
あ
ば
ら
家
の
美
学

ー
絵
巻
に
描
か
れ
た
荒
廃
1

　
　
す
の
こ
　
え
ん

序

貰
子
縁
の
描
写
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

山
本
陽
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　

ま
ず
は
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
「
蓬
生
」
の
場
面
を
見
て
ほ
し
い
o
都
に
戻
っ
た
光

源
氏
が

あ
る
夜
、
か
つ
て
通
っ
た
不
器
量
な
姫
君
、
末
摘
花
の
家
の
近
く
を
通
り
か

か

り
、
ふ
と
思
い
出
し
て
久
々
に
訪
れ
た
場
面
で
あ
る
。
左
端
に
馬
の
鞭
で
露
を
払

う
従
者
の
惟
光
と
、
傘
を
差
し
掛
け
ら
れ
る
源
氏
の
後
姿
、
右
端
に
几
帳
の
陰
か
ら

覗

く
婁
れ
た
侍
女
、
そ
の
間
に
拡
が
る
庭
一
面
に
描
か
れ
て
い
た
は
ず
の
草
々
は
、

絵
具
の

緑
青
が
剥
げ
落
ち
て
痕
跡
ば
か
り
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
の
こ
　
え
ん

　

目
に
入
る
の
は
、
侍
女
の
足
下
の
質
子
縁
の
朽
ち
よ
う
で
あ
る
〈
図
1
＞
。
か
つ

て
は

繊
細
な
作
り
で
あ
っ
た
欄
干
の
角
材
は
折
れ
て
失
わ
れ
、
踏
板
は
歪
み
、
幾
枚

か

は
外
れ
て
、
所
々
に
穴
が
空
い
て
い
る
。
横
木
は
折
れ
て
斜
め
に
垂
れ
下
が
り
、

端
は
折
れ
て
土
の
上
で
腐
り
つ
つ
あ
る
。
個
々
の
材
木
に
は
所
々
筆
を
揺
ら
し
て
風

化
し
た
年
月
を
表
わ
す
よ
う
に
薄
墨
が
斑
に
塗
ら
れ
、
新
た
な
断
面
に
は
赤
み
が
か

っ

た

絵
旦
ハ
が
差
さ
れ
、
虫
損
の
様
を
表
わ
さ
れ
る
。
柱
と
板
の
合
わ
せ
目
か
ら
生
え

出
し
た
種
々
の
小
さ
な
草
の
葉
は
、
緑
青
を
点
じ
て
描
か
れ
、
踏
板
の
抜
け
た
穴
か

分）貰絵館所月図1

ら
は
す
で
に
枯
れ
た
茨
の
枝
と
新
た

な
緑
と
が
顔
を
覗
か
せ
る
。

　
た

か
が
景
色
の

一
部
に
過
ぎ
ぬ
箕

子
縁
の
朽
損
を
、
よ
く
も
こ
こ
ま
で

克
明
に
描
き
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

貴
入
の
顔
を
引
目
鈎
鼻
に
し
か
表
わ

さ
な
い
、
抽
象
的
で
非
現
実
的
な

『
源
氏
物
語
絵

巻
』
の
中
で
、
こ
の

荒
廃
の
描
写
は

際
立
っ
て
い
る
。
細

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

や

か
に

筆
を
尽
く
す
対
象
が
、
貴
族

の

男
女
や
侍
女
た
ち
の
あ
で
や
か
な

襲
色

目
の
装
束
や
、
豊
か
な
邸
宅
の

障
子
の
絵
や
几
帳
の
文
様
（
註
2
参

照
）
な
ら
ば
、
ま
だ
解
る
。
し
か
し
貴
人
の
目
を
喜
ば
せ
る
贅
を
尽
く
し
た
豪
華
な

物
語
絵
巻
の

中
で
、
な
ぜ
醜
い
あ
ば
ら
家
の
笙
貝
子
縁
を
こ
こ
ま
で
詳
細
に
描
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

「蓬
生
」
の
記
述

　
王
朝
貴
族
の
物
語
に
あ
っ
て
、
荒
れ
果
て
た
邸
宅
が
生
々
し
く
表
現
さ
れ
た
の
は
、

こ

の

絵
巻
の
絵
ば
か
り
で
は
な
い
。
末
摘
花
の
邸
宅
の
荒
れ
よ
う
は
、
『
源
氏
物
語
』

（
3
）

本
文
に
も
、
源
氏
が
左
遷
さ
れ
て
都
を
去
っ
た
後
も
、
自
ら
の
生
き
方
を
変
え
な
か

っ

た

当
人
の
困
窮
ぶ
り
を
象
徴
し
て
、

か
か
る

ま
ま
に
、

　
　
　
　
　
お
も

浅
茅
は

庭
の

面
も
見
え
ず
、

し
げ
き
蓬
は
軒
を
あ
ら
そ
ひ
て

あ
ば
ら
家
の
美
学

山
本
陽
子
＊
　
一
般
教
育
　
教
授
　
美
学
・
美
術
史
（
日
本
・
東
洋
）
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お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ぐ
ら
　
に
し
ひ
む
が
し
　
み
　
か
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
づ

生
ひ

の

ぼ

る
。
葎
は
西
東
の
御
門
を
閉
ぢ
籠
め
た
る
ぞ
頼
も
し
け
れ
ど
、
崩
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ま

が

ち
な
る
め
ぐ
り
の
垣
を
馬
牛
な
ど
の
踏
み
な
ら
し
た
る
道
に
て
、
春
夏
に
な
れ

　
　
　
　
か

ば
、
放
ち
飼
ふ
の
心
さ
へ
ぞ
め
ざ
ま
し
き
。

　
　
　
　
の
　
わ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
も
　
　
ぬ
ト

　
八

月
、
野
分
荒
か
り
し
年
、
廊
ど
も
も
倒
れ
伏
し
、
下
の
屋
ど
も
の
、
は
か
な

　
い
た
ぶ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
す

き
板
葺
な
り
し
な
ど
は
骨
の
み
わ
つ
か
に
残
り
て
、
立
ち
と
ま
る
下
衆
だ
に
な
し

け
ぶ
り

煙

絶

え
て
、
あ
は
れ
に
い
み
じ
き
こ
と
多
か
り
。

と
、
極
め
て
旦
ハ
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
花
散
里
を
訪
ね
る
途
上
の
源
氏
が
こ
の

