
『
浄
瑠
璃
物
語
』
の
本
文
と
絵

－
　
そ
の
関
連
性
と
増
補
を
め
ぐ
っ
て
　
ー

は
じ
め
に

筆
者
は
こ
れ
ま
で
『
住
吉
物
語
』
に
つ
い
て
二
、
三
の
論
考
を
発
表
し
て
き

た
。
そ
れ
ら
の
拙
稿
に
お
い
て
は
、
『
住
吉
物
語
』
　
の
退
品
に
は
特
に
絵
巻
や

奈
良
絵
本
が
多
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
本
文
と
絵
を
総
合
的
に
考
察
す
る
、
と
い

う
方
法
論
を
と
っ
て
き
た
。
従
来
、
国
文
学
研
究
の
立
場
に
お
い
て
は
、
対
象

が
絵
巻
や
奈
良
絵
本
で
あ
っ
て
も
、
本
文
を
主
と
し
、
絵
は
従
と
し
て
見
落
と

さ
れ
が
ち
で
、
絵
が
本
文
の
関
連
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難

い
状
況
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
画
面
は
本
文
に
基
づ
い
て
絵
画
化

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
当
然
図
様
は
本
文
の
内
容
を
物
語
る
も
の
で

あ
り
、
本
文
研
究
の
重
要
な
資
料
と
し
て
活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

王
朝
貴
族
が
愛
好
し
た
物
語
絵
は
、
室
町
中
期
頃
か
ら
公
家
、
武
家
、
町
衆

へ
と
愛
好
の
層
が
広
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
ー
マ
も
作
風
も
多
様
に
な
り
、

多
種
の
作
品
が
生
ま
れ
た
。
特
に
、
奈
良
絵
本
と
呼
ば
れ
る
特
殊
な
作
品
の
出

伊

　

藤

　

学

　

人

現
は
、
そ
の
需
要
層
の
広
が
り
を
明
瞭
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
作
品

は
町
絵
師
の
手
に
な
る
も
の
が
多
く
、
中
に
は
工
房
に
お
い
て
量
産
さ
れ
た
と

み
ら
れ
る
も
の
も
あ
り
、
そ
の
性
格
上
、
一
部
の
古
典
を
除
い
て
、
本
文
や
絵
一

に
創
作
、
改
変
、
増
補
、
省
略
な
ど
が
か
な
り
自
由
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
　
1
7

そ
れ
ぞ
れ
の
T
ス
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
は
本
文
と
絵
が
絡
み
合
っ
て
異
本
－

が
生
ま
れ
て
お
り
、
必
然
的
に
本
文
と
絵
を
総
合
的
に
検
討
し
、
考
察
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

一
体
に
、
本
文
の
増
補
、
あ
る
い
は
省
略
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
多
く

の
場
合
両
説
が
並
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
客
観
的
に
本

文
の
校
異
を
精
査
し
て
も
、
最
終
的
に
は
主
観
的
判
断
に
拠
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

と
こ
ろ
が
本
文
と
絵
の
密
接
な
関
連
を
解
析
し
得
た
場
合
は
、
そ
の
事
倍
は
異

な
る
。
そ
こ
に
は
制
作
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
知
ら
れ
、
制
作
者
の
物
語
享

受
の
一
面
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

絵
大
本
は
、
特
に
巻
子
本
の
場
合
、
錯
簡
を
生
じ
る
こ
と
も
多
い
が
、
画
面



の
図
様
の
改
変
、
あ
る
い
は
別
の
場
面
へ
転
用
さ
れ
て
い
る
場
合
、
ま
た
図
様

の
一
部
が
応
用
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
場
合
で
も
、

そ
の
過
程
を
示
す
痕
跡
が
ど
こ
か
に
退
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
痕
跡

を
解
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
流
の
過
程
に
生
じ
た
変
異
を
客
観
的
に
的
確

に
証
明
し
、
そ
の
本
の
も
つ
性
格
や
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ソ
ス
ま
で
解
明
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
る
。
客
観
的
事
象
と
し
て
把
握
し
、
正
確
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
認
識
の
上
に
立
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
『
浄
瑠
璃
物
語
』

の
一
本
を
と
り
上
げ
、
本
文
と
絵
の
関
連
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思

う
0

『
浄
瑠
璃
物
語
』
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
信
多
純
一
氏
が
、
現
存
諸
本
は
す

べ
て
原
本
を
縮
小
省
筆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
、
と
い
う
旨
の
指

摘
を
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
上
述
の
よ
う
に
、
物
語
の
伝
流
過
程
に
お
い
て

は
、
増
補
と
省
略
の
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
も
並
存
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
画
面
を
中
心
に
そ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

図
1
は
横
山
重
氏
旧
蔵
の
浄
瑠
璃
物
語
絵
巻
（
現
在
サ
ソ
ト
リ
ー
美
術
館
戒
、

三
巻
、
室
町
末
－
桃
山
期
成
立
）
第
1
2
図
で
あ
る
。
か
つ
て
赤
木
文
庫
に
は

浄
瑠
璃
物
語
絵
巻
が
二
種
あ
り
、
甲
本
・
乙
本
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
そ
の
甲

本
に
該
当
す
る
（
以
下
、
赤
木
甲
本
と
略
称
）
。
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赤
木
甲
本
と
同
系
統
の
絵
巻
に
は
、
赤
木
乙
本
（
四
巻
、
江
戸
初
期
頃
成
立
）

