
三
九

 　

鎌
倉
時
代
初
期
に
成
立
し
た
「
紫
式
部
日
記
絵
巻
」
は
、
当
初
は
約
五
〜

六
〇
段
、
十
巻
程
の
大
規
模
な
絵
巻
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
過
半

は
伝
来
し
て
い
な
い
が
現
存
す
る
絵
と
詞
書
か
ら
、『
紫
式
部
日
記
』
の
中
の

二
十
六
の
光
景
を
確
認
で
き
る
。
そ
の
中
で
、
次
頁
図
1
に
あ
げ
た
蜂
須
賀

家
本
第
四
段
の
絵
は
、
紫
式
部
の
姿
が
最
も
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
も
の

で
、
現
在
挿
絵
的
に
も
利
用
さ
れ
、
諸
書
で
目
に
す
る
こ
と
が
多
い
画
面
で
あ

る
。
紫
式
部
が
中
宮
彰
子
に
『
白
氏
文
集
』
の
「
楽
府
」
を
講
義
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
、
文
机
を
挟
ん
で
両
者
が
向
き
合
う
姿
に
、
式
部
の
「
才
」
と
そ
れ
を

認
め
る
主
家
の
あ
り
方
が
う
か
が
わ
れ
、
中
宮
付
き
女
房
と
し
て
の
紫
式
部
像

が
顕
在
化
す
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
画
面
の
中
央
に
大
き
く
描
か
れ
た
屏
風
に

注
目
し
た
い
。
す
で
に
別
稿注

１

で
、
本
屏
風
を
糸
口
と
し
て
、『
紫
式
部
日
記
』

の
享
受
史
の
中
で
国
文
学
の
立
場
か
ら
こ
の
「
紫
式
部
日
記
絵
巻
」
を
捉
え
た

場
合
、
本
「
絵
巻
」
の
諸
画
面
は
相
互
に
ど
の
よ
う
に
関
係
性
を
持
っ
て
解
釈

で
き
る
の
か
を
探
っ
て
み
た
が
、
本
稿
で
は
そ
の
折
、
言
及
し
得
な
か
っ
た
事

柄
も
含
め
、
こ
の
屏
風
に
特
化
し
て
再
考
し
て
み
た
い
と
思
う
。
別
稿
と
あ
わ

せ
て
お
目
通
し
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。 

 

一　

新
楽
府
を
進
講
す
る
画
面 

 　

本
「
絵
巻
」
の
絵
の
料
紙
の
幅
は
、
最
大
で
5
2・8
cm
、
最
小
で
2
0・3
cm
、

当
画
面
は
、3
0・3
cm
（「
紫
式
部
日
記
絵
巻
料
紙
寸
法
表
」『
日
本
絵
巻
大
成
9
』

所
載
）
で
大
き
い
画
面
で
は
な
い
が
、
紙
幅
に
対
し
て
人
物
の
か
た
ち
が
明
瞭
で
あ

る
印
象
を
受
け
る
の
は
、
絵
の
構
成
要
素
が
少
な
く
、
吹
抜
屋
台
の
講
図
の
視
点

も
低
く
、
鑑
賞
者
の
視
線
が
事
物
に
近
接
し
た
か
た
ち
で
定
ま
っ
て
く
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。
左
手
に
母
屋
を
背
に
坐
す
袿
姿
の
中
宮
、
巻
子
が
載
っ
た
文
机
を
挟
ん
で
裳

唐
衣
の
盛
装
姿
の
紫
式
部
、
他
の
女
房
た
ち
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
絵
の
舞
台
は
土

御
門
邸
の
寝
殿
東
母
屋
だ
が
、
実
際
の
建
物
の
構
造
に
は
対
応
し
て
い
な
い
。
そ
の

廂
の
間
と
思
わ
れ
る
板
の
間
に
、
こ
の
二
人
だ
け
の
空
間
を
包
み
込
む
よ
う
に
件
の

 
「
紫
式
部
日
記
絵
巻
」
の
一
つ
の
場
面
解
釈

   

―

 

中
宮
彰
子
と
紫
式
部
が
向
き
合
う
画
面
に
つ
い
て 
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四
〇

屏
風
は
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
全
面
に
唐
草
模
様
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
目
を

引
く
。  

紫
式
部
の
中
宮
彰
子
へ
の
新
楽
府
進
講
を
述
べ
た
記
事
は
、『
紫
式
部

日
記
』
の
消
息
文
部
分
に
あ
る
。〔
当
該
箇
所
の
本
文
と
「
絵
巻
」
の
当
画
面

の
詞
書
は
、
本
稿
末
に
ま
と
め
て
挙
げ
た
。〕 

 　
『
源
氏
物
語
』
と
式
部
の
学
才
へ
の
一
条
天
皇
の
破
格
の
褒
詞
が
、
宮
廷
女

房
、
左
衛
門
の
内
侍
に
激
し
い
嫉
妬
心
を
起
こ
さ
せ
た
。
そ
の
中
傷
に
苦
慮
し

た
式
部
は
、
自
ら
の
漢
学
の
才
は
、
秘
す
べ
き
も
の
と
し
て
日
頃
、
細
心
の
注

意
を
払
っ
て
い
る
、
そ
の
最
た
る
も
の
と
し
て
彰
子
へ
の
漢
籍
の
教
授
も
極
秘

に
行
っ
て
い
た
と
い
う
流
れ
で
の
叙
述
で
あ
っ
た
。
進
講
の
発
端
自
体
は
、「
文

集
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
読
ま
せ
た
ま
ひ
な
ど
し
て
、
さ
る
さ
ま
の
こ
と
知
ろ
し
め

さ
ま
ほ
し
げ
」
な
中
宮
彰
子
の
意
向
に
あ
り
、「
を
と
と
し
の
夏
ご
ろ
よ
り
」「
教

へ
た
て
き
こ
え
さ
せ
て
は
べ
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
記
事
が
寛
弘
六
年

の
こ
と
と
す
れ
ば
同
四
年
か
ら
、
寛
弘
七
年
の
こ
と
と
す
れ
ば
同
五
年
か
ら
彰

子
の
学
び
は
始
ま
っ
た
こ
と
に
な
る注

２

。
絵
の
場
面
は
、
足
か
け
三
年
に
渡
っ
て

行
わ
れ
た
講
義
の
あ
る
日
、
あ
る
時
の
光
景
だ
が
、
そ
の
間
恒
常
的
に
あ
っ
た

中
宮
と
紫
式
部
の
関
係
図
で
も
あ
り
、
先
ず
は
主
従
が
漢
籍
を
読
み
解
く
と
い

う
「
才
」
や
「
知
」
を
媒
介
に
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
象
っ
た
画
面
だ
と
言
え

よ
う
。 

 　

両
者
の
そ
の
よ
う
な
語
ら
い
は
、「
い
と
し
の
び
て
、
人
の
さ
ぶ
ら
は
ぬ
も

の
の
ひ
ま
ひ
ま
に
」「
隠
し
は
べ
り
」「
宮
も
し
の
び
さ
せ
た
ま
ひ
」
と
い
う
状

図 1　新楽府進講の場面　個人蔵



四
一

況
の
も
と
進
行
し
て
い
っ
た
。
以
前
私
は
、
こ
の
画
中
の
屏
風
は
、『
日
記
』

の
叙
述
を
踏
ま
え
、
講
義
の
秘
密
性
を
暗
示
す
る
た
め
に
、
こ
ち
ら
側
に
向
け

ら
れ
て
い
る
の
は
屏
風
の
裏
面
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
た注

３

。
遮
蔽
具
で
あ
る

屏
風
の
奥
側
に
身
を
隠
し
た
態
で
両
者
が
密
や
か
に
向
き
合
う
趣
で
あ
る
と

思
っ
た
の
で
あ
る
。
が
、
屏
風
の
折
れ
曲
が
り
方
と
蝶
番
（
お
ぜ
）
の
描
き
方

は
や
は
り
表お

も
て面
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
し
、
そ
も
そ
も
屏
風
の
天
地
を
逆
さ
ま

に
し
た
り
、
表
裏
を
逆
に
す
る
立
て
渡
し
方
は
、
画
中
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
不
祝
儀
の
凶
事
を
連
想
さ
せ
避
け
る
べ
き
習
俗
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
現

段
階
で
は
裏
面
説
は
保
留
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
。 

 　

