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奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
諸
問
題

石
川

透

一
、
は
じ
め
に

慶
臆
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
会
は
、
毎
回
、
私
が
広
報
等
を
担
当
し
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
今
回
は
本
格
的
な
宣
伝
を
し
て
お
り
ま
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せ
ん
。
本
当
で
し
た
ら
、
北
館
ホ
l
ル
が
取
り
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
取
れ
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
こ
の
北
館
四
階
会
議
室
に
な
り
ま
し
た
。

こ
こ
は
百
人
も
入
れ
な
い
よ
う
な
部
屋
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
あ
ま
り
積
極
的
に
宣
伝
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
中
お
越
し
下
さ
い

ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

私
の
講
演
は
、
「
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
諸
問
題
」
と
い
う
、
非
常
に
大
雑
把
な
題
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
原
典
研
究
や
文
献
研
究

が
も
た
ら
す
も
の
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
本
当
は
色
々
お
話
を
し
た
い
の
で
す
が
、
既
に
お
聞
き
に
な
っ
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
し
、
重
な
る
部
分
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
今
、
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
研
究
が
、
こ
う
い
う
段
階
に
来
た
と
い
う

こ
と
を
、
お
話
し
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

私
の
場
合
は
、
奈
良
絵
本
、
ま
た
は
絵
巻
等
を
取
り
扱
っ
て
お
り
ま
す
。
普
段
は
も
ち
ろ
ん
、
現
物
を
扱
っ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
の
場
に



色
々
な
本
物
を
持
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
と
は
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
本
物
を
持
っ
て
く
る
と
い
う
の
は
止
め
た
方
が
い
い
と
い

う
意
見
も
ご
ざ
い
ま
す
し
、
色
々
な
所
に
行
き
ま
す
と
、
奈
良
絵
本
や
絵
巻
は
、
触
れ
る
、
あ
る
い
は
閲
覧
す
る
こ
と
す
ら
出
来
な
い
こ
と

も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
最
近
は
パ
ソ
コ
ン
の
画
面
上
で
説
明
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
今
か
ら
お
話
し
す
る
の
は
、
画
面
中
心
に
な
り
ま

す
が
、
そ
れ
と
は
別
に
レ
ジ
ュ
メ
を
用
意
し
ま
し
た
。
小
さ
す
ぎ
て
読
め
な
い
、
あ
る
い
は
何
回
も
コ
ピ
ー
し
て
い
る
の
で
読
め
な
い
と
い

う
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

一
応
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
、
去
年
の
奈
良
絵
本
・
絵
巻
国
際
会
議
の
時
に
、

産
経
新
聞
が
取
り
上
げ
て
く
だ
さ
っ
た
も
の
を
貼
り
ま
し
た
。

実
は
、
今
週
の
火
曜
日
、
変
な
話
題
で
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
「
な
ん
で
も
鑑
定
団
」
と
い
う
番
組
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
奈
良
絵

本
が
出
て
お
り
ま
す
。
奈
良
県
の
方
が
、
奈
良
絵
本
を
値
踏
み
し
て
も
ら
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
は
『
文
正
草
子
』
と
い
う
横
型
の
奈
良

絵
本
で
、

一
番
よ
く
あ
る
タ
イ
プ
の
も
の
で
す
の
で
、
奈
良
絵
本
と
し
て
は
あ
ま
り
値
が
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
値
段
に
つ
い

て
文
句
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、
テ
レ
ビ
と
い
う
場
で
あ
り
ま
す
の
で
、
少
な
く
と
も
正
確
な
情
報
を
流
し
て
欲
し
か
っ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
ご
覧
に
な
っ
た
方
は
わ
か
る
か
と
思
う
の
で
す
け
ど
、
そ
の
鑑
定
を
し
た
方
は
、
美
術
の
方
と
い
い
ま
す
か
、
販
売
の
方
な

の
で
す
が
、
そ
の
方
の
説
明
で
は
、
奈
良
絵
本
と
い
う
の
は
、
江
戸
の
中
頃
に
か
け
て
、
奈
良
の
興
福
寺
周
辺
で
作
ら
れ
た
、
と
い
う
話
を

し
て
い
た
の
で
す
。
私
は
色
々
な
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
か
つ
て
の
辞
典
類
に
は
出
て
い
た
け
れ
ど
も
、
嘘
だ
と
い
う
こ
と
を
言
い
、
去
年
の

奈
良
で
開
催
さ
れ
た
奈
良
絵
本
・
絵
巻
国
際
会
議
の
時
に
も
、
奈
良
絵
本
の
名
前
の
由
来
に
つ
い
て
話
し
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
色
々

な
と
こ
ろ
に
書
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
ま
さ
か
そ
ん
な
言
葉
が
出
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
現
状
で
は
や
は
り
、
奈
良
絵

本
と
い
う
と
、
ど
う
し
て
も
奈
良
で
作
ら
れ
た
と
い
う
話
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
際
に
今
の
研
究
段
階
で
は
、
研
究
者
と

し
て
、
そ
う
言
う
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
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二
、
奈
良
絵
と
い
う
言
葉

基
本
的
に
は
、
江
戸
時
代
の
お
そ
ら
く
後
期
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
、
奈
良
絵
と
い
う
も
の
が
非
常
に
流
行
り
ま
し
た
。
奈
良
絵
と
い

う
の
は
、
こ
れ
は
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
の
絵
で
し
て
、
今
で
も
、
奈
良
市
内
の
色
々
な
お
土
産
の
店
で
売
っ
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
、
扇
子
や
、

陶
器
の
周
り
に
絵
が
描
い
て
あ
る
も
の
で
す
。
二
人
の
人
聞
が
並
ん
で
い
て
、
ま
た
そ
れ
を
別
の
人
聞
が
｛
永
か
ら
覗
い
て
い
る
、
と
い
う
様

