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淀
川
図
巻
と
平
家
物
語
絵
巻
の
超
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
化

―
美
術
館
・
博
物
館
の
状
況
を
含
め
て
の
考
察
―

中　

谷　

伸　

生

は
じ
め
に

　

美
術
作
品
の
超
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
化
を
め
ぐ
っ
て
、
本
稿
で
は
十
八
世
紀
に
活
動

し
た
大
坂
の
画
家
、
大
岡
春
卜
（
一
六
八
〇

－

一
七
六
三
）
が
描
い
た
《
浪
花
及
澱

川
沿
岸
名
勝
図
巻
》（
関
西
大
学
図
書
館
蔵
）
と
、知
ら
れ
ざ
る
土
佐
左
助
な
る
人
物

の
工
房
に
よ
る
《
平
家
物
語
絵
巻
》（
林
原
美
術
館
蔵
）
の
二
作
品
を
採
り
上
げ
て
、

美
術
作
品
の
超
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
化
に
と
っ
て
の
有
効
性
と
問
題
点
に
つ
い
て
、
そ

し
て
真
作
（
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
）
と
複
製
お
よ
び
写
真
画
像
の
問
題
に
つ
い
て
、
具

体
的
に
㈱
日
立
製
作
所
（
横
浜
）
と
㈱
サ
ビ
ア
（
京
都
）
の
撮
影
技
術
に
よ
っ
て
製

作
さ
れ
た
超
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
画
像
を
検
討
し
な
が
ら
論
じ
て
み
た
い
。
こ
の
問
題

は
、
こ
れ
か
ら
の
美
術
館
・
博
物
館
、
そ
し
て
社
会
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
重
要
な

課
題
で
あ
っ
て
、
美
術
作
品
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
対
し
て
は
、
と
も
す
れ
ば
拒
否
反
応

を
示
す
学
芸
員
や
大
学
の
美
術
史
研
究
者
も
数
多
く
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
く
に
美

術
館
で
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
画
像
へ
の
不
信
感
が
強
く
、
や
は
り
真
作
（
オ
リ

ジ
ナ
ル
作
品
）
の
価
値
の
高
さ
へ
の
執
着
が
み
ら
れ
る
。
筆
者
も
デ
ジ
タ
ル
化
の
危

険
性
を
察
知
し
つ
つ
も
、
未
来
の
社
会
に
と
っ
て
、
こ
れ
を
有
効
に
使
う
時
代
を
迎

え
た
と
考
え
て
い
る
。

　

な
お
、《
平
家
物
語
絵
巻
》（
林
原
美
術
館
蔵
）
の
超
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い

て
は
、所
蔵
先
の
一
般
財
団
法
人 

林
原
美
術
館
と
関
西
大
学
と
の
学
術
協
定
に
よ
る

成
果
で
あ
る
。

一
、
大
岡
春
卜
筆
《
浪
花
及
澱
川
沿
岸
名
勝
図
巻
》

　

大
坂
を
流
れ
る
淀
川
を
描
い
た
絵
巻
物
の
中
で
有
名
な
作
品
と
い
え
ば
、
ま
ず
、

明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
制
作
の
円
山
応
挙
筆
《
淀
川
両
岸
図
巻
》【
図
1
】
を
挙
げ

ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
応
挙
の
淀
川
図
巻
は
、
十
八
世
紀
中
期
に
、
日
本
の
絵

師
た
ち
が
写
生
と
い
う
姿
勢
を
と
り
始
め
た
初
期
に
あ
た
る
作
品
で
、
こ
の
辺
り
か

ら
、
写
生
、
す
な
わ
ち
、
絵
師
が
目
の
前
の
風
景
を
見
え
る
よ
う
に
描
く
こ
と
を
意

味
す
る
。
そ
の
場
合
、
眼
前
の
対
象
を
微
に
入
り
細
を
穿
つ
よ
う
に
描
く
「
写
実
」

と
は
多
少
異
な
り
、
あ
る
程
度
ゆ
る
や
か
に
全
体
像
を
写
し
と
る
、
と
い
う
意
味
で

「
写
生
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
。
日
本
の
美
術
史
を
通
観
す
れ
ば
、中
国
の
宮
廷

絵
画
や
西
洋
近
代
の
美
術
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
写
実
的
な
美
術
は
ご
く
僅
か
で
、

多
く
の
作
品
は
、
ゆ
る
や
か
な
写
実
、
す
な
わ
ち
写
生
的
な
作
品
だ
と
い
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
応
挙
の
《
淀
川
両
岸
図
巻
》
は
そ
の
代
表
的
な
作
品
で
あ
る
。
そ

し
て
、
見
逃
せ
な
い
の
は
、
こ
の
応
挙
の
淀
川
図
巻
が
制
作
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、

応
挙
が
何
ら
か
の
先
行
作
品
を
参
照
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
①る
。
そ

う
し
た
指
摘
に
対
し
て
、俄
然
、大
き
な
存
在
感
を
示
す
作
品
が
、大
岡
春
卜
の
《
浪

花
及
澱
川
沿
岸
名
勝
図
巻
》【
図
2
〜
8
】
で
あ
る
。
こ
の
絵
巻
は
、応
挙
の
淀
川
図

巻
よ
り
も
二
十
年
も
早
く
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
も
非
常
に
重
要
な
位
置
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
応
挙
が
春
卜
の
淀
川
絵
巻
を
実
見
し
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な



一
三

い
。
し
か
し
、
両
者
の
画
面
構
成
な
ど
を
検
討
す
る
と
、
そ
の
可
能
性
も
ま
っ
た
く

無
い
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、大
坂
で
活
動
し
た
大
岡
春
卜
に
よ
る
《
浪
花
及
澱
川
沿
岸
名
勝
図
巻
》（
関

西
大
学
図
書
館
蔵
・
一
七
四
五
年
制
作
）
は
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）、
春
ト
六
十

六
歳
の
円
熟
期
の
作
品
で
、
紙
本
墨
画
淡
彩
、
縦
二
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
七
九

〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
絵
巻
で
あ
る
。
こ
の
絵
巻
は
、
東
ア
ジ
ア
全
体
を
覆
っ
た
実

証
主
義
的
精
神
を
背
景
に
し
て
、
長
崎
に
や
っ
て
き
た
中
国
の
沈
南
蘋
ら
の
写
実
的

技
法
を
踏
ま
え
て
、
淀
川
を
写
生
的
に
描
こ
う
と
す
る
意
志
を
も
つ
新
時
代
の
精
神

を
漲
ら
せ
た
作
品
と
な
っ
て
い
②る
。
と
こ
ろ
が
、
春
卜
の
こ
の
絵
巻
で
は
、
未
だ
写

生
的
な
性
格
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
応
挙
の
写
生
的
な
淀
川
図
巻
と
は

距
離
が
あ
る
。
し
か
し
、
巻
末
の
春
卜
自
身
に
よ
る
「
舊
本
に
不
寄
予
が
下
坂
上
都

の
便
り
に
委
写
留
る
（
旧
本
に
よ
ら
ず
、
予
が
大
坂
へ
下
る
と
き
や
京
都
に
上
る
と

き
の
便
り
に
委
し
く
写
し
留
め
る
）」【
図
8
】
と
い
う
墨
書
か
ら
、
未
だ
写
生
的
な

描
写
が
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
目
の
前
の
風
景
を
写
生
的
に
描
き
た
い
、