し
か
し
な
が
ら
、
中
宮
の
居
室
で
あ
り
な
が
ら
彩
り
豊
か
な
美
麗
屏
風
で
は

な
く
、
こ
れ
は
綾
の
絹
地
と
し
て
の
設
定
で
あ
ろ
う
が
、
屏
風
の
裏
面
に
使
用

さ
れ
る
地
紙
に
刷
っ
た
唐
草
文
を
連
想
さ
せ
る
紋
様
、
そ
の
上
に
立
ち
木
を
描

く
シ
ン
プ
ル
な
し
つ
ら
い
は
、
文
机
の
蒔
絵
の
微
細
な
金
文
様
や
、
式
部
の
女

房
装
束
が
表
出
す
る
華
や
か
さ
に
比
べ
る
と
や
は
り
何
か
違
和
感
を
覚
え
る
。

中
宮
の
御
前
の
平
常
の
調
度
と
は
異
な
る
印
象
を
醸
し
出
し
て
、
画
面
の
真
ん

中
に
殊
更
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
気
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。『
紫

式
部
日
記
』
の
新
楽
府
進
講
の
場
面
に
は
、
こ
の
中
宮
の
居
室
の
屏
風
の
叙
述

は
特
に
な
い
。
よ
っ
て
中
宮
と
式
部
の
傍
ら
に
当
屏
風
が
大
き
く
描
か
れ
た
こ

と
の
必
然
性
は
、
絵
巻
制
作
者
側
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
言
う
「
絵

巻
制
作
者
」
と
は
、
実
際
に
筆
を
執
っ
た
絵
師
で
は
な
く
、『
紫
式
部
日
記
』

の
内
容
を
深
く
読
み
取
っ
た
上
で
そ
れ
を
絵
画
化
す
る
こ
と
に
意
義
を
見
出

し
、
絵
巻
に
仕
立
て
上
げ
る
べ
く
場
面
を
選
択
し
、
か
つ
そ
の
構
図
の
あ
り
方

や
原
文
の
詞
書
へ
の
導
入
の
仕
方
に
も
指
示
や
、
注
文
を
つ
け
得
る
立
場
の
人

（
々
）、
す
な
わ
ち
制
作
過
程
と
出
来
上
が
っ
た
絵
巻
の
鑑
賞
に
深
く
関
わ
っ

た
者
を
指
す
。 

 　

そ
の
人
物
（
た
ち
）
が
、
こ
の
画
面
の
中
の
屏
風
に
、
中
宮
御
前
の
普
段
の

調
度
以
上
の
意
味
あ
い
を
付
与
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
に
先
ず
は
明

確
な
答
え
を
示
す
の
は
、
や
は
り
こ
の
屏
風
の
両
隅
に
記
さ
れ
た
葦
手
文
字
で

あ
ろ
う
。
水
辺
の
草
木
等
に
重
ね
て
デ
ザ
イ
ン
化
さ
れ
た
葦
手
絵
文
字
は
、
一

種
の
〈
判
じ
絵
〉
で
あ
る
。
そ
し
て
〈
画
中
画
〉
と
い
う
も
の
が
、
絵
の
作
り

手
が
そ
こ
に
な
ん
ら
か
の
意
味
を
載
せ
て
発
信
し
、
絵
の
鑑
賞
者
が
そ
れ
を
受

け
取
る
と
い
う
絵
の
内
外
を
結
ぶ
機
能
が
あ
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
こ
の
屏
風

の
中
に
は
『
日
記
』
の
叙
述
以
上
の
読
み
取
る
べ
き
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

二　

皇
子
誕
生
を
寿
ぐ
葦
手
文
字
の
趣
向 

 　

当
画
面
は
全
体
的
に
褪
色
し
て
い
る
が
、
図
2
の
屏
風
部
分
の
拡
大
図
を

眺
め
る
と
左
端
の
二
つ
の
枝
に
、「
す
み
よ
し
」「
の
」
の
文
字
、
右
端
の
枝
に

は
「
久
」
と
漢
字
が
よ
う
や
く
読
め
る
。
こ
の
文
字
を
含
む
和
歌
と
し
て
、『
古



四
二

今
和
歌
集
』（
第
十
七
雑
上　

題
し
ら
ず
・
よ
み
人
し
ず
）、『
伊
勢
物
語
』

（
百
十
七
段
）、『
和
漢
朗
詠
集
』（
巻
下
「
松
」）
所
載
の
「
わ
れ
見
て
も
久
し

く
な
り
ぬ
住
吉
の
岸
の
姫
松
い
く
世
経
ぬ
ら
む
」
が
想
定
さ
れ
る
。
現
在
肉
眼

で
は
枯
れ
枝
に
し
か
見
え
な
い
木
立
ち
は
、
住
吉
の
「
松
」
な
の
で
あ
っ
た
。

初
め
て
見
知
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
ず
い
ぶ
ん
年
月
が
経
っ
て
い
る
が
、
こ

の
住
吉
の
浜
辺
で
古
木
の
こ
の
松
は
ど
の
く
ら
い
の
年
月
を
生
き
延
び
て
き
た

の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
歌
意
か
ら
、
見
慣
れ
た
老
木
を
い
と
お
し
げ
に
見
つ

め
る
者
も
ま
た
年
老
い
た
人
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
老
い
の
慨
嘆
で

は
な
く
、
謡
曲
「
高
砂
」
に
も
こ
の
和
歌
は
引
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
幾
星
霜

を
生
き
抜
い
た
住
吉
の
松
に
重
ね
ら
れ
た
思
い
は
、
天
下
太
平
の
祝
意
を
込
め

て
、
当
代
の
平
穏
と
永
遠
の
弥
栄
を
願
う
も
の
で
あ
っ
た
。『
古
今
集
』に
は「
住

吉
の
」
は
「
住
の
江
の
」
で
載
る
。「
姫
松
」
は
、「
姫
小
松
」
と
同
じ
で
永
遠

の
象
徴
で
あ
る
。
そ
の
言
祝
ぎ
は
、
や
が
て
帝
の
治
世
の
永
久
の
繁
栄
を
祝
福

す
る
も
の
に
通
じ
て
い
く
こ
と
は
、『
伊
勢
物
語
』
に
お
い
て
「
帝
、
住
吉
に

行
幸
し
給
ひ
け
り
。
我
見
て
も
久
し
く
な
り
ぬ
住
吉
の
岸
の
姫
松
い
く
代
へ
ぬ

ら
む　

御
神
、
現
形
し
給
ひ
て
、
む
つ
ま
し
と
君
は
し
ら
な
み
瑞
籬
の
久
し
き

よ
り
い
は
ひ
そ
め
て
き
」
と
い
う
帝
と
神
と
の
交
信注

４

を
語
る
短
い
逸
話
の
中
に

織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
本
屏
風
は
、
そ
の
趣
を
吉

祥
文
字
と
し
て
の
起
源
を
も
つ
葦
手
文
字
に
込
め
て
そ
の
画
面
を
成
し
た
の
で

あ
る
。 

図 2　新楽府進講 屏風部分拡大図



四
三

 　
「
紫
式
部
日
記
絵
巻
」
の
成
立
年
代
は
、
美
術
史
研
究
で
は
絵
の
様
式
と
詞

書
の
書
風
、
料
紙
装
飾
の
傾
向
か
ら
天
福
を
中
心
と
し
た
前
後
、
貞
応
か
ら
仁

治〈
一
二
三
二
〜
四
三
〉年
間
位
ま
で
絞
ら
れ
て
い
る注

５

。
制
作
者
は
未
詳
だ
が
、

寛
喜
三
（
一
二
三
一
）
年
の
、
後
堀
河
天
皇
中
宮

子
所
生
の
秀
仁
親
王
（
後

の
四
条
天
皇
）
の
誕
生
を
寿
い
で
、

子
の
父
九
条
道
家
及
び
そ
の
周
辺
が
企

図
し
た
説
が
蓋
然
性
が
高
い
よ
う
だ
。『
明
月
記
』
に
定
家
は
、
九
条
道
家
が

藤
原
権
門
の
先
蹤
を
思
い
「
不
肖
の
身
、
已
に
寛
弘
之
佳
例
を
追
う
。
自
愛
、

更
に
云
ひ
尽
く
す
べ
か
ら
ず
」（
寛
喜
三
年
二
月
十
二
日
条
）
と
語
っ
た
と
記

し
た
。
道
家
は
我
が
身
を
道
長
に
、
娘

子
を
、
寛
弘
五
年
六
年
に
、
の
ち
の

後
一
条
・
後
朱
雀
帝
を
産
ん
だ
彰
子
に
な
ぞ
ら
え
た
わ
け
で
あ
る
。
源
豊
宗
氏

は
、
道
家
が

子
の
入
内
時
そ
の
童
名
を
改
め
る
際
、
彰
子
の
「
彰
」
を
吉
字

だ
と
し
て
我
が
娘
の
名
に
取
り
入
れ
た
こ
と
や
、

子
の
入
内
屏
風
が
彰
子

の
そ
れ
を
彷
彿
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、「
寛
弘
の
佳
例
」

は

子
入
内
の
当
初
か
ら
道
家
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
、
秀
仁
親
王
の
誕
生
に

