
明
治
期
挿
絵
美
術

の
素
描

青

木

茂

一

前

史

日
本
近
代

(明
治
以
降
)
の
挿
絵
美
術
に
つ
い
て
述
べ
る
時
に
考
慮

し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

一
事
が
あ
る
。
そ
れ
は
江
戸
時
代
末
期
の
小

説

・
草

双
紙
の
形
態
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
小
冊
子
の
伝
記
小
説
は
宝

暦
期
の
赤
本
か
ら
始
ま
り
、
表
紙
の
色
な
ど
に
よ

っ
て
青
本

・
黒
本

・

黄
表
紙

・
合
卷
と
変
遷
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
絵
を
主
と
し
、
文
を

従
と
し
た
版
本
で
あ
る
。
黄
表
紙

(安
永
こ
ろ
か
ら
)
に
な
る
と
、
そ

の
時
代

の
浮
世
絵
師
の
ほ
と
ん
ど
が
参
加
し
、
表
紙
や
口
絵
に
精
巧
で

華
麗
な
浮
世
絵
版
画
で
そ
の
技
術
を
競

っ
た
も
の
で
あ
る
。

草
双
紙

の
も
と
も
と
は
短
篇
大
衆
小
説
で
あ

っ
た
が
、
長
篇
化
し
て

合
卷
形
式
と
な
り
、
各
編
ご
と
に
延

々
と
発
売
さ
れ
る
。
た
と
え
ば

『
し
ら
ぬ
ひ
譚
』
は
三
世
歌
川
豊
国
の
挿
絵

と
、
そ
の
周
囲
を
う
ず
め

る
ひ
ら
が
な
細
字
の
柳
下
亭
種
員
の
本
文
で
嘉
永

二
年
に
初
編
を
出
版

し
て
始
ま
り
、
以
後
明
治
十
入
年
ま
で
に
七
十

一
編

(
一
四
二
冊
)
を

刊
行
す
る
。
そ
の
間
に
絵
師
は
二
世
国
貞
、
落
合
芳
幾
、
豊
国
国
周
、

守
川
周
重
、
楊
州
周
延
と
変
わ
り
、
作
者
も
種
員
が
歿
し
て
二
世
柳
亭

種
彦
、
柳
水
亭
種
清

へ
と
受
け
つ
が
れ
る
。

遠
く
平
安
期
の
絵
巻
物
や
室
町
期
の
奈
良
絵
本
の
伝
統
か
ら
、
絵
と

文
が
併
存
す
る
姿
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
江
戸
市
民
の
愛
好

し
た
挿
絵
を
主
と
し
た
草
双
紙
は
明
治
時
代

に
な

っ
て
も
根
強
い
要
求

が
あ

っ
て
政
治
と
は
無
関
係
な
女
性
や
小
市
民
に
よ

っ
て
読
ま
れ
続
け

て
い
た
の
で
あ
る
。
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二

明
治

初
期

明
治

に
な

っ
て
活
字
と
洋
装
本
が
普
及
し
て
も
、
活
字
で
組
ん
だ
新

聞
小
説

の
作
家
は
江
戸
に
変
わ
ら
ぬ
戯
作
者
で
あ
り
、
そ
の
挿
絵
は
浮

世
絵
師

の
系
列
に
つ
ら
な
る
人
た
ち
が
描

い
た
木
版
画
で
あ

っ
た
。
西

欧
人
は
複
雑
な
構
造
の
漢
字
に
出
会

っ
て
、
書
い
た
ま
ま
に
摺
れ
る
石

版
が
東
洋
の
印
刷
に
適
す
る
と
思

っ
た
が
、
異
常
な
ま
で
に
発
展
を
遂

げ
て
い
た
日
本
の
木
版
技
術
は
、
小
説
と
い
え
ば
挿
絵
を
必
要
と
す
る

と
い
う
条
件
に
か
な
う
彫
師

・
摺
師
を
か
か
え
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

明
治

二
十
年
ご
ろ
ま
で
の
こ
の
期
の
挿
絵
画
家
と
し
て
は
落
合
芳

幾
、
月
岡
芳
年
、
富
永
永
洗
、
河
鍋
暁
斎
、
尾
形
月
耕
な
ど
が
あ
げ
ら

れ
る
。

こ
の
人
た
ち
の
多
く
は
江
戸
時
代

の
感
性
を
そ
の
ま
ま
残
し
て

い
た
。
明
治
に
な

っ
て
政
治
か
ら
日
常
生
活
ま
で
の
大
き
な
変
革
に
際

し
て
も
、
暁
斎
の
よ
う
に
文
明
開
化
の
風
潮
に
乗

っ
て
挿
絵
界
に
活
躍

し
た
画
家
も
あ
り
、
風
俗
画
と
し
て
歴
史
的
な
意
義
を
も
つ
挿
絵
を
残

し
た
月
耕
な
ど
も
い
た
。

大
衆
的
な
挿
絵
界
で
は
、
前
代
の
錦
絵
系
の
作
家
が
誰
の
眼
に
も
映

る
時
代

で
あ

っ
た
が
、

口
に
は
攘
夷
を
と
な
え
て
い
た
薩
摩

・
長
州
が

中
心
と

な

っ
た
明
治
新
政
府
の
政
策
は
開
国
で
あ
り
、
欧
米
に
追
い
つ

こ
う
と
す
る
富
国
強
兵

・
殖
産
興
業

で
あ

っ
た
。
当
時
の
ベ

ス
ト
セ

ラ
ー
で
あ
り
、
小
学
校
の
国
語
教
科
の
副
読
本
で
も
あ

っ
た
の
は
世
界

地
理
を
説
く
、
オ
ラ
ン
ダ

へ
留
学
し
た
内
田
正
雄
の
書
い
た

『輿
地
誌

略
』
十
三
冊
で
あ

っ
た
。

ア
ジ
ア
三
冊
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
四
冊

の
挿
絵

は
、
幕
末
以
来
の
洋
風
画
指
導
者
川
上
冬
崖

の
木
版
画
で
あ
る

(明
治

四
年
刊
)。
ア
フ
リ
カ
の
部
の
二
冊
は
明
治
八
年
に
出
版
さ
れ
て
挿
絵

は
玄
々
堂
の
銅
版
と
な
る
。
こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
多
く
の
挿
絵
に
よ
っ