か
た

r
形

も
な
く
荒
れ
た
る
家
の
、
木
立
茂
く
森
の
や
う
な
る
L
に
気
付
き
、
末
摘
花
を

思

い
出
し
て
立
寄
る
場
面
も
、

お
ほ大

き
な
る
松
に
藤
の
咲
き
か
か
り
て
、
月
影
に
な
よ
び
た
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ひ
じ

い
た

う
し
だ
り
て
、
築
地
も
さ
は
ら
ね
ば
、
乱
れ
伏
し
た
り
。

（中
略
）
柳
も

と
あ
り
、
絵
巻
の
左
上
の
松
と
藤
の
痕
跡
は
こ
れ
を
表
わ
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ

の
廃

園
の
い
さ
さ
か
で
も
詩
的
な
描
写
に
対
し
、
末
摘
花
は
や
や
滑
稽
に
、

も
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
ひ
さ
し
　
は
し
　
　
　
　
　
　
　
の
こ

漏
り
濡
れ
た
る
廟
の
端
つ
方
お
し
拭
は
せ
て
、

は

せ

な
ど
し
つ
つ

こ

か
し

こ

の
御ts

坐こ

ひ
き

つ
く

ろ

嘆
く
様
子
が
記
さ
れ
、
絵
巻
の
絵
の
惟
光
に
露
を
払
わ
せ
つ
つ
入
る
場
面
は
、

　
さ
し
ぬ
き
　
す
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ゆ
う
も
ん

御
指
貫
の

裾
は
い
た
う
そ
ぼ
ち
ぬ
め
り
。
昔
だ
に
あ
る
か
な
き
か
な
り
し
中
門
な

　
　
　
　
　
か
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
と
く

ど
、
ま
し
て
形
も
な
く
な
り
て
、
入
り
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も
、
い
と
無
徳
な
る
を
、

立

ち
ま
じ
り
見
る
人
な
き
ぞ
心
や
す
か
り
け
る
。

96

そ
し
て
久
々
に
二
人
で
語
ら
う
場
面
で
は
建
物
の
腐
朽
ぶ
り
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

月
入
り
方
に
な
り
て
、
西
の
妻
戸
の
開
き
た
る
よ
り
、
さ
は
る
べ
き
渡
殿
だ
つ
屋

も
な
く
、
軒
の
つ
ま
も
残
り
な
け
れ
ば
い
と
は
な
や
か
に
さ
し
入
り
た
れ
ば

と
、
舞
台
効
果
の
如
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
平
安
時
代
の
富
め
る
貴
族
の
子
女
達
の
間
で
創
ら
れ
、
も
て
は
や
さ
れ
た
こ
の
美

的
な
物
語
と
絵
巻
の
中
で
、
窮
乏
の
極
み
に
あ
る
邸
宅
の
荒
廃
が
、
な
ぜ
こ
こ
ま
で

生
々

し
く
表
わ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
o

二
　
「
貧
苦
」
と
し
て
の
描
写

　

あ
ば
ら
家
は
貧
困
を
象
徴
す
る
要
素
で
あ
り
、
当
然
、
厭
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

鎌
倉
時
代
前
半
の
聖
衆
来
迎
寺
所
蔵
六
道
絵
は
、
そ
の
残
酷
な
ま
で
に
写
実
的
な
描

写
で
知

ら
れ
る
。
仏
画
と
は
い
え
世
俗
的
場
面
の
表
現
も
巧
み
で
あ
り
、
「
人
道
苦

　
　
　
（
4
）

相
」
丑
幅
の
四
苦
八
苦
の
1
つ
r
求
不
得
苦
L
の
舞
台
と
し
て
、
荒
廃
し
た
家
が
描

か

れ
て

い

る
〈
図
2
＞
。
色
紙
形
の
「
求
不
得
苦
」
が
説
か
れ
た
「
食
不
満
口
　
衣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

不
隠
肌
　
風
雨
侵
家
　
燈
燭
苦
光
」
の
句
を
絵
画
化
し
た
も
の
で
、
右
に
空
の
釜
の

置
か

れ
た

火

の

気
の
な
い
台
所
、
中
央
で
頬
杖
を
つ
き
膝
を
抱
え
る
破
れ
た
衣
の
人

物

を
中
心
に
、
裸
で
手
を
出
し
た
り
泣
い
た
り
す
る
子
供
達
、
左
の
仏
間
に
は
手
を

合
わ

せ

る
弊
衣
の
男
が
い
る
。

　
こ

の

困
窮
し
た
一
族
の
家
も
、
そ
の
荒
廃
ぶ
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
柱
は
傾
き

折

れ
、
家
全
体
が
手
前
に
大
き
く
傾
き
、
斜
に
あ
て
が
わ
れ
た
丸
太
一
本
で
、
辛
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
ま
い

じ
て
倒
壊
す
る
こ
と
か
ら
免
れ
て
い
る
。
壁
土
は
至
る
所
で
落
ち
、
下
地
の
木
舞
が



剥
き
出
し
に
な
り
、
右
端
で
は
そ
れ
さ
え
崩
れ
て
内
部
が
丸
見
え
に
な
っ
て
い
る
。

屋
根
板
は

左
側
で
は
櫛
の
歯
の
抜
け
た
よ
う
に
失
わ
れ
て
い
る
。
縁
側
は
柱
が
折
れ
、

踏
板
は

腐
っ
て
穴
が
あ
き
、
端
の
方
は
失
わ
れ
て
い
る
。
縁
の
下
に
は
雑
草
が
生
え
、

庭
に

は

腐
っ
た
下
駄
が
脱
ぎ
散
ら
さ
れ
た
ま
ま
で
、
入
り
込
ん
だ
乞
食
の
よ
う
な
艦

裡

を
着
た
男
に
、
犬
が
吠
え
か
か
る
。
手
入
れ
の
さ
れ
な
い
家
屋
の
傷
み
方
が
、
実

に

旦
ハ
体
的
に
細
か
く
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
同
じ
「
人
道
苦
相
」
丑
幅
の
中
で
も
「
愛
別
離
苦
」
で
は
、
馬
に
乗
っ
て
振
り
返

る
武
者
と
、
追
い
す
が
る
幼
児
を
抱
き
止
め
る
女
や
泣
き
伏
す
妻
、
門
外
で
急
か
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

