
吉

備
大
臣

入
唐

絵
巻
考

ー

詞
書
と
画
面
の
関
係
1

塩

出

貴

美

子

は
じ
め

に

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る

「
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
」
は
、
吉
備
真
備

(六
九
五
ー
七
七
五
)
の
二
度
目
の
入
唐
を
も
と
に
し
た
奇
想
天
外
な
説
話
を
描

(
1

)

い
た
も
の
で
あ
る
。
十
二
世
紀
末
頃
に
製
作
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
本
絵
巻
は
、

(
2

)

元
来
は

一
巻
と
し
て
伝
わ
り
、
六
段
か
ら
成
る
。
第

一
段
の
詞
書
は
失
わ
れ
て
い

(
3

)

る
が
、
本
絵
巻
と
よ
く
似
た
内
容
を
も

つ
も
の
に

「
吉
備
入
唐
間
事
」
と

「吉
備

(
4

)

(
5

)

大
臣
物
語
」
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
よ

っ
て
欠
失
部
分
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。

と

こ
ろ
で
、
本
絵
巻
の
画
面
構
成
に
お
け
る
最
も
顕
著
な
特
徴
は
、
既
に
何
度

(
6
)

も
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
同

一
背

景
の
繰
り
返
し
が
多

い
こ
と
で
あ
る
。
第

一
段
は
、
吉
備
を
乗
せ
た
遣
唐
船
が
到
着

す
る
海
岸
の
情
景
か
ら
始
ま
り
、
続
い

て
吉
備
が
幽
閉
さ
れ
る
到
来
楼
、
唐
朝

の
宮
城
門
と
宮
殿
が
描
か
れ
る

(図
1
)。

そ
し
て
第
二
段
以
降
に
お
い
て
は
、
こ

の
三

つ
の
建
物
が
第

一
段
と
同
じ
よ
う
に

描
か
れ
、
こ
れ
を
背
景
と
し
て
説
話
が
展
開
し
て
い
く
。
他
に
新
た
な
背
景
が
加

え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
で
、
こ

の
よ
う
な
背
景
、
す
な
わ
ち
場
面
を
展
開

(
7

)

さ
せ
る
た
め
の
舞
台
と
し
て
画
面
上
に
設
定
さ
れ
る
空
間
を

「
景
」
と
い
う
語
で

表
す
と
す
る
と
、
本
絵
巻
の
画
面
は
第

一
段
の
海
岸
の
景
を
除
け
ば
、
六
段
と
も

に
楼
の
景
、
宮
城
門
の
景
、
宮
殿
の
景
と
い
う
同
じ
組
み
合
わ
せ
に
よ

っ
て
構
成

(
8

)

さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
景
と
景
の
間
に
は
霞
が
か
け
ら

れ
る
。

こ
の
よ
う
な
同

一
景
の
繰
り
返
し
は
、
同
じ
場
所
を
舞
台
と
し
て
説
話
が
展
開

す
る
場
合
に
は
ど
う
し
て
も
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
絵
巻
に
は
し
ば
し
ば

見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
中
に
あ

っ
て
も
、
本
絵
巻
の
判
で
押
し
た

よ
う
な
繰
り
返
し
は
や
や
度
を
超
し
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に

つ
い

(
9
)

(
10

)

て
は
従
来

「説
話

へ
の
服
従
」
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は

「
題
材
的
な
制
約
」
に

よ
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
こ
の
特
殊
な
画
面
構
成
は
本
当

に
そ
の
よ
う
な
受
動
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
本
絵
巻

の
画
面
の
内
容
は
、
詞
書
と
そ
れ
ほ
ど
に
強
く
結
び

つ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
こ
の
点
を
疑
問
と
し
、
詞
書
と
画
面
と
の
関
係
を
場
面
と
景
と
の
関
係

に
置
き
換
え
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
特
殊
な
表
現
を
生
み
出
し
た

画
面
構
成
の
基
本
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
詞
書
を
欠
く
第

一
段
に

つ
い
て
は
、
以
下
の
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
し
、
最
後
に
言
及
す
る
。
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図1第1段 楼の景か ら宮殿の景 まで(左へ続 く)

一

詞
書

の
内
容

ま
ず
、
詞
書

の
検
討
か
ら
始
め
る
。
繁

雑
に
は
な
る
が
、
後
述
す
る
画
面
の
内
容

と
対
照
す
る
た
め
に
、
詞
書
の
内
容
を
登

場

人
物
の
主
要
な
動
き
に
よ

っ
て
い
く

つ

か
に
分
節
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が

ど
こ
で
展
開
す
る
か
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

〔
第
二
段
〕

A

夜
中
頃
、
風
雨

の
中
を
、
吉
備
が
幽

閉
さ
れ
て
い
る
楼
に
鬼

(
実
は
こ
の
到

来
楼
で
餓
死
さ
せ
ら
れ
た
阿
倍
仲
麻
呂

の
亡
霊
)
が
伺
い
来
る
。

B

吉
備
は
隠
身

の
封
を
作
り
、
姿
を
見

せ
な
い
ま
ま
で
鬼
と
応
答
す
る
。

「も

の
が
た
り
せ
む
」
と
言
う
鬼
に
、
吉
備

は

「
お
に
の
か
た
ち
を
か

へ
て
き
た
る

べ
し
」
と
答
え
る
。

C

鬼
が
帰
り
去
る
。

D

鬼
が
衣
冠
を
整
え
て
再
び
楼
に
や

っ

て
来
る
。

E

吉
備
と
鬼
は
夜
通
し
語
り
合
う
。

F

夜
明
け
近
く
に
な
り
、
鬼
が
帰
り

去
る
。

こ
れ
は
い
ず
れ
も
楼
の
中
あ
る
い
は

そ
の
周
辺
で
展
開
す
る
。

〔第
三
段
〕

A

翌
朝
、
楼
に
食
物
を
持

っ
て
来
た

唐
人
は
、
吉
備
が
無
事
で
い
る
の
を

見
て
不
思
議
に
思
う
。

B

唐
人
は
吉
備
に

『
文
選
』
を
読
ま

せ
、
そ
の
誤
り
を
笑

っ
て
や
ろ
う
と

計
画
す
る
。

C

鬼
が
こ
の
こ
と
を
吉
備
に
告
げ
に

来
る
。

D

吉
備
の
飛
行
自
在
の
術
に
よ
り
、

二
人
は
楼
の
隙
か
ら
抜
け
出
し

『
文

選
』
を
講
ず
る
宮
殿
に
到
る
。

E

吉
備
は
三
十
人

の
博
士
が
夜
も
す

が
ら

『
文
選
』
を
読
む
の
を
聞
く
。

F

吉
備
と
鬼
は
楼
に
帰
る
。

(左へ続 く)
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(右頁下へ続 く)

G

吉
備
は
鬼
に
古
暦
十
巻
を
所
望
す
る
。

H

鬼
は
求
め
た
古
暦
を
吉
備
に
与
え
る
。

(
11

)