の
ほ
か
に
、
大
鳥
神
社
戎
本
（
二
巻
、
江
戸
初
期
頃
成
立
）
が
あ
る
。
そ
の
中

で
こ
こ
に
赤
木
甲
本
を
と
り
上
げ
た
理
由
は
、
現
存
『
浄
瑠
璃
物
語
』
諸
本
中

も
っ
と
も
成
立
年
代
が
古
い
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
本
文
と
絵
の
伝
流
過
程

を
た
ど
っ
て
ゆ
く
の
に
適
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
こ
の
第
1
2
図
が
特
に
注
目

さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
赤
木
乙
本
や
大
鳥
神
社
本
は
成
立
年
代
が
降
る
上
に
、

第
1
2
図
に
該
当
す
る
画
面
が
な
い
。

『
浄
瑠
璃
物
語
』
は
、
御
曹
司
が
三
河
国
・
矢
作
の
宿
の
長
老
の
娘
・
浄
瑠

璃
姫
と
一
夜
の
契
り
を
結
び
、
そ
の
後
奥
州
平
泉
を
さ
し
て
下
っ
て
ゆ
く
物
語

で
あ
る
。
途
中
、
駿
河
国
・
吹
上
浜
で
重
病
に
か
か
り
、
一
旦
死
に
瀕
す
る
が
、

か
け
つ
け
た
浄
瑠
璃
姫
の
愛
に
よ
っ
て
蘇
生
、
再
び
平
泉
を
め
ざ
す
。

第
1
2
図
は
、
ま
さ
に
御
曹
司
と
浄
瑠
璃
姫
が
一
夜
を
共
に
し
た
そ
の
翌
朝
の

場
面
で
あ
る
。
対
応
す
る
赤
木
甲
本
の
本
文
を
次
に
掲
げ
る
（
句
読
点
、
濁
点

等
を
私
に
付
し
た
。
以
下
同
様
）
。

れ
い
の
花
も
の
ま
へ
、
か
ら
の
こ
御
し
ょ
を
、
し
の
び
出
、
大
か
た
ど
の

に
、
ま
い
り
つ
ゝ
、
こ
の
よ
し
か
く
と
ぞ
、
つ
げ
申
。
は
1
の
ち
ゃ
う
じ

ゃ
は
、
き
こ
し
め
し
、
大
き
に
さ
は
が
せ
給
ひ
っ
1
、
十
二
人
の
女
は
う

た
ち
を
、
め
し
ぐ
し
て
、
こ
御
所
を
さ
し
て
ぞ
、
う
つ
ら
れ
け
る
。
十
五

や
御
ぜ
ん
は
、
大
か
た
ど
の
を
み
つ
け
申
、
上
る
り
ご
ぜ
ん
の
、
や
ど
ら

れ
け
る
、
ひ
と
ま
所
に
、
ま
い
り
つ
ゝ
、
こ
の
よ
し
か
く
と
ぞ
、
申
け
る
。

御
ざ
う
L
は
、
き
こ
し
め
し
、
ゑ
ぼ
し
、
ひ
た
ゝ
れ
、
た
ち
、
か
た
な
に

は
、
こ
た
か
の
い
ん
を
、
む
す
ん
で
か
け
、
あ
る
ひ
は
、
し
ら
は
と
ゝ
、
な

し
給
ひ
、
き
ち
じ
が
や
ど
へ
ぞ
、
う
つ
さ
れ
け
る
。
我
が
み
に
は
、
き
り
の

い
ん
を
、
む
す
ん
で
か
け
、
こ
の
は
が
く
れ
を
し
て
こ
そ
、
お
は
し
ま
す
。

［
絵
第
1
2
図
］

は
ゝ
の
ち
ゃ
う
じ
ゃ
は
、
『
い
ま
は
は
や
、
き
ち
じ
が
、
わ
つ
ば
は
、
な
き

ぞ
』
と
、
こ
1
ろ
え
て
、
「
い
か
に
さ
ぷ
ら
ふ
、
上
る
り
御
ぜ
ん
。
か
ね
た

か
、
う
き
世
に
お
は
せ
し
と
き
、
み
ね
の
や
く
L
へ
、
き
せ
い
申
し
は
、
の

ち
の
世
の
、
か
た
み
の
た
め
と
、
お
も
ひ
し
に
、
よ
し
な
き
こ
ゝ
ろ
を
、
も

つ
人
は
、
た
の
み
て
も
、
何
か
せ
ん
。
け
ふ
よ
り
し
て
は
、
ふ
け
う
た
る
べ

し
。
こ
御
所
を
も
、
い
だ
す
べ
L
と
は
、
お
も
へ
ど
も
、
こ
御
所
の
う
ち
を
一

ば
、
ゆ
る
す
べ
し
」
と
、
の
給
ひ
て
、
大
か
た
ど
の
は
、
か
へ
ら
れ
け
り
。
　
1
9

要
す
る
に
、
「
花
も
の
前
」
が
御
曹
司
と
浄
瑠
璃
姫
の
情
事
を
空
ロ
し
、
母
－

の
「
大
方
殿
」
が
急
い
で
か
け
つ
け
た
と
こ
ろ
、
御
曹
司
は
「
桐
の
印
」
を
結

ん
で
「
木
の
葉
が
く
れ
」
を
し
て
姿
を
隠
し
て
い
た
の
で
、
浄
瑠
璃
姫
ひ
と
り

を
責
め
る
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
第
1
2
図
を
子
細
に
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
人
物
に
つ
い
て
は
、
室
内
の
中
央
上
方
が
大
方
殿
。
右
側
上
方
が
小
太

