は
、
こ
れ
ら
求
板
し
た
絵
本
を
中
心

に
〈
大
本
ⅰ
〉
系
統
を
形
成
し
、
ま
た
『
絵
本
深
山
鹿
』
に
対
し
類
板
の
嫌
疑
を
か
け
る
な
ど
、
そ
の
後
の
絵
本
出
板
活
動
に
活
用
し
て
い
た
。 

柏
原
屋
の
出
板
活
動
は
、
享
保
期
に
始
ま
り
、
以
降
宝
暦
期
頃
ま
で
積
極
的
な
開
板
が
続
く
。
そ
の
後
は
上
方
に
お
け
る
「
絵
の
手
本
」
と

い
う
意
味
に
お
け
る
絵
本
の
出
板
件
数
が
落
ち
込
み
、
柏
原
屋
に
よ
る
開
板
件
数
も
減
少
す
る
。
第
二
章
で
取
り
上
げ
た
通
り
、
明
和
八
年
（
一

七
七
一
）
以
降
に
成
立
し
た
目
録
Ｊ
ま
で
一
貫
し
て
い
た
絵
本
の
三
系
統
に
対
す
る
意
識
は
、
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
以
降
に
成
立
し
た
目

録
Ｋ
で
希
薄
化
す
る
。 

こ
れ
を
柏
原
屋
が
大
坂
に
お
け
る
絵
本
出
板
の
第
一
線
か
ら
退
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
今
一
つ
考
察
を
行
う
と
す
れ
ば
、

そ
の
原
因
は
、
柏
原
屋
宗
家
が
変
わ
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
柏
原
屋
の
宗
家
は
代
々
清
右
衛
門
を
名
乗
り
、
順
慶
町
五

丁
目
で
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
大
阪
商
業
大
学
商
業
市
博
物
館
蔵
「
順
慶
町
五
丁
目
水
帳
」
に
よ
れ
ば
、
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
五
月
時
点

に
お
け
る
宗
家
は
渋
川
房
常
で
あ
り
、
そ
の
後
、
時
期
は
不
明
瞭
だ
が
渋
川
正
常
が
柏
原
屋
清
右
衛
門
を
継
い
で
い
る
。
そ
の
後
、
宝
暦
七
年

（
一
七
五
七
）
九
月
、
正
常
が
逝
去
し
、
翌
年
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
八
月
に
、
正
常
の
弟
で
あ
る
有
常
が
宗
家
を
受
け
継
ぎ
柏
原
屋
与
市

改
め
柏
原
屋
清
右
衛
門
を
名
乗
っ
た
。
さ
ら
に
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
八
月
、
渋
川
有
常
は
、
柏
原
屋
清
右
衛
門
か
ら
柏
原
屋
与
左
衛
門
に
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名
を
改
め
、
同
時
に
柏
原
屋
与
市
を
名
乗
っ
て
い
た
方
常
が
柏
原
屋
清
右
衛
門
を
継
承
す
る
。
即
ち
、
柏
原
屋
に
よ
る
絵
本
出
板
の
最
盛
期
は

渋
川
房
常
、
正
常
、
有
常
が
宗
家
で
あ
っ
た
時
期
と
一
致
し
て
い
る
と
言
え
る
。 

こ
の
こ
と
か
ら
、
宗
家
が
方
常
に
代
わ
っ
た
こ
と
で
経
営
方
針
が
変
化
し
、
絵
本
出
板
の
件
数
が
減
少
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

ま
た
、
こ
の
推
測
の
証
左
と
し
て
、
明
和
期
以
後
の
柏
原
屋
が
関
与
す
る
絵
本
に
認
め
ら
れ
る
名
前
が
、
柏
原
屋
与
左
衛
門
（
有
常
）
で
あ
る

こ
と
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。 

柏
原
屋
に
よ
る
開
板
の
最
盛
期
は
宝
暦
期
頃
ま
で
と
述
べ
た
が
、
以
降
も
相
板
書
肆
と
し
て
絵
本
出
板
に
関
与
し
続
け
て
い
た
。
例
え
ば
明

和
九
年
（
一
七
七
二
）
刊
『
孟
喬
和
漢
雑
画
』
に
は
（

註

２

）

、
上
坂
勘
兵
衛
、
梅
村
宗
五
郎
、
神
先
宗
八
の
三
書
肆
に
加
え
、
柏
原
屋
与
左
衛
門

の
名
前
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
３
）
。
ま
た
、
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
刊
『
画
則
』
に
は
、
京
都
の
秋
田
屋
平
左
衛
門
、
大
坂
の
大
野

木
市
兵
衛
、
江
戸
の
須
原
屋
茂
兵
衛
、
須
原
屋
伊
八
の
四
書
肆
に
加
え
、
柏
原
屋
与
左
衛
門
の
名
前
が
認
め
ら
れ
る
。
同
様
に
、
安
永
七
年
（
一

七
七
八
）
刊
『
群
蝶
画
英
』
に
は
京
都
の
銭
屋
庄
兵
衛
、
江
戸
の
若
林
清
兵
衛
に
並
び
、
柏
原
屋
与
左
衛
門
の
名
前
が
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
刊
『
絵
本
詠
物
撰
』
は
柏
原
屋
与
左
衛
門
が
主
板
元
で
あ
り
、
江
戸
の
山
崎
金
兵
衛
と
相
板
で
出
板
さ
れ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
は
、
絵
本
出
板
に
積
極
的
な
柏
原
屋
与
左
衛
門
（
渋
川
有
常
）
の
態
度
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
宗
家
で

あ
る
清
右
衛
門
（
方
常
）
も
、
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
に
『
写
宝
袋
』
の
再
板
、
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
に
『
通
宝
志
』
の
再
板
を
行
う

な
ど
、
絵
本
の
出
板
活
動
は
継
続
し
て
い
る
。 

柏
原
屋
単
独
で
の
絵
本
出
板
を
行
わ
な
い
点
か
ら
、
絵
本
流
行
の
落
ち
込
み
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
絵
本
出
板
書
肆
と
し
て
の
柏

原
屋
は
、
主
に
与
左
衛
門
（
有
常
）
に
よ
っ
て
継
続
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
在
、
渋
川
家
に
関
す
る
資
料
が
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、

