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光
明
寺
蔵 

田
中
訥
言
筆 

当
麻
曼
荼
羅
縁
起
絵
巻
の
模
本
に
つ
い
て 

中
川 

満
帆
（
鎌
倉
国
宝
館
） 

  

鎌
倉
市
材
木
座
に
所
在
す
る
天
照
山
蓮
華
院
光
明
寺
に
は
、
鎌
倉
時
代
に
制
作
さ
れ
た
絵

巻
物
の
優
品
で
あ
る
国
宝
・
当
麻
曼
荼
羅
縁
起
絵
巻
（
鎌
倉
国
宝
館
寄
託
中
）
が
蔵
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
同
寺
に
は
、
こ
の
国
宝
本
絵
巻
の
模
本
も
伝
蔵
さ
れ
て
お
り
、
例
年
春
先
に

開
催
さ
れ
る
寺
宝
展
で
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
一
部
で
は
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た

が
、
こ
の
模
本
絵
巻
も
令
和
４
年
２
月
よ
り
鎌
倉
国
宝
館
へ
寄
託
い
た
だ
く
運
び
と
な
っ
た

［
口
絵
］
。
こ
の
模
本
絵
巻
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
や
ま
と
絵
の
復
古
を
目
指
し
活
動
し
た

絵
師
、
田
中
訥
言
（
明
和
４
年
～
文
政
６
年
（
１
７
６
７
～
１
８
２
３
）
）
の
二
十
七
歳
の

時
の
筆
と
な
る
こ
と
で
も
注
目
さ
れ
、
さ
ら
に
制
作
時
期
の
わ
か
る
訥
言
作
品
の
中
で
は
も

っ
と
も
は
や
い
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
訥
言
研
究
史
上
に
あ
っ
て
も
大
き
な
意
義
を

も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
び
の
寄
託
を
機
と
し
て
、
模
写
の
原
本
た
る
当
麻
曼
荼
羅

縁
起
絵
巻
の
研
究
が
す
す
む
こ
と
、
な
ら
び
に
本
作
の
公
開
の
機
会
が
拡
大
す
る
こ
と
に
よ

り
訥
言
研
究
の
一
助
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
（
以
下
、
同
絵
巻
に
つ
い
て
は
本

作
、
ま
た
は
訥
言
模
本
と
称
す
）
。 

 

本
作
に
つ
い
て
は
、平
成
二
十
六
年
に
徳
川
美
術
館
の
秋
季
特
別
展「
復
古
や
ま
と
絵 

新

た
な
る
王
朝
美
の
世
界 

―

訥
言
・
一
蕙
・
為
恭
・
清―

」
に
出
陳
さ
れ
、
吉
川
美
穂
氏
に

よ
っ
て
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
（
註
１
）
。
ま
た
光
明
寺
の
設
立
す
る
記
主
禅
師
研
究
所
の

研
究
員
を
つ
と
め
ら
れ
る
大
谷
慈
通
氏
、
杉
浦
尋
徳
氏
に
よ
っ
て
、
本
作
制
作
の
背
景
に
つ

い
て
考
察
が
な
さ
れ
、
ま
た
本
作
以
外
の
模
本
と
の
比
較
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
（
註
２
）
。

本
稿
で
は
、
訥
言
模
本
の
基
本
的
な
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
国
宝
本
絵
巻
と

訥
言
模
本
の
比
較
を
通
じ
て
絵
画
的
な
特
徴
を
示
す
こ
と
と
し
た
い
。 

 

一
、 

訥
言
模
本
の
概
要 

 

国
宝
本
絵
巻
に
は
、
複
数
の
模
本
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ

り
、
本
作
の
登
場
を
も
っ
て
こ
れ
が
４
例
目
と
い
え
る
。
本
作
以
外
の
３
例
と
は
、
東
京
国

立
博
物
館
本
、
当
麻
寺
奥
院
本
、
そ
し
て
個
人
蔵
本
を
い
い
、
河
原
由
雄
氏
に
よ
っ
て
国
宝

本
絵
巻
と
の
差
異
を
は
じ
め
、
早
く
か
ら
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
註
３
）
。 

 

本
作
は
、
国
宝
本
絵
巻
と
ほ
ぼ
同
等
の
法
量
を
有
し
、
ま
た
そ
の
内
容
は
国
宝
本
絵
巻
の

折
れ
伏
せ
や
損
傷
の
具
合
ま
で
も
正
確
に
再
現
す
る
意
識
の
も
と
に
仕
上
げ
ら
れ
た
本
格
的

な
模
本
で
あ
る
。
ま
た
本
作
の
絵
画
部
分
を
担
当
し
た
の
は
、
や
ま
と
絵
の
復
古
と
い
う
絵

画
活
動
に
身
を
置
い
た
絵
師
・
田
中
訥
言
で
あ
る
と
み
ら
れ
、
他
の
模
本
と
は
ま
た
異
な
る

制
作
背
景
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。 

本
作
を
訥
言
の
筆
と
み
な
す
所
以
は
、
内
箱
の
蓋
表
の
墨
書
（
図
１
）
お
よ
び
蓋
裏
の
貼

札
墨
書
に
あ
る
（
図
２
）
（
註
４
）
。
こ
こ
に
は
、
本
作
の
制
作
者
と
し
て
、
絵
は
田
中
訥

言
が
、
詞
書
は
源
公
風
が
筆
を
と
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
惜
し
い
こ
と
に
本
作
中

に
絵
師
ら
の
落
款
や
印
章
と
い
っ
た
も
の
は
の
こ
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
こ
の
墨
書
の
筆
者

も
明
ら
か
に
し
え
な
い
が
（
註
５
）
、
現
存
す
る
訥
言
作
品
か
ら
み
る
彼
の
古
典
研
究
の
時

期
と
、
訥
言
が
古
典
作
品
に
携
わ
る
こ
と
に
導
い
た
松
平
定
信
（
宝
暦
３
年
～
文
政
12
年
（
１

７
５
９
～
１
８
２
９
）
）
に
よ
る
古
物
の
調
査
の
時
期
を
鑑
み
る
に
、
本
作
を
訥
言
筆
と
す

る
こ
と
に
批
判
は
少
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
貼
札
墨
書
の
内
容
は
す
べ
て
定
信
の
言
で
あ

り
、
大
き
く
三
つ
の
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
は
じ
め
に
定
信
に
よ
る
国
宝
本
縁
起
の
添
え
状