仲
間
の
武
士
た
ち
と
い
っ
た
、
『
平
家
物
語
』
の
平
維
盛
を
彷
彿
と
さ
せ
る
別
れ
の

光
景
が
、
別
れ
の
悲
哀
に
満
た
さ
れ
な
が
ら
、
鎧
の
彩
り
も
美
し
い
場
面
と
し
て
描

か
れ
て

い

る
。
ま
た
「
怨
憎
会
苦
」
で
は
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
刀
を
振
る
う
ざ
ん
ば

ら
髪
の
武
者
や
、
槍
を
脇
に
掻
い
込
ん
で
突
入
す
る
騎
馬
武
者
ら
の
奮
戦
の
有
様
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
戦
絵
の
如
く
、
仏
教
説
話
画
の
域

　
…
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2聖衆来迎寺所蔵六道絵「人道苦相」皿幅「求不得苦

を
超
え
る
ほ
ど
に
鮮
や
か
で
勇
ま
し

い
o

　
こ

れ

ら
の
場
面
は
細
や
か
に
彩
色

さ
れ
、
r
苦
L
を
表
わ
す
主
題
で
あ

り
な
が
ら
そ
の
意
図
を
忘
れ
る
ほ
ど
、

見
た

目
も
麗
し
く
表
さ
れ
て
い
る
。

そ

れ
に

対

し
「
求
不
得
苦
」
は
、
殆

ど
が
墨
線
と
く
す
ん
だ
褐
色
の
濃
淡

で
描
か

れ
、
わ
ず
か
に
床
下
の
雑
草

の

緑
と
、
乞
食
男
の
着
衣
の
白
が
目

に

付

く
程
度
で
あ
り
、
「
貧
苦
」
の

主
題
や
荒
廃

し
た
家
屋
そ
の
も
の
に

は
、
視
覚
的
な
美
し
さ
を
意
識
し
た
形
跡
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
o

1il　
r
あ
ば
ら
家
の
姫
た
ち
」

　
そ
も
そ
も
あ
ば
ら
家
に
文
学
的
関
心
が
寄
せ
ら
れ
た
の
は
、
貧
苦
の
象
徴
と
し
て

で
は

な
く
、
平
安
時
代
の
物
語
に
あ
る
、
貴
公
子
が
茅
屋
に
住
む
美
女
と
出
会
い
恋

に
落
ち
る
、
と
い
う
形
の
話
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
ひ
と
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
を
れ
き
ら
ん
す
る
あ
ひ
だ
に
、
あ
ま
が
い
へ
に
い
り
て
わ
か
を
よ
む
こ
と

　

例
え
ば
『
古
本
説
話
集
』
「
或
人
歴
覧
所
々
間
入
尼
家
詠
和
歌
第

三
」
で
は
、
貴
人
が
「
よ
う
つ
の
所
の
心
細
げ
に
あ
は
れ
な
る
」
を
見
歩
き
、
「
小

さ
き
家
の
あ
や
し
げ
」
で
r
煙
も
立
た
ず
さ
び
し
げ
な
る
事
限
り
な
」
い
所
の
尼
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
す
め

の

歌
問
答
に
よ
り
、
「
め
で
た
く
、
光
か
が
や
く
女
を
隠
し
据
え
た
る
」
を
「
た
つ

ね
出
し
て
、
ひ
と
め
に
し
て
、
め
で
た
く
て
あ
ら
せ
ら
れ
け
る
と
か
や
。
」
と
語
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

れ

る
。
こ
の
結
末
を
高
橋
貢
は
、
娘
を
自
分
の
妻
と
し
、
後
見
人
に
な
っ
て
境
遇
を

調

え
て
や
っ
た
と
解
説
し
、
こ
の
「
落
ち
ぶ
れ
た
女
性
が
貴
公
子
に
見
出
さ
れ
て
幸

福

に

な
る
」
と
い
う
話
型
が
、
平
安
時
代
の
作
り
物
語
の
『
伊
勢
物
語
』
「
序
段

（初
冠
）
」
や
『
源
氏
物
語
』
「
若
紫
」
「
玉
髭
」
等
と
共
通
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
林
望
は
「
あ
ば
ら
家
の
姫
た
ち
」
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
発
想
を
『
源
氏
物

語
』
「
帯
木
」
雨
夜
の
品
定
に
お
け
る
左
馬
頭
の
弁
が
語
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ぐ
ら
　
か
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
か

世
に

あ
り
と
人
に
知
ら
れ
ず
、
さ
び
し
く
あ
ば
れ
た
ら
む
葎
の
門
に
、
思
ひ
の
外

に

ら
う
た
げ
な
ら
ん
人
の
閉
ぢ
ら
れ
た
ら
ん
こ
そ
限
り
な
く
め
づ
ら
し
く
は
お
ぼ

え
め
、
い
か
で
は
た
か
か
り
け
む
と
、
思
ふ
よ
り
違
へ
る
こ
と
な
ん
、
あ
や
し
く

心

と
ま
る
わ
ざ
な
る
。
（
註
3
参
照
）

と
い
う
分
析
か
ら
裏
付
け
、
左
馬
頭
自
身
も
、
「
荒
れ
た
る
崩
れ
よ
り
、
池
の
水
か

あ
ば
ら
家
の
美
学

山
本
陽
子
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げ
見

え
て
、
月
だ
に
や
ど
る
す
み
か
を
も
過
ぎ
む
も
さ
す
が
に
て
L
と
、
築
地
の
崩

れ
た
家
に
住
む
女
の
も
と
へ
通
っ
て
い
た
と
設
定
さ
れ
る
こ
と
を
挙
げ
る
。

　

さ
ら
に
林
は
「
わ
ら
は
べ
の
踏
み
あ
け
た
る
つ
い
ひ
じ
の
崩
れ
よ
り
通
」
っ
た

『
伊
勢
物
語
』
「
関
守
」
の
段
や
、
『
平
中
物
語
』
「
楢
の
木
の
な
ら
ぶ
門
」
の
段
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
と
み

「
築
地

な
ど
崩
れ
た
る
が
、
さ
す
が
に
蔀
な
ど
上
げ
て
、
簾
か
け
渡
し
て
あ
る
人
の

家
」
の
女
と
荒
れ
た
宿
を
題
材
に
し
て
歌
を
詠
み
合
っ
た
話
を
加
え
、
「
塀
の
崩
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ

