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と
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は
じ
め
に

─
「
絵
巻
」
と
「
画
譜
」

近
代
文
学
の
読
者
に
と
っ
て
、
作
品
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
「
口
絵
」
や
作
中
に
添
え
ら
れ
た
「
挿
絵
」
は
馴
染
深
い
、
い
わ
ば
作
品

の
「
伴
走
車
」「
伴
奏
者
」
で
あ
ろ
う
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、「
作
品
を
読
む
」
と
い
う
読
書
行
為
に
お
い
て
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
人

影
の
な
い
公
園
や
野
原
な
ど
思
い
が
け
ず
出
会
っ
た
草
花
や
樹
木
の
よ
う
に
私
た
ち
読
者
を
捉
え
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、
な
か
に
は
読

者
が
自
由
に
浮
か
べ
る
イ
メ
ー
ジ
形
成
を
損
な
う
も
の
等
々
、
否
定
的
に
捉
え
る
考
え
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
自
前

の
イ
メ
ー
ジ
生
成
能
力
に
富
ん
だ
読
者
を
は
じ
め
、
作
品
の
誕
生
と
共
に
生
ま
れ
る
「
同
時
代
読
者
」
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
時
代
・
階

層
・
性
別
・
年
齢
等
々
多
く
の
点
で
異
な
る
大
方
の
「
後
代
読
者
」
に
と
っ
て
、「
口
絵
」
や
「
挿
絵
」
は
テ
ク
ス
ト
の
読
書
行
為
に
お

い
て
、
読
解
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
「
伴
走
車
」・「
伴
奏
者
」
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

で
は
、
作
品
誕
生
か
ら
一
定
の
時
を
経
て
作
成
さ
れ
た
「
絵
巻
」
や
「
画
譜
」
の
場
合
は
ど
う
か
。
お
そ
ら
く
大
半
の
近
代
文
学
の
読
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者
に
と
っ
て
「
口
絵
」
や
「
挿
絵
」
な
ら
ば
ま
だ
し
も
、「
絵
画
」
と
い
う
他
の
表
象
体
系
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
「
絵
巻
」
や
「
画
譜
」

は
、
お
そ
ら
く
何
ら
か
の
違
和
感
を
覚
え
る
も
の
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
自
己
の
領
域
の
み
を
絶
対
視
す
る
よ
う
な
保
守
的
な

考
え
の
持
主
は
論
外
と
し
て
も
、
絵
画
と
い
う
他
の
領
域
か
ら
の
応
答
と
も
い
え
る
そ
れ
ら
は
、
何
や
ら
扱
う
こ
と
が
躊
躇
わ
れ
る
よ
う

な
も
の
だ
ろ
う
。
な
か
に
は
観
賞
・
鑑
賞
に
留
め
て
、
自
ら
論
じ
る
こ
と
を
し
な
い
人
は
多
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、「
文
学
」

と
「
絵
画
」
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
表
象
体
系
を
同
時
に
も
つ
「
絵
巻
」
や
「
画
譜
」
で
は
作
者
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
享
受
者
に
も
「
読

者
」
と
「
鑑
賞
者
」
と
い
う
二
つ
の
役
割
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
種
々
の
躊
躇
い
の
要
素
を
含
む
か

ら
こ
そ
、
文
学
作
品
を
基
に
制
作
さ
れ
た
絵
巻
や
画
譜
か
ら
得
る
も
の
も
大
き
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
状
況
論
的
に
見
て
も
コ

ロ
ナ
禍
に
見
舞
わ
れ
た
こ
こ
数
年
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
普
及
と
相
俟
っ
て
、
文
字
媒
体
と
共
に
「
画
像
」
が
急
速

に
普
及
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
近
代
文
学
研
究
に
リ
ン
ク
さ
せ
れ
ば
、
す
で
に
「
作
品
論
」「
作
家
論
」
を
は
じ
め
数
多
く
の

方
法
に
よ
る
論
考
が
積
み
重
ね
ら
れ
た
な
か
で
、
近
代
文
学
の
作
品
を
基
に
す
る
「
絵
巻
」
や
「
画
譜
」
の
研
究
は
、
残
さ
れ
た
稀
少
な

分
野
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

で
は
「
絵
巻
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
こ
こ
で
そ
の
形
式
と
内
容
を
「
絵
巻
」
と
似
た
形
式
を
も
つ
「
画
譜
」
と
の
対
比
に

よ
っ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
も
そ
も
絵
巻
と
は
「
巻
子
装
本
」
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
山
本
信
吉
は
「
巻
子
装
本
は
本

の
姿
と
し
て
は
古
い
基
本
形
を
伝
え
た
装
幀
」
（
（
（

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
巻
物
に
絵
を
描
き
、
繰
り
広
げ
て
ゆ
く
こ
と
で
次
々
と
変
化

す
る
画
面
を
鑑
賞
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
画
譜
」
と
は
絵
画
を
類
集
し
た
冊
子
で
画
論
な
ど
を
載
せ
た
も
の
に
も
こ
の

名
称
を
用
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
折
本
装
本
」、
つ
ま
り
「
巻
子
装
本
の
軸
を
取
り
は
ず
し
、
本
文
行
数
に
し
て
四
行
な
い
し
五
行
幅
宛

て
に
折
っ
た
も
の
」（
山
本
（
と
し
て
の
「
折
本
装
本
」
を
指
す
こ
と
と
す
る
。
こ
の
意
味
で
こ
の
「
画
譜
」
の
形
式
を
も
つ
鏑
木
清
方

