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新
出 

中
世
の
『
遊
行
上
人
縁
起
絵
巻
』
と
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
詞
書
断
簡
　
―
清
浄
光
寺
蔵
（
遊
行
寺
宝
物
館
保
管
）『
古
筆
類
手
鑑
』
貼
り
込
み
の
古
筆
切
よ
り
―

は
じ
め
に

神
奈
川
県
藤
沢
市
に
所
在
す
る
時
宗
総
本
山 

清
浄
光
寺
（
遊
行
寺
）
の
宝
物

館
に
「
古
筆
類
手
鑑
」
の
外
題
を
も
つ
『
古
筆
手
鑑
』
一
冊
（
縦
三
八
・
三
㎝
、
横

二
四
・
二
㎝
）（
挿
図
１
、
以
下
、『
手
鑑
』）
が
秘
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
の

は
、
展
示
を
観
覧
す
べ
く
同
館
を
訪
れ
た
際
、
館
長
の
遠
山
元
浩
氏
か
ら
の
ご
教
示

に
よ
る
。
そ
の
場
で
興
味
を
示
し
た
と
こ
ろ
幸
い
に
も
限
ら
れ
た
時
間
で
は
あ
っ
た

が
閲
覧
の
機
会
を
頂
戴
し
た
（
１
）

。『
手
鑑
』
を
総
覧
し
、
す
ぐ
に
貼
り
込
ま
れ
た
古
筆

切
（
断
簡
）
の
な
か
に
中
世
に
遡
る
絵
巻
詞
書
と
お
ぼ
し
き
も
の
が
数
点
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
に
気
が
付
い

た
。
内
容
を
確
認
す
る

た
め
、
許
可
を
得
て
手

持
ち
の
デ
ジ
タ
ル
カ
メ

ラ
で
そ
れ
ら
の
簡
易
撮

影
（
い
わ
ゆ
る
メ
モ
撮

影
）
を
行
い
、
帰
宅
後

す
ぐ
に
照
合
し
て
み
た

と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
の
古
筆
切
が
『
遊
行
上
人
縁
起
絵
巻
』
と
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の

詞
書
断
簡
に
相
当
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
れ
ら
は
一
行
も
し
く
は
数
行
に
過
ぎ

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
か
つ
て
詞
書
と
し
て
有
し
て
い
た
散
逸
絵
巻
に

つ
い
て
の
情
報
を
少
な
か
ら
ず
提
供
し
て
く
れ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
以
下
は
、
再

度
熟
覧
（
２
）

に
及
ん
だ
折
の
知
見
を
交
え
つ
つ
、
各
断
簡
に
つ
い
て
の
情
報
共
有
を
兼

ね
て
報
告
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
な
お
、『
手
鑑
』
は
、
そ
の
常
と
し
て
台
紙
貼
り
折

帖
の
体
裁
を
と
っ
て
お
り
、
厚
手
の
台
紙
を
二
つ
折
り
に
し
て
蛇
腹
状
に
貼
り
継
ぎ
、

表
裏
と
も
に
各
山
折
り
の
左
右
各
面
に
古
筆
切
（
断
簡
）
を
貼
り
付
け
て
い
る
。
報

告
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
貼
付
箇
所
を
明
示
す
る
た
め
、
そ
の
所
在
が
折
帖
の

表
側
か
裏
側
か
、
前
か
ら
数
え
て
何
折
目
の
右
面
か
左
面
か
で
表
記
す
る
よ
う
に
し

た
。
ま
た
、
報
告
に
あ
た
っ
て
断
簡
に
付
し
た
番
号
は
便
宜
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と

も
予
め
断
っ
て
お
く
。

一
、『
遊
行
上
人
縁
起
絵
巻
』
詞
書
断
簡�

三
点

断
簡�
⑴
（『
手
鑑
』
裏
２
折
目
左
面
に
貼
り
込
み
）

　
楮
紙
、
縦
二
三
・
五
㎝
、
横
一
三
・
八
㎝
、
各
行
の
字
高
二
〇
・
一
㎝
前
後
、

こ
の
断
簡
⑴
（
挿
図
２
）
は
、
入
墨
に
際
し
て
の
滲
み
止
め
の
た
め
に
料
紙
の
表

《
美
術
史
料
紹
介
》

　
　
　

新
出 

中
世
の
『
遊
行
上
人
縁
起
絵
巻
』
と
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
詞
書
断
簡

　
　 
―
―
清
浄
光
寺
蔵
（
遊
行
寺
宝
物
館
保
管
）『
古
筆
類
手
鑑
』
貼
り
込
み
の
古
筆
切
よ
り
―
―

津 

田
　
徹 

英
　
　

挿図1　『古筆類手鑑』表紙
清浄光寺（遊行寺宝物館）
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面
に
は
全
面
に
及
ん
で
礬ど

