
源
氏
物
語
画
帖
﹁
源
氏
御
手
か
ゝ
み
﹂︵
同
志
社
大
学
所
蔵
︶
の
再
考
察

︱
名
古
屋
市
博
物
館
蔵
﹁
白
描
源
氏
物
語
画
帖
﹂
と
の
比
較

︱

岩

坪

健

同
志
社
大
学
が
所
蔵
す
る
源
氏
物
語
画
帖
﹁
源
氏
御
手
か
ゝ
み
﹂︵
以
下
︑

﹁
源
氏
御
手
﹂
と
称
す
る
︶
は
︑
詞
書
も
絵
︵
淡
彩
画
︶
も
五
四
枚
揃
っ
て
い

る
︒
そ
れ
に
つ
い
て
紹
介
し
た
際
︑
他
の
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
図
と
し
て
数

例
を
取
り
あ
げ
た①

︒
し
か
し
そ
の
後
︑
似
た
画
帖
が
現
わ
れ
た
の
で
︑
改
め
て

考
察
す
る
次
第
で
あ
る
︒

﹁
源
氏
御
手
﹂
と
似
る
作
品
は
名
古
屋
市
博
物
館
所
蔵
﹁
白
描
源
氏
物
語
画

帖
﹂︵
名
古
屋
市
博
本
と
略
称
︶
で
︑
現
存
す
る
五
四
図
の
絵
が
す
べ
て
公
開

さ
れ
た②

︒
詞
書
も
巻
名
も
無
い
が
︑﹁
源
氏
御
手
﹂
が
﹁
場
面
の
設
定
や
構
図

に
お
い
て
︑
他
の
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
図
が
散
見
さ
れ
る
﹂︵
注
①
の
小
稿
︶

と
指
摘
し
た
五
図
︵
Ａ
～
Ｅ
︶
は
︑
名
古
屋
市
博
本
と
似
通
う
の
で
あ
る
︒
そ

こ
で
以
下
︑
前
稿
の
文
章
を
Ａ
か
ら
順
に
行
頭
二
字
下
げ
で
引
用
し
て
か
ら
名

古
屋
市
博
本
と
比
較
す
る
︒
ま
た
末
尾
に
図
を
掲
載
す
る
︒

Ａ

第
二
十
五
帖
︵
蛍
の
巻
︶

ま
ず
詞
書
を
全
文
引
用
す
る
︒
﹁
宰
相
の
君
と
て
︑
手
な
ど
も
よ
ろ
し

く
書
き
︑
お
ほ
か
た
も
お
と
な
び
た
る
人
な
れ
ば
︑
さ
る
べ
き
を
り
を
り

の
御
返
り
な
ど
書
か
せ
た
ま
へ
ば
︑
召
し
出い

で
て
︑
言
葉
な
ど
の
た
ま
ひ

て
書
か
せ
た
ま
ふ
︒﹂
︵
③
一
九
七
頁③

︶
︒
こ
れ
は
玉
鬘
に
送
ら
れ
て
く
る

多
く
の
恋
文
に
対
し
て
︑
養
父
の
光
源
氏
が
宰
相
の
君
と
い
う
女
房
を
呼

び
出
し
て
返
事
を
指
示
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
︒
こ
の
あ
と
求
婚
者
の
一

人
で
あ
る
宮
が
訪
れ
︑
源
氏
が
蛍
を
放
つ
と
い
う
︑
当
巻
を
代
表
す
る
名

場
面
に
続
く
︒
絵
で
は
室
内
に
源
氏
と
玉
鬘
が
向
か
い
合
い
︑
隣
室
に
手

紙
を
両
手
で
広
げ
て
持
つ
女
房
が
控
え
て
い
る
︒
こ
の
場
面
を
描
い
た
例

は
︑
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
︒

名
古
屋
市
博
本
と
は
三
人
の
配
置
が
一
致
す
る
︒
向
か
っ
て
左
か
ら
玉
鬘
と
光

源
氏
︑
こ
の
二
人
は
向
き
合
い
︑
右
端
に
控
え
る
女
房
は
手
紙
を
広
げ
て
持
ち

源
氏
物
語
画
帖
﹁
源
氏
御
手
か
ゝ
み
﹂︵
同
志
社
大
学
所
蔵
︶
の
再
考
察

一



傍
ら
に
硯
箱
を
置
く
︑
と
い
う
構
図
が
共
通
す
る
︒

Ｂ

第
五
十
帖
︵
東
屋
の
巻
︶

当
巻
は
﹃
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
﹄
で
は
︑
薫
が
浮
舟
の
隠
れ
住
む
三
条