A

.
C

.
G

・
H
は
楼
で
、
E
は
宮

殿
で
展
開
す
る
。
B
も
宮
殿
で
の
出
来

事
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
残
る
D
は

楼
か
ら
宮
殿

へ
移
動
す
る
内
容
で
あ
り
、

F
は
そ
の
逆
で
あ
る
。
こ
の
段
で
は
、

説
話
が
急
展
開
す
る
の
で
登
場
人
物
の

動
き
が
多
く
、
舞
台
と
な
る
場
所
も
た

び
た
び
入
れ
替

っ
て
い
る
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。

〔第
四
段
〕

A

吉
備
は
鬼
か
ら
得
た
古
暦
に

『文
選
』

の
端
々
を
書
い
て
楼
内
に
散
ら
し
て
お

く
。

B

一
両
日
後
、
勅
使
と
し
て

一
人
の
博

士
が

『
文
選
』
を
持

っ
て
楼
に
や

っ
て

来
る
。

C

博
士
は
吉
備
を
試
そ
う
と
す
る
が
、

楼
内
に

『
文
選
』
を
書
い
た
紙
が
散
ら

さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
不
思
議
に
思
い
、

こ
れ
に
つ
い
て
尋
ね
る
。

D

吉
備
は
博
士
の
持

っ
て
来
た

『
文

選
』
を
借
り
上
げ
て
し
ま
う
。

こ
れ
は
い
ず
れ
も
楼
で
展
開
す
る
。

〔
第
五
段
〕

A

唐
人
は
吉
備
に
碁
を
打
た
せ
、
そ

の
勝
敗
に
か
こ
つ
け
て
吉
備
を
殺
そ

う
と
合
議
す
る
。

B

鬼
が
こ
の
こ
と
を
吉
備
に
告
げ
、

碁
を
知
ら
な

い
吉
備
は
そ
の
説
明
を

聞
く
。

C

吉
備
は
天
井
の
組
み
入
れ
を
碁
盤

に
見
立
て
て
夜
通
し
思
案
し
、
こ
れ

を
会
得
す
る
。

A
は
宮
殿
で
の
出
来
事
と
考
え
ら
れ

る
が
、
B

・
C
は
楼
で
展
開
す
る
。

〔
第
六
段
〕

A

翌
日
、
碁
の
名
人
が
楼
に
や

っ
て

来
て
、
吉
備
と
碁
を
打

つ
が
、
勝
負

が

つ
か
な

い
。

B

吉
備
が
唐
方

の
黒
石
を

一
つ
盗
ん
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で
飲
み
込
む
。

C

勝
負
は
名
人
の
負
け
に
な
る
。

D

こ
の
結
果
を
怪
し
ん
だ
唐
人
が
碁
石
を
数
え
て
み
る
と
、

一
つ
足
り
な
い
。

E

足
り
な
い
黒
石
の
行
方
を
占
う
と
、
吉
備
が
盗
ん
で
飲
ん
だ
と
出
る
。

F

吉
備
は
こ
れ
を
否
定
す
る
。

G

唐
人
は
吉
備
に

「か
り
ろ
く
丸
」

(下
剤
)
を
服
用
さ
せ
、
黒
石
を
出
さ
せ

よ
う
と
す
る
。

H

吉
備
は
黒
石
を
封
じ
留
め
て
出
さ
ず
、

つ
い
に
勝

つ
。

A
～
D
が
楼
で
展
開
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
E
以
後
に

つ
い
て
は
、
碁

の
勝
負
を
し
た
場
所
に
占

い
を
す
る
者
を
呼
び
寄
せ
、
ま
た
、

「か
り
ろ
く
丸
」

を
取
り
寄
せ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
E
～
H

も
楼
の
周
辺
で
の
出
来
事
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
こ
れ
を
見
る
と
、
説
話
の
主
要
部
分
は
吉
備
が
幽
閉
さ
れ
て
い
る
楼
と

唐
人
が
策
謀
を
準
備
す
る
場
所
で
あ
る
宮
殿
と
で
展
開
し
、
登
場
人
物
は
必
要
に

応
じ
て
こ
の
間
を
往
来
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
心
は
専
ら

楼
の
方
に
あ
り
、

一
方

の
宮
殿
に

つ
い
て
は
第
三
段
と
第
五
段
に
記
述
が
あ
る
の

み
で
あ
る
。
ま
た
、
宮
城
門
の
存
在
に

つ
い
て
は
、
詞
書
は
全
く
言
及
し
て
い
な

い
。詞

書
の
内
容
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
こ
の
全
て
が
絵

画
化
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
省
略
さ
れ
た
部
分
も
多
い
。
で
は
、
こ
の
中
か

(
12

)

ら
ど
の
部
分
が
場
面
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

二

画
面

の
内
容

(
一
)

第
二
段
か
ら
第
六
段
ま
で
の
画
面
が
い

ず
れ
も
楼

の
景
、
宮
城
門
の
景
、
宮
殿
の

景
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ

た
通
り
で
あ
る
.
で
は
、
登
場
人
物
は
そ

こ
で
何
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次

は
こ
の
点
に
留
意
し
な
が
ら
画
面
の
内
容

を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
と
こ
ろ
で

画
面
上

の
人
々
の
動
き
は
、
詞
書
に
対
応

す
る
も

の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
に
分
け

ら
れ
る
。
前
者
は
詞
書
か
ら
絵
画
化
さ
れ

た
場
面
で
あ
り
、
後
者
は
詞
書
と
は
関
係

な
く
描
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
ま
ず
、
前
者
に
つ
い
て
先
に
見
た
詞

書

の
内
容
と
対
照
す
る
。

第
二
段
で
は
、
楼

の
景
に
A

・
E
に
対

応
す
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る

(
図
2
)。

画
面
は

一
匹
の
赤
鬼
が
楼
に
近
付
く
と
こ

ろ
か
ら
始
ま
る
が
、
こ
れ
は
A
を
表
す
も

3第3段 楼 の景 と霞 の中

 