と
い
う
願
望
が
強
く
前
面
に
出
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

春
卜
の
絵
巻
に
は
、
現
在
の
大
阪
府
の
堺
か
ら
、
大
坂
の
中
心
地
で
あ
る
住
吉
、

道
頓
堀
、
天
満
、
京
橋
を
経
て
、
郊
外
の
守
口
、
鳥
飼
、
枚
方
に
至
り
、
続
い
て
八

幡
と
そ
の
対
岸
の
山
崎
か
ら
京
の
伏
見
に
至
る
淀
川
沿
岸
の
風
景
が
描
か
れ
、
巻
末

に
は
先
に
引
用
し
た
大
岡
春
卜
に
よ
る
興
味
深
い
墨
書
が
見
ら
れ
、
そ
こ
に
は
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

右
川
流
の
図
水
上
ハ
洛
東
鴨
河
の
流
れ
王
城
に
入
て
二
条
よ
り
起
り
末
ハ
泉

州
堺
蛭
子
嶋
に
至
る
川
筋
な
ら
ひ
に
流
路
と
も
に
十
七
里
余
町
な
り
け
む
を
図

す
る
に
舊
本
に
不
寄
予
が
下
坂
上
都
の
便
り
に
委
写
留
る
と
い
へ
と
も
小
巻
に

し
て
詳
に
載
こ
と
不
能
只
二
条
よ
り
淀
ま
で
の
草
稿
あ
り
と
い
へ
共
猶
略
③之

　

注
目
す
べ
き
は
、
大
岡
春
卜
が
制
作
に
あ
た
っ
て
、
過
去
の
図
案
や
版
本
な
ど
の

「
淀
川
沿
岸
図
」
を
手
本
に
せ
ず
、
自
分
の
眼
で
見
た
風
景
を
絵
画
化
し
た
、
と
述
べ

て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
画
面
を
検
討
す
る
と
、
遥
か
彼
方
の
上
空
か
ら
眺
め
た
よ

う
に
描
か
れ
た
沿
岸
の
風
景
は
、
絵
師
が
見
た
情
景
と
は
思
わ
れ
ず
、
飛
行
機
や
気

球
の
な
い
江
戸
時
代
に
、
こ
の
記
述
の
信
憑
性
は
少
々
疑
わ
し
い
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
、「
実
際
に
見
た
風
景
を
描
き
た
い
」
と
い
う
意
識
が
画
家
に
あ
っ
た
こ
と
は
事
実

で
あ
る
。

　

十
八
世
紀
中
頃
は
、
日
本
の
実
景
を
描
く
、
い
わ
ゆ
る
真
景
図
（
眼
前
の
実
景
を

描
い
た
絵
画
）
が
誕
生
し
た
時
期
に
あ
た
る
。
こ
の
絵
巻
の
画
面
に
は
、
大
坂
の
中

心
街
の
道
頓
堀
に
架
か
る
橋
や
、
京
の
伏
見
に
あ
っ
た
淀
の
水
車
な
ど
、
各
名
所
の

街
並
や
景
観
の
特
徴
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
象
徴
的
に
淀
川
沿
岸
に
配
置
さ
れ

て
描
か
れ
て
い
る
。
限
ら
れ
た
画
面
に
膨
大
な
風
景
を
ど
の
よ
う
に
配
置
す
る
か
に

注
意
を
払
い
、
淀
川
沿
岸
の
街
や
風
景
を
大
幅
に
省
略
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
選
ば
れ
て
描
か
れ
た
名
所
や
街
並
、
そ
し
て
風
物
な
ど
は
、
当
時
の
京
大
坂
で

も
最
も
有
名
な
名
勝
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
木
の
実
か
ら
採
れ

る
灯
油
の
名
産
地
「
遠
里
小
野
（
お
り
お
の
）」
や
、住
之
江
の
岸
に
群
生
し
て
い
た

「
岸
姫
松
（
き
し
の
ひ
め
ま
つ
）」
な
ど
、
現
代
で
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
た
情
景
も

し
っ
か
り
と
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、道
頓
堀
や
八
軒
屋
な
ど
の
中
心
街
の
周
辺
に
、

「
西
成
郡
大
坂
町
」、「
守
口
」、「
枚
方
」、「
葛
葉
」
な
ど
、
今
日
で
も
大
き
な
繁
華
街

と
な
っ
て
い
る
場
所
が
、
江
戸
時
代
の
中
期
に
、
す
で
に
栄
え
て
い
た
こ
と
が
明
ら



一
四図 4　《浪花及澱川沿岸名勝図巻》（守口から鳥飼）　1745年

図 3　《浪花及澱川沿岸名勝図巻》（天王寺から生玉宮）　1745年

図 2　《浪花及澱川沿岸名勝図巻》（堺から住吉）　1745年

図 1　円山応挙《淀川両岸図巻》　1765年



一
五 図 8　《浪花及澱川沿岸名勝図巻》（淀城）　1745年

図 7　《浪花及澱川沿岸名勝図巻》（枚方から山崎）　1745年

図 6　《浪花及澱川沿岸名勝図巻》（葛葉から八幡）　1745年

図 5　《浪花及澱川沿岸名勝図巻》（道頓堀から天神橋）　1745年



一
六

か
に
な
る
。
加
え
て
、
有
名
な
寺
院
や
城
郭
、
あ
る
い
は
重
要
な
街
並
み
に
は
、
実

用
目
的
の
地
誌
的
な
河
川
絵
図
と
同
様
の
形
式
を
踏
襲
し
て
、
漢
字
で
説
明
的
な
解

説
（
傍
題
）
が
添
え
ら
れ
た
。

　

今
回
の
㈱
日
立
製
作
所
（
横
浜
）
に
よ
る
カ
メ
ラ
方
式
の
撮
影
に
よ
る
超
高
精
細

デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
っ
て
、
春
卜
の
《
浪
花
及
澱
川
沿
岸
名
勝
図
巻
》
の
研
究
に
つ
い

て
は
さ
ま
ざ
ま
な
進
展
が
み
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
中
で
も
注
目
す
べ
き
は
、
画
面

に
細
か
な
字
で
墨
書
さ
れ
た
地
名
の
解
読
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
虫
眼
鏡
を
使
っ
て
文

字
の
解
読
を
進
め
て
き
た
が
、
貴
重
図
書
と
い
う
こ
と
で
、
閲
覧
時
の
時
間
的
制
限

な
ど
も
あ
っ
て
、
文
字
の
解
読
は
多
少
と
も
面
倒
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
超
高
精
細

デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
っ
て
、
百
倍
を
越
え
る
拡
大
画
像
が
実
現
し
、
文
字
の
解
読
が
容

易
に
な
る
と
と
も
に
、
繰
り
返
し
何
度
で
も
見
る
こ
と
の
で
き
る
画
像
を
手
に
入
れ

た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
紙
焼
き
写
真
の
解
像
力
と
は
次
元
の
異
な
る
超
高
精
細

デ
ジ
タ
ル
画
像
の
出
現
は
、
研
究
作
業
の
あ
り
方
を
か
な
り
変
え
て
し
ま
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　