う
さ水
の
塗
布
（
い
わ
ゆ
る
「
礬
水
引
き
」）
が
施
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
現
状
の
天
（
上
方
）
の
余
白
は
切
り
縮
め
ら
れ
て
い
る
と
見
た
方

が
穏
当
で
あ
り
、
か
つ
、
地
（
下
方
）
の
縁
に
は
か
な
り
摩
損
が
認
め
ら
れ
る
。
そ

こ
に
残
る
五
行
の
文
は
「
す
ゝ
ろ
に
こ
こ
ろ
す
み
て
念
仏
の
／
信
心
も
お
こ
り 

ゆ

や
く
歓
喜
の
な
み
／
た
い
と
も
ろ
く
お
ち
け
れ
は 

同
行
／
と
も
に
こ
え
を
と
ゝ
の
へ

て
念
佛
し
／
ひ
さ
け
を
た
ゝ
い
て
を
と
り
給
け
る
□
（
を
）
」（
／
は
改
行
を
示
す
、
以
下

同
じ
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
遊
行
上
人
縁
起
絵
巻
』
の
う
ち
、
一
遍
（
一
二
三
九
～

一
二
八
九
）
の
行
実
を
描
い
た
第
二
巻
・
第
一
段
の
一
節
に
相
当
す
る
。

そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
特
徴
的
な
文
字
を
仮
名
と
真
名
に
分
け
て
『
遊
行
上
人
縁

起
絵
巻
』
諸
本
の
詞
書
に
お
け
る
同
一
文
字
で
比
較
し
て
み
る
と
き
、
そ
の
筆
跡
は

十
四
世
紀
後
半
の
制
作
と
み
な
さ
れ
る
金
蓮
寺
本 

巻
一
〇
の
上
巻
、
同
別
本
（
巻
八

の
み
の
残
巻
）、
金
光
寺
本 

巻
六
の
各
詞
書

（
３
）
と
同
一
の
筆
跡
と
判
断
し
て
よ
い
（
挿

挿
図
２
　
断
簡
⑴
（『
古
筆
類
手
鑑
』
貼
り
込
み
の
古
筆
切
）

挿
図
３
　
文
字
筆
跡
の
比
較（
一
覧
）

※ 
各
文
字
下
の
数
字
は
、
当
該
の
文
字
が
各
巻
の
第
何
紙

―

何
行
目
に
存
在
す
る
か
を
示
す
。
な
お
、
該
当
文
字

が
見
当
た
ら
な
い
と
こ
ろ
は
空
欄
と
し
た
。

挿
図
４
　
京
都
・
金
光
寺
本
『
遊
行
上
人
縁
起
絵
巻
』
巻
六�

第
三
段
詞
書

（
部
分
）　



− 114−− 115−

新
出 

中
世
の
『
遊
行
上
人
縁
起
絵
巻
』
と
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
詞
書
断
簡
　
―
清
浄
光
寺
蔵
（
遊
行
寺
宝
物
館
保
管
）『
古
筆
類
手
鑑
』
貼
り
込
み
の
古
筆
切
よ
り
―

図
３
）。
自
ず
と
こ
の
断
簡
⑴
が
執
筆
さ
れ
た
時
期
も
こ
れ
ら
の
制
作
と
さ
ほ
ど
時
を

隔
て
な
い
頃
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

断
簡
⑴
は
、
そ
れ
ら
と
巻
が
重
複
し
て
い
な
い
も
の
の
、
詞
書
の
字
高
は
も
と
よ

り
（
４
）

、
運
筆
に
際
し
て
顕
著
な
肥
痩
が
認
め
難
く
一
定
し
て
い
る
点
に
お
い
て
異
な
る

（
挿
図
４
）。
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
に
帯
同
し
て
い
た
絵
巻
そ
の
も
の
が
全
く
別
の
機

会
に
制
作
さ
れ
、
詞
書
が
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
執
筆
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
（
５
）

。
な
お
、

断
簡
⑴
を
含
ん
だ
『
遊
行
上
人
縁
起
絵
巻
』
の
制
作
が
巻
二
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ

た
の
か
、
全
十
巻
に
及
ん
で
の
制
作
で
あ
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
は
そ
の
詞
書
の
執
筆

が
十
巻
す
べ
て
に
及
ん
で
一
人
で
な
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
、
こ
の
断
簡
か
ら
は
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

断
簡�

⑵
（『
手
鑑
』
表
（1
折
目
右
面
に
貼
り
込
み
）　

　
楮
紙
、
縦
二
九
・
六
㎝
、
横
一
二
・
三
㎝
、
各
行
の
字
高
二
五
・
六
㎝
前
後
、

こ
の
断
簡
（
挿
図
５
）
も
料
紙
の
表
面
を
礬
水
引
き
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。、
天
・

