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一　

は
じ
め
に

　

絵
画
は
、
ど
の
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
何
が
読
ま
れ
る
べ
き

こ
と
と
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
、
本
稿
の
関
心
で
あ
る
。
本
稿
で
は
古
く
か
ら
絵

画
の
み
な
ら
ず
歴
史
・
思
想
・
宗
教
・
文
学
等
の
諸
領
域
か
ら
の
読
解
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る

『
信
貴
山
縁
起
』⑴

を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
の
論
考
で
、
本
縁
起
が
い
か
に
読
ま
れ
て
き
た
の

か
を
検
討
し
つ
つ
、
絵
画
の
読
み
方
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。

二　

鑑
賞
主
義
的
な
解
釈

　

下
店
静
市
氏
は
「
信
貴
山
縁
起
見
聞
考
記
」⑵

の
な
か
で
、『
信
貴
山
縁
起
』
三
巻
を
、
Ａ
級

を
延
喜
加
持
の
巻
、
Ｂ
級
を
飛
倉
の
巻
、
Ｃ
級
を
尼
公
の
巻
と
「
順
位
づ
け
」
を
行
い
、
そ

の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

Ａ
級
は
、
そ
の
飛
来
の
童
子
の
広
大
な
空
間
性
、
そ
れ
は
何
も
な
い
空
間
に
遠
く
か
ら

勢
い
よ
く
引
い
た
線　

―

こ
の
線
そ
の
も
の
が
、
む
ろ
ん
定
規
引
き
な
が
ら
少
し
も
定

規
に
捉
ら
わ
れ
ず
、
そ
れ
の
飛
び
離
れ
た
最
高
技
術
を
い
か
ん
な
く
示
す
か
ら
だ
。

　
　

 　

こ
の
部
分
だ
け
は
誰
が
み
て
も
無
条
件
に
感
動
的
な
シ
ー
ン
だ
し
、
こ
ん
な
例
が
古

今
に
絶
無
で
あ
る
。
大
変
巧
み
な
表
現
で
、
た
だ
感
嘆
の
外
は
な
い
。
全
画
面
が
い
ち

め
ん
に
充
実
し
て
感
じ
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
で
も
並
々
な
ら
ぬ
腕
前
で
あ
る
事
が

分
る
。

　
　

 　

む
ろ
ん
こ
の
作
者
と
、
尼
公
巻
の
東
大
寺
ロ
シ
ヤ
ナ
仏
と
は
別
筆
で
、
技
倆
も
段
ち

が
い
の
筆
者
で
あ
る
。
独
断
的
と
お
も
わ
れ
て
も
私
は
そ
う
直
感
す
る
の
で
あ
る
。
飛

び
抜
け
た
腕
前
の
妙
技
を
こ
ゝ
で
振
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
っ
き
り
と
垢
抜
け
が

し
て
い
る
の
と
、
冴
え
た
空
間
性
で
あ
り
、
こ
の
定
規
引
の
線
を
、
巧
に
切
断
し
て
、

そ
れ
が
又
大
変
な
効
果
、
動
勢
表
現
上
の
秘
密
な
効
果
を
あ
げ
て
い
る
の
だ
。
輪
宝
も

む
し
ろ
用
器
画
で
あ
り
、
コ
ン
パ
ス
を
使
っ
て
、
そ
れ
が
静
止
状
で
は
な
く
、
力
動
性

に
表
現
し
て
い
る
事
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
細
微
な
線
を
加
え
て
動
き
、
静
的
な
表
現
に

動
勢
を
与
え
た
事
が
妙
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　

飛
倉
巻
を
Ｂ
級
と
み
よ
う
。

　
　

 　

私
は
巻
頭
の
長
者
屋
敷
と
ゆ
れ
出
し
た
倉
と
を
み
て
、
か
ね
が
ね
そ
の
屋
台
引
き
の

定
規
の
線
が
拙
い
と
お
も
っ
て
い
た
。
伴
大
納
言
な
ど
に
比
べ
て
、
こ
の
絵
は
大
変
太

い
線
だ
か
ら
で
も
あ
る
が
、
ま
た
一
方
で
は
ア
ゼ
倉
の
隅
角
の
部
分
が
甚
だ
錯
雑
し
て

視
覚
調
整
が
で
き
て
い
な
い
か
ら
だ
。

　
　

 　

と
こ
ろ
が
、
拙
い
の
と
上
に
も
い
っ
た
よ
う
に
、
飛
来
童
子
の
雲
に
の
っ
て
滑
空
す

る
と
こ
ろ
の
定
規
引
き
は
何
と
も
う
ま
い
。
う
ま
い
ど
こ
ろ
か
、
あ
ざ
や
か
で
も
、
冴

え
す
ぎ
て
い
て
、
お
ど
ろ
く
べ
き
み
ご
と
さ
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　

 　

も
う
一
度
と
っ
く
り
、
だ
か
ら
長
者
屋
敷
を
見
直
す
必
要
を
感
じ
て
い
た
か
ら
で
も

あ
る
。
そ
れ
は
や
は
り
甚
だ
巧
み
で
あ
る
事
が
再
認
、
確
認
で
き
た
よ
う
に
お
も
う
。

そ
し
て
裏
門
の
段
、
扉
が
開
き
、
塀
の
内
外
に
多
数
の
群
衆
が
倉
を
追
っ
て
、
外
へ
な

だ
れ
出
す
場
面
の
、
そ
の
塀
と
扉
と
の
定
規
が
み
ご
と
で
あ
る
。（
中
略―

引
用
者
）

　
　
　

第
３
巻
（
下
巻
、
尼
公
巻
）
は
Ｃ
級
の
筆
と
み
る
。（
中
略―

引
用
者
）

　
　

 　

尼
公
巻
は
よ
く
な
い
。
筆
者
も
お
ち
る
と
み
る
。
と
く
に
此
の
東
大
寺
大
仏
の
段
の

見
劣
り
が
す
る
事
は
い
か
な
る
こ
と
か
。
仏
の
顔
の
わ
る
さ
は
許
し
難
い
と
い
う
よ
う
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な
気
が
す
る
。
む
ろ
ん
正
面
石
階
に
み
る
あ
の
有
名
な
金
銅
透
彫
の
燈
籠
の
形
も
、
こ

