
『
絵
巻
物
に
関
す
る
一
考
察
』

衞
藤

拡
典

【
紙
と
巻
子
】

美
術
表
現
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
支
持
体
で
あ
る
「
紙
」
は
、
紀
元
前
一
世
紀
頃
中
国
で
発
明
さ
れ
た
。
紙
は

軽
く
、
持
ち
運
び
に
適
し
て
い
る
。
記
録
媒
体
と
し
て
の
紙
は
、
そ
れ
ま
で
の
木
簡
や
竹
簡
の
能
力
を
は
る
か
に
し

の
い
だ
。

製
紙
法
は
、
六
一
〇
年(
推
古
一
八
年)

高
句
麗
の
僧
、
曇

徴
に
よ
っ
て
日
本
へ
も
た
ら
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い

ど
ん
ち
よ
う

る
が
、
紙
そ
の
も
の
は
そ
れ
よ
り
早
く
、
仏
教
の
伝
来
と
共
に
日
本
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

仏
教
の
経
典
は
紙
に
書
か
れ
、
「
巻
子
」
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
中
国
で
は
、
そ
れ
以
前
に
も
木

簡
な
ど
を
束
ね
て
い
た
「
簡
策
」
が
あ
っ
た
が
、
木
の
軸
に
紙
を
巻
い
た
「
巻
子
」
と
い
う
形
は
、
そ
れ
と
同
じ
発

想
で
あ
る
。
そ
こ
に
絵
巻
物
の
ル
ー
ツ
が
あ
る
。
紙
は
そ
の
よ
う
な
伝
統
形
式
を
受
け
継
ぐ
こ
と
で
、
折
れ
た
り
、

曲
が
っ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
持
ち
運
び
・
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
巻
子
と
い
う
形

は
記
録
媒
体
と
し
て
の
紙
の
能
力
を
更
に
向
上
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

【
絵
巻
物
の
概
念
構
成
】

中
国
で
は
巻
子
装
の
作
品
と
し
て
、
「
画
巻
」
が
存
在
す
る
。
画
巻
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
知
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
は
、
雪
舟
筆
の
「
山
水
長
巻
」
を
想
起
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
絵
巻
物
に
つ
き
も
の
の
文
字
（
詞

書
）
が
な
い
。「
山
水
長
巻
」
は
そ
う
い
う
意
味
で
、
絵
巻
物
で
は
な
い
。
絵
巻
物
で
は
、
ひ
と
つ
の
場
面
は
「
段
」

と
呼
ば
れ
、
段
は
「
絵
」
と
「
詞
書
」
か
ら
成
り
立
つ
。
そ
の
「
段
」
の
ま
と
ま
り
が
「
巻
」
で
あ
る
。

仏
教
伝
来
よ
っ
て
「
巻
子
」
が
日
本
に
伝
わ
り
、
奈
良
時
代
に
絵
巻
物
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
「
絵
因
果
経
」
が
描
か

れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
〇
世
紀
前
後
に
絵
巻
物
が
誕
生
す
る
ま
で
に
多
く
の
歳
月
を
要
し
た
。
こ
の
空
白
の
期

間
が
意
味
す
る
も
の
は
何
か
。
ま
た
、
「
絵
巻
物
」
と
い
う
概
念
が
生
ま
れ
、
発
達
し
た
背
景
に
何
が
あ
る
の
か
。

そ
こ
に
は
、
平
安
時
代
の
「
ひ
ら
が
な
」
の
発
明
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
絵
巻
物
」
に
は
主
題
と
し
て
の
「
物
語
」

が
必
要
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
ひ
ら
が
な
」
の
発
明
に
よ
っ
て
、
「
源
氏
物
語
」
な
ど
の
日
本
人
の
心
情
を
自

由
に
書
き
表
し
た
多
く
の
文
学
作
品
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
れ
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
多
く
の
絵
巻
物
が
制
作
さ
れ

た
。「

絵
」
は
写
真
の
よ
う
に
瞬
間
を
表
す
の
に
対
し
て
、
「
こ
と
ば
」
は
瞬
間
か
ら
瞬
間
へ
の
推
移
、
つ
ま
り
は
時

間
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
と
ば
に
よ
る
物
語
は
必
然
的
に
時
間
の
経
過
を
は
ら
ん
で
い
る
。
同
様
に
人
間
の
心

情
の
変
化
は
時
間
の
推
移
に
よ
っ
て
の
み
表
現
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
絵
と
詞
（
こ
と
ば
）
を
織
り
交
ぜ
る
こ
と

で
、
瞬
間
と
時
間
が
結
合
さ
れ
、
そ
こ
に
感
情
を
注
入
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
「
巻
子
」
と
い
う
ハ