地
の
余
白
に
余
裕
が
な
い
こ
と
を
思
え
ば
、
切
り
縮
め
ら
れ
て
い
る
と
み
た
方
が
穏

当
で
あ
ろ
う
。
四
行
に
及
ぶ
文
は
「
生
死
到
来
の
悲
の
風 

病
の
ゆ
か
に
さ
は
け
は

／
無
常
の
刀
心
を
き
ら
す
と
云
事
な
し 

適
穢
土
／
を
猒
離
せ
ん
と
す
れ
は 
其
躰
を

執
し
て
其
影
／
を
わ
か
れ
ん
と
す
る
か
如
し 

い
つ
く
に
て
か
此
を
は
な
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
『
遊
行
上
人
縁
起
絵
巻
』
に
お
け
る
時
宗
二
祖
・
他
阿
真
教

（
一
二
三
七
～
一
三
一
九
）
の
行
実
を
描
い
た
巻
九
・
第
三
段
の
詞
書
の
一
節
に
相
当

す
る
。

断
簡
⑵
の
文
字
に
は
墨
線
に
肥
痩
が
あ
り
、
一
～
三
行
の
各
行
に
お
い
て
、
や
や

文
字
が
太
く
墨
色
が
濃
く
な
る
と
こ
ろ
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
箇
所
は
執
筆
に
際
し

て
筆
に
墨
を
含
ま
せ
て
墨
継
ぎ
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
墨
継
ぎ
は
概
ね
一
行
半
く
ら
い
ご
と
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
断
簡
⑴

と
比
較
し
て
み
る
と
、
断
簡
⑵
の
方
が
闊
達
な
筆
運
び
と
な
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
断
簡
⑵
の
書
風
と
極
め
て
近
い
と
考
え
る
の
が
、
個
人
蔵
の
古
筆
手
鑑

『
か
た
ば
み
帖
』
に
貼
り
込
ま
れ
た
『
遊
行
上
人
縁
起
絵
巻
』
巻
四
・
第
四
段
の
断

簡
で
あ
る
（
６
）

（
挿
図
６
）。
残
念
な
が
ら
『
か
た
ば
み
帖
』
に
貼
り
込
ま
れ
た
断
簡
に
つ

挿図６『遊行上人縁起絵巻』
巻四・第四段�断簡（『日本
の書と紙�古筆手鑑『かた
ばみ帖』の世界』三弥井書
店、2012年 202頁より転載）

挿図５　断簡⑵（遊行寺宝

物館保管『古筆類手鑑』貼

込の古筆切）

挿図７　文字筆跡
の比較（一覧）
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い
て
は
一
行
の
字
高
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
確
定
ま
で
あ
と
一
歩
の
感

が
あ
る
が
、
肥
痩
を
交
え
た
闊
達
な
運
筆
と
相
ま
っ
て
、
共
通
す
る
文
字
を
仮
名
・

真
名
に
及
ん
で
比
較
す
る
と
き
、
両
者
は
同
一
筆
跡
と
み
て
よ
い
（
挿
図
７
）。
か
つ
、

い
ず
れ
の
断
簡
も
基
本
は
一
行
十
七
文
字
宛
と
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
断
簡

が
属
し
た
巻
は
一
具
同
時
期
の
制
作
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
折
に
制
作

を
み
た
『
遊
行
上
人
縁
起
絵
巻
』
が
全
十
巻
に
及
ん
で
な
さ
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
、

そ
の
詞
書
の
執
筆
が
全
巻
ひ
と
り
で
な
さ
れ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
数
名
で
分
担

し
た
「
寄
合
書
き
」
で
あ
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
こ
の
書
き
手
は
巻
四
と
巻
九
の
詞
書

の
執
筆
だ
け
に
留
ま
っ
た
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
判
断
が
つ
か
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
『
か
た
ば
み
帖
』
に
貼
り
込
ま
れ
た
古
筆
断
簡
と
同
一

筆
跡
と
み
な
さ
れ
る
事
例
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
だ
け
に
、
断
簡
⑵
の
出
現
は
貴

重
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
こ
の
断
簡
⑵
の
執
筆
年
代
を
推
定
す
る
た
め
の
手
が
か
り
は
な
い
が
、
近

世
に
降
る
も
の
と
は
到
底
み
な
し
難
い
。
と
す
れ
ば
中
世
に
お
け
る
『
遊
行
上
人
縁

起
絵
巻
』
の
制
作
の
大
半
が
十
四
世
紀
後
半
に
集
中
す
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と

き
（
７
）

、
こ
の
断
簡
⑵
を
含
む
絵
巻
の
制
作
も
ほ
ぼ
同
じ
時
期
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
れ
は
断
簡
⑴
、
お
よ
び
、
以
下
に
述
べ
る
断
簡
⑶
と
さ
ほ
ど
時
を
隔
て
な
い