（
図
３
）
と
ほ
ぼ
同
じ
文
言
を
記
し
、
そ
の
後
に
過
去
の
鑑
定
に
つ
い
て
改
め
て
触
れ
た
の

ち
、
詞
書
を
源
公
風
、
絵
を
田
中
訥
言
に
担
当
さ
せ
た
旨
を
示
し
締
め
く
く
る
。
以
下
全
文

を
記
す
。 

 「
此
曼
陀
羅
縁
起
は
住
吉
法
眼
慶
恩
が
筆
也
、
筆
力
顕
然
と
し
て
疑
ふ
べ
か
ら
ず
、
ま
い
て
住
吉
家
の
古
記
ニ 

慶
恩
が
曼
陀
羅
縁
起
を
ゑ
が
き
し
を
し
る
し
あ
る
を
や
、
抑
慶
恩
ハ
元
暦
建
久
の
こ
ろ
摂
津
国
住
吉
の 

繪
所
な
り
、
さ
れ
ば
こ
そ
詞
書
せ
さ
れ
し
後
京
極
殿
下
と
代
も
あ
ひ
か
な
ふ
べ
け
れ
、
志
か
る
に
永
真
の
証 

侍
る
ハ
い
か
ゞ
あ
ら
ん
、
よ
て
こ
の
事
を
あ
き
ら
か
に
志
ら
し
め
ん
が
た
め
寛
政
五
年
八
月
三
日 

佐
少
将
定
信
か
い
つ
け
は
べ
る
也
、 
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当
麻
の
曼
陀
羅
縁
起
二
巻
ハ
鎌
倉
光
明
寺
ニ
あ
り 

此
画
の
末
ニ
古
土
佐
の
筆
也
と
狩
野
永
真
が
書
た
る 

 
 
 

跋
あ
り
と
沙
汰
し
た
る
ニ

左
に
ハ
あ
ら
ず 

故
に
別
ニ

其
事
か
い
て
や
り
ぬ 

 

右
上
下
二
巻
原
本
真
写 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

詞
書 

 

源 

公
風
筆 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

絵 
 
 

田
中
訥
言
画 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

依
命 

 
 
 
 
 

記
之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

寛
政
五
年
丑
九
月 

日
」 

（
※
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
） 

 
 

   

定
信
は
、
国
宝
本
絵
巻
の
絵
師
は
住
吉
慶
恩
（
不
詳
）
で
あ
り
、
そ
の
絵
画
様
式
は
、
詞

書
の
後
京
極
殿
（
九
条
良
経
）
の
も
の
に
も
よ
く
通
じ
て
い
て
制
作
年
代
の
齟
齬
が
な
い
と

評
し
、
狩
野
永
真
安
信
（
慶
長
18
年
～
貞
享
２
年
（
１
６
１
４
～
１
６
８
５
）
）
に
よ
る
鑑

定
は
果
た
し
て
正
し
い
か
疑
わ
し
い
の
で
、
寛
政
五
年
（
１
７
９
３
）
八
月
三
日
に
改
め
て

こ
れ
を
調
べ
た
、
と
い
う
。
狩
野
永
真
安
信
の
鑑
定
と
は
、
現
在
、
国
宝
本
絵
巻
の
上
巻
末

に
付
さ
れ
て
い
る
一
紙
（
極
書
き
）
の
こ
と
で
あ
り
、
「
右
曼
陀
羅
之
縁
起
上
下
巻
土
佐
古

将
監
」
真
跡
決
然
而
無
干
渉
猶
豫
者
也
」
狩
野
永
真
法
眼
證
之
印
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
14

頁
以
降
を
参
照
）
。
安
信
は
国
宝
本
絵
巻
の
絵
師
を
土
佐
将
監
と
し
て
い
る
（
註
６
）
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
不
詳
で
、
定
信
は
こ
の
見
立
て
は
誤
り
で
あ
る
と
否
定
し
た
の
で
あ
る
。 

 

本
作
の
全
長
は
、
上
巻
が
七
九
七
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
下
巻
が
六
九
六
・
二
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
で
、
縦
寸
は
両
巻
と
も
五
一
・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
（
註
７
）
。
各
紙
の

法
量
は
本
稿
末
尾
に
国
宝
本
絵
巻
と
な
ら
べ
て
示
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
右
に
も
触
れ

た
と
お
り
、
本
作
は
詞
書
と
絵
画
と
で
制
作
者
が
こ
と
な
り
、
各
紙
の
継
ぎ
方
や
一
枚
あ
た

り
の
法
量
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
現
状
、
紙
継
ぎ
部
分
は
３
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
重
な

り
が
茶
褐
色
の
濃
い
筋
と
な
っ
て
確
認
で
き
る
が
、
と
く
に
詞
書
に
関
し
て
は
上
下
に
も
紙

を
継
い
で
い
る
部
分
が
多
く
、
本
作
の
制
作
に
関
し
て
は
基
底
材
の
調
達
か
ら
し
て
も
分
業

制
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。 

 

 

 
 

 

（22） 

図２ 模本 内箱 蓋裏 墨書 

図１ 模本 内箱 蓋表 墨書 

（左）箱書き（右）紙書き 

図３ 国宝本絵巻 付属品 松平定信添え状 
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詞
書
を
担
当
し
た
源
公
風
に
つ
い
て
は
多
く
の
情
報
は
な
く
、
森
尹
祥
の
次
男
・
森
公
風
と

み
ら
れ
て
い
る
。
持
明
院
統
の
書
家
で
あ
っ
た
尹
祥
は
幕
府
の
右
筆
を
つ
と
め
、
定
信
と
は

近
し
い
位
置
に
い
た
も
の
と
さ
れ
る
（
註
８
）
。 

 

田
中
訥
言
の
古
典
学
習
に
お
け
る
姿
勢
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
よ
り
「
現
状
模
写
」
と
い

う
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
る
が
、
本
作
も
そ
れ
に
違
わ
ず
、
参
照
し
た
作
を
誠
実
か
つ
忠
実
に

写
し
取
っ
て
い
る
（
註
９
）
。
虫
損
の
跡
や
本
紙
の
剥
落
か
ら
破
れ
、
ま
た
紙
継
ぎ
の
ず
れ

や
皺
の
筋
な
ど
も
細
か
に
写
し
て
い
る
様
子
が
絵
巻
の
全
般
に
わ
た
り
み
と
め
ら
れ
る
。
全

体
の
保
存
状
態
と
し
て
は
、
破
れ
や
剥
が
れ
も
な
く
お
お
む
ね
良
好
で
は
あ
る
が
、
現
状
模

写
に
は
含
ま
れ
な
い
経
年
に
よ
る
円
形
の
茶
染
み
が
随
所
に
み
ら
れ
画
面
を
少
々
損
な
っ
て

い
る
感
が
あ
る
。
全
巻
を
と
お
し
て
茶
色
の
靄
が
か
か
っ
た
よ
う
な
様
子
も
、
経
年
に
よ
る

紙
焼
け
と
み
え
惜
し
い
。
ま
た
、
本
作
の
表
紙
は
明
る
い
若
草
色
の
紙
に
金
銀
泥
で
宝
相
華

を
手
描
き
し
た
凝
っ
た
つ
く
り
の
も
の
を
採
用
し
て
い
る
（
註
10
）
。 

 