れ
は
わ
る
さ
を
通
り
越
し
て
拙
劣
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。
尼
公
の
形
も
わ
る
い
し
、
一

体
ど
こ
に
と
り
え
が
あ
る
と
い
う
の
か
、
此
巻
は
甚
だ
拙
い
筆
者
の
作
と
結
論
し
う
る

も
の
の
よ
う
で
あ
る
。（
傍
線
は
引
用
者
）

　

こ
の
よ
う
に
下
店
氏
は
三
巻
の
順
位
づ
け
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
基
準
は
傍
線
部
に
見

受
け
ら
れ
る
よ
う
な
「
定
規
」
や
「
コ
ン
パ
ス
」、
も
し
く
は
そ
れ
ら
に
と
ら
わ
れ
な
い
〝
線

引
き
〞
の
巧
拙
で
あ
っ
て
、
技
法
や
絵
師
の
技
量
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
尼
公
の

巻
の
評
価
に
如
実
に
表
れ
て
い
る
が
、
主
観
的
な
美
意
識
に
よ
り
絵
画
を
評
価
し
て
い
る
。

　

確
か
に
、
絵
師
に
よ
る
描
写
力
の
違
い
と
い
う
も
の
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
絵

師
の
技
量
や
作
品
へ
の
主
観
的
な
評
価
を
並
べ
た
て
る
こ
と
で
、
絵
画
を
論
じ
た
こ
と
に
な

る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、『
信
貴
山
縁
起
』
は
そ
の
「
線
描
」
が
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　
　

 

民
間
傳
説
的
な
説
話
性
と
、
庶
民
的
な
要
素
に
富
む
こ
の
繪
巻
は
、
い
つ
た
い
ど
ん
な

畫
風
で
、
ま
た
ど
ん
な
様
式
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ま
ず
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
こ

と
は
、
そ
の
線
描
の
巧
み
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
色
彩
も
み
ご
と
で
、
こ
の

み
ご
と
な
二
つ
の
調
和
に
よ
っ
て
、
大
和
絵
と
し
て
の
完
成
し
た
画
境
を
示
し
て
い

る
。
し
か
し
こ
の
作
品
を
何
よ
り
も
つ
よ
く
印
象
づ
け
て
い
る
も
の
は
そ
の
暢
達
自
由

な
線
描
に
あ
る
。⑶

　
　

 

障
屏
の
歌
絵
や
草
子
・
絵
巻
の
物
語
絵
の
な
か
で
完
成
し
た
や
ま
と
絵
の
技
法
は
、
あ

る
静
止
的
な
場
面
を
き
り
と
っ
て
表
現
す
る
に
は
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
す
が
、
す
で
に

『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
な
か
で
す
ら
、
登
場
人
物
が
は
げ
し
い
う
ご
き
や
感
情
を
し
め

す
部
分
で
は
、
制
約
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。（
中
略―

引
用
者
）
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ

て
き
た
の
が
、
そ
れ
ま
で
の
や
ま
と
絵
で
は
あ
つ
い
顔
料
の
彩
色
に
ぬ
り
か
く
さ
れ
て

い
た
墨
線
で
す
。（
中
略―

引
用
者
）
説
話
絵
巻
と
な
る
と
、
こ
の
墨
線
が
主
題
の
変

化
に
即
し
て
色
彩
の
表
面
に
あ
ら
わ
れ
、
人
物
の
う
ご
き
や
表
情
を
み
ご
と
に
え
が
き

だ
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。⑷

　

こ
の
よ
う
に
、『
信
貴
山
縁
起
』
は
、「
線
描
」
と
「
色
彩
」
の
「
二
つ
の
調
和
に
よ
っ
て
、

大
和
絵
と
し
て
の
完
成
し
た
画
境
」、
ま
た
、「
暢
達
自
由
な
線
描
」
や
「
色
彩
の
表
面
」
に

あ
ら
わ
れ
た
「
人
物
の
う
ご
き
や
表
情
を
み
ご
と
に
え
が
き
だ
す
」「
墨
線
」
な
ど
、
そ
の

動
き
の
あ
る
「
線
描
」
が
評
さ
れ
て
き
た
。

　

確
か
に
『
信
貴
山
縁
起
』
の
「
墨
の
線
描
に
よ
る
表
現
力
を
根
幹
と
し
て
色
彩
が
こ
れ
を

補
う
と
い
う
絵
画
技
法
」
は
、「
東
洋
画
本
来
の
伝
統
に
立
つ
も
の
で
、
風
景
や
人
物
の
様

式
が
時
代
と
共
に
変
化
し
た
も
の
」
と
考
え
ら
れ
、
平
安
中
期
の
遺
品
で
あ
る
東
大
寺
旧
蔵

『
山
水
屏
風
』
や
旧
法
隆
寺
絵
殿
『
聖
徳
太
子
伝
障
子
絵
』
な
ど
大
画
面
の
障
屏
画
の
系
譜

上
に
あ
り
、
自
由
な
線
描
表
現
は
鳳
凰
堂
扉
絵
押
縁
下
の
落
書
人
物
な
ど
に
先
例
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
よ
う
だ
。⑸

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
、「
線
描
」
の
分
析
を
通
し
て
作
風
や
様
式

を
明
ら
か
に
し
、
作
品
を
美
術
史
の
中
に
位
置
づ
け
る
事
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
下
店
氏

の
議
論
に
も
あ
っ
た
が
〝
線
引
き
〞
な
ど
の
描
き
方
か
ら
得
ら
れ
る
表
現
効
果
を
論
じ
る
こ

と
も
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

だ
が
、
絵
画
の
作
風
や
様
式
、
絵
師
の
技
量
や
流
派
な
ど
の
問
題
を
論
じ
て
も
、
や
は
り

絵
画
を
論
じ
た
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

小
林
太
市
郎
氏
は
、
こ
れ
ま
で
の
美
術
史
家
が
美
術
「
作
品
を
様
式
史
や
技
法
史
の
材
料

に
は
使
う
け
れ
ど
も
作
品
そ
れ
じ
た
い
の
玩
味
は
忘
れ
」⑹

て
い
る
と
し
、「
作
品
そ
の
も
の
と

じ
っ
く
り
話
し
あ
い
理
解
し
あ
う
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
聞
か
な
か
っ
た
こ
と
ば
を
語
り
、
こ