の
連
作
絵
画
『
に
ご
り
え
』（
一
九
三
四
年
二
月
（
を
こ
こ
で
は
『
に
ご
り
え
画
譜
』
と
仮
称
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
本
作
は
右
側
に

本
文
の
抜
書
き
（
詞
書
（、
左
側
に
絵
が
並
ぶ
冊
子
形
式
で
あ
り
、
基
本
的
に
こ
の
形
で
小
説
世
界
が
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
下
、
こ
の
清
方
に
よ
る
連
作
絵
画
『
に
ご
り
え
画
譜
』
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
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一　

鏑
木
清
方
『
に
ご
り
え
画
譜
』
自
作
言
及
の
射
程

新
聞
紙
上
の
「
コ
マ
絵
」
か
ら
出
発
し
、
新
聞
や
雑
誌
の
挿
絵
や
口
絵
等
を
経
て
日
本
画
家
と
し
て
大
成
し
た
清
方
は
、
そ
の
回
想
文

で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

木
村
さ
ん
が
『
た
け
く
ら
べ
』
を
巻
物
に
描
か
れ
た
と
い
ふ
こ
と
に
私
は
大
変
興
味
を
有
つ
た
（
中
略
（
木
村
氏
の
画
の
前
に
立
つ

て
一
々
会
心
の
笑
み
を
禁
め
得
ぬ
と
同
時
に
、
そ
の
制
作
欲
が
頻
り
に
活
動
し
始
め
る
。
近
時
の
展
覧
会
を
観
る
と
、
画
は
面
白
か

つ
た
り
、
楽
し
さ
う
な
も
の
で
は
な
く
な
り
さ
う
な
時
、
木
村
氏
勇
敢
に
楽
し
く
、
面
白
い
作
を
示
さ
れ
る
、
愉
快
な
こ
と
で
あ

る
（
（
（私

が
一
葉
の
『
に
ご
り
え
』
を
と
り
あ
げ
て
、
か
う
し
た
連
作
を
画
い
た
時
の
こ
ゝ
ろ
も
ち
は
、
や
は
り
昔
に
挿
絵
を
か
い
て
ゐ
た

若
い
心
と
、
少
し
も
変
わ
り
は
な
く
、
明
治
二
十
八
年
「
文
藝
倶
楽
部
」
で
は
じ
め
て
こ
の
作
を
読
ん
で
以
来
、
い
く
た
び
と
な
く

読
み
か
へ
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、
い
つ
し
か
宿
る
幻
を
そ
の
ま
ゝ
絵
筆
に
托
し
た
に
過
ぎ
な
い
（
（
（

こ
れ
ら
の
引
用
か
ら
、
清
方
に
と
っ
て
『
た
け
く
ら
べ
絵
巻
』
が
大
き
な
刺
激
に
な
っ
て
『
に
ご
り
え
画
譜
』
が
誕
生
し
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
一
九
三
四
年
二
月
、
清
方
が
六り

く

潮ち
ょ
う

会か
い

第
三
回
展
に
『
に
ご
り
え
画
譜
』
を
賛
助
出
品
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て

い
る
も
の
の
、
彼
の
制
作
動
機
が
木
村
荘
八
『
た
け
く
ら
べ
絵
巻
』
発
表
に
影
響
さ
れ
て
制
作
し
た
こ
と
は
直
接
的
に
は
記
さ
れ
て
い
な

い
。
だ
が
こ
の
文
章
に
「
か
う
し
た
連
作
」
と
あ
る
の
で
、
両
者
の
影
響
関
係
や
制
作
日
程
等
か
ら
考
え
る
と
、
荘
八
の
作
品
に
刺
激
さ

れ
た
結
果
、
連
作
形
式
の
『
に
ご
り
え
画
譜
』
を
描
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
両
者
の
影
響
関
係

だ
け
で
は
な
い
。
私
た
ち
後
代
の
鑑
賞
者
は
荘
八
・
清
方
の
作
品
を
複
製
で
し
か
観
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
然
と
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言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
こ
こ
で
改
め
て
日
本
に
お
け
る
芸
術
作
品
と
そ
の
享
受
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
も
無
駄
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
た
と
え
ば
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
ド
イ
ツ
の
思
想
家
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
印
刷
技
術
な
ど
複
製
技
術
の
発
達
に
よ
っ
て
大
量
出
版
が

可
能
に
な
っ
た
時
代
の
芸
術
作
品
の
あ
り
か
た
を
「
礼
拝
的
価
値
」、
つ
ま
り
少
数
の
受
け
手
に
よ
る
一
回
的
・
集
中
的
な
鑑
賞
に
よ
っ

て
生
ま
れ
る
価
値
、
さ
ら
に
多
く
の
受
け
手
に
よ
る
繰
り
返
し
も
可
能
な
鑑
賞
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
「
展
示
的
価
値
」
の
二
つ
に
分
け

た
（
（
（

。
芸
術
の
価
値
に
つ
い
て
の
二
分
法
は
、
明
治
期
文
学
の
同
時
代
お
よ
び
後
代
に
お
け
る
受
容
に
お
い
て
、
大
変
重
要
な
役
割
を

果
た
し
た
鏑
木
清
方
と
木
村
荘
八
を
論
じ
る
う
え
で
見
落
と
せ
な
い
視
点
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
西
洋
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
ほ
と
ん
ど