さ
て
、
訥
言
模
本
を
具
体
的
に
見
て
い
く
の
に
先
立
ち
、
国
宝
本
絵
巻
の
概
略
を
振
り
返

っ
て
お
き
た
い
。
国
宝
本
絵
巻
は
、
そ
の
名
の
通
り
大
和
の
当
麻
寺
の
本
尊
で
あ
る
綴
織
当

麻
曼
荼
羅
の
織
成
伝
説
を
語
る
絵
巻
で
あ
る
。
仏
法
に
篤
く
帰
依
し
た
姫
君
（
横
佩
大
臣
の

娘
）
の
も
と
に
尼
僧
と
女
が
現
れ
、
生
身
の
阿
弥
陀
に
ま
み
え
た
い
と
い
う
姫
君
の
願
い
の

た
め
に
、
浄
土
の
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
光
景
を
示
す
大
き
な
曼
荼
羅
を
織
り
上
げ
る
。
尼
僧

と
女
は
そ
れ
ぞ
れ
阿
弥
陀
と
観
音
の
化
身
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
極
楽
浄
土
へ
帰
り
ゆ

く
が
、
最
終
局
で
姫
君
の
も
と
へ
は
二
十
五
菩
薩
を
率
い
た
阿
弥
陀
如
来
が
来
迎
し
宿
願
は

果
た
さ
れ
る
。
本
絵
巻
は
そ
の
優
美
で
洗
練
さ
れ
た
画
技
か
ら
中
央
で
制
作
さ
れ
、
構
想
に

は
浄
土
宗
西
山
派
の
証
空
上
人
ら
の
関
与
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
伝
来
に
つ
い
て
は
、
延
宝

三
年
（
１
６
７
５
）
に
光
明
寺
の
大
檀
越
で
あ
っ
た
内
藤
義
概
に
よ
り
同
寺
へ
寄
進
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
を
さ
か
の
ぼ
る
資
料
は
残
念
な
が
ら
の
こ
ら
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
上
巻
の
し
っ
と
り
と
お
お
ら
か
な
筆
か
ら
下
巻
末
の
来
迎
の
圧
巻
ま
で
、
見
る
も
の
を

惹
き
こ
ん
で
や
ま
な
い
こ
の
絵
巻
へ
注
が
れ
た
視
線
は
数
知
れ
ず
、
研
究
の
蓄
積
も
非
常
に

厚
い
（
註
11
）
。 

 

と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
そ
の
大
き
な
画
面
で
あ
り
、
通
常
横
に
継
ぐ
紙
を
縦
に
用
い
る

こ
と
で
大
画
面
を
設
け
て
い
る
。
国
宝
本
絵
巻
の
絵
画
部
分
に
は
、
一
紙
ご
と
そ
の
ほ
ぼ
中

央
に
縦
向
き
の
折
り
皺
が
つ
い
て
お
り
、
先
行
研
究
で
は
こ
の
皺
は
か
つ
て
国
宝
本
絵
巻
が

詞
書
と
絵
と
が
切
り
離
さ
れ
、
絵
の
方
は
折
手
本
の
よ
う
な
か
た
ち
に
な
っ
て
い
た
時
期
が

あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
詞
書
と
絵
が
つ
な
が
っ
た
現
状
を
み
る
と
、
経
年
に
よ

り
生
じ
た
無
数
の
横
皺
も
確
認
で
き
、
ゆ
え
に
形
状
変
更
の
具
多
的
な
時
期
こ
そ
記
録
に
恵

ま
れ
な
い
が
、
現
在
の
よ
う
な
巻
子
状
に
と
と
の
え
ら
れ
て
か
ら
久
し
い
こ
と
も
間
違
い
は

な
い
。 

 

以
下
で
は
、
国
宝
本
絵
巻
と
訥
言
模
本
の
差
異
に
つ
い
て
記
し
て
い
く
。
両
本
の
全
容
が

把
握
で
き
る
よ
う
、
ま
た
両
本
の
あ
い
だ
に
生
じ
て
い
る
差
が
わ
か
る
よ
う
に
示
し
た
（
14

～
19
頁
の
対
照
図
を
参
照
）
。
両
本
の
相
違
点
か
ら
、
本
稿
で
は
（
一
）
錯
簡
の
こ
と
、（
二
）

色
彩
の
こ
と
、
と
い
う
二
点
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
と
思
う
。 

 

（
一
）
錯
簡
の
こ
と 

 

国
宝
本
絵
巻
に
一
部
錯
簡
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
や
、
不
足
し
て
い
る
絵
画
の
紙
幅
が
あ

る
こ
と
は
現
状
の
不
自
然
な
具
合
か
ら
も
容
易
に
考
え
ら
れ
、
そ
の
こ
と
は
本
作
以
外
の
模

本
か
ら
も
す
で
に
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
国
宝
本
絵
巻
の
錯
簡
を
め
ぐ
る
問
題
は
か
ね
て
よ

り
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
国
宝
本
絵
巻
に
は
な
く
模
本
に
の
み
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
絵
に
つ

い
て
も
同
時
に
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。 

 

現
状
の
国
宝
本
絵
巻
に
み
ら
れ
る
錯
簡
と
は
、
上
巻
最
終
局
（
第
二
十
五
紙
）
に
つ
な
げ

ら
れ
た
、
す
や
り
霞
と
そ
こ
か
ら
わ
ず
か
に
の
ぞ
く
家
屋
の
景
を
あ
ら
わ
し
た
一
紙
の
こ
と

を
指
す
。
直
前
に
描
か
れ
た
御
堂
と
は
明
ら
か
に
接
続
せ
ず
、
ま
た
紙
幅
の
横
皺
も
こ
れ
に

続
か
な
い
。
さ
て
、
訥
言
模
本
に
は
国
宝
本
絵
巻
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
絵
が
二
カ
所
に
わ

た
り
確
認
で
き
る
。
ひ
と
つ
目
は
上
巻
第
一
段
の
こ
と
で
あ
り
、
国
宝
本
絵
巻
に
は
姫
君
が

机
に
向
か
い
写
経
す
る
姿
を
捉
え
た
た
だ
一
紙
の
み
が
あ
る
が
、
訥
言
模
本
に
は
全
部
で
三 

 

紙
分
の
絵
が
み
え
る
。
白
群
の
す
や
り
霞
か
ら
家
屋
が
の
ぞ
き
、
そ
の
建
物
は
姫
君
の
い
る

部
屋
と
隣
接
す
る
部
分
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
訥
言
模
本
の
絵
の
一
枚
目
は
、
国
宝