こ
れ
以
上
の
考
察
は
不
可
能
だ
が
、
清
右
衛
門
の
襲
名
時
期
等
が
明
確
に
な
れ
ば
、
板
元
で
な
く
宗
家
に
よ
る
よ
り
詳
細
な
特
徴
分
析
が
可
能
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に
な
る
と
思
わ
れ
る
。 

本
論
で
考
察
し
た
絵
本
の
分
類
が
、
柏
原
屋
独
自
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
他
書
肆
に
お
い

て
も
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
、
今
後
の
研
究
で
解
明
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
特

に
、
柏
原
屋
が
積
極
的
に
関
与
し
な
か
っ
た
西
川
祐
信
絵
本
に
代
表
さ
れ
る
風
俗
絵
本
の
出

板
書
肆
が
行
っ
た
活
動
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
近
世
中
期
の
上
方
に
お
け
る
絵
本
流
行
の
主

要
な
展
開
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
柏
原
屋
と
協
力
関
係
に
あ
っ
た
京

都
の
板
元
で
あ
る
菊
屋
の
活
動
な
ど
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
本
論
で
行
っ
た
考
察
と
関
連
付

け
た
研
究
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
。 

 

二
、
橘
守
国
の
絵
本
制
作 

 
こ
こ
ま
で
、
柏
原
屋
に
よ
る
絵
本
出
板
活
動
の
特
徴
を
ま
と
め
、
絵
本
作
品
の
特
徴
が
板

元
の
活
動
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
繰
り
返
し
指
摘
し
た
。
た
だ
し
、

こ
れ
は
板
元
の
み
を
重
視
し
た
研
究
を
支
持
す
る
も
の
で
は
な
い
。
絵
本
作
品
は
、
板
元
と

絵
師
ら
、
複
数
の
視
点
か
ら
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
本

論
第
二
部
以
降
で
考
察
を
進
め
た
通
り
、
画
題
解
説
を
行
う
啓
蒙
的
絵
本
作
品
と
い
う
特
徴

が
柏
原
屋
の
出
板
活
動
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
意
図
に
沿
っ
た
作
品
制
作

を
行
う
能
力
が
橘
守
国
に
備
わ
っ
て
い
た
。 

図 ３  寒 葉 斎 （ 建 部 綾 足 ） 画 『 孟 喬 和 漢 雑 画 』 金 沢 美 術 工 芸 大 蔵  
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第
四
章
以
降
で
行
っ
た
守
国
画
作
作
品
の
分
析
か
ら
は
、
狩
野
派
に
学
び
つ
つ
、
同
時
代
の
作
品
を
柔
軟
に
受
け
入
れ
な
が
ら
作
品
を
制
作

す
る
姿
勢
が
認
め
ら
れ
た
。
特
に
強
調
し
て
見
出
さ
れ
た
の
は
、
守
国
が
板
本
と
い
う
媒
体
で
制
作
を
行
う
際
に
、
享
受
層
の
需
要
を
見
極
め

た
作
画
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

本
論
で
も
繰
り
返
し
述
べ
た
通
り
、
板
本
で
あ
る
絵
本
を
粉
本
と
し
て
利
用
し
た
絵
師
は
幅
広
く
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
主
な
享
受
層
は
浮

世
絵
師
を
は
じ
め
と
す
る
町
絵
師
で
あ
る
。
町
絵
師
が
絵
本
に
求
め
る
図
様
は
、
自
身
の
画
業
に
活
用
可
能
な
図
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

橘
守
国
画
作
絵
本
が
多
く
の
武
者
絵
を
掲
載
し
た
背
景
に
は
こ
の
需
要
に
応
え
る
意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
守
国
作
品
の
読
者

は
、
必
ず
し
も
絵
師
の
み
を
想
定
せ
ず
、
絵
を
描
か
な
い
一
般
庶
民
層
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
第
一
部
で
述
べ
た
通
り
、
柏
原
屋
が
意

図
し
た
啓
蒙
的
な
画
題
解
説
書
を
出
板
し
よ
う
と
し
た
意
図
に
基
づ
い
て
い
る
。
守
国
は
、
町
絵
師
ら
が
利
用
す
る
粉
本
と
し
て
の
需
要
と
、

画
題
に
関
す
る
知
識
の
涵
養
と
い
う
二
つ
の
需
要
を
満
た
す
作
画
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
。 

第
五
章
で
分
析
し
た
『
通
宝
志
』
に
お
け
る
太
公
望
図
は
、
紫
宸
殿
に
描
か
れ
る
「
賢
聖
障
子
」
と
い
う
、
一
般
的
な
町
絵
師
の
需
要
か
ら

外
れ
た
画
題
の
一
部
と
し
て
解
説
さ
れ
た
。
し
か
し
、
狩
野
派
の
実
力
者
が
描
き
継
い
で
い
た
「
賢
聖
障
子
」
を
描
く
依
頼
を
町
絵
師
が
受
け

る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
か
ら
、
元
と
な
る
「
賢
聖
障
子
」
図
を
板
本
で
描
く
こ
と
は
、『
通
宝
志
』
の
出
板
目
的
か
ら
外
れ
る
。
そ
の
た
め
、

守
国
は
『
通
宝
志
』
に
太
公
望
図
を
掲
載
す
る
際
に
、
同
時
代
に
流
布
し
て
い
た
太
公
望
図
を
用
い
、
狩
野
派
に
描
き
継
が
れ
た
「
賢
聖
障
子
」

の
「
太
公
望
」
を
一
般
的
な
認
識
に
即
し
て
改
変
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
狩
野
派
に
学
ぶ
こ
と
で
得
た
知
識
、
即
ち
一
部
の
特
権

的
な
絵
師
の
中
で
得
ら
れ
る
知
識
を
、
読
者
の
需
要
に
即
し
て
改
変
す
る
と
い
う
守
国
の
編
集
方
法
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、「
太
公
望
」
の
例
と
は
逆
に
、
平
仮
名
絵
入
り
板
本
『
前
太
平
記
』
を
利
用
し
、
狩
野
派
の
筆
致
で
改
変
を
行
う
こ
と
で
画
題
と
し
て