A(左へ続 く)
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AE2第2段 楼の景

の
で
あ
る
。
背
後
の
樹
木
が
風
に
吹
か
れ

て
い
る
様
子
は

「
あ
め
ふ
り
か
ぜ
ふ
き
な

ど
し
て
」
と

い
う
詞
書
の
叙
述
に
応
じ
た

も
の
で
あ
る
。

一
方
、
楼
の
上
で
は
容
貌

を
改
め
て
衣
冠
を
着
け
た
鬼
と
吉
備
と
が

対
座
し
て
お
り
、
こ
れ
は
E
に
相
当
す
る
。

第
三
段
で
は
、
楼
の
景
に
A
、
楼
の
景

と
宮
城
門
の
景

の
間
に
は
D
、
そ
し
て
宮

殿
の
景
に
E
に
対
応
す
る
場
面
が
そ
れ
ぞ

れ
描
か
れ
て
い
る

(
図
3

・
4
)
。楼
の
上

で
は
二
人
の
唐
人
が
吉
備
に
食
物
を
差
し

出

す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
彼
ら
の
顔
に
は
明

ら
か
な
驚
き
の
表
情
が
見
ら
れ
る
。
そ
の

下
で
待

つ
仲
間
達

の
関
心
も
楼
上
の
吉
備

に
あ
る
ら
し
い
。
こ
れ
は
A
を
表
す
も
の

で
あ
る
。
続
い
て
楼
の
景
と
宮
城
門
の
景

の
間
に
か
け
ら
れ
て
い
る
霞
の
上
方
に
、

衣
を
な
び
か
せ
な
が
ら
空
を
飛
ぶ
鬼
と
吉

備
が
登
場
す
る
。
D
で
語
ら
れ
る
飛
行
自

在

の
術
を
行

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

宮
殿

の
景
で
は
、
博
士
達

(詞
書
に
は
三

+
人
と
あ
る
が
画
面
で
は
七
人
)
が

『
文

欝

撫

蹴擁

相
当
す
る
盗
み
聞
き
の
場
面
で
あ
り
、
燭

台
に
と
も
る
燈
や
壇
下
で
居
眠
り
を
す
る

唐
人
達
の
様
子
は
、
こ
れ
が

「夜
も
す
が

ら
」

の
出
来
事
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る

第
四
段
で
は
、
楼
の
景
に
B

・
C
に
対

応
す
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る

(図
5
)。

馬
に
乗

っ
た
勅
使
の
博
士
が

『
文
選
』
を

抱
え
た
従
者
を
連
れ
て
楼
に
近
付
い
て
来

る
と
こ
ろ
と
、
既
に
到
着
し
て
馬
か
ら
下

り
た
博
士
が
楼
上
を
見
上
げ
て
い
る
と
こ

ろ
は
、
ど
ち
ら
も
B
に
相
当
す
る

(前
者

を
場
面
B
、
後
者
を
場
面
宮
と
す
る
)。
楼

の
上
の
正
面
で
は
、『
文
選
』
を
挾
ん
で
吉

備
と
博
士
が
対
座
し
て
い
る
が
、
側
面
で

は

一
人
の
男
が
扉
を
開
け
て
中
を
覗
き
込

ん
で
い
る
様
子
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
、

吉
備
が
前
も

っ
て

『文
選
』
を
書
き

つ
け

DE図4第3段 宮殿 の景
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て
お
い
た
古
歴
の
紙
片
が
散
ら
さ
れ
て

い
る
。
楼
の
上
は
C
に
相
当
す
る
場
面
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
三
度
登
場
す
る
博
士
に

つ
い
て
は
、
絵
具
の
剥
落
に
よ
り

判
り
に
く
い
部
分
は
あ
る
が
、
着
衣
の
色

や
文
様
が
同
じ
表
現
に
統

一
さ
れ
て
い

(
13
)

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
従
者
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
の

段
の
後
の
画
面
を
検
討
す
る
際
に
重
要
と
な
る
の
で
、
こ
こ
で
特
に
注
目
し
て
お

き
た
い
。

第
五
段
の
楼
の
景
に
は
、
階
段
を
大
急
ぎ
で
下
り
て
行
く
鬼
と
、
中
で
天
井
を

見
上
げ
る
吉
備
と
が
描
か
れ
て
い
る

(図

6
)
。後
者
が
C
を
表
す
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
唐
人
の
碁

に
関
す
る
謀
議
の
件
を
告
げ
終
わ

っ
て

　

　

帰
る
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
が
、
詞
書
に
は
帰
る
と
い
う
動
き
を
示
す
記
述
は
な
い
。

厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、
こ
れ
は
B
と
C

景

の
間
に
あ
る
べ
き
内
容
を
描
い
た
場
面

の

●
●

●
●
●

楼

で
あ
る
が
、
帰
る
姿
に
よ

っ
て
告
げ
に

椴

剰
か
こ
と
を
示
す
と
考
え
る
な
ら
ば
、

B
第

こ
の
描
写
を
B
に
相
当
す
る
も
の
と
見

　図

る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ

の
段
の
宮
殿

の
情
景
に

つ
い
て
は
、
碁

○

の
名
人
が
参
内
し
、
唐
人
が
謀
議
を
め

続密

鵡

す
場
面
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
見
方
に
は
多
少
の
問
題
が

図6第5段 楼の景

 

BC

図7第6段 楼の景

 

AH(G)
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B'

 

C

左
で
は
、
肌
着
姿
の
吉
備
が
後
ろ
を
振
り
向

い
て
立
ち
、

な
が
ら
地
面
を
指
差
す
三
人
の
男
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

皿
の
よ
う
な
器
と
首

の
長
い
水
差
し
は
、

す
る
も
の
で
あ
り
、
男
達
は
吉
備
の
排
泄
物

の
中
か
ら
黒
石
を
探
し
出
そ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
H
に
相
当
す
る
。

以
上
が
詞
書
に
対
応
す
る
画
面
の
内
容

で
あ
る
。
各
段
と
も
二
な
い
し
三
場
面

が
描
か
れ
て
い
る
が
、
第
三
段
の
D

・
E
を
除
く
と
、
楼
の
景
で
展
開
す
る
も
の

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
詞
書
は
楼
で

展
開
す
る
C
の
部
分
で
終
わ

っ
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
降
の
画
面
の

内
容
に

つ
い
て
は
こ
こ
で
は
判
断
を
保

留
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に

つ
い
て
は

次
章
で
述
べ
る
。

最
後
の
第
六
段
で
は
、
楼
の
景
に
A
・

H
に
対
応
す
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る

(図
7
)。し
か
し
楼
の
扉
は
開
け
放
た

れ
、
中
に
は
も
は
や
誰
も
い
な
い
。
二

つ
の
場
面
は
楼
の
下
の
木
立
ち
を
挾
ん

で
展
開
す
る
。
右
で
は
、
唐
人
が
見
守

る
中
で
吉
備
と
名
人
が
碁
の
勝
負
の
真

最
中
で
あ
り
、
こ
れ
は
A
に
相
当
す
る
。

そ
の
視
線
は
鼻
を
押
え

吉
備
の
足
許
に
あ
る
深

G
の

「
か
り
ろ
く
丸
」

の
服
用
を
暗
示

ば
か
り
で
あ
る
。
詞
書
の
内
容
が
専
ら

楼
を
中
心
と
し
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば

こ
れ
は
当
然
の
結
果
で
あ
ろ
う
。

三

画
面
の
内
容

(
二
)

(右より続 く)

 

次
は
、
詞
書
に
対
応
し
な
い
画
面
に
つ
い
て
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
し

た

い
。
す
な
わ
ち
、
全
て
の
宮
城
門
の
景
と
、
第
三
段
を
除
く
宮
殿
の
景
で
は
、

何
が
起
こ

っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
宮
城
門
の
景
か
ら
見
て
み
よ
う
。

第
二
段
で
は
、
門
前
で
十
人
ば
か
り
の
従
者
が
仮
眠
を
し
て
い
る
が
、
牛
馬
の

手
綱
を
取

っ
た
ま
ま
の
者
も
お
り
、
彼
ら
は
主
人
の
退
出
を
待

っ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
横
に
は
数
台
の
車
も
停
め
ら
れ
て
い
る
。
門
の
下
で
は
武
装
し
た
警
固
兵