子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
が
い
わ
ゆ
る
奈
良
絵
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
扇
子
や
陶
器
、
そ
れ
以
外
で
は
、
今
な
ら
ハ
ン
カ
チ

の
類
に
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
奈
良
絵
と
言
う
時
代
が
、

一
般
的
に
は
明
治
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
絵
自

体
は
江
戸
時
代
か
ら
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
私
は
、
奈
良
絵
と
い
う
言
葉
自
体
も
、
江
戸
の
後
期
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ

と
を
最
近
書
き
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代
の
後
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
少
な
く
と
も
明
治
時
代
の
後
期
に
は
、
こ
の
絵
の
も
の
を
奈
良
絵
と

呼
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
描
か
れ
る
対
象
が
、
扇
で
あ
ろ
う
が
、
団
扇
で
あ
ろ
う
が
、
陶
器
で
あ
ろ
う
が
、

ハ
ン
カ
チ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の

絵
の
も
の
が
奈
良
絵
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
伝
統
が
あ
っ
て
、
こ
の
絵
の
雰
囲
気
と
、
今
わ
れ
わ
れ
が
研
究
し
て
い
る
奈
良
絵
本
の
雰
囲
気
と
が
、
と
て
も
似
て
い
る
の
で
、
そ

れ
ら
が
奈
良
絵
本
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
、
私
は
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
奈
良
絵
と
い
う
も
の
に
は
、
似
た
も
の
が
一
つ
あ
り
ま

し
て
、
こ
れ
は
皆
さ
ん
ご
存
知
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
滋
賀
県
大
津
に
大
津
絵
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
大
津
絵
も
、
基
本
的
に
は
似
た
よ

う
な
も
の
で
す
が
、
弁
慶
や
義
経
と
い
う
、
画
題
が
何
種
類
か
あ
り
ま
す
。
こ
の
大
津
絵
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
奈
良
絵
と
呼
ぶ
習
慣
が
あ
り
、

そ
の
奈
良
絵
に
似
て
い
る
た
め
、
奈
良
絵
本
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

奈
良
と
関
係
が
あ
る
こ
と
は
あ
る
の
で
す
が
、
我
々
の
い
う
奈
良
絵
本
が
作
ら
れ
た
の
は
奈
良
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
京
都
周
辺
で
す
。
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そ
れ
が
残
念
な
が
ら
、
古
い
辞
典
類
を
見
る
と
、
奈
良
周
辺
で
作
ら
れ
た
と
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
テ
レ
ビ
に
出
て
し
ま
い
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
専
門
家
が
出
て
い
て
も
、
あ
て
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
テ
レ
ビ
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を

思
い
起
こ
す
よ
う
な
形
で
、
せ
っ
か
く
新
聞
に
載
る
よ
う
な
国
際
会
議
を
奈
良
で
や
っ
た
の
に
、
と
い
う
意
味
も
込
め
て
、
ち
ょ
っ
と
話
を

い
た
し
ま
し
た
。

レ
ジ
ュ
メ
の
方
に
戻
り
ま
す
と
、
内
容
の
説
明
は
、
ち
ょ
っ
と
字
が
小
さ
く
て
申
し
訳
な
い
で
す
が
、
こ
ち
ら
は
お
時
聞
が
あ
る
と
き
に

お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
現
在
、
奈
良
絵
本
が
少
し
ず
つ
で
す
が
、
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は

共
同
通
信
発
信
の
最
新
の
ニ
ュ
ー
ス
で
す
の
で
、
色
々
な
と
こ
ろ
が
取
り
上
げ
て
く
だ
さ
っ
た
も
の
で
す
。
現
在
は
、
こ
う
い
う
研
究
段
階

に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

三
、
奈
良
絵
本
・
絵
巻
研
究
の
現
在

奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
実
際
の
も
の
を
、
日
本
各
地
、
世
界
各
地
で
調
べ
る
と
、
色
々
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
中
に
は
、
全
く

わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
浅
井
了
意
の
書
い
た
奈
良
絵
本
や
絵
巻
も
存
在
し
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
面
白
い
こ
と
で
、

浅
井
了
意
と
い
う
人
は
、
国
文
学
を
研
究
し
て
い
る
人
な
ら
お
わ
か
り
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
仮
名
草
子
最
大
の
作
家
、

い
わ
ゆ
る
創

作
家
で
す
。
江
戸
時
代
前
期
の
小
説
家
が
、
ど
う
い
う
過
程
を
経
て
創
作
家
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
が
様
々
な
筆
跡
の
研
究
、
色
々
な
資
料
が
発
掘
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
若
い
頃
に
書
家
と
し
て
本
を
写
し
て
い
て
、
そ
れ

を
土
台
に
し
て
創
作
家
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
絵
巻
物
の
例
で
す
け
れ
ど
も
、
字
が
あ
り
、
な
お
か
っ
そ
の
後
に
絵
が
あ
る
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
絵
巻
物
の
パ
タ
ー
ン
で
す
。
日
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本
最
古
の
絵
巻
、
源
氏
物
語
絵
巻
か
ら
そ
の
形
は
変
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
そ
の
絵
巻
物
の
形
を
踏
襲
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
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絵
巻
物
や
、
そ
れ
以
外
に
い
わ
ゆ
る
冊
子
の
形
の
も
の
、
奈
良
絵
本
が
あ
る
の
で
す
。
奈
良
絵
本
は
、
ち
ょ
っ
と
か
わ
い
ら
し
い
絵
と
、
文

字
が
交
互
に
あ
り
、
こ
れ
は
絵
の
裏
が
見
え
る
非
常
に
貴
重
な
資
料
で
、
絵
の
裏
に
字
が
書
い
て
も
の
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
絵
本
と
絵
巻

が
同
時
期
に
、
大
量
に
作
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
作
り
手
の
一
人
、
そ
の
字
の
部
分
を
担
当
し
た
人
と
し
て
、
浅
井
了
意
が
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、