提
示
す
る
例
も
認
め
ら
れ
る
。
第
六
章
で
は
、
享
保
期
以
前
に
画
題
と
し
て
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
源
経
基
の
妖
鹿
退
治
譚
や
、
源
頼
光
が
夢
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中
に
弓
矢
を
授
か
る
と
い
っ
た
説
話
の
図
像
化
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
。
こ
れ
ら
は
、
平
仮
名
絵
入
り
板
本
『
前
太
平
記
』
を
利
用
し
て
守
国

が
図
像
化
し
た
例
で
あ
る
。
守
国
は
、
元
の
図
像
か
ら
説
話
の
中
心
的
出
来
事
に
関
す
る
箇
所
の
み
を
取
り
上
げ
、
狩
野
派
風
の
筆
致
で
紹
介

し
た
。
酒
呑
童
子
説
話
な
ど
の
先
行
す
る
著
名
な
図
様
が
あ
る
例
を
除
き
、
守
国
は
同
時
代
に
流
布
し
た
資
料
を
用
い
て
作
画
を
行
う
場
合
が

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
時
代
に
お
け
る
『
前
太
平
記
』
の
流
行
と
、
そ
の
流
行
に
目
を
向
け
た
柏
原
屋
の
依
頼
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

狩
野
派
が
描
き
継
い
だ
権
威
の
あ
る
図
様
を
、
絵
本
の
享
受
層
で
あ
る
絵
師
が
活
用
可
能
な
図
様
に
改
変
し
た
こ
と
、
ま
た
、
巷
間
に
流
行

し
て
い
た
説
話
に
由
来
す
る
画
題
を
、
同
時
代
の
庶
民
層
に
流
布
し
て
い
た
図
像
を
用
い
な
が
ら
狩
野
派
の
筆
致
で
作
画
し
た
こ
と
か
ら
は
、

享
受
層
の
需
要
を
意
識
し
た
作
画
を
行
っ
た
守
国
の
絵
本
制
作
姿
勢
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
守
国
は
、
板
本
と
い
う
媒
体
で
制
作
を
行
う
こ
と
に
意
識
的
な
特
異
な
絵
師
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
絵
本
作
品
に

比
べ
、
現
存
す
る
守
国
画
肉
筆
絵
の
作
品
数
が
は
る
か
に
少
な
い
こ
と
か
ら
も
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
第
四
章
で
分
析
し
た
の
は
、
絵
本
制
作

を
主
要
な
画
業
と
し
て
い
た
守
国
が
、
本
画
で
は
な
く
板
本
に
お
け
る
表
現
と
し
て
、
和
漢
そ
れ
ぞ
れ
の
画
題
を
ど
の
様
に
分
類
し
解
説
し
よ

う
と
し
て
い
た
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
分
析
の
結
果
、
守
国
は
和
画
題
・
漢
画
題
そ
れ
ぞ
れ
を
、
異
な
る
レ
イ
ア
ウ
ト
の
要
素
を
使
い

分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
分
類
し
て
解
説
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
レ
イ
ア
ウ
ト
の
差
異
に
よ
っ
て
分
類
を
行
う
意
図
は
、
柏
原
屋
が

出
板
す
る
他
の
絵
本
作
品
に
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
他
書
肆
よ
り
出
板
さ
れ
た
守
国
画
作
絵
本
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
守
国
独
自
の
絵
本
製

作
意
図
に
由
来
す
る
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
。
守
国
作
品
以
後
の
絵
本
に
同
様
の
分
類
意
識
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
こ
の
意
識
が
守
国
以
降

の
絵
師
に
受
け
継
が
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
絵
本
制
作
を
主
な
画
業
と
し
た
守
国
の
特
異
性
が
こ
の
分
析
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

こ
れ
ら
第
二
部
で
明
ら
か
に
な
っ
た
守
国
の
特
徴
は
、
読
者
層
の
需
要
を
意
識
し
、
板
本
と
し
て
作
品
制
作
を
行
う
こ
と
を
強
く
意
識
す
る
、
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狩
野
派
絵
師
と
し
て
は
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
。
読
者
層
の
需
要
を
意
識
し
た
図
様
改
変
に
よ
っ
て
、
守
国
作
品
は
人
気
を
博
し
、
鈴
木
春
信

を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
後
続
浮
世
絵
師
が
参
照
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
過
程
で
守
国
が
果
た
し
た
役
割
は
、
先
行
す
る
図
様
を
、
板
本

を
通
し
て
伝
達
し
た
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、
需
要
に
即
し
て
改
変
し
た
点
に
も
認
め
ら
れ
る
。
近
世
期
に
お
け
る
画
題
の
変
遷
を
追
っ
た
時
、
守

国
が
行
っ
た
改
変
は
大
き
な
転
換
点
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 

三
、
柏
原
屋
・
橘
守
国
作
品
の
位
置
づ
け
・
後
世
の
流
行
と
課
題 

こ
こ
ま
で
、
本
論
で
述
べ
た
柏
原
屋
の
絵
本
出
板
の
特
徴
と
橘
守
国
の
特
徴
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。
こ
れ
ら
の
考
察
を
踏
ま
え
、
柏
原
屋
と

橘
守
国
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
絵
本
の
位
置
づ
け
を
試
み
る
。 

先
行
す
る
絵
本
の
求
板
に
よ
っ
て
模
様
取
り
を
目
的
と
し
た
絵
本
群
（
〈
大
本
ⅰ
〉
系
統
）
を
形
成
し
た
後
、
柏
原
屋
は
画
題
解
説
書
的
性
格

を
有
す
る
絵
本
群
（
〈
半
紙
本
〉
系
統
）
を
、
絵
本
出
板
に
お
け
る
二
つ
目
の
軸
と
し
て
展
開
し
た
。
こ
の
軸
は
橘
守
国
画
作
『
絵
本
写
宝
袋
』

の
出
板
に
よ
っ
て
始
ま
り
、『
絵
本
通
宝
志
』
、『
絵
本
直
指
宝
』
な
ど
、
主
に
橘
守
国
画
作
絵
本
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
守
国
は
こ

れ
ら
の
作
品
を
制
作
す
る
上
で
、
狩
野
派
の
知
識
を
伝
達
す
る
と
共
に
読
者
層
の
需
要
に
応
え
る
図
様
を
提
供
し
、
後
続
す
る
絵
師
に
大
い
に