頃
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
８
）
。

断
簡�

⑶
（『
手
鑑
』
表
（1
折
目
左
面
に
貼
り
込
み
）  

　
楮
紙
、
縦
三
二
・
六
㎝
、
横
三
・
五
㎝
、
一
行
の
字
高
三
一
・
〇
㎝
、

断
簡
⑶
（
挿
図
８
）
は
一
行
の
み
を
伝
え
る
。
料
紙
の
表
面
は
や
は
り
礬
水
引
き

と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
書
か
れ
た
一
文
は
、「
れ
は
滅
後
の
遺
弟
報
恩
の
つ
と
め
も
時

所
相
應
」
の
十
八
文
字
で
あ
る
。『
遊
行
上
人
縁
起
絵
巻
』
の
時
宗
二
祖
・
他
阿
真
教

の
行
実
を
描
い
た
巻
十
・
第
一
段
の
詞
書
の
一
節
に
相
当
す
る
。

こ
の
断
簡
⑶
の
筆
跡
は
、
遊
行
寺
本
（
全
巻
同
一
筆
跡
）、
金
台
寺
本
（
巻
二
の

み
の
残
存
）、
金
光
寺
本 

巻
三
、五
、九
、
常
称
寺
本 

巻
五
と
同
筆
と
み
て
よ
い
。
試

み
に
全
巻
を
完
存
し
詞
書
の
文
字
情
報
が
豊
富
な
遊
行
寺
本
の
詞
書
と
断
簡
⑶
に
お

い
て
共
通
す
る
文
字
を
仮
名
・
真
名
の
双
方
に
及
ん
で
比
較
し
た
も
の
を
提
示
し
て

お
く
と
別
掲
の
通
り
で
あ
る
（
挿
図
９
）。
断
簡
⑶
も
そ
れ
ら
の
制
作
が
推
定
さ
れ
る

十
四
世
紀
後
半
の
執
筆
と
み
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
　

ち
な
み
に
、
断
簡
⑶
も
天
地
の
余
白
が
少
な
く
、
切
り
縮
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
り
、
も
と
の
料
紙
の
縦
の
長
さ
を
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
字
高

に
着
目
し
て
み
る
と
、
三
一
・
〇
㎝
の
値
を
示
す
。
こ
の
数
値
は
同
一
の
筆
跡
と
認
め

た
金
光
寺
本 
巻
三
、五
、九
の
詞
書
字
高
と
近
い
値
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
金

挿
図
８
　
断
簡
⑶
（『
古
筆
類
手
鑑
』
貼
り
込
み
の
古
筆
切
）　

挿図９　文字筆跡の比較（一覧）
※遊行寺本の各文字下の数字は、第
何巻–何段の詞書–第何紙–何行目に
存在するかを示す。
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新
出 

中
世
の
『
遊
行
上
人
縁
起
絵
巻
』
と
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
詞
書
断
簡
　
―
清
浄
光
寺
蔵
（
遊
行
寺
宝
物
館
保
管
）『
古
筆
類
手
鑑
』
貼
り
込
み
の
古
筆
切
よ
り
―

光
寺
本
の
巻
三
は
三
一
・
五
㎝
、
巻
五
は
三
〇
・
九
㎝
、
巻
九
は
三
一
・
〇
㎝
の
値
を
示

す
。
加
え
て
断
簡
⑶
に
お
け
る
「
報
恩
の
」
以
下
に
は
料
紙
に
水
染
み
が
認
め
ら
れ

る
が
、
金
光
寺
本
に
お
い
て
も
各
巻
に
及
ん
で
水
染
み
が
随
所
に
認
め
ら
れ
る
（
前

掲
挿
図
４
参
照
）。
そ
の
こ
と
を
思
え
ば
、
断
簡
⑶
は
、
本
来
、
こ
れ
ら
と
一
具
を
な

し
て
い
た
巻
一
〇
の
詞
書
の
一
部
で
あ
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。

現
状
、
金
光
寺
本
は
、
巻
三
、五
、六
、九
の
四
巻
の
み
を
伝
え
る
（
９
）

。
こ
の
断
簡
⑶
は

そ
れ
ら
と
一
具
を
な
し
、
こ
れ
ま
で
全
く
手
が
か
り
の
な
か
っ
た
巻
一
〇
が
か
つ
て

確
か
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
な
り
得
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
っ
た