夫
殿
（
女
房
）
、
下
方
が
花
も
の
前
（
女
房
）
。
そ
し
て
大
方
殿
と
向
き
合
う
形

で
左
側
上
方
に
御
曹
司
、
下
方
に
浄
瑠
璃
姫
の
姿
が
措
か
れ
て
い
る
。

次
に
、
御
曹
司
の
供
の
す
ぐ
右
側
に
勾
玉
よ
う
の
も
の
が
二
つ
描
か
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
桐
の
薬
と
み
ら
れ
、
「
木
の
薬
が
く
れ
」
を
し
て
い
る
さ
ま
を



表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
御
曹
司
の
姿
は
描
か
れ
て
は

い
る
が
、
誰
の
目
に
も
見
え
な
い
約
束
に
な
っ
て
い
る
。

次
に
、
室
内
下
方
に
情
事
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
の
夜
具
が
描
か
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
情
事
の
行
わ
れ
た
夜
具
を
横
目
に
見
な
が
ら
、
大
方
殿
が
浄
瑠
璃

姫
を
詔
貴
し
て
い
る
図
様
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
絵
に
つ
い
て
、
信
多
純
一
氏
は
、
「
御
曹
司
の
傍
に
、
大
き
い
木
の
葉

二
葉
を
描
く
あ
た
り
、
ほ
ほ
え
ま
し
い
」
　
（
『
L
や
う
る
り
　
十
六
段
本
』
、
昭

和
5
7
年
、
大
学
堂
書
店
）
　
と
だ
け
コ
メ
ソ
ト
さ
れ
て
お
り
、
夜
具
に
つ
い
て
は

全
く
触
れ
て
お
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
筆
者
は
、
こ
の
夜
具
に
何
か
奇
異
な
印
象
を
受
け
た
。
情
事
が
行
わ

れ
た
夜
具
が
露
骨
l
F
こ
措
か
れ
て
小
る
な
ど
通
常
で
．
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
り

こ
の
よ
う
な
疑
問
を
も
ち
な
が
ら
、
第
1
2
図
を
詳
細
に
観
察
し
て
み
る
と
、

い
く
つ
も
の
問
題
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
次
に
列
挙
し
て
み
る
と
、

（
1
）
御
曹
司
は
「
木
の
葉
が
く
れ
」
　
で
姿
を
隠
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
特
に
画
面
に
措
く
必
要
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
描
か

れ
て
い
る
。

（
2
）
　
本
文
に
、
「
烏
帽
子
、
直
垂
、
太
刀
、
刀
に
は
小
鷹
の
印
を
結
ん
で

か
け
、
あ
る
ひ
は
自
鳩
と
な
し
給
ひ
、
書
次
が
宿
へ
ぞ
移
さ
れ
け
る
」
　
と

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
御
曹
司
は
烏
帽
子
を
着
け
直
垂
を
着
て
い
る
。

ま
た
夜
具
の
枕
元
に
は
太
刀
が
一
振
描
か
れ
て
い
る
。

（
3
）
　
大
方
殿
が
な
ぜ
か
尼
姿
に
措
か
れ
て
い
る
。

大
方
殿
は
髪
を
布
で
覆
い
、
明
ら
か
に
尼
姿
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
試
み

に
日
葡
辞
書
を
見
る
と
、
「
高
貴
な
未
亡
人
」
と
い
う
説
明
が
あ
る
の
み

で
、
出
家
し
た
人
と
い
う
定
義
は
な
い
。
む
ろ
ん
、
赤
木
甲
本
の
本
文
の

ど
こ
に
も
母
の
長
者
が
出
家
し
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

（
4
）
　
前
栽
に
す
す
き
や
菊
の
よ
う
な
花
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
秋
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
本
文
で
は

春
の
設
定
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
赤
木
甲
本
第
1
図
か
ら
第
1
3
図

（
こ
の
間
、
殆
ど
一
、
二
日
し
か
経
過
し
て
い
な
い
）
　
ま
で
の
殆
ど
に
梅

ま
た
は
桜
が
措
か
れ
て
い
る
の
で
、
秋
草
は
い
か
に
も
唐
突
で
あ
る
。

（
5
）
情
事
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
の
夜
具
な
ら
ば
、
枕
が
二
個
措
か
れ
て
い
て

滝
上
事
の
に
、
．
な
ぜ
か
一
個
し
か
描
か
れ
て
小
な
い
。
な
ぜ
一
個
な
の
か
り

以
上
の
よ
う
な
疑
問
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

二

一
般
に
、
本
文
に
疑
問
点
が
あ
れ
ば
他
本
を
参
照
す
る
の
が
定
石
で
あ
る
が
、

絵
入
本
の
場
合
も
全
く
同
様
で
あ
る
。
基
本
的
な
場
面
の
絵
は
必
ず
と
言
っ
て

よ
い
ほ
ど
伝
承
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
、
他
の
絵
入
本
を
参
照
し
て
み
れ
ば
よ
い
。

そ
こ
で
い
く
つ
か
の
絵
入
本
を
参
照
し
て
み
る
と
、
慶
長
頃
に
刊
行
さ
れ
た
古

活
字
版
（
東
大
図
書
館
蔵
）
　
に
興
味
深
い
絵
が
あ
っ
た
（
図
2
）
。
古
活
字
版
は
赤

木
甲
乙
本
と
の
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
を
信
多
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
上
に
、
こ