た

よ
う
な
荒
れ
屋
敷
に
は
美
し
い
姫
が
い
る
、
そ
う
い
う
現
つ
と
も
幻
と
も
つ
か
な

い
こ

と
を
、
貴
公
子
た
ち
は
夢
の
よ
う
に
想
像
し
て
い
た
」
と
し
、
『
源
氏
物
語
』

の

F
夕
顔
L
や
「
末
摘
花
」
も
、
こ
の
幻
想
の
上
に
構
築
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

　
こ

れ
は

平
安
後
期
の
貴
族
に
は
男
女
と
も
に
普
遍
的
な
感
覚
で
あ
っ
た
と
思
し
く
、

　
　
（
9
）

『
枕
草
子
』
第
一
七
七
段
に
お
い
て
清
少
納
言
も
、

　
　
ひ
と
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い
じ

女
の

一
人
住
む

家
な
ど
は
、
た
だ
い
た
う
あ
ば
れ
て
、
築
地
な
ど
も
、
ま
た
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
く
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
も
ぎ

ず
、
池
な
ど
の
あ
る
所
は
、
水
草
ゐ
、
庭
な
ど
も
、
い
と
蓬
し
げ
り
な
ど
こ
そ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
ご

ね

ど
も
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
砂
子
の
中
よ
り
青
き
草
見
え
、
さ
び
し
げ
な
る
こ
そ
あ

は

れ
な
れ
。

と
、
「
あ
ば
ら
家
の
姫
た
ち
」
じ
み
た
状
態
を
好
ま
し
い
も
の
と
し
て
、
む
し
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　
り
　
　
　
　
　
か
ど

「
物
か

し
こ
げ
に
、
ま
だ
ら
に
修
理
し
て
門
い
た
う
か
た
め
、
き
は
ぎ
は
し
き
」
住

み

よ
う
を
「
い
と
う
た
て
」
と
嫌
う
。

　
そ

こ

で
絵
巻
に
も
、
こ
の
よ
う
な
物
語
の
中
で
男
が
通
う
女
達
の
背
景
と
し
て
、

必
然
的
に
崩
れ
た
築
地
や
あ
ば
ら
家
が
描
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
鎌
倉
時
代
の
久
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

惣
記
念
美
術
館
所
蔵
『
伊
勢
物
語
絵
巻
』
は
、
金
銀
箔
を
様
々
に
用
い
た
装
飾
的
で

優
美

な
画
面
と
繊
細
な
草
虫
描
写
で
知
ら
れ
る
が
、
「
関
守
」
で
は
、
様
子
を
見
る

引
目
鈎
鼻
の
主
人
公
の
手
前
に
、
崩
れ
た
築
地
の
窪
み
が
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。

蜂鷹醸麟驚三
㌻瀧：ζ、磐攣三鳶三謬繋∴1

毒鐸鎗曇遥三響蝿・三∵，ジ

　　図3　久保惣記念美術館所蔵「伊勢物語絵巻」

　　　　「西の対」部分

　
ま
た
「
西
の
対
」
の
、
か
つ
て

女
が
住
ん

で

い
た

西

の
対

で
主
人

公
が
女

を
思
っ
て
泣
く
場
面
〈
図

3
＞
は
「
男
が
横
た
わ
る
建
物
は
、

高
欄
が
折
れ
、
縁
の
板
に
は
穴
が

あ
い
て
ひ
ど
く
荒
れ
果
て
て
い
る
。

「

あ
ば
ら
な
る
板
敷
」
と
い
う
物

語
本
文
に
対
応
す
る
表
現
と
思
わ

　
（
1
）

れ

る
。
L
と
さ
れ
る
。
実
際
、
春

の

月
の
光
を
表
わ
し
て
銀
箔
が

様
々
に
蒔
か
れ
る
画
面
で
、
高
欄

が
所
々
折
れ
て
失
わ
れ
た
様
子
、

踏
板
の
穴
の
様
々
な
朽
損
の
形
が

細
か
く
描
写
さ
れ
、
高
欄
や
床
板

に

は

部
分
的
に
緑
青
で
苔
が
、
穴

を
通
し
て
月
光
に
照
り
映
え
る
地

面
が
見

え
る
と
い
う
繊
細
さ
で
あ

る
。　

こ

れ
に

先
行
し
平
安
末
期
の
絵

巻

を
鎌
倉
前
期
に
写
し
た
と
見
ら

れ

る
（
註
1
1
参
照
）
『
白
描
伊
勢

物
語
絵
巻
（
梵
字
経
刷
）
』
逸
翁

美
術
館
所
蔵
の
同
場
面
〈
図
4
＞

に

お

い
て

も
、
構
図
も
全
く
違
い

な
が
ら
、
引
目
鈎
鼻
の
優
美
な
男



の

足
下
に

は

踏
板
の
朽
損
し
た
穴
、
高
欄
の
折
れ
、
散
乱
し
た
折
れ
木
、
隙
間
に
生

え
る
雑
草
な
ど
が
明
確
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
王
朝
時
代
の
男
女
の
恋
を
主
題
と
す
る
絵
巻
中
で
も
、
崩
れ
た
築
地
や
朽
ち
か
け

た

屋
敷

を
詳
細
に
描
く
こ
と
が
、
「
あ
ば
ら
家
の
姫
た
ち
」
の
物
語
の
表
現
の
約
束

事
で
あ
っ
た
の
か
と
考
え
た
く
な
る
が
、
こ
れ
以
降
の
『
伊
勢
物
語
絵
』
や
、
『
源

　
　
　
（
1
2
）

氏
物
語
絵
』
に
は
、
こ
れ
ほ
ど
生
々
し
い
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。
築
地
の
崩
れ
は
形

ば

か

り
、
西
の
対
の
高
欄
や
踏
板
に
は
穴
も
な
く
（
註
H
参
照
）
、
末
摘
花
の
庭
の

蓬

も
園
芸
植
物
の
よ
う
に
控
え
目
に
描
か
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
物
語
の

絵
巻
や

絵
本
が
、
実
際
の
鑑
賞
の
対
象
と
し
て
よ
り
も
、
吉
祥
的
意
味
合
い
を
持
つ

「
嫁
入
り
本
」
と
し
て
作
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
貧
乏
や
廃
境
を
思
わ
せ
る
負

の

図
様
が
忌
ま
れ
た
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
。

四

　
廃
娃
に
興
じ
る

　
し
か
し
r
姫
L
の
存
在
は
、
「
あ
ば
ら
家
」
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
『
枕
草
子
』
　
一
二
三
段
「
あ
は
れ
な
る
も
の
」
の
終
わ
り
に
は
、