二
人
が
同
じ
く
眠
り
こ
ん
で
い
る

(
図
8
)。
こ
の
段
の
楼
の
景
で
展
開
す
る
場
面

A

.
E
が
夜
中
の
出
来
事
で
あ

っ
た
の
に
対
応
し
て
、
こ
こ
も
夜
更
け
で
あ
る
ら

し
い
。
こ
の
情
景
に
は
人
々
が
出
入
す
る
宮
殿
の
華
や
か
な
様
子
が
感
じ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
彼
ら
に
は
説
話
展
開
の
中

で
の
特
定
の
役
割
は
認
め
ら
れ
な
い
。

同
様
の
こ
と
は
第
三
段
に
お
い
て
も
言
え
る
。
門
の
下
に
は
三
人
の
従
者
が
眠

っ

て
い
る
が
、
彼
ら
に
も
特
定

の
役
割
は
認
め
ら
れ
な
い

(
図
9
)。強

い
て
言
う
な

ら
ば
、
眠
る
姿
に
よ

っ
て
夜
を
暗
示
す
る
だ
け
で
あ
る
。

第
四
段
と
第
五
段
で
は
門
の
殆
ど
は
霞
に
覆
わ
れ
て
お
り
、
わ
ず
か
に
屋
根
の

一59一



 

図8第2段 宮城門の景(左へ続 く)

 

図9第3段 宮城門の景

図10第4段 宮城1

 

 

図11第5段 宮城門 の景

あ
た
り
が
見
え
る
の
み
で
あ
る

(図
10

・
11
)
。
人
影
は
全
く
な
い
。
こ
こ
で
は
、

も
は
や
景
と
し
て
の
存
在
さ
え
も
稀
薄
に
な

っ
て
い
る
。

第
六
段
で
は
、
再
び
全
景
を
現
わ
す
門
の
基
壇
の
上
に
三
人
の
唐
人
が
立

っ
て

い
る

(
図
12
)。
従
者
風
の
男
が
他

の

一
人
に
何
事
か
を
申
し
述
べ
て
お
り
、
も
う

一
人
は
表
の
方
を
眺
め
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
こ
の
従
者
風
の
男
に

つ
い
て
は
、

(
15
)

 場
面
H
で
排
泄
物
を
調
べ
て
い
た
男
で
は
な
い
か
と
い
う
解
説
が
あ
る
が
、
着
衣
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の
文
様
が

一
致
し
な
い
の
で
同

一
人
物
と

は
考
え
に
く
い
。
従

っ
て
こ
の
三
人
に
も

特
定
の
役
割
は
認
め
ら
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
第
四
段
と
第
五
段
に

お
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
人
物
が
登

場
す
る
他
の
段
に
お
い
て
も
、
宮
城
門
の

景
か
ら
は
説
話
の
展
開
に
関
与
す
る
内
容

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
宮
城
門

は
、
詞
書
が
全
く
言
及
し
て
い
な
い
も
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
と
言

え
よ
う
。

つ
ま
り
、
宮
城
門
は
宮
殿
に
付

随
す
る
添
景
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
詞

書
と
は
関
係
な
く
、
絵
師

の
自
由
な
想
像
力
の
中
で
案
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
画
面
上
で
は
、
鑑
賞
者
の
目
を
楼
か
ら
宮
殿

へ
導
き
入
れ
る
示

標
と
し
て
の
重
要
な
役
割
を
担

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
画
面
の
内
容
を
よ

(
16

)

り
豊
か
に
す
る
効
果
を
持

っ
て
い
る
。

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
第
三
段
を
除
く
宮
殿
の
景
で
あ
る
。

第
二
段
で
は
、
玉
座
に
帝
王
の
姿
は
な
く
、
そ
の
前
で

一
人

の
男
が
巻
物
に
筆

を
走
ら
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
向

か
い
の
男
は
明
り
を
か
ざ
し
て
こ
れ
を
見

守

っ
て
い
る
が
、
傍
ら
の
男
は
居
眠
り
を

し
て
お
り
、
壇
下
の
唐
人
達
も
殆
ど
は

眠
り
こ
ん
で
い
る

(
図
13
)。
先
に
見
た
宮
城
門
の
景
と
同
じ
く
こ
こ
も
夜
更
け
で

あ
る
ら
し
い
。
こ
の
情
景
に
つ
い
て
は

「吉
備
を
如
何
と
か
し
や
う
と
い
ふ
計
略

(
17
)

に
関
係
あ
る
こ
と
と
思
は
れ
る
」
と
い
う
推
定
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
見
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
詞
書
に
は
何

も
語
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
画
中
に
も
そ

う
で
あ
る
と
い
う
確
証
を
見
い
出
す
こ
と

は
で
き
な
い
。

第
四
段
で
は
、
玉
座
の
帝
王
に
向
か

っ

て
何
事
か
を
奏
上
す
る
男
が
お
り
、
列
座

す
る
人
々
は
ざ
わ
め
い
て
い
る
様
子
で
あ

る

(
図
15
)。
こ
の
男
は
場
面
B

・,B

・
C

に
登
場
し
た
博
士
と
着
衣
の
色
や
文
様
が

同
じ
で
あ
り
、
博
士
そ
の
人
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
楼
の
景
と
宮
城

門

の
景
の
間
に
か
か
る
霞
の
中
に
も
、
こ

の
博
士
が
馬
に
乗
っ
て
画
面
の
左
方

へ
進

の
二
つ
の
描
写
に
つ
い
轟

既
に
指
摘

輔

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
後
者
は
博
士
の

一

段図

た
博
士
が
帝
王
に
事
の
次
第
を
奏
上
す
る
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と
こ
ろ

(
こ
れ
を
場
面
F
と
す
る
)
で
あ

霞

こ
こ
で
は
、
博
士
を
中
心
と
す
る
二

つ
の

段

書
で
は
語
ら
れ
て
い
な

い
宮
殿
に
ま
で
説

4囲

話
の
展
開
が
延
長

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

あ
る
い
は
逆
に
、
説
話

の
展
開
を
延
長
す

E

る
事
に
よ

っ
て
、
本
来
は
描
か
れ
る
べ
き

場
面
を
有
し
な
い
は
ず

の
宮
殿
の
景
に
も

そ
こ
に
相
応
し
い
場
面
F
を
作
り
出
し
た

と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
場
面
E
は

、
(
20

)

こ
の
延
長
の
過
程
に
生
じ
た
も
の
で
あ

る

と
こ
ろ
で
、
こ
の
場
面
E

・
F
の
描
出

は
絵
師
の
独
創
に
な
る
も

の
で
あ
ろ
う

か
。

「吉
備
入
唐
間
事
」
と

「吉
備
大
臣
物

語
」
に
は
、
こ
れ
に
関
連
す
る
注
目
す

(
21

)

べ
き

記

述

が

あ

る

。

「
吉

備

大

臣

物

語
」

に

よ

っ
て

そ

の
部

分

を

次

に

抄

出

す

る

(
句

読

点

、

傍

点

、

鍵

括

弧

は

筆

者

に

よ

る

)
。

ヲ
ノ
～

フ
ミ
ハ

唐

人

コ

レ

ヲ
見

テ
各

々

ア

ヤ

シ

ミ

テ

云

イ
ハ
ク
「
此

,
,文

マ
タ

ヤ
侍

ハ
.
ヘ
ル
。
」
ト
イ

イ

ヒ

　