て
日
本
の
子
供
た
ち
は
ア
フ
リ
カ
の
風
物
と
銅
版
画
と
い
う
も
の
を
知

る
こ
と
に
な
る
。
明
治
十
年
か
ら
十
三
年
に
か
け
て
南
北
ア
メ
リ
カ
を

解
説
す
る
四
冊
は
玄
々
堂
の
銅
版

・
石
版
と
慶
岸
堂
の
銅
版
画
で
飾
ら

れ
る
。
ア
フ
リ
カ
以
後
も
本
文
は
和
紙
に
木
版
で
あ
る
が
、
洋
紙
に
刷

ら
れ
た
銅

・
石
版
画
に
よ

っ
て
、
日
本
人
は
新
技
術
者
で
あ
る
松
田
緑

山
、
亀
井
至

一
、
野
村
重
喜
た
ち
の
名
と
ナ
イ
ア
ガ
ラ
の
滝
と
新
興
国

ア
メ
リ
ヵ
の
実
景
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
は
リ
ビ

ン
グ

ス
ト
ン

の

一
八
六
〇
年
版
の
旅
行
記
か
ら
抜
き
写
し
た
図
も
あ
れ
ば
、
デ

ィ

ヴ

ィ
ッ
ド

・
ロ
バ
ー
ツ
の
写
生
か
ら
ル
イ

・
ハ
ー
グ
が
石
版
画

(
一
八

四
二
～
四
九
)
に
し
た

「
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
砂
嵐
」
の
絵
の
正
確
で
あ

ろ
う
と
し
た
銅
版
の
模
写
も
あ
る

(図
1
)
。
原
本

は
内

田
正
雄
が
ア

ム
ス
テ
ル
ダ
ム
や
パ
リ
で
求
め
て
帰

っ
た
も

の
で
あ
る
。

山
中
古
洞
が

「飜
訳
の
雄
」
と
い
う

『斉
武
名
士

経
国
美
談
』
は

矢
野
竜
渓
が
何
種
か
の
ギ
リ
シ
ャ
史
か
ら
編
集
し
て
訳
し
、
小
説
体
に

し
た
テ
ー
ベ
内
乱
史
で
あ
る
。
こ
れ
は
憲
法
に
立
脚
し
た
政
治

へ
の
参

加
を
望
む
日
本
の
民
衆
に
、
ス
パ
ル
タ
と
ア
テ
ネ
を
比
較
し
て
見
せ
た

矢
野
の
政
治
思
想
論
で
も
あ

っ
た
。
こ
れ
に
石
版
で
挿
絵
を
し
た
の
が
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亀
井
至

一
で
あ
る

(明
治
十
六
～
七
年
)。
当
時

は
ま
だ
古
代
ギ
リ
シ

ヤ
の
服
装
や
家
具
調
度
を
図
示
す
る
図
書
な
ど
は
日
本
に
な
か

っ
た
。

著
者
は
特
に
序
文
の
な
か
に
亀
井
の
困
難
が
大
き
か

っ
た
こ
と
を
記
し

て
い
る
。

東
海
散
士

・
柴
四
郎
の

『佳
人
の
奇
遇
』

全
十
六
冊

(明
治
十
八
～

三
十
年
)
は
古
洞
が

「著
作
の
王
」
と
評
価
し
た
、
こ
れ
も
政
治
小
説

で
あ
る
。
明
治
維
新
の
戦
争
の
と
き
、
敗
者

の
苦
難
を
味
わ

っ
た
東
海

散
士
自
身
が
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
独
立
閣

(イ
ン
デ

ィ
ペ
ン
デ

ン

ト

・
ホ
ー
ル
)
の
楼
上

で
、

ス
ペ
イ
ン
の
ド

ン
カ
ル

ロ
ス
党
員

の

ユ

　

ラ

ン

コ

　

レ

ン

幽
蘭
、
ア
イ
ル
ラ
ソ
ド
独
立
運
動
に
参
加
し
て
い
る
江
蓮
の
二
美
人
と

語
り
合
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
本
文

の
文
字
は
木
版
で
各
冊
に
二
、

三
枚
の
石
版
よ
る
挿
絵
が
入

っ
て
い
る
。
挿
絵

の
多
く
は
高
橋
節
雄
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
初
版
卷

二
の

「孔
子
陳
蔡

の
野
に
饑
ゑ
る
の

図
」
(図
2
)
は
浅
井
忠
で
あ
る
と
い
う
。
ほ
か
に
も
中
村
鉾
太
郎

(
不

折
)
の
肖
像
画
が
あ
り
、
卷
九
の

「澳
俄
之
軍
惨
虐
之
図
」
(図
3
)
は

ジ
ャ
ヅ
ク

・
カ
ロ
の

「戦
争

の
惨
禍
」

シ
リ
ー
ズ
の
う
ち
縛
り
首
の
木

を
自
由
模
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
執
筆
し
た
画
家
た
ち
は
、
ま

だ
洋
風
画
が
職
業
と
し
て
成
立
し
て
い
な
か

っ
た
時
代
の
洋
風
画
家
た

ち
で
あ
る
。

し
か
し
当
時
流
行
し
た
政
治
小
説
の
挿
絵
を
洋
風
画
家
が
担
当
し
た

と
い
う
の
は
、
当
時

の
小
説
愛
好
家
の
感
性
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

近
代
文
学
の
最
初

の
人
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
坪
内
逍
遙
の
作
品
に
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図2東 海散士 『佳人之奇遇 』二 孔子 陳蔡 ノ野 二饑 ユル ノ図