一
行
で
は
あ
る
が
、
そ
の
存
在
意
義
は
大
き
い
。

二
、『
源
氏
物
語
絵
巻
』
詞
書
断
簡�

一
点

断
簡�

⑷�

（『
手
鑑
』
表
６
折
目
右
面
に
貼
り
込
み
）

　
楮
紙
、
縦
三
〇
・
一
㎝
、
横
四
・
〇
㎝
、
一
行
の
字
高
二
七
・
七
㎝
、

こ
の
断
簡
（
挿
図
10
）
も
僅
か
一
行
に
過
ぎ
な
い
。
料
紙
の
表
面
は
墨
の
滲
み
止

め
を
行
う
べ
く
全
面
に
及
ん
で
雲き

母ら

の
塗
布
（
い
わ
ゆ
る
「
雲
母
引
き
」）
を
施
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
文
は
「
た
れ
の
そ
ら
め
つ
ら
し
く
は
れ
た
」
の
十
三
文
字
で
あ

る
。
こ
の
一
行
だ
け
で
は
内
容
が
摑
み
難
い
が
、
そ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
五
十
四
帖

の
う
ち
の
第
十
一
帖
「
花
散
里
（
は
な
ち
る
さ
と
）」
の
一
文
「
さ
み
た
れ
の 
そ
ら

め
つ
ら
し
く 

は
れ
た
る
く
も
ま
に
」
の
一
部
で
、
光
源
氏
が
麗
景
殿
女
御
の
妹
・
三

の
君
（
花
散
里
）
の
も
と
を
訪
れ
る
描
写
に
あ
た
る
。

現
状
、
お
そ
ら
く
天
・
地
が
幾
分
切
り
縮
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

『
源
氏
物
語
』
の
伝
世
写
本
が
冊
子
形
態
を
専
ら
と
る
こ
と
を
思
う
と
き
、
感
覚
的

な
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
り
い
さ
さ
か
料
紙
の
縦
の
寸
法
が
長
く
、

そ
れ
に
比
し
て
一
行
分
の
文
字
が
あ
ま
り
に
も
大
き
く
、
そ
の
た
め
文
字
量
が
少
な

す
ぎ
る
。
や
は
り
そ
の
あ
り
よ
う
を
思
え
ば
、
物
語
そ
の
も
の
の
伝
写
本
と
み
る
よ

り
は
、
絵
巻
の
詞
書
断
簡
と
判
断
し
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、『
源
氏
物
語
絵
巻
』
と
言
う
と
き
、
徳
川
美
術
館
お
よ
び
五
島
美
術

館
に
所
蔵
さ
れ
る
平
安
末
期
の
そ
れ
が
す
ぐ
想
起
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
存
の

そ
れ
ら
に
は
第
十
一
帖
「
花
散
里
」
に
該
当
す
る
巻
は
存
在
し
な
い
。
か
つ
、
文
字

の
筆
跡
あ
る
い
は
一
行
の
文
字
数
か
ら
判
断
し
て
、
そ
れ
ら
と
一
具
を
な
す
も
の
で

な
い
こ
と
も
明
白
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
断
簡
の
筆
跡
は
近
世
に
降
る
も
の
と
は

到
底
思
わ
れ
な
い
。そ
こ
で
手
が
か
り
を
得
る
べ
く
、
佐
野
み
ど
り
監
修
・
編
著
『
源

氏
絵
集
成
』（
藝
華
書
院
）
を
検
し
て
み
た
が
、
中
世
に
制
作
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
絵

巻
』
の
現
存
の
遺
例
が
乏
し
く
実
態
が
十
全
に
把
握
さ
れ
る
ま
で
に
は
至
っ
て
お
ら

ず
、
研
究
の
空
白
期
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
）
（1
（

。
そ
の
中
世
に
お
け
る
『
源

氏
物
語
絵
巻
』
の
制
作
と
受
容
の

一
端
を
示
唆
す
る
の
が
、
た
っ
た

一
行
に
過
ぎ
な
い
こ
の
断
簡
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

改
め
て
こ
の
断
簡
を
眺
め
て
み

る
と
、「
た
れ
の
」
の
文
字
付
近

に
（
挿
図
11
）、
金
の
切
箔
で
小

さ
な
花
び
ら
と
、
青
墨
に
近
い
薄

挿
図
10
　
断
簡
⑷
（『
古
筆
類
手
鑑
』
貼
り
込
み
の
古
筆
切
）

挿図 11　断簡⑷�部分
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墨
で
小
さ
な
葉
と
、
か
細
い
線
を
も
っ
て
伸
び
た
莖
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が

付
く
。
つ
ま
り
は
装
飾
料
紙
を
も
っ
て
詞
書
が
書
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
中
世

絵
巻
の
多
く
が
詞
書
の
料
紙
表
面
に
墨
の
滲
み
止
め
を
目
的
と
し
て
礬
水
も
し
く
は

雲
母
を
全
体
に
及
ん
で
塗
布
す
る
こ
と
に
留
ま
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、

こ
の
断
簡
に
お
い
て
料
紙
そ
の
も
の
に
装
飾
が
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
れ
が

格
別
贅
を
尽
く
し
た
仕
様
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
中
世
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
制
作
を
考
え
る
う
え
で
視
野
に
い