浅
井
了
意
と
い
う
大
作
家
が
、
若
い
頃
に
、
こ
う
い
う
字
を
書
く
こ
と
を
仕
事
と
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
お
そ
ら
く
は
、
字
を
書
く
と

い
う
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
、
単
純
に
読
む
行
為
よ
り
は
、
頭
に
記
憶
と
し
て
残
り
ま
す
。
そ
れ
が
ど
ん
ど
ん
身
に
つ
い
て
い
き
ま

す
。
浅
井
了
意
は
も
と
も
と
大
変
読
書
家
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
し
、
知
識
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
こ
う
い
っ
た
本
文
執
筆
と
い
う
、

字
を
書
く
と
い
う
仕
事
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
ま
す
ま
す
力
が
つ
き
、

や
が
て
作
家
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
う

-114-

い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
説
を
、
五
年
前
に
私
が
発
表
し
た
時
に
は
、
疑
っ
た
研
究
者
も
い
た
の
で
す
が
、
五
年
経
っ
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
資
料
が
補
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
こ
の
説
を
疑
わ
れ
て
い
る
方
は
、
専
門
家
に
は
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

字
の
方
の
鑑
定
は
か
な
り
進
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
絵
の
方
の
鑑
定
は
難
し
い
も
の
で
す
。
絵
の
方
は
か
な
り
意
見
が
分
か
れ
ま
す
。
字

の
方
は
、
例
え
ば
松
尾
芭
蕉
の
よ
う
に
、
非
常
に
有
名
人
で
あ
る
場
合
は
、
偽
物
を
作
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
以
前
、
奥
の
細
道
の
自
筆

本
が
、
十
年
ほ
ど
前
に
出
て
き
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
最
初
の
頃
は
疑
わ
れ
ま
し
た
。
今
で
も
疑
っ
て
い
る
方
は
い
ま
す
が
、
私
は
も
う
大

丈
夫
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
松
尾
芭
蕉
と
違
い
、
浅
井
了
意
の
筆
跡
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
特
に
、
真
筆
の
も
の
と

な
る
と
、
存
在
す
ら
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
く
ら
い
で
す
か
ら
、
そ
の
筆
跡
を
真
似
る
人
間
は
い
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
ま



た
、
偶
然
全
て
の
字
に
お
い
て
似
る
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ
と
で
、
か
な
り
の
確
率
で
そ
の
人
だ
と
い
う

断
定
が
出
来
ま
す
。
で
す
か
ら
、
浅
井
了
意
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
、
若
い
頃
に
こ
う
い
う
奈
良
絵
本
・
絵
巻
を
書
い
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
う
い
う
成
果
が
、
こ
こ
数
年
で
ど
ん
ど
ん
出
て
き
ま
し
た
。

四
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
絵
巻

今
日
は
、
そ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
研
究
が
発
展
し
て
い
く
の
か
、
あ
る
い
は
、
や
り
方
は
同
じ
で
す
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
処
理
の
仕
方
で

奈
良
絵
本
や
絵
巻
を
分
類
す
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
見
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
し
ま
す
。

資
料
に
あ
る
の
は
、
『
む
ろ
ま
ち
』
第
一

O
号
に
掲
載
し
た
、
三
月
の
中
程
に
調
べ
て
す
ぐ
に
書
い
た
、
最
新
の
情
報
で
す
。
そ
こ
に
書

き
ま
し
た
が
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
が
、
音
山
外
に
も
、

い
え
当
た
り
前
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
大
量
に
珍
し
い
も
の
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
そ

，、J

れ
が
ほ
と
ん
ど
百
年
間
ほ
ど
、
誰
も
見
る
こ
と
が
な
く
保
存
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
持
っ
て
い
る
日
本
美
術
品
の
宝
物
と
い
う
の
は
、
既
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
も
多
く
あ
り
ま
す
。
ご
存
知
な
の
は
お

そ
ら
く
、
『
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
』
あ
る
い
は
『
平
治
物
語
絵
巻
』
で
し
ょ
う
。
日
本
に
あ
れ
ば
、
間
違
い
な
く
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る

も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
紹
介
は
既
に
終
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
現
在
は
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
所
蔵
の
浮
世
絵
の
研
究

が
か
な
り
進
ん
で
お
り
ま
す
。
こ
こ
十
年
く
ら
い
の
聞
に
進
ん
だ
の
で
す
が
、

つ
い
最
近
ま
で
、
神
戸
の
市
立
博
物
館
で
ボ
ス
ト
ン
美
術
館

の
肉
筆
浮
世
絵
の
展
示
「
江
戸
の
誘
惑
」
を
や
っ
て
お
り
ま
し
て
、
も
う
名
古
屋
の
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
で
、
そ
の
次
の
展
示
が
始
ま
っ
て
お

り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
東
京
で
も
、
や
が
て
、
江
戸
東
京
博
物
館
で
展
示
を
さ
れ
ま
す
。
浮
世
絵
も
、
百
年
ほ
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
誰
も
見
た
こ

と
が
な
か
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
十
年
く
ら
い
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
い
ま
日
本
に
里
帰
り
し
て
い
ま
す
。
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そ
れ
ら
と
は
さ
ら
に
ま
た
別
に
、
絵
巻
の
も
の
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
題
名
に
つ
き
ま
し
て
は
、
『
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
日
本

(157) 

美
術
調
査
図
録
・
第
2
次
調
査
」
（
二

O
O三
年
六
月
、
講
談
社
）
と
い
う
本
に
あ
り
ま
す
。
特
殊
な
本
で
す
の
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

い
で
す
が
、
こ
の
本
の
中
に
絵
巻
の
書
名
は
出
て
い
ま
す
。
た
だ
そ
の
中
に
、
書
名
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
情
報
が
、
本
物
を
見
る