　
　
　
　
　
　
む
ぐ
ら

荒
れ
た

る
家
に
葎
這
ひ
か
か
り
、

か
き
。

　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ま

蓬

な
ど
高
く
生
ひ
た
る
家
に
、
月
の
隈
な
く
明

が
、
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
男
を
迎
え
る
女
や
、
女
を
訪
れ
る
男
の
舞
台
と

し
て
で
は
な
く
、
廃
屋
そ
の
も
の
の
風
情
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な
も
と
と
お
る

　
廃

園
と
し
て
後
々
ま
で
知
ら
れ
た
も
の
に
、
源
融
の
河
原
院
が
あ
る
。
『
古
本
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

話
集
』
「
河
原
院
事
　
第
二
十
七
」
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
庭
は
左
大
臣
源
融
が
陸

奥
の
塩
寵
の
形
を
作
り
、
潮
水
を
取
り
寄
せ
て
湛
え
る
な
ど
「
さ
ま
ざ
ま
を
か
し
き

あ
ば
ら
家
の
美
学

山
本
陽
子

こ

と
を
つ
く
し
て
L
住
ん
だ
も
の
と
い
う
。
融
の
死
後
に
献
上
さ
れ
た
宇
多
法
皇
の

も
と
に
融
の
亡
霊
が
出
た
と
い
い
、
『
源
氏
物
語
』
で
源
氏
が
夕
顔
を
連
れ
込
み
怪

異
に
遭
う
廃
院
の
場
面
の
基
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
説
話
の
後
半
は
、
宇
多
法
皇
亡
き
後
の
荒
れ
た
河
原
院
そ
の
も
の
が
主
役
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
う
　
　
　
　
の
ち
す
　
　
　
　
あ
　
　
　
　
つ
ら
り
を

か

く
て
、
院
失
せ
さ
せ
給
ひ
て
後
、
住
む
入
も
な
く
て
荒
れ
ゆ
き
け
る
を
、
貴
之
、

と
さ
　
　
の
ぼ
　
ま
い
　
　
み

土

佐
よ
り
上
り
て
参
り
て
見
け
る
に
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
け
れ
ば
、
ひ
と
り
こ
ち

け
る
、

　
　
　
　
　
け
ぶ
り
た
　
　
　
　
　
　
ト
ほ
が
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

　
君

な
く
て
煙
絶
え
に
し
塩
竜
の
浦
さ
び
し
く
も
見
え
わ
た
る
か
な

　
　
ト
ち
　
　
あ
ほ
う
ぎ
み
す

そ
の
後
、
こ
の
院
を
寺
に
な
し
て
、
安
法
君
と
い
う
人
ぞ
住
み
け
る
。
冬
の
夜
、

つ

き
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

月
明
か
か
り
け
る
に
、
な
が
め
て
詠
め
る
、

　
あ
ま
　
　
は
ら
そ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ほ
り
　
み
　
　
　
　
ふ
ウ
　
　
よ

　
天

の

原
空
さ
へ
さ
や
か
に
わ
た
る
ら
ん
氷
と
見
ゆ
る
冬
の
夜
の
月

む
か
し
　
ま
つ
　
さ
　
　
　
　
た
い
　
　
に
し
お
も
て
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
つ

昔
の

松
の
木
の
、
対
の
西
面
に
生
ひ
た
る
を
、
そ
の
頃
、
歌
よ
み
ど
も
集
ま
り
て
、

あ
　
ほ
う
ぎ
み
　
　
ぽ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
そ
　
ぺ
　
　
　
に
ふ
だ
ふ
　

安
法
君
の
房
に
て
よ
み
け
る
。
古
曾
部
の
入
道
、

　
と
し
　
　
　
　
　
か
　
は
ら
　
ま
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　
や

　
年
ふ
れ
ば
河
原
に
松
は
お
ひ
に
け
り
子
の
日
し
つ
べ
き
寝
屋
の
う
へ
か
な

　
さ
と
び
と
　
ロ
む
だ
に
　
は
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
み
ず
く
さ
お

　
里
人
の

　
　
　
て
む
だ
に
な
か
る
べ
し
い
は
井
の
清
水
草
生
ひ
に
け
り

み

ち
な
り

道
斉
が
歌
、

　
ゆ
　
　
す
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
ひ

　
行

く
末
の
し
る
し
ば
か
り
に
残
る
べ
き
松
さ
へ
い
た
く
老
い
に
け
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
し
モ

な
む
と
な
む
い
ひ
け
る
。
そ
の
後
い
よ
い
よ
荒
れ
ま
さ
り
て
、
松
の
木
も
一
年
の

　
　
た
ふ

風
に

倒
れ
に
し
か
ば
、
あ
は
れ
に
こ
そ
。

と
、
こ
の
説
話
の
名
園
は
荒
廃
し
た
ゆ
え
に
、
鑑
賞
の
対
象
と
な
っ
て
r
あ
は
れ
」

と
さ
れ
、
歌
に
も
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
建
築
の
荒
れ
を
趣
向
と
し
て
用
い
た
例
が
あ
る
。
『
大
鏡
』
中
「
太
政

　
　
　
　
　
　
（
1
）

大
臣
伊
サ
　
謙
徳
公
」
の
花
山
院
の
記
述
に
、
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な
で
し
こ
　
　
　
　
　
つ
い
ひ
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
も

ま
た
、
撫
子
の
種
を
築
地
の
上
に
ま
か
せ
た
ま
へ
り
け
れ
ば
、
思
ひ
が
け
ぬ
四
方

　
　
　
　
か
ら
に
し
き

に

色
々

の

唐
錦
を
ひ
き
か
け
た
る
や
う
に
咲
き
た
り
し
な
ど
を
見
た
ま
へ
し
は
、

い
か

に

め
で
た
く
侍
り
し
か
は
o

と
あ
り
、
屋
根
が
失
わ
れ
た
築
地
の
土
に
植
物
が
生
え
て
い
る
様
を
、
撫
子
を
咲
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
り
う
ざ