れ
て
お
き
た
い
の
は
、
田
中
登
編
『
平
成
新
修
古
筆
資
料
集
』
巻
三
（
思
文
閣
）
に

紹
介
の
あ
る
「
亀
山
天
皇
巻
物
切
」（
亀
山
天
皇
〈
一
二
四
九
～
一
三
〇
五
〉
の
手
跡

に
な
る
巻
子
本
の
断
簡
）
と
い
う
伝
承
を
と
も
な
う
個
人
蔵
の
古
筆
切
一
葉
（
挿
図

12
）
に
あ
る
）
（（
（

。
そ
の
解
説
に
従
え
ば
、
縦
二
八
・
三
㎝
、
横
一
七
・
三
㎝
、
一
行
十
～

十
三
文
字
と
な
る
五
行
分
で
、
紙
面
に
金
銀
砂
子
を
用
い
て
霞
引
き
を
行
っ
た
装
飾

料
紙
を
用
い
、
文
章
は
『
源
氏
物
語
』
第
三
十
四
帖
「
若
菜
」
下
の
一
節
（
光
源
氏

ら
の
住
吉
社
参
の
場
面
描
写
の
箇
所
）
に
相
当
す
る
）
（1
（

。
こ
れ
を
紹
介
し
た
田
中
登
氏

は
、
そ
れ
が
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
詞
書
断
簡
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
い

ま
、
こ
れ
を
遊
行
寺
宝
物
館
に
保
管
さ
れ
る
『
手
鑑
』
に
貼
り
込
ま
れ
た
断
簡
⑷

と
文
字
の
比
較
を
し
て
み
る
と
き
、
比
較
に
耐
え
得
る
共
通
文
字
は
一
行
目
第
三
文

字
の
「
れ
」
の
一
文
字
し
か
な
く
、
は
な
は
だ
心
も
と
な
い
が
、
そ
の
文
字
に
見
る

左
や
や
下
か
ら
右
上
に
向
け
て
筆
を
跳
ね
上
げ
る
角
度
、
お
よ
び
、
そ
の
間
、
筆
を

い
っ
た
ん
引
き
上
げ
て
墨
線
が
途
切
れ
る
点
に
お
い
て
、
同
一
の
書
き
癖
を
そ
こ
に

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
は
同
一
人
物
の
筆
跡
で
あ
っ
た
可
能
性
を
視
野
に

入
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
こ
の
「
亀
山
天
皇
巻
物
切
」
を
紹
介
さ
れ
た
田
中
登
氏
は
、
執
筆
時

期
に
つ
い
て
鎌
倉
時
代
中
期
（
十
三
世
紀
半
ば
あ
た
り
）
を
推
定
さ
れ
て
い
る
）
（1
（

。
た

だ
し
私
見
で
は
、
そ
の
筆
跡
は
伏
見
天
皇
（
一
二
六
五
～
一
三
一
七
）
の
書
風
（
挿

図
13
）
を
学
ん
だ
、
十
四
世
紀
初
め
頃
と
み
た
方
が
穏
当
の
よ
う
に
考
え
る
。

遊
行
寺
宝
物
館
保
管
の
『
手
鑑
』
に
貼
り
込
ま
れ
た
こ
の
断
簡
は
、
た
っ
た
一
行

十
三
文
字
に
過
ぎ
な
い
が
、
第
十
一
帖
の
「
花
散
里
」
の
絵
巻
の
存
在
を
示
す
も
の

で
あ
り
、
一
方
、「
亀
山
天
皇
巻
物
切
」
は
第
三
十
四
帖
「
若
菜
」
下
の
絵
巻
の
存
在

を
示
し
て
い
る
。
と
も
に
同
時
期
に
同
一
人
物
の
手
に
な
る
詞
書
執
筆
と
み
な
さ
れ

る
こ
と
を
思
え
ば
、
調
巻
と
構
成
は
不
明
な
が
ら
も
中
世
に
お
い
て
『
源
氏
物
語
絵

挿図 12　「亀山天皇巻物切」（田中登編『平
成新修古筆資料集』巻三、思文閣、2011
年 11 頁より転載）

挿図 13　「筑後切」（『後撰
和歌集』巻十六�断簡）部
分�国宝手鑑『藻塩草』貼
り込み　京都国立博物館
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新
出 

中
世
の
『
遊
行
上
人
縁
起
絵
巻
』
と
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
詞
書
断
簡
　
―
清
浄
光
寺
蔵
（
遊
行
寺
宝
物
館
保
管
）『
古
筆
類
手
鑑
』
貼
り
込
み
の
古
筆
切
よ
り
―

巻
』
が
少
な
く
と
も
光
源
氏
の
逸
話
（
全
四
十
一
帖
）
を
も
と
に
制
作
が
な
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
そ
こ
に
示
唆
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