れ
ま
で
見
な
か
っ
た
深
い
美
し
い
心
を
あ
ら
わ
し
て
く
る
の
に
び
っ
く
り
す
る
。」⑺

と
語
っ
て

い
る
が
、
稿
者
も
そ
の
意
見
に
賛
成
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
絵
画
の
技
法
や

様
式
、
流
派
や
絵
師
、
作
品
の
巧
拙
や
美
点
な
ど
、
作
品
を
愛
で
る
か
の
よ
う
な
、
鑑
賞
主

義
的
な
議
論
を
す
る
だ
け
で
な
く
、「
作
品
そ
れ
じ
た
い
」
の
分
析
が
必
要
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
絵
画
を
外
側
か
ら
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
絵
画
を
内
側
か
ら
と
き
ほ
ぐ
し
、
絵

画
の
語
り
＝
〈
絵
語
り
〉
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
読
み
解
か
な
け
れ
ば
そ
の
表
現
に
は
迫

れ
な
い
だ
ろ
う
。
で
は
、
絵
画
の
語
り
を
読
み
解
く
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。

三　

画
面
構
成
に
よ
る
絵
画
の
語
り

　

ま
ず
は
、
絵
画
の
画
面
構
成
の
問
題
に
注
目
し
た
い
。『
信
貴
山
縁
起
』
は
、「
視
点
の
自

在
な
転
位
・
移
動
が
特
徴
的
」
で
、「
視
覚
の
変
化
」
と
「
近
接
と
遠
望
の
操
作
」
に
よ
り

画
面
を
創
り
だ
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。⑻

例
え
ば
、

　
　

 

命
蓮
の
庵
を
描
く
画
面
。
前
景
に
は
遠
景
縮
小
の
山
の
頂
が
布
置
さ
れ
、
近
接
視
さ
れ

た
後
景
の
庵
と
の
奇
妙
な
齟
齬
感
が
あ
る
。
こ
の
前
・
後
景
の
ス
ケ
ー
ル
の
逆
転
は
、
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画
面
内
部
の
視
点
と
外
部
の
視
点
（
ス
ト
ー
リ
ー
を
出
入
り
す
る
視
点
）
の
相
対
化
で

あ
る
と
同
時
に
、
遠
景
縮
小
と
い
う
コ
ー
ド
に
よ
る
異
次
元
性
の
獲
得
で
も
あ
る
だ
ろ

う
。
こ
れ
は
信
貴
山
の
聖
性
を
暗
示
す
る
と
同
時
に
、
現
実
空
間
に
い
る
命
蓮
の
不
可

視
の
法
力
の
換
喩
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
聖
な
る
山
・
信
貴
山
の
超
越
性
は
遠
山
と
し

て
形
象
さ
れ
る
こ
と
で
、
象
徴
的
に
暗
示
さ
れ
る
。
例
え
ば
尼
公
の
巻
に
み
る
信
貴
山

の
圧
倒
的
全
容
。
思
え
ば
聖
命
蓮
の
偉
大
な
法
力
、
剣
の
護
法
を
遣
わ
し
米
俵
を
飛
び

立
た
せ
る
験
力
と
は
、
聖
な
る
山
・
信
貴
山
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

か
っ
た
か
。
信
貴
山
縁
起
絵
巻
の
詞
章
は
毘
沙
門
天
の
功
徳
に
収
斂
す
る
こ
と
で
「
縁

起
」
の
体
裁
を
整
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
真
の
主
題
と
は
む
し
ろ
命
蓮
の
法
力
を
可
能

と
し
た
信
貴
山
の
超
越
的
力
で
は
な
か
っ
た
か
。
遙
か
に
望
ま
れ
た
遠
山
は
、
こ
の
神

秘
の
力
・
偉
大
な
山
水
の
力
を
俯
瞰
の
視
点
・
山
の
全
貌
を
捉
え
る
あ
り
え
な
い
視
点

に
よ
る
こ
と
で
、
象
徴
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。「
命
蓮
の
庵
」
で
も
同
様
で
あ
ろ

う
。
一
瞥
で
き
る
狭
い
画
面
の
枠
内
で
、
出
来
事
生
起
の
場
と
前
景
の
自
然
景
は
均
質

な
空
間
的
連
続
性
を
持
た
ず
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
表
層
で
は
有
意
の
関
係
を
構
成
し
得
な

い
が
、
象
徴
の
コ
ー
ド
（
遠
景
縮
小
）
を
代
入
す
る
こ
と
で
聖
山
の
超
越
性
が
読
み
解

か
れ
る
構
造
と
い
っ
て
よ
い
。⑼

　
つ
ま
り
、『
信
貴
山
縁
起
』
で
は
、
信
貴
山
の
遠
景
縮
小
（「
象
徴
の
コ
ー
ド
」）
を
組
み
込

ん
だ
画
面
構
成
に
よ
っ
て
、
鑑
賞
者
に
、
縁
起
の
主
題
に
関
わ
る
よ
う
な
要
素
、「
聖
な
る

山
・
信
貴
山
の
超
越
性
」
を
語
り
出
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
尼
公
の
巻
「
大
仏
の
夢
告
を
得
る
」
の
画
面
に
は
、
異
時
同
図
法
（
一
つ
の
場
に

異
な
っ
た
時
間
を
描
く
技
法
）
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
時
を
経
て
も
動
か
ぬ
東
大
寺
大
仏
殿

が
、
大
仏
殿
の
「
脱
時
間
性
」「
永
遠
ま
た
は
不
変
」
を
語
り
だ
し
、「
神
智
の
時
間
」「
人

事
の
埒
外
に
あ
る
悠
久
の
時
間
」
と
し
て
鑑
賞
者
に
感
得
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。⑽

ま

た
、
延
喜
加
持
の
巻
で
剣
の
護
法
童
子
が
遣
わ
さ
れ
る
場
面
は
、
逆
勝
手
と
よ
ば
れ
る
技
法

（
出
来
事
の
生
起
の
順
を
逆
転
し
て
描
く
技
法
。
物
語
の
時
間
は
未
来
の
先
取
り
か
ら
逆
行

し
て
流
れ
る
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
技
法
は
、
一
般
的
に
は
「
絵
巻
の
ス
ト
ー
リ
ー