本
絵
巻
の
上
巻
第
三
段
に
不
自
然
な
景
を
つ
な
げ
て
い
る
二
十
五
紙
目
に
該
当
す
る
こ
と
は 
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訥言模本 下巻 
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先
学
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
訥
言
模
本
が
国
宝
本
絵
巻
の
こ
の
錯
簡
を
訂
正
し
て

完
成
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
訥
言
模
本
の
絵
の
二
枚
目
に
至
っ
て
は
国
宝
本
絵
巻
の
い
ず

れ
の
箇
所
に
も
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
そ
し
て
こ
の
ふ
た
つ
の
現
象

は
、
東
京
国
立
博
物
館
本
（
以
下
、
東
博
本
と
称
す
）
と
当
麻
寺
奥
院
本
に
も
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。 

 

も
う
ひ
と
つ
、
訥
言
模
本
に
は
国
宝
本
絵
巻
に
は
存
在
し
な
い
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。
上

巻
第
二
段
の
末
に
描
か
れ
た
そ
れ
は
、
蓮
糸
を
紡
ぐ
姫
君
ら
に
蓮
茎
を
届
け
る
男
た
ち
の
描

写
で
あ
る
が
、
訥
言
模
本
に
あ
ら
わ
れ
た
一
紙
は
直
前
の
景
と
矛
盾
な
く
接
合
し
て
お
り
、

背
景
の
土
坡
や
樹
木
の
様
子
は
下
巻
末
の
景
に
も
通
じ
て
お
り
興
味
深
い
。
そ
し
て
こ
の
一

紙
に
つ
い
て
も
、
東
博
本
な
ら
び
に
当
麻
寺
奥
院
本
は
同
じ
図
様
を
そ
な
え
て
い
る
。 

 

残
念
な
が
ら
、
訥
言
模
本
の
登
場
を
も
っ
て
し
て
も
、
国
宝
本
絵
巻
の
上
巻
第
一
段
で
錯

簡
が
お
こ
っ
た
背
景
に
関
す
る
新
た
な
情
報
は
見
出
し
が
た
い
。
一
点
、
訥
言
模
本
で
は
、

上
巻
第
一
段
の
絵
の
二
紙
目
と
三
紙
目
の
接
続
部
分

に
、
双
方
が
画
巻
と
し
て
つ
な
が
れ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
を
思
わ
せ
る
破
れ
跡
を
写
し
て
い
る
こ
と
は
注

目
さ
れ
る
（
図
４
）
。
ま
た
、
錯
簡
と
は
い
わ
な
い

が
、
国
宝
本
絵
巻
と
訥
言
模
本
と
で
は
、
狩
野
永
真

安
信
に
よ
る
極
書
き
の
置
か
れ
る
位
置
も
異
な
っ
て

い
る
（
註
12
）
。 

 

（
二
）
色
彩
の
こ
と 

 

訥
言
模
本
が
い
か
に
国
宝
本
絵
巻
の
忠
実
な
模
写
で
あ
る
か
は
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た

と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
模
本
と
し
て
の
特
徴
は
そ
の
彩
り
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
国
宝
本
絵
巻
の
制
作
は
鎌
倉
時
代
後
期
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
訥
言
が
こ
れ
を
模

し
た
と
さ
れ
る
寛
政
年
間
（
１
７
８
９
～
１
８
０
１
）
前
期
に
は
制
作
さ
れ
て
か
ら
す
で
に

六
百
年
は
経
過
し
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
訥
言
は
経
年
に
よ
る
退
色
の
す
す
ん
だ
国
宝
本
絵

巻
を
実
見
し
た
こ
と
に
な
る
。 

 

本
作
を
概
観
し
て
目
に
と
ま
る
の
は
、
そ
の
色
が
ま
こ
と
に
明
る
く
軽
や
か
に
賦
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
全
巻
を
通
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
す
や
り
霞
は
、
国
宝
本
絵
巻
で
は
白
色

の
下
地
の
上
に
ご
く
薄
く
青
を
重
ね
て
い
る
が
、
こ
の
白
群
の
表
現
は
現
状
で
は
ほ
と
ん
ど

青
を
感
じ
さ
せ
な
い
ほ
ど
微
か
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
訥
言
模
本
で
は
さ
わ
や

か
な
青
み
が
は
っ
き
り
と
た
な
び
い
て
い
る
（
図
５
）
。
ほ
か
の
色
に
関
し
て
も
、
訥
言
模

本
は
比
較
的
明
度
の
高
い
色
合
い
を
好
ん
だ
と
み
え
、
畳
の
緑
や
板
敷
き
床
の
茶
（
墨
）
、

幔
幕
や
女
性
の
装
束
の
朱
（
図
６
）
な
ど
、
時
に
驚
き
の
鮮
明
さ
を
も
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
下
巻
に
登
場
す
る
織
り
上
が
っ
た
当
麻
曼
荼
羅
の
外
縁
部
は
現
状
紫
色
に
彩
ら
れ
て

い
る
（
図
７
）
。
一
見
大
胆
な
選
択
と
も
思
わ
れ
る
が
、
国
宝
本
絵
巻
の
退
色
の
具
合
を
あ

ら
わ
そ
う
と
つ
と
め
た
跡
と
う
か
が
わ
れ
、
暖
色
の
後
退
し
た
色
味
を
示
す
べ
く
透
明
感
の

あ
る
紫
色
を
施
し
て
い
る
。 

   
 

図４ 模本 上巻 第一段 

図５ 模本 上巻 第三段 

図６ 模本 下巻 第二段 
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あ
る
い
は
、
訥
言
の
色
彩
感
覚
だ
け
の
問
題
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
が
、
国
宝
本
絵
巻
で
は

す
で
に
肉
眼
で
確
認
が
難
し
い
モ
チ
ー
フ
が
、訥
言
模
本
で
は
象
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、

我
々
に
と
っ
て
は
思
い
が
け
ず
も
あ
り
が
た
い
。
主
に
、
樹
木
に
し
げ
る
花
々
が
よ
く
み
え

る
が
（
図
８
）
、
こ
れ
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
花
そ
の
も
の
を
線
で
描
く
の
で
は
な
く
、
暈

で
輪
郭
を
と
り
、
対
象
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
外
隈
に
近
い
感
覚
が
あ
る
。
ほ
か
に
も
、
上