ー
ド
と
、
「
物
語
」
と
い
う
ソ
フ
ト
が
出
会
い
、
「
絵
巻
物
」
が
発
達
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

絵
巻
物
の
全
盛
期
は
、
王
朝
文
学
が
盛
ん
で
あ
っ
た
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

質
の
高
い
ソ
フ
ト
が
供
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
コ
ン
テ
ン
ツ
が
充
実
し
、
多
く
の
絵
巻
物
が
制
作
さ
れ
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
中
で
も
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
「
鳥
獣
戯
画
」
の
四
大

絵
巻
と
呼
ば
れ
る
作
品
が
描
か
れ
た
の
は
、
い
ず
れ
も
一
二
世
紀
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
絵
巻
物
は
、
か
つ
て
は
「
絵

物
語
」
や
「
物
語
絵
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
「
物
語
」
と
い
う
語
句
は
、
心
情
の
推
移
の
こ

と
で
あ
る
。

言
う
な
れ
ば
、
絵
巻
物
は
「
絵
画
」
と
「
文
学
」
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
総
合
芸
術
で

あ
る
。
両
者
は
絵
巻
物
に
お
い
て
、
「
物
語(

ス
ト
ー
リ
ー)

」
を
表
現
す
る
た
め
の
構
成
要
素
と
し
て
、
互
い
を
補

い
合
う
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
雪
舟
の
「
山
水
長
巻
」
が
巻
子
装
で
あ
っ
て
も
絵
巻
物
で
は
な
い
理
由
と
は
、
同

作
品
に
「
物
語
」
の
中
の
「
文
学
」
あ
る
い
は
心
情
の
変
化
の
要
素
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
絵
巻
物

が
同
時
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
存
在
し
な
い
理
由
も
、
「
文
字
の
大
衆
化
」
の
遅
れ
と
、
他
者
の
心
情
へ
の
関
心
の
高



さ
の
質
が
日
本
と
は
違
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
紙
の
伝
播
は1

2

世
紀

と
言
わ
れ
て
い
る
。

【
絵
巻
物
の
画
面
構
成
】

巻
子
と
い
う
形
が
、
物
語
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
お
い
て
非
常
に
有
効
で
あ
る
こ
と
は
前
節
で
述
べ
た
。
絵
巻

物
は
、
物
語
を
「
詞

書(

本
文)

」
と
「
絵
」
で
交
互
に
表
す
こ
と
で
、
次
々
と
場
面
を
展
開
し
て
い
く
連
続
式
画

こ
と
ば
が
き

面
で
あ
る
。
絵
巻
物
に
お
い
て
は
画
面
が
右
か
ら
左
へ
と
展
開
し
て
い
く
が
、
こ
れ
は
日
本
語
表
記
の
、
右
か
ら
左

へ
と
い
う
流
れ
に
沿
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
問
題
が
生
じ
た
。
巻
子
と
い
う
連
続
式
画
面
に
お
い
て
、
時
間
の
変
化
を
表
現
す
る

た
め
に
は
、
時
間
す
な
わ
ち
場
面
と
場
面
と
を
区
切
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
絵
巻
物
で
は
時
間
を
「
区
切
る
」

こ
と
に
よ
っ
て
、
場
面
と
場
面
を
円
滑
に
「
つ
な
ぐ
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
絵
巻
物
発
達
の
第

三
の
要
素
が
あ
っ
た
。
い
に
し
え
の
人
は
「

霞

」
と
呼
ば
れ
る
画
面
構
成
の
工
夫
を
考
案
し
、
場
面
の
「
円
滑
」

か
す
み

な
移
行
と
い
う
難
問
を
解
消
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
絵
巻
物
の
時
間
と
空
間
の
表
現
は
さ
ら
に
自

由
な
も
の
と
な
っ
た
。
以
後
、
霞
は
時
間
や
空
間
が
変
化
す
る
「
記
号
」
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

ひ
と
つ
の
場
面
が
霞
の
中
に
消
え
、
次
の
場
面
が
霞
の
中
か
ら
現
れ
る
。
「
霞
」
は
場
面
転
換
の
方
法
と
し
て
非

常
に
効
果
的
な
演
出
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
画
面
構
成
の
工
夫
と
し
て
霞
が
選
ば
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
絵
巻
物
に
描
か
れ
る
霞
は
、
単
に
自
然
現
象
と
し
て
の
霞
を
描
い
た
も
の
で
は
な
く
、
一
枚
の
紙
の
上
で

時
間
と
空
間
を
変
化
さ
せ
る
と
い
う
尋
常
な
ら
ざ
る
「
奇
跡
」
を
顕
す
た
め
に
必
要
な
「
装
置
」
で
あ
っ
た
。