を
盛
り
上
げ
る
作
者
の
意
図
的
な
構
成
上
の
演
出
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、『
信

貴
山
縁
起
』
の
場
合
に
は
「
根
底
に
は
場
の
論
理
」
も
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
全

巻
を
通
じ
信
貴
山
は
左
に
配
さ
れ
る
。
数
々
の
奇
蹟
を
支
え
る
信
貴
山
は
あ
く
ま
で
も
目
指

さ
れ
る
土
地
で
」
あ
り
「
信
貴
山
を
左
に
禁
裏
を
右
に
置
く
と
い
う
景
観
配
置
が
必
然
的
に

招
き
寄
せ
る
結
果
と
し
て
の
、
表
現
効
果
の
企
図
」
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。⑾

　

そ
の
他
に
、
小
峯
和
明
氏
は
、「
宇
治
拾
遺
物
語
と
絵
巻
」⑿

の
な
か
で
、
本
縁
起
の
構
図
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

ま
た
、
人
物
の
注
視
に
関
し
て
い
え
ば
、
尼
公
が
民
家
の
入
口
に
し
ゃ
が
み
こ
ん
で
、

糸
を
つ
む
ぐ
女
と
語
っ
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
家
の
中
か
ら
赤
子
を
抱
い
た
女
と
そ
の

娘
が
見
つ
め
る
姿
が
左
手
に
配
さ
れ
、
さ
ら
に
右
側
の
隣
の
垣
か
ら
女
が
尼
公
を
見
つ

め
る
。
つ
ま
り
左
右
か
ら
見
つ
め
る
視
線
に
よ
っ
て
、
主
人
物
た
る
尼
公
が
浮
彫
り
に

さ
れ
る
仕
組
み
で
あ
る
。
家
の
左
手
前
で
歯
を
む
い
て
吠
え
か
か
る
犬
の
姿
も
効
果

的
。
先
の
飛
倉
の
段
に
も
通
ず
る
、
見
る
者
の
視
線
に
よ
る
対
象
の
浮
彫
り
法
で
あ
る

（
さ
ら
に
右
手
前
の
井
戸
で
水
く
む
女
も
ふ
り
む
い
て
尼
公
の
方
を
見
て
い
る
）。
画

面
に
点
在
す
る
人
物
は
、
あ
く
ま
で
主
人
物
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
に
「
見
る
人

物
」
と
し
て
登
場
し
、
機
能
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
『
信
貴
山
縁
起
』
は
画
中
の
人
物
を
用
い
て
主
人
物
を
浮
彫
に
す
る
と
い
う
手

法
を
も
駆
使
し
て
い
る
。
尼
公
の
巻
に
は
、
尼
公
の
従
者
が
〝
指
差
し
〞
を
し
な
が
ら
尼
公

に
何
か
を
語
り
か
け
て
い
る
場
面
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
こ
の
従
者
の
〝
指
差
し
〞
の
図
像

も
、
そ
の
よ
う
な
手
法
の
一
つ
と
し
て
何
か
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
信
貴
山
縁
起
』
に
お
け
る
画
面
構
成
に
関
す
る
論
考
を
み
て
き
た
が
、

画
面
構
成
は
、
絵
画
の
素
材
を
意
図
的
に
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
絵
巻
を
演
出
し
て
鑑
賞

者
の
目
を
楽
し
ま
せ
、
ま
た
、
絵
画
の
主
題
を
象
徴
的
に
語
り
出
し
た
り
、
主
人
物
を
浮
彫

に
し
た
り
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
画
面
構
成
は
〈
絵
語
り
〉
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

四　

物
語
と
は
直
接
関
係
の
な
い
絵
画
表
現

　
『
信
貴
山
縁
起
』
は
、
命
蓮
説
話
を
絵
画
化
し
た
も
の
で
、
絵
巻
に
は
物
語
の
内
容
が
描

か
れ
て
い
る
。
だ
が
、
実
際
に
画
面
を
見
て
み
る
と
、
ス
ト
ー
リ
ー
と
は
関
係
の
な
い
図
像
、

も
し
く
は
詞
書
や
説
話
に
は
な
い
図
像
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

佐
野
み
ど
り
氏
は
「
絵
解
き
・
説
話
絵
巻
の
語
り
口―

風
俗
表
現
の
意
味
と
機
能
」⒀

の
な

か
で
、
物
語
に
直
接
関
係
し
な
い
図
像
と
し
て
、「
腕
を
掻
く
男
」
な
ど
の
〝
絵
画
の
慣
用

句
的
表
現
〞
と
い
う
べ
き
風
俗
表
現
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
氏
は
『
松
崎
天
神
縁
起
』
第
四
巻
第
二
段
に
お
い
て
、
子
ど
も
を
足
蹴
り
に
す
る

男
性
の
図
像
は
、『
伴
大
納
言
絵
巻
』
中
巻
の
童
を
足
蹴
に
す
る
男
性
の
図
像
の
み
を
摘
出
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し
「
画
面
の
空
白
を
埋
め
る
添
景
と
し
て
修
辞
的
に
使
用
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
男
の
行
為

は
明
ら
か
に
詞
章
に
呈
示
さ
れ
た
プ
ロ
ッ
ト
か
ら
の
逸
脱
を
示
し
て
い
る
。」⒁

と
指
摘
し
て
い

る
が
、
こ
の
よ
う
な
「
画
面
の
空
白
を
埋
め
る
」
手
法
が
『
信
貴
山
縁
起
』
に
も
確
認
で
き

る
。

　

若
杉
準
治
氏
は
、『
信
貴
山
縁
起
』
で
は
、
異
な
っ
た
時
間
や
場
面
を
継
続
的
に
描
い
て

お
り
、「
本
来
接
続
し
な
い
空
間
を
続
け
て
描
く
こ
と
、
ま
た
同
一
の
事
物
が
複
数
回
現
れ

る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
無
理
な
く
見
せ
る
た
め
に
絵
師
は
新
た
な
工
夫
を
し
て
い
る
。」⒂

と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
そ
の
工
夫
と
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
と
場
面
の
間
に
一
定
の
間
隔
を