の
小
家
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
を
描
い
て
い
る
︒
簀
子
に
薫
が
腰
掛
け
︑
室
内

で
は
薫
よ
り
早
く
に
訪
れ
た
弁
の
尼
が
浮
舟
た
ち
と
話
を
し
て
い
る
︒
一

方
︑
本
画
帖
︵
岩
坪
注
﹁
源
氏
御
手
﹂
を
指
す
︒
以
下
同
じ
︶
で
は
室
内

に
薫
と
弁
の
尼
が
対
面
し
て
い
る
だ
け
で
︑
ほ
か
の
人
物
は
見
ら
れ
な
い
︒

詞
書
は
︑
薫
に
呼
ば
れ
た
弁
の
尼
が
﹁
戸
口
に
ゐ
ざ
り
出
で
た
り
︒﹂︵
⑥

九
〇
頁
︶
の
あ
た
り
で
終
わ
り
︑
そ
の
あ
と
薫
が
簀
子
に
座
る
場
面
に
移

る
︒
よ
っ
て
本
画
帖
の
詞
書
の
箇
所
で
は
薫
は
ま
だ
屋
外
に
い
て
︑
絵
と

は
合
わ
な
い
︒
そ
の
あ
と
物
語
で
は
薫
が
入
室
し
て
浮
舟
と
会
う
が
︑
弁

の
尼
と
薫
が
話
す
の
は
翌
朝
で
あ
り
︑
本
画
帖
が
ど
の
場
面
を
描
い
た
の

か
釈
然
と
し
な
い
︒

両
作
品
と
も
︑
冠
直
衣
姿
の
男
君
が
白
い
頭
巾
を
か
ぶ
っ
た
尼
と
燈
台
を
挟
ん

で
話
し
て
い
る
︒
名
古
屋
市
博
本
は
巻
名
が
記
さ
れ
ず
詞
書
も
な
い
た
め
︑
藤

田
紗
樹
氏
は
巻
を
特
定
せ
ず
﹁
場
面
不
明
﹂
と
さ
れ
た
︒
前
稿
で
は
舞
台
を
平

安
京
と
見
た
が
︑
そ
の
前
に
宇
治
を
訪
れ
た
薫
が
弁
の
尼
に
会
い
︑
浮
舟
と
の

仲
を
仲
介
し
て
ほ
し
い
と
頼
む
場
面
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
た
だ
し
物
語
で
は
︑

﹁︵
薫
は
︶
長
押
に
か
り
そ
め
に
ゐ
た
ま
ひ
て
︑
簾
の
つ
ま
引
き
上
げ
て
物
語
し

た
ま
ふ
︒︵
弁
の
尼
は
︶
几
帳
に
隠
ろ
へ
て
ゐ
た
り
︒﹂︵
⑥
八
五
頁
︶
と
あ
る

が
︑
絵
で
は
二
作
品
と
も
両
人
を
隔
て
る
も
の
は
な
く
直
に
顔
を
合
わ
せ
て
い

る
︒Ｃ

第
三
十
五
帖
︵
若
菜
下
の
巻
︶

当
巻
の
巻
頭
近
く
に
︑
六
条
院
に
お
い
て
競
射
が
催
さ
れ
た
と
あ
る
︒

そ
の
図
は
﹃
石
山
寺
蔵
四
百
画
面

源
氏
物
語
画
帖
﹄
や
﹃
九
曜
文
庫
蔵

源
氏
物
語
扇
面
画
帖
﹄
に
も
見
ら
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
本
画
帖
は
弓
を