註
（
１
） 　
閲
覧
は
、
二
〇
二
一
年
九
月
七
日
（
火
）
に
、
開
催
中
の
特
別
展
「
江
の
島
」

（
会
期 

七
月
一
七
日
～
十
月
四
日
）
の
観
覧
の
た
め
に
高
岸
輝
（
東
京
大
学
）、

井
並
林
太
郎
（
京
都
国
立
博
物
館
）
の
両
氏
と
と
も
に
遊
行
寺
宝
物
館
を
訪
れ
た

際
に
機
会
を
設
け
て
い
た
だ
い
た
。

（
２
） 　
再
度
の
熟
覧
は
、
四
月
一
日
か
ら
の
一
年
に
及
ぶ
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
渡
英
を
目
前

に
控
え
た
二
〇
二
二
年
三
月
二
十
七
日
（
日
）
の
午
後
に
行
っ
た
。

（
３
） 　
津
田
徹
英
「
詞
書
筆
跡
か
ら
み
た
金
蓮
寺
本
『
遊
行
上
人
縁
起
絵
巻
』
の

位
相
」『
美
術
研
究
』
四
二
三
号
、
国
立
文
化
財
機
構 

東
京
文
化
財
研
究
所
、

二
〇
一
八
年
。

（
４
） 　
そ
れ
ぞ
れ
の
詞
書
字
高
を
比
較
す
る
と
以
下
の
通
り
（
絵
巻
に
お
け
る
詞
書
字

高
は
原
則
、
各
巻
の
巻
頭
詞
書
で
計
測
し
て
い
る
）。

　
　
・
遊
行
寺
宝
物
館 

断
簡
⑴ 

二
〇
・
一
㎝

　
　
・
金
蓮
寺
本 

巻
一
〇
の
上
巻 

二
九
・
一
㎝

　
　
・
金
蓮
寺
別
本
（
巻
八
の
み
の
残
巻
） 

二
九
・
七
㎝

　
　
・
金
光
寺
本 

巻
六 

三
一
・
五
㎝

（
５
） 　
ち
な
み
に
、
第
二
巻
の
詞
書
断
簡
と
し
て
既
知
の
も
の
は
個
人
蔵
の
「
一

遍 

藤
沢
切
」
と
伝
承
さ
れ
る
古
筆
切
（
第
五
段
の
一
節
）
だ
け
で
あ
る
（
田
中

登 

編
著
『
古
筆
の
楽
し
み
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
五
年
、
一
八
一
頁
・
図
版

八
〇
）。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
筆
跡
を
異
に
し
て
お
り
、
一
具
で
あ
っ
た
と
み
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

（
６
） 　
石
澤
一
志
・
佐
々
木
孝
浩
・
中
村
健
太
郎 

編
『
日
本
の
書
と
紙 

古
筆
手
鑑

『
か
た
ば
み
帖
』
の
世
界
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
二
年
（
二
〇
二
頁
、
図
版

一
三
四
）。

（
７
） 　
註
３
の
津
田
徹
英
前
掲
論
文
。

（
８
） 　
一
見
、
断
簡
⑴
、
⑵
、
⑶
は
非
常
に
近
い
筆
跡
・
書
風
を
示
し
て
い
る
か
の
よ

う
で
あ
る
。
し
か
し
、
註
３
の
津
田
徹
英
前
掲
論
文
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、

断
簡
⑴
を
含
む
グ
ル
ー
プ
と
断
簡
⑶
を
含
む
グ
ル
ー
プ
は
横
画
の
引
き
方
が
根
本

的
に
異
な
る
。
そ
の
こ
と
を
具
体
的
に
示
し
て
み
る
と
、
断
簡
⑶
（
挿
図
８
）
の

下
か
ら
三
文
字
目
の
「
所
」
の
文
字
で
は
、
横
画
が
水
平
一
文
字
に
引
か
れ
る
の

に
対
し
て
、
断
簡
⑴
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
掲
げ
た
金
光
寺
本
（
挿
図
４
）
の
二
行

目
の
下
か
ら
六
文
字
目
の
「
所
」
の
文
字
で
は
横
角
が
大
き
く
上
に
撓
ん
で
お

り
、
そ
の
傾
向
は
一
行
目
と
三
行
目
の
「
事
」
の
文
字
に
お
い
て
も
確
認
で
き

る
。
さ
ら
に
、「
く
」「
ひ
」「
ゆ
」「
を
」
の
文
字
の
書
き
癖
・
か
た
ち
が
断
簡
⑴

の
属
す
る
グ
ル
ー
プ
と
断
簡
⑶
の
属
す
る
グ
ル
ー
プ
で
顕
著
な
相
違
を
み
せ
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
註
３
の
津
田
徹
英
前
掲
論
文
で
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
両