と
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
報
告
を
い
た
し
ま
す
。

五、

「
に
ん
ら
ん
国
絵
巻
』

ま
ず
、
図
録
に
掲
載
さ
れ
た
書
名
を
見
た
だ
け
で
、
非
常
に
気
に
な
っ
て
い
た
も
の
が
、
『
に
ん
ら
ん
国
絵
巻
』
と
い
う
も
の
で
す
。
こ

れ
は
御
伽
草
子
を
研
究
な
さ
っ
て
い
る
方
で
も
、
ほ
と
ん
ど
ご
存
じ
な
い
題
名
で
、

つ
い
最
近
明
ら
か
に
な
っ
た
物
語
な
の
で
す
。
た
ま
た

-116-

ま
私
が
購
入
し
た
も
の
に
『
に
ん
ら
ん
国

下
』
と
い
う
奈
良
絵
本
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
す
ご
く
珍
し
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
、
私

も
既
に
紹
介
を
い
た
し
ま
し
た

（
「
新
出
奈
良
絵
本
「
に
ん
ら
ん
国
』
に
つ
い
て
｜
附
解
題
・
翻
刻
｜
」
『
古
典
資
料
研
究
』
第
八
号
、
二

O

。
三
年
一
一
一
月
）
。

こ
の
『
に
ん
ら
ん
国
』
と
同
じ
よ
う
な
作
品
が
、
松
本
隆
信
先
生
が
編
集
な
さ
っ
た
『
増
訂
室
町
時
代
物
語
類
現
存
本
簡
明
目
録
』
に
入

っ
て
お
り
ま
す
。
東
京
大
学
の
国
文
学
研
究
室
で
持
っ
て
い
ま
す
、
奈
良
絵
本
の
『
し
ゃ
う
は
う
』
と
い
う
作
品
で
、
こ
れ
が
何
だ
か
よ
く

わ
か
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
誰
に
も
紹
介
さ
れ
ず
に
残
っ
て
お
り
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
は
東
大
に
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
先
生
方
に
は
ご
存

知
の
方
も
お
ら
れ
た
で
し
ょ
う
し
、
国
文
学
研
究
資
料
館
に
は
写
真
も
あ
り
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
ど
こ
か
で
見
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

内
容
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
内
容
を
、
た
ま
た
ま
私
が
紹
介
し
て
い
た
わ
け
で
す
（
「
東
京
大
学
国
文
学

研
究
室
蔵
『
し
ゃ
う
は
う
』
の
意
義
」
『
慶
慮
義
塾
大
学
日
吉
紀
要
・
人
文
科
学
』
第
一
七
号
、
二

O
O二
年
五
月
）
。



題
名
は
、
『
に
ん
ら
ん
国
』
が
一
番
良
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
『
し
ゃ
う
は
う
』
よ
り
は
良
い
か
と
思
い
ま
す
。
と
い
い
ま
す
の
は
、

何
故
『
し
ゃ
う
は
う
』
と
い
う
名
前
に
な
っ
た
の
か
も
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。

一
方
、
『
に
ん
ら
ん
国
』
は
、
物
語
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る

た
め
、
題
名
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
本
来
は
『
に
ん
ら
ん
国
』

で
あ
っ
た
も
の
が
、
何
故
か
『
し
ゃ
う
は
う
」

と
い
う
題
名
が
ど
こ
か
で
付
け
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
題
名
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
、
内
容
も
よ
く
わ
か
ら
な

い
と
い
う
作
品
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
話
は
ま
た
、
内
容
も
奇
想
天
外
な
物
語
で
す
。
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
絵
巻
は
、
『
し
ゃ
う
は
う
』
や
『
に
ん
ら
ん
国
』
の
話
と
、
完

全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
絵
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
話
を
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
最
初
に
、
知
ら
れ
て
い
た
東
京
大
学
所
蔵
の
『
し
ゃ
う
は
う
」
と
い
う
作
品
か
ら
、
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
奈
良
絵
本
で
す

が
、
東
大
の
国
文
学
研
究
室
に
は
、
表
紙
の
な
い
薄
型
の
奈
良
絵
本
群
が
あ
り
ま
し
て
、
み
な
縦
型
で
、
絵
も
ち
ょ
っ
と
簡
単
な
感
じ
が
し

ま
す
。
お
そ
ら
く
は
、

一
七

O
O年
前
後
に
作
ら
れ
た
奈
良
絵
本
で
す
。
こ
の
話
は
、
舞
台
が
日
本
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
い
た
い
絵
の
中

に
、
こ
の
よ
う
な
タ
イ
ル
状
の
建
物
が
あ
っ
た
と
き
は
、
日
本
で
は
な
く
、
中
国
か
イ
ン
ド
で
す
。
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
違
う
異
国
、
化
け

物
等
が
出
て
く
る
国
に
も
、
こ
う
い
っ
た
建
物
が
出
て
き
ま
す
。

『
し
ゃ
う
は
う
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
ど
こ
か
ら
付
け
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、
絵
の
裏
に
あ
る
文
字
で
す
。
題
名
が
残
っ
て
い
れ
ば
良
い

の
で
す
が
、
表
紙
の
題
名
と
い
う
の
は
簡
単
に
取
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
い
う
場
合
、
ど
う
い
う
題
名
を
付
け
る
か
非
常
に
難
し
い
の
で

す
が
、
絵
の
裏
に
題
名
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
れ
を
題
名
と
し
て
採
用
し
ま
す
。
明
ら
か
に
「
し
ゃ
う
は
う
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
『
し
ゃ

う
は
う
』
と
い
う
題
名
が
付
け
ら
ま
し
た
。
た
だ
こ
の
言
葉
は
、
本
文
に
は
出
て
こ
な
い
の
で
お
か
し
い
の
で
す
が
、

い
ち
お
う
目
録
に
は

『
し
ゃ
う
は
う
』
と
し
て
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
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こ
の
物
語
の
あ
ら
す
じ
は
、
中
国
の
王
に
子
供
が
い
る
わ
け
で
す
が
、
后
が
早
く
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
子
は
、
帝
の
子
、
た
け
れ
ど