　

　

　

　

　

フ

ニ

「
多

々

ナ
リ

。
」
ト

云

テ

ア
タ

エ

シ

ム
。

唐

人

ヲ

ト

ロ
キ

テ

コ
ノ

ヨ

シ

ヲ
帝

　
ニ
　

　

　

ハ

カ

イ
テ
キ
タ
リ
テ

王

マ

ウ

ス

。

「
コ
ノ
書

本

朝

ニ
ア

ル
カ

。
」
ト

＼

ハ

ル

＼

二
、

吉

備

云

イ
ハ
ク
「
出

来

ミ
ナ

ニ
シ
ユ

ス

ノ

ク

ニ

ト

シ

ヲ

ヘ
タ

リ
。

人

皆

口
諦

ス

ル
ナ

リ
。
」
ト

申

。

唐

人

云

「
此

土

ア

ル

ナ
リ

。
」

ト

イ

フ

ニ
、

吉

備

「
ミ

ア

ハ
セ

ム
。
」
ト

イ

ヒ

テ
、

コ

ヒ

ウ
ケ

テ
茄

巻

カ
キ

ト

リ

ヲ

　

　

　

　

テ
ワ
タ
セ
ル
ナ
リ
。
サ
テ

マ
タ
楼
ト
チ
テ
去

サリ
.
。

「
コ
レ
」
と
は
吉
備
が

『文
選
』
の
端
々
を
書
き
散
ら
し
て
お
い
た
古
暦
の
紙

片

の
こ
と
で
あ
り
、
右
の
内
容
は
詞
書
の
C

・
D
の
部
分
に
相
当
す
る
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
中
で
傍
点
を
付
し
た
箇
所
の
前
者
は
場
面
F
に
、
後
者
は
場
面
E
に
そ

れ
ぞ
れ
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
吉
備
と
唐
人

(
勅
使
の
博
士
)
の

会
話

の
途
中
に
あ
る
の
で
、
こ
の
ま
ま
で
は
唐
人
が

一
度
宮
殿
に
帰

っ
て
帝
王
に

奏
上
し
た
後
、
再
び
楼

へ
来
て
吉
備
に
質
問
を
し
た
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
が
、
そ

れ
は
不
自
然
で
あ
る
。
出
来
事

の
展
開
順
序
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
唐
人
は
吉
備

と

の
応
答
が
全
て
終

っ
て
か
ら
楼
を
去
り
、
宮
殿
に
帰

っ
て
帝
王
に
事
の
次
第
を

(
22

)

奏
上
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
れ
ば
、
こ
の
記
述
は
本
絵
巻
の
画
面

の
内
容
に
う
ま
く
符
合
す
る
。
ま
た

「吉
(
23

)

備
入
唐
間
事
」
に
も
同
様

の
記
述
が
あ
る

1

そ
こ
で
、
絵
師
は
詞
書
か
ら
で
は
な
く
、

こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
絵
画
化
の
材
料
を
得

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
憶
測
も
生
じ
て

中

び
に
お
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

段　

さ
て
、
第
五
段
で
は
、
五
人
の
唐
人
が

第

宮
殿
の
中
で
何
事
か
を
相
談
し
て
い
る
が

17図

帝
王
は
不
在
で
玉
座
は
霞
の
中
に
隠
さ
れ
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図13第2段 宮殿の景

F図15第4段 宮殿の景

て
い
る
。
そ
の
正
面
に
は
、
従
者
に
手
を
引
か
れ
な
が
ら
危
な
げ
な
足
取
り
で
石

段
を
登
る
老
人
が
描
か
れ
て
い
る

(
図
16
)。先
述
の
如
く
こ
の
情
景
に

つ
い
て
は
、

石
段
を
登
る
老
人
を
碁

の
名
人
と
み
な
し
た
上
で
、
名
人
の
参
内
と
唐
人
の
碁
に

関
す
る
謀
議
を
表
す
も

の
で
あ
る
と
す
る
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
見
方
に
は
二

つ
の
問
題
点
が
あ
る
。

 

A図16第5段 宮殿 の景

J図18第6段 宮殿の景
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第

一
に
、
こ
の
老
人
は
本
当
に
碁

の
名
人
で
あ
ろ
う
か
。
詞
書
は
名
人
の
参
内

に

つ
い
て
は
全
く
言
及
し
て
い
な

い
か
ら
、
こ
の
点
に
拘
泥
す
る
必
要
は
な
い
の

で
あ
る
が
、

つ
い
で
に
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
老
人
と
第
六
段
場
面

A
に
登
場
す
る
碁
の
名
人
の
着
衣
を
互
い
に
比
較
し
て
み
る
と
、
形
式
は
同
じ
で

あ
る
が
色
と
文
様
は
全
く
異
な
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
絵
巻
に
お
い
て
は
、
同

一
人
物
は
場
面
が
換
わ

っ
て
も
常
に
同
じ
着
衣
で
描
か
れ
る
の
が
通
例
で
あ
り
、

逆
に
、
人
物
の
同

一
性
は
着
衣
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る

と
も
言
え
る
。
こ
れ
は
段
を
異
に
す
る
か
ら
と
い
っ
て
無
視
さ
れ
て
よ
い
こ
と
で

は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
場
合
に
こ
そ
同

一
性
の
証
し
と
し
て
よ
り
強
く
求
め
ら
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
絵
巻
に
お
い
て
も
、
十
回
登
場
す
る
吉
備

(第
六
段
場
面

H
は
除
く
)
と
四
回
登
場
す
る
衣
冠
を
着
け
た
鬼
、
そ
し
て
三
回
登
場
す
る
帝
王

は
、
常
に
同
じ
服
装
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
の
原
則
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
こ
の
老
人

を
碁
の
名
人
と
見
る
こ
と
は
適
当
で
は
な

い
。
と

こ
ろ
が

『
文
選
』
を
読
む
博
士

に
つ
い
て
は
、
第
四
段
に
は
同
じ
着
衣
で
五
回
登
場
す
る
が
、
そ
の
前

の
第
三
段

場
面
E
す
な
わ
ち
三
十
人
の
博
士

(画
面

で
は
七
人
)
が
夜
も
す
が
ら

『
文
選
』

を
読
む
と
こ
ろ
で
は
、

こ
の
博
士
も
そ
こ
に
居
る
と
当
然
予
想
さ
れ
る
の
に
反
し

て
、
こ
れ
と
同
じ
着
衣
の
博
士
は
見

い
出

さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
考
慮

す
る
と
、
本
絵
巻
に
お
い
て
は
、
段
を
異
に
す
る
場
合
に
は
着
衣

の
同

一
性
が
無

頓
着
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
石

段
の
老
人
を
碁
の
名
人
と
見
る
可
能
性
が
再
び
出
て
来
る
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ

に
せ
よ
、
こ
の
画
面
の
内
容
が
曖
昧
な
も

の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。

第
二
に
、
こ
れ
を
謀
議
の
場
面
と
み
な
す
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

唐
人
の
謀
議
の
様
子
は
詞
書
で
は
A
の
部
分
に
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
画
面