よ
り
思
惑
通
り
実
現
し
た
、
そ
の
喜
び
が
「
絵
巻
」
作
り
に
反
映
さ
れ
て
い
っ

た
と
説
く注

６

。
現
存
す
る
画
面
の
多
く
が
産
養
に
纏
わ
る
場
面
で
あ
る
こ
と
か
ら

も
、
絵
巻
制
作
者
に
と
っ
て
『
紫
式
部
日
記
』
は
皇
子
誕
生
の
祝
意
を
込
め
た

記
録
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。 

 　

帝
位
に
つ
く
べ
く
生
ま
れ
た
皇
子
の
存
在
が
、『
紫
式
部
日
記
』
の
世
界
と

そ
れ
か
ら
二
百
年
以
上
後
の
人
々
を
結
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
皇
子
の

長
寿
と
繁
栄
を
祈
念
す
る
そ
の
思
い
は
、
絵
巻
の
画
中
の
調
度
に
も
細
や
か
に

及
ん
で
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
絵
巻
の
鑑
賞
者
た
ち
は
、
古
典
的
教
養

を
遊
戯
的
に
試
す
葦
手
文
字
が
導
く
本
屏
風
の
仕
掛
け
を
楽
し
み
つ
つ
、
こ
の

彰
子
の
居
室
空
間
に
、
古
今
和
歌
や
『
伊
勢
物
語
』
の
挿
話
が
醸
し
出
す
和
文

脈
の
内
に
あ
る
喜
び
と
平
穏
な
く
つ
ろ
ぎ
を
見
て
取
っ
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ

る
。 

 　

こ
の
画
面
に
そ
う
い
っ
た
、
漢
籍
の
漢
字
世
界
が
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
硬
質
な

学
び
の
場
と
は
異
な
る
雰
囲
気
を
感
じ
な
が
ら
な
お
も
こ
の
絵
を
見
つ
め
て
い

る
と
、
本
屏
風
の
下
部
分
が
淡
い
白
色
で
、
屏
風
全
体
の
色
合
い
は
紫
色
に
変

色
し
て
い
る
こ
と
が
い
っ
そ
う
目
に
と
ま
っ
て
く
る
。
本
「
絵
巻
」
も
徳
川
・

五
島
本
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
よ
う
に
科
学
的
分
析
が
施
さ
れ
た
上
で
、
当
初

の
色
彩
の
復
元
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
た
と
え
ば
「
御
法
」
の
絵
の
紫
の

上
の
白
い
顔
貌
が
、
現
存
の
画
面
で
は
濃
い
紫
色
に
な
っ
て
い
る
例
な
ど
か
ら

推
測
す
る
と
、
こ
の
屏
風
も
、
元
は
白
を
基
調
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
推
測
が
生
じ
て
く
る
。
紫
式
部
の
『
新
楽
府
』
講
義
の
期
間

を
考
え
る
と
、
彰
子
へ
の
胎
教
説
は
退
け
ら
れ
、
ま
た
こ
こ
は
御
産
時
の
白
一

色
の
室
礼
で
は
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
皇
子
誕
生
前
後
を
挟
ん
で
続
行

し
た
こ
の
光
景
は
、
皇
子
誕
生
を
寿
ぐ
『
古
今
集
』
歌
と
、
白
（
っ
ぽ
い
）
屏

風
が
指
標
と
な
っ
て
、
や
は
り
こ
こ
で
の
彰
子
に
も
、「
絵
巻
」
の
他
の
画
面

と
同
様
に
、
将
来
の
国
母
像
を
観
て
取
る
べ
く
連
想
を
促
し
て
い
る
の
は
な
い
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か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 
三　

白
綾
屏
風
へ
の
連
想 

 　

本
「
紫
式
部
日
記
絵
巻
」
は
現
存
す
る
部
分
を
見
て
も
、
御
産
時
の
白
色
へ

の
拘
り
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
寛
弘
五
年
九
月
十
五
日
、
道
長
主
催
の
五
日
の

産
養
の
様
を
描
く
蜂
須
賀
家
本
第
三
段
に
は
、
皇
子
と
共
に
あ
る
中
宮
へ
祝
い

の
御
膳
を
さ
し
上
げ
る
様
子
が
描
か
れ
、
同
六
段
に
は
そ
の
夜
の
、
女
房
た
ち

が
く
つ
ろ
ぐ
様
が
描
出
さ
れ
て
い
る
。
御
前
の
祝
儀
の
品
や
食
器
類
も
白
や

銀
、
女
房
た
ち
の
盛
装
も
そ
の
手
に
持
つ
扇
も
白
色
で
、
銀
泥
で
施
さ
れ
た
華

麗
な
文
様
が
装
束
全
体
に
細
か
く
及
ん
で
い
る
。
続
く
七
段
で
は
、
式
部
が
産

養
の
華
や
か
さ
を
宿
直
の
僧
に
屏
風
を
押
し
開
け
、
み
せ
よ
う
と
す
る
様
子
が

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
現
在
、
そ
の
屏
風
部
分
は
薄
紫
色
に
変
色
し
て
い
る

が
こ
れ
も
白
色
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
表
裏
を
見
せ
る
よ
う
に
屏
風
が
そ
の

側
面
か
ら
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
七
日
の
朝
廷
主
催
の
産
養
を
描
い
た

藤
田
美
術
館
本
第
四
段
に
は
、
白
い
御
簾
の
向
こ
う
に
豊
か
な
黒
髪
の
中
宮

が
、
美
し
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
み
せ
て
臥
し
て
い
る
姿
が
み
え
る
。
中
宮
を
気

遣
い
覗
き
込
む
ゆ
っ
た
り
と
広
が
っ
た
白
装
束
の
女
房
は
紫
式
部
か
と
さ
れ
て

い
る
。
各
画
面
と
も
に
、
い
か
に
御
産
時
の
白
の
装
束
、
白
い
室
礼
を
美
麗
に

描
く
か
に
力
が
注
が
れ
て
い
た
か
を
窺
わ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。 

 　

御
産
時
に
設
え
ら
れ
る
白
の
調
度
は
、
そ
の
目
的
が
終
わ
っ
た
時
、
棄
却
さ

れ
る
た
め
、
現
存
す
る
白
い
屏
風
の
作
例
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
平
成
二
十
六

年
十
月
、
神
奈
川
県
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
「
白
絵
―
祈
り
と
寿
ぎ
の
か
た

ち
―
」
展
で
は
、
江
戸
時
代
後
期
作
の
「
白
絵
屏
風
」
が
そ
の
貴
重
な
作
例
と

し
て
展
示
さ
れ
た
。
画
像
掲
載
に
代
え
て
図
録
の
解
説
文
の
一
部
を
引
用
す

る注
７

。「
六
曲
一
双
の
画
面
に
、
水
流
と
松
の
巨
木
、
憩
う
鶴
、
後
方
に
竹
林
を
、

胡
粉
の
濃
淡
で
表
す
。
紙
地
に
胡
粉
で
形
を
と
ら
え
、
輪
郭
線
な
ど
を
雲
母
で

描
き
起
こ
し
て
お
り
、
現
在
薄
茶
色
を
呈
す
る
地
が
、
当
初
は
白
い
地
で
あ
っ

た
こ
と
を
想
像
す
る
と
、
紙
と
顔
料
の
白
の
わ
ず
か
な
差
や
、
そ
の
上
に
加
え

ら
れ
た
雲
母
の
光
彩
表
現
、
紙
地
か
ら
わ
ず
か
に
盛
り
上
が
る
絵
の
具
の
層
の

質
感
な
ど
、
微
妙
な
色
調
差
や
光
の
反
射
に
文
様
を
見
出
す
表
現
で
あ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
」。
当
図
録
に
見
開
き
で
掲
載
さ
れ
た
作
品
の
写
真
を
眺
め

る
と
、
一
面
に
白
い
水
の
流
れ
、
白
く
太
い
松
、
白
い
大
き
な
鶴
、
白
い
岩
や

土
坡
に
複
数
の
白
い
亀
、
白
い
竹
林
、
笹
の
葉
、
遠
景
の
白
山
、
ま
さ
に
白
尽

く
し
と
い
う
画
面
に
圧
倒
さ
れ
る
が
、
そ
の
白
色
は
一
様
に
同
じ
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。
銀
泥
や
雲
母
な
ど
を
用
い
た
光
彩
の
あ
る
加
飾
表