時
を
同
じ
く
し
て
、
日
本
の
画
家
で
あ
る
清
方
も
同
じ
よ
う
な
絵
画
論=

芸
術
論
を
発
表
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

龍
岡
町
に
ゐ
た
こ
ろ
卓
上
芸
術
と
い
ふ
こ
と
を
唱
へ
出
し
た
（
中
略
（
何
も
別
に
創
造
の
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
他
に
強
ふ

る
も
の
で
も
な
い
が
、
世
に
会
場
芸
術
、
床
の
間
芸
術
な
ど
の
呼
び
名
も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
画
巻
、
画
帖
又
は
挿
絵
な
ど
の
、
壁

面
に
掲
げ
る
も
の
で
な
く
、
卓
上
に
伸
べ
て
見
る
芸
術
の
一
形
式
を
指
し
て
云
つ
た
も
の
で
、
前
に
私
の
職
と
し
た
と
こ
ろ
も
含
め

て
さ
う
云
つ
た
（
（
（

清
方
は
一
九
一
二
年
五
月
、
京
橋
区
浜
町
河
岸
か
ら
本
郷
区
龍
岡
町
に
転
居
し
、
一
九
二
六
年
九
月
に
牛
込
矢
来
町
に
移
る
ま
で
の
十

四
年
間
、
こ
の
地
で
過
ご
し
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
卓
上
芸
術
」
と
は
基
本
的
に
個
人
宅
や
車
内
な
ど
で
個
人
が
受
容
、
会
場
芸
術
は

基
本
的
に
展
覧
会
場
な
ど
で
複
数
者
が
受
容
、
床
の
間
芸
術=
基
本
的
に
個
人
宅
な
ど
で
少
数
者
が
受
容
す
る
も
の
で
あ
る
。
文
学
と

密
接
な
関
係
を
も
つ
新
聞
挿
絵
画
家
と
し
て
出
発
し
た
清
方
に
と
っ
て
「
卓
上
芸
術
」
は
い
わ
ば
彼
の
母
胎
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
一
方
で

旺
盛
な
作
画
活
動
を
続
け
た
彼
に
と
っ
て
こ
の
三
領
域
は
ど
れ
も
手
放
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
は
ず
だ
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
区

分
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
芸
術
論
と
は
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
も
の
の
、
清
方
独
自
の
「
和
製
芸
術
論
」
と
し
て
の
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ

と
だ
。
批
評
家
で
は
な
く
実
作
者
、
ま
さ
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
う
「
芸
術
」
に
携
わ
る
当
人
に
よ
る
芸
術
論
と
し
て
大
き
な
意
義
が
あ
る

と
い
え
よ
う
。
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こ
の
よ
う
な
三
領
域
に
関
わ
っ
て
い
た
清
方
に
と
っ
て
、
唯
一
未
開
拓
な
の
は
本
格
的
な
「
絵
巻
」
で
あ
っ
た
。
絵
巻
に
は
「
絵
」
の

部
分
が
長
大
に
続
き
、
巻
物
を
繰
り
広
げ
る
に
つ
れ
て
画
面
が
展
開
し
て
い
く
「
連
続
式
構
図
」
と
、
巻
物
を
机
上
に
広
げ
て
一
目
で
見

渡
せ
る
程
度
の
大
き
さ
（
横
幅
五
〇
─
六
〇
㎝
程
度
（
を
一
画
面
と
し
て
、
絵
と
詞
が
交
互
に
現
れ
る
形
式
を
も
つ
「
段
落
式
構
図
」
の

二
種
類
が
あ
る
（
小
山
清
男
「
日
本
の
絵
巻
に
お
け
る
絵
画
空
間
『
図
学
研
究
』
六
六
号
参
照
」（。
こ
の
よ
う
な
形
式
上
の
違
い
は
あ
る

も
の
の
、
絵
巻
に
と
っ
て
「
物
語
（
詞
書
（」
と
絵
は
必
須
の
構
成
要
素
で
あ
る
が
、
画
譜
も
こ
の
点
で
は
似
通
う
も
の
の
、
ど
ち
ら
か

と
言
う
と
「
絵
が
主
体
」、「
物
語
（
詞
書
（」
は
「
准
主
体
」
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
い
ま
仮
に
「
瞬
間
」

と
「
持
続
」
と
い
う
視
点
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
論
さ
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
画
譜
と
絵
巻
の
差
異
で
あ
る
。

絵
巻
＝
詞
書
・
画
面　

→
物
語
全
体
へ
の
意
思
→
持
続>

瞬
間

画
譜
＝
詞
書
・
画
面　

→
物
語
場
面
へ
の
意
思
→
瞬
間>

持
続

概
ね
「
展
示
」
を
前
提
と
す
る
「
会
場
芸
術
」
と
し
て
の
西
洋
画
か
ら
出
発
し
た
荘
八
に
と
っ
て
、
小
説
作
品
の
絵
画
化
で
あ
る
「
絵

巻
」
と
い
う
形
式
は
、
基
本
的
に
は
「
持
続
」
で
あ
っ
て
も
、
同
時
に
そ
れ
に
反
す
る
よ
う
な
「
瞬
間
」
も
伴
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
画
面
も
詞
書
も
両
者
と
も
圧
倒
的
な
力
を
も
つ
作
品
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
へ
の
、
制
作
者
荘
八
の
強
い

意
思
の
表
わ
れ
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
意
味
で
挿
絵
画
家
と
し
て
出
発
し
た
清
方
の
前
に
登
場
し
た
西
洋
画
出
身
の
荘
八
「
た
け
く
ら
べ