射
る
人
が
片
肌
を
脱
ぎ
︑
背
中
の
左
半
分
も
肌
が
見
え
て
い
る
点
が
特
異

で
あ
る
︒
他
の
作
品
は
脱
い
で
い
な
い
し
︑
そ
も
そ
も
源
氏
物
語
絵
に
お

い
て
肌
が
露
わ
な
描
き
方
は
珍
し
い
︒
も
っ
と
も
﹃
国
宝
源
氏
物
語
絵

巻
﹄
で
は
自
邸
に
い
る
雲
井
雁
に
二
例
見
ら
れ
︑
夜
中
に
泣
き
出
し
た
乳

児
に
乳
を
含
ま
せ
て
い
る
と
こ
ろ
︵
横
笛
の
巻
︶
と
︑
衣
一
枚
で
腕
な
ど

が
透
け
て
見
え
る
と
こ
ろ
︵
夕
霧
の
巻
︶
で
あ
る
︒
け
れ
ど
も
後
世
の
作

品
で
は
肌
の
露
出
は
な
く
な
り
︑
と
り
わ
け
源
氏
絵
が
婚
礼
道
具
に
な
っ

た
江
戸
時
代
で
は
ま
ず
見
ら
れ
な
い
︒

名
古
屋
市
博
本
も
肌
は
見
え
な
い
が
︑
室
内
に
光
源
氏
︑
他
に
男
性
四
人
は

﹁
源
氏
御
手
﹂
と
共
通
す
る
︒
さ
ら
に
﹁
源
氏
御
手
﹂
に
は
少
年
が
一
人
控
え

る
が
︑
名
古
屋
市
博
本
と
﹃
石
山
寺
蔵
四
百
画
面

源
氏
物
語
画
帖
﹄﹃
九
曜

文
庫
蔵

源
氏
物
語
扇
面
画
帖
﹄
に
は
少
年
は
い
な
い
︒

Ｄ

第
四
十
六
帖
︵
椎
本
の
巻
︶

詞
書
は
巻
頭
近
く
で
︑
匂
宮
た
ち
が
宇
治
に
泊
ま
っ
た
と
き
︑
対
岸
に

源
氏
物
語
画
帖
﹁
源
氏
御
手
か
ゝ
み
﹂︵
同
志
社
大
学
所
蔵
︶
の
再
考
察

二



住
む
八
の
宮
か
ら
薫
に
手
紙
が
届
き
︑
匂
宮
が
代
わ
り
に
返
歌
し
た
箇
所

で
あ
る
︒﹃
源
氏
物
語
絵
詞
﹄
に
︑﹁
宇
治
︑
匂
宮
ま
い
り
給
︒
公
家
︑
多

あ
る
へ
し
︒
大
臣
の
子
共
あ
る
へ
し
︒
ご
︑
す
く
ろ
く
あ
る
へ
し
︒
も
と

よ
り
か
は
ら
け
︑
と
り
〳
〵
あ
そ
ひ
の
て
い
︑
く
わ
ん
け
ん
あ
る
へ
し
︒

宇
治
の
は
た
な
り
︒
夕
き
り
の
公
達
︑
六
人
あ
る
へ
し
︒
其
外
あ
る
へ

し
︒﹂
と
記
さ
れ
た
よ
う
に
︑
匂
宮
の
外
出
に
は
大
勢
の
臣
下
た
ち
が
同

伴
し
て
い
る
︒
こ
の
場
面
を
描
い
た
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
蔵
﹃
源

氏
物
語
手
鑑
﹄
に
は
︑
少
年
も
含
め
計
八
人
も
い
る
︒
と
こ
ろ
が
本
画
帖

で
は
二
人
し
か
い
な
い
︒

本
画
帖
に
似
た
図
が
︑﹃
九
曜
文
庫
蔵

源
氏
物
語
扇
面
画
帖
﹄
椎
本

の
巻
に
見
ら
れ
る
︒
部
屋
の
奥
に
い
る
烏
帽
子
姿
は
手
紙
を
広
げ
︑
端
に

い
る
冠
姿
と
向
き
合
っ
て
い
る
構
図
は
本
画
帖
と
共
通
す
る
︒
た
だ
し
九

曜
文
庫
は
同
じ
巻
で
は
あ
る
が
別
の
場
面
で
︑
八
の
宮
が
亡
く
な
り
見
舞

い
の
使
者
を
送
っ
た
匂
宮
が
︑
返
事
を
見
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
よ
っ