と
も
か
く
、
ど
こ
ま
で
拡
大
し
て
も
、
画
像
の
精
度
が
落
ち
な
い
こ
と
は
、
超
高

精
細
デ
ジ
タ
ル
化
の
素
晴
ら
し
い
技
術
で
あ
る
。
関
西
大
学
図
書
館
に
し
て
も
、
そ

し
て
、
日
本
全
国
お
よ
び
世
界
の
美
術
館
・
博
物
館
、
そ
し
て
図
書
館
に
し
て
も
、

い
わ
ゆ
る
貴
重
作
品
・
貴
重
図
書
の
い
わ
ゆ
る
特
別
閲
覧
に
お
い
て
は
、
何
ら
か
の

制
限
を
伴
う
の
は
致
し
方
な
い
。
関
西
大
学
図
書
館
は
緩
や
か
な
規
則
が
課
せ
ら
れ

る
の
み
で
あ
る
が
、
他
の
多
く
の
全
国
の
美
術
館
・
博
物
館
に
お
い
て
は
、
閲
覧
時

間
の
制
限
の
厳
し
さ
、
立
ち
合
い
を
し
て
く
れ
る
学
芸
員
と
の
「
神
経
戦
」
な
ど
、

貴
重
作
品
の
閲
覧
は
、
か
な
り
の
不
自
由
を
強
い
ら
れ
る
。
特
別
観
覧
に
つ
い
て
日

本
の
状
況
を
述
べ
て
お
く
と
、
図
書
館
は
比
較
的
緩
や
か
な
監
視
体
制
で
あ
る
が
、

美
術
館
・
博
物
館
は
ど
こ
も
か
な
り
厳
し
い
所
が
多
い
。

　

具
体
例
を
挙
げ
る
と
、
私
が
日
本
東
洋
美
術
史
の
指
導
を
受
け
た
Ｙ
先
生
は
、
若

い
時
代
に
、
東
京
の
某
国
立
博
物
館
に
特
別
観
覧
、
す
な
わ
ち
、
研
究
対
象
に
あ
た

る
絵
画
作
品
の
閲
覧
を
申
請
し
て
、
い
よ
い
よ
閲
覧
と
な
っ
た
が
、
作
品
の
前
で
ノ

ー
ト
を
取
る
Ｙ
先
生
の
す
ぐ
そ
ば
に
、
多
忙
な
の
で
速
く
終
わ
っ
て
欲
し
い
、
と
い

う
よ
う
な
雰
囲
気
で
、
厳
め
し
い
顔
を
し
て
仁
王
立
ち
で
控
え
る
館
員
の
様
子
を
見

て
は
、
落
ち
着
い
て
ノ
ー
ト
を
取
る
気
持
ち
も
失
せ
た
、
と
述
懐
し
て
お
ら
れ
た
。

「
も
う
二
度
と
特
別
観
覧
な
ど
し
な
い
。
高
額
の
作
品
は
と
も
か
く
、比
較
的
安
価
で

研
究
対
象
と
な
る
絵
画
は
、
可
能
な
限
り
自
分
で
買
い
集
め
る
」
と
決
意
さ
れ
、
や

が
て
美
術
作
品
の
コ
レ
ク
タ
ー
へ
の
道
を
進
ま
れ
た
と
聞
く
。
現
在
の
日
本
の
美
術

館
・
博
物
館
で
は
、
そ
こ
ま
で
険
悪
な
状
況
に
は
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
多
か
れ
少

な
か
れ
、
今
な
お
、
閲
覧
に
は
そ
う
し
た
負
の
状
況
が
付
き
ま
と
う
。

　

つ
い
で
な
が
ら
、
美
術
館
・
博
物
館
等
に
お
け
る
特
別
観
覧
に
つ
い
て
言
及
し
て

お
く
と
、
欧
米
の
美
術
館
・
博
物
館
に
お
い
て
は
、
所
蔵
作
品
の
閲
覧
（
特
別
観
覧
）

は
、
研
究
者
に
対
し
て
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
一
般
の
閲
覧
希
望
者
に
対
し
て
も

積
極
的
に
行
わ
れ
て
お
り
、
日
本
の
場
合
と
は
か
な
り
体
制
が
異
な
っ
て
い
る
。
写

真
撮
影
な
ど
も
ほ
と
ん
ど
問
題
な
く
許
可
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
欧
米
で
は
、
特
別

観
覧
を
準
備
し
て
そ
れ
に
立
ち
会
う
館
員
が
、
学
芸
員
で
は
な
く
、
特
別
観
覧
専
属

の
館
員
で
あ
る
と
い
う
体
制
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
所
蔵
品
を

積
極
的
に
見
せ
て
ゆ
く
姿
勢
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、日
本
の
美
術
館
・

博
物
館
で
は
、
す
べ
て
の
対
応
を
学
芸
員
が
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
要
す
る
に
、

人
手
が
足
り
な
い
わ
け
で
あ
る
。
他
の
業
務
で
多
忙
な
学
芸
員
が
、
半
日
時
間
を
潰

し
て
（
こ
の
感
覚
が
問
題
で
は
あ
る
が
…
…
）
特
別
観
覧
に
立
ち
会
わ
ね
ば
な
ら
な



一
七

い
と
こ
ろ
に
も
大
き
な
問
題
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
他
方
、
私
立
の

施
設
な
ら
と
も
か
く
、
国
立
・
公
立
機
関
に
勤
め
る
学
芸
員
が
、
税
金
を
使
っ
て
購

入
し
た
自
館
の
所
蔵
品
を
、
自
分
の
私
物
に
近
い
感
覚
で
捉
え
て
い
る
こ
と
に
も
大

き
な
問
題
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
た
め
、
膨
大
な
所
蔵
品
を
持
つ

機
関
ほ
ど
、
そ
れ
を
研
究
す
る
職
員
が
相
対
的
に
少
な
く
な
り
、
作
品
数
に
反
比
例

す
る
流
れ
と
な
っ
て
、
遅
々
と
し
て
研
究
が
進
ま
な
い
と
い
う
大
き
な
矛
盾
が
生
じ

る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
美
術
館
・
博
物
館
・
図
書
館
な
ど
は
、
員
数
の

問
題
も
含
め
て
、
専
門
職
の
配
置
に
欠
陥
が
あ
る
場
合
が
多
く
、
組
織
と
し
て
充
分

に
機
能
で
き
な
い
構
造
的
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
ら
に
、
超
高
精
細
に
よ
っ
て
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
画
像
で
は
、
美
術
館
で
一
度

に
全
画
面
を
広
げ
て
展
観
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
八
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
横
長
の
大

岡
春
卜
筆
《
浪
花
及
澱
川
沿
岸
名
勝
図
巻
》
を
、
一
つ
の
画
像
に
ま
と
め
て
映
写
で

き
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
画
面
で
動
か
し
な
が
ら
、
縦
横
に
画
像
を
拡
大
、
縮
小
し
つ

つ
、
堺
か
ら
伏
見
ま
で
続
く
風
景
を
繰
り
返
し
自
由
自
在
に
行
き
来
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
も
画
期
的
な
成
果
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
筆
者
は
、
こ
の
絵
巻
に
つ
い
て
研

究
し
た
こ
と
が
あ
り
、論
文
を
執
筆
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
、幅
の
狭
い
（
縦

二
十
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
の
画
像
の
中
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
地
名
の
墨
書
（
傍
題
）

を
読
み
取
る
こ
と
は
、
か
な
り
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
の
絵
巻
に
は
、
ま
こ
と
に
小
さ

な
文
字
、
つ
ま
り
、
一
文
字
が
約
三
ミ
リ
ほ
ど
の
く
ず
し
文
字
が
次
々
に
登
場
す
る

わ
け
で
あ
る
。
絵
巻
冒
頭
の
「
戎
嶋　

大
せ
ん
り
や
う
仁
徳
天
皇
ノ
御
廓
」
に
始
ま

り
、「
東
大
手
京
道　

此
先
伏
見
京
ノ
別
有
り
」
の
墨
書
で
終
わ
る
小
さ
な
文
字
は
、

時
間
制
限
の
中
、
詳
細
な
ノ
ー
ト
を
取
る
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
か
な
り
の
難
物
だ