絵
巻
」
は
、
あ
る
意
味
で
清
方
を
圧
倒
し
た
の
だ
ろ
う
。

二　

会
場
芸
術
と
し
て
の
近
代
的
絵
巻
の
出
現

─
木
村
荘
八
『
一
葉　

た
け
く
ら
べ
絵
巻
』

そ
れ
で
は
荘
八
の
『
一
葉　

た
け
く
ら
べ
絵
巻
』
と
は
ど
の
よ
う
な
作
品
な
の
か
。
絵
巻
は
「
詞
書
」
と
「
画
像
」
か
ら
構
成
さ
れ
る

が
、
ま
ず
こ
の
絵
巻
の
詞
書
は
描
き
手
で
あ
る
荘
八
に
よ
る
独
自
の
字
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
文
字
も
絵
も
動
き
と
勢
い
が
あ
る
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場
面
展
開
に
よ
っ
て
。
登
場
人
物
と
場
面
・
背
景
が
一
体
化
し
、
現
在
進
行
形
の
時
間=

物
語
の
時
間
が
生
ま
れ
て
い
る
。

次
に
こ
の
絵
巻
に
つ
い
て
の
美
術
批
評
を
取
り
上
げ
た
い
。
ま
ず
陰
里
鉄
郎
「
木
村
荘
八
の
画
業
と
《
一
葉　

た
け
く
ら
べ
絵
巻
》」

は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

《
一
葉　

た
け
く
ら
べ
絵
巻
》
の
場
合
は
、
近
代
絵
巻
の
ほ
と
ん
ど
が
詞
書
を
も
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
テ
キ
ス
ト
の
文
章
そ
の

ま
ま
詞
書
き
を
備
え
て
い
る
こ
と
、
上
巻
、
中
巻
に
お
い
て
は
、
上
下
を
明
確
に
区
分
し
て
い
な
い
が
ほ
ぼ
連
続
並
行
形
の
構
成
を

と
り
、
そ
れ
に
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
段
落
式
を
と
り
入
れ
て
お
り
、
下
巻
に
お
い
て
は
詞
と
絵
を
交
互
に
繰
返
す
段
落
形
の
構
成
を

と
っ
て
い
る
こ
と
、
と
い
っ
た
点
で
絵
巻
の
伝
統
形
式
を
う
け
つ
い
で
い
る
（
（
（

こ
こ
で
言
う
上
・
中
巻
に
見
ら
れ
る
「
連
続
並
行
形
」
と
は
「
画
」
と
「
文
字
（
文
章
（」
が
同
じ
面
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
を
指

す
。
そ
の
効
果
は
同
一
画
面
で
「
語
り
」
と
「
語
ら
れ
る
世
界
」
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
画
像
が
併
存
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
の
群
像

劇
と
し
て
の
「
た
け
く
ら
べ
」
に
相
応
し
い
絵
画
的
演
出
と
い
え
る
。
い
っ
ぽ
う
、
ま
た
マ
イ
ナ
ス
面
と
し
て
読
者
は
同
時
に
鑑
賞
者
に

も
な
る
こ
と
で
想
像
力
が
働
く
余
地
が
削
が
れ
る
恐
れ
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
下
巻
の
「
段
落
式
」
と
は
画
面
と
文
字
が
別

の
面
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
を
指
す
。
こ
れ
は
別
の
画
面
で
あ
る
こ
と
で
、
語
り
の
世
界
と
語
り
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
た
画
と
の

重
な
り
や
差
異
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
特
徴
に
つ
い
て
陰
里
鉄
郎
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
《
一
葉　

た
け
く
ら
べ
絵
巻
》
は
、
作
者
の
意
識
は
ど
う
あ
れ
、
日
本
絵
画
の
な
か
で
特
色
あ
る
領
域
を
つ
く
っ
て
い
る
「
絵

巻
」
を
継
承
し
、
そ
の
な
か
の
主
流
で
あ
っ
た
物
語
り
絵
巻
の
系
譜
に
あ
き
ら
か
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
絵
巻
の
新
し

さ
は
、
作
者
が
、
洋
画
家
で
あ
り
過
去
に
西
洋
近
代
の
絵
画
思
想
の
洗
礼
を
う
け
た
こ
と
の
あ
る
画
家
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
洋
画
家

の
立
場
か
ら
新
聞
連
載
小
説
の
挿
絵
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
通
常
の
挿
絵
で
は
な
い
挿
絵
的
絵
画
を
意
図
し
た
と
こ
ろ
か
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ら
生
ま
れ
て
い
る
（
（
（

こ
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
荘
八
の
絵
巻
は
古
典
の
「
物
語
り
絵
巻
の
系
譜
」
に
連
な
り
な
が
ら
も
「
挿
絵
的
絵
画
」
を
志
向
し
た
。

そ
れ
は
西
洋
画
出
身
で
あ
り
な
が
ら
、
近
代
の
挿
絵
の
分
野
で
も
活
躍
し
た
荘
八
が
切
り
拓
い
た
独
自
の
世
界
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

三　

古
典
の
絵
巻
研
究

こ
こ
で
古
典
の
絵
巻
研
究
に
つ
い
て
の
知
見
を
参
照
し
た
い
。
と
い
う
の
も
本
来
「
絵
巻
研
究
」
は
古
典
文
学
に
お
い
て
先
行
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
現
代
に
お
け
る
古
典
絵
巻
の
先
駆
的
研
究
者
で
あ
る
千
野
香
織
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