の
図
2
の
よ
う
な
赤
木
甲
本
よ
り
も
古
い
画
面
を
と
ど
め
て
い
る
点
で
、
『
浄
瑠
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璃
物
語
』
諸
本
の
派
生
を
考
え
て
ゆ
く
上
に
落
と
せ
な
い
伝
本
と
み
ら
れ
る
。

図
2
の
場
面
は
、
御
曹
司
が
浄
瑠
璃
姫
と
別
れ
て
平
泉
へ
向
か
う
途
中
、
駿

河
国
・
吹
上
浜
で
重
病
に
か
か
り
一
旦
は
死
に
瀕
す
る
。
し
か
し
、
か
け
つ
け

た
浄
瑠
璃
姫
の
涙
が
御
曹
司
の
ロ
に
入
っ
て
蘇
生
、
近
く
に
あ
っ
た
尼
の
す
ま

い
で
療
養
す
る
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
対
応
す
る
本
文
を
次
に
掲
げ
る
（
赤

木
甲
本
に
よ
る
。
古
活
字
版
も
同
じ
内
容
）
。

そ
の
ゝ
ち
、
御
ざ
う
L
は
、
ほ
ど
な
く
、
い
き
出
た
ま
ひ
け
り
。
じ
ゃ
う
る

り
御
ぜ
ん
は
、
な
の
め
な
ら
ず
、
よ
ろ
こ
び
て
、
れ
む
ぜ
い
ど
の
と
、
ふ
た

り
が
中
に
、
を
き
た
て
ま
つ
り
、
よ
ろ
こ
び
の
な
み
だ
、
せ
き
あ
へ
た
ま
は

ず
。
こ
の
ほ
ど
の
、
心
づ
く
し
の
あ
り
さ
ま
を
、
か
た
り
給
へ
は
、
御
ざ
う

L
は
、
ゆ
め
の
さ
め
た
る
こ
ゝ
ち
し
て
、
さ
も
や
つ
れ
た
る
御
す
が
た
に
て
、

御
そ
で
を
、
し
ぼ
ら
せ
た
ま
ふ
ぞ
、
あ
は
れ
な
る
。
か
く
て
そ
の
ゝ
ち
、
れ

ん
ぜ
い
申
け
る
や
う
、
「
い
づ
か
た
に
も
、
ひ
と
ま
づ
桝
や
ど
を
と
り
て
、

入
ま
い
ら
せ
ん
」
と
申
つ
1
、
御
ざ
う
L
を
、
御
と
も
し
、
は
る
か
の
お
く

に
、
け
ぶ
り
た
つ
を
、
し
る
べ
に
て
、
た
づ
ね
ゆ
か
せ
た
ま
ひ
て
、
し
ぼ
の

い
は
り
の
う
ち
に
い
り
、
御
や
ど
、
か
ら
せ
た
ま
ひ
け
九
は
、
に
こ
う
た
ち
、

「
こ
れ
は
、
わ
ら
は
が
、
す
み
あ
ら
し
て
、
み
ぐ
る
し
く
は
さ
ぷ
ら
へ
共
、

た
び
は
、
な
に
か
は
、
く
る
し
か
る
べ
き
」
と
て
、
御
や
ど
を
こ
そ
、
ま
い

ら
せ
け
九
。
上
る
り
、
あ
ま
り
の
う
れ
し
さ
に
、
は
だ
の
ま
ぼ
り
よ
り
、
L

や
き
ん
十
り
や
う
、
と
り
い
だ
し
、
や
ど
の
、
に
こ
う
に
、
た
び
に
け
り
。

に
こ
う
、
な
の
め
な
ら
ず
よ
ろ
こ
び
て
、
い
よ
く
か
し
つ
き
た
て
ま
つ
る
。

御
ざ
う
し
、
こ
の
や
ど
に
て
、
廿
日
ば
か
り
、
か
ん
ぴ
や
う
し
、
よ
き
に
、
い

た
は
り
た
ま
ひ
け
れ
は
、
ほ
ど
な
く
、
も
と
の
す
が
た
に
、
な
ら
せ
た
ま
ふ
。

こ
の
よ
う
に
、
御
曹
司
が
吹
上
浜
の
尼
の
庵
で
療
養
す
る
場
面
な
の
で
あ
る

が
、
こ
の
絵
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
疑
問
が
氷
解
し
、
結
論
が
出
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
先
に
見
た
赤
木
甲
本
第
1
2
図
は
、
そ
の
粉
本
の
段
階
に
お
い
て

は
吹
上
浜
の
場
面
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
上
述
の
五
つ
の
疑
問
点
を
逐
一
検
討
し

て
み
よ
う
。

（
1
）
「
木
の
葉
が
く
れ
」
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
御
曹
司
の
姿
が

わ
ざ
わ
ざ
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
吹
上
浜
の
場
面
の
中
心
人
物
が
御
曹
司

で
あ
る
以
上
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
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（
2
）
御
曹
司
が
烏
帽
子
を
着
け
、
直
垂
を
着
て
い
る
の
は
、
病
気
が
本
復

し
、
普
段
の
装
束
に
も
ど
っ
た
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
り
、
枕
元
に
太
刀

が
措
か
れ
て
い
る
の
は
、
臥
せ
っ
て
い
る
間
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。

（
3
）
大
方
殿
が
尼
姿
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
も
と
も
と
こ
の
場
面
に
吹

上
浜
の
尼
が
描
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
前
掲
本
文
に
「
尼
公

（
立
）
　
（
出
）

た
ち
」
と
あ
る
の
は
、
「
尼
公
た
ち
い
で
」
な
ど
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
が