も
、
お
母
さ
ん
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
後
で
、

い
わ
ゆ
る
別
の
お
母
さ
ん
が
や
っ
て
き
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
話
は

継
子
物
な
の
で
す
。
継
子
物
と
い
う
こ
と
で
、
お
母
さ
ん
の
い
な
い
こ
の
子
供
は
虐
め
ら
れ
る
、
疎
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
本
来
な

ら
、
お
母
さ
ん
が
し
っ
か
り
と
生
き
て
い
れ
ば
、
こ
の
子
は
跡
取
り
で
す
か
ら
、
後
の
帝
に
な
る
は
ず
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
新
し
い
お

母
さ
ん
に
男
の
子
が
誕
生
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
継
母
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
子
供
で
な
い
長
男
坊
は
、
ど
う
に
か
し
て
片
付
け

た
い
わ
け
で
す
。
こ
の
場
合
は
お
寺
に
預
け
ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
後
色
々
な
こ
と
が
あ
っ
て
流
さ
れ
、
鬼
の
国
に
行
き
着
き
ま
す
。
鬼

の
固
に
流
さ
れ
、
最
初
は
怖
い
目
に
あ
う
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
子
供
は
帝
の
子
供
で
す
か
ら
気
品
が
あ
り
ま
す
。
や
が
て
は
、
こ
の

鬼
の
国
の
王
様
に
も
面
会
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
子
供
は
鬼
の
国
に
い
た
わ
け
で
す
が
、
元
々
い
た
固
と
は
別
に
大
き
な
国
が
一
つ
あ

り
、
そ
れ
を
に
ん
ら
ん
国
と
い
い
ま
し
た
。
に
ん
ら
ん
国
の
帝
に
は
、
男
の
子
が
お
ら
ず
、
女
の
子
が
い
ま
し
た
。

こ
の
話
は
複
雑
な
の
で
す
が
、
こ
の
王
子
は
、
に
ん
ら
ん
国
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
に
ん
ら
ん
国
の
皇
太
子
に
な
る
わ
け

で
す
。
元
々
い
た
国
で
は
、
次
男
が
王
位
に
着
く
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
鬼
の
国
の
大
王
が
、
元
々
い
た
国
に
対
し
て
怒
り
を
覚
え
て
、

攻
め
寄
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
鬼
に
対
し
て
、
虎
が
い
て
火
を
噴
い
て
、
戦
っ
て
い
る
様
子
が
わ
か
り
ま
す
。
兄
弟
が
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の

国
の
王
子
と
し
て
活
躍
し
、
や
が
て
帝
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
二
つ
の
国
が
戦
争
す
る
わ
け
で
す
。
戦
乱
状
態
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

東
大
国
文
学
研
究
室
所
蔵
の
「
し
ゃ
う
は
う
』
は
、
絵
は
ほ
ぼ
揃
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
肝
心
の
最
後
の
部
分
だ
け
が
な
く
、
戦
争

を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
終
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
本
文
を
見
ま
す
と
、
ど
う
い
う
終
わ
り
方
を
す
る
か
と
い
う
と
、
中
国
が
内
乱
状
態
に
な
っ

た
の
で
、
日
本
か
ら
聖
徳
太
子
が
来
ま
す
。
ご
存
知
の
よ
う
に
、
聖
徳
太
子
は
中
国
に
渡
っ
た
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
。
聖
徳
太
子
が

や
っ
て
来
て
、
実
際
は
兄
弟
で
あ
る
二
人
の
帝
の
、

い
わ
ゆ
る
調
停
を
す
る
わ
け
で
す
。
仲
直
り
を
さ
せ
、
国
を
入
れ
替
え
た
り
し
て
、
め
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で
た
し
め
で
た
し
で
終
わ
る
と
い
う
物
語
な
の
で
す
。

中
国
を
舞
台
に
し
て
、
鬼
の
国
や
、
虎
や
い
ろ
ん
な
動
物
は
出
て
く
る
、
戦
争
は
す
る
、
最
後
に
は
聖
徳
太
子
ま
で
出
て
き
て
し
ま
う
と

い
う
、
た
い
へ
ん
奇
想
天
外
な
話
で
す
。
こ
う
い
っ
た
内
容
の
『
し
ゃ
う
は
う
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
、
私
が
手
に

入
れ
た
奈
良
絵
本
と
い
う
の
は
、
横
型
の
奈
良
絵
本
の
『
に
ん
ら
ん
国

下
』
と
い
う
も
の
で
す
。
東
大
の
本
と
は
、
大
分
違
う
タ
イ
プ
の

絵
で
す
が
、
火
を
噴
く
虎
が
出
て
お
り
ま
す
。
大
雑
把
な
内
容
は
同
じ
で
す
が
、
本
文
は
相
当
に
違
っ
て
い
ま
す
。
御
伽
草
子
と
い
う
の
は

本
文
が
違
う
異
本
が
相
当
あ
り
ま
す
が
、
同
じ
系
統
の
作
品
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
も
の
で
す
。
こ
の
二
つ
の
本
の
存
在
は
、
最
近
明

ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
て
、
な
お
か
っ
、
こ
こ
に
も
う
一
つ
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
『
に
ん
ら
ん
国
絵
巻
』
と
い
う
の
が
出
て
き
た
の
で
す
。

資
料
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
百
年
ほ
ど
前
に
日
本
か
ら
ボ
ス
ト
ン
に
絵
巻
物
が
渡
っ
た
時
に
、
向
こ
う
の
人
は
字
の
部

分
は
い
ら
な
い
と
考
え
た
よ
う
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
字
、