絵
巻
の
鑑
賞
法
が
独
特
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
要
す
る
に
、
画
面
を
手
で
動
か
し
な
が
ら
見

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
絵
巻
を
ひ
と
り
で
扱
お
う
と
す
れ
ば
、
右
手
で
巻
込
み
、
左
手
で
繰
り
広
げ
る
、
と
い
う
動
作
を
繰
り

返
し
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
画
面
は
左
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
鑑
賞
者
の
眼
か
ら
見
る
と
、
逆
に
、
左
か
ら
右
へ

画
面
が
流
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
画
面
は
左
手
か
ら
現
わ
れ
、
右
手
の
中
に
消
え
る
。
全
て
の
絵
巻
論
は
、
こ
こ
か
ら
出

発
し
て
い
る
（
（
（

こ
こ
か
ら
は
絵
が
単
に
切
り
取
ら
れ
た
時
間
の
断
片
で
は
な
く
、
詞
書
と
の
調
和
に
よ
っ
て
微
妙
な
連
続
感
を
も
表
現
し
得
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
例
外
も
存
在
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
千
野
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

絵
巻
の
白
眉
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
は
、
一
般
に
段
落
式
と
呼
ば
れ
る
形
式
に
属
す
る
。
こ
の
絵
巻
の
絵
が
単
に
切
り
取
ら
れ
た
時
間

の
断
片
で
は
な
く
、
詞
書
と
の
調
和
に
よ
っ
て
微
妙
な
連
続
感
を
も
表
現
し
得
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
、
作
品
の
時
間
構
造
と
い
う
観
点
か
ら
は
、「
源
氏
物
語
絵
巻
」
は
、
瞬
間
の
相
を
表
現
し
た
作
品
と
言
う
べ
き
で
あ
る
（
（
（

「
微
妙
な
連
続
感
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
瞬
間
の
相
」
を
表
わ
す
と
い
う
矛
盾
。
こ
れ
は
一
見
、
背
理
の
よ
う
だ
が
、
千
野
は
他
の
古

典
絵
巻
と
の
比
較
か
ら
も
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
特
徴
が
「
瞬
間
」
に
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
と
は
い
さ
さ
か
視
点
が
異
な
る

が
、
千
野
は
建
築
家
西
和
夫
と
の
共
著
の
解
説
の
な
か
で
「『
源
氏
物
語
』
が
絵
画
化
さ
れ
る
時
は
、
詞
書
を
読
む
だ
け
で
物
語
全
体
の

展
開
を
思
い
出
し
、
主
人
公
た
ち
の
置
か
れ
た
状
況
を
理
解
し
、
主
人
公
た
ち
に
感
情
移
入
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
々
が
、
鑑
賞
者
と
し

て
想
定
さ
れ
て
い
る
」
（
（1
（

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
著
名
な
物
語
の
世
界
を
す
で
に
よ
く
知
っ
て
い
る
読
者
な
ど
受
容
者
の
視
点
に
着

目
し
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
は
著
名
な
物
語
を
絵
巻
化
す
る
功
罪
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
内
容
把
握
が
容
易
な
た
め
絵
の
巧
拙
が
潜
在

化
す
る
半
面
、
内
容
把
握
が
容
易
な
た
め
絵
の
巧
拙
が
顕
在
化
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
絵
に
よ
っ
て
物
語
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
が
一
次
化
す
る

半
面
、
絵
に
よ
っ
て
は
意
外
な
発
見
な
ど
物
語
世
界
が
重
層
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
、
荘
八
の
絵
巻
の
特
徴
で
あ
る
「
群
像
劇
の
絵
巻
化
」
を
陰
里
に
よ
る
上
・
中
巻
（
連
続
式
（
と
下
巻
（
段
落
式
（
の
差

異
、
さ
ら
に
千
野
と
い
う
古
典
絵
巻
研
究
者
の
「
瞬
間
」
と
「
連
続
」
と
い
う
視
点
な
ど
を
援
用
し
て
考
察
し
た
が
、
い
ま
仮
に
こ
の
発

想
に
基
づ
い
て
絵
巻
の
特
徴
を
推
測
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
点
が
推
測
さ
れ
る
。
上
・
中
巻=

文
字
と
画
面
が
同
一
空
間
で
相
互
に

拮
抗
す
る
こ
と
で
子
ど
も
た
ち
の
群
像
劇
が
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
複
数
の
「
声
・
動
き
」
な
ど
を
非
人
称
の
語
り
手
が
描
写
す
る
こ

と
で
、
そ
こ
に
「
声
」
や
「
動
き
」
と
い
う
「
時
間
性
」
を
伴
う
も
の
に
よ
る
「
連
続
性
」
が
生
ま
れ
る
と
い
え
る
。
興
味
深
い
の
は
、

こ
れ
ら
の
群
像
に
よ
る
複
数
性
や
動
き
に
よ
る
連
続
性
が
生
ま
れ
る
下
巻
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
登
場
す
る
「
群
像
」
と
は
異
な
る
「
特

別
な
存
在
」
と
し
て
の
美
登
利
と
信
如
の
二
人
の
個
別
性
が
前
景
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
内
言
の
語

り
手
に
よ
る
美
登
利
と
信
如
の
二
人
へ
の
焦
点
化
」
が
行
な
わ
れ
た
結
果
、「
連
続
性
」
の
な
か
で
「
瞬
間
」
と
い
う
物
語
に
と
っ
て
得