と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
絵
巻
が
、
公
的
な
機
関
の
所
蔵
で
は
な
く
、
筆
者
の
個
人
蔵

で
あ
っ
た
な
ら
、
当
の
昔
に
一
書
を
成
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
の
も
、
あ
な
が
ち

誇
張
で
は
な
い
。
小
さ
な
文
字
の
解
読
や
、
絵
画
の
細
部
の
確
認
な
ど
、
ル
ー
ペ
が

欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
美
術
館
に
よ
っ
て
は
、
画
面
に
落
下
す
る
危
険
性
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
虫
眼
鏡
の
使
用
を
禁
止
す
る
機
関
も
多
く
、
ノ
ー
ト
を
取
る
作
業
は

意
外
に
困
難
を
極
め
る
こ
と
が
多
い
。

　

加
え
て
、
非
常
に
重
要
な
点
で
あ
る
が
、
実
物
で
は
全
画
面
を
一
瞥
で
き
る
よ
う

に
絵
巻
を
広
げ
る
こ
と
は
基
本
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
机
の
大
き
さ

に
制
限
の
あ
る
特
別
観
覧
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
美
術
館
・
博
物
館
で
開
催
さ
れ
る

展
覧
会
に
お
い
て
も
、
八
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
絵
巻
を
一
度
に
す
べ
て
見
せ
る
展
示
は

珍
し
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
突
っ
込
ん
で
述
べ
る
と
、
意
外
な
こ
と
に
、

真
作
（
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
）
の
画
面
を
す
べ
て
広
げ
た
と
し
て
も
、
そ
の
全
容
を
一

瞥
で
眺
め
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
絵
巻
物
の
八
メ
ー
ト
ル
と
い
う
長
さ
は
、
わ

れ
わ
れ
人
間
の
視
力
に
と
っ
て
は
、
や
は
り
長
大
に
す
ぎ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
超
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
画
像
は
、
一
瞥
で
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
に
画
像
の
大
き
さ
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
ン
パ
ク

ト
に
全
容
を
映
し
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
八
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
春
卜
の
絵
巻
で

は
、
そ
れ
が
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
大
き
さ
に
縮
小
さ
れ
て
モ
ニ
タ
ー
の
画
面
に
映
し

出
さ
れ
る
と
、
淀
川
沿
岸
を
蛇
行
す
る
や
り
方
で
描
か
れ
、
形
づ
く
ら
れ
た
川
の
描

写
の
起
伏
の
あ
る
情
景
の
全
貌
を
一
瞥
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
春
卜

が
構
想
し
た
絵
巻
全
体
の
構
成
（
構
図
）
を
一
瞥
で
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
超
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
画
像
は
、
意
外
な
威
力
を
発
揮
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。



一
八

二
、
土
佐
左
助
工
房
制
作
《
平
家
物
語
絵
巻
》（
林
原
美
術
館
蔵
）

　
『
平
家
物
語
』
は
、
十
三
世
紀
の
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
が
、
そ
の
絵
画
化
は
十
四

世
紀
前
半
頃
に
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
物
語
を
絵
画
化
し
た
林
原
美
術
館
所
蔵
の

《
平
家
物
語
絵
巻
》
は
、権
勢
を
ふ
る
っ
た
平
家
が
滅
亡
に
至
る
物
語
を
絵
画
化
し
た

も
の
で
、
江
戸
時
代
前
期
の
十
七
世
紀
初
頭
に
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

計
十
二
巻
の
『
平
家
物
語
』
を
一
巻
に
つ
き
上
中
下
の
三
巻
に
分
け
、
全
部
で
三
十

六
巻
に
絵
画
化
し
た
長
大
な
絵
巻
【
図
9
〜
17
】
で
あ
り
、「
祇
園
精
舎
の
か
ね
の
こ

ゑ
、
諸
行
無
常
の
ひ
ゞ
き
あ
り
。
し
や
ら
さ
う
じ
ゆ
の
花
の
色
、
じ
や
う
し
や
ひ
つ

す
い
の
こ
と
は
り
を
あ
ら
は
す
。」
の
詞
書
（
第
一
巻
上
）【
図
10
】
で
始
ま
る
絵
巻

は
、
そ
れ
に
続
く
絵
画
が
計
七
〇
五
面
に
も
及
ぶ
。
詞
書
と
絵
画
と
が
交
互
に
登
場

す
る
形
式
は
、
国
宝
の
《
源
氏
物
語
絵
巻
》（
徳
川
美
術
館
蔵
・
五
島
美
術
館
蔵
）
と

基
本
的
に
同
様
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。【
図
11
】
詞
書
は
七
九
〇
面
で
、青
蓮
院
門

跡
及
び
滝
本
流
ら
四
派
十
一
人
が
担
当
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
各
々
の
巻
に
よ
っ
て

寸
法
が
異
な
り
、
お
お
よ
そ
縦
が
三
十
三
、
九
か
ら
三
十
五
、
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

横
が
各
巻
十
八
か
ら
三
十
六
メ
ー
ト
ル
で
、
全
長
が
九
百
四
十
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ

絵
巻
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
全
巻
が
遺
存
し
て
い
る
絵
巻
は
少
な
く
、
林
原

本
は
、
平
家
物
語
の
全
文
章
を
収
録
し
て
い
る
唯
一
の
絵
巻
で
あ
る
。
色
彩
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
豪
華
な
料
紙
や
装
丁
に
至
る
ま
で
、
き
わ
め
て
保
存
状
態
が
素
晴
ら

し
い
。

　

絵
師
の
名
は
正
確
に
は
分
か
ら
な
い
が
、
遺
存
す
る
紙
片
に
「
土
佐
左
助
」
が
描

い
た
と
記
さ
れ
て
い
④る
。
人
物
の
顔
の
表
現
な
ど
、
描
写
技
法
の
特
徴
が
そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
こ
と
も
含
め
て
、
膨
大
な
絵
巻
を
一
人
の
画
家
が
描
い
た
と
は
と
て
も
思
え

ず
、
推
測
す
る
と
こ
ろ
、
土
佐
左
助
な
る
人
物
が
中
心
と
な
っ
て
、
そ
の
工
房
で
多

く
の
画
家
た
ち
が
参
加
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
土
佐
」と
い
う
名

前
か
ら
、
や
は
り
、
土
佐
派
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
る
室
町
時
代
の
土
佐
光
信
（
一
四

三
四

－

一
五
二
五
頃
）
以
来
、
や
ま
と
絵
を
得
意
と
し
た
宮
廷
絵
所
に
繋
が
る
土
佐

派
系
統
の
画
家
の
手
に
な
る
可
能
性
が
仄
め
か
さ
れ
る
。
と
も
か
く
、
絵
巻
を
眺
め

て
分
か
る
こ
と
は
、
有
職
故
実
や
歴
史
物
語
を
絵
画
化
す
る
こ
と
で
本
領
を
発
揮
し

た
土
佐
派
の
作
品
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

こ
の
絵
巻
は
、
平
氏
と
源
氏
と
に
よ
る
合
戦
の
状
況
を
詳
細
に
描
い
て
お
り
、
鮮

や
か
な
彩
色
は
保
存
状
態
が
良
く
、
約
三
百
五
十
年
も
前
に
制
作
さ
れ
た
絵
画
と
は

思
え
な
い
ほ
ど
に
美
し
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
は
、
物
語
の
詞
書
に
従
っ
て
か
な
り