図3東 海散士r佳 人之奇遇』九 澳俄之惨虐之図
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図4村 井靜馬編、鮮 斎永濯挿絵 『事情 明治太平記』(二 十四編四十八冊、明治八年

三月～十三年十二 月)は慶応 三年か ら明治十年の西南戦争 までの年代記 で多 く

の木版挿絵で飾 られている。
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『当
世
書
生
気
質
』
(明
治
十
八
～
十
九
年
)
全
十
七
冊
が
あ
る
。
各
冊

に
見
開
き

ニ
ペ
ー
ジ
の
挿
絵
が
あ
り
、

一
～
四
号
は
梅
蝶
楼
国
峰
と
葛

飾
為
斎

で
あ

っ
た
。
そ
れ
を
見
た
止
水

・
長
原
孝
太
郎
は

「小
説
の
内

容
か
ら
も
挿
絵
は
新
し
い
も
の
で
飾
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」
と
逍
遙

に
申
込
み
、
下
図
を
逍
遙
が
描
い
て
五

・
入
号
の
近
代
的
光
線

の
中
の

挿
絵
が
で
き
、
逍
遙
も
満
足
し
た
の
で
あ

っ
た
。
止
水
は
小
山
正
太
郎

門
下
の
洋
画
家
で
、
逍
遙
に
ウ
ジ

ェ
ー
ヌ

・
ヴ

ェ
ロ
ン
の

『維
氏
美

学
』
(中
江
兆
民
訳
)
を
読
む
の
を
奨
め
た
人
で
も
あ

っ
た
。
が
、
逍
遙

は
後
に
語

っ
て
い
る
、
「新
ら
し
過
ぎ
て
、
ど
う
も
世
間
受
け
が
し
な

か

っ
た
。
あ
の
頃
は
矢
張
り
浮
世
絵
流
の
挿
絵
で
な
い
と
新
聞
で
も
喜

ば
れ
な
か

っ
た
よ
う
な
有
様
で
、
残
念
で
あ

っ
た
け
れ
ど
も
二
枚
だ
け

で
中
止

し
て
貰

っ
た
」
と
。
あ
と
の
十

一
冊
は
武
内
桂
舟

の
筆

で
あ

る
。

『当
世
書
生
気
質
』
に
刺
激
さ
れ
て
二
葉
亭
四
迷
は
明
治
二
十
～
二

十

二
年

に

『浮
雲
』
を
書
く
。
大
衆
娯
楽
小
説
、
落
語
、

ロ
シ
ヤ
文
学

の
文
体

を
と
り
い
れ
て
近
代
知
識
人
の
苦
悩
を
描
こ
う
と
し
た
、
日
本

最
初
の
純
近
代
小
説
で
あ

っ
た
。
こ
の
挿
絵
は
月
岡
芳
年
と
尾
形
月
耕

で
、
武
内
桂
舟
と
と
も
に
、
浮
世
絵
師
系
で
あ
り
、
小
説
の
近
代
性
に

は
遲
れ
を
と

っ
た
平
板
な
古
風
な
墨
摺
り

(單
色
)

の
木
版
画
で
あ

っ

た
。

三

明
治
中

期

明
治

二
十
年
代
ま
で
を
前
期
と
し
、
三
十
年
代
を
中
期
と
す
る
の
が

妥
当
だ
と
私
は
考
え
る
。
中
期
は
雑
誌
、
単
行
本
の
口
絵
が
代
表
す
る

時
代
で
あ
る
。
小
説
全
篇
を
象
徴
す
る

一
場
面
を
、
十
数
版
に
お
よ
ぶ

多
色
木
版
で
摺
り
、
多
く
の
場
合
折
り
込
ん
で
巻
頭
に
口
絵
と
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
な
る
と
系
列
と
し

て
は
浮
世
絵
系
で
は
あ
る

が
、
の
ち

「日
本
画
」
と
い
わ
れ
る
陰
影
の
濃
淡
に
よ

っ
て
描
く
画
家

た
ち
が

口
絵
を
担
当
す
る
。
武
内
桂
舟
、
富
岡
永
洗
、
水
野
年
方
、
渡

辺
省
亭
、
梶
田
半
古
、
鏑
木
清
方
、
山
中
古
洞
た
ち
が
代
表
的
な
挿
絵

画
家
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
個
人
的
な
関
係
の
あ
る
小
説
家
と
画
家

が
図
柄
を
き
め
て
墨
線
だ
け
の
版
下
絵
を
作
る
。
こ
れ
を
桜
の
木
に
貼

り
つ
け
て
彫
る
。
そ
れ
を
摺

っ
た
墨
版

へ
画
家
は
丁
寧
に
濃
淡
を
つ
け

て
色
を
差
す
、
時
に
は
構
図
に
も
手
を
加
え
る
。
画
家
の
指
定
し
た
色

彩
に
従

っ
て
分
解
し
た
数
枚
か
ら
十
数
枚
の
色
版
を
彫
り
、

一
版
ず

つ

摺
り
重
ね
て
横
長
の
口
絵
が
完
成
す
る
。
こ
れ
を
縦
に
二
つ
折
り
と
し

て
、
活
版
刷
り
の
雑
誌
、
小
説
本
の
巻
頭
に
挿
入
し
て
整
本
す
る
、
読

者
は
口
絵
を
み
て
購
入
す
る
。

新
聞
、
雑
誌
の
挿
絵
は
、
口
絵
に
く
ら
べ
る
と
見
劣
り
す
る
も
の
で

あ

っ
た
。
そ
れ
は
前
期
以
来
の
講
談
の
続
き
も
の
や
通
俗
小
説
の
木
版

挿
絵
で
、
見
る
べ
き
も
の
は
な
い
。
そ
れ
は
主
要
な
画
家
が
口
絵
に
向
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図
5

村
井
弦
斎

『桜

の
御
所
』

(小
説

二
巻
本
。
明
治

二
十
七
年
十

二
月

春
陽
堂
)