難
い
時
間
が
創
設
さ
れ
た
と
い
え
る
。

こ
の
こ
と
を
先
に
示
し
た
「
画
譜
と
絵
巻
の
違
い
」
と
比
較
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
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荘
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画
譜
＝
詞
書
・
画
面　

＝
個
々
の
人
物
描
写
に
よ
る
物
語
の
場
面
へ
の
意
思
→
瞬
間>

連
続

絵
巻
＝
詞
書
・
画
面　

＝
個
々
の
場
面
描
写
に
よ
る
物
語
の
全
体
へ
の
意
思
→
連
続>

瞬
間

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
図
式
化
か
ら
零
れ
落
ち
る
も
の
も
あ
る
が
、
あ
え
て
「
画
譜
」
と
「
絵
巻
」
の
違
い
を
大
別
す
れ
ば
、
前
者

は
「
瞬
間
」
を
、
後
者
は
「
持
続
」
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
絵
巻
に
接
す
る
読
者
は
、
物
語
内
容
を
表
わ
す
詞
書
が

明
朝
系
活
字
な
ど
に
よ
る
通
常
の
読
書
と
異
な
る
、
荘
八
独
自
の
字
体
で
書
か
れ
た
「
詞
書
」
に
あ
る
い
は
困
難
を
覚
え
る
か
も
知
れ
な

い
。
だ
が
他
方
で
、
あ
る
程
度
崩
し
字
等
に
慣
れ
て
い
る
読
者
な
ら
、
文
字
も
解
読
・
味
読
し
な
が
ら
絵
画
と
相
俟
っ
て
内
容
把
握
を
行

な
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
小
説
世
界
を
熟
知
し
て
い
る
読
者
な
ら
、
画
像
・
画
面
の
両
者
を
ほ
ぼ
同
時
に
堪
能
す
る
こ
と
も
可
能
か

も
知
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
「
読
者
」
と
言
っ
て
も
様
々
な
読
者
像
が
想
定
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
以
上
読
者
に
つ
い
て
は
踏
み
込
む
こ
と
は

控
え
た
い
。
だ
が
画
家
が
取
捨
選
択
し
た
本
文
を
自
筆
に
よ
る
詞
書
と
す
る
こ
と
で
、
画
面
と
小
説
世
界
が
相
互
に
作
用
す
る
相
乗
効
果

を
も
た
ら
す
独
特
の
近
代
的
絵
巻
の
世
界
が
現
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

最
後
に
こ
の
絵
巻
が
複
製
化
さ
れ
た
経
緯
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
西
洋
画
家
で
あ
る
荘
八
に
は
、
そ
の
ポ
ジ

シ
ョ
ン
ゆ
え
の
特
別
の
事
情
が
介
在
し
た
。

（
前
略
（《
一
葉　

た
け
く
ら
べ
絵
巻
》
を
私
が
所
蔵
す
る
に
至
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
い
く
ら
か
触
れ
さ
せ
て
頂
く
。
こ
の
絵
巻

の
最
初
の
所
蔵
者
は
杉
本
寛
一
氏
で
、
杉
本
さ
ん
と
は
小
杉
放
庵
私
宅
で
開
か
れ
て
い
た
「
老
荘
会
」
と
い
う
公
田
廉
太
郎
先
生
か

ら
漢
籍
の
講
義
を
聞
く
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
親
交
が
あ
っ
た
。
①
木
村
さ
ん
が
和
田
堀
の
ア
ト
リ
エ
を
造
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の

費
用
の
一
部
に
当
て
る
た
め
に
、
こ
の
《
一
葉　

た
け
く
ら
べ
絵
巻
》
を
杉
本
氏
に
譲
ら
れ
た
よ
う
に
聞
き
及
ん
で
い
る
。
杉
本
氏
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と
私
と
の
関
係
は
、
若
山
牧
水
の
創
作
社
の
同
人
で
あ
っ
た
杉
本
氏
が
た
ま
た
ま
師
・
若
山
牧
水
の
創
作
社
の
同
人
で
あ
っ
た
杉
本

氏
が
主
宰
す
る
短
歌
会
「
し
ら
つ
ち
歌
壇
」
に
お
け
る
師
弟
の
間
柄
で
あ
っ
た
。
②
た
ま
た
ま
師
・
杉
本
氏
の
不
慮
の
不
幸
に
際

し
、
弟
子
と
し
て
尽
く
し
た
私
へ
の
謝
意
の
証
と
し
て
、
こ
の
絵
巻
が
私
の
手
に
譲
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
昭
和
三
十
二
年
は
樋
口
一

葉
生
誕
八
十
五
年
に
当
た
り
、
毎
日
新
聞
社
か
ら
の
求
め
に
、
③
私
は
杉
本
氏
の
了
解
を
得
て
、
木
村
さ
ん
の
手
元
を
離
れ
て
か
ら

約
三
十
年
の
空
白
の
の
ち
、
は
じ
め
て
《
一
葉　

た
け
く
ら
べ
絵
巻
》
の
公
開
に
応
じ
た
（
（（
（

私
た
ち
文
学
研
究
の
側
に
い
る
人
間
に
と
っ
て
は
な
か
な
か
想
像
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
「
会
場
芸
術
家
」
で
あ
る
西