脱
落
し
た
も
の
と
み
ら
れ
、
決
し
て
複
数
の
意
味
で
は
な
い
。

（
4
）
前
栽
に
秋
草
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
矢
作
を
発
っ
て
か
ら
の
時
間

の
経
過
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
5
）
枕
が
一
個
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
の
は
、
む
ろ
ん
、
御
曹
司
が
一
人

で
臥
せ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
五
つ
の
疑
問
点
は
簡
単
に
解
決
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
夜
具
で
あ
る
。
古
活
字
版
に
は
肝
心

の
夜
具
が
描
か
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
赤
木
甲
本
第
1
2
回
が
元
来
は
吹

上
浜
の
場
面
で
あ
っ
た
と
す
る
筆
者
の
考
え
方
に
疑
問
を
も
つ
向
き
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
全
く
問
題
は
な
い
。
古
活
字
版
の
粉
本
を
た

ど
っ
て
ゆ
け
は
、
必
ず
夜
具
が
描
か
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
次
に

そ
の
理
由
を
述
べ
る
。

図
3
は
赤
木
甲
本
第
1
5
図
で
あ
る
。
本
図
は
、
御
曹
司
が
病
気
に
か
か
っ
た



の
で
、
吉
次
が
宿
の
夫
婦
に
世
話
を
頼
む
場
面
で
あ
る
。
画
面
中
央
の
男
女
が

宿
の
夫
婦
、
右
端
の
人
物
が
書
次
で
あ
る
。
御
曹
司
は
、
画
面
左
上
方
、
枕
元

に
太
刀
を
置
い
て
病
の
床
に
臥
せ
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

病
気
の
場
面
が
こ
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
病
気
が
本
復

し
た
場
面
で
は
床
か
ら
起
上
が
っ
て
い
る
さ
ま
が
描
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
《
御
曹
司
の
病
気
は
す
っ
か
り
本
復
し
た
。
も
は
や
床
に
臥
せ
っ

て
い
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
》
と
い
う
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
の
小
道
具
と
t

て
、
読
者
の
日
に
と
び
込
む
よ
う
に
強
調
さ
れ
た
形
で
、
わ
ざ
わ
ざ
夜
具
が
措

か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
と
こ
ろ
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

赤
木
甲
本
第
1
2
図
は
、
粉
本
の
段
階
に
お
い
て
は
、
御
曹
司
が
吹
上
浜
の
尼

の
庵
で
療
養
し
、
病
が
本
復
し
た
こ
と
を
示
す
場
面
で
あ
っ
た
。
赤
木
甲
本
の

制
作
者
は
、
こ
の
図
様
を
情
事
の
場
面
に
転
用
し
、
本
来
病
気
本
復
を
示
す
た

め
の
夜
具
を
情
事
の
た
め
の
夜
具
へ
と
、
小
道
具
の
も
つ
意
味
を
変
質
さ
せ
た
。

し
た
が
っ
て
、
当
然
、
赤
木
甲
本
に
は
御
曹
司
の
病
気
本
復
を
表
現
す
る
絵
は

な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

さ
て
、
赤
木
甲
本
の
制
作
者
は
、
絵
の
転
用
だ
け
で
な
く
、
本
文
に
も
手
を

入
れ
て
、
一
層
こ
の
情
事
の
場
面
を
盛
上
げ
よ
う
と
考
え
た
と
み
ら
れ
る
。
赤
木

甲
本
の
本
文
と
比
較
す
る
た
め
に
、
次
に
古
活
字
版
の
本
文
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

長
老
御
前
は
、
「
過
ぎ
し
夜
、
姫
の
も
と
に
や
さ
し
き
笛
の
音
の
聞
え
つ

る
は
、
い
か
な
る
人
や
ら
ん
。
行
き
て
見
は
や
」
と
お
ぼ
し
め
し
て
、
十

二
単
を
ひ
き
装
束
い
て
、
長
老
の
す
み
か
を
立
ち
出
で
て
、
姫
君
の
御
方

へ
参
ら
せ
給
ひ
け
る
。
い
た
は
L
や
な
浄
瑠
璃
御
前
は
、
母
の
長
老
を
見

た
て
ま
つ
り
て
、
時
な
ら
ぬ
蕨
に
紅
葉
を
散
ら
し
つ
つ
、
帳
台
深
く
忍
ば

れ
け
る
。
御
曹
司
御
覧
じ
て
、
長
者
御
前
と
わ
が
身
と
の
間
に
、
小
山
の

印
を
結
び
て
か
け
、
わ
が
身
に
は
、
小
鷹
の
印
を
結
ん
で
、
縁
よ
り
下
へ

飛
ん
で
下
り
、
扇
の
し
ゃ
く
取
り
直
し
、
「
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
姑
に
見
参
申

す
ぞ
。
は
づ
か
し
さ
よ
」
と
て
、
鰭
板
飛
び
越
え
、
三
重
の
堀
を
も
飛
び

越
え
、
心
は
矢
作
に
と
ま
れ
ど
も
、
そ
の
身
は
金
売
吉
次
と
う
ち
つ
れ
て
、

東
の
奥
へ
ぞ
御
下
り
あ
る
。

（
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
に
よ
る
。
）

古
活
字
版
で
は
、
母
の
長
者
は
御
曹
司
の
笛
の
音
に
ひ
か
れ
て
浄
瑠
璃
姫
の

も
と
を
訪
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
浄
瑠
璃
姫
に
対
す
る
謹
責
も
全
く