い
わ
ゆ
る
詞
書
の
部
分
を
全
て
取
っ
て
し
ま
い
、
絵
、
だ
け
が
残
っ
て
い
る
と
い

う
絵
巻
物
な
の
で
す
。
題
名
は
、
も
と
も
と
の
表
紙
に
『
に
ん
ら
ん
国
』
と
出
て
お
り
ま
す
の
で
、
や
は
り
こ
れ
が
題
名
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
奈
良
絵
本
の
『
に
ん
ら
ん
国

上
』
に
、
こ
の
絵
巻
の
『
に
ん
ら
ん
国
』
が
出
て
き
ま
し
た
の
で
、
題
名
は
『
に
ん
ら
ん
国
』
と
確
定

し
て
よ
い
で
し
ょ
、
っ
。

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
絵
巻
は
、
た
い
へ
ん
豪
華
で
す
。
縦
は
三
十
三
セ
ン
チ
、

一
尺
ほ
ど
で
す
。
先
ほ
ど
、
東
大
の
本
と
私
の
奈
良
絵
本

と
二
つ
を
較
べ
ま
し
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
豪
華
な
も
の
で
す
。

絵
は
、
流
さ
れ
て
鬼
の
大
王
の
と
こ
ろ
に
、
長
男
は
行
く
わ
け
で
す
が
、
鬼
の
娘
や
奥
さ
ん
な
ど
の
姿
が
見
え
ま
す
。
こ
う
い
う
鬼
の
世

界
、
異
類
婚
姻
語
の
世
界
は
面
白
く
て
、
女
性
陣
は
鬼
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
人
間
の
姿
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
鬼
の
娘
で
あ
る
は
ず

な
の
に
、
ち
ら
と
角
が
あ
る
よ
う
な
感
じ
で
、
あ
と
は
ほ
と
ん
ど
人
間
な
の
で
す
。
や
は
り
こ
こ
に
も
火
を
噴
く
虎
が
お
り
、
さ
ら
に
虎
だ
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け
で
な
く
、
象
、
獅
子
、
こ
れ
ら
が
み
ん
な
火
を
噴
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
動
物
を
飼
っ
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、
天
上
に
は
雷
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。
こ
ち
ら
の
絵
巻
物
は
、
絵
の
み
で
本
文
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
最
後
に
聖
徳
太
子
が
出
て
き
ま
せ
ん
。
描
か
れ
て
い
る
の
は
そ
こ

だ
け
で
す
か
ら
、
剥
ぎ
取
ら
れ
て
ど
こ
か
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
状
能
い
か
ら
い
う
と
、
元
々
の
絵
は
全
部
揃
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ご
存
知
の
よ
う
に
、
絵
巻
と
い
う
の
は
あ
る
程
度
は
太
さ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詞
書
を
取
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
細
巻
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
と
こ
ろ
が
見
た
と
お
り
、
上
巻
だ
け
で
、
ほ
ぼ
物
語
の
終
わ
り
ま
で
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
絵
だ
け
を
全
て
集
め
て
、
『
に
ん
ら

ん
国

上
』
と
い
う
表
紙
を
付
け
た
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
「
に
ん
ら
ん
国

い
っ
た
い
何
な

下
』
と
い
う
巻
物
が
あ
る
の
で
す
が
、

の
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
い
う
情
報
ま
で
は
、
図
録
に
は
出
て
き
ま
せ
ん
。

『
に
ん
ら
ん
国

下
』
と
い
う
絵
巻
物
を
見
ま
す
と
、
そ
の
絵
は
明
ら
か
に
日
本
の
姿
で
す
。
十
二
単
を
着
て
い
ま
す
か
ら
、
日
本
の
宮

廷
か
何
か
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
も
詞
書
を
取
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
絵
の
み
で
判
断
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
『
に
ん
ら
ん
国
』

で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
よ
く
見
る
と
、
『
鶴
亀
』
「
松
竹
』
と
い
う
二
つ
の
物
語
が
合
わ
さ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
『
松

竹
』
と
い
う
物
語
は
、
宮
崎
県
の
話
で
す
が
、
二
人
は
、
本
当
は
何
百
歳
と
い
う
老
人
な
の
で
す
が
、
常
に
若
い
姿
を
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ

か
と
い
う
と
、
家
の
近
く
の
泉
を
飲
ん
で
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
養
老
の
滝
伝
説
で
す
。
こ
れ
は
殻
徳
天
皇
の
時
代
の
話
で
す
か

ら
、
議
徳
天
皇
も
そ
の
水
を
飲
ん
で
長
生
き
を
す
る
わ
け
で
す
。
最
終
的
に
は
、
老
夫
婦
は
、
見
た
目
は
若
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
や
が
て

亡
く
な
り
ま
す
。
そ
の
後
に
、
二
つ
の
神
社
に
祭
ら
れ
、
片
方
の
神
社
に
は
松
が
、
も
う
片
方
の
神
社
に
は
竹
が
生
え
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
松

竹
の
伝
説
な
の
で
す
。
こ
の
『
鶴
亀
松
竹
』
が
、
『
に
ん
ら
ん
国

下
』
に
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
場
合
、
書
名
だ
け
で
は

判
断
で
き
ま
せ
ん
し
、
そ
の
他
に
も
色
々
出
て
き
て
い
る
の
で
、
私
も
ま
だ
研
究
の
途
中
で
す
。
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六
、
そ
の
他
の
絵
巻

ま
た
同
じ
よ
う
に
、
も
う
一
つ
伝
本
が
ほ
と
ん
ど
伝
わ
っ
て
い
な
い
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
『
ふ
ね
の
始
り
絵
巻
」
と
い
う
作
品
で
す
け

れ
ど
も
、
題
名
か
ら
も
し
か
し
た
ら
と
思
い
ま
し
た
が
、
残
念
な
こ
と
に
こ
れ
も
詞
書
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
内
容
ま
で
は
確
実
に
は
わ
か