忠
実
に
絵
画
化
さ
れ
て
い
る
が
、
詳
細
に
わ
た
る
物
語
の
筋
書
き
が
、
ど
の
程
度
ま

で
正
確
に
絵
画
化
さ
れ
て
い
る
か
は
、
こ
れ
ま
で
充
分
に
検
討
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ

た
。
櫻
井
陽
子
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
巻
一
「
殿
下
の
乗
合
」
の
場
面
で
、
本
当
は

平
資
盛
が
馬
に
乗
っ
て
い
る
は
ず
の
と
こ
ろ
が
、
駕
籠
に
乗
っ
た
様
子
で
描
か
れ
る

な
ど
、
物
語
を
し
っ
か
り
と
読
ま
ず
に
描
か
れ
た
場
面
な
ど
も
あ
り
、
物
語
を
忠
実

に
描
い
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
か
ぎ
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
は
物
語
に

沿
っ
た
絵
画
で
あ
⑤る
。
こ
れ
ま
で
細
部
の
絵
画
的
表
現
に
つ
い
て
詳
細
な
研
究
が
な

さ
れ
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
三
十
六
巻
、
七
〇
五
面
に
わ
た
る
画
面
の
膨
大
さ

に
加
え
て
、
上
下
幅
が
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
狭
い
画
面
に
描
か
れ
た
細

部
描
写
を
正
確
に
検
討
す
る
こ
と
が
多
少
と
も
困
難
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
巻
第
十
一
の
次
の
詞
書
を
取
り
上
げ
、
絵
画
と
比
較
し
て
み
る
と
、
言
葉
と
絵

と
の
対
応
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
。



一
九

図 9　《平家物語絵巻》36巻　17世紀初頭

図10　《平家物語絵巻》第 1巻上「祇園精舎」詞書

図11　《平家物語》第11巻中「頭の部」



二
〇

　

さ
て
武
士
ど
も
、
内
侍
所
の
じ
や
う
ね
ぢ
き
ッ
て
、
す
で
に
御
ふ
た
を
ひ
ら

か
ん
と
す
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
に
目
く
れ
、
鼻
血
た
る
。
平
大
納
言
い
け
ど
り
に

せ
ら
れ
て
お
は
し
け
る
が
、『
あ
れ
は
内
侍
所
の
わ
た
ら
せ
給
ふ
ぞ
。
凡
夫
は
見

た
て
ま
つ
ら
ぬ
事
ぞ
』
と
の
給
へ
ば
、
兵
み
な
の
き
に
け
り
⑥。

　

す
な
わ
ち
、
八
咫
鏡
を
収
め
た
蓋
付
の
唐
櫃
を
空
け
よ
う
と
し
た
源
氏
の
兵
の
目

が
く
ら
み
、
鼻
血
が
垂
れ
る
様
子
を
見
て
、
平
家
側
か
ら
、
高
貴
な
身
分
の
人
の
た

め
の
唐
櫃
に
つ
い
て
、「
一
般
人
は
拝
見
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
だ
ぞ
⑦。」
と
声
が
飛
ぶ
。

こ
の
場
面
の
超
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
画
像
の
詳
細
を
検
討
す
る
と
、
実
際
に
鼻
血
が
出

る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
㈱
サ
ビ
ア
（
京
都
）
の
撮
影
技
術
に
よ
る
超
高

精
細
デ
ジ
タ
ル
化
画
像
に
よ
っ
て
初
め
て
確
認
さ
れ
る
な
ど
、
デ
ジ
タ
ル
化
画
像
に

よ
る
発
見
も
各
場
面
で
見
出
さ
れ
た
【
図
12
】。
要
す
る
に
、今
回
の
デ
ジ
タ
ル
化
に

よ
っ
て
研
究
の
大
き
な
進
展
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
画
（
完
成
し
た
絵

画
）の
下
書
き
と
し
て
描
か
れ
た
下
絵（
画
稿
）の
墨
線
が
く
っ
き
り
と
見
え
る
な
ど
、

超
高
精
細
画
像
の
効
果
が
明
白
と
な
っ
た
。
加
え
て
、墨
書
に
よ
る
詞
書
の
筆
順
が
、

デ
ジ
タ
ル
画
像
に
よ
っ
て
、
墨
の
重
な
り
の
上
下
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
な
ど
、
超

高
精
細
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
っ
て
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
実
も
数
多
く
あ
る
。

　

多
く
の
場
面
の
中
、
特
徴
的
な
も
の
を
紹
介
し
て
お
く
と
、「
屋
島
の
戦
」
の
義
経

出
陣
の
場
面
に
あ
た
る
第
十
一
巻
（
上
）【
図
13
】
で
は
、大
勢
の
武
士
た
ち
を
乗
せ

た
船
が
、
摂
津
国
の
渡
辺
・
福
島
で
舟
揃
え
し
て
五
艘
の
船
で
出
発
す
る
義
経
ら
の

勇
壮
な
場
面
を
描
い
て
い
る
。
細
部
に
至
る
ま
で
正
確
丁
寧
な
描
写
は
、
こ
の
絵
巻

の
質
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、十
一
巻
（
中
）「
安
徳
天
皇
入
水
」
の
場
面
で

は
、
涙
を
拭
う
八
歳
の
幼
い
安
徳
天
皇
と
そ
れ
を
か
ば
う
二
位
尼
と
が
嘆
き
悲
し
む

図12　鼻血を出す兵

図13　《平家物語絵巻》第11巻（上）「出陣」



二
一

情
景
が
、緑
や
赤
の
極
彩
色
と
金
泥
の
線
描
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る【
図
14
・
15
】。

二
位
尼
は
「
私
は
女
で
あ
っ
て
も
、
敵
の
手
に
は
か
か
ら
な
い
。
帝
と
と
も
に
行
き

ま
す
」
と
言
い
な
が
ら
、
帝
を
抱
え
て
船
の
縁
へ
と
歩
み
出
た
。

　

わ
が
身
は
女
な
り
と
も
、
か
た
き
の
手
に
は
か
ゝ
る
ま
じ
。
君
の
御
と
も
に

参
る
也
。
御
心
ざ
し
思
ひ
ま
ゐ
ら
せ
給
は
ん
人
々
は
、
急
ぎ
つ
ゞ
き
給
へ⑧

図15　安徳天皇と二位尼

図14　《平家物語絵巻》第11巻（中）「安徳天皇と二位尼の入水」



二
二

　

こ
の
場
面
は
、
超
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
画
像
で
は
、
小
さ
く
描
き
込
ま
れ
た
二
人
の

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
姿
を
迫
真
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
帝
の
入
水
を

見
て
、
も
は
や
こ
れ
ま
で
と
急
い
で
後
を
追
う
徳
子
（
建
礼
門
院
）
は
、
源
氏
の
武

士
が
伸
ば
し
た
熊
手
に
髪
が
絡
ま
り
、
船
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
た
【
図
16
・
17
】。
徳

子
の
長
く
ふ
さ
ふ
さ
と
し
た
髪
を
掴
む
熊
手
の
先
の
簡
略
化
さ
れ
た
形
態
描
写
な
ど
、

超
高
精
細
画
像
の
効
果
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

図16　《平家物語絵巻》第11巻（中）「徳子（建礼門院）の入水」

図17　熊手で引き上げられる建礼門院



二
三

三
、
絵
画
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
お
け
る
問
題
点

　