現
が
あ
り
、
す
で
に
失
わ
れ
た
白
絵
屏
風
に
は
銀
や
螺
鈿
な
ど
白
光
り
す
る
素

材
も
用
い
ら
れ
た
も
よ
う
で
あ
る
。 

 　

こ
の
「
白
絵
屏
風
」
に
注
目
し
た
榊
原
悟
氏
は
、
平
安
時
代
、
産
所
に
用
い

ら
れ
た
の
は
白
い
綾
絹
を
貼
っ
た
白
綾
屏
風
で
あ
り
、
そ
れ
が
南
北
朝
時
代
に
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白
い
地
に
白
で
文
様
を
描
く
白
絵
屏
風
に
変
化
し
た
と
述
べ
る注
８

。
榊
原
氏
は
、

蜂
須
賀
家
本
第
七
段
に
描
か
れ
た
屏
風
も
白
綾
屏
風
だ
と
し
、
変
色
し
て
い
る

の
は
白
い
鉛
白
（
胡
粉
）
が
酸
化
し
た
結
果
だ
と
い
う
。
葬
送
や
出
産
の
儀
礼

の
場
の
屏
風
に
関
す
る
榊
原
氏
の
論
考
は
、
多
く
の
重
要
な
事
柄
を
提
示
す
る

が
、
こ
こ
で
は
、
彰
子
の
御
産
時
の
儀
礼
の
折
、
白
綾
屏
風
が
参
集
し
た
上
達

部
や
殿
上
人
の
座
に
も
立
て
渡
さ
れ
、
そ
れ
が
後
の
時
代
に
も
範
例
と
な
り
踏

襲
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
指
摘
を
特
に
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
寛
弘
五
年
九

月
十
三
日
、
中
宮
職
主
催
の
三
日
の
産
養
の
模
様
を
記
し
た
『
不
知
記
』
に
、

「
東
対
西
廂
立
白
綾
四
尺
屏
風
、
為
上
卿
座
北
上
対
座
、
南
廂
立
同
屏
風
、
為

殿
上
人
座
西
上
対
座
、
東
廊
為
諸
大
夫
座
各
有
饗
用
机
、
戌
刻
、
公
卿
・
殿
上

侍
臣
・
諸
大
夫
参
入
…
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
土
御
門
第
の
東
対
の
西
廂
と
南

廂
の
上
卿
、
殿
上
人
の
座
に
「
白
綾
四
尺
屏
風
」
が
立
て
渡
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
た
。
続
く
五
夜
の
道
長
主
催
の
時
も
、『
栄
花
物
語
』
巻
八
「
は
つ
は
な
」

に
「
上
達
部
・
殿
上
人
参
り
た
り
。
東
の
対
に
、
西
向
に
北
を
上
に
て
つ
き
給

へ
り
。
南
の
廂
に
北
向
に
、
殿
上
人
の
座
は
西
を
上
な
り
。
白
き
綾
の
御
屏
風

を
、
母
や
の
御
簾
に
添
へ
て
立
て
渡
し
た
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
御

簾
に
沿
っ
て
白
綾
屏
風
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。よ
っ
て
七
日
の
産
養
に
も
当
然
、

「
白
綾
屏
風
」は
立
て
ら
れ
て
い
た
は
ず
あ
っ
た
と
い
う
。『
小
右
記
』で
は「
東

対
西
面
有
卿
相
饗
、
南
面
殿
上
人
饗
上
達
部
・
殿
上
人
座
、
白
綾
屏
風
、
不
可

然
事
歟
」
と
若
干
の
疑
問
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
が
、
や
が
て
そ
れ
が
先
例
化
し

て
い
く
。
そ
の
過
程
を
榊
原
氏
は
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
白
綾
屏
風
に
よ
る
「
非

日
常
的
な
場
の
演
出
（
意
味
づ
け
）」
を
考
察
し
て
い
る
。 

 　

お
そ
ら
く
鎌
倉
初
期
、「
紫
式
部
日
記
絵
巻
」
を
制
作
し
鑑
賞
し
た
人
々
も
、

彰
子
の
御
産
の
折
に
用
い
ら
れ
た
白
綾
屏
風
を
、
同
時
代
の
御
産
の
儀
礼
に
も

不
可
欠
な
も
の
と
し
て
目
に
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
白
い
調
度
は
産
室
だ
け
の

も
の
で
は
な
く
、
特
に
帝
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
皇
子
の
誕
生
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
諸
儀
式
の
場
で
、
参
集
し
た
男
性
貴
族
た
ち
も
そ
の
内
に
身
を
置

き
、
祝
祭
感
覚
を
増
幅
さ
せ
る
特
別
な
調
度
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
確

認
さ
れ
る
。 

 　
「
紫
式
部
日
記
絵
巻
」
制
作
契
機
が

子
腹
の
皇
子
誕
生
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
そ
の
制
作
は
か
な
り
短
期
間
に
な
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
寛
喜
三

年
に
秀
仁
親
王
は
誕
生
し
た
が
そ
れ
か
ら
僅
か
二
年
後
に

子
、
そ
の
翌
年
、

後
堀
河
院
は
崩
御
し
た
。

子
を
彰
子
に
準
え
祝
意
を
込
め
た
当
「
絵
巻
」
は

当
然
そ
の
死
を
見
な
い
前
に
作
ら
れ
、
披
露
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
よ
っ

て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
画
面
に
つ
い
て
言
え
ば
、

子
の
御
産
に
身
近
で

関
わ
っ
た
人
々
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
公
卿
、
殿
上
人
を
含
め
て
出
産
、
産
養

の
際
の
白
綾
屏
風
は
記
憶
に
新
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
榊
原
氏
作

成
の
「
白
綾
屏
風
使
用
一
覧注

９

」
に
は

子
御
産
時
の
室
礼
に
つ
い
て
は
な
く
、

そ
の
折
の
白
綾
屏
風
の
使
用
は
私
自
身
も
未
確
認
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
画
面

の
葦
手
屏
風
が
当
初
、
全
体
的
に
白
っ
ぽ
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
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は
秀
仁
親
王
誕
生
時
の
白
綾
屏
風
を
連
想
さ
せ
る
に
充
分
な
シ
グ
ナ
ル
に
な
っ

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 　

そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
新
楽
府
進
講
の
こ
の
学
び
の
場

の
絵
の
印
象
は
か
な
り
変
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。 

 　

で
は
、
こ
こ
に
お
い
て
も
皇
子
誕
生
の
祝
意
が
漂
う
こ
の
よ
う
な
屏
風
の
前

で
、
彰
子
と
紫
式
部
は
ど
の
よ
う
な
語
ら
い
方
を
し
、
向
き
合
っ
て
い
る
の
だ

と
「
絵
巻
」
制
作
者
は
考
え
、
画
面
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

確
か
に
机
上
の
二
巻
の
巻
子
本
は
、『
日
記
』
の
本
文
に
も
あ
り
、
詞
書
に
も

導
入
さ
れ
て
い
る
「
楽
府
と
い
ふ
ゝ
み
二
巻
を
ぞ
し
ど
け
な
ゝ
な
が
ら
お
し
へ

た
て
き
こ
え
さ
せ
て
侍
る
」
と
あ
る
「
楽
府
二
巻
」
で
は
あ
る
。『
白
氏
文
集
』

中
の
第
三
、四
の
二
巻
を
占
め
る
白
楽
天
の
新
楽
府
五
十
篇
は
、
社
会
や
政
治

に
お
け
る
倫
理
道
徳
の
道
を
説
く
教
材
と
し
て
、
式
部
が
中
宮
の
た
め
に
特
に

選
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
両
者
の
密
や
か
な
そ
し
て
祝
意

を
込
め
た
〈
か
た
ち
〉
と
し
て
現
前
す
る
教
授
の
光
景
は
、
そ
も
そ
も
漢
籍
の

素
読
や
暗
唱
、
真
名
の
習
得
、
難
解
な
漢
語
や
漢
文
脈
の
読
解
に
精
を
出
す
文

章
道
的
学
問
の
場
と
は
異
な
る
と
し
て
も
、
僅
か
に
微
笑
ん
だ
よ
う
な
顔
貌
を

見
せ
こ
じ
ん
ま
り
と
描
出
さ
れ
た
中
宮
に
対
し
て
、
恥
じ
ら
い
を
み
せ
う
つ
む

く
式
部
の
姿
に
は
、
楽
府
の
風
諭
や
教
訓
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
教
え
込
む
態
は
感