洋
画
家
は
、
自
ら
の
「
一
点
物
」
で
あ
る
画
を
画
商
な
ど
に
売
却
せ
ざ
る
を
え
な
い
場
合
が
多
い
。
右
の
引
用
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
荘
八

も
例
外
で
は
な
く
、
①
に
あ
る
よ
う
に
自
ら
の
ア
ト
リ
エ
を
造
る
際
に
「
そ
の
費
用
の
一
部
に
当
て
る
た
め
に
」
絵
巻
を
手
放
し
た
。
さ

ら
に
②
・
③
に
あ
る
よ
う
に
種
々
の
経
緯
が
あ
っ
た
後
、
第
二
次
世
界
大
戦
か
ら
十
三
年
後
の
荘
八
の
死
（
一
九
五
八
年
十
一
月
十
八

日
（
の
前
年
に
あ
た
る
一
九
五
七
年
に
至
っ
て
、
よ
う
や
く
複
製
版
に
よ
る
刊
行
の
運
び
と
な
っ
た
。
こ
の
事
実
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
、
私
た
ち
印
刷
技
術
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と
が
で
き
る
近
代
文
学
等
の
研
究
者
と
は
異
な
り
、
日
本
画
や
西
洋
画
等
の
「
画
家
」
は
複

数
性
で
は
な
い
単
数=

一
点
物
を
基
本
と
し
て
芸
術
作
品
の
「
生
成
」
と
「
流
通
」
の
サ
イ
ク
ル
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
の

よ
う
な
世
界
の
住
人
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
私
た
ち
近
代
文
学
に
携
わ
る
者
に
と
っ
て
大
変
重
要
な
文
学
作
品
を
、
あ
え
て
絵
画
化

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
改
め
て
そ
の
志
に
対
し
て
敬
意
を
払
い
た
い
と
思
う
。

以
上
の
よ
う
な
考
察
を
踏
ま
え
、
最
後
に
改
め
て
荘
八
『
た
け
く
ら
べ
絵
巻
』
の
価
値
と
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
問
う
こ
と
に

し
た
い
。
そ
れ
は
端
的
に
言
え
ば
、
小
説
の
誕
生
か
ら
す
で
に
十
二
分
に
時
を
経
た
一
葉
の
小
説
世
界
を
「
絵
巻
」
と
い
う
視
覚
芸
術
の

分
野
に
お
け
る
日
本
古
来
の
物
語
受
容
の
形
態
を
用
い
て
再
生
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
過
去
の
文
学
作
品
を
視
覚
芸
術
に
よ
っ

て
再
生
し
た
、
と
い
う
に
留
ま
ら
な
い
。
何
よ
り
も
そ
の
価
値
と
は
、
文
学
作
品
の
生
命
線
と
も
い
う
べ
き
「
時
間
」
を
「
絵
巻
」
と
い

う
形
態
の
特
性
を
援
用
し
つ
つ
創
出
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
空
間
芸
術
」
で
あ
る
絵
画
を
用
い
た

「
時
間
芸
術
」
の
生
成
が
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
絵
画
作
品
の
創
出
に
お
い
て
は
、
同
じ
く
一
葉



一
七
一

木
村
荘
八
『
た
け
く
ら
べ
絵
巻
』
再
考
（
関
）

作
品
を
絵
画
化
し
た
清
方
と
い
う
日
本
画
家
と
西
洋
画
家
で
あ
る
荘
八
の
間
で
、
私
た
ち
文
学
の
側
の
人
間
に
は
と
う
て
い
想
像
し
難
い

よ
う
な
切
磋
琢
磨
が
存
在
し
た
か
も
知
れ
な
い
。

だ
が
そ
の
よ
う
な
緊
張
感
に
満
ち
た
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
い
た
両
者
は
、
そ
の
関
係
を
「
敬
愛
」
と
「
信
頼
」
に
基
づ
い
て
全
う
し
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
西
洋
画
家
だ
っ
た
荘
八
に
と
っ
て
、
新
聞
挿
絵
か
ら
出
発
し
て
日
本
画
家
と
し
て
成
功
し
た
一
つ
上
の
世
代
に
属
す
る
清

方
は
「
師
」
で
あ
り
「
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
」
で
も
あ
っ
た
。
他
方
の
清
方
に
と
っ
て
荘
八
は
後
進
の
西
洋
画
家
で
あ
り
な
が
ら
、『
た
け
く
ら

べ
』
の
絵
巻
化
を
試
み
た
驚
く
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
両
者
は
「
稀
有
」
な
関
係
性
を
保
ち
な
が
ら
、
荘
八
は
「
絵
巻
」
と

い
う
古
来
の
絵
画
形
式
を
用
い
て
こ
の
『
た
け
く
ら
べ
絵
巻
』
を
完
成
さ
せ
、
清
方
も
促
さ
れ
る
よ
う
に
同
じ
一
葉
原
作
の
『
に
ご
り
え

画
譜
』
を
完
成
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
類
い
ま
れ
な
二
人
の
関
係
性
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
そ
の
絵
画
化
さ
れ
た
樋
口
一
葉
の
作
品
世
界

を
存
分
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
大
き
な
歓
び
と
し
た
い
。

注

（
（
（　

山
本
信
吉
『
古
典
籍
が
語
る
─
書
物
の
文
化
史
』（
八
木
書
店
、
二
〇
〇
四
・
一
一
（
五
一
～
五
六
頁
。

（
（
（　

鏑
木
清
方
「
た
け
く
ら
べ
絵
巻
」（『
ア
ト
リ
エ
』
一
九
二
六
・
四
（。
引
用
は
『
鏑
木
清
方
文
集
三
』（
白
凰
社
、
一
九
七
九
・
五
（
二
八
七
～
二