① 表紙 石版 画者不詳

② 口絵 多色木版 永洗 画
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④ 挿絵 木口木版 暁雲 刻

 

か
い
、
ま
た
明
治
初
年
の
変
乱
期
が
落
ち
つ
い
て
美
術
作
品
と
し
て
の

「日
本
画
」
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
か
ら
で
あ

っ
た
。
新
聞
に

連
載
さ
れ
た
近
代
文
学
作
品
に
挿
絵
が
入
っ
て
好
評
だ

っ
た
の
は
、
明

治
三
十
六
年

『読
売
新
聞
』
の
小
杉
天
外
の
い
く
ら
か
通
俗
的
な
小
説

『魔
風
恋
風
』
に
梶
田
半
古
と
鏑
木
清
方

が
起
用
さ
れ
た
時
で
あ

っ

た
。
三
十
年
か
ら
三
十
六
年
に
か
け
て
同
じ
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
尾
崎

紅
葉
の

『金
色
夜
叉
』
は
は
じ
め
挿
絵
を
入
れ
な
か

っ
た
が
、
單
行
本

と
し
た
時
の
武
内
桂
舟
と
川
村
清
雄
の
口
絵

に
人
気
が
あ
り
、
挿
絵
は
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不
要
だ
と
い
う
紅
葉
の
主
張
を
無
視
し
て
そ
の
後
は
新
聞
社
側
で
梶
田

半
古
の
挿
絵
を
入
れ
た
り
し
た
こ
と
も
あ

っ
た
。

明
治

三
十
年
代
は
口
絵
が
華
や
か
で
、
小
説
の
売
れ
ゆ
き
も
口
絵
の

良
し
悪
し
に
よ

っ
た
と
い
う
位
で
あ

っ
た
が
、
新
し
い
日
本
独
特
の
動

き
も
芽
生
え
て
い
た
。
新
聞
の
挿
絵
で
あ
る
。
正
岡
子
規
は
伝
統
詩
歌

の
近
代
化
に
と

っ
て
最
高

の
功
労
者
で
あ
る
が
、
浅
井
忠

の
紹
介
に

よ

っ
て
新
聞

『小
日
本
』
の
挿
絵
の
た
め
に
中
村
不
折
を
起
用
す
る
こ

と
に
な
る
。
紙
面
に
あ
る
紀
行
文
や
随
筆
、
そ
の
日
に
画
家
の
眼
に
ふ

れ
た
季
節
の
風
物
、
評
判
に
な

っ
た
画
や
骨
董
品
な
ど
、
紙
面
の
文
章

の
図
解

で
は
な
く
、
と
い

っ
て
も
無
関
係
で
は
な
い
絵
画
が
木
版
画
と

し
て
表

れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
太
い
線
と
細
い
線
、
陰
影
の
あ
る
絵

と
な
い
絵
、
縦
長
と
横
長
の
画
面
、
を
不
折
は
試
行
錯
誤
を
く
り
返
し

な
が
ら

ほ
と
ん
ど
毎
日
描
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
努
力
は
洋
画
家
た
ち

の
共
通

の
財
産
と
な
る
。
た
と
え
ば
明
治
三
十

二
年

二
月
十

一
日
の
新

聞

『日
本
』
に
主
筆

の
子
規
は
梅
を
主
題
と
す
る
俳
句
十

二
句
を
載

せ
、
浅
井
忠

・
不
折

・
小
坂
象
堂
は
各

四
図
ず

つ
の
梅
を
主
題
と
す

る
、
子
規
の
句
と
は
直
接
に
は
関
係
な
い
図
を
寄
稿
す
る
。
そ
し
て
十

二
ペ
ー
ジ
の
新
聞
の
あ
ち
こ
ち
に
掲
載
さ
れ
る
。
画
家
は
毎
日
読
み
す

て
ら
れ
る
新
聞
で
あ
る
か
ら
、
毎
日
を
展
覧
会
場
の
よ
う
に
真
剣
に
思

う

(原
図
は
薄
紙
に
描
い
て
、
そ
の
ま
ま
板
木
に
貼
り
つ
け
て
彫
ら
れ

る
)
。
『
日
本
』
で
始
め
ら
れ
た
こ
の
形
式
の
挿
絵
は
、
明
治
末
期
に
は

多
く
の
新
聞
が
採
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
伝
統
的
な
技
法
を
守
る
日
本

画
家
も
洋
画
家
も
小
画
面
の
内
で
白
と
黒
と

の
対
比
に
才
能
を
競
う
こ

と
に
な
る
。
川
端
竜
子
、
渡
辺
審
也
、
石
井
柏
亭
、
小
杉
未
醒
、
小
川

芋
銭
、
竹
久
夢
二
た
ち
で
あ
る
。
専
属
画
家
も
生
ま
れ
、
東
京

.
大
阪

か
ら
遠
い
地
方
の
小
供
た
ち
も
切
抜
帳
を
作

り
模
写
を
す
る
よ
う
に
な

る
。新

聞
の
連
載
小
説
挿
絵
は
現
代
日
本
で
慣
用
さ
れ
て
い
る

「挿
絵
」

の
形
式
に
近
い
が
、
文
学
雑
誌
1

と
く
に
正
岡
子
規
の
編
集
し
た
俳

誌

『
ホ
ト
ト
ギ

ス
』
の
挿
絵
は
特
殊
な
風
格

を
も

つ
も
の
で

「
コ
マ

絵
」
と
呼
ぼ
れ
て
い
る
。
な
ぜ

「
コ
マ
絵
」
と
い
う
の
か
諸
説
が
あ

っ

て
、
ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
漢
字

は

「小
間

絵
」
(小
さ
な
雑
貨
を
売
る
小
間
物
屋
の
品
物

の
よ
う
な
絵
)
、
「駒
絵
」

(駒
は
馬
の
愛
称
)
で
、
い
ず
れ
に
し
て
も
真
正
面
か
ら
の
大
上
段
の

構
え

で
は
な

い
も

の
に
対
す
る
呼
び
名
で
あ
ろ
う
。
「草
画
」
と
も

言

っ
た
が
、
こ
れ
も
書
法
の
楷
書
に
対
す
る
草
書
か
ら
来
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
現
代
用
語
の