で
は
、
石
段
の
老
人
を
碁
の
名
人
と
認
め
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
に
み
な
す

根
拠
は
何
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

一
方
で
は
、
こ
れ
を
否
定
す
る
要
素
も

見
当
ら
な
い
。
従

っ
て
こ
の
情
景
を
意
味
不
明
の
画
面
と
し
て
残
す
よ
り
は
、
確

証
は
な
く
と
も
、
A
に
相
当
す
る
場
面
と
み
な
す
方
が
よ
り
妥
当
な
解
釈
で
あ
る

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
そ
の
場
合
に
は
、
画
面
上
の
展
開
は
B
↓
C
↓
A

と
な
り
、
詞
書
の
展
開
順
序
と
は
異
な
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

右
の
こ
と
か
ら
、
名
人
の
参
内
か
否
か
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
第
五
段
の
宮

殿
の
景
に
は
場
面
A
が
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

第
六
段
で
は
、
場
面
A
に
登
場
し
た
碁
の
名
人
と
同
じ
服
装
の
男
が
、
右
脇
に

碁
盤
と
碁
石
を
置
き
、
帝
王
の
前
で
畏
ま
っ
て
い
る

(
図
18
)
。
こ
の
男
は
、
楼
の

景
と
宮
城
門
の
景
の
間
に
か
か
る
霞
の
中
に
も
、
馬
に
乗

っ
て
画
面
の
左
方

へ
進

む
姿
で
現
れ
る

(図
17
)。ど
ち
ら
も
名
人
そ
の
人
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

後
者
は
名
人
の

一
行
が
楼
か
ら
宮
殿

へ
帰
る
と
こ
ろ

(
こ
れ
を
場
面
1
と
す
る
)、

前
者
は
宮
殿

へ
帰

っ
た
名
人
が
事
の
次
第
を
帝
王
に
報
告
す
る
と
こ
ろ

(
こ
れ
を

場
面
J
と
す
る
)
を
表
し
て
い
る
。
と
も
に
第
四
段
の
場
面
E

・
F
に
よ
く
似
た

表
現
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ

っ
て
画
面
上
で
説
話

の
延
長
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
も

同
様
で
あ
る
。

以
上
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
第
二
段
の
宮
殿
の
景
で
の
出
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来
事
に
つ
い
て
は
、
画
面
か
ら
は
そ
の
内
容
を
理
解
で
き
な
い
の
で
、
こ
こ
か
ら

場
面
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
方
、
第
四
段
と
第
六
段
で
は
、
宮
殿
を

舞
台
と
す
る
に
相
応
し

い
場
面
が
新
た
に
作
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
楼
の
景
と
宮

城
門
の
景
の
間
の
霞
の
中
に
も

一
場
面
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
描
写
は

い
ず
れ
に
し
て
も
詞
書
か
ら
描
き
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
点
で
共
通
す
る
。
ま

た
第
五
段
に
お
い
て
は
、
詞
書
に
対
応
す
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ

と
は
で
き
た
が
、
そ
の
展
開
順
序
に
従
う
な
ら
ば
、
宮
殿
の
景
は
画
面
の
冒
頭
に

位
置
す
べ
き
で
あ
る
。
従

っ
て
詞
書
と

の
関
係
を
見
る
限
り
で
は
、
こ
の
四
段
と

も
に
、
画
面
の
最
後
に
宮
殿
が
描
か
れ

る
必
然
性
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ

に
も
拘
わ
ら
ず
、
実
際
の
画
面
の
最
後

に
は
、
揃

っ
て
宮
殿
の
景
が
設
け
ら
れ
て

い
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

四

詞
書
と
画
面
の
関
係

i

画
面
構
成
の
基
本
に
つ
い
て
ー

絵
巻
の
詞
書
と
画
面
の
関
係
は
、
通
常
、
詞
書
に
基
づ

い
て
画
面
が
描
か
れ
る
、

従

っ
て
、
画
面
の
内
容
は
詞
書

の
内
容
と
深
く
結
び

つ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

故
に
、
そ
の
製
作
の
際
に
は
、
ま
ず
詞
書
が
整
え
ら
れ
、
次
に
そ
の
中
か
ら
描
く

べ
き
場
面
が
選
ば
れ
、
登
場
人
物
と
と
も
に
各
々
の
場
面
に
ふ
さ
わ
し
い
景
が
描

か
れ
て
画
面
が
完
成
す
る
と
い
う
順
序
が
予
想
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
本
絵
巻
の
中
に
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
よ
う
に
、
右
に
述
べ
た

一

般
的
な
関
係
で
は
捉
え
き
れ
な
い
表
現
が
あ
る
。
本
絵
巻
の
詞
書
と
画
面
と
の
齪

酷
す
る
と
こ
ろ
を
改
め
て
整
理
す
る
と
次
の
三
種
に
な
る
。

↑

詞
書
に
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
画
面
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
も
の
。

口

詞
書
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
画
面
に
は
描
か
れ
て
い
る
も
の
。

日

詞
書
と
画
面
で
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
順
序
が
異
な
る
も
の
。

口

・
口
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
(「
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
」
詞
書
と

画
面
の
対
照
表
参
照
)。
繰
り
返
し
て
言
え
ば
、
口
は
各
段
の
宮
城
門
の
景
と
第
二

段

.
第
四
段

・
第
六
段
の
宮
殿
の
景
、
そ
こ
に
登
場
す
る
人
々
、
お
よ
び
第
四
段

場
面
E
と
第
六
段
場
面
1
で
あ
る
。
口
に
は
、
第
五
段
の
宮
殿
の
景
で
の
出
来
事

を
場
面
A
と
み
な
す
場
合
に
こ
れ
が
該
当
す
る
。
そ
こ
で
、
前
章
の
最
後
に
提
示

し
た
問
題
を
考
え
る
前
に
、
残
る
↑
に

つ
い
て
も
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
た

だ
し
、
詞
書
の
内
容
を
逐

一
絵
画
化
す
る
こ
と
は
ま
ず
行
わ
れ
得
な
い
か
ら
、
中

に
は
描
か
れ
な
い
部
分
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
従

っ
て
、
9
に
つ
い
て
は
論

じ
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
部
分
が

描
か
れ
な
か

っ
た
の
か
を
検
討
し
、
そ
れ
は
何
故
か
を
推
論
す
る
こ
と
は
、
先

の

問
題
に
何
ら
か
の
手
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
第
二
段

の
詞
書
が
語
る
吉
備
と
鬼

の
出
会
い
の
経
緯
に
よ
れ
ば
、
鬼
は

楼
に
二
度
出
没
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
画
面
に
は
、
鬼
が
そ
の
ま