参
照
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

こ
れ
ら
を
先
行
す
る
絵
本
と
の
比
較
か
ら
位
置
付
け
る
と
、
図
と
文
章
に
よ
っ
て
図
像
の
解
説
を
行
う
と
い
う
特
徴
は
、
菱
川
師
宣
画
の
「
絵

づ
く
し
」
の
語
を
冠
す
る
絵
本
群
や
、
長
谷
川
等
雲
画
『
絵
本
宝
鑑
』
（
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
刊
）
、
林
守
篤
著
『
画
筌
』
（
正
徳
二
年
（
一

七
一
二
）
成
立
）
等
に
見
出
せ
る
。
こ
れ
ら
図
像
の
解
説
書
的
性
格
を
有
す
る
絵
本
の
特
徴
に
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
解
説
の
対
象
範
囲
を
拡

大
し
、
和
漢
を
横
断
す
る
総
合
的
画
題
辞
典
を
目
指
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
が
『
写
宝
袋
』
や
『
通
宝
志
』
、
『
直
指
宝
』
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
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れ
る
。
こ
の
総
合
的
画
題
解
説
書
を
制
作
す
る
上
で
、
守
国
の
和
漢
を
横
断
す
る
幅
広
い
知
識
や
同
時
代
の
需
要
を
踏
ま
え
た
作
画
能
力
が
必

要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。 

こ
れ
ら
の
作
品
を
後
続
の
絵
師
が
参
照
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
繰
り
返
し
て
き
た
通
り
だ
が
、
本
研
究
が
目
指
す
〈
絵
本
史
〉
の
構
築

の
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
が
同
時
代
や
後
続
の
絵
本
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
分
析
に
は
、
改
め
て
同

時
代
・
後
続
の
他
書
肆
や
絵
師
の
調
査
が
必
要
に
な
る
が
、
管
見
の
限
り
、
守
国
画
作
絵
本
の
よ
う
に
和
漢
を
跨
い
だ
総
合
的
画
題
解
説
書
と

い
う
特
徴
を
備
え
た
作
品
は
見
出
せ
な
い
。
そ
の
原
因
は
、
柏
原
屋
が
三
つ
目
の
軸
と
し
た
名
画
の
模
写
を
行
う
絵
本
や
風
俗
絵
本
が
好
ま
れ
、

絵
本
の
流
行
が
遷
移
し
た
こ
と
に

よ
る
と
推
測
す
る
。 

し
か
し
、
こ
の
事
は
守
国
絵
本
の

需
要
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
な
い
。
繰
り
返
す
通
り
、
本
論

で
取
り
上
げ
た
『
写
宝
袋
』
等
の
守

国
画
作
の
四
作
品
は
、
全
て
に
再
板

本
が
認
め
ら
れ
、
中
に
は
出
板
時
期

の
図
像
解
釈
に
合
わ
せ
て
描
写
が

改
変
さ
れ
る
な
ど
、
需
要
に
合
わ
せ

た
出
板
は
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と

図 ４  橘 守 国 画 作 『 絵 本 写 宝 袋 』  

国 文 学 研 究 資 料 館 蔵  

図 ５  橘 守 国 画 作 、 橘 保 国 編   

再 板 『 絵 本 写 宝 袋 』 早 稲 田 大 学 図 書 館 蔵  
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が
分
か
る
。
例
え
ば
、
図
４
、
図
５
は
い
ず
れ
も
『
写
宝
袋
』
の
「
柳
に
燕
」
図
だ
が
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
刊
の
初
板
に
比
べ
、
明
和

七
年
（
一
七
七
〇
）
再
板
本
で
は
燕
尾
の
描
写
が
修
正
さ
れ
て
い
る
。
再
板
『
写
宝
袋
』
は
、
単
純
な
被
せ
掘
り
を
せ
ず
、
時
代
の
認
識
に
応

じ
た
図
様
の
変
更
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
守
国
絵
本
の
様
な
総
合
的
画
題
辞
典
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
第
六
章

で
取
り
上
げ
た
『
和
漢
武
勇
鑑
』
の
よ
う
に
、
守
国
画
作
絵
本
を
抜
粋
解
題
し
た
作
品
も
認
め
ら
れ
る
。 

明
治
期
に
入
る
と
柏
原
屋
は
廃
業
し
、
此
村
庄
輔
に
店
舗
を
譲
る
。
一
方
で
、
守
国
作
品
の
需
要
は
継
続
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
東
京
の
書

肆
で
あ
る
求
古
堂
（
松
嵜
半
造
）
板
『
花
鳥
画
譜
』
（
刊
記
無
し
、
図
６
）
が
出
板
さ
れ
た
例
が
認
め
ら
れ
る
（

註

３

）

。
表
紙
見
返
し
に
は
、
「
浪

速 

橘
守
国
畫
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
花
鳥
虫
魚
図
が
掲
載
さ
れ
る
絵
本
で
あ

る
。
『
写
宝
袋
』
な
ど
の
先
行
す
る
守
国
絵
本
と
一
致
す
る
図
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と

か
ら
、
守
国
画
と
す
る
記
述
に
は
注
意
が
必
要
だ
が
、
少
な
く
と
も
守
国
の
名
前
が
載

る
絵
本
に
一
定
の
需
要
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
だ
。 

そ
の
他
、
近
代
に
は
『
鶯
宿
梅
』
が
ア
メ
リ
カ
で
石
板
複
製
さ
れ
、
刊
行
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
鈴
木
淳
氏
に
指
摘
さ
れ
る
（

註

４

）

。
ま
た
現
代
で
あ
っ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
お

い
て
前
掲
橘
守
国
画
作
『
運
筆
麁
画
』
が
、
デ
ザ
イ
ン
ブ
ッ
ク
に
類
似
し
た
形
式
で
印

刷
さ
れ
る
な
ど
、
時
代
や
国
を
問
わ
ず
受
容
さ
れ
て
い
る
（

註

５

）

。 

こ
れ
ら
の
始
ま
り
に
は
、
柏
原
屋
が
総
合
的
画
題
解
説
書
と
し
て
守
国
絵
本
の
流
行

を
仕
掛
け
た
こ
と
が
あ
る
。 

 