持
た
せ
、
か
つ
そ
の
間
を
霞
や
自
然
景
観
を
描
き
込
み
、
鑑
賞
者
の
目
を
自
然
に
誘
導
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
緩
衝
の
た
め
に
描
か
れ
る
の
は
、
霞
や
自
然
景
観
（
山
岳
）
だ
け
で

な
く
、
時
に
は
物
語
と
は
直
接
関
係
し
な
い
人
物
の
動
き
（
風
俗
）
で
あ
っ
た
り
す
る
。」⒃

と

述
べ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
家
永
三
郎
氏
は
、『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
が
倭
絵
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
る

作
品
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
、「
こ
と
に
飛
倉
巻
に
お
い
て
群
衆
の
描
写
が
す
ぐ
れ
て
い
る
こ

と
も
、
ま
た
こ
の
絵
巻
の
一
つ
の
特
色
を
な
す
点
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
亦
倭
絵
の

古
く
か
ら
の
伝
統
で
あ
っ
た
。」⒄

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
群
衆
の
描
写
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』

や
『
古
本
説
話
集
』
な
ど
の
言
語
テ
キ
ス
ト
に
は
記
述
さ
れ
て
お
ら
ず
、
家
永
氏
の
指
摘
す

る
よ
う
に
、
倭
絵
の
技
法
を
用
い
た
作
者
の
構
想
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
絵
画
は
単
に
物
語
を
伝
達
す
る
の
で
は
な
く
、〝
絵
画
の
慣
用
句
的
表
現
〞

や
言
語
テ
キ
ス
ト
に
遡
れ
な
い
図
像
を
画
面
に
組
み
込
み
な
が
ら
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
り
出

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
絵
画
独
自
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
語
り
口
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

五　

隠
喩
の
文
脈

　

尼
公
の
巻
に
は
、
尼
公
が
命
蓮
を
尋
ね
歩
き
、
老
人
に
話
し
か
け
て
い
る
そ
の
背
景
に
陰

陽
の
道
祖
神
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
図
像
は
、
詞
書
や
説
話
な
ど
の
言
語
テ
キ
ス
ト
で
は

語
ら
れ
て
い
な
い
部
分
で
あ
る
か
ら
、
絵
師
が
独
自
に
描
き
こ
ん
だ
も
の
と
言
え
る
。
そ
の

道
祖
神
を
小
林
太
市
郎
氏
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　

 

ま
ず
は
じ
め
に
、
い
ま
も
奈
良
の
博
物
館
の
う
し
ろ
に
あ
る
よ
う
な
小
さ
い
祠
が
陰
陽

の
二
本
の
木
の
下
に
あ
り
、
そ
の
傍
に
ま
る
い
女
陰
の
石
を
祀
っ
て
幣
串
が
五
つ
ば
か

り
あ
げ
て
あ
る
。
そ
れ
は
あ
き
ら
か
に
道
祖
神
の
祠
で
、
そ
の
陽
石
は
尼
公
が
最
初
に

弟
を
尋
ね
る
家
の
横
、
ち
ょ
う
ど
町
の
曲
り
角
に
太
く
立
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
陽
石

と
陰
石
と
が
か
よ
う
に
は
な
れ
て
あ
る
の
は
お
か
し
い
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、

そ
う
い
う
例
は
珍
し
く
な
い
。
こ
こ
で
は
両
石
が
ち
ょ
う
ど
道
を
隔
て
て
向
い
あ
っ
て

い
る
。
そ
し
て
も
と
は
こ
の
陽
石
の
傍
に
も
小
祠
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
（
以
下
省

略―

引
用
者
）⒅

　

そ
し
て
、

　
　

 

こ
の
陰
陽
二
石
の
あ
い
だ
の
道
で
、
尼
公
は
ま
ず
杖
を
つ
い
て
腰
の
屈
っ
た
老
人
に
命

蓮
を
た
ず
ね
て
い
る
。
二
人
と
も
お
な
じ
よ
う
に
腰
ま
が
り
、
同
じ
よ
う
に
杖
つ
い
た

男
女
の
二
人
が
お
互
い
に
お
な
じ
よ
う
に
か
ま
え
て
向
き
合
っ
て
い
る
格
好
が
た
ま
ら

な
く
お
も
し
ろ
い
。
し
か
も
尼
公
が
陰
石
の
側
に
、
老
人
が
陽
石
の
側
に
い
る
こ
と
も

注
意
す
べ
き
で
あ
る
。⒆

と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
構
図
に
関
し
て
、
桜
井
好
朗
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 「
尼
公
巻
」
で
「
あ
ね
の
あ
ま
ぎ
み
」（「
い
も
う
と
の
あ
ま
ぎ
み
」
と
も
あ
る
）
は
、〈
信

濃
↓
東
大
寺
↓
信
貴
山
〉
と
い
う
、
命
蓮
と
同
じ
コ
ー
ス
を
た
ど
っ
て
「
山
」
の
世
界

に
入
る
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
俄
然
こ
の
絵
巻
の
世
界
に
は
〝
性
〞
の
問
題
が
露
出
す

る
。
尼
公
は
命
蓮
の
所
在
を
尋
ね
て
奈
良
を
歩
き
回
っ
た
。
道
祖
神
の
小
祠
の
前
で
老

翁
に
話
し
か
け
る
場
面
で
、
尼
公
は
陰
石
を
背
に
し
、
老
翁
の
側
に
陽
石
が
立
っ
て
い

る
。
す
で
に
そ
こ
に
〝
性
〞
が
暗
示
さ
れ
て
い
た
。⒇

つ
ま
り
、
道
祖
神
の
小
祠
の
前
で
尼
公
が
老
翁
に
話
し
か
け
る
場
面
は
、
尼
公
と
命
蓮
が
再

会
し
共
同
生
活
を
営
ん
で
か
ら
現
れ
る
〝
性
〞
の
文
脈
を
、
複
線
的
に
語
り
出
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
氏
は
、

　
　

 
笠
井
昌
昭
氏
は
尼
公
を
「
地
母
神
を
内
包
す
る
吉
祥
天
の
化
身
」
と
し
、
毘
沙
門
天
の

化
身
た
る
命
蓮
と
対
を
な
す
も
の
と
し
た
が
、
さ
ら
に
、
ひ
か
え
め
な
が
ら
、
オ
ナ
リ

神
の
問
題
を
予
感
し
た
。
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
次
元
で
は
尼
公
を
吉
祥
天
と
解
釈