ま
の
姿
で
楼
に
近
付
く
場
面
A
と
、
衣
冠
を
正
し
て
吉
備
と
語
り
合
う
場
面
E
が

描
か
れ
る
だ
け
で
あ
る

(図
2
)
。
A
～
F
の
全
て
を
絵
画
化
す
る
な
ら
ば
、
E
に

似
た
B
、
A
に
似
た
D
、
そ
し
て
鬼
が
帰

っ
て
い
く
と
こ
ろ
を
表
す
C

・
F
も
そ

れ
ぞ
れ
場
面
と
し
て
描
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
六
場
面
を

一
っ
の
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楼

の
景
の
中
に
描
き
入
れ
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
も
う

一
つ
の
楼

の
景
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
段
に
は
、
A

・
D

・
E
の
三
場
面
が
描
か
れ
て
い
る

(
図
3

.
4
)
が
、

詞
書
で
は
A
と
D
の
間
に
唐
人
が

『
文
選
』
に
関
す
る
計
画
を
練
り

(
B
)
、鬼
が

こ
の
こ
と
を
告
げ
に
来
る

(
C
)
と

い
う
重
要
な
展
開
が
あ
る
。
ま
た
E
の
後
に

は
、
吉
備
と
鬼
が
宮
殿
か
ら
楼
に
帰
り

(
F
)
、吉
備
が
鬼
に
古
暦
を
求
め

(
G
)、

鬼
が
こ
れ
を
与
え
る

(
H
)
と

い
う
展
開
が
続
く
。
こ
れ
を
全
て
絵
画
化
す
る
な

ら
ば
、
場
面
と
景
の
関
係
は
、
A

(
楼
)
↓
B

(宮
殿
)
↓
C

(楼
)
↓
D

(楼

か
ら
宮
殿

へ
の
途
上
)
↓
E

(
宮
殿
)
↓

F

(宮
殿
か
ら
楼

へ
の
途
上
)
↓
G

.

H

(楼
)
と
な
る
。
こ
れ
に
忠
実
に
従
う
と
、
楼
は
少
な
く
と
も
三
回
、
宮
殿
は

二
回
描
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
段

の
画
面
は
、
博
士
が
楼

へ
や

っ
て
来
る
場
面
B

(
図
5
)
か
ら
始
ま
る

が
、
詞
書

の
冒
頭
に
は
こ
れ
よ
り

一
両
日
前

の
楼
で
の
出
来
事
で
あ
る
A
が
記
さ

れ
て
い
る
。

こ
れ
を
描
く
た
め
に
は
、
画
面
の
始
め
に
も
う

一
つ
別
の
楼
の
景
が

必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
五
段
で
は
、
宮
殿
の
情
景

(
図
16
)
を
A
と
認
あ
る
な
ら
ば
、
詞
書
と
画
面

の
間
に
過
不
足
は
な
い
。
た
だ
B
に
つ
い
て
は
、
第
二
段
場
面
E

(
図
2
)
の
よ

う
に
吉
備
と
鬼
は
対
座
す
る
は
ず
で
あ
る

の
に
、
こ
こ
に
は
階
段
を
下
り
て
行
く

鬼
が
描
か
れ
て
い
る

(図
6
)
。
こ
れ
は
、
楼
の
中
に
は
場
面
C
の
吉
備
が
い
る
の

で
、
二
人
が
対
座
す
る
と
こ
ろ
を
描
く

こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
た
あ
に
工
夫
さ
れ

た
変
更
で
あ
る
と
考
え
て
お
き
た

い
。

第
六
段
は
出
来
事
の
多
い
内
容
で
あ
る
が
、
画
面
に
は
A
と
H
の
二
場
面
が
描

か
れ
、
傍
ら
に
G
を
暗
示
す
る
器
物
が
置
か
れ
る
だ
け
で
あ
る

(
図
7
)。
A
～
H

は
い
ず
れ
も
楼
の
周
辺
で
展
開
す
る
と
考
え
た
が
、
こ
の
全
て
を

一
つ
の
楼
の
景

に
描
こ
う
と
す
る
と
画
面
は
か
な
り
複
雑
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
B

～
F
が
省
略
さ
れ
、
G
が
暗
示
す
る
に
留
め
ら
れ
た
の
は
、
出
来
事
の
顯
末
を
簡

潔
に
表
現
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

さ
て
、
以
上
の
こ
と
は
、
第
二
段

・
第
四
段

・
第
六
段
に
お
い
て
は
、
詞
書
か

ら
描
か
れ
る
場
面
の
選
定
は
、
そ
れ
ら
が

一
つ
の
楼
の
景
の
中
に
う
ま
く
収
ま
る

よ
う
に
と
考
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
五

段

の
場
面
B
に
お
け
る
表
現
の
工
夫
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

一

段
中
に
楼
の
景
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
伺
え
る
。

ま
た
第
三
段
に
お
い
て
、
楼
と
宮
殿
の
間
を
二
往
復
す
る
内
容
が
、
画
面
で
は
楼

か
ら
宮
殿

へ
の
往
路
だ
け
に
な

っ
て
い
る
の
も
、
同
じ
景
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と

を
避
け
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

先
述
の
口

・
口
に
右
の
こ
と
を
併
せ
考
え
る
と
、
本
絵
巻
の
画
面
の
構
成
に
つ

い
て
は
、
あ
る
場
面
を
表
現
す
る
た
め
に
そ
の
舞
台
と
な
る
楼
の
景
な
ど
が
設
け

ら
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
逆
に
、
ま
ず
楼
、
宮
城
門
、
宮
殿
と
い
う
三
っ

の
景
が
画
面
上
に
あ

っ
て
、
そ
の
中
に
適
当
な
場
面
が
配
置
さ
れ
た
の
で
は
な
い

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

か
と
思
え
て
く
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
三
景
を
こ
の
順
序
に
設
定
す
る
こ
と
が
、
各

段
を
通
じ
て
画
面
構
成
の
基
本
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
う

一
度
、
画
面
を
見
直
し
て
み
よ
う
。
第
三
段
は
、
楼
の
景
に
は
場
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「
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
」
詞
書
と
画
面
の
対
照
表

段景

第

一

段

第

二

段

第

三

段

第

四

段

第

五

段

第

六

段

岸海

A
吉備

が
唐土

に

婆

＼

A
夜
中頃

、

風
雨
の
中
を、

吉備が幽閉されている楼に鬼が伺い来る。

A

翌朝

、

楼
に
食
物
を
持
っ

て来た唐人は、吉備が無事でいるのを見て不思議に思う。

A
吉
備
は
鬼
か
ら
得
た
古
暦
に『文選』の端々を書いて楼内に散らしておく。

B
鬼
が
こ
の
こ
と
(
A
の
内
容)を吉備に告げ、碁を知らない吉備はその説明を聞く。C吉備は天井の組み入れを碁盤に見立てて夜通し思案し、これを会得する。

A
翌
日、

碁
の
名
人
が
楼
に
やって来て、吉備と碁を打つが、勝負がつかない。

楼

C

唐人

は
吉備

を
到
来
楼
に
据える。

B
吉
備
は
隠
身
の
封
を
作
り、姿を見せないままで鬼と応答する。C鬼が帰り去る。D鬼が衣冠を整えて再び楼にやって来る。

B
一

両
日

後、

勅
使と

し
て
一人の博士が『文選』を持って楼にやって来る。C博士は吉備を試そうとするが、楼内に『文選』を書いた紙が散らされているのを見て不思議に思い、これについて尋ねる。