こ
れ
ら
二
つ
の
絵
巻
の
超
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
化
の
作
業
は
、大
岡
春
卜
に
よ
る《
浪

花
及
澱
川
沿
岸
名
勝
図
巻
》
の
場
合
、約
八
メ
ー
ト
ル
の
一
画
面
の
撮
影
に
際
し
て
、

㈱
日
立
製
作
所
（
横
浜
）
の
撮
影
技
術
に
よ
っ
て
、
約
一
メ
ー
ト
ル
単
位
で
八
回
ほ

ど
の
撮
影
を
繰
り
返
し
、
約
千
枚
の
カ
メ
ラ
方
式
に
よ
る
撮
影
が
行
わ
れ
、
そ
れ
ら

を
一
画
面
に
繋
ぎ
合
わ
せ
て
い
る
【
図
18
】。
こ
れ
に
は
繋
ぎ
の
技
術
も
必
要
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
ワ
ン
カ
ッ
ト
づ
つ
撮
影
し
た
千
枚
に
も
及
ぶ
「
写
真
映
像
」
を
、

繋
い
だ
部
分
の
ず
れ
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
手
作
業
で
繋
い
で
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。

約
千
枚
に
も
及
ぶ
撮
影
は
、
画
像
の
鮮
明
さ
を
保
証
す
る
も
の
で
、
ま
さ
に
そ
れ
は

超
高
精
細
画
像
の
本
領
と
い
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
各
々
の
撮
影
箇
所
を
繋
い
で
ゆ

く
作
業
は
、
数
日
の
時
間
を
か
け
て
行
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
な
り
に
厄
介
な
作
業

で
あ
る
。
し
か
し
、
今
回
得
ら
れ
た
画
像
は
、
長
大
な
絵
巻
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま

で
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
な
い
世
界
一
の
超
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
化
の
珍
し
い
成
果
と
な

っ
た
。
つ
ま
り
、
二
〇
一
五
年
の
時
点
で
は
、
実
際
に
こ
の
水
準
の
画
像
を
完
成
さ

せ
た
例
は
他
に
は
な
い
と
い
う
。

　

ま
た
、
土
佐
左
助
工
房
に
よ
る
《
平
家
物
語
絵
巻
》
の
方
は
、
カ
メ
ラ
方
式
と
は

異
な
り
、
㈱
サ
ビ
ア
（
京
都
）
に
よ
る
ス
キ
ャ
ナ
ー
に
よ
る
撮
影
で
、
三
十
三
メ
ー

ト
ル
も
の
絵
巻
を
一
画
面
に
ま
と
め
上
げ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
見
事
と
し
か
言
い
よ

う
が
な
い
【
図
19
】。
撮
影
現
場
で
は
、
床
に
絵
巻
を
長
く
平
に
置
き
、
そ
の
画
面
の

上
を
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
上
下
の
間
隔
を
保
ち
な
が
ら
、
両
サ
イ
ド
の
レ

ー
ル
の
上
に
設
置
さ
れ
た
カ
メ
ラ
が
ト
ロ
ッ
コ
の
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
と
走
っ
て
ゆ
く
。

か
な
り
の
時
間
を
要
す
る
た
め
、
平
家
物
語
絵
巻
を
二
巻
の
み
撮
影
す
る
の
に
約
二

図18　 ㈱日立製作所のカメラによる《浪花及澱川沿岸名勝図巻》撮影
（於関西大学　2015年）



二
四

日
間
も
か
か
る
と
い
う
大
き
な
問
題
が
残
る
。
そ
の
間
、
学
芸
員
が
休
む
こ
と
な
く

立
ち
会
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
な
か
な
か
大
変
な
作
業
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
春

卜
の
絵
巻
の
よ
う
に
、
細
切
れ
に
撮
影
し
た
写
真
を
、
後
で
繋
ぎ
合
わ
せ
る
必
要
は

な
い
わ
け
で
、
時
間
が
か
か
る
と
は
い
え
、
数
少
な
い
撮
影
で
終
了
で
き
る
メ
リ
ッ

ト
が
あ
る
。
カ
メ
ラ
方
式
に
よ
る
事
後
処
理
の
面
倒
さ
か
ら
は
解
放
さ
れ
る
わ
け
で

あ
る
。
た
だ
し
、
ス
キ
ャ
ナ
ー
方
式
の
弱
点
は
、
床
に
平
た
く
置
か
れ
た
絵
巻
が
、

わ
ず
か
な
が
ら
も
凸
凹
を
生
じ
さ
せ
、
そ
の
上
空
を
一
定
の
高
さ
で
カ
メ
ラ
が
走
っ

て
ゆ
く
た
め
、
カ
メ
ラ
方
式
に
比
べ
る
と
、
や
は
り
部
分
的
に
ピ
ン
ト
の
ず
れ
が
生

じ
る
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
作
業
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
超
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
化
画
像
の
意
義

と
は
何
か
を
、
再
度
確
認
し
て
お
く
と
、
周
知
の
よ
う
に
、
美
術
作
品
の
保
存
は
か

な
り
難
し
い
問
題
で
、
卑
近
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
高
松
塚
古
墳
壁
画
の
カ
ビ
に
よ
る

劣
化
が
あ
る
。
カ
ビ
に
よ
っ
て
極
彩
色
の
壁
画
が
黒
ず
み
、
褪
色
が
生
じ
て
、
線
描

も
消
え
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
重
大
な
事
例
（
事
件
）
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
、

超
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
画
像
は
、
実
物
の
絵
画
が
徐
々
に
劣
化
し
て
い
っ
た

と
し
て
も
、
色
彩
や
線
描
な
ど
、
画
像
自
体
は
ほ
ぼ
現
状
の
ま
ま
永
久
に
後
世
に
伝

え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
作
ら
れ
た
画
像
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

作
品
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
真
作
（
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
）
と
画
像
と
の
違
い
が
必
ず

存
在
す
る
。
多
く
の
美
術
史
家
や
学
芸
員
が
、
作
品
の
画
像
化
に
懐
疑
の
念
を
抱
く

の
も
当
然
と
言
え
ば
当
然
で
あ
ろ
う
。
端
的
に
言
っ
て
、
画
像
は
実
物
で
は
な
い
、

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
各
種
の
画
集
や
美
術
全
集
な
ど
の
役
割
を
想
起
し
て
み
る

と
、
こ
れ
ら
の
写
真
画
像
が
、
美
術
史
研
究
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
作
品
鑑
賞
に
お

い
て
も
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
事
実
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
美
術
作
品

図19　㈱サビアによる《平家物語絵巻》撮影（於林原美術館　2015年）



二
五

の
超
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
っ
て
、
現
状
を
常
に
想
起
で
き
る
方
法
で
、
劣
化
し

な
い
画
像
を
後
世
に
遺
し
て
ゆ
く
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
は
、
や
は
り
大
き
い
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。

　

ま
た
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
超
高
精
細
に
よ
っ
て
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
画
像

は
、
研
究
を
行
う
に
際
し
て
の
利
便
性
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
実
物
の
観
察
で

生
じ
る
困
難
な
問
題
を
か
な
り
排
除
し
て
く
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
加
え
て
、
作
品
鑑

賞
上
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
作
品
保
護
の
た
め
に
止
む
を
得
な
い
と
は
い
え
、
美
術