て
本
画
帖
に
描
か
れ
た
二
人
は
匂
宮
と
薫
だ
が
︑
九
曜
文
庫
は
匂
宮
と
使

者
に
な
る
︒

藤
田
紗
樹
氏
は
名
古
屋
市
博
本
の
場
面
を
九
曜
文
庫
本
と
同
じ
︵
⑤
一
九
五

頁
︶
と
判
断
さ
れ
た
が
︑
名
古
屋
市
博
本
は
詞
書
が
な
い
の
で
︑﹁
源
氏
御
手
﹂

︵
⑤
一
七
二
頁
︶
と
同
じ
可
能
性
も
あ
り
う
る
︒
い
ず
れ
の
図
も
匂
宮
は
烏
帽

子
で
︑
も
う
一
人
は
冠
を
被
っ
て
い
る
︒
冠
の
方
が
正
装
な
の
で
︑
薫
な
ら
ば

匂
宮
に
敬
意
を
表
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
が
︑
使
者
は
源
氏
絵
で
は
通
常
︑

烏
帽
子
で
あ
る
︒
こ
と
に
よ
る
と
匂
宮
と
薫
の
図
を
︑
九
曜
文
庫
本
は
別
の
場

面
に
転
用
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

Ｅ

第
十
帖
︵
賢
木
の
巻
︶

本
画
帖
は
光
源
氏
が
頭
中
将
た
ち
と
韻ゐ

ん

塞
ふ
た
ぎ

に
興
じ
て
い
る
場
面
で
あ

る
︒
絵
に
は
室
内
に
四
人
の
男
性
が
お
り
︑
一
人
は
本
を
手
に
持
ち
︑
他

の
三
人
は
畳
の
上
に
冊
子
を
そ
れ
ぞ
れ
置
い
て
い
る
︒
こ
の
書
物
を
恋
文

に
置
き
換
え
る
と
︑
本
画
帖
に
も
描
か
れ
た
雨
夜
の
品
定
め
︵
帚
木
の

巻
︶
と
同
じ
図
様
に
な
る
︒

賢
木
の
巻
の
詞
書
を
全
文
引
用
す
る
と
︑﹁
又
︑
い
た
つ
ら
に
い
と
ま

有
け
な
る
は
か
せ
と
も
め
し
あ
つ
め
て
︑
ふ
み
つ
く
り
ゐ
ん
ふ
た
き
な
と

や
う
の
す
さ
ひ
わ
さ
と
も
を
も
し
な
と
︑
心
を
や
り
て
︑
み
や
つ
か
へ
も

お
さ
〳
〵
し
給
は
す
﹂
︵
三
七
二
頁
�
行
目
︶
と
あ
り
︑
ま
だ
博
士
た
ち

を
呼
び
寄
せ
た
程
度
で
あ
る
︒
物
語
は
こ
の
あ
と
︑
大
勢
の
専
門
家
を
呼

び
韻
塞
を
盛
大
に
催
し
て
源
氏
が
勝
ち
︵
甲
︶
︑
負
け
た
中
将
は
負ま

け

態わ
ざ

を

す
る
︵
乙
︶
と
続
く
︒
甲
の
図
は
バ
ー
ク
財
団
蔵
︑
乙
は
﹃
石
山
寺
蔵
四

百
画
面

源
氏
物
語
画
帖
﹄
や
承
応
三
年
版
本
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る

が
︑
本
画
帖
の
場
面
は
管
見
の
限
り
見
出
せ
な
い
︒

﹁
源
氏
御
手
﹂
と
名
古
屋
市
博
本
の
共
通
点
は
︑
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
烏
帽