「挿
絵
」
と
い
う
言
葉

も
明
治

二
十
二
、
三
年
ご

ろ
か
ら
使
わ
れ
て
、
漢
字
の
意
味
す
る
と
お
り

「挿
入
さ
れ
た
絵
画
」

と
い
う
の
が
本
義
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
日
本
文
学
の
伝
統
は

随
筆
文
学
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
詠
嘆
的
な
小
話
を
並
べ
重
ね
た
の

が
歴
史
文
学
で
あ
る
し
、
短
詩
型
の
和
歌
や
俳
句
は
即
興
的
で
抒
情
的

で
あ

っ
て
叙
事
詩
に
は
な
り
え
な
い
。
心
に
う
か
ぶ
あ
れ
こ
れ
を
書
き
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ー

つ
ら
ね

た
も
の
が
随
筆
文
学
で
、
人
問
観
や
歴
史
観
を
並
べ
た
文
学
作

品
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。
季
節
感
あ
る
い
は
人
事
の
断
片
を
文
字
で

表
現
す

る
随
筆

・
短
詩
を
、
毛
筆
か
鉛
筆
に
よ

っ
て
ス
ケ
ッ
チ
し
た
の

が

コ
マ
絵
で
あ
る
。
『
ホ
ト
ト
ギ

ス
』
の
明
治
三
十

一
年
十
月
か
ら
六

年
間
ほ
ど
は
浅
井
忠
、
中
村
不
折
、
下
村
為
山
、
小
坂
象
堂
だ
け
で
、

も
ち
ろ

ん
、
新
聞

『日
本
』

の
メ
ン
。バ
ー
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
の

『
ホ

ト
ト
ギ

ス
』
は
新
聞
の
挿
絵
風
で
あ
る
が
浅
井
忠
が
パ
リ

へ
留
学

し

(
三
十

三
年

二
月
)
、
子
規
が
歿
し
た

(三
十
五
年
九
月
)
あ
と
は
高
浜

虚
子
が
引
き
つ
ぐ
こ
と
に
な
る
。
暫
く
は
新
デ
ザ
イ
ン
の
募
集
な
ど
で

あ
る
が
第
八
卷

一
号

(明
治
三
十
七
年
十
月
)

か
ら
面
目
を

一
新
す

る
。
表
紙

・
裏
表
紙

(石
版
)
は
浅
井
忠
が
描
き
、
木
版
挿
絵
は
下
村

為
山

(
二
図
)
、
中
村
不
折

(
一
図
)
、
橋
口
五
葉

(
二
図
)

で
あ
る
。

ま
だ
東
京
美
術
学
校
の
学
生
で
あ

っ
た
五
葉
を
起
用
し
た
の
は
夏
目
漱

石
の
推
薦
で
あ

っ
た
と
い
う
。
八
卷
四
号

(
三
十
八
年

一
月
)
に
は
漱

石
の
連
載
小
説

『我
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
第

一
回
分
が
載
る
。
こ
の
漱

石
を
小
説
家
と
し
、
『
ホ
ト
ト
ギ

ス
』
を
文
芸
誌
的
色
彩
の
雑
誌
と
し
、

虚
子
を
も
小
説
家
と
な
ら
せ
よ
う
と
し
た
近
代
日
本

の
最
も
有
名
な
小

説

『我
輩
は
猫
で
あ
る
』
が
載
せ
ら
れ
た
ペ
ー
ジ
に
は
浅
井
忠
の
日

・

露
戦
争
を
種
々
の
角
度
か
ら
見
た

「新
年

五
題
」
が
掲
げ
て
あ
り
、

小
説
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。
連
載

二
回
目
に
は
五
葉
の
三
図
が
載
る

が
三
図

の
間
に
も
、
小
説
に
も
関
係
は
な
い
。
連
載
三
回
目
の
五
葉
の

七
図
は

「
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

・
ス
ケ

ッ
チ
」

で
駅
頭

の
風
俗
描
写
で
あ

る
。
四

.
五
回
目
の
部
分
に
は
コ
マ
絵
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
五
回

目
の
載

っ
た
八
卷
十
号

(同
年
七
月
)

に
は
不
折

の

「仏
国
土
産
」
と

題
し
た
二
十
四
ペ
ー
ジ
を
使

っ
て
の
写
真
版

が
特
集
さ
れ
て
い
る
。
不

折
が
パ
リ
で
師
事
し
た
ジ

ャ
ン

・
ポ
ー
ル

・
ロ
ー
ラ
ン
ス
関
係

の
写

真
、

ロ
ダ
ン
に
貰

っ
て
帰

っ
た
デ

ッ
サ
ン
、

不
折
の
模
写
や
油
画
の
写

真
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
数
年
間

の

『
ホ
ト
ト
ギ

ス
』
は

一
ペ
ー
ジ

(
二
二
一
㎜
×

一
五
二
㎜
)
を

一
図
と
す
る

コ
マ
絵
が
毎
号
十
図
か
ら

二
十
図
掲
載
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
先
に
名
を
あ
げ
た
外
に
岡
本
月
村
、
石
井
柏
亭
、