す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
神
話
的
構
造
の
範
疇
に
お
い
て
と
ら
え
れ
ば
、
尼

公
は
オ
ナ
リ
神
を
背
負
っ
て
い
る
。
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と
述
べ
て
い
る
。
笠
井
昌
昭
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
命
蓮
と
再
会
し
た
尼
公
は
「
吉

祥
天
の
化
身
」
や
「
オ
ナ
リ
神
」
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
尼
公
は
そ
れ
ら
を

暗
示
し
て
い
る
記
号
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
尼
公
の
巻
は
、
姉
・
尼
公
と
弟
・
命
蓮
の
単
な
る
邂
逅
譚
で
は

な
く
、
尼
公
に
よ
っ
て
隠
喩
さ
れ
る
「
吉
祥
天
の
化
身
」
や
「
オ
ナ
リ
神
」
の
文
脈
が
、
そ

の
背
後
に
流
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

六　

主
題
の
複
層
性

　
『
信
貴
山
縁
起
』
は
、
従
来
、
信
貴
山
の
本
尊
毘
沙
門
天
の
功
徳
利
生
を
語
っ
た
も
の
と

さ
れ
て
い
る
（
下
店
静
市
「
信
貴
山
縁
起
の
内
容
」『
画
説
』
二
十
三
、
東
京
美
術
研
究
所
、

1938

、
な
ど
）。
だ
が
、
縁
起
の
主
題
で
あ
る
毘
沙
門
が
画
面
に
描
か
れ
て
い
な
い
の
は
周

知
の
通
り
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
阿
部
泰
郎
氏21

は
、
尼
公
の
巻
で
、
尼
公
が
東
大
寺
の
大
仏
殿
の
前

で
ひ
と
夜
を
明
か
す
場
面
に
「
大
仏
殿
の
東
側
の
扉
を
僅
か
に
開
け
て
四
天
王
の
う
ち
多
聞

天
像
の
下
半
身
を
ち
ら
り
と
の
ぞ
か
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
紛
れ
も
な
く
信
貴
山
の
毘
沙
門

を
暗
示
さ
せ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
小
林
太
市
郎
氏
は
、
こ
の
図
像
を
「
毘
沙
門
天
」
と
し

て
い
る22

）。
つ
ま
り
絵
巻
で
は
、
信
貴
山
の
本
尊
で
あ
る
毘
沙
門
天
を
は
っ
き
り
と
描
か
な

い
も
の
の
、
大
仏
殿
の
扉
か
ら
わ
ず
か
に
「
多
聞
天
像
」
を
の
ぞ
か
せ
「
毘
沙
門
天
」
を
暗

示
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、「
信
貴
山
の
本
尊
毘
沙
門
天
の
功
徳
利
生
」
と
い
う
文
脈
を
、
命

蓮
の
奇
蹟
譚
と
い
う
表
層
的
な
文
脈
と
重
な
る
か
の
よ
う
に
、
複
層
的
に
絵
巻
が
語
り
出
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
信
貴
山
縁
起
』
の
文
脈
に
関
し
て
、『
信
貴
山
縁
起
』
が
「
信
貴
山
の
本
尊
毘
沙

門
天
の
功
徳
利
生
」
譚
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
法
華
経
持
経
者
命
蓮
の
霊
験
譚
と
し
て

も
、
絵
巻
が
語
り
出
し
て
い
る
と
い
う
竹
村
信
治
氏
の
指
摘
が
あ
る
。23

　

氏
は
ま
ず
尼
公
の
巻
の
前
巻
、
延
喜
加
持
の
巻
に
て
、
命
蓮
の
堂
に
八
巻
の
法
華
経
が
描

か
れ
て
い
る
こ
と
、
正
史
に
も
命
蓮
と
『
法
華
経
』
と
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

命
蓮
の
『
法
華
経
』
持
経
者
と
し
て
の
効
験
を
、
延
喜
加
持
の
巻
に
お
い
て
読
み
取
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
『
法
華
経
』
の
文
脈
を
尼
公
巻
に
も
読
み
取
り
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
　

 「
延
喜
加
持
の
巻
」
の
『
法
華
経
』
持
経
者
命
蓮
に
目
を
と
め
た
者
が
「
尼
公
の
巻
」

に
も
『
法
華
経
』
の
文
脈
を
た
ど
り
は
じ
め
る
契
機
は
、
尼
公
に
よ
る
衲
贈
与
の
場
面

に
あ
っ
た
。
い
く
つ
か
の
出
来
事
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
の
巻
に
あ
っ
て
、
尼
公
に

よ
る
衲
贈
与
の
場
面
は
最
末
尾
に
位
置
し
、
姉
弟
再
会
の
物
語
の
後
日
譚
と
も
み
な
さ

れ
る
あ
つ
か
い
だ
が
、
上
に
見
た
と
お
り
画
面
の
構
図
は
時
間
的
広
が
り
を
備
え
、
旅

姿
の
尼
公
か
ら
衲
を
与
え
ら
れ
た
場
面
、
衲
に
身
を
包
ん
で
尼
公
に
経
を
説
く
様
、
年

老
い
て
後
の
衲
姿
で
の
読
誦
と
、
異
時
同
図
法
で
贈
与
の
後
の
出
来
事
が
一
連
な
り
に

語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
画
面
の
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
時
に
眼
に
と
ま
る
の
は
、
や
は

り
聖
が
い
つ
も
経
を
手
に
し
て
現
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
経

は
『
法
華
経
』
と
看
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
衲
に
身
を
包
ん
で
読
誦
に
余
念
の
な
い
『
法

華
経
』
持
経
者
命
蓮
の
姿
が
時
の
移
り
を
見
せ
か
け
な
が
ら
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
か
ら
、
読
誦
の
功
徳
は
衲
に
染
み
込
ん
で
い
っ
た
、
と
読
み
取
る
こ
と
は
容

易
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。24

　

さ
ら
に
こ
れ
に
続
け
て
、「『
法
華
経
』
読
誦
の
功
徳
の
染
み
込
ん
だ
衣
、
こ
れ
は
空
也
と

松
尾
明
神
の
物
語
を
想
い
起
こ
さ
せ
る
。」25

と
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　

 