巻
第
二
段
の
姫
君
た
ち
が
運
ば
れ
て
き
た
蓮
茎
か
ら
糸
を
紡
ぐ
場
面
で
は
、
国
宝
本
絵
巻
で

は
ほ
と
ん
ど
そ
の
姿
が
見
え
な
い
蓮
茎
の
束
が
、
訥
言
模
本
で
は
ぽ
う
っ
と
浮
き
上
が
る
よ

う
な
描
写
で
示
さ
れ
て
い
る
（
図
９
）
。
同
様
の
こ
と
を
、
下
巻
第
一
段
の
曼
荼
羅
を
織
る

女
性
の
あ
し
も
と
に
あ
る
道
具
類
の
描
写
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
10
）
。
訥
言
の
現

状
模
写
に
対
す
る
意
識
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
部

分
で
あ
り
、
同
時
に
訥
言
の
思
惑
こ
そ
計
り
知
れ

な
い
が
復
元
模
写
に
も
成
功
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
国
宝
本
絵
巻
で
は
す
で
に
失
わ
れ
て
し

ま
っ
た
文
様
も
可
能
な
限
り
復
元
し
よ
う
と
す
る

か
の
よ
う
な
箇
所
も
散
見
さ
れ
、
現
状
模
写
か
ら

復
元
模
写
へ
の
跡
が
見
え
隠
れ
す
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
ほ
か
、
国
宝
本
絵
巻
と
の
細
か
な
描
写
の

差
を
指
摘
す
れ
ば
き
り
が
な
い
が
、
訥
言
の
画
技

や
筆
の
癖
と
一
括
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
箇
所
が
ひ
と
つ
あ
る
（
図
11
）
。
上
巻
末
、
堂
宇

の
端
、
折
れ
筋
の
下
辺
に
は
、
何
ら
か
の
脚
部
の
よ
う
な
も
の
が
み
え
る
。
こ
れ
が
何
を
意

図
す
る
か
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
訥
言
模
本
で
は
壁
面
の
彩
色
に
薄
墨
を
刷
い
た
よ

う
な
描
写
が
み
え
る
が
、
こ
れ
は
他
の
精
細
な
模
写
に
比
し
て
残
念
で
あ
る
。 

 

訥
言
が
現
状
模
写
の
絵
師
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
折
れ
伏
せ
等
ま
で
を

も
徹
底
的
に
写
し
取
る
姿
勢
か
ら
確
か
に
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
色
彩
に
つ
い
て

は
、
現
状
の
忠
実
な
写
し
と
い
う
体
験
を
通
じ
て
、
図
ら
ず
と
も
当
初
の
彩
り
や
構
図
を
復

元
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。 

 
 

二
、
訥
言
模
本
の
評
価
に
つ
い
て 

 

国
宝
本
絵
巻
の
制
作
は
鎌
倉
時
代
後
期
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
制
作
地
は
そ
の
作
風
か

ら
も
鎌
倉
地
域
で
は
な
く
中
央
で
あ
る
こ
と
に
は
一
定
の
見
解
を
え
て
い
る
。
光
明
寺
は
浄

土
宗
第
三
祖
・
然
阿
良
忠
（
正
治
元
年
～
弘
安
10
年
（
１
１
９
９
～
１
２
８
７
）
）
が
開
祖
・

法
然
上
人
の
教
え
を
伝
え
る
べ
く
、
十
三
世
紀
中
ご
ろ
に
鎌
倉
に
浄
土
宗
の
礎
を
築
い
た
の

が
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
頃
、
国
宝
本
絵
巻
が
ど
こ
に
所
在
し
て
い
た
か
、
記
録

の
上
で
は
た
ど
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
訥
言
に
よ
っ
て
模
本
が
制
作
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て

は
、
吉
川
氏
、
大
谷
氏
に
よ
る
論
考
に
詳
し
い
（
註
13
）
。
本
論
の
最
後
に
も
、
鎌
倉
地
域 

と
国
宝
本
絵
巻
、そ
し
て
模
本
を
つ
な
ぐ
と
み
ら
れ
る
記
録
を
簡
略
に
列
挙
し
て
お
き
た
い
。 

 
 

 

（11） 

図11 模本 上巻 第三段 

図７ 模本 下巻 第二段 

図８ 模本 上巻 第一段 

図９ 模本 上巻 第二段 

図10 模本 下巻 第一段 
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先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
国
宝
本
絵
巻
に
は
松
平
定
信
に
よ
る
添
え
状
（
図
３
）
が
付
属
し
て

お
り
、
「
此
曼
陀
羅
縁
起
者
住
吉
法
眼
」
慶
恩
が
筆
也
筆
力
」
顕
然
と
し
て
疑
ふ
べ
か
ら
ず
」

ま
い
て
住
吉
家
の
古
記
ニ
」
慶
恩
が
曼
陀
羅
縁
起
を
」
ゑ
が
き
し
を
志
る
し
あ
る
を
や
抑
」

慶
恩
ハ
元
暦
建
久
の
こ
ろ
」
摂
津
國
住
吉
の
繪
所
な
り
」
さ
れ
ば
こ
そ
詞
書
せ
さ
れ
し
」
後

京
極
殿
下
と
代
も
あ
ひ
か
な
ふ
」
べ
け
れ
志
か
る
に
永
真
の
」
證
侍
る
ハ
い
か
が
あ
ら
ん
よ

て
」
こ
の
事
を
あ
き
ら
か
に
志
ら
し
め
ん
」
た
め
寛
政
五
年
十
月
九
日
」
佐
少
将
定
信
か
い

つ
け
は
べ
る
」
な
り
（
花
押
）
」
と
伝
え
て
い
る
（
傍
線
筆
者
）
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の

は
、
傍
線
に
示
し
た
日
付
が
訥
言
模
本
の
内
箱
蓋
裏
の
貼
札
墨
書
と
異
な
っ
て
い
る
点
で
あ

る
。
訥
言
模
本
の
墨
書
に
は
寛
政
五
年
内
の
ふ
た
つ
の
日
付
が
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
ず
右
の

定
信
極
め
と
同
じ
文
言
の
末
尾
に
「
八
月
三
日
」
を
、
次
に
制
作
者
名
の
後
に
「
九
月
」
を

あ
ら
わ
す
。
つ
ま
り
、
寛
政
五
年
八
月
時
点
で
定
信
は
国
宝
本
絵
巻
の
制
作
者
に
つ
い
て
見

解
を
示
し
て
お
り
、
九
月
ま
で
に
は
訥
言
・
公
風
の
両
氏
に
模
本
制
作
を
依
頼
す
る
事
業
を

お
こ
し
、
完
成
さ
せ
て
い
た
と
読
め
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
宝
本
絵
巻
の
添
え
状
よ
り
も

模
本
に
付
け
ら
れ
た
墨
書
の
方
が
早
い
日
付
を
示
し
て
お
り
、
国
宝
本
絵
巻
に
付
属
す
る
定

信
極
書
き
が
模
本
制
作
と
の
関
係
の
中
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た

事
実
は
大
き
い
。 

 