じ
ら
れ
な
い
。 

 　
「
紫
式
部
日
記
絵
巻
」
は
通
説
で
は
消
息
文
部
分
を
除
い
た
『
日
記
』
の
ほ

ぼ
全
文
を
対
象
に
絵
画
化
を
試
み
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
式
部
の
個
人
的
感

懐
を
述
べ
た
消
息
文
部
分
の
内
容
は
道
長
家
の
慶
事
の
造
型
化
に
は
適
さ
な
い

と
い
う
判
断
で
あ
っ
た
ろ
う
。
が
、
実
際
は
こ
の
新
楽
府
進
講
の
場
面
を
含

め
、
二
画
面
が
消
息
文
部
分
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
こ
こ
が

絵
に
な
る
場
面
と
し
て
殊
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 　

そ
れ
は
彰
子
と
紫
式
部
が
向
き
合
い
、
親
密
に
語
り
合
う
と
い
う
シ
ー
ン
が

絵
巻
制
作
者
に
は
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
両
者
の

語
り
の
中
に
存
在
す
る
も
の
は
、
や
は
り
『
源
氏
物
語
』
と
捉
え
て
い
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
文
机
、
巻
子
本
、
硯
、
筆
、
そ
し
て
女
人
像
と
い
え
ば
、
紫

式
部
像
の
定
番
の
構
図
に
な
る
の
は
時
代
が
さ
ら
に
下
っ
て
か
ら
の
こ
と
に
な

る
が
、
文
机
を
挟
ん
で
彰
子
と
向
き
合
う
女
房
に
、『
源
氏
物
語
』
の
作
者
像

を
除
外
す
る
こ
と
の
方
が
む
し
ろ
不
自
然
だ
と
思
わ
れ
る
。
漢
籍
の
教
授
と
い

う
前
提
を
導
入
し
た
と
し
て
も
、
式
部
の
講
義
は
、
楽
府
を
は
じ
め
と
す
る

『
白
氏
文
集
』
の
あ
れ
こ
れ
を
述
べ
つ
つ
、
同
時
に
、
帝
も
称
讃
し
た
『
源
氏

物
語
』
の
中
に
重
層
的
に
込
め
ら
れ
た
歴
史
観
や
風
諭
、
漢
籍
か
ら
導
か
れ
た

人
の
世
の
営
み
、
物
語
の
主
題
の
源
泉
、
そ
し
て
文
学
的
引
用
の
意
味
や
表
現

の
奥
深
さ
に
も
話
が
及
び
、
二
人
の
会
話
の
や
り
と
り
は
、
ま
さ
に
『
源
氏
物

語
』
の
作
り
手
か
ら
直
々
に
物
語
の
語
り
を
聞
き
、
そ
の
背
景
や
意
図
を
知
る

と
い
う
、
あ
る
種
の
贅
沢
な
『
源
氏
物
語
』
鑑
賞
会
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
、
と
思
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。 
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寛
喜
年
間
の
文
芸
的
行
為
に
つ
い
て
は
別
稿
に
記
し
た
の
で
こ
こ
で
は
略
す

が
、「
し
ど
け
な
な
が
ら
教
え
た
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

き
こ
え
さ
せ
て
侍
る
」
に
は
、
式
部
が
や

わ
ら
か
い
控
え
め
な
語
り
口
で
あ
ち
ら
に
も
こ
ち
ら
に
も
そ
の
話
を
広
げ
て
ゆ

く
さ
ま
を
思
わ
せ
る
一
方
、『
源
氏
物
語
』
の
作
者
で
あ
る
か
ら
こ
そ
確
か
に

表
現
し
伝
え
き
る
こ
と
が
で
き
る
物
語
の
神
髄
が
反
映
さ
れ
て
い
る
教
授
内
容

を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。そ
う
い
っ
た
主
従
間
の
文
芸
的
行
為
を「
絵

巻
」
の
時
代
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
感
じ
取
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
巡

ら
し
て
い
た
時
に
、
本
画
面
内
の
、
ま
さ
に
こ
の
問
題
と
し
て
い
る
屏
風
に
対

し
て
、『
源
氏
物
語
』
を
絡
め
て
目
を
つ
け
た
江
戸
時
代
の
絵
師
の
存
在
を
知
っ

た
の
で
あ
る
。 

 

四　

葦
手
文
字
屏
風
と
源
氏
物
語 

 　

彰
子
の
学
び
の
成
果
に
直
接
的
な
責
任
を
持
た
ず
、
か
つ
紫
式
部
の
彰
子
へ

の
講
義
は
他
者
と
の
軋
轢
の
中
で
傷
つ
き
な
が
ら
も
彼
女
の
自
尊
心
を
支
え
た

出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
式
部
の
内
面
を
う
か
が
わ
せ
る
叙
述
を
、
当
画

面
の
詞
書
か
ら
一
切
省
き
去
っ
た
鎌
倉
時
代
の
絵
巻
制
作
者
に
と
っ
て
、
彰
子

と
式
部
の
対
峙
で
浮
上
す
る
と
こ
ろ
の
現
実
的
な
関
心
は
、
や
は
り
『
源
氏
物

語
』
の
生
成
の
現
場
へ
の
興
味
と
憧
憬
な
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
た

折
、
佐
野
み
ど
り
氏
よ
り
出
光
美
術
館
蔵
の
室
町
時
代
製
作
（
筆
者
不
詳
）
の

源
氏
絵
屏
風
の
裏
側
の
絵
が
、
こ
の
「
紫
式
部
日
記
絵
巻
」
に
描
か
れ
た
画
中

の
屏
風
絵
と
同
じ
構
図
で
あ
る
こ
と
の
貴
重
な
御
教
示
を
得
た10

注

。 

 　

図
3
の
（
B
）
が
そ
の
画
面
で
あ
る
。
左
手
に
二
本
の
大
小
の
松
と
岩
、

右
手
に
松
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
葦
手
も
、「
紫
式
部
日
記
絵
巻
」
の
画
中

屏
風
と
同
じ
く
「
久
し
く
」「
な
り
ぬ
」「
す
み
よ
し
の
」
の
文
字
で
あ
る
。
こ

の
画
面
で
は
「
紫
式
部
日
記
絵
巻
」
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
明
瞭
に
金
色
の

葦
手
文
字
が
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
作
品
は
六
曲
一
隻
の
小
屏
風

で
、
図
3
（
A
）
が
そ
の
表
面
で
あ
る
。
須
磨
、
明
石
で
の
不
遇
期
を
経
て
、

京
に
戻
っ
た
源
氏
が
御
礼
参
り
に
住
吉
の
社
を
参
詣
す
る
澪
標
巻
か
ら
の
光
景

で
あ
る
。
一
行
が
ま
さ
に
鳥
居
を
く
ぐ
り
太
鼓
橋
を
渡
っ
て
社
殿
へ
と
向
か
う

様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
澪
標
巻
の
住
吉
詣
を
描
い
た
源
氏
絵
の
多
く
に
、
海

上
に
源
氏
の
威
勢
に
圧
さ
れ
淋
し
く
去
っ
て
ゆ
く
明
石
の
君
の
船
影
が
見
ら
れ

る
が
、
こ
の
屏
風
絵
に
は
な
い
。
む
し
ろ
一
面
に
描
か
れ
た
住
吉
の
松
林
が
目

を
引
き
、
こ
れ
か
ら
の
上
昇
し
て
い
く
光
源
氏
の
運
命
を
力
強
く
暗
示
す
る
。

そ
の
表
の
住
吉
詣
で
の
画
面
を
受
け
て
の
、
裏
面
の
松
樹
の
意
匠
な
の
で
あ
っ

た
。
本
屏
風
を
展
示
し
た
平
成
二
十
二
年
六
月
の
出
光
美
術
館
「
日
本
の
美
・

発
見
Ⅳ　

屏
風
の
世
界
―
そ
の
変
遷
と
展
開
」
展
の
図
録
で
は
、
普
段
は
平
た

く
展
示
さ
れ
る
屏
風
を
、
折
り
曲
げ
て
見
た
と
き
の
表
裏
の
関
係
の
面
白
さ
が

伝
わ
る
よ
う
に
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
る
。
ジ
グ
ザ
ク
に
立
て
渡
し
た
屏
風
を
斜

め
上
空
か
ら
眺
め
た
よ
う
に
写
さ
れ
た
当
作
品
の
写
真
を
眺
め
て
い
る
と
、「
紫
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式
部
日
記
絵
巻
」
内
の
屏
風
と
同
じ
構
図
と
趣
向
の
葦
手
文
字
が
施
さ
れ
た
松