空
也
は
、
経
を
読
誦
し
て
「
如
来
の
衣
」
に
覆
わ
れ
、
そ
の
柔
和
忍
辱
の
心
を
も
っ
て

明
神
に
法
施
の
か
わ
り
の
〝
法
華
ノ
衣
〞
を
奉
る
。
命
蓮
は
、
読
誦
の
功
つ
も
っ
て
如

来
な
ら
ぬ
尼
公
か
ら
衲
を
与
え
ら
れ
、
こ
れ
に
身
を
包
ん
で
更
に
功
を
積
む
。
そ
し

て
、
柔
和
忍
辱
の
心
を
も
っ
て
尼
公
に
経
を
説
き
、
ま
た
や
が
て
信
貴
山
参
詣
の
衆
生

に
〝
衲
の
や
れ
〞
を
介
し
て
結
縁
を
与
え
て
い
く
。「
法
華
ノ
衣
」
に
覆
わ
れ
た
松
尾

明
神
は
「
悪
業
ノ
霜
消
エ
、
煩
悩
ノ
嵐
吹
キ
止
」
ん
だ
と
い
う
。〝
衲
の
や
れ
〞
を
も
っ

て
結
縁
す
る
衆
生
が
こ
れ
を
「
ま
も
り
」
と
し
た
の
も
ま
た
、
同
様
の
功
徳
力
を
求
め

て
の
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
　

 　

絵
巻
の
〝
衲
〞
が
空
也
の
物
語
を
呼
び
起
こ
す
仕
掛
け
と
し
て
あ
る
、
と
い
う
の
で

は
な
い
。
空
也
の
〝
法
華
ノ
衣
〞
が
『
法
華
経
』
の
「
如
来
の
衣
」
に
関
わ
っ
て
い
た

よ
う
に
、
命
蓮
の
〝
衲
〞
も
『
法
華
経
』
と
の
コ
ー
ド
を
も
っ
た
図
像
だ
ろ
う
と
言
い

た
い
ば
か
り
だ
。26

　

こ
の
よ
う
に
、
尼
公
巻
に
お
い
て
も
『
法
華
経
』
の
文
脈
は
衲
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。
そ
し
て
氏
は
次
の
よ
う
に
『
信
貴
山
縁
起
』
の
〈
絵
語
り
〉
の
構
図
を
読
み
と

い
て
い
く
。
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さ
て
、
上
の
ご
と
く
Ⅲ
「
尼
公
の
巻
」
の
〝
衲
〞
に
命
蓮
の
〝
法
華
ノ
衣
〞
を
う
か
が

う
時
、『
信
貴
山
縁
起
』
の
〈
絵
語
り
〉
の
構
図
に
か
か
わ
る
一
文
脈
が
見
え
て
く
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
Ⅲ
巻
は
見
た
と
お
り
命
蓮
の
『
法
華
経
』
読
誦
の
功
徳
力
を

〝
衲
〞
に
付
与
集
約
さ
せ
る
物
語
。
そ
し
て
こ
れ
は
命
蓮
と
結
縁
す
る
媒
体
と
し
て
、

人
々
の
〝
ま
も
り
〞
と
な
っ
て
い
く
。
一
方
、
Ⅱ
「
延
喜
加
持
の
巻
」
は
命
蓮
の
『
法

華
経
』
読
誦
の
功
徳
を
証
か
す
霊
験
譚
。
さ
ら
に
Ⅰ
「
飛
倉
の
巻
」
の
不
思
議
は
こ
の

Ⅱ
の
『
法
華
経
』
の
絵
柄
か
ら
遡
っ
て
説
明
さ
れ
、
Ⅰ
Ⅱ
巻
の
話
題
は
『
法
華
経
』
持

経
者
を
め
ぐ
る
功
力
霊
験
譚
二
種
と
し
て
〈
絵
語
り
〉
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に

な
る
。27

　

こ
の
よ
う
に
、
延
喜
加
持
の
巻
に
お
い
て
描
か
れ
た
『
法
華
経
』
八
軸
か
ら
、
延
喜
加
持

の
巻
を
『
法
華
経
』
持
経
者
の
霊
験
譚
と
読
ん
だ
鑑
賞
者
は
、
尼
公
の
巻
で
も
『
法
華
経
』

の
文
脈
を
読
み
取
り
、
さ
ら
に
は
飛
倉
の
巻
に
ま
で
『
法
華
経
』
の
文
脈
を
た
ど
る
こ
と
が

出
来
る
。
こ
の
こ
と
は
、
逆
に
い
え
ば
『
信
貴
山
縁
起
』
が
信
貴
山
中
興
の
命
蓮
の
物
語
を
、

『
法
華
経
』
持
経
者
命
蓮
の
物
語
と
し
て
語
り
だ
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
も

し
そ
れ
が
正
鵠
を
得
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
『
信
貴
山
縁
起
』
に
『
法
華

経
』
の
文
脈
を
た
ど
る
論
は
、〈
絵
語
り
〉
を
め
ぐ
っ
て
、
詞
書
な
ど
の
文
字
テ
キ
ス
ト
に

は
な
く
、
か
つ
当
時
の
技
法
的
な
問
題
や
絵
画
の
慣
用
句
に
還
元
で
き
な
い
よ
う
な
要
素
を

絵
師
が
描
い
て
い
る
と
い
っ
た
問
題
を
惹
起
す
る
。
つ
ま
り
、
説
話
を
絵
画
化
す
る
際
に
、

絵
師
が
、
命
蓮
の
物
語
を
、
説
話
と
は
別
の
『
法
華
経
』
持
経
者
と
し
て
の
命
蓮
像
を
も
と

り
込
ん
だ
物
語
と
し
て
表
現
し
た
と
い
う
出
来
事
が
〈
絵
語
り
〉
の
あ
り
方
と
し
て
重
要
な

の
で
あ
る
。
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
絵
語
り
〉
を
「〈
他
者
の
こ
と
ば
〉
た
る
説
話
〈
語
り
〉