小
川
千
甕
、
小
川
芋
銭
、
平
福
百
穂
、
斉
藤
与
里
、
庄
野
宗
之
助
、
森

田
恒
友
、
渡
辺
与
平
、
津
田
青
楓
、
川
端
竜
子
、
前
川
千
帆
、
坂
本
繁

二
郎
た
ち
が
木
版
画
と
な

っ
た
効
果
を
考
慮
し

つ
つ
自
由
に
制
作
し
て

い
る
。
斉
藤
与
里
の
言
葉
を
引
い
て
お
こ
う

(『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
十
四
卷

十
三
号
、
明
治
四
十
四
年
八
月
、
「挿
絵
と
駒
絵
」
よ
り
)
。

折
に
触
れ
て
沸
上
が
る
自
己
の
感
興
を
、
瞬
間
的
に
画
紙
の
上
に

投
げ
出
し
た
も
の
が
駒
絵
で
あ
る
。
…

駒
絵
は
日
本
特
有
の
産
物
で
あ
る
。
柔

い
筆
の
先
で
巧
に
、
空
気

と
か
、
色
と
か
、
匂
と
か
を
表
現
す
る
趣
は
、
ペ
ン
画
や
ク
レ
ヨ

ン
画
の
及
ぶ
処
で
は
な
い
。
…

駒
絵
も

一
種
の
絵
画
と
し
て
独
立
す
る
以
上
は
、
詩
歌
と
同
様
に

創
作
で
あ
る
。
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四

明
治
後

期

(
四
十

年

以
後
)

か
ら
大
正

へ

日

・
露
戦
争

(明
治
三
十
七
～
八
年
)
に
勝

っ
て
世
界
の
強
国
の

一

員
に
な
り
得
る
と
い
う
自
信
を
持

っ
た
日
本

は
、
そ
れ
が
将
来
に
わ

た

っ
て
幸
か
不
幸
か
は
大
勢
と
し
て
は
判
断
を
停
止
し
て
、
相
対
的
に

明
る
く
自
由
な
雰
囲
気
が
暫
く
の
間
は
持
続
す
る
こ
と
に
な
る
。

斉
藤
与
里
は
明
治
四
十

一
年
、
津
田
青
楓
は
翌
年
に
パ
リ
留
学
か
ら

帰
国
し
、
印
象
派
以
後
の
新
傾
向
の
洗
礼
を
受
け
た
、
自
由
に
デ

フ
ォ

ル
メ
し
た
個
性
的
な

コ
マ
絵
を
寄
稿
す
る
。
斉
藤
は
当
時
の
洋
画
界
の

新
機
運

を
代
表
す
る
フ

ユ
ー
ザ

ン
会
を
結
成

(大
正
元
年
)
し
て
お

り
、
青
楓
も

二
科
会
を
結
成

(大
正
二
年
)
す
る
メ
ン
バ
ー
の

一
人
と

な
る
。

五
葉
は
漱
石
が
推
し
て
コ
マ
絵
を
描
く
よ
う
に
な
り
、
漱
石
は

『我
輩

は
猫
で
あ
る
』
連
載
第

二
回
の
コ
マ
絵
に
感
嘆
し
て
、
自
分
の

小
説
よ
り
も
う
ま
い
と

い
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
五
葉
の
絵
は
、
浅
井

・
不
折

・
為
山
の
に
は
俳
諧
趣
味
が
あ

っ
た
の
に
比
べ
て
、
洋
画
の
ク

ロ
ヅ
キ

ー
風
の
ス
ケ
ッ
チ
は
新
鮮
な
若

い
眼
と
た
し
か
な
デ

ッ
サ
ン
の

力
を
持

っ
た
絵
画
で
あ

っ
た
。
五
葉
は

『我
輩
は
猫
で
あ
る
』
連
載
第

三
回
目
が
掲
載
さ
れ
た
号
に
駅
構
内
風
俗
七
図
を
載
せ
る
と
と
も
に
表

紙
に
多
色
石
版
の
老
人
像
を
描
き
、
漱
石
の
も

一
つ
の
小
説

『幻
影
の

盾
』
の
た
め
に
金
刷
り
を
多
用
す
る
ア
ー
ル

・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
調
の
中
扉

用
の
多
色
石
版
画
を
寄
せ
る
。
こ
の
中
扉
は
印
刷
と
し
て
も
当
時
の
最

高

の
技
術
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
縁
で
漱
石
の
最
初

の
小
説

『我
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
装
幀
造
本

は
五
葉
に
依
頼
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「売
れ
な
く
て
も

い
い
か
ら
立

派
」
な
も
の
を
と
思

っ
て
い
た
漱
石
の
希
望
ど
お
り
の
処
女
出
版
が
実

現
す
る

(挿
絵
は
不
折
、
上
編
明
治
三
十
八
年
十
月

・
中
編
三
十
九
年

十

一
月

・
下
編
四
十
年

五
月
、
大
倉
書
店
、
服
部
書
店
)。
天
金

(ゴ
ー

ル
デ
ン

・
ギ
ル
ト

・
ト
ッ
プ
)
、
小

ロ
ア
ン
カ

ヅ
ト
、
模
造
皮
紙

(ベ
ラ

ム
)
の
表
紙
で
平
背

(フ
ラ
ッ
ト

・
"ハ
ッ
ク
)
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
付
き
の
三

冊
本
は
、
同
時
代
の
水
準
を
遙
か
に
抜
き
去

っ
た
装
幀
で
、
今
日
の
眼

か
ら
で
も
美
的
感
興
を
呼
ぶ
。
こ
れ
は
美
術

に
強
く
ひ
か
れ
て
い
た
漱

石
の
示
唆
も
あ

っ
て
、
近
代
文
学
と
美
術

の
交
渉
を
完
全
な
も
の
と

し
、
明
治
期
の
装
幀
界
に
革
命
的
な
事
件
と

い
っ
て
も
よ
い
影
響
を
も

つ
も
の
で
あ

っ
た
。

『我
輩
は
猫
で
あ
る
』
上
編
に
つ
い
て
漱
石
は
序
文
で
不
折
と
五
葉

に
深
く
感
謝
し
て
い
る
が

「到
底
売
れ
な
い
ね
。
う
れ
な
く
て
も
奇
麗

な
本
が
愉
快
だ
」
と
教
え
子
へ
の
端
書
に
書

い
て
い
る
。
し
か
し
発
売

二
十
日
で
初
版
は
売
り
切
れ
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
本
と
な
る
。
そ
し
て
中