せ
て

華
や
か
に
再
現
し
た
、
花
山
院
の
風
流
者
ぶ
り
が
知
ら
れ
る
。
あ
ば
ら
家
は
そ

れ
自
体
が
、
和
歌
の
主
題
で
も
あ
り
、
風
流
の
手
段
と
も
な
り
得
た
の
で
あ
る
。

五
　
貧
窮
を
描
写
す
る

こ

の
花
山
院
の
描
い
た
絵
は
面
白
か
っ
た
と
い
い
、
『
大
鏡
』
が
挙
げ
る
例
に
、

　
　
　
と
く
に
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
は
ふ

ま
た
、
徳
人
・
た
よ
り
な
し
の
家
の
内
の
作
法
な
ど
か
か
せ
た
ま
へ
り
し
が
、
い

つ
れ

も
い
つ
れ
も
、
さ
ぞ
あ
り
け
む
と
の
み
、
あ
さ
ま
し
う
こ
そ
さ
ぶ
ら
ひ
し
か
o

と
、
挙
げ
ら
れ
る
。
金
持
ち
と
貧
乏
人
の
家
の
生
活
の
様
を
描
き
分
け
る
趣
向
で
、

い
か
に

も
そ
う
あ
り
そ
う
な
出
来
映
え
で
あ
っ
た
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
『
大
鏡
』
は
、

架
空
の
人
物
の
回
想
と
い
う
形
の
記
述
で
あ
り
、
こ
の
花
山
院
の
行
為
が
事
実
で
あ

る
か
否
か
は
判
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
こ
の
時
代
の
貴
族
に
と
っ
て
、
貧
富
そ
れ
ぞ
れ

の
生
活
描
写
の

絵
に
興
じ
る
と
い
う
こ
と
が
、
受
容
で
き
ぬ
ほ
ど
不
自
然
な
話
で
な

か
っ

た
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。

　
実
際
、
六
道
絵
の
「
求
不
得
苦
」
の
よ
う
な
宗
教
的
意
図
の
主
題
と
は
無
縁
に
、

こ

と
さ
ら
に
美
し
く
も
な
い
貧
家
の
様
子
が
絵
巻
に
描
か
れ
る
こ
と
も
、
背
景
と
し

て
で

あ
れ
ば
珍
し
く
は
な
か
っ
た
。
男
絵
と
呼
ば
れ
る
写
実
的
な
画
風
の
絵
巻
、
例

一　一…w“一“　…　　t”　げ　　　　　　　”　　　　　　　　’　ve’一一　　t～ww’tt・’←“’”∨“…‘ヤ『…　　　　　　’……’tew－“

　　　　　　　　　図5　模本『年中行事絵巻』別本巻三が「安楽花」の邸宅部分

え
ば
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵

『
餓
鬼
草
紙
』
「
伺
便
餓
鬼
」

の

場

面

の

街
中
の
便
所
、

『
伴
大
納
言
絵
詞
』
「
中
巻
」

の

子
供
の
喧
嘩
の
舞
台
と
な

る
舎
入
と
出
納
の
家
の
前
な

ど
で
あ
る
。

　

な
か
で
も
詳
細
に
貴
族
の

邸
宅
建
築
の
朽
損
ぶ
り
を
描

い
た

の

が
、
『
年
中
行
事
絵

　
　
　
（
1
5
）

巻
』
模
本
の
「
安
楽
花
」
の

場

面

〈
図
5
＞
で
あ
る
。

『
年
中
行
事
絵
巻
』
は
平
安

末
期
に
後
白
河
院
が
描
か
せ

た

と
い
う
大
部
の
記
録
絵
巻

で

あ
り
、
絵
師
は
宮
廷
絵
師

で
男
絵
系
の
絵
巻
を
描
い
た

と
云
わ
れ
る
常
盤
光
長
と
さ

れ

る
。
原
本
は
江
戸
時
代
に

焼
失
し
、
現
在
は
模
本
の
み

が
残

る
。
内
訳
は
住
吉
家
旧

蔵
本
に
基
づ
く
十
六
巻
分
と

別
本
三
巻
分
で
、
こ
の
別
本

巻
三
が

「
安
楽
花
」
の
行
事

で
あ
る
。



　
原
本
は

著
彩

で
、
模
本
に
も
色
の
覚
書
き
ら
し
き
書
き
込
み
が
あ
る
が
、
現
状
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

輪
郭
線
の
み
の
白
描
で
あ
る
。
詞
書
に
よ
れ
ば
三
月
十
日
、
高
雄
寺
の
法
華
会
に
京

中
の
女
童
が
詣
で
、
舞
い
奏
で
る
。
そ
れ
が
街
中
に
出
た
の
を
、
桟
敷
あ
る
家
に
呼

び

止

め
て
、
舞
わ
せ
て
見
物
す
る
の
だ
と
い
う
。

　
注

目
す
べ
き
は
、
安
楽
花
が
呼
び
込
ま
れ
た
貴
族
の
邸
宅
で
あ
る
。
棟
門
の
屋
根

板
は
櫛
の
歯
の
よ
う
に
抜
け
落
ち
、
右
の
門
扉
は
折
れ
て
失
わ
れ
て
い
る
。
築
地
の

屋
根
は
失
わ
れ
て
崩
れ
、
見
物
人
が
穴
の
縁
に
足
を
か
け
て
登
り
、
首
を
並
べ
て
中

を
覗
く
。
前
庭
で
は
安
楽
花
の
一
行
が
舞
い
、
縁
先
に
は
直
衣
か
狩
衣
姿
の
男
達
と

子
供
が
並
び
、
御
簾
の
陰
で
は
女
達
が
見
物
し
て
い
る
。
部
屋
の
奥
に
は
棚
が
あ
り
、

琴
な
ど
使
い
さ
し
の
調
度
品
が
描
か
れ
、
こ
こ
が
生
活
の
場
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ

て

い
る
。

　
ま
ず
目
に
入
る
の
は
寝
殿
の
屋
根
の
傷
み
で
、
入
母
屋
造
り
の
屋
根
に
葺
か
れ
て

　
　
ひ
　
わ
だ

い
た

檜
皮
は
所
々
大
き
く
剥
げ
、
下
地
の
野
地
板
ま
で
剥
が
れ
か
け
た
箇
所
す
ら
あ

る
。
剥
き
出
し
に
な
っ
た
横
木
に
は
石
が
重
し
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
棟
か
ら