グ
ル
ー
プ
は
別
人
の
手
に
な
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
断
簡
⑵
（
挿

図
５
）
は
一
見
す
る
と
、
挿
図
４
に
掲
げ
た
金
光
寺
本
に
近
い
書
風
を
示
す
か
の

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
断
簡
⑵
の
二
行
目
の
下
か
ら
６
文
字
目
に
あ
ら

わ
れ
た
「
事
」
の
文
字
の
横
画
は
水
平
一
文
字
に
引
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
挿
図

４
に
掲
げ
た
金
光
寺
本
の
二
箇
所
に
あ
ら
わ
れ
た
「
事
」
の
文
字
と
筆
法
を
違
え

て
い
る
。
こ
の
ほ
か
金
光
寺
本
の
二
、三
行
目
と
断
簡
⑵
の
二
、三
、四
行
目
に
あ

ら
わ
れ
た
「
を
」
の
文
字
の
か
た
ち
は
明
ら
か
に
違
え
て
い
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、

断
簡
⑵
は
断
簡
⑴
と
も
断
簡
⑶
と
も
異
な
る
人
物
の
手
跡
と
見
た
方
が
適
切
と
判

断
す
る
。

（
９
） 　
金
光
寺
本
の
現
存
分
各
巻
の
欠
失
箇
所
は
以
下
の
通
り
。

　
・
巻
三
　
第
一
段
の
絵
の
前
半
、
第
二
段
の
絵
の
後
半
、
第
四
段
の
絵
の
大
半
。

　
・
巻
五
　
第
三
段
の
絵
の
後
半
、
第
四
段
の
絵
の
中
盤
と
後
半
。

　
・
巻
六
　
第
二
段
の
絵
の
一
か
所
、
第
四
段
の
後
半
以
降
の
す
べ
て
。

　
・ 
巻
九
　 

第
一
段
の
絵
の
二
箇
所
、
第
二
段
の
絵
の
大
半
、
第
三
段
の
詞
書
と
絵
の

す
べ
て
。

（（1） 

　
佐
野
み
ど
り
「
源
氏
絵
研
究
の
現
況
」
同 

監
修
・
編
著
『
源
氏
絵
集
成
』
研
究
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編
、
藝
華
書
院
、
二
〇
一
一
年
、（
一
二
～
一
三
頁
）。

（（（） 
　
田
中
登 

編
『
平
成
新
修
古
筆
資
料
集
』
巻
三
（
思
文
閣
、
二
〇
一
一
年
）
所
載

「
二
、
亀
山
天
皇
巻
物
切
（
源
氏
物
語
絵
詞
）」（
一
〇
～
一
一
頁
）。
な
お
、
渡
英
中

に
あ
り
現
地
で
古
筆
関
係
文
献
・
情
報
に
触
れ
得
な
い
な
か
、
井
並
林
太
郎
氏
よ

り
、
先
行
研
究
に
つ
い
て
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
こ
の
文
献
を
知
り
得
た
こ
と
で
格

段
に
考
察
が
進
展
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
氏
に
感
謝
を
込
め
て
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

記
し
て
お
き
た
い
。

（（1） 

　
こ
の
報
告
に
先
立
っ
て
、
田
中
登
「
源
氏
物
語
絵
詞
二
題
―
絵
巻
物
と
古
筆
切

―
」『
汲
古
』
四
六
号
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
に
お
い
て
も
、
こ
の
「
亀
山
天

皇
」
に
仮
託
さ
れ
る
こ
の
巻
物
切
の
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（（1） 

　
註
（（
の
田
中
登
前
掲
書
（
一
〇
頁
）
な
ら
び
に
、
註
（1
の
同
「
源
氏
物
語
絵
詞
二

題
―
絵
巻
物
と
古
筆
切
―
」。

 【
付
記
】

 

　
小
稿
執
筆
に
先
立
ち
、
遊
行
寺
宝
物
館
館
長 

遠
山
元
浩
氏
に
は
ご
多
用
の
な
か
清

浄
光
寺
所
蔵
の
『
古
筆
類
手
鑑
』
の
熟
覧
、
写
真
掲
載
等
に
際
し
、
折
々
さ
ま
ざ
ま
に

ご
配
慮
を
頂
戴
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
く
謝
辞
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

 

　
な
お
、
こ
の
研
究
は
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
科
研
費
）・
基
盤
研
究
（
Ｂ
）「
中
世

絵
師
組
織
の
社
会
的
活
動
基
盤
と
様
式
系
統
の
相
関
―
十
四
世
紀
の
縁
起
・
絵
伝
を
結

節
点
と
し
て
」（
代
表 

東
京
大
学
教
授 

高
岸
輝
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
執
筆
か
ら
校
了
ま
で
渡
英
中
の
ノ
リ
ッ
ジ
に
て
）