館
展
示
室
で
の
照
度
約
六
〇
ル
ク
ス
以
下
と
い
う
暗
い
美
術
館
の
展
示
ケ
ー
ス
内
を

覗
く
や
り
方
で
の
通
常
の
鑑
賞
で
は
、
作
品
を
充
分
に
見
る
こ
と
は
難
し
く
、
ま
た
、

長
大
な
絵
巻
の
全
て
の
画
面
を
一
度
に
見
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
他
の
例
を
挙

げ
て
お
く
と
、
江
戸
時
代
の
葛
飾
北
斎
ら
が
制
作
し
た
浮
世
絵
版
画
の
色
彩
は
脆
弱

で
、
展
観
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
褪
色
が
進
む
。
そ
の
た
め
、
コ
レ
ク
タ
ー
の
間
で
は
、

浮
世
絵
版
画
は
人
に
見
せ
ず
に
暗
所
に
し
ま
っ
た
ま
ま
保
存
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見

が
昔
か
ら
あ
っ
た
。
美
術
館
の
展
覧
会
へ
の
出
品
も
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
と
り
わ
け
、
美
術
品
を
宝
物
と
考
え
る
コ
レ
ク
タ
ー
に
と
っ
て
は
、
そ
う
い

う
考
え
方
に
至
る
の
も
当
然
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
他
方
、
人
に
見
せ
な
い
美

術
品
と
い
う
存
在
も
奇
妙
で
あ
る
。
鑑
賞
の
社
会
的
意
義
と
使
命
と
い
う
こ
と
を
考

え
る
と
、
超
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
画
像
に
よ
っ
て
、
常
に
作
品
を
鑑
賞
で
き
る
こ
と
は

大
き
な
意
義
を
も
つ
。
画
像
の
超
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
っ
て
、
研
究
と
鑑
賞
と

が
飛
躍
的
に
前
進
・
増
大
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
絵
画
の
デ
ジ
タ
ル
化
の

最
も
大
き
な
意
義
と
価
値
が
こ
こ
に
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

最
後
に
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
く
が
、
一
般
的
に
こ
の
種
の
超
高
精
細
デ
ジ
タ
ル

画
像
を
展
観
す
る
と
、「
実
物
よ
り
綺
麗
だ
」
と
い
う
感
想
が
洩
れ
る
場
合
も
多
い
。

と
く
に
、
機
械
を
扱
っ
て
い
る
技
術
者
お
よ
び
多
く
の
一
般
の
鑑
賞
者
か
ら
、
そ
う

し
た
感
想
が
洩
れ
出
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
大
き
な

落
し
穴
が
潜
ん
で
い
る
。
絵
画
の
微
妙
な
質
を
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
鑑
賞
の

初
心
者
に
と
っ
て
は
、
往
々
に
し
て
、
実
物
の
く
す
ん
だ
色
彩
よ
り
も
、
超
高
精
細

に
よ
っ
て
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
鮮
や
か
な
色
彩
が
「
綺
麗
に
」
見
え
が
ち
で
あ
る
。
ま

た
、
実
物
の
微
妙
な
イ
メ
ー
ジ
や
雰
囲
気
が
デ
ジ
タ
ル
画
像
で
は
消
え
て
い
る
場
合

も
多
い
。
つ
ま
り
、
デ
ジ
タ
ル
画
像
が
、
真
の
鑑
賞
の
妨
げ
に
な
る
可
能
性
も
捨
て

き
れ
な
い
。

　

加
え
て
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
っ
て
、
作
品
の
実
際
の
大
き
さ
が
分
か
ら
な
く
な
り
、

作
品
か
ら
受
け
る
印
象
が
、
実
物
を
目
の
前
で
観
賞
す
る
の
と
は
大
き
く
異
な
る
こ

と
に
な
り
易
い
。
今
な
お
、
多
く
の
美
術
史
研
究
者
が
美
術
作
品
の
デ
ジ
タ
ル
化
に

不
信
感
を
抱
く
の
は
こ
う
し
た
点
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン（W

alter 

Benjam
in 1892

‒1940

）
は
、
芸
術
作
品
と
そ
の
複
製
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

　

最
高
の
完
成
度
を
も
つ
複
製
の
場
合
で
も
、
そ
こ
に
は
〈
ひ
と
つ
〉
だ
け
脱

け
落
ち
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
芸
術
作
品
は
、
そ
れ
が
存
在
す
る
場
所
に
、
一

回
限
り
存
在
す
る
も
の
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
特
性
、
い
ま
、
こ
こ
に
在
る

と
い
う
特
性
が
、
複
製
に
は
欠
け
て
い
る
の
だ
⑨。



二
六

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
う
「
今
こ
こ
に
」
と
い
う
「
ア
ウ
ラ
」（A

ura

）
を
伴
う
実
物

（
美
術
作
品
）
の
存
在
が
、
超
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
画
像
に
よ
っ
て
次
々
に
拡
散
し
、
社

会
と
精
神
を
破
壊
す
る
こ
と
に
繋
が
ら
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
い

っ
た
い
ア
ウ
ラ
と
は
何
か
？　

時
間
と
空
間
と
が
独
特
に
縺
れ
合
っ
て
ひ
と
つ
に
な

っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ど
ん
な
に
近
く
に
あ
っ
て
も
は
る
か
な
、
一
回
限
り
の
現
象

で
あ
る
⑩。」
と
述
べ
て
い
る
。
真
作
（
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
）
を
前
に
し
た
と
き
に
の
み

立
ち
現
れ
る
「
ア
ウ
ラ
」
の
価
値
は
や
は
り
高
く
、
芸
術
作
品
の
鑑
賞
に
あ
た
っ
て

は
、
わ
れ
わ
れ
は
究
極
的
に
、
そ
こ
に
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

大
衆
の
時
代
を
迎
え
て
、
こ
の
「
ア
ウ
ラ
」
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
位
置
は
大
き
く

変
化
し
つ
つ
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
そ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
た
。

　
（
ア
ウ
ラ
の
）凋
落
は
二
つ
の
事
情
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
い
ず
れ
の

事
情
も
、
大
衆
が
し
だ
い
に
増
加
し
て
き
て
、
大
衆
運
動
が
強
ま
っ
て
き
て
い

る
こ
と
と
、関
連
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、現
代
の
大
衆
は
、事
物
を
自
分
に
「
近

づ
け
る
」
こ
と
を
き
わ
め
て
情
熱
的
な
関
心
事
と
し
て
い
る
と
と
も
に
、
あ
ら

ゆ
る
事
象
の
複
製
を
手
中
に
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
事
象
の
一
回
性
を
克
服

し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
対
象
を
す
ぐ
身
近
に
、
映
像
の
か
た
ち

で
、
む
し
ろ
模
造
・
複
製
の
か
た
ち
で
、
捉
え
よ
う
と
す
る
欲
求
は
、
日
ご
と

に
否
み
が
た
く
強
く
な
っ
て
い
る
⑪。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
指
摘
し
た
一
般
の
鑑
賞
者
の
嗜
好
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、再
度
、

真
作
（
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
）
と
そ
の
複
製
の
問
題
に
立
ち
返
る
と
、
そ
こ
に
は
複
製

の
も
つ
大
き
な
価
値
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
単
純
化

し
て
述
べ
れ
ば
、
美
術
作
品
に
は
イ
メ
ー
ジ
の
層
と
並
ん
で
意
味
の
層
が
含
ま
れ
て

お
り
、
そ
の
意
味
の
層
は
、
超
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
っ
て
一
層
明
確
に
伝
達
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
場
合
、「
ア
ウ
ラ
」
は
消
去
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る