訥
言
の
画
業
に
つ
い
て
、
こ
の
模
本
を
も
っ
て
新
し
く
何
か
を
語
る
こ
と
は
筆
者
に
は
あ

ま
り
に
も
難
し
い
。
彼
が
若
く
し
て
国
宝
本
絵
巻
や
「
三
十
六
歌
仙
絵
巻
」
（
寛
政
六
年
模

写
）
、
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
と
い
っ
た
、
一
介
の
絵
師
に
は
触
れ
る
こ
と
が
か
な
わ
な
い
よ

う
な
名
だ
た
る
古
画
に
ア
ク
セ
ス
で
き
た
背
景
に
は
、
松
平
定
信
と
い
う
実
に
大
き
な
後
ろ

盾
が
あ
っ
た
（
註
16
）
。
寛
政
五
年
の
春
、
定
信
は
幕
命
に
よ
り
海
防
警
備
の
た
め
に
鎌
倉
・

逗
子
を
巡
視
し
て
い
る
が
、
こ
の
際
に
国
宝
本
絵
巻
を
目
に
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
国
宝

本
絵
巻
も
ま
た
定
信
の
好
古
趣
味
に
か
な
う
作
で
あ
っ
た
。
訥
言
に
よ
る
当
麻
曼
荼
羅
縁
起

絵
巻
の
模
写
は
、
彼
の
現
存
作
品
中
制
作
年
が
わ
か
る
も
の
の
中
で
は
も
っ
と
も
早
い
も
の

で
あ
り
、
こ
の
模
写
で
示
し
た
仕
事
が
評
価
さ
れ
た
た
め
に
、
定
信
の
古
物
調
査
に
絵
師
と

し
て
継
続
し
て
抜
擢
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

 

さ
い
ご
に
、
現
在
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
光
明
寺
蔵
当
麻
曼
荼
羅
縁
起
絵
巻
の
模
本
に

つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
模
本
は
現
在
、
東
博
本
・
当
麻
寺
奥
院
本
・
個
人
蔵
本
そ
し

て
今
回
の
訥
言
模
本
の
４
件
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
う
ち
個
人
蔵
本
以
外
は
上
下
二
巻
が
お
よ

そ
そ
ろ
っ
た
状
態
で
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
制
作
に
携
わ
っ
た
絵
師
ら
の
情
報
か
ら
、
訥
言
模

本
が
も
っ
と
も
古
い
も
の
と
い
え
る
（
註
17
）
。
訥
言
模
本
以
外
の
作
が
、
国
宝
本
絵
巻
の

臨
模
に
あ
た
る
か
に
つ
い
て
は
慎
重
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
東
博
本
や
当
麻
寺
奥
院
本

が
訥
言
模
本
と
同
じ
く
錯
簡
を
訂
正
し
た
体
を
な
し
て
お
り
、
訥
言
模
本
の
存
在
は
当
時
か

ら
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
す
か
も
し
れ
な
い
。 

 
田
中
訥
言
そ
の
人
の
画
業
や
、
い
わ
ゆ
る
「
復
古
や
ま
と
絵
」
「
復
古
や
ま
と
絵
派
」
に

関
す
る
議
論
は
数
多
く
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
彼
の
出
身
地
の
尾
張
で
は
、
徳
川
美
術
館
を
は

じ
め
名
古
屋
城
等
で
展
観
が
度
々
催
さ
れ
関
心
は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
（
註
18
）
。
ま
た
浄

土
教
美
術
の
展
観
に
お
い
て
、
当
麻
寺
奥
院
が
出
陳
さ
れ
る
な
ど
国
宝
本
絵
巻
の
模
本
が
人

の
目
に
触
れ
る
機
会
は
た
び
た
び
お
と
ず
れ
て
い
る
（
註
19
）
。
訥
言
模
本
を
鎌
倉
国
宝
館

が
受
託
す
る
と
い
う
機
会
に
恵
ま
れ
た
こ
と
を
受
け
と
め
、
本
作
を
国
宝
本
絵
巻
の
忠
実
な 

寛
政
五
年
十
月
九
日 

寛
政
五
年
九
月 

寛
政
五
年
八
月
三
日 

寛
政
五
年
春 

延
宝
三
年 

鎌
倉
時
代
後
期 

元
正
～
文
応
年
間
頃 

松
平
定
信
、
国
宝
本
絵
巻
に
極
書
き
を
付
す 

田
中
訥
言
、
源
公
風
ら
、
模
本
を
完
成
さ
せ
る
（
註
15
） 

松
平
定
信
、
国
宝
本
絵
巻
を
鑑
定
す
る 

松
平
定
信
、
海
防
警
備
の
た
め
鎌
倉
・
逗
子
を
巡
視
す
る 

 

内
藤
義
概
よ
り
国
宝
本
絵
巻
が
光
明
寺
へ
寄
進
さ
れ
る
（
註
14
） 

国
宝
本
絵
巻
が
制
作
さ
れ
る 

良
忠
上
人
、
鎌
倉
に
入
り
、
浄
土
宗
教
学
の
基
礎
を
築
く 

（
光
明
寺
の
前
進
で
あ
る
悟
真
寺
を
拠
点
と
す
る
） 
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模
写
で
あ
る
と
い
う
評
価
に
と
ど
ま
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
国
宝
本
絵
巻
と
の
関
連
に
つ
い
て

探
究
に
つ
と
め
、
ま
た
そ
れ
自
体
が
充
実
し
た
見
ご
た
え
の
あ
る
ひ
と
つ
の
作
品
で
あ
る
こ

と
を
展
示
活
動
等
を
通
じ
て
ひ
ろ
め
て
い
く
次
第
で
あ
る
。
ま
た
本
作
所
蔵
先
で
あ
る
光
明

寺
に
は
、
国
宝
本
絵
巻
の
ほ
か
に
も
鎌
倉
地
域
を
代
表
す
る
「
浄
土
五
祖
絵
伝
」
や
「
浄
土

五
祖
絵
（
善
導
巻
）
」
と
い
っ
た
絵
巻
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
今
回
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

江
戸
期
に
お
け
る
鎌
倉
地
域
の
絵
巻
に
対
す
る
評
価
な
ど
に
つ
い
て
見
聞
を
深
め
る
こ
と
を
、

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

  