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
絵
か
ら
『
舟
の
ゐ
と
く
』
と
い
う
御
伽
草
子
、
天
理
図
書
館
に
一
つ
だ
け
あ
る
も
の
と
同
じ
話
で
す
。
天
理
図
書
館

の
所
蔵
す
る
奈
良
絵
本
・
絵
巻
は
、
現
在
ほ
ぼ
全
て
閲
覧
で
き
な
い
の
で
す
が
、
以
前
に
内
容
を
紹
介
し
た
も
の
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、

間
違
い
な
く
『
舟
の
ゐ
と
く
』
の
二
つ
目
の
伝
本
で
す
。
舟
の
由
来
、
舟
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
で
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
語
る
絵
巻
で
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
慶
鷹
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
、
驚
い
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
「
牛
若
丸
物
語
絵
巻
』
で
す
。
絵
巻
物
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や
奈
良
絵
本
が
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
出
来
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
研
究
し
て
い
ま
す
。
こ
の
本
は
、
先
ほ
ど
と
は
違
い
詞
書
が
あ
る
の

で
、
内
容
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
簡
単
に
い
い
ま
す
と
、
『
天
狗
の
内
裏
』
と
い
う
話
で
す
。
『
天
狗
の
内
裏
』
の
絵
巻
物
と
い
う
の
は
、

そ
ん
な
に
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
度
七
月
一
日
か
ら
、
広
島
の
海
の
見
え
る
杜
美
術
館
で
展
示
を
行
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
が
持
っ
て

い
ま
す
。
そ
こ
の
絵
巻
は
別
の
意
味
で
面
白
い
も
の
で
す
。
義
経
が
鞍
馬
寺
で
天
狗
か
ら
兵
法
を
学
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
天
狗
と

の
や
り
取
り
の
後
、
天
狗
に
色
々
な
世
界
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
い
ま
す
。
た
ま
た
ま
、
最
近
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
近
く
に
あ
る
ハ

i
バ
！

ド
大
学
の
先
生
が
研
究
室
に
来
て
下
さ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
話
を
し
た
と
こ
ろ
、
是
非
こ
れ
は
研
究
で
と
り
あ
げ
た
い
と
仰
っ
て
い
ま
し

た
、
そ
れ
く
ら
い
面
白
い
の
で
す
。
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
も
っ
と
面
白
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
筆
跡
が
、
私
の
よ
く
言
、
っ
朝
倉
重
賢
と
い
う
人
の
筆
跡
な
の
で
す
。
上
下
巻
の
二
巻
本
な
の
で
す
が
、
そ
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れ
ぞ
れ
の
最
後
に
印
記
が
押
し
て
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
絵
の
部
分
に
印
記
が
押
さ
れ
て
い
る
の
は
と
て
も
少
な
い
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
後



の
所
蔵
者
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
絵
の
部
分
に
印
記
を
押
せ
る
人
間
と
い
う
の
は
、
非
常
に
限
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
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ち
ら
の
方
に
有
名
な
反
町
茂
雄
の
印
記
が
あ
り
ま
す
が
、
彼
で
す
ら
、
絵
の
部
分
に
は
押
せ
ま
せ
ん
。

絵
の
部
分
に
押
し
て
あ
る
と
い
う
の
は
珍
し
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
作
っ
た
人
間
の
印
記
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
な

ん
と
書
い
て
あ
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
「
小
泉
」
「
七
左
衛
門
尉
・
安
信
」
で
す
。
小
泉
と
い
う
人
の
印
記
な
の
で
す
。

実
は
、
慶
麿
義
塾
大
学
が
、
こ
れ
と
全
く
同
じ
印
記
の
絵
巻
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
『
と
も
な
が
』
と
い
う
作
品
な
の
で
す
が
、

こ
れ
も
珍
し
い
作
品
で
す
。
こ
れ
に
同
じ
印
記
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
も
う
一
つ
、

い
わ
き
明
星
大
学
が
持
っ
て
い
る
『
音
ハ
船
の
本
地
』
と

い
う
絵
巻
に
も
、
消
さ
れ
て
は
い
ま
す
が
、
同
じ
印
記
が
あ
り
ま
す
。
印
記
と
い
う
の
は
、
後
の
持
ち
主
に
と
っ
て
は
非
常
に
目
障
り
な
の

で、

一
生
懸
命
消
し
た
跡
が
あ
り
ま
す
。
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こ
の
『
天
狗
の
内
裏
』
絵
巻
に
は
、
こ
れ
ら
と
同
じ
印
記
が
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
も
、
細
か
い
部
分
ま
で
、
紙
と
い
い
字
と
い
い
、
全
く

一
緒
な
の
で
す
。
ま
た
絵
の
雰
囲
気
も
、
非
常
に
よ
く
似
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
重
要
な
の
が
、
伝
わ
っ
た
経
路
が
別
々
な
こ
と
で
す
。
も
し
も
、
同
じ
と
こ
ろ
に
伝
わ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
持
ち
主
が
印
記
を

押
し
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
別
々
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
に
、
同
じ
よ
う
な
印
記
が
あ
る
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
作
っ
た
人
間
の
印
記

か
、
か
な
り
早
い
段
階
の
持
ち
主
の
印
記
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
う
い
う
例
は
、
「
小
泉
」
以
外
に
、
「
城
殿
」
と
い
う
印
記
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
お
そ
ら
く
作
っ
た
人
聞
が
押
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す

（
拙
著
『
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
生
成
』
、
二

O
O三
年
八
月
、
三
弥
井
書
店
）
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
印
記
か
ら
、
絵
巻
物
を
作
っ
た
人
間
の

顔
が
見
え
る
の
で
す
。
し
か
も
、
こ
の
筆
跡
は
、
署
名
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
朝
倉
重
賢
の
も
の
だ
と
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
朝

倉
重
賢
が
、
字
の
プ
ロ
と
し
て
、
「
小
泉
」
や
「
城
殿
」
に
一
時
的
に
雇
わ
れ
、
こ
う
い
う
も
の
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
す
。