古
来
、
日
本
で
は
霞
と
雲
は
同
一
視
さ
れ
て
お
り
、
雲
は
幽

事(
こ
の
世
以
外
の
こ
と)

の
表
出
で
あ
っ
た(

※

か
く
り
ご
と

注)

。
そ
の
共
通
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
か
く
も
多
く
の
絵
巻
物
で
霞
が
使
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

時
代
を
経
る
に
し
た
が
い
、
霞
は
様
式
化
さ
れ
た
「
霞
形
・
雲
形
（
す
や
り
霞
）
」
と
な
る
。
更
に
は
、
江
戸
時
代

の
奈
良
絵
本
・
絵
巻
に
お
い
て
は
、
す
や
り
霞
は
画
面
の
上
下
を
飾
る
た
め
の
帯(
源
氏
雲)

と
し
て
描
か
れ
た
。
ま

た
、
室
町
〜
桃
山
時
代
に
は
洛
中
洛
外
図
な
ど
に
描
か
れ
る
「
金
雲
」
と
し
て
装
飾
化
さ
れ
、
霞
の
役
割
は
遠
近
感

の
表
現
に
限
定
さ
れ
る
。
霞
は
以
上
の
よ
う
な
図
像
的
変
遷
を
遂
げ
、
象
徴
と
し
て
の
形
式
が
強
ま
る
一
方
で
そ
の

神
秘
性
を
失
っ
て
し
ま
う
。

絵
巻
物
と
い
う
巻
子
形
式
の
表
現
は
、
や
が
て
記
録
媒
体
と
し
て
よ
り
効
率
的
な
現
在
の
冊
子(
本)
形
式
に
取
っ

て
代
わ
ら
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
円
滑
に
場
面
を
つ
な
ぐ
と
い
う
絵
巻
物
特
有
の
画
面
構
成
の
工
夫
も
捨
象
さ
れ

た
。
効
率
化
の
裏
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
主
題
」
で
は
な
い
が
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
喚
起
に
と
っ
て
非
常
に
大
切

な
も
の
の
省
略
が
発
生
す
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
絵
巻
物
は
我
々
に
大
き
な
問
い
を
投
げ
か
け
る
。

【
現
代
と
絵
巻
物
】

映
画
や
テ
レ
ビ
か
ら
流
れ
る
映
像
で
は
、
時
間
や
空
間
を
変
化
さ
せ
る
た
め
に
フ
ェ
ー
ド
イ
ン
・
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ

ト
の
効
果
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
絵
巻
物
の
場
面
変
化
の
手
法
と
同
じ
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
の
前
の
現
代
人

に
と
っ
て
、
モ
ニ
タ
ー
の
映
像
が
「
東
京
の
現
在
の
様
子
」
か
ら
「
オ
ー
ロ
ラ
の
舞
う
ア
ラ
ス
カ
」
に
場
面
が
変
化

し
て
も
、
今
さ
ら
当
た
り
前
の
こ
と
で
誰
も
驚
か
な
い
だ
ろ
う
。
次
々
と
モ
ニ
タ
ー
に
映
し
出
さ
れ
る
映
像
の
前
で
、

私
た
ち
は
ど
れ
だ
け
の
「
鑑
賞
の
能
力
」
を
働
か
せ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
「
次
々
に
変
化
す
る
与
え
ら
れ
た
映
像
」

と
「
絵
巻
物
」
が
我
々
に
与
え
る
も
の
の
落
差
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
そ
こ
に
「
見
る
こ
と
」
へ
の
主
体
性
が
大
き

く
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

授
業
で
は
、
子
ど
も
た
ち
は
自
分
た
ち
で
描
い
た
絵
巻
物
の
場
面
の
移
り
変
わ
り
を
と
て
も
楽
し
そ
う
に
鑑
賞
し

て
い
る
。
そ
れ
は
絵
巻
物
の
画
面
構
成
の
工
夫
が
、
今
の
子
ど
も
た
ち
に
も
素
直
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
霞
」
の
次
に
来
る
場
面
を
予
想
し
な
が
ら
ワ
ク
ワ
ク
す
る
こ
と
が
、
ど
れ
だ
け
子
ど

も
の
想
像
力
や
好
奇
心
を
か
き
立
て
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
光
景
を
見
な
が
ら
、
私
は
さ
ぞ
や
平
安
の
世
の
人
た

ち
は
贅
沢
な
思
い
を
し
て
い
た
に
違
い
な
い
と
い
う
感
慨
を
も
っ
た
。



(

※
注
）

「
雲
」
の
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
例
え
ば
文
学
作
品
「
源
氏
物
語
」
で
は
、
本
文
が
存
在
し