（
註
１
）
吉
川
美
穂
「
田
中
訥
言
と
復
古
や
ま
と
絵
」
お
よ
び
作
品
解
説
『
復
古
や
ま
と
絵 

新
た
な
る
王
朝
美
の
世
界 

―
 

訥
言
・
一
蕙
・
為
恭
・
清―

』
徳
川
美
術
館
、
平
成
二
十
六
年 

（
註
２
）
大
谷
慈
道
「
大
本
山
光
明
寺
蔵
『
当
麻
曼
陀
羅
縁
起
』
模
本
に
つ
い
て
（
一
）―

模
本
流
伝
の
経
緯
と
そ
の
背
景 

―

」
、
杉
浦
尋
徳
「
大
本
山
光
明
寺
蔵
『
当
麻
曼
陀
羅
縁
起
』
模
本
に
つ
い
て
（
二
）―

三
種
の
模
本
と
の
比
較 

を
中
心
に―

」
い
ず
れ
も
『
記
主
禅
師
研
究
所
紀
要
』
第
一
号
、
記
主
禅
師
研
究
所
、
平
成
三
〇
年 

（
註
３
）
河
原
由
雄
「
「
当
麻
曼
荼
羅
縁
起
」
の
成
立
と
そ
の
周
辺
」
『
日
本
絵
巻
大
成 

二
四 

当
麻
曼
荼
羅
縁
起 

稚

児
観
音
縁
起
』
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
十
四
年 

（
註
４
）
貼
札
墨
書
の
法
量
は
、
縦
二
九
・
一
、
横
一
二
・
〇
。
箱
の
法
量
は
以
下
の
と
お
り
（
単
位
㎝
）
。
外
箱
、
縦
五

四
・
〇
、
横
一
一
・
三
、
高
七
・
九
。
内
箱
、
縦
五
七
・
七
、
横
一
五
・
三
、
高
一
〇
・
五
。
な
お
、
図
１
（
左
）

の
画
題
は
直
接
箱
に
書
き
付
け
る
の
で
は
な
く
、
紙
を
貼
付
し
て
お
り
、
画
題
右
上
に
は
墨
で
「
一
ノ
三
十
一
」

朱
で
「
三
十
」
（
か
き
消
し
）
の
文
字
が
み
え
る
。 

（
註
５
）
訥
言
の
作
品
は
、
落
款
に
よ
る
編
年
の
研
究
成
果
が
示
さ
れ
て
い
る
。
木
下
稔
「
復
古
大
和
絵
と
田
中
訥
言
」
『
復

古
大
和
絵―

田
中
訥
言
と
そ
の
周
辺―

』
徳
川
美
術
館
、
昭
和
五
十
三
年
。
同
「―

基
礎
資
料―

田
中
訥
言
の
落

款
に
つ
い
て
」
『
金
鯱
叢
書
』
第
九
輯
、
徳
川
黎
明
会
、
昭
和
五
十
七
年
。
竹
内
美
砂
子
「
田
中
訥
言―

落
款
に

よ
る
作
品
の
編
年
」
『
名
古
屋
市
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
二
六
巻
、
名
古
屋
市
博
物
館
、
平
成
十
五
年
。
朝
日
美

砂
子
「
田
中
訥
言―

走
り
続
け
た
画
家
」
『
尾
張
の
や
ま
と
絵 

田
中
訥
言
』
名
古
屋
城
特
別
展
開
催
委
員
会
、

平
成
十
八
年
。 

（
註
６
）
「
土
佐
古
将
監
」
に
つ
い
て
は
、
国
宝
本
絵
巻
の
旧
箱
蓋
裏
の
識
語
に
も
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
（
傍
線
筆
者
） 

「
相
州
鎌
倉
天
照
山
光
明
寺
珍
蔵
當
麻
曼
荼
羅
縁
起
絵
巻 

 

傳
前
摂
政
太
政
大
臣
藤
原
良
經
公
後
京
極
殿
真
翰
圖
畫
工
土
佐
將
監 

 

延
寶
三
之
秋
大
檀
越
内
藤
左
京
亮
従
五
位
下
義
概
以
披
誦
之
次
更
加
脩
令
寄
附
畢 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

現
住
四
拾
六
世
貴
譽
萬
量
天
爾 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

ま
た
、
墨
書
中
の
「
當
麻
の
曼
陀
羅
縁
起
二
巻
ハ
鎌
倉
光
明
寺
ニ
あ
り 

此
畫
の
末
ニ
古
土
佐
の
筆
也
と
狩
野
永 

真
が
書
た
る
」
跋
あ
り
と
沙
汰
し
た
る
ニ
左
に
ハ
あ
ら
ず 

故
に
別
ニ
其
事
か
い
て
や
り
ぬ
」
と
い
う
文
言
は
『
退 

閑
雑
記
』
に
も
記
載
が
み
え
る
。 

（
註
７
）
本
作
で
は
、
現
状
模
写
を
基
本
と
し
て
い
る
も
の
の
、
本
紙
の
法
量
や
紙
継
ぎ
の
位
置
に
関
し
て
は
国
宝
本
絵
巻

の
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
な
い
。 

（
註
８
）
鈴
木
淳
「
幕
府
書
道
師
範
森
尹
祥
の
書
學
」
『
書
誌
學
月
報
』
四
〇
号
、
青
裳
堂
書
店
、
平
成
元
年 

（
註
９
）
本
作
に
は
「
箱
ニ
金
泥
ヲ
以
テ
記
」
當
麻
曼
陀
羅
縁
起 

二
巻
」
と
い
う
籠
字
が
書
か
れ
た
紙
片
が
付
属
す
る
（
参

考
図
版
１
）
。
源
公
風
に
よ
る
詞
書
も
、
籠
字
の
跡
が
諸
所
に
み
ら
れ
る
。 

（
註
10
）
表
紙
は
、
上
下
巻
そ
れ
ぞ
れ
縦
五
二
・
〇
、
横
四
八
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
参
考
図
版
２
）
。 

（
註
11
）
青
陵
「
鎌
倉
光
明
寺
の
當
麻
曼
陀
羅
縁
起
」
『
國
華
』
二
二
二
号
、
國
華
社
、
明
治
四
十
一
年
。
田
中
一
松
「
當 

麻
曼
荼
羅
縁
起
」
『
日
本
繪
巻
物
全
集
』
八
巻
、
雄
山
閣
、
昭
和
五
年
。
梅
津
次
郎
「
図
版
解
説 

當
麻
曼
陀
羅 

縁
起
」
『
美
術
研
究
』
五
一
号
、
美
術
研
究
所
、
昭
和
十
一
年
。
裏
辻
憲
道
「
当
麻
曼
荼
羅
縁
起
攷 

上
」
『
畫 

説
』
七
月
号
、
東
京
美
術
研
究
所
、
昭
和
十
二
年
。
裏
辻
憲
道
「
当
麻
曼
荼
羅
縁
起
攷 

下
」
『
畫
説
』
八
月
号
、 

東
京
美
術
研
究
所
、
昭
和
十
二
年
。
三
山
進
「
鎌
倉
の
絵
巻
に
つ
い
て
」
「
国
宝 

当
麻
曼
荼
羅
縁
起
絵
巻
」
『
鎌 

倉
の
絵
巻
』
鎌
倉
国
宝
館
図
録
第
五
集
、
鎌
倉
国
宝
館
、
昭
和
三
十
二
年
。
白
畑
よ
し
「
当
麻
曼
荼
羅
縁
起
」
『
新 