の
木
と
、
澪
標
図
屏
風
の
松
林
が
不
思
議
に
も
そ
の
ま
ま
繋
が
っ
て
ゆ
く
よ
う

に
見
え
て
く
る
。図
録
解
説
文
で
黒
田
泰
三
氏
は
こ
の
葦
手
文
字
を
や
は
り「
わ

れ
み
て
も
久
し
く
な
り
ぬ
…
…
」
の
古
今
歌
の
意
に
添
っ
た
も
の
と
し
、「
表

と
裏
の
二
画
面
で
呼
応
す
る
テ
ー
マ
を
描
く
と
い
う
屏
風
な
ら
で
は
の
遊
戯
的

構
成
」
を
指
摘
し
て
い
る11

注

。 

 　

解
説
文
で
は「
紫
式
部
日
記
絵
巻
」と
の
関
係
に
は
特
に
触
れ
て
い
な
い
が
、

図
3
（
B
）
画
像
左
下
に
小
さ
く
「
倣
信
實
朝
臣
圖　

住
吉
弘
定
畫
」
と
書

か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
本
稿
で
は
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
表
面
は
室
町
時
代
の

も
の
だ
が
、
屏
風
の
裏
面
を
、
江
戸
時
代
に
―
屏
風
修
復
時
だ
ろ
う
か
―
新
し

く
描
い
た
の
が
住
吉
派
の
絵
師
住
吉
弘
定
（
一
七
九
三
―
一
八
六
三
）
で
あ
っ

た
。
住
吉
弘
定
は
「
紫
式
部
日
記
絵
巻
」
を
実
際
に
見
て
い
る
絵
師
で
、
嘉
永

二
年
（
一
八
四
九
）
阿
波
城
の
宝
蔵
か
ら
江
戸
へ
携
行
さ
れ
た
現
蜂
須
賀
家
本

の
鑑
定
し
た
こ
と
が
『
住
吉
家
鑑
定
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る12
注

。
そ
の
折
、
弘
定

は
、「
絵
巻
」
冒
頭
の
三
日
の
産
養
の
詞
書
か
ら
、
本
「
絵
巻
」
を
「
栄
花
物

語
絵
巻
」「
初
花
之
巻
」
と
名
付
け
、
詞
書
を
後
京
極
良
経
と
し
、
絵
の
筆
者

を
藤
原
信
実
と
し
た
。
以
後
、
明
治
期
に
到
る
ま
で
そ
の
誤
伝
は
踏
襲
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。 

 　

澪
標
図
の
裏
面
を
新
調
す
る
際
、
弘
定
は
、
自
身
が
鑑
定
し
た
「
紫
式
部
日

記
絵
巻
」
の
画
中
画
の
唐
草
文
の
葦
手
文
字
の
屏
風
を
導
入
し
た
の
は
、
そ
の

図 3（B）　（裏）

図 3（A）　源氏物語澪標図屏風（表）出光美術館蔵
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屏
風
全
体
に
描
か
れ
た
唐
草
文
が
近
世
の
屏
風
に
お
い
て
は
裏
側
に
貼
る
唐
紙

を
連
想
さ
せ
る
こ
と
が
先
ず
は
直
接
的
な
契
機
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
弘
定
は
絵
師
の
直
感
と
し
て
「
絵
巻
」
の
中
の
紫
式
部
の
傍
ら
に
広

げ
ら
れ
た
屏
風
の
文
様
を
、
屏
風
の
裏
面
に
貼
る
唐
紙
で
あ
る
よ
う
な
印
象
を

受
け
、
記
憶
に
止
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
共
に
何
よ
り
も
、
澪
標
図
屏
風

の
裏
面
を
描
く
こ
と
に
な
っ
た
際
、
松
の
緑
を
縫
っ
て
住
吉
参
詣
に
赴
く
源
氏

の
姿
が
、「
紫
式
部
日
記
絵
巻
」
内
の
屏
風
が
提
示
す
る
、
永
遠
の
弥
栄
を
表

出
す
る
住
吉
の
松
の
和
歌
の
意
匠
こ
そ
が
呼
応
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
相
応
し

い
と
考
え
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。 

 　

そ
し
て
、
都
に
返
り
咲
き
、
明
石
の
姫
君
の
誕
生
を
み
た
将
来
の
国
母
を
擁

す
る
源
氏
の
澪
標
巻
以
降
の
威
勢
は
、
後
一
条
天
皇
、
後
朱
雀
天
皇
を
生
ん
だ

「
絵
巻
」内
の
彰
子
や
そ
の
父
道
長
像
に
も
当
然
、
繋
が
っ
て
く
る
も
の
で
あ
っ

た
。
住
吉
弘
定
が
見
た
当
時
は
、
現
在
よ
り
も
ま
だ
白
色
が
残
っ
て
い
た
か
は

想
像
の
領
域
に
な
る
も
の
の
、
弘
定
が「
紫
式
部
日
記
絵
巻
」内
の
当
屏
風
に
、

御
産
時
の
白
綾
屏
風
を
連
想
し
た
上
で
、「
源
氏
物
語
澪
標
屏
風
図
」
の
裏
面

を
描
い
た
と
し
た
ら
、
そ
の
発
想
は
い
っ
そ
う
的
を
射
た
も
の
だ
っ
た
と
言
え

よ
う
。
帰
京
後
、
着
実
に
政
権
の
座
を
固
め
て
い
っ
た
源
氏
は
、
明
石
の
姫
君

の
誕
生
後
そ
の
立
后
の
予
言
を
得
、
自
ら
の
須
磨
、
明
石
の
不
遇
は
、「
御
こ

の
こ
と
に
つ
け
て
ぞ
か
た
ほ
な
り
け
り
」
と
確
信
す
る
。
よ
っ
て
諸
々
の
御
願

果
た
し
に
住
吉
に
赴
い
た
源
氏
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
心
中
に
は
姫
君
の
誕
生
へ

の
祝
意
と
謝
意
が
満
た
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 　

さ
ら
に
、「
絵
巻
」
に
お
い
て
は
そ
の
葦
手
屏
風
の
前
で
、
そ
の
彰
子
と
向

き
合
う
人
物
こ
そ
が
、『
源
氏
物
語
』
の
作
者
紫
式
部
で
あ
っ
た
こ
と
も
む
ろ

ん
、
弘
定
は
考
慮
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。「
紫
式
部
日
記
絵
巻
」
か
ら
導
入

さ
れ
た
こ
の
図
3
（
B
）
の
絵
柄
の
趣
向
は
、
二
重
三
重
に
「
源
氏
物
語
澪

標
図
屏
風
」
の
オ
モ
テ
と
ウ
ラ
の
関
係
に
叶
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 

 　

阿
波
徳
島
の
蜂
須
賀
家
に
伝
わ
っ
た
一
巻
の
伝
来
は
不
明
だ
が
、
弘
定
が
こ

の
「
絵
巻
」
を
「
栄
花
物
語
絵
巻
」
と
、
鑑
定
し
た
の
は
、
現
在
の
蜂
須
賀
家

本
の
一
段
の
詞
書
が
「
三
日
に
な
ら
せ
給
ふ
は
宮
つ
か
さ
大
夫
よ
り
は
じ
め
て

御
う
ふ
や
し
な
ひ
つ
か
う
ま
つ
る
右
衛
門
大
夫
斉
信
御
ま
へ
の
こ
と
ち
ん
の
か

け
は
ん
し
ろ
か
ね
の
御
さ
ら
な
と
く
は
し
く
見
す
…
…
」
と
始
ま
り
、
ま
さ
に

『
栄
花
物
語
』
巻
八
「
は
つ
は
な
」
の
「
三
日
に
な
ら
せ
た
ま
ふ
夜
は
、
宮
司
、

大
夫
よ
り
は
じ
め
て
、
御
産
養
仕
う
ま
つ
る
、
右
衛
門
は
御
前
の
も
の
、
沈
の

懸
盤
、
銀
の
御
皿
ど
も
な
ど
詳
し
く
は
見
ず
…
…
」
と
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
に

拠
る
と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
蜂
須
賀
家
本
第
四
段
の
中
宮
彰
子
と
紫

式
部
の
姿
を
見
た
時
、
弘
定
は『
紫
式
部
日
記
』の
内
容
は
、
読
ん
で
い
な
か
っ

た
か
考
慮
の
外
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
当
然
な
が
ら
左
衛
門
の
内
侍
の
悪
口