が
、
し
か
し
、「
ア
ウ
ラ
」
を
め
ぐ
っ
て
も
、
近
い
将
来
、
技
術
革
新
が
ど
こ
ま
で
も

進
ん
で
、
実
物
と
デ
ジ
タ
ル
画
像
と
の
違
い
を
識
別
で
き
な
い
時
代
を
迎
え
る
こ
と

が
無
い
と
も
い
え
な
い
。
そ
れ
は
「
ア
ウ
ラ
」
の
消
滅
、
あ
る
い
は
「
ア
ウ
ラ
」
の

拡
散
と
い
う
事
態
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

結
論
的
に
い
え
ば
、
技
術
革
新
の
時
代
と
い
う
の
は
、
も
は
や
後
戻
り
は
で
き
ず
、

わ
れ
わ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
美
術
作
品
の
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
神
話
」
を
学
問
的
に
も
鑑
賞

に
お
い
て
も
、
正
当
か
つ
賢
明
に
乗
り
越
え
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
美
術
作
品
の

デ
ジ
タ
ル
化
に
は
、長
所
と
短
所
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、真
作
（
オ

リ
ジ
ナ
ル
作
品
）
に
執
着
す
る
近
代
の
価
値
観
を
脱
却
し
て
、
短
所
を
排
除
し
つ
つ

長
所
を
活
か
す
有
効
活
用
を
し
っ
か
り
と
考
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
時
代
を
迎
え

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
際
、
く
ど
い
よ
う
で
は
あ
る
が
、
真
作
（
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
）

の
価
値
を
正
確
に
認
識
し
て
、
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
画
像
へ
の
疑
い
の
眼
を
失
っ
て
は

な
ら
な
い
、
と
再
び
言
っ
て
お
き
た
い
。
だ
が
、
こ
の
「
疑
い
の
眼
」
に
関
し
て
は
、

疑
う
こ
と
に
意
味
が
な
い
、と
言
わ
れ
る
日
が
や
が
て
や
っ
て
来
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
予
感
を
筆
者
は
完
全
に
払
拭
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

註①　

河
野
元
昭
『
大
雅
・
応
挙
』（
新
編
名
宝
日
本
の
美
術
26
）、小
学
館
、平
成
三
年
（
一



二
七

九
九
一
）、
五
七
頁
。

②　

拙
著
『
大
坂
画
壇
は
な
ぜ
忘
れ
ら
れ
た
の
か
―
岡
倉
天
心
か
ら
東
ア
ジ
ア
美
術
史

の
構
想
へ
―
』、
醍
醐
書
房
、
平
成
二
十
二
年
（
二
〇
一
〇
）、
二
二
八

－

二
三
四
頁
。

③　

同
書
、
二
二
八

－

二
二
九
頁
。

④　

櫻
井
陽
子
「『
平
家
物
語
』
と
『
平
家
物
語
絵
巻
』」、『
林
原
美
術
館
所
蔵　

平
家
物

語
絵
巻
』、
林
原
美
術
館
、
二
〇
一
二
年
、
七
頁
。

⑤　

同
書
、
七
頁
。

⑥　

梶
原
正
昭
、
山
下
宏
明
校
註
『
平
家
物
語
』（
四
）、
岩
波
書
店
、
平
成
十
一
年
（
一

九
九
九
）、
二
〇
五

－

二
〇
六
頁
。

⑦　

同
書
、
二
〇
六
頁
、
及
び
「
す
べ
て
魅
せ
ま
す 

平
家
物
語
絵
巻
」、『
山
陽
新
聞
』
平

成
二
十
七
年
（
二
〇
一
五
）
七
月
十
七
日
、及
び
「
あ
す
開
幕 

林
原
美
術
館
特
別
展
」、

『
山
陽
新
聞
』
平
成
二
十
七
年
（
二
〇
一
五
）
七
月
十
七
日
、及
び
上
野
真
奈
未
「
超
高

精
細
デ
ジ
タ
ル
化
・
絵
画
の
細
部
、
よ
り
鮮
明
に
」、『
関
西
大
学
タ
イ
ム
ス
』
第
一
四

二
号
（
九
月
号
）、
関
西
大
学
タ
イ
ム
ス
編
集
部
、
平
成
二
十
七
年
（
二
〇
一
五
）
九
月

十
七
日
、
一
頁
。

⑧　

前
掲
書
、
梶
原
正
昭
、
山
下
宏
明
校
註
『
平
家
物
語
』（
四
）、
二
〇
一
頁
。

⑨　

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
（
野
村
修
訳
）「
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
作
品
」、
多
木

浩
二
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
作
品
」
精
読
』
所
収
、岩
波
現
代
文
庫
、

平
成
十
二
年
（
二
〇
〇
〇
）、
一
三
九
頁
。

⑩　

前
掲
書
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
（
野
村
修
訳
）「
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
作

品
」、
一
四
四
頁
。

⑪　

同
書
、
一
四
四
頁
。

【
注
記
以
外
の
主
要
参
考
文
献
】

小
松
茂
美
「
林
原
美
術
館
蔵
『
平
家
物
語
絵
巻
』
の
す
べ
て
」（『
平
家
物
語
絵
巻 

巻
十

二
』、
中
央
公
論
社
、
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）。

櫻
井
陽
子
『
林
原
美
術
館
蔵
「
平
家
物
語
絵
巻
」
に
つ
い
て
の
考
察
―
詞
書
の
底
本
の

確
定
と
絵
巻
の
成
立
―
』、
富
士
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
論
叢
一
、
平
成
五
年
（
一
九
九

三
）。

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
（
佐
々
木
其
一
編
集
解
説
）『
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
』、
晶

文
社
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
、
平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）。

櫻
井
陽
子
『
平
家
物
語
の
形
成
と
受
容
』、
汲
古
書
院
、
平
成
十
三
年
（
二
〇
〇
一
）。

【
図
版
】
は
円
山
応
挙
《
淀
川
両
岸
図
巻
》
に
つ
い
て
は
、河
野
元
昭
『
大
雅
・
応
挙
』（
新

編
名
宝
日
本
の
美
術
26
）、
小
学
館
、
平
成
三
年
（
一
九
九
一
）、
大
岡
春
卜
《
浪
花
及
澱

川
沿
岸
名
勝
図
巻
》
は
㈱
日
立
製
作
所
（
横
浜
）、
土
佐
左
助
工
房
《
平
家
物
語
絵
巻
》

は
㈱
サ
ビ
ア
（
京
都
）、
撮
影
現
場
の
写
真
は
角
谷
賢
二
氏
の
提
供
に
よ
る
。

【
付
記
】
本
稿
は
、関
西
大
学
と
一
般
財
団
法
人 

林
原
美
術
館
と
の
学
術
提
携
に
基
づ
く
研

究
で
あ
る
。
困
難
な
撮
影
作
業
に
尽
力
し
て
い
た
だ
い
た
林
原
美
術
館
の
浅
利
尚
民
学
芸

課
長
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
担

っ
て
い
る
関
西
大
学
の
林
直
保
子
氏
、
与
謝
野
有
紀
氏
、
林
武
文
氏
に
も
お
世
話
に
な
っ

た
。
加
え
て
、超
高
精
細
に
よ
る
デ
ジ
タ
ル
化
の
技
術
面
に
つ
い
て
ご
教
示
い
た
だ
い
た

関
西
大
学
の
角
谷
賢
二
氏
に
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。