編
が
出
版
さ
れ
る
前
に
、
不
折

・
五
葉
装
幀

挿
絵

の
短
編
集

『漾
虚

集
』
が
同
じ
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
る
。

こ
れ
も
ま
た
ア
ー
ル

.
ヌ
ー

ヴ

ォ
ー
好
み
の
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
風
の
、

し
か
し
ウ
ィ
リ
ア
ム

.
モ

リ
ス
な
ど
の
中
世
趣
味
と
は
ち
が
う
独
特
の
気
品
を
も
つ
造
本
で
あ

っ

た
。
『我
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
共
に
近
代
日
本

の
装
幀
と
し
て
歴
史

に
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残
る
美
し
い
書
物
で
あ
る
。
漱
石
は
の
ち
不
折
と
は
別
れ
て
し
ま
う

が
、
漱
石
本
の
専
属
か
の
よ
う
に
五
葉
は
十
年
近
く
の
間
に
十

一
冊
の

装
幀

・
装
画
を
行
い
、
い
ず
れ
も
内
容
に
添

っ
た
美
し
い
書
物
と
な

っ

て
い
る
。
な
お
、
晩
年
に
は
漱
石
は
自
身
で
装
幀
も
し
、
津
田
青
楓
に

任
せ
て
も
い
る
。

橋
口
五
葉

の
装
幀
本
は
八
十
種
以
上
に
の
ぼ
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、

後

に
は
版
画
家
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
出
発
は
漱
石
の
紹
介
に
よ

る

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
コ
マ
絵

で
あ

っ
た
。
高
浜
虚
子
が
編
集

し
た

『さ
し
ゑ
』
(明
治
四
十
年
七
月
)
は
そ
の
コ
マ
絵
を
集
め
た
も
の
で
、

虚
子
は
序
文
で

「挿
絵
と
い
ふ
と
唯
雑
誌
の
飾
の
如
く
心
得

て
ゐ
る
も

の
が
多

い
が

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
は
其
独
立
し
た
芸
術
と
し
て
取
り
扱
ひ

來

っ
た
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
保
存
さ
れ
て
い
る
版
木
を
使

っ

て
刷

っ
た
も
の
で
、
浅
井
忠
、
中
村
不
折
、
下
村
為
山
の
八
点

の
多
色

石
版
の
ほ
か
に
前
に
名
を
挙
げ
た
画
家
た
ち
を
は
じ
め
三
十
六
名
の
木

版

コ
マ
絵
二

一
〇
あ
ま
り
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
の
洋
画

家
た
ち
の
ス
ケ
ッ
チ
集
と
な

っ
て
い
て
、
俳
諧
的
心
情
か
ら
独
立
し
た

洋
画
家

の
自
然

・
人
事
解
釈
が
読
み
と
れ
る
も
の
に
な

っ
て
い
る
。

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
が
多
く
の
読
者
を
得
た
の
は

コ
マ
絵
に
よ

っ
て
で
あ

り
、
時
代
の
洋
画
趣
味
の
広
が
り
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
コ
マ
絵
」
は
新
聞
小
説
の
挿
絵
に
も
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な

る
。
新
聞
に
連
載
さ
れ
る
の
は
も
と
も
と
講
談
や
大
衆
的
な
読
物
で
、

こ
れ
に
は
古
風
な
浮
世
絵
師

の
画
家
が
挿
絵

を
し
、
近
代
の
純
文
学
に

は
挿
絵
を
入
れ
な
い
こ
と
が
多
か

っ
た
。
こ
れ
に
は
画
家
が
木
版
画
の

下
絵
描
き
職
人
と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
原
因
も
あ

っ
た
。
事
実
、

新
聞
社
専
属

の
画
家
た
ち
は
有
名
人
の
似
顔
絵
や
相
撲
の
取
り
組
み
を

描
く
の
が
日
常

の
仕
事
で
あ

っ
た
。
そ
の
う
ち
に
東
京
朝
日
新
聞
専
属

の
名
取
春
仙
が
島
崎
藤
村
の

『春
』
(明
治
四
十

一
年
)
、
夏
目
漱
石
の

『
三
四
郎
』
(同
年
)、
森
田
草
平
の

『煤
煙
』
(四
十
二
年
)
に
コ
マ
絵

風
の
挿
絵
を
描

い
た
の
が
非
常
に
好
評
で
、

こ
の
新
聞
の
名
を
高
め
る

こ
と
に
な

っ
た
。
春
仙
の
日
本
画
と
洋
画
を
折
衷
し
た
描
法
は
新
聞
読

者
に
と

っ
て
新
鮮
な
も
の
で
あ

っ
た
ら
し
い
。

そ
の
後
の
新
聞
小
説
挿
絵
に
は
見
る
べ
き
も
の
は
余
り
な
い
。
も
ち

ろ
ん
、
紙
面
に
は
紀
行
文
や
年
中
行
事
、
干
支
に
か
か
わ
る
図
案
化
さ

れ
た
動
物
、
季
節
に
か
か
わ
る
草
花
図
を
多
く
の
画
家
が
寄
せ
、
岸
田

劉
生
、
藤
島
武

二
、
木
村
荘
入
、
和
田
栄
作
、
小
林
古
径
た
ち
が
、
現

代
用
語
で
い
う

「
カ
ヅ
ト
」
と
も
い
う
べ
き
木
版
機
械
刷
り
の
コ
マ
絵

を
寄
稿
し
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

新
聞
の
挿
絵
に
網
目
写
真
版
や
亜
鉛
凸
版

が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
の
は
明
治
か
ら
大
正
に
変
わ
る
こ
ろ
で
大
阪
毎
日
新
聞
に
連
載
さ
れ