に
端
を
発
す
る
式
部
の
心
情
吐
露
と
厭
世
観
を
こ
の
画
面
に
結
び
つ
け
て
眺
め

る
こ
と
も
し
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

 　

江
戸
時
代
の
一
絵
師
の
思
惑
を
こ
の
よ
う
に
段
階
的
に
想
像
し
、
追
っ
て
み
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た
上
で
、
鎌
倉
時
代
の
絵
巻
制
作
者
の
現
場
の
思
惑
を
推
し
量
る
と
、
詞
書
を

操
作
し
、
国
母
と
し
て
の
彰
子
像
を
明
確
に
提
示
し
た
画
面
に
お
い
て
、
そ
の

彰
子
と
向
き
合
う
紫
式
部
に
つ
い
て
は
、『
源
氏
物
語
』
に
関
す
る
楽
し
げ
な

語
ら
い
の
発
信
者
そ
の
人
が
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
で
あ
り
、
か
つ
中
宮
の
側

近
く
に
仕
え
る
女
房
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
特
別
な
思
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
住
吉
弘
定
も
そ
う
い
う
『
源
氏
物
語
』
を
介
し
た

両
者
の
語
ら
い
を
こ
の
「
紫
式
部
日
記
絵
巻
」
―
彼
に
と
っ
て
は
「
栄
花
物
語

絵
巻
」「
初
花
之
巻
」
だ
が
―
に
見
て
取
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 　

武
士
の
時
代
へ
と
移
行
す
る
鎌
倉
時
代
初
期
の
貴
族
に
と
っ
て
、
寛
弘
年
間

と
は
盤
石
な
る
摂
関
体
制
が
築
か
れ
た
理
想
の
時
期
で
あ
り
、「
王
朝
」
と
は

権
勢
を
得
た
者
た
ち
が
そ
の
ま
ま
文
雅
に
秀
で
た
当
代
の
文
化
を
牽
引
し
形
成

し
得
る
人
々
で
あ
っ
た
時
代
な
の
で
あ
っ
た
。
貴
族
の
栄
光
が
す
で
に
過
去
の

も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
時
期
に
、
そ
の
理
想
の
関
係
構
図
を
現
前
す
る
の
が
彰

子
と
紫
式
部
が
向
き
合
う
光
景
な
の
で
あ
っ
た
。
宮
廷
社
会
の
隆
盛
を
絵
の
中

に
再
現
し
、
我
が
も
の
と
し
て
幻
視
し
よ
う
と
す
る
絵
巻
制
作
者
の
歴
史
的
現

実
は
、
実
は
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
認
識
さ
れ
る
。 

 　
『
日
記
』
の
当
該
箇
所
を
辿
る
と
、
そ
こ
に
は
救
わ
れ
な
い
式
部
の
感
情
ば

か
り
が
、
浮
上
し
て
く
る
。
式
部
は
、
左
衛
門
の
内
侍
の
陰
湿
な
陰
口
が
憂
鬱

で
あ
り
、
帝
の
称
讃
も
当
惑
以
外
の
何
も
の
で
も
無
く
、
周
囲
に
対
し
て
は
、

大
袈
裟
な
ま
で
に
無
能
を
装
う
こ
と
を
自
ら
に
課
す
。
父
は
娘
の
学
才
を
認
め

て
は
い
る
が
、
幼
少
時
代
に
式
部
の
心
に
刻
印
さ
れ
た
「
お
前
が
男
の
子
で

あ
っ
た
な
ら
」
と
い
う
父
の
嘆
き
は
、
結
果
と
し
て
女
に
は
学
問
は
不
用
で
あ

る
と
学
者
で
あ
る
父
自
ら
引
導
を
渡
し
た
に
も
等
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
ん

な
中
で
ひ
た
隠
し
に
し
て
い
る
漢
籍
を
読
む
能
力
を
買
わ
れ
中
宮
へ
の
楽
府
進

講
に
及
ん
だ
が
、
そ
れ
が
露
顕
し
た
ら
周
囲
か
ら
の
嫌
が
ら
せ
が
増
す
ば
か
り

だ
。
何
も
か
も
心
晴
れ
な
い
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
…
…
と
述
べ
た
挙
げ
句
、
こ

の
場
面
は
「
す
べ
て
世
の
中
こ
と
わ
ざ
し
げ
く
憂
き
も
の
に
は
べ
り
け
り
」
と

結
ば
れ
た
。
こ
こ
に
連
な
る
ど
の
文
言
に
も
式
部
の
厭
世
観
と
自
嘲
的
な
感
情

が
宿
る
。
そ
し
て
そ
の
さ
ら
に
向
こ
う
に
は
屈
折
し
た
自
信
と
自
負
も
見
え
隠

れ
し
て
い
る
。
日
記
研
究
で
は
こ
う
い
っ
た
流
れ
の
も
と
中
宮
へ
の
楽
府
進
講

の
事
実
は
捉
え
ら
れ
、
こ
の
出
来
事
の
因
果
関
係
を
、
式
部
の
複
雑
な
心
の
内

に
求
め
る
べ
く
読
解
を
深
め
て
い
く
。
そ
の
折
つ
い
「
絵
巻
」
の
中
の
、
現
在

は
枯
淡
の
趣
を
呈
す
屏
風
の
傍
ら
に
坐
す
式
部
の
姿
に
も
、
そ
の
苦
悩
を
重
ね

て
し
ま
う
。
し
か
し
同
じ
く
『
紫
式
部
日
記
』
か
ら
の
享
受
で
は
あ
る
が
、
絵

巻
制
作
者
の
意
図
や
価
値
観
や
そ
の
願
望
を
含
め
た
彼
ら
の
執
念
す
ら
感
じ
さ

せ
る
『
日
記
』
世
界
の
再
構
築
の
姿
勢
は
、
式
部
の
精
神
性
重
視
の
読
み
取
り

と
は
違
う
と
気
づ
い
た
時
、
安
易
に
「
絵
巻
」
の
画
面
を
『
日
記
』
の
ビ
ュ
ジ
ュ

ア
ル
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
利
用
し
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
怖
さ
を
感
じ
る
。
む
し

ろ
、
絵
巻
制
作
者
の
『
日
記
』
の
受
け
止
め
方
を
、
遡
っ
て
『
日
記
』
の
叙
述
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に
向
き
合
わ
せ
て
み
る
と
、
実
は
こ
の
『
紫
式
部
日
記
』
は
、
式
部
の
憂
愁
叙

述
を
削
ぎ
落
と
し
て
も
出
来
事
の
明
確
な
シ
ー
ン
化
が
成
立
す
る
、
と
い
う
文

章
構
造
を
有
す
る
こ
と
を
検
証
す
る
も
の
と
し
て
、「
紫
式
部
日
記
絵
巻
」
に

取
り
組
ん
で
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。 

 

﹇『
日
記
』
本
文
﹈（『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
拠
る
） 

 　

左
衛
門
の
内
侍
と
い
う
人
は
べ
り
。
あ
や
し
う
す
ず
ろ
に
よ
か
ら
ず
思
ひ

け
る
も
、
え
知
り
は
べ
ら
ね
、
心
憂
き
し
り
う
ご
と
の
お
ほ
う
聞
こ
え
は
べ

り
し
。 

 　

内
裏
の
う
へ
の
、
源
氏
の
物
語
人
に
読
ま
せ
た
ま
ひ
つ
つ
聞
こ
し
め
し
け

る
に
、「
こ
の
人
は
日
本
紀
を
こ
そ
読
み
た
ま
ふ
べ
け
れ
。
ま
こ
と
に
才
あ

る
べ
し
。」
と
、
の
た
ま
は
せ
け
る
を
、
ふ
と
推
し
は
か
り
に
、「
い
み
じ
う

な
む
才
が
あ
る
」
と
、
殿
上
人
な
ど
に
い
ひ
散
ら
し
て
、
日
本
紀
の
御
局
と

ぞ
つ
け
た
り
け
る
、
い
と
を
か
し
く
ぞ
は
べ
る
。
こ
の
ふ
る
古
里
の
女
の
前

に
て
だ
に
、
つ
つ
み
は
べ
る
も
の
を
、
さ
る
と
こ
ろ
に
て
才
さ
か
し
出
で
は

べ
ら
む
よ
。 

 　