な
い
。こ

れ
で
は
面
白
味
に
欠
け
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
、
赤
木
甲
本
の
制
作
者

は
、
長
者
が
「
花
も
の
前
」
の
密
告
に
よ
っ
て
か
け
つ
け
る
よ
う
に
改
め
た
。

ま
た
、
古
活
字
版
に
「
十
二
単
を
ひ
き
装
束
い
て
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
、
「
十

二
人
の
女
房
た
ち
を
め
し
具
し
て
」
と
大
げ
さ
に
改
変
し
、
「
十
五
夜
御
前
」

が
あ
わ
て
て
浄
瑠
璃
姫
に
通
報
す
る
一
文
を
付
加
。
さ
ら
に
、
長
老
が
浄
瑠
璃

姫
を
認
責
す
る
く
だ
り
を
増
補
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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ち
な
み
に
、
「
花
も
の
前
」
　
の
密
告
が
増
補
で
あ
る
証
拠
に
、
本
文
に
「
例

の
花
も
の
前
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
以
前
の
本
文
に
は
「
花
も
の
前
」
は
出
な
い

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
玉
も
の
前
」
な
ら
出
る
。
御
曹
司
が
笛
を
吹
い
て
い

る
と
こ
ろ
を
偵
察
に
行
き
、
「
心
に
く
う
も
さ
ぶ
ち
は
ず
。
…
…
か
ね
う
り
き

ち
じ
の
ぶ
た
か
ゞ
、
む
ま
を
ひ
く
（
く
）
　
わ
じ
ゃ
に
て
さ
ぷ
ら
ふ
物
を
」
と
浄

瑠
璃
姫
に
報
告
す
る
、
い
わ
ば
悪
役
で
あ
る
。
制
作
者
は
、
こ
の
悪
役
イ
メ
ー

ジ
の
あ
る
「
玉
も
の
前
」
を
密
告
者
に
仕
立
て
よ
う
と
し
た
。
そ
の
際
、
「
玉
」

の
草
体
と
「
花
」
　
の
草
体
は
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
の
で
、
「
玉
も
」
を
「
花

も
」
と
見
誤
っ
て
「
例
の
花
も
の
前
＝
…
」
と
い
う
本
文
を
作
っ
た
と
み
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
密
告
の
部
分
は
増
補
と
み
て
ま
ず
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
長
者
が
浄
瑠
璃
姫
を
謹
責
す
る
く
だ
り
に
つ
い
て
も
、
密
告
が
あ
っ

て
は
じ
め
て
認
責
が
成
り
立
つ
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
増
補
に
ほ
ぼ
間
違

い
な
い
と
み
ら
れ
る
。

以
上
は
本
文
の
増
補
お
よ
び
改
変
箇
所
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
増
補
は
絵
に
も

及
ん
で
い
る
。

図
4
は
赤
木
甲
本
第
1
1
図
で
あ
る
。
大
方
殿
が
花
も
の
前
の
密
告
を
承
け
て
、

浄
瑠
璃
姫
の
と
こ
ろ
に
息
せ
き
き
っ
て
か
け
つ
け
る
場
面
で
あ
る
。
赤
木
甲
本

の
全
2
0
図
の
中
で
、
主
人
公
で
あ
る
御
曹
司
と
浄
瑠
璃
姫
の
ど
ち
ら
も
描
か
れ

て
い
な
い
の
は
本
図
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
絵
自
体
特
に
情
趣
性
が
あ
る
わ
け
で

も
な
く
、
さ
し
て
面
白
味
の
な
い
図
様
で
、
密
告
の
本
文
が
な
け
れ
ば
意
味
を

な
さ
な
い
。
密
告
の
本
文
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
絵
が
生
き
て
く
る
の
で
あ
る
。



さ
ら
に
、
大
方
殿
が
尼
姿
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
吹
上

浜
の
場
面
が
情
事
の
場
面
に
転
用
さ
れ
た
後
、
緊
迫
感
を
演
出
す
る
た
め
に
増

補
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
上
述
の
絵
の
転
用
、
本
文
の
増
補
・

改
変
、
そ
し
て
絵
の
増
補
は
同
時
に
行
わ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

＊

以
上
、
赤
木
甲
本
の
増
補
・
改
変
箇
所
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。
全

体
か
ら
見
れ
ば
ご
く
一
部
分
を
と
り
上
げ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
制
作
者
が
自
由

に
改
造
を
加
え
て
い
る
さ
ま
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
は
じ
め
に
、
奈
良
絵
本
は

そ
の
制
作
過
程
に
お
い
て
自
由
に
創
作
や
改
変
を
加
え
て
い
る
と
述
べ
た
が
、

そ
れ
は
目
新
し
さ
や
面
白
さ
を
工
夫
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

同
系
統
の
本
で
あ
っ
て
も
、
制
作
者
に
よ
っ
て
一
本
ご
と
に
何
か
し
ら
差
異
が

生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
赤
木
甲
本
と
乙
本
は
制
作
年
代
も
近
く
、
本
文
も
殆
ど
同
一
と
言
っ

て
よ
い
が
、
画
面
数
に
は
差
が
あ
り
、
甲
本
は
二
〇
図
、
乙
本
に
は
二
三
図
あ

る
。
甲
本
の
絵
が
す
べ
て
乙
本
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
問
題
と
な
っ
た
甲
本

の
第
1
2
図
だ
け
は
乙
本
に
は
な
い
。
甲
本
か
ら
乙
本
が
成
立
す
る
際
に
省
略
さ

れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
乙
本
に
大
方
殿
が
か
け
つ
け
る
図
（
甲
本
第
1
1