八
三
頁
。
な
お
「
た
け
く
ら
べ
絵
巻
」
の
発
表
年
お
よ
び
会
場
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
第
一
巻 

第
四
回
春
陽
会
展
、
一
九
二
六
年
二
～
三
月
。

第
二
巻 

第
一
回
聖
徳
太
子
奉
賛
会
総
合
展
、
同
年
五
～
六
月
。
第
三
巻 

第
五
回
春
陽
会
展
、
一
九
二
七
年
四
月
。

（
（
（　

同
右
「
小
説
『
に
ご
り
え
』
を
画
に
し
て
」（
初
出
誌
不
明
、
一
九
三
四
・
一
（。
引
用
は
『
鏑
木
清
方
文
集
一
』（
白
凰
社
、
一
九
七
九
・
八
（。

（
（
（　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
『
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
』（
原
著
、
一
九
三
六
年
、
邦
訳
、
佐
々
木
基
一
他
、
晶
文
社
、
一
九
七
〇
・
八
（。

（
（
（　

清
方
「
山
の
手
の
住
居
」（『
続
こ
し
か
た
の
記
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
六
七
・
九
（
一
六
四
頁
。

（
（
（　

監
修
中
川
一
政
他
、
編
纂
陰
里
鉄
郎
他
『
一
葉　

た
け
く
ら
べ
絵
巻　

荘
八
画　

そ
の
成
立
ち
と
木
村
荘
八
の
画
業
』（
講
談
社
、
一
九
八
二
・

八
（
六
五
頁
。

（
（
（　

引
用
は
同
右
『
一
葉　

た
け
く
ら
べ
絵
巻　

荘
八
画　

そ
の
成
立
ち
と
木
村
荘
八
の
画
業
』
六
六
頁
。

（
（
（　

千
野
香
織
「
絵
巻
の
時
間
表
現
─
瞬
間
と
連
続
」『
日
本
の
美
学
』
二
、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
四
・
七
。
引
用
は
『
千
野
香
織
著
作
集
』（
二
〇



一
七
二

一
〇
・
六
（
一
四
五
頁
。

（
（
（　

千
野
、
同
右
、
一
六
二
頁
。
な
お
千
野
は
「
絵
巻
の
白
眉
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
は
、
一
般
に
段
落
式
と
呼
ば
れ
る
形
式
に
属
す
る
。
こ
の
絵
巻
の

絵
が
単
に
切
り
取
ら
れ
た
時
間
の
断
片
で
は
な
く
、
詞
書
と
の
調
和
に
よ
っ
て
微
妙
な
連
続
感
を
も
表
現
し
得
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
作
品
の
時
間
構
造
と
い
う
観
点
か
ら
は
、「
源
氏
物
語
絵
巻
」
は
瞬
間
の
相
を
表
現
し
た
作
品
と
言
う
べ
き
で
あ
る
」（「
絵

巻
の
時
間
表
現
─
瞬
間
と
連
続
」『
日
本
の
美
学
』
二
、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
四
・
七
。
引
用
は
『
千
野
香
織
著
作
集
』
二
〇
一
〇
・
六
（
と
も

述
べ
て
い
る
。

（
（0
（　

千
野
・
西
和
夫
の
共
著
『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
絵
画
─
美
術
史
の
眼　

建
築
士
の
眼
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
一
・
五
初
刊
。
引
用
は
同
書

の
一
九
九
七
・
一
〇
新
装
版
、
一
五
七
頁
に
よ
る
。

（
（（
（　

黒
川
英
三
「
私
が
《
一
葉　

た
け
く
ら
べ
絵
巻
》
を
所
蔵
す
る
ま
で
」。
引
用
は
『
一
葉
た
け
く
ら
べ　

絵
巻　

荘
八
画　

そ
の
成
立
ち
と
木
村

荘
八
の
画
業
』（
講
談
社
、
一
九
八
二
・
八
（
九
頁
。
な
お
引
用
文
中
の
番
号
は
引
用
者
に
よ
る
。

付
記

　

印
刷
作
品
と
は
い
え
、
絵
巻
は
高
価
な
た
め
一
般
に
は
入
手
が
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
を
補
完
し
て
刊
行
さ
れ
た
と
も
い
え
る
の
が
、
山
田
有
策
【
監

修
】『「
た
け
く
ら
べ
」
ア
ル
バ
ム
』（
芳
賀
書
店
、
一
九
九
五
・
一
〇
（
で
あ
る
。
本
書
は
全
篇
の
複
製
で
は
な
い
が
、「
た
け
く
ら
べ
」
本
文
に
合
せ
て

荘
八
絵
巻
の
画
像
を
活
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
荘
八
自
身
に
よ
る
詞
書
へ
の
言
及
な
ど
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
に
入
手
し
や
す
い
有
益
な
も
の
で

あ
る
。
な
お
、
本
稿
は
二
〇
二
一
年
十
二
月
十
日
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
さ
れ
た
「
樋
口
一
葉
研
究
会
」
で
の
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
な

か
多
く
方
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
貴
重
な
質
問
等
を
戴
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
研
究
会
で
の
発
表
で
は
一
部
の
画

像
や
詞
書
一
覧
等
を
引
用
し
た
が
、
今
回
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
き
た
い
。