た
柳
川
春
葉

『生
さ
ぬ
仲
』
の
鰭
崎
英
朋
が
始
め
だ
と
い
う
。
こ
の
頃

は
ま
だ
写
真
の
網
目
が
大
き
く
て
、
明
暗
は
分
る
が
細
部
に
つ
い
て
は

分
ら
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
で
描
か
れ
た
作
品
に
よ

っ
て
木
版
に

す
る
か
写
真
版
に
す
る
か
を
決
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
大
画
面
を
縮
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小
す
る
こ
と
が
で
き
る
写
真
製
版
技
術
が
進
歩
し
て
、
原
図
が
正
確
に

再
現
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
大
正
十
年
ご
ろ
で
あ
る
。
今
日
的
な
意

味

で
の
小
説
挿
絵
が
出
発
す
る
の
は
、
大
正
十
年
、
十
二
年
に
朝
日
新

聞
連
載

の
上
司
小
剣

『東
京
』
に
石
井
鶴
三
が
挿
絵
を
担
当
し
た
時
か

ら
で
あ
る
。

コ
ン
テ
の
濃
淡
が
正
確
に
整
版
さ
れ
た
挿
絵
で
あ

っ
た
。

以
後
は
大
正
十
三
年
に
報
知
新
聞
の
白
井
喬

二

『富
士
に
立

つ
影
』
に

川
端
竜
子
、
河
野
通
勢
、
木
村
荘
八
、
山
本
鼎
が
交
替
で
挿
絵
を
描
い

て
好
評
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
大
正
十
四
年
、
日
日
新
聞
の
中

里
介
山

『大
菩
薩
峠
』
に
挿
絵
し
た
石
井
鶴
三
に
よ

っ
て
、
日
本
の
新

聞
小
説

に
挿
絵
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
と
癒
り
、
小
説
家
も
画
家
も

真
剣
な
仕
事
ぶ
り
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。

雑
誌

で
は

『明
星
』
(明
治
三
十
三
年
四
月
-

四
十

一
年
十

一
月
)
、

と

『方
寸
』
(四
十
年
五
月
-
四
十
四
年
七
月
)
が
豊
富
な
挿
絵
で
知
ら

れ
て
い
る
。
『
明
星
』
は
歌
人
与
謝
野
鉄
幹
が
主
宰

し
た
文
芸
雑
誌
で

あ
る
が
、
西
欧
的

・
王
朝
的
な

ロ
マ
ン
な
感
覚
を
歌
と
し
、
自
我
の
解

放
を
官
能
的
表
現
に
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
美
術

と
文
学

の
結
合
を
志
し
て
文
化
史
的
な
意
義
を
も

っ
た
雑
誌
で
、
自
由

な
気
風
と
快
適
な
色
彩
を
も

つ
洋
画
団
体
白
馬
会
の
画
家
た
ち
が
口
絵

や
挿
絵

を
寄
せ
て
い
る
。
長
原
止
水
、
藤
島
武
二
、
中
沢
弘
光
、

一
条

成
美
た
ち
で
あ
る
。
『方
寸
』
は
石
井
柏
亭
、
森
田
恒
平
、
倉
田
白
羊
、

山
本
鼎
、
小
杉
未
醒
た
ち
若
い
画
家
に
よ
る
美
術
と
文
学
の
綜
合
雑
誌

で
あ
る
。
こ
の
人
た
ち
は
白
馬
会
と
は
対
立
的
で
あ

っ
た
明
治
美
術
会

系
の
作
家
で
あ
る
が
、
活
字
か
ら
製
版
、
製
本
ま
で
美
術
家
の
手
に

よ

っ
て
作
ら
れ
、
石
版
、
木
版
、
ジ

ン
ク
凸
版
な
ど
を
自
由
に
活
用
し

た
版
画
が
数
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
明
治
は
じ
ま

っ
て
以
来
の
最
も
美

し
い
雑
誌
で
あ
る
。

單
行
本
で
も
白
馬
会
系
の
画
家
た
ち
が

『
日
本
名
勝
写
生
紀
行
』
五

卷

(明
治
三
十
九
～
大
正
二
年
)
を
出
版
す
れ
ば
、
明
治
美
術
会
系
の

画
家
た
ち
は
『十
人
写
生
紀
行
』
『瀬
戸
内
海
写
生

一
週
』
(明
治
四
十

四

年
)
を
出
す
。挿
絵
の
図
版
は
両
シ
リ
ー
ズ
と
も
、油
彩
画
か
ら
ペ
ン
画

ま
で
の
お
の
お
の
に
ふ
さ
わ
し
い
製
版
法

三
色
版

・
金
属
凸
版
・

コ
ロ
タ
イ
プ
版
・多
色
石
版

・
多
色
木
版
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
方
法
が
使

わ
れ
て
い
て
、
美
術
印
刷
の
見
本
と
い
っ
て
も
よ
い
美
わ
し
い
書
物
と

な

っ
て
い
る
。
『明
星
』
明
治
三
十
七
年
七
月
号
の
挿
絵
山
本
鼎
の

「漁

夫
」
(木
版
二
度
刷
り
、機
械
印
刷
)
が
、
複
製

で
は
な
い
創
作
版
画
の
最

初
の
作
品
と
い
う
歴
史
的
評
価
を
得
た
の
は
誰
も
が
知

っ
て
い
る
。

次
頁
以
降
に
掲
げ
た
図
版
は
稿
者
蔵

の
新
聞
挿
絵
切
抜
帖
か
ら
。

大
正

二
年
十

一
月
十
六
日
づ
け
の

『大
阪
朝

日
新
聞
』
日
曜
附
録

「版

画
展
覧
会
」
号
に
掲
載
さ
れ
た
版
画
十
三
点

の
う
ち
十

二
点

(う
ち
浜

田
葆
光
の
み
写
真
製
版
。
あ
と
は
機
械
刷
り
木
版
画
。
な
お
、
峰
馬
尚

志
は
お
そ
ら
く
自
刻
)。
新
聞

二
ペ
ー
ジ
に
こ
れ
だ
け

の
版
画
が
掲
載

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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