な
い
「
雲
隠
の
巻
」
と
い
う
巻
名
の
み
の
章
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
雲
に
隠
れ
る
こ
と
が
光
源
氏
の
死
を
暗

示
し
て
お
り
、
雲
は
人
知
を
超
え
た
出
来
事
「
死
」
の
暗
喩
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
一
三
世
紀
に
描
か
れ

た
掛
図
「
人
道
九
不
浄
相
図
」(

聖
衆
来
迎
寺
所
蔵)

で
は
、
人
が
死
に
、
や
が
て
無
に
還
っ
て
行
く
様
が
九
つ
の
場

面
で
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
二
の
場
面
「
膨
張
の
相
」
は
初
七
日
を
迎
え
た
有
様
で
あ
る
。
仏
教
で
は
、
死
者
は

初
七
日
で
三
途
の
川
に
至
る
と
さ
れ
て
い
る
。
画
面
で
は
三
途
の
川
を
表
す
で
あ
ろ
う
小
川
の
上
に
図
像
と
し
て
の

「
霞
」
が
一
筋
の
帯
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
霞
は
「
死
」
を
意
味
し
、
三
途
の
川
と
と
も
に
此
岸
と
彼
岸
を

隔
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
霞
が
単
な
る
画
面
構
成
の
工
夫
と
し
て
の
み
描
か
れ
た

の
で
あ
れ
ば
同
図
の
他
の
場
面
に
も
使
用
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
が
、
霞
の
使
用
は
こ
の
一
カ
所
の
み
で
あ
る
。

こ
れ
は
幽
事
を
意
味
す
る
雲
と
霞
を
同
一
視
し
て
い
た
図
像
学
的
見
地
か
ら
の
証
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

《
参
考
文
献
等
》

・

秋
山

光
和

『
ブ
ッ
ク
・
オ
ブ
・
ブ
ッ
ク
ス
日
本
の
美
術

絵
巻
物
』

一
九
七
五
年

小
学
館

10

・

秋
山

光
和

『
原
色
日
本
の
美
術

第
８
巻

絵
巻
物
』

一
九
六
八
年

小
学
館

・

Ｎ
Ｈ
Ｋ
取
材
班

『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
国
宝
へ
の
旅
第
８
巻
』

一
九
八
七
年

日
本
放
送
出
版
協
会

テ
キ
ス
ト

秋
山
光
和

「
源
氏
物
語
絵
巻
の
世
界
」

・

奥
平

英
雄

『
絵
巻
物
再
見
』

一
九
八
七
年

角
川
書
店

・

中
野

政
樹
他
編
著
『
日
本
美
術
全
集

第
８
巻

王
朝
絵
巻
と
装
飾
経

平
安
の
絵
画
・
工
芸
Ⅱ
』

一
九
九
〇
年

講
談
社

・

戸
田

禎
祐
他
編
著
『
日
本
美
術
全
集

第

巻

水
墨
画
と
中
世
絵
巻

南
北
朝
・
室
町
の
絵
画
Ⅰ
』
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一
九
九
二
年

講
談
社

・

佐
野

み
ど
り

『
じ
っ
く
り
見
た
い
「
源
氏
物
語
絵
巻
』

二
〇
〇
〇
年

小
学
館

・

黒
田

日
出
男

『
謎
解
き
伴
大
納
言
絵
巻
』

二
〇
〇
二
年

小
学
館

・

榊
原

悟

『
す
ぐ
わ
か
る
絵
巻
の
見
方
』

二
〇
〇
四
年

東
京
美
術

・

日
高

薫

『
日
本
美
術
の
こ
と
ば
案
内
』

二
〇
〇
三
年

小
学
館

・

佐
野
み
ど
り
他
編
著
『
日
本
美
術
館
』

一
九
九
七
年

小
学
館

・

京
都
国
立
博
物
館

『
大
絵
巻
展
図
録
』

二
〇
〇
六
年

読
売
新
聞
社

・

岡
登

貞
治

『
文
様
の
事
典
』

一
九
八
九
年

東
京
堂
出
版

・

日

貞
夫

『
日
本
の
伝
統
デ
ザ
イ
ン
３

自
然
・
図
形
』

二
〇
〇
二
年

学
研

・

井
沢

元
彦

『
逆
説
の
日
本
史

古
代
黎
明
編
』

一
九
九
三
年

小
学
館

・

石
川

九
揚

『
「
二
重
言
語
国
家
・
日
本
」
の
歴
史
』

二
〇
〇
五
年

青
灯
社

・

荒
川

達

『
私
に
も
で
き
る
表
具
の
作
り
方
入
門
』

二
〇
〇
六
年

オ
ル
ク