こ
の
式
部
の
丞
と
い
ふ
人
の
、
童
に
て
書
読
み
は
べ
り
し
時
、
聞
き
な
ら

ひ
つ
つ
、
か
の
人
は
お
そ
う
読
み
と
り
、
忘
る
る
と
こ
ろ
も
、
あ
や
し
き
ま

で
ぞ
さ
と
く
は
べ
り
し
か
ば
、
書
に
心
入
れ
た
る
親
は
、「
口
惜
し
う
、
男

子
に
て
持
た
ら
ぬ
こ
そ
幸
ひ
な
か
り
け
れ
」
と
ぞ
、
つ
ね
に
歎
か
れ
は
べ
り

し
。
そ
れ
を
「
を
の
こ
だ
に
才
が
り
ぬ
る
人
は
、
い
か
に
ぞ
や
、
は
な
や
か

な
ら
ず
の
み
は
べ
る
め
る
よ
」と
、や
う
や
う
人
の
い
ふ
も
聞
き
と
め
て
後
、

一
と
い
ふ
文
字
を
だ
に
書
き
わ
た
し
は
べ
ら
ず
、
い
と
て
づ
づ
に
あ
さ
ま
し

く
は
べ
り
。
読
み
し
書
な
ど
い
ひ
け
む
も
の
、
目
に
も
と
ど
め
ず
に
な
り
て

は
べ
り
し
に
、
い
よ
い
よ
、
か
か
る
こ
と
聞
き
は
べ
り
し
か
ば
、
い
か
に
人

も
伝
え
聞
き
て
に
く
む
ら
む
と
、
恥
づ
か
し
さ
に
、
御
屏
風
の
上
に
書
き
た

る
こ
と
を
だ
に
読
ま
ぬ
顔
を
し
は
べ
り
し
を
、
宮
の
、
御
前
に
て
、
文
集
の

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
読
ま
せ
た
ま
ひ
な
ど
し
て
、
さ
る
さ
ま
の
こ
と
知
ろ
し
め
さ

ま
ほ
し
げ
に
お
ぼ
い
た
り
し
か
ば
、
い
と
し
の
び
て
、
人
の
さ
ぶ
ら
は
ぬ
も

の
の
ひ
ま
ひ
ま
に
、を
と
と
し
の
夏
ご
ろ
よ
り
、
楽
府
と
い
ふ
書
二
巻
を
ぞ
、

し
ど
け
な
な
が
ら
教
え
た
て
き
こ
え
さ
せ
て
は
べ
る
、
隠
し
は
べ
り
。
宮
も

し
の
び
さ
せ
た
ま
ひ
し
か
ど
、
殿
も
う
ち
も
け
し
き
を
知
ら
せ
た
ま
ひ
て
、

御
書
ど
も
を
め
で
た
う
書
か
せ
た
ま
ひ
て
ぞ
、
殿
は
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま

ふ
。
ま
こ
と
に
か
う
読
ま
せ
た
ま
ひ
な
ど
す
る
こ
と
、
は
た
、
か
の
も
の
い

ひ
の
内
侍
は
、
え
聞
か
ざ
る
べ
し
。
知
り
た
ら
ば
、
い
か
に
そ
し
り
は
べ
ら

む
も
の
と
、
す
べ
て
世
の
中
こ
と
わ
ざ
し
げ
く
憂
き
も
の
に
は
べ
り
け
り
。 

 

﹇「
絵
巻
」
詞
書
﹈ 

 　

宮
の
お
ま
へ
に
て
文
し
ゆ
の
所
〳
〵
よ
ま
せ
給
な
ど
し
て
さ
る
さ
ま
の
こ

と
し
ろ
し
め
さ
ま
ほ
し
け
に
お
ほ
い
た
り
し
か
は
い
と
し
の
ひ
て
人
候
は
ぬ
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も
の
〳
〵
ひ
ま
〳
〵
に
お
と
ゝ
し
の
夏
こ
ろ
よ
り
楽
府
と
い
ふ
ゝ
み
二
巻
を

そ
し
と
け
な
ゝ
か
ら
お
し
へ
た
て
き
こ
え
さ
せ
て
侍
る
か
く
し
侍
り
宮
も
し

の
ひ
さ
せ
給
し
か
と
も
殿
も
う
ち
も
け
し
き
を
し
ら
せ
給
ひ
て
御
文
と
も
を

め
て
た
う
か
ゝ
せ
給
て
そ
と
の
は
た
て
ま
つ
ら
せ
給 

 

注 

 

（
1
）
川
名
「「
紫
式
部
日
記
絵
巻
」
に
見
る
『
紫
式
部
日
記
』
享
受
の
諸

相
―
楽
府
進
講
場
面
を
中
心
に
―
（『
愛
知
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
46

号
、
平
成
29
・
3
） 

 

（
2
）『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
は
開
始
年
を
寛
弘
四
年
と
し
、『
新
日
本
古

典
文
学
大
系
』『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
』『
日
本
古
典
集
成
』
は
寛
弘
五
年

と
す
る
。 

 

（
3
）
川
名
「
紫
式
部
日
記
と
紫
式
部
日
記
絵
巻
―
〈
例た
め
し〉
と
し
て
の
絵
画

化
と
日
記
の
物
語
絵
化
」（『
紫
式
部
日
記
の
新
研
究
』
平
成
20
、
新
典

社
）・
第
69
回
日
記
文
学
会
大
会
口
頭
発
表
に
て
（
平
成
28
・
12
） 

 

（
4
）『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
の
注
で
は
「
こ
の
段
で
は
御
製
で
は
な
く
、

従
者
が
帝
の
立
場
で
神
に
捧
げ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。 

 

（
5
）松
原
茂「
紫
式
部
日
記
絵
詞
の
成
立
年
代
―
詞
書
書
風
の
立
場
か
ら
」

（『
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
』
2
7
6
・
昭
和
49
）・「
紫
式
部
日
記
絵
巻
の
伝
来

と
成
立
」（『
日
本
絵
巻
大
成
9　

紫
式
部
日
記
絵
詞
』
昭
和
53
、
中
央
公

論
社
） 

 

（
6
）
源
豊
宗
「
紫
式
部
日
記
絵
巻
の
研
究
」（『
人
文
論
究
』
七
の
三
、
昭

和
31
・
8
） 

 

（
7
）
小
井
川
理
「
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
特
別
展
『
白
絵
―
祈
り
と
寿

ぎ
の
か
た
ち
―
』
図
録
」（
平
成
26
・
10
） 

 

（
8
）
榊
原
悟
「
屏
風
＝
儀
礼
の
場
の
調
度
―
葬
送
と
出
産
を
例
に
」（『
講

座
日
本
美
術
史　

第
4
巻　

造
形
の
場
』
平
成
17
、
東
京
大
学
出
版
会
） 

 

（
9
）
注
8
と
同
じ
。 

 

（
10
）
平
成
27
度
国
内
研
究
期
間
中
所
属
し
た
学
習
院
大
学
文
学
部
哲
学
科

に
て
ご
指
導
を
賜
っ
た
。 

 

（
11
）
黒
田
泰
三
「
出
光
美
術
館
「
日
本
の
美
・
発
見
Ⅳ　

屏
風
の
世
界
―

そ
の
変
遷
と
展
開
」
展
の
図
録
（
平
成
22
・
6
） 

 

（
12
）
秋
山
光
和
『
日
本
絵
巻
物
の
研
究
上
』
平
成
2
，
中
央
公
論
美
術
出

版
）・
東
京
芸
術
大
学
所
蔵『
住
吉
家
鑑
定
控
』の
う
ち「
住
吉
弘
定
の
記
」

（『
美
術
研
究
』
40
号
昭
和
10
・
4
）
に
「
源
氏
物
語
絵
巻
（
夕
霧
鈴
虫

御
法
）
と
共
に
、「
右
四
通
者
松
平
阿
波
守
殿
所
蔵
也
、
渡
辺
広
輝
国
本

ニ
参
候
節
御
城
虫
干
之
節
見
出
則
江
戸
表
持
参
リ

定
致
遣
ス
者
也
、
誠

何
れ
も
見
事
成
者
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。 
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図
版
出
典 

 

図
1　

個
人
蔵
（『
国
宝　

紫
式
部
日
記
絵
巻
と
雅
び
の
世
界
』
平
成
12
、

徳
川
美
術
館
） 

 

図
2　

図
1
と
同
じ 

 

図
3　
（
A
）出
光
美
術
館
蔵（『
室
町
時
代
の
屏
風
絵
』展
図
録
、
平
成
元
、

朝
日
新
聞
社
） 

 

（
B
）
出
光
美
術
館
蔵
（『
日
本
の
美
・
発
見
Ⅳ　

屏
風
の
世
界
―
そ
の

変
遷
と
展
開
』
展
の
図
録　

平
成
22
、
出
光
美
術
館
） 