の
翻
訳
の
間
に
『
他
者
の
言
葉
』
を
参
照
し
つ
つ
さ
ま
ざ
ま
な
〝
部
分
の
物
語
〞
を
描
き
込

ん
で
語
り
を
拡
散
さ
せ
る
〈
絵
語
り
〉」28

と
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
文
字
テ
キ
ス
ト
を

絵
画
化
す
る
と
い
う
、〈
絵
語
り
〉
の
行
為
性
を
め
ぐ
る
問
題
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な

ろ
う
。

七　

お
わ
り
に

　

以
上
、『
信
貴
山
縁
起
』
の
画
面
に
関
す
る
論
考
を
み
て
き
た
。
絵
画
の
技
法
や
様
式
、

流
派
や
絵
師
、
作
品
の
巧
拙
や
美
点
を
述
べ
る
鑑
賞
主
義
的
な
論
か
ら
、
絵
画
の
語
り
に
触

れ
た
論
ま
で
取
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
か
と
思
う
。
本
稿
の
課
題
は
、
冒
頭
に
も
述
べ
た

と
お
り
、
絵
画
を
ど
う
読
む
か
、
何
が
読
ま
れ
る
べ
き
こ
と
と
し
て
あ
る
の
か
の
考
察
に
あ

る
。
そ
う
し
た
関
心
に
し
た
が
っ
て
こ
こ
ま
で
と
り
あ
げ
た
論
考
を
あ
ら
た
め
て
概
観
す
る

な
ら
ば
、
小
林
太
市
郎
氏
の
提
言
す
る
「
作
品
そ
れ
じ
た
い
」
が
読
ま
れ
る
べ
き
対
象
と
し

て
あ
り
、
そ
の
「
作
品
そ
れ
じ
た
い
」
の
表
現
を
絵
画
の
語
り
＝
〈
絵
語
り
〉
に
即
し
て
解

明
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
し
か
も
そ
う
し
た
〈
絵
語
り
〉
の
解

明
に
向
け
た
議
論
で
は
、〈
絵
語
り
〉
を
め
ぐ
っ
て
い
く
つ
も
の
レ
ベ
ル
が
と
り
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。
画
面
構
成
に
よ
る
絵
画
の
語
り
、
物
語
と
は
直
接
関
係
し
な
い
図
像
を
描
き
ス

ト
ー
リ
ー
を
語
っ
て
い
く
絵
画
独
自
の
語
り
口
、
そ
し
て
、
絵
画
の
背
後
に
流
れ
て
い
る
隠

喩
と
し
て
の
文
脈
、
表
層
的
な
主
題
に
い
く
つ
か
の
文
脈
を
重
ね
合
わ
せ
語
り
出
さ
れ
る
複

層
的
な
文
脈
。
絵
画
「
作
品
そ
れ
じ
た
い
」
の
読
解
は
、
こ
う
し
た
〈
絵
語
り
〉
を
め
ぐ
る

い
く
つ
も
の
レ
ベ
ル
を
視
野
に
入
れ
て
行
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
諸
レ

ベ
ル
の
〈
絵
語
り
〉
の
内
、
稿
者
に
と
っ
て
最
も
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
隠
喩
の
文
脈
や
複

層
的
な
文
脈
を
語
り
出
す
構
造
を
絵
画
が
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
構
造

は
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
が
『
物
語
の
構
造
分
析

29』
の
序
説
で
述
べ
て
い
る
物
語
を
構
成
し
て

い
る
最
小
単
位
の
「
機
能
体
」
と
「
指
標
」
の
関
係
と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
絵
画
を
読

む
と
は
絵
画
の
構
造
を
読
む
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、〈
絵
語
り
〉
の

主
体
は
作
者
で
は
な
く
、
絵
画
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
は
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

今
回
取
り
あ
げ
た
『
信
貴
山
縁
起
』
は
説
話
画
で
あ
る
。
見
て
き
た
よ
う
な
〈
絵
語
り
〉

性
を
、
ジ
ャ
ン
ル
の
異
な
る
絵
画
が
す
べ
て
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
ま

た
逆
に
、
今
回
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
〈
絵
語
り
〉
の
レ
ベ
ル
と
い
う
も
の
が
他
ジ
ャ
ン
ル
に

は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
で
は
説
話
画
を
扱
っ
た
が
、
今
後
は
物
語
絵
巻
や
軍
記
絵

巻
、
屏
風
絵
や
障
子
絵
、
寺
社
参
詣
曼
荼
羅
や
師
像
絵
な
ど
の
仏
教
絵
画
等
、
様
々
な
ジ
ャ

ン
ル
を
も
視
野
に
い
れ
て
〈
絵
語
り
〉
の
諸
レ
ベ
ル
を
解
明
す
る
と
と
も
に
、〈
絵
語
り
〉

に
即
し
た
絵
画
テ
キ
ス
ト
の
読
解
を
試
み
た
い
。

【
注
】

⑴ 　
『
信
貴
山
縁
起
』
は
、
奈
良
朝
護
孫
寺
蔵
の
三
巻
か
ら
な
る
絵
巻
物
で
、
制
作
は
平
安

時
代
の
末
、
十
二
世
紀
後
半
と
い
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
描
か
れ
た
内
容
は
九
世
紀
末
か

ら
十
世
紀
初
め
に
実
在
し
た
信
貴
山
の
僧
命
蓮
に
関
す
る
三
つ
の
奇
蹟
譚
で
あ
り
、
詞
書

と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
説
話
が
『
古
本
説
話
集
』
と
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
に
収
録
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、『
信
貴
山
縁
起
』
は
命
蓮
説
話
を
絵
画
化
し
た
〝
説
話
画
〞
と
い
う
こ
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（8）

井上　　泰

Argument of description of pictures ―Introduction

Yasushi Inoue　

　　This paper is related with description of pictures. The paper about the "Shigisan-Engi" was 
summarized, and consideration was tried about the reading of pictures, surveying how pictures 
have been read. Pictures have so far been discussed by various methods. But, pictures cannot be 
interpreted even if it discusses the technique, a style and a painter, and school of a work. The 
work itself needs to be analyzed. As a result of summarizing the paper of the "Shigisan-Engi", 
there were some papers which are analyzing the work itself. And it became clear that there were 
some stages in description of pictures.

　Key words: description of pictures，Emaki，Shigisan-Engi
　キーワード：絵語り，絵巻，信貴山縁起
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