図 ６  橘 守 国 画 『 花 鳥 画 譜 』  

早 稲 田 大 学 図 書 館 蔵  
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四
、
〈
絵
本
史
〉
の
構
想
と
課
題 

本
研
究
で
は
、
柏
原
屋
を
基
準
に
近
世
絵
本
の
調
査
研
究
を
行
い
、
橘
守
国
作
品
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
書
肆
と
絵
師
の
両
視
点

か
ら
作
品
分
析
を
試
み
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
板
元
を
基
準
と
し
た
絵
本
分
析
の
方
法
の
必
要
性
を
示
す
こ
と
が
出
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
本
研
究
で
取
り
上
げ
た
の
は
近
世
絵
本
全
体
の
一
部
で
あ
り
、
筆
者
が
目
指
す
〈
絵
本
史
〉
の
構
想
に
は
未
だ
多
く
の
課
題
が
残
る
。

最
後
に
、
〈
絵
本
史
〉
を
構
想
す
る
上
で
の
課
題
を
挙
げ
、
今
後
の
研
究
に
お
け
る
方
向
性
を
示
し
て
お
き
た
い
。 

 

①
守
国
作
品
以
外
の
柏
原
屋
絵
本
の
調
査
と
分
析 

ま
ず
は
、
本
研
究
で
取
り
上
げ
た
柏
原
屋
の
、
守
国
作
品
以
外
の
絵
本
を
分
析
し
、
柏
原
屋
の
絵
本
出
板
活
動
の
中
に
改
め
て
位
置
づ
け
る

必
要
が
あ
る
。
〈
大
本
ⅰ
〉
系
統
と
し
、
「
享
保
三
年
」
の
刊
記
を
持
つ
求
板
本
か
ら
成
る
絵
本
群
に
は
、
未
だ
初
板
本
を
見
い
だ
せ
て
い
な
い

も
の
が
多
く
、
現
存
す
る
柏
原
屋
板
の
伝
本
も
少
な
い
。
今
後
の
調
査
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
見
出
す
こ
と
で
、
享
保
期
以
前
の
絵
本
出
板
と

柏
原
屋
の
絵
本
出
板
活
動
を
結
び
つ
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 

ま
た
、〈
大
本
ⅱ
〉
系
統
と
し
た
大
岡
春
卜
や
吉
村
周
山
の
作
品
に
関
し
て
も
、
絵
師
に
注
目
し
た
分
析
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
春
卜
、
周
山

は
、
守
国
と
同
じ
く
い
ず
れ
も
大
坂
で
活
躍
し
た
狩
野
派
の
絵
師
で
あ
る
。
寛
政
二
年
改
正
『
板
木
総
目
録
株
帳
』
に
よ
れ
ば
、
柏
原
屋
は
、

「
狩
野
系
譜
」
と
題
さ
れ
た
一
枚
摺
り
の
板
株
を
所
有
し
て
い
た
。
内
容
に
つ
い
て
は
未
見
だ
が
、
柏
原
屋
が
橘
守
国
・
大
岡
春
卜
・
吉
村
周

山
と
、
大
坂
の
狩
野
派
絵
師
と
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

春
卜
・
周
山
作
品
の
分
析
を
進
め
る
こ
と
で
、
狩
野
派
や
大
阪
画
壇
と
板
元
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。 
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②
同
時
代
の
板
元
と
絵
師 

 
享
保
期
の
上
方
に
認
め
ら
れ
る
絵
本
出
板
の
流
行
は
、
柏
原
屋
の
み
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
同
時
代
に
大
坂
や
京
都
で
活

躍
し
た
板
元
の
絵
本
出
板
活
動
に
つ
い
て
柏
原
屋
の
出
板
活
動
を
踏
ま
え
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
〈
絵
本
史
〉
を
構
想
す
る
上
で
特
に

注
目
す
べ
き
点
は
、
西
川
祐
信
絵
本
に
代
表
さ
れ
る
風
俗
絵
本
群
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

第
二
章
で
述
べ
た
通
り
、
柏
原
屋
は
絵
本
出
板
活
動
の
開
始
当
初
か
ら
長
く
風
俗
絵
本
を
出
板
せ
ず
、「
絵
の
手
本
」
の
語
義
に
お
け
る
絵
本

を
出
板
し
続
け
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
柏
原
屋
が
他
書
肆
を
類
板
の
疑
い
が
あ
る
と
し
て
訴
え
た
の
と
同
様
に
、
他
書
肆
の
権
益
を
侵
害

す
る
こ
と
を
避
け
た
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
に
関
し
て
論
じ
る
に
は
よ
り
多
く
の
書
肆
に
つ
い
て
調
査
が
必
要
で
あ
り
、

風
俗
絵
本
を
中
心
に
絵
本
出
板
を
行
っ
て
い
た
書
肆
に
つ
い
て
優
先
的
に
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
。 

 
 ③

後
世
の
板
元
と
絵
師 

 

既
述
の
通
り
、
絵
本
の
出
板
は
享
保
期
以
後
、
近
代
に
ま
で
及
ぶ
。
享
保
期
の
絵
本
流
行
以
後
、
浮
世
絵
師
が
制
作
す
る
絵
本
が
増
加
す
る

と
共
に
、
琳
派
や
円
山
派
、
文
人
画
家
な
ど
、
狩
野
派
以
外
の
画
派
に
よ
る
絵
本
制
作
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
絵
の
手

本
」
と
い
う
本
来
の
絵
本
の
語
義
に
沿
わ
ず
、「
絵
を
主
体
と
す
る
板
本
」
と
い
う
広
義
の
絵
本
が
多
く
出
板
さ
れ
た
。
著
名
な
絵
師
の
作
品
は

先
行
研
究
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
、
ど
の
様
な
特
徴
を
持
つ
絵
本
が
出
板
さ
れ
て
い
た
か
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
鈴
木
淳
氏
は
、「
広
義
の
絵

本
（illu
stra

te
d

 b
o

o
k

）
は
、
大
き
く
絵
本
と
画
譜
の
二
つ
に
分
け
る
と
わ
か
り
や
す
い
」
と
し
た
上
で
、
「
肉
筆
画
の
手
本
集
」
、
即
ち
粉
本