は

小

さ
な
木
が
生
え
て
い
る
。
手
前
の
軒
下
に
は
倒
壊
を
防
ぐ
た
め
に
丸
太
が
斜
め

に

立
て
掛

け
ら
れ
、
縁
の
下
の
柱
は
斜
め
に
歪
ん
で
い
る
。
手
前
の
透
垣
は
殆
ど
抜

け
落
ち
て
枠
の
み
と
な
り
、
二
本
の
丸
太
で
前
後
か
ら
支
え
ら
れ
て
立
っ
て
い
る
。

　
華
や
か
な
安
楽
花
の
舞
台
と
し
て
は
、
あ
ま
り
に
腐
朽
し
た
邸
宅
で
あ
る
が
、
行

事
の
内
容
と
も
関
わ
ら
ず
、
詞
書
で
も
そ
の
こ
と
に
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の

場
面
で
屋
敷
を
あ
ば
ら
家
に
描
い
た
こ
と
は
絵
師
の
創
意
で
あ
る
と
し
て
も
、
単
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
く
に
ん

る
点
景
に
し
て
は
、
荒
廃
の
表
現
は
細
か
い
。
花
山
院
が
「
徳
人
・
た
よ
り
な
し
の

家
の
内
」
を
描
い
た
逸
話
と
共
通
す
る
、
貴
人
が
貧
家
の
「
さ
ぞ
あ
り
け
む
」
と
思

わ
れ
る
生
活
描
写
に
興
じ
る
、
と
い
う
趣
向
の
存
在
を
う
か
が
わ
せ
る
。
こ
れ
は
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
モ
い
ほ
　
ま
げ
い
ほ

芸

も
含
め
て
考
え
れ
ば
、
自
家
を
「
伏
盧
の
曲
盧
」
と
詠
う
『
万
葉
集
』
巻
五
、
山

上
億
良
の
「
貧
窮
問
答
歌
」
以
来
、
決
し
て
珍
し
く
は
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
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　　　　　図6　宮内庁三の丸尚蔵館所蔵「絵師草紙』部分

　
こ

の

趣
向
の
延
長
上
に
置
い
て
見

た

い
の

が
、
鎌
倉
後
期
に
描
か
れ
た

　
　
　
（
1
7
）

『
絵

師
草
紙
』
で
あ
る
。
こ
の
絵
巻

の

内
容
は
、
実
収
の
な
い
伊
予
の
国

の
知
行

を
賜
っ
た
絵
師
一
家
の
ぬ
か

喜
び

と
訴
訟
沙
汰
で
あ
る
が
、
描
写

の
中
心
で
あ
り
最
も
鑑
賞
者
の
目
を

引
く
の
は
、
絵
師
一
家
の
貧
乏
、
殊

に

家
屋
の
朽
損
ぶ
り
で
あ
る
。

　
知
行
の
知
ら
せ
の
も
た
ら
さ
れ
た

絵
師
の
家
は
、
雑
草
の
生
え
た
庭
、

穴
が

あ
き
踏
板
の
落
ち
た
縁
側
、
壁

土
が
落
ち
木
舞
が
剥
き
出
し
に
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
こ
う

た

壁
、
格
子
の
折
れ
た
蔀
、
帽
額
の

取
れ
た

御
簾
、
破
れ
て
桟
の
見
え
る

障
子
、
傾
い
て
閉
ま
ら
な
い
扉
を
支

え
る
棒
と
、
か
り
そ
め
の
祝
宴
で
酒

瓶

を
持
っ
た
男
が
縁
側
の
穴
に
足
を

取

ら
れ
て
酒
を
こ
ぼ
す
場
面
へ
と
続

く
o
絵
師
が
使
者
か
ら
伊
予
国
の
知

行
の
実
態

を
聞
く
場
面
〈
図
6
＞
で

は
さ
ら
に
、
枯
草
の
中
に
破
れ
た
檜

垣
、
傾
い
た
家
を
支
え
る
角
材
、
す

り
切
れ
て
下
地
の
出
た
畳
、
ば
ら
ば

ら
に
な
っ
た
屋
根
板
の
細
密
描
写
が

あ
ば
ら
家
の
美
学

山
本
陽
子
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
日
本
文
化
学
部
・
言
語
文
化
学
科
】
第
十
八
号
　
二
〇
一
〇
年

加
わ
る
。

　
絵
師
と
そ
の
家
族
の
顔
貌
描
写
が
巧
み
で
あ
る
こ
と
も
加
わ
っ
て
、
生
々
し
く
絵

師
の
窮
乏
生
活
を
実
感
さ
せ
る
と
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
そ
の
評
価
に
異
論
は
な
い

が
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
こ
と
の
全
て
が
現
状
の
写
生
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
改
め

て
こ

の
絵
巻

を
見
る
と
、
家
屋
の
腐
朽
に
比
し
て
、
他
の
事
物
に
は
貧
困
を
思
わ
せ

る
表
現
は
な
い
。
家
旦
ハ
調
度
品
に
は
、
庭
先
の
檜
桶
を
除
い
て
傷
み
や
破
損
は
無
く
、

登
場
人
物
の
衣
服
に
も
、
六
道
絵
の
「
求
不
得
苦
」
に
あ
る
よ
う
な
布
の
綻
び
や
破

れ
、
塞
れ
と
い
っ
た
描
写
は
、
遊
び
盛
り
の
子
供
達
か
ら
使
用
入
に
至
る
ま
で
、
一

切
見
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ

の

こ

と
か
ら
も
、
『
絵
師
草
紙
』
の
建
築
の
著
し
い
朽
損
ぶ
り
は
、
絵
師
が
自

宅
の
実
景
を
写
し
た
も
の
と
は
考
え
が
た
い
。
改
め
て
見
れ
ば
、
雑
草
だ
ら
け
の
庭
、

穴
の

あ
い
た
縁
板
、
壁
土
が
落
ち
て
木
舞
が
見
え
る
壁
、
壊
れ
た
垣
根
、
斜
め
の
支

え
棒
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
こ
れ
ま
で
挙
げ
て
き
た
荒
廃
し
た
邸
宅
の
絵
に
欠
か
せ
な

い
要
素
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
あ
ば
ら
家
」
表
現
の
集
大
成
で
あ
る
。
こ
の
絵
巻
は
、

貴
人
が
貧
家
の
細
密
な
描
写
に
興
じ
る
趣
向
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
す
の
こ
　
え
ん

結
　
「
蓬
生
」
の
簑
子
縁

　
以
上
の

よ
う
に
、
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
絵
巻
に
は
、
し
ば
し
ば

邸
宅
の

朽
ち
果
て
た
様
子
が
実
に
詳
細
に
描
か
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
王
朝