図
に
該
当
）
　
が
あ
る
以
上
、
こ
れ
は
断
定
し
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
乙
本
に
の
み
あ
っ
て
甲
本
に
な
い
絵
も
四
図
あ
る
。
甲
本
か
ら
乙
本

が
成
立
し
た
こ
と
は
ま
ず
動
か
な
い
の
で
、
こ
の
四
国
の
絵
は
基
本
的
に
は
増

補
さ
れ
た
も
の
と
推
翻
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
限
ら
れ
た
現
存
本
の
中
で
の
判

断
で
あ
る
か
ら
、
あ
く
ま
で
「
基
本
的
に
」
と
い
う
但
書
つ
き
で
あ
る
。

以
上
の
点
に
つ
い
て
、
信
多
氏
は
、
甲
乙
本
の
画
面
を
総
合
し
た
二
四
回
の

画
面
を
も
つ
絵
巻
を
こ
の
系
統
の
祖
本
と
想
定
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
甲
乙
本
が
そ

れ
ぞ
れ
独
自
の
省
略
を
経
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
た
。
同
氏
は
諸
本
の
校
異

を
精
査
さ
れ
て
、
最
も
広
本
系
に
属
す
る
山
崎
美
成
旧
蔵
写
本
を
原
『
浄
瑠
璃
』

の
骨
格
を
伝
え
る
最
善
本
と
位
匿
づ
け
ら
れ
、
「
い
か
な
る
本
に
お
い
て
も
、

増
補
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
見
出
せ
ず
、
そ
の
本
文
異
同
の
拠
っ
て
起
こ
る
因
は
、

ひ
と
え
に
省
略
か
、
そ
れ
の
惹
き
い
だ
す
破
綻
を
つ
く
ろ
う
た
め
の
補
筆
等
の

所
為
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
錯
簡
に
由
来
す
る
も
の
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
。
」

（
前
掲
書
　
二
〇
四
貢
）
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
絵
に
も
全
く
同

じ
考
え
方
を
適
用
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
上
述
の
「
二
四
図
を
も
つ
絵
巻
」
を

想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
上
記
に
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
本
文
に
も
絵
に
も
増
補
箇
所
は

ほ
ぼ
確
実
に
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
省
略
と
い
う
一
方
的
方
向
の
み
の
想
定

は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
物
語
が
伝
流
し
て
ゆ
く
場
合
に
は
、
増
補
と

省
略
の
両
方
の
ケ
ー
ス
が
あ
っ
て
当
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
筆
者
に
は
山
崎
写
本
を
最
善
本
と
す
る
こ
と
の
妥
当
性
や
、

諸
本
の
系
統
分
類
に
つ
い
て
言
及
す
る
用
意
は
な
い
。
し
か
し
、
赤
木
甲
本
の

制
作
者
の
創
意
工
夫
に
よ
っ
て
、
古
活
字
版
の
よ
う
な
吹
上
の
尼
の
図
を
も
つ

一
本
か
ら
赤
木
甲
本
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
赤
木

甲
乙
本
や
大
鳥
神
社
本
の
祖
本
は
「
二
四
図
を
も
つ
絵
巻
」
で
は
な
く
、
古
活
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字
版
の
よ
う
な
系
統
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
文
と
絵
を
総
合
的
に
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

本
文
の
増
補
・
省
略
・
改
変
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
が
ら
、
粉
本
や
祖
本
の
追
究
、

さ
ら
に
は
制
作
者
の
あ
そ
び
心
ま
で
見
え
て
く
る
わ
け
で
あ
る
が
、
如
上
の
例

は
決
し
て
特
殊
な
事
例
で
は
な
く
、
例
え
ば
『
住
吉
物
語
』
に
も
見
ら
れ
る
こ

と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

以
下
に
述
べ
る
住
吉
物
語
絵
巻
の
増
補
・
改
変
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

「
『
住
書
物
語
』
　
の
変
容
－
（
世
の
中
）
　
の
物
語
か
ら
継
子
い
じ
め
へ
ー
」

（
『
国
文
学
致
』
第
二
六
号
、
昭
和
6
2
年
1
2
月
）
　
と
題
す
る
小
論
を
発
表
し

て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
要
点
の
み
を
記
し
て
お
く
。

戸
川
残
花
旧
蔵
住
吉
物
語
絵
巻
残
欠
（
室
町
中
－
後
期
成
立
）
　
第
1
図

（
継
母
が
三
の
君
の
乳
母
む
く
つ
け
と
、
入
内
の
決
ま
っ
た
姫
君
を
陥
れ
よ
う

と
企
ん
で
い
る
場
面
）
　
は
、
筑
波
大
学
蔵
本
（
室
町
末
－
桃
山
期
成
立
）
　
の

上
巻
第
7
図
（
継
母
が
筑
前
を
語
ら
っ
て
、
三
の
君
を
姫
君
の
替
え
玉
に
仕
立

て
よ
う
と
企
ん
で
い
る
場
面
）
　
を
転
用
し
た
も
の
で
、
同
時
に
本
文
も
増
補
・

改
変
し
て
、
継
子
い
じ
め
の
色
彩
を
よ
り
濃
厚
に
し
て
成
立
し
た
。
次
に
、
そ

の
戸
川
本
の
画
面
は
同
系
統
の
横
山
重
氏
旧
蔵
本
（
現
在
サ
ソ
ト
リ
ー
美
術
館

蔵
、
室
町
後
期
成
立
）
　
の
上
巻
第
8
図
に
あ
る
が
、
画
面
に
女
性
が
一
人
描
き

加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
人
物
は
、
本
文
に
継
母
・
む
く
つ
け
・
筑
前
の
三
人