子
を
か
ぶ
っ
た
四
人
が
車
座
に
な
り
︑
厨
子
を
背
に
し
た
人
は
冊
子
を
広
げ
て

源
氏
物
語
画
帖
﹁
源
氏
御
手
か
ゝ
み
﹂︵
同
志
社
大
学
所
蔵
︶
の
再
考
察

三



床
に
置
き
︑
右
端
の
人
は
書
籍
を
広
げ
て
持
つ
︒
三
冊
の
冊
子
は
閉
じ
た
ま
ま

床
に
置
か
れ
て
い
る
︒
簀
子
も
長
押
も
﹁
く
﹂
の
字
形
で
あ
る
︒

注
①
の
小
稿
で
は
﹁
以
上
の
Ａ
～
Ｅ
以
外
に
も
︑
本
画
帖
に
は
稀
な
例
が
多

い
︒﹂
と
し
て
数
例
を
挙
げ
た
が
︑
そ
れ
ら
は
す
べ
て
名
古
屋
市
博
本
と
は
場

面
が
違
う
︒

さ
て
名
古
屋
市
博
本
は
五
四
図
あ
る
が
︑
一
帖
に
一
図
ず
つ
と
は
限
ら
な
い

か
も
し
れ
な
い
︒
藤
田
紗
樹
氏
の
調
査
に
よ
る
と
︑
ど
の
巻
か
不
明
な
の
が
一

図
︑
一
巻
に
二
図
あ
る
の
が
四
巻
と
さ
れ
た
︵
注
②
参
照
︶︒
し
か
し
な
が
ら

不
明
の
例
は
﹁
源
氏
御
手
﹂
東
屋
の
巻
と
同
じ
で
あ
る
と
判
明
し
た
︒
そ
こ
で

二
図
ず
つ
あ
る
四
帖
の
う
ち
総
角
の
巻
を
見
て
み
よ
う
︒
二
図
あ
る
う
ち
第
一

図
は
藤
田
氏
が
︑﹁
薫
︑
屏
風
を
押
し
開
け
大
君
に
迫
る
が
拒
ま
れ
る
︒﹂
場
面

と
さ
れ
た
の
で
よ
か
ろ
う
︒
匂
宮
が
初
め
て
浮
舟
に
近
寄
る
図
︵
東
屋
の
巻
︶

に
も
似
る
が
︑
床
の
間
に
仏
画
ら
し
い
条
幅
が
掛
け
ら
れ
︑
そ
の
前
に
仏
具
が

置
か
れ
て
い
る
の
で
︑
総
角
の
巻
と
判
断
さ
れ
る
︒

次
の
第
二
図
︵
末
尾
の
図
ｆ
︶
を
藤
田
氏
は
﹁
匂
宮
︑
中
の
君
と
明
け
ゆ
く

宇
治
川
を
眺
め
る
︒﹂
と
さ
れ
た
が
︑
こ
れ
は
浮
舟
の
巻
で
薫
と
浮
舟
が
歌
を

詠
み
交
わ
し
た
箇
所
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
物
語
に
は
︑

山
の
方
は
霞
み
隔
て
て
︑
寒
き
洲
崎
に
立
て
る
鵲
の
姿
も
︑
所
が
ら
は

い
と
を
か
し
う
見
ゆ
る
に
︑
宇
治
橋
の
は
る
ば
る
と
見
わ
た
さ
る
る
に
︑

柴
積
み
舟
の
所
ど
こ
ろ
に
行
き
ち
が
ひ
た
る
︵
⑥
一
四
五
頁
︶

と
あ
り
︑
傍
線
を
付
け
た
モ
チ
ー
フ
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
︒
鵲
は
通
常
︑
一