修
日
本
絵
巻
物
全
集
』
十
二
巻
、
角
川
書
店
、
昭
和
五
十
二
年
。
佐
伯
英
里
子
「
『
当
麻
曼
荼
羅
縁
起
絵
巻
』
の 

製
作
背
景
に
関
す
る
一
試
論
」
『
美
術
史
』
一
〇
六
冊
、
美
術
史
学
会
、
昭
和
五
十
四
年
。
河
原
由
雄
「
「
当
麻 

曼
荼
羅
縁
起
」
の
成
立
と
そ
の
周
辺
」
『
日
本
絵
巻
大
成 

二
四 

当
麻
曼
荼
羅
縁
起 

稚
児
観
音
縁
起
』
中
央 

公
論
社
、
昭
和
五
十
四
年
。
小
松
茂
美
「
当
麻
曼
荼
羅
縁
起
と
稚
児
観
音
縁
起
」
『
続
日
本
の
絵
巻
』
二
〇
、
中 

央
公
論
社
、
平
成
四
年
。
成
原
有
貴
「
阿
弥
陀
を
め
ぐ
る
女
性
の
信
心
と
祈
願―

絵
か
ら
考
え
る
「
当
麻
曼
荼
羅 

縁
起
絵
巻
」
の
制
作
事
情
」
『
も
の
と
イ
メ
ー
ジ
を
介
し
た
文
化
伝
播
に
関
す
る
研
究
』
科
学
研
究
費
基
盤
研
究 

Ｂ
研
究
成
果
報
告
書
、
平
成
二
十
二
年
。
成
原
有
貴
「
「
当
麻
曼
荼
羅
縁
起
絵
巻
」
の
制
作
意
図
を
め
ぐ
る
一
試 

論
」
『
美
術
史
』
一
七
六
冊
、
美
術
史
学
会
、
平
成
二
十
六
年
。 

（
註
12
）
昭
和
四
十
六
～
四
十
七
年
に
国
庫
に
よ
る
修
理
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
の
修
理
歴
等
は
不
明
で
あ
る
。 

（
註
13
）
前
掲
註
１
・
２
。
吉
川
美
穂
「
田
中
訥
言
の
古
画
研
究―

松
平
定
信
と
の
関
わ
り
を
中
心
に―

」
『
鹿
島
美
術
研

究
年
報
』
三
〇
号
別
冊
、
鹿
島
美
術
財
団
、
平
成
二
十
五
年
。 

（
註
14
）
前
掲
註
６
参
照
。 

（
註
15
）
訥
言
模
本
の
箱
に
は
朱
文
円
印
「
白
河
」
、
朱
文
円
印
「
桑
名
」
、
朱
文
長
方
印
「
楽
亭
文
庫
」
が
貼
付
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
に
よ
り
訥
言
模
本
は
松
平
定
信
の
手
元
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
側
面
に
も
「
四

百
三
十
六
番
」
と
あ
り
、
通
し
番
号
か
。
（
渋
沢
栄
一
『
楽
翁
公
伝
』
岩
波
書
店
、
昭
和
十
二
年
。
小
野
則
秋
『
日

本
蔵
書
印
考
』
文
友
堂
、
昭
和
十
八
年
。
） 

（
註
16
）
前
掲
註
13
参
照
。 

（
註
17
）
白
畑
よ
し
「
『
当
麻
曼
荼
羅
縁
起
』
の
模
本
に
つ
い
て
」
『
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
』
月
報
十
二
号
、
角
川
書
店
、

昭
和
五
十
二
年
。
河
原
由
雄
「
「
当
麻
曼
荼
羅
縁
起
」
の
成
立
と
そ
の
周
辺
」
『
日
本
絵
巻
大
成 

二
四 

当
麻

曼
荼
羅
縁
起 

稚
児
観
音
縁
起
』
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
十
四
年
。
杉
浦
尋
徳
「
大
本
山
光
明
寺
蔵
『
当
麻
曼
陀

羅
縁
起
』
模
本
に
つ
い
て
（
二
）―

三
種
の
模
本
と
の
比
較
を
中
心
に―

」
『
記
主
禅
師
研
究
所
紀
要
』
第
一
号
、

記
主
禅
師
研
究
所
、
平
成
三
〇
年
。 

（
註
18
）
菅
原
真
弓
「
冷
泉
為
恭
と
そ
の
画
業
に
関
す
る
研
究―

為
恭
に
お
け
る
復
古
意
識
と
古
典
学
習
を
中
心
に―

」『
鹿

島
美
術
研
究
年
報
』
十
五
号
別
冊
、
鹿
島
美
術
財
団
、
平
成
十
年
。
日
並
彩
乃
「
近
世
の
土
佐
派
と
復
古
大
和
絵

―

「
復
古
大
和
絵
」
の
定
義
の
問
題
」
『
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研
究
』
関
西
大
学
大
学
院
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
科
、

平
成
二
十
六
年
。
『
復
古
大
和
絵―

田
中
訥
言
と
そ
の
周
辺―

』
徳
川
美
術
館
、
昭
和
五
十
三
年
。
『
尾
張
の
や

ま
と
絵 

田
中
訥
言
』
名
古
屋
城
特
別
展
開
催
委
員
会
、
平
成
十
八
年
。
『
豪
商
の
た
し
な
み 

岡
谷
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
』
徳
川
美
術
館
、
平
成
二
十
四
年
。
『
復
古
や
ま
と
絵 

新
た
な
る
王
朝
美
の
世
界 

―

訥
言
・
一
蕙
・
為

恭
・
清―

』
徳
川
美
術
館
、
平
成
二
十
六
年
。 

（
註
19
）
『
特
別
展 

當
麻
曼
荼
羅
完
成
１
２
５
０
年
記
念 

當
麻
寺 

極
楽
浄
土
へ
の
あ
こ
が
れ
』
奈
良
国
立
博
物
館
、

平
成
二
十
五
年 

 ―

謝
辞―

 

 

模
本
の
ご
寄
託
に
あ
た
り
、
天
照
山
蓮
華
院
光
明
寺
さ
ま
、
な
ら
び
に
大
谷
慈
通
さ
ま
に
は
格
別
の
ご
配
慮
を
い
た
だ
き

ま
し
た
こ
と
、
こ
こ
に
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
今
後
も
研
究
の
発
展
お
よ
び
、
作
品
の
展
示
公
開
保
存
に
尽
く
し
て
い

く
所
存
で
す
。 
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参考図版１ 参考図版２ 