的
利
用
を
意
図
し
た
作
品
を
「
画
譜
」
、
そ
れ
以
外
を
「
絵
本
」
と
し
て
は
ど
う
か
と
提
案
す
る
（

註

３

）

。 

 

こ
の
分
類
方
法
は
絵
本
全
体
の
分
類
方
法
と
し
て
分
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
が
、
柏
原
屋
の
分
類
と
合
致
し
な
い
よ
う
に
、
絵
本
出
板
の
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実
態
と
乖
離
し
た
分
類
に
な
る
危
険
性
を
秘
め
て
い
る
。
享
保
期
以
後
の
板
元
も
、
柏
原
屋
の
出
板
活
動
の
分
析
を
通
し
て
考
察
し
た
よ
う
に
、

特
徴
に
よ
っ
て
絵
本
を
独
自
に
分
類
し
、
戦
略
的
に
出
板
活
動
を
展
開
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
本
研
究
で
試
み
た
よ
う
に
、
享
保
期
以
後
の
絵

本
に
つ
い
て
も
板
元
を
基
準
と
し
た
調
査
・
分
析
を
行
い
、
先
行
研
究
で
得
ら
れ
た
知
見
を
参
照
し
な
が
ら
、
板
元
と
絵
師
の
二
つ
の
視
点
か

ら
絵
本
の
展
開
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
特
に
、
幕
末
明
治
期
の
研
究
に
関
し
て
は
、
近
世
以
前
に
活
躍
し
た
絵
師
の
名
画
を
復

刻
掲
載
す
る
絵
本
が
多
く
出
板
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
板
元
（
出
版
社
）
を
基
準
と
し
て
、
そ
の
出
板
活
動
上
の
意
図
を
分
析
す
る
研
究
手

法
が
有
効
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

近
世
期
の
「
絵
本
」
は
「
絵
を
主
体
と
す
る
板
本
」
と
広
い
定
義
で
括
ら
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
に
多
様
化
し
た
。
こ
れ
ら
を
各
板
元
の
出
板

活
動
に
よ
っ
て
作
品
の
特
徴
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
近
世
絵
本
の
出
板
の
実
態
に
即
し
た
絵
本
の
分
類
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
即
ち
、

「
絵
を
主
体
と
す
る
板
本
」
が
具
体
的
に
ど
の
様
な
特
徴
を
持
つ
作
品
群
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 ④
基
礎
調
査 

こ
こ
ま
で
〈
絵
本
史
〉
の
構
想
に
お
け
る
課
題
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
い
ず
れ
の
課
題
に
お
い
て
も
、
基
礎
的
な
調
査
研
究
が
重
要
で

あ
る
。
柏
原
屋
が
求
板
を
多
く
行
っ
て
い
た
よ
う
に
、
絵
本
は
相
板
や
求
板
に
よ
っ
て
、
伝
来
が
複
雑
で
あ
る
こ
と
も
多
い
。
こ
れ
ら
絵
本
の

実
態
は
地
道
な
実
証
的
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
在
外
資
料
が
多
い
点
も
絵
本
の
特
徴
で
あ
る
。
画
像
の
利

用
が
容
易
に
な
っ
た
現
在
、
国
際
的
な
資
料
の
把
握
も
容
易
に
な
り
、
よ
り
調
査
の
進
展
が
期
待
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

浅
野
秀
剛
氏
は
、
絵
本
研
究
の
課
題
と
し
て
「
絵
師
別
、
分
野
別
、
時
代
別
の
絵
本
目
録
、
理
想
的
に
は
版
元
別
、
彫
師
別
、
作
者
別
、
地
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域
別
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
目
録
の
深
度
も
、
諸
本
の
書
誌
、
初
印
・
再
印
・
初
版
・
再
版
等
の
別
、
所
蔵
先
な
ど

も
備
わ
る
の
が
理
想
」
と
述
べ
る
（

註

７

）

。
絵
本
は
書
肆
間
の
板
木
移
動
が
激
し
い
作
品
も
多
く
、
伝
本
調
査
が
容
易
で
な
い
が
、
一
つ
一
つ
の

事
例
を
取
り
上
げ
、
実
証
的
な
研
究
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
、
浅
野
氏
が
述
べ
る
項
目
や
深
度
を
備
え
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の

構
築
は
、
絵
本
研
究
を
遂
行
す
る
上
で
、
重
要
な
課
題
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

近
代
以
降
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
や
、
印
象
派
に
与
え
た
浮
世
絵
の
影
響
、
あ
る
い
は
現
代
に
お
け
る
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品
な
ど
、

日
本
の
視
覚
文
化
は
国
際
的
に
高
い
評
価
を
得
て
き
た
。
こ
の
評
価
を
受
け
、
日
本
の
視
覚
文
化
を
通
史
的
に
見
通
す
こ
と
は
、
文
化
科
学
研

究
分
野
に
お
け
る
重
要
な
課
題
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
中
で
、
近
世
期
に
お
け
る
印
刷
技
術
の
発
展
に
伴
う
視
覚
文
化
の
発
達
は

見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
近
世
期
に
お
け
る
視
覚
文
化
の
基
盤
を
形
成
し
た
重
要
な
要
素
と
し
て
絵
本
が
存
在
す
る
。〈
絵
本

史
〉
の
構
築
は
、
日
本
の
視
覚
文
化
を
見
通
す
上
で
も
避
け
ら
れ
な
い
課
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

本
論
で
は
〈
絵
本
史
〉
を
構
想
し
、
そ
の
方
法
論
の
提
示
と
実
践
を
行
っ
た
。
未
だ
部
分
的
な
研
究
を
行
っ
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
提
示
し
た

課
題
に
取
り
組
む
こ
と
で
、〈
絵
本
史
〉
を
編
む
こ
と
を
目
指
し
た
い
。
そ
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
視
覚
文
化
を
解
明
し
、
こ
れ
か
ら
の
視

覚
文
化
を
創
造
す
る
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 
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註 （
註
１
）
個
人
蔵
『
運
筆
麁
画
』
の
書
誌
を
以
下
に
示
す
。 

 
 