羽
で
あ
る
が
︑﹁
源
氏
御
手
﹂
と
名
古
屋
市
博
本
は
二
羽
で
︑
こ
の
点
か
ら
も

両
作
品
の
関
係
の
深
さ
が
窺
え
る
︒
名
古
屋
市
博
本
に
は
浮
舟
の
巻
は
な
い
︑

と
藤
田
氏
は
見
な
さ
れ
た
が
︑
総
角
の
巻
第
二
図
を
浮
舟
の
巻
と
す
れ
ば
︑
両

巻
と
も
一
図
ず
つ
に
な
る
︒

あ
と
の
三
巻
︵
末
摘
花
・
紅
葉
賀
・
若
菜
下
の
巻
︶
は
藤
田
氏
の
調
査
に
よ

る
と
︑
い
ず
れ
も
第
一
図
は
他
の
作
品
に
類
例
が
あ
る
が
︑
第
二
図
は
他
に
見

出
せ
ず
︑
こ
と
に
よ
る
と
別
の
巻
の
可
能
性
が
あ
る
︒
若
紫
・
御
法
・
早
蕨
の

巻
は
絵
を
欠
く
が
︑
第
二
図
の
い
ず
れ
か
が
当
て
は
ま
る
と
は
認
め
が
た
い
︒

﹁
源
氏
御
手
﹂
と
の
照
合
に
よ
り
︑
名
古
屋
市
博
本
に
は
無
い
と
思
わ
れ
た
東

屋
・
浮
舟
の
巻
は
あ
る
こ
と
が
分
か
り
︑
両
作
品
で
似
る
図
は
半
数
近
く
に
も

及
ぶ
︒
今
後
も
他
作
品
と
の
比
較
に
よ
り
︑
名
古
屋
市
博
本
は
五
四
帖
揃
い
な

の
か
ど
う
か
考
察
を
続
け
て
い
き
た
い
︒
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岩
坪
健
﹁
源
氏
物
語
画
帖
﹁
源
氏
御
手
か
ゝ
み
﹂
︵
同
志
社
大
学
所
蔵
︶
の
紹
介
﹂︑

﹃
同
志
社
国
文
学
﹄
第
八
一
号
︑
二
〇
一
四
年
一
一
月
︒
本
画
帖
は
全
図
が
同
志
社

大
学
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
て
公
開
さ
れ
て
い
る
︒

②

藤
田
紗
樹
氏
﹁
近
世
前
期
に
お
け
る
白
描
物
語
絵
制
作
の
一
様
相
︱
名
古
屋
市
博

物
館
蔵
﹁
白
描
源
氏
物
語
画
帖
﹂
と
﹁
伊
勢
物
語
手
鑑
﹂
の
制
作
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂

︵﹃
名
古
屋
市
博
物
館
研
究
紀
要
﹄
第
四
四
巻
︑
二
〇
二
一
年
三
月
︶︒
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み
﹂︵
同
志
社
大
学
所
蔵
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③

源
氏
物
語
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り
︑
③
一
九
七
頁
は
第
三
冊

の
一
九
七
頁
を
示
す
︒

︹
付
記
︺

画
像
の
提
供
お
よ
び
掲
載
を
許
可
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
名
古
屋
市
博
物
館

に
深
謝
い
た
し
ま
す
︒

本
稿
は
︑﹁
知
識
発
見
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
ア
プ
リ
の
開
発
と
日
本
伝
統

文
化
の
分
野
横
断
的
研
究
﹂︵
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
第
20
期
研
究
会

第
�
研
究
︵
二
〇
一
九
～
二
〇
二
一
年
度
︶︑
お
よ
び
﹁
近
世
か
ら
近
代
に
至

る
日
本
伝
統
文
化
の
分
野
横
断
的
研
究
と
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
教
材
へ
の
活

用
﹂︵
科
学
研
究
費
助
成
事
業
基
盤
研
究
(
Ｃ
)
課
題
番
号

2
0
K
1
2
5
6
5︑
二
〇

二
〇
～
二
〇
二
二
年
度
︶
に
お
け
る
研
究
の
一
部
で
あ
り
︑
ま
た
宮
廷
文
化
研

究
セ
ン
タ
ー
の
事
業
の
一
環
で
あ
る
︒

源
氏
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語
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学
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図ａ 名古屋市博本 蛍の巻 図Ａ 「源氏御手」蛍の巻

図Ｂ 「源氏御手」東屋の巻図ｂ 名古屋市博本 「場面不明｣
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ｃ 名古屋市博本 若菜下の巻 図Ｃ 「源氏御手」若菜下の巻

図ｄ 名古屋市博本 椎本の巻 図Ｄ 「源氏御手」椎本の巻
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図Ｅ 「源氏御手」賢木の巻図ｅ 名古屋市博本 賢木の巻

Ｆ 「源氏御手」浮舟の巻図ｆ 名古屋市博本 総角の巻
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