文
化
の

中
で
、
人
々
が
あ
ば
ら
家
に
託
す
思
い
入
れ
を
反
映
し
た
結
果
で
あ
る
。

　
す

な
わ
ち
、
単
に
四
苦
八
苦
の
「
求
不
得
苦
」
の
表
現
と
し
て
貧
を
厭
う
の
み
で

は

な
く
、
茅
屋
に
身
を
隠
す
落
ち
ぶ
れ
た
姫
君
を
貴
公
子
が
見
出
す
と
い
う
恋
物
語

的

な
幻
想
や
、
荒
廃
し
た
邸
宅
を
「
あ
は
れ
」
と
鑑
賞
し
て
歌
を
詠
む
詩
情
、
ま
た

貴
人
が
貧
家
の
生
活
を
細
密
に
描
写
し
て
興
じ
る
好
奇
心
と
も
い
う
べ
き
趣
向
の
対

102

象
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
建
物
の
腐
朽
を
端
的
に
象
徴
す
る
表
現
の
一
つ
が
、
縁
板

の

穴

で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
す
の
こ
　
え
ん

　
「
蓬
生
」
の
費
子
縁
の
、
悪
趣
味
と
も
言
い
た
い
ほ
ど
執
拗
な
朽
損
描
写
の
背
景

に

は
、
こ
の
よ
う
な
廃
屋
に
対
す
る
嗜
好
と
、
そ
の
絵
画
化
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
貴
人
の
顔
を
抽
象
的
な
引
目
鈎
鼻
と
し
て
表
す
こ
の
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
中

で
、
こ
の
邸
宅
の
「
あ
ば
ら
家
」
ぶ
り
は
醜
悪
と
見
ら
れ
て
省
略
さ
れ
る
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
す
の
こ
　
え
ん

く
、
朽
ち
果
て
た
箕
子
縁
の
み
が
旦
ハ
体
的
に
描
か
れ
る
こ
と
で
、
末
摘
花
の
度
を
超

え
た
窮
乏
生
活
が
象
徴
さ
れ
、
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

註（
1
）
　
徳
川
美
術
館
所
蔵
、
『
日
本
絵
巻
大
成
』
一
「
源
氏
物
語
絵
巻
　
寝
覚
物
語
絵
巻
」
中
央
公
論
社

　
　
一
九
七
七
年

（
2
）
　
秋
山
光
和
「
源
氏
物
語
絵
巻
の
構
成
と
技
法
」
『
平
安
時
代
世
俗
画
の
研
究
』
二
＝
二
～
二
六
四

　

　
頁
吉
川
弘
文
館
一
九
六
四
年

（
3
）
　
阿
部
秋
生
・
秋
山
援
・
今
井
源
衛
校
注
・
訳
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
十
三
r
源
氏
物
語
L
二

　
　
小
学
館
　
一
九
七
二
年

（
4
）
　
聖
衆
来
迎
寺
所
蔵
、
金
井
杜
道
撮
影
「
図
版
　
六
道
絵
」
『
国
宝
　
六
道
絵
』
九
十
二
～
一
〇
一

　

　
頁
中
央
公
論
美
術
出
版
1
1
0
0
七
年

（
5
）
　
山
本
聡
美
「
図
版
　
六
道
絵
」
解
説
『
国
宝
　
六
道
絵
』
九
十
二
頁
　
中
央
公
論
美
術
出
版
　
二

　
　
o
o
七
年

（
6
）
加
須
屋
誠
「
全
場
面
解
m
s
」
　
1
0
人
道
苦
相
－
幅
『
国
宝
六
道
絵
』
三
〇
九
～
三
＝
二
頁
中

　
　
央
公
論
美
術
出
版
　
二
〇
〇
七
年

（
7
）
　
高
橋
貢
『
古
本
説
話
集
全
註
解
』
五
十
六
～
五
十
八
頁
　
有
精
堂
　
一
九
八
五
年

（
8
）
　
林
望
「
あ
ば
ら
家
の
姫
た
ち
」
『
新
潮
』
八
十
九
－
四
号
　
一
＝
一
〇
～
1
1
1
1
1
　
1
頁
、
一
九
九
二
年

（
9
）
　
松
尾
聡
・
永
井
和
子
校
注
・
訳
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
十
1
「
枕
草
子
」
小
学
館
　
一
九
七
四

　
　
年

（
1
）
　
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
所
蔵
、
『
日
本
絵
巻
大
成
』
二
十
三
「
伊
勢
物
語
絵
巻
・
狭
衣
物
語

　
　
絵
巻
・
駒
競
行
幸
絵
巻
・
源
氏
物
語
絵
巻
」
中
央
公
詮
社
　
一
九
七
九
年

（
1
）
　
千
野
香
織
「
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
所
蔵
「
伊
勢
物
語
絵
巻
」
L
『
日
本
の
美
術
』
三
〇
一
号

　
　
「
伊
勢
物
語
絵
」
二
十
一
頁
　
至
文
堂
　
一
九
九
一
年



（
1
2
）
　
『
豪
華
〔
源
氏
絵
〕
の
世
界
『
源
氏
物
語
』
』
学
習
研
究
社
　
一
九
八
八
年

（
1
3
）
　
高
橋
貢
『
古
本
説
話
集
全
註
解
』
　
＝
三
二
～
一
四
〇
頁
　
有
精
堂
　
一
九
八
五
年

（
1
）
　
橘
健
二
校
注
・
訳
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
I
l
o
　
r
大
鏡
L
小
学
館
一
九
七
四
年

（
1
5
）
　
田
中
家
所
蔵
、
『
日
本
絵
巻
大
成
』
八
r
年
中
行
事
絵
巻
」
中
央
公
論
社
　
一
九
七
七
年

（
1
6
）
　
詞
書
は
t
唯
1
こ
の
巻
の
模
本
の
み
に
あ
る
。
（
小
松
茂
美
「
「
年
中
行
穿
絵
巻
」
誕
生
L
『
日
本

　
　
絵
巻
大
成
』
八
「
年
中
行
事
絵
巻
」
中
央
公
論
社
　
一
九
七
七
年
）

（
1
7
）
　
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
所
蔵
、
『
日
本
絵
巻
大
成
』
十
1
F
長
谷
男
草
紙
・
絵
師
草
紙
」
中
央
公

　
　
論
社
　
一
九
七
七
年

あ
ば
ら
家
の
美
学

山
本
陽
子
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