と
同
時
に
、
絵
巻
と
し
て
の
類
似
か
ら
、
浅
井
了
意
と
い
う
人
も
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

七
、
お
わ
り
に

実
は
、
絵
巻
物
を
作
っ
た
人
間
と
い
う
の
は
、
面
白
い
傾
向
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
誰
も
言
っ
て
い
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
絵
で

も
詞
書
き
で
も
、
そ
れ
を
実
際
に
作
っ
た
人
間
の
こ
と
を
考
え
て
く
だ
さ
い
。
浅
井
、
朝
倉
と
い
う
苗
字
の
人
聞
が
詞
書
き
を
書
い
て
い
ま

す
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
織
田
信
長
に
よ
っ
て
滅
ほ
さ
れ
た
一
族
の
苗
字
で
す
。
ま
た
、
岩
佐
又
兵
衛
と
い
う
人
聞
が
絵
を
描
い
て
い
ま
す
。

岩
佐
又
兵
衛
が
ど
う
い
う
人
か
と
言
い
ま
す
と
、
そ
の
父
親
は
、
荒
木
村
重
と
い
う
、
伊
丹
の
有
岡
城
に
い
た
大
名
で
あ
っ
た
人
間
で
す
が
、

一
時
期
信
長
を
裏
切
っ
た
の
で
す
。
結
局
は
、
村
重
自
体
は
逃
げ
て
殺
さ
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、

一
族
は
皆
殺
し
に
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
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村
重
の
子
供
が
岩
佐
又
兵
衛
で
す
が
、
唯
一
、
赤
ん
坊
と
し
て
助
け
ら
れ
て
殺
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
も
う
一
人
、
海
北
友
雪
と
い
う
、

非
常
に
豪
華
な
絵
巻
を
描
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
人
物
が
お
り
ま
す
。
こ
の
人
も
、
浅
井
長
政
に
仕
え
て
い
た
武
将
の
子
孫
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
豪
華
な
絵
巻
を
作
っ
た
と
さ
れ
る
人
物
達
は
、
皆
織
田
信
長
に
滅
ほ
さ
れ
た
一
族
の
流
れ
を
く
ん
で
い
る
の
で
す
。
そ
う

い
う
方
向
に
行
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
面
白
い
の
で
す
。
こ
う
い
っ
た
作
者
は
、
ほ
と
ん
ど
名
前
が
わ
か
ら
な
い
わ
け

で
す
が
、
名
前
が
わ
か
っ
て
い
る
者
と
い
う
と
、
皆
信
長
に
殺
さ
れ
た
一
族
か
、
そ
の
流
れ
を
組
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、

余
談
で
あ
り
、
研
究
の
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
、
今
お
話
し
し
た
よ
う
な
絵
巻
の
紙
が
、
非
常
に
重
要
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
を
具
体
的
に
ど
う
い
う
ふ
う
に
処
理
す
る
の
か
。
小

泉
と
い
う
人
間
は
、
他
の
資
料
に
、
「
絵
草
子
屋
小
泉
」
と
あ
り
ま
す
。
「
城
殿
」
と
い
う
の
も
絵
草
子
屋
、
こ
れ
は
扇
屋
と
し
て
有
名
で
す
。

そ
れ
ら
の
絵
草
子
屋
な
ど
が
、
絵
巻
物
や
奈
良
絵
本
を
作
っ
て
い
た
。

一
部
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
や
っ
と
最
近
総
合
的
に
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わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
ま
だ
ま
だ
資
料
的
に
適
宜
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

つ
い
最
近
で
も
、
奈
良
絵
本
の
絵
だ
け
な
の
で
す
が
、
何
点
か
手
に
入
れ
ま
し
た
。
ご
存
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
『
一
寸
法
師
』
な
の
で

(149) 

す
が
、
実
は
、
『
一
す
法
師
』
の
奈
良
絵
本
と
い
う
の
は
、
非
常
に
珍
し
い
の
で
す
。
『
一
す
法
師
』
は
、
御
伽
文
庫
、

い
わ
ゆ
る
御
伽
草
子

で
は
非
常
に
有
名
で
、
現
在
で
も
大
変
有
名
で
す
が
、
奈
良
絵
本
は
無
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
よ
り
前
に
あ
る
の
は
、
『
小
男
の
草
子
』
と

い
う
、
成
人
し
た
小
さ
い
男
の
話
な
の
で
す
。
そ
れ
が
元
と
な
っ
て
、
『
一
す
法
師
』
が
、
お
そ
ら
く
江
戸
時
代
の
初
め
に
で
き
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
奈
良
絵
本
と
い
う
の
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
と
一
緒
に
、
『
も
の
ぐ
さ
太
郎
」
の
奈
良
絵
本
の
絵
も
出
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

一
枚
だ
け
で
す
が
『
す
み
よ
し
物
語
』
で
す
。

こ
の
場
合
は
奈
良
絵
本
の
断
簡
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
、
ま
だ
ま
だ
大
量
に
出
て
く
る
の
で
す
。
ま
だ
資
料
と
し
て
は
残
さ
れ
て
い
て
、
し

か
も
作
ら
れ
た
数
は
相
当
な
数
で
す
。
絵
だ
け
だ
っ
た
り
、

一
方
で
は
調
書
だ
け
だ
っ
た
り
と
い
う
の
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
で
す
が
、
そ
う
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い
う
も
の
を
徹
底
的
に
捜
索
す
る
と
、
ま
た
新
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

＋
サ
「
H
U
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中’＝＝ロ

本
稿
は
、
二

O
O六
年
六
月
二
四
日
に
開
催
さ
れ
た
、
慶
麿
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
会
記
念
講
演
会
に
お
い
て
講
演
し
た
内
容
を
書
き
留
め

た
も
の
で
あ
る
。