が
出
て
く
る
の
に
合
わ
せ
て
増
加
さ
れ
た
も
の
で
、
三
人
が
謀
議
し
て
い
る
図
様

と
な
り
、
こ
こ
に
継
子
い
じ
め
の
色
彩
は
一
段
と
強
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
文
と
絵
を
総
合
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
増
補
・

改
変
を
盃
ね
て
継
子
い
じ
め
が
次
第
に
強
調
さ
れ
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
や
、
制
作

者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
リ
に

一
〃以

上
、
『
浄
瑠
璃
物
語
』
　
の
本
文
と
絵
を
総
合
的
に
考
察
し
、
本
文
と
画
面

の
増
補
・
改
変
箇
所
を
追
究
し
た
結
果
、
古
活
字
版
系
（
吹
上
の
尼
の
図
を
も

つ
系
統
）
　
の
本
か
ら
赤
木
甲
本
が
成
立
し
た
と
の
結
論
を
導
き
出
し
た
。

本
文
と
絵
の
有
機
的
な
つ
な
が
り
を
解
析
す
る
こ
と
l
こ
よ
っ
て
、
伝
本
相
互

の
関
係
、
ま
た
増
補
や
改
変
の
手
を
加
え
た
制
作
者
の
意
図
す
る
も
の
、
さ
ら

に
そ
の
結
果
生
じ
た
伝
本
の
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ソ
ス
の
変
化
ま
で
が
客
観
的
に
理

解
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
伝
本
間
に
お
け
る
本
文
と
絵
の
複
雑
な
関
連
性
は
、
室
町
後
期

か
ら
桃
山
期
へ
か
け
て
の
絵
入
本
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
特
に
、

当
時
の
人
々
が
興
味
を
も
っ
て
愛
好
し
た
物
語
ほ
ど
制
作
数
が
多
く
、
画
風
が

多
様
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
諸
本
間
相
互
の
絡
み
は
授
雑
に
な
っ
て
い
る
。

最
後
に
、
赤
木
甲
本
の
第
1
回
（
図
5
）
　
に
つ
い
て
、
本
稿
の
主
旨
と
大
き

な
関
わ
り
は
な
い
が
、
こ
の
絵
巻
の
特
徴
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
で
触
れ
て
お

き
た
い
。

赤
木
甲
木
の
第
1
図
は
、
御
曹
司
が
見
た
御
所
の
前
栽
の
様
子
を
描
写
し
た

も
の
で
あ
る
。
前
栽
に
は
梅
・
桜
・
松
に
か
か
る
藤
の
花
・
牡
丹
・
桔
梗
・
菊
・
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紅
葉
・
椿
な
ど
、
四
季
を
代
表
す
る
花
と
、
池
に
遊
ぶ
水
鳥
、
滝
な
ど
が
濃
彩

で
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
四
季
絵
の
構
成
は
、
や
ま
と
絵
の
伝
統
的
な
系
譜
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
長
大
で
華
琵
な
図
様
は
、
例
え
ば
四
季
花
鳥
小

（1）

禽
図
屏
風
（
文
化
庁
蔵
、
桃
山
時
代
）
　
に
似
た
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
、
ま
た
町

（2）

絵
師
宗
達
派
の
作
品
に
多
い
草
花
図
屏
風
に
も
通
じ
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

担
当
し
た
絵
師
は
、
土
佐
派
正
系
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
の
亜
流
に
属
す
る
町

絵
師
で
、
こ
の
種
の
絵
入
本
な
ど
を
か
な
り
数
多
く
手
が
け
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
華
琵
な
図
は
絵
巻
の
冒
頭
を
飾
り
、
物
語
の
情
趣
を
盛
上
げ
て
、
読
者

の
目
を
楽
し
ま
せ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
赤
木
乙
本
や
大
鳥
神
社
本
に
も
ほ
ぼ
同

様
の
図
が
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
1
図
と
、
本
稿
で
述
べ
た
第
1
1

図
・
第
1
2
図
の
増
補
・
転
用
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
赤
木
甲
本
は
目
で

見
て
楽
し
む
と
い
う
、
鑑
賞
性
に
重
点
を
置
い
た
絵
巻
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ

れ
る
。赤

木
甲
本
は
、
『
浄
瑠
璃
物
語
』
の
初
期
の
伝
本
と
し
て
研
究
上
畏
重
で
あ

る
ば
か
り
で
な
く
、
画
面
の
図
様
、
彩
色
な
ど
、
こ
の
種
の
絵
巻
の
す
ぐ
れ
た

遺
品
と
し
て
重
要
な
資
料
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

注（
1
）
『
や
ま
と
絵
の
軌
跡
－
中
・
近
世
の
美
の
世
界
－
』
（
平
成
6
年
、
大
阪
市
立
美

術
館
）
　
参
照
。

（
2
）
『
俵
屋
宗
達
』
（
昭
和
5
1
年
、
日
本
美
術
絵
画
全
集
1
4
、
集
英
社
）
参
照
。

付
　
記

写
真
資
料
の
掲
載
に
つ
い
て
御
高
配
・
御
許
可
い
た
だ
き
ま
し
た
サ
ソ
ト
リ
ー
美
術
館

に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

－
－
－
い
と
う
・
み
ち
と
、
山
陽
女
子
短
期
大
学
助
教
授
－
1