 
大
本
、
三
巻
三
冊
。
外
題
「
運
筆
麁
画 

上
（
中
・
下
）
」
。
序
題
、
目
録
題
「
運
筆
麁
画
」
。
柱
に
「
運
筆
麁
画
上
（
中
・
下
） 

〇
（
丁 

付
）
」
。
刊
記
「
浪
速 

橘
守
国
畫
圖
／
同 

藤
村
善
右
衛
門
彫
刻
／
寛
延
二
巳
己
年
九
月
吉
日
／
書
林 

江
戸
通
本
町
三
丁
目 

西
村 

源
六
／
大
坂
心
斎
橋
筋
順
慶
町 

渋
川
清
右
衛
門
／
同
町 

同
与
左
衛
門
／
蔵
版
」 

（
註
２
）
金
沢
美
術
工
芸
大
学
蔵
本
の
書
誌
を
以
下
に
示
す
。 

 
 

 

大
本
、
五
巻
五
冊
。
外
題
「
孟
喬
和
漢
雑
画 

一
（
二
・
四
）
」
（
巻
三
、
五
は
題
簽
欠
）
。
目
録
題
「
孟
喬
和
漢
雑
画
」
。
柱
に
、
「
寒
葉 

斎
雑
画 

巻
之
一
（
～
五
） 

 

〇
（
丁
付
）
」
。
寒
葉
斎
（
建
部
綾
足
）
画
。
裏
表
紙
見
返
し
に
刊
記
「
寒
葉
斎
建
孟
喬
図 

後

編

近

刻

／
明 

和
九
年
壬
辰
五
月
／
大
坂
心
斎
橋
順
慶
町 

渋
川
与
左
衛
門
／
皇
都
書
林 

四
条
通
御
幸
町
西
江
入
丁 

上
坂
勘
兵
衛
／
御
幸
町
通 

仏
光
寺
上
ル
丁 

梅
村
宗
五
郎
／
寺
町
通
四
條
上
ル
丁 

神
先
宗
八
／
梓
行
」 

た
だ
し
、『
孟
喬
和
漢
雑
画
』
の
相
板
書
肆
に
柏
原
屋
が
加
わ
っ
た
時 

期
は
、
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
の
初
板
時
よ
り
下
る
と
考
え
ら
れ 

る
。
大
英
図
書
館
蔵
本
等
の
伝
本
（
後
掲
図
七
）
刊
記
に
は
柏
原
屋 

の
名
前
が
無
く
、
「
彫
工 

京
師 

樋
口
源
兵
衛
」
と
剞
劂
師
の 

名
前
が
載
る
。
金
沢
美
術
工
芸
大
蔵
本
は
板
木
の
摩
耗
や
欠
け
が
認 

め
ら
れ
る
こ
と
、「
梓
行
」
の
文
字
と
柏
原
屋
の
名
前
が
記
さ
れ
る
位 

置
が
ず
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
英
博
物
館
蔵
本
に
比
べ
後
印
本
で 

図 ７  寒 葉 斎（ 建 部 綾 足 ）画  

『 孟 喬 和 漢 雑 画 』  

金 沢 美 術 工 芸 大 蔵  
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あ
る
と
判
断
で
き
る
。 

（
註
３
）
『
花
鳥
画
譜
』
の
書
誌
を
以
下
に
示
す
。 

 
 

 
大
本
、
一
巻
一
冊
。
外
題
簽
「
花
鳥
画
譜 

全
」
。
表
紙
見
返
し
に
「
浪
速 

橘
守
国
画
／
花
鳥
画
譜
／
東
京
書
林 

求
古
書
房
蔵
」
。 

柱
に
「
〇
花
鳥
画
譜 

－
（
丁
付
）
」
。
裏
表
紙
見
返
し
に
「
東
京
書
林 

求
古
堂 

松
嵜
半
造
板 

浅
草
区
須
賀
町
十
九
番
地
」
と
あ 

り
「
画
譜
発
行
目
次
」
と
し
て
、
以
下
十
四
種
の
絵
本
が
掲
載
さ
れ
る
。「
永
濯
漫
画
」「
温
古
年
中
行
事
」「
花
鳥
漫
画
」「
暁
斎
砕
画
」 

「
諸
職
画
譜
」「
画
本
早
ま
な
び
」「
花
鳥
画
譜
」「
潜
龍
堂
画
譜
」「
萬
象
写
生
雛
形
」「
唐
草
模
様
雛
形
」「
求
古
図
録
」「
古
代
模
様
集
」 

「
い
ろ
は
引
紋
帳
」
「
近
世
名
家
画
談
」 

（
註
４
）
鈴
木
淳
「
渡
海
石
版
『
絵
本
鶯
宿
梅
』―

世
界
を
駆
け
巡
っ
た
日
本
絵
本―

」
『
文
学
』
二
巻
三
号(

二
〇
〇
一) 

（
註
５
）
ク
リ
ス
ト
フ
・
マ
ル
ケ
編
『E

sq
u

isse
s a

u
 fil d

u
 p

in
c

e
a

u

』
（In

stitu
t n

a
tio

n
a

l d
‛h

isto
ire

 d
e

 l‛a
rt

、
二
〇
〇
七
） 

（
註
６
）
鈴
木
淳
「
江
戸
絵
本
研
究
の
た
め
の
二
十
五
項
」
『
江
戸
の
絵
本―

画
像
と
テ
キ
ス
ト
の
綾
な
せ
る
世
界―

』 

（
八
木
書
店
、
二
〇
一
〇
） 

（
註
７
）
浅
野
秀
剛
「
絵
本
研
究
の
展
望
」
『
江
戸
の
絵
本―

画
像
と
テ
キ
ス
ト
の
綾
な
せ
る
世
界―

』
（
八
木
書
店
、
二
〇
一
〇
） 

 

 図
版
一
覧 

図
１ 

橘
守
国
画
『
運
筆
麁
画
』
個
人
蔵 

図
２ 

大
岡
春
卜
画
『
卜
翁
新
画
』
金
沢
美
術
工
芸
大
蔵
本
（
請
求
番
号
：
８
２
） 
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図
３ 

寒
葉
斎
（
建
部
綾
足
）
画
『
孟
喬
和
漢
雑
画
』
金
沢
美
術
工
芸
大
蔵
（
請
求
番
号
：
８
２
） 

図
４ 

橘
守
国
画
作
『
絵
本
写
宝
袋
』
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
（
請
求
記
号
：
ヤ
９―

４
５
５
） 

図
５ 
橘
守
国
画
作
、
橘
保
国
編
再
板
『
絵
本
写
宝
袋
』
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
（
請
求
記
号
：
文
庫
０
６ 

０
１
２
９
３
） 

図
６ 

橘
守
国
画
『
花
鳥
画
譜
』
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
（
請
求
記
号
：
文
庫
３
１ 

Ｅ
２
２
２
１
） 

図
７ 

寒
葉
斎
（
建
部
綾
足
）
画
『
孟
喬
和
漢
雑
画
』
（
資
料
番
号
：1

9
7
3
,0
7
2
3
,0
.7
2

） 
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付
録
「
柏
原
屋
出
板
活
動
年
表
」 

以
下
の
表
は
、
柏
原
屋
が
行
っ
た
出
板
活
動
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
表
の
項
目
の
内
、「
種
別
」
と
し
た
行
に
は
、
記
載
内
容
に

応
じ
項
目
の
種
別
を
記
し
た
。 

伝
本
調
査
に
よ
り
刊
記
が
確
認
で
き
た
絵
本
に
関
し
て
は
、
種
別
欄
に
「
刊
記
」
と
記
載
し
、「
年
月
日
」
及
び
「
西
暦
」
欄
に
確
認
さ
れ
た

刊
年
を
記
し
た
。
「
作
品
」
欄
に
は
、
絵
本
の
統
一
書
名
を
記
し
、「
巻
」
に
巻
冊
数
を
、「
作
者
等
」
欄
に
は
、
作
者
や
絵
師
の
他
、
既
述
が
あ

る
場
合
は
剞
劂
師
や
摺
師
に
つ
い
て
記
し
た
。「
柏
原
」
の
欄
に
は
、
渋
川
家
の
誰
が
出
板
し
た
も
の
か
、
記
載
が
あ
る
場
合
は
人
物
名
を
記
し

た
。
「
相
板
」
欄
に
は
相
板
書
肆
名
を
記
し
、
各
書
肆
の
活
動
地
を
括
弧
内
に
記
し
た
。
な
お
、
活
動
地
に
つ
い
て
は
、
大
坂
を
（
大
）
、
京
都

を
（
京
）
、
江
戸
を
（
江
）
と
し
た
。 

種
別
欄
に
「
出
願
」
と
し
た
の
は
、
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
『
開
板
御
願
書
扣
』
に
掲
載
さ
れ
る
開
板
願
の
記
述
よ
り
、
柏
原
屋
が
関

与
す
る
も
の
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。「
年
月
日
」
、「
西
暦
」
に
は
、
開
板
願
が
提
出
さ
れ
た
時
期
を
記
し
た
。「
巻
」
、「
作
者
等
」
に
は
、

記
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
り
、
開
板
願
が
提
出
さ
れ
た
時
点
に
お
け
る
巻
、
冊
数
、
及
び
作
者
や
画
工
、
剞
劂
師
、
摺
師
に
関
す
る

記
述
を
記
す
。「
柏
原
」
の
欄
に
は
、
渋
川
家
の
誰
が
出
板
し
た
も
の
か
、
記
載
が
あ
る
場
合
は
人
物
名
を
記
し
た
。
記
録
が
付
記
を
伴
う
場
合

は
、
「
付
記
等
」
に
記
し
た
。 

種
別
欄
に
「
出
来
事
」
と
あ
る
も
の
は
、
大
阪
商
業
大
学
商
業
市
博
物
館
蔵
「
順
慶
町
五
丁
目
水
帳
」（
近
世
中
後
期
成
立
）
の
記
録
、
及
び

佐
古
慶
三
「
浪
華
書
林
渋
川
稱
觥
堂
」
（
『
上
方
文
化
』
五
号
、
（
一
九
六
二
）
）
を
元
に
、
渋
川
家
の
宗
家
代
変
わ
り
や
、
土
地
の
譲
渡
に
関
す

る
事
項
を
記
し
た
。 
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初
出
一
覧 

第
一
章
：
初
期
柏
原
屋
絵
本
群
の
成
立 

（
「
柏
原
屋
絵
本
の
研
究―

初
期
絵
本
を
中
心
に―

」
『
総
研
大
文
化
科
学
研
究
』
（
一
六
号
）
五
三―

七
五
頁
、
二
〇
二
〇
年
三
月
） 

第
二
章
：
絵
本
蔵
板
目
録
に
み
る
柏
原
屋
の
絵
本
分
類
と
出
板
活
動 

（
「
柏
原
屋
絵
本
蔵
板
目
録
の
研
究
」
『
浮
世
絵
芸
術
』
（
一
八
〇
巻
）
一
七―

二
九
頁
、
二
〇
二
〇
年
四
月
） 

第
三
章
：
柏
原
屋
に
よ
る
絵
本
類
板
訴
訟―

訴
訟
記
録
の
検
証
を
中
心
に―

 

（
書
き
下
ろ
し
） 

第
四
章
：
橘
守
国
の
絵
手
本
作
品
に
お
け
る
画
題
の
和
漢
分
類
意
識―

レ
イ
ア
ウ
ト
を
起
点
に―

 

（
「
橘
守
国
の
絵
手
本
作
品
に
お
け
る
画
題
の
和
漢
分
類
意
識―

レ
イ
ア
ウ
ト
を
起
点
に―

」 

『
文
学
・
語
学
』
（
二
二
六
号
）
二
七―
四
三
頁
、
二
〇
一
九
年
一
一
月
） 

第
五
章
：
『
絵
本
通
宝
志
』
に
み
る
橘
守
国
の
作
画
法―

巻
五
上
「
太
公
望
」
図
を
中
心
に 

（
「
『
絵
本
通
宝
志
』
に
み
る
橘
守
国
の
作
画
法―
巻
五
上
「
太
公
望
」
図
を
中
心
に
」
） 

『
総
研
大
文
化
科
学
研
究
』
（
一
五
号
）
四
七―

六
三
頁
、
二
〇
一
九
年
三
月
） 

第
六
章
：
橘
守
国
に
よ
る
作
画
法―

『
絵
本
写
宝
袋
』
の
武
者
絵
に
お
け
る
『
前
太
平
記
』
の
引
用―

 

（
書
き
下
ろ
し
） 