B
吉
備
が
唐
方
の

黒石

を
一

つ盗んで飲み込む。C勝負は名人の負けになる。Dこの結果を怪しんだ唐人が碁石を数えてみると、一つ足りない。E足りない碁石の行方を占うと、吉備が盗んで飲んだと出る。F吉備はこれを否定する。

C

鬼が

こ
の
こ
と(
B
の
内
容)を吉備に告げに来る。

G
吉
備
は

鬼
に
古
暦
十巻

を
所望する。H鬼は求めた古暦を吉備に与える。

E
吉備

と
鬼
は
夜
通
し
語
り合う。

F
夜明

け
近
く
に
な
り、

鬼
が帰り去る。

D
吉備

は
博
士
の
持
っ

て
来
た『文選』を借り上げてしまう。

G
唐
人
は
吉
備
に
「
か
り
ろ
く丸」を服用させ、黒石を出させようとする。H吉備は黒石を封じ留めて出さず、ついに勝つ。

胸の假

D
吉
備
の
飛
行
自
在
の
術
に
より、二人は楼の隙から抜け出し『文選』を講ずる宮殿に到る。

一

E
博士

の
一

行
が
楼
か
ら
宮
殿
曾へ帰るところ。

1
名
人
の
一

行
が
楼
か
ら宮

殿
.へ帰るところ。

一

F
吉
備
と
鬼
は
楼
に
帰
る。

門城宮

(
人
影
な
し)

(
人
影
な
し)

参内

す
る
人
々
と、

門
前
に

馬や車を停めて主人を待つ従者達。

門
前
に
牛
馬
や
車
を
停
あ
て仮眠する従者達と、門の下で眠る警固兵。

門
前
に
車
を
停
め
て
仮
眠
す
…る従者達。

会
話
す
る
二
人
の
男
と
表
の方を眺める男。

殿宮

B

唐人

は
吉備

の
才
能
に

恥
じて、彼を到来楼に登らせようと相談する。

唐
人
が
吉
備
に

対
す
る
策
略を準備するところ?

B
唐
人
は
吉
備
に
「
文
選』

を読ませ、その誤りを笑ってやろうと計画する。

F

博士

が
帝
王
に
事
の
次
等
を
・報告するところ。

A
唐
人
は
吉
備
に

碁を

打
たせ
、その勝敗にかこつけて吉備を殺そうと合議する。

J名

人
が
帝
王
に
事
の

次第

を報告するところ。

E
吉備

は
三

十
人
の
博
士
が
夜もすがら「文選』を読むのを聞く。

D
唐
人
が

吉
備
幽
閉
の
こ

と
を
・報告するところ。・

・
各
段

の
詞
書
の
内
容
を
、
そ
れ
が
展
開
す
る
場
所

に
よ

っ
て
分
類
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
。

・
詞
書
を
欠
く
第

一
段
に

つ
い
て
は

「吉
備
入
唐
間
事
」
お
よ
び

「吉
備
大
臣
物

語
」
に
よ

っ
て
補

っ
た
。

・
[
H
〕

は
画
面

に
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
。

・
警

㌦昌
-ほ

詞
書

に
は
記
さ
れ

て
い
な

い
が
、
画
面

に
は
描
か
れ

て
い
る
こ
と
を
示
す
。
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面
A

(図
3
)
が
、
宮
殿
の
景
に
は
場
面

E

(
図
4
)
が
あ
り
、
宮
城
門
の
景
は

さ
て
お
く
と
し
て
も
、
他

の
二
景
に
は
詞
書
か
ら
絵
画
化
さ
れ
た
場
面
が
う
ま
く

配
置
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
楼

の
景
と
宮
城
門
の
景
の
間
に
あ
る
場
面

D

(図
3
)
は
、
こ
の
二
景
を
空
間
的
に
結
び

つ
け
る
効
果
を
持

つ
。
こ
の
よ
う

な
構
成
は
、
説
話

の
時
間
経
過
に
伴

っ
て
登
場
人
物
が
楼
か
ら
宮
殿
へ
移
動
す
る

展
開
が
、
詞
書
に
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
可
能
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

第
二
段

・
第
四
段

・
第
六
段
の
詞
書
に
は
、
宮
殿
で
展
開
す
る
内
容
が
な
い
。
そ

こ
で
第
四
段
と
第
六
段
で
は
、
既
に
登
場
し
て
い
る

『
文
選
』
を
読
む
博
士
あ
る

い
は
碁
の
名
人
を
、
楼
か
ら
の
帰
路
と
宮

殿
の
中
に
も
描
き
出
し

(
図
14

・
15

・

17

・
18
)
、彼
ら
に
舞
台
廻
し
の
役
割
を
担

わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
三
段
と
同

じ
よ
う
な
空
間
移
動

の
あ
る
構
成
が
作
り
出
さ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
第
二
段
で

は
、
宮
殿
を
舞
台
と
す
る
適
当
な
場
面
が
案
出
さ
れ
な
か

っ
た
た
め
に
画
面
の
内

容
が
曖
昧
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
第
五
段
で
は
、
既

述
の
ご
と
く
に
、
詞
書
冒
頭
の
A
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
場
面
が
、
画
面
で

は
最
後
に
な
る
宮
殿
の
景
に
配
置
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
本

絵
巻

の
画
面
構
成
が
、
詞
書
の
展
開
順
序

よ
り
も
、
上
述
の
よ
う
な
三
景
の
設
定

順
序
を
優
先
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
何
よ
り
も
よ
く
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
絵
巻
に
見
ら
れ
る
同

一
景
の
反
復
表
現
は

「
説
話

へ
の

(
24

)

(
25
)

服
従
」
あ
る
い
は

「
題
材
的
な
制
約
」
と

い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
受
動

的
な
性
質

の
も
の
で
は
な
く
、
先
に
推
測
し
た
よ
う
に
、
楼
と
宮
城
門
と
宮
殿
と

い
う
三
つ
の
景
を
こ
の
順
に
設
定
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
た
画
面
構
成
に
よ

っ
て
、

意
図
的
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
言
え

ば
、
三
景
を

一
組
と
す
る
反
復
そ
の
も
の
が
目
的
化
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
予
め
設
定
さ
れ
た
景
を
何
ら
か
の
場
面

で
満
た
す
た
め
に
、
口

・
日
に
述
べ
た
よ
う
な
特
殊
な
表
現
が
生
じ
た
と
考
え
る

な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
、
画
面
構
成
が
説
話
の
展
開
に
対
し
て
能
動
的
に
働
き
か
け

て
い
る
と
い
う
見
方
も
成
立
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
最
後
に
第

一
段
に
つ
い
て
述

べ
て
お
き
た
い
。

「吉
備
入
唐
間
事
」
お
よ

び

「吉
備
大
臣
物
語
」
に
よ
れ
ば
、
第

一
段
に
相
当
す
る
内
容
は
次
の
通
り
で
あ

る
。

A

吉
備
が
唐
土
に
渡
る
。

B

唐
人
は
吉
備
の
才
能
に
恥
じ
て
、

彼
を
到
来
楼
に
登
ら
せ
よ
う
と

相
談
す

る
。

C

唐
人
は
吉
備
を
到
来
楼
に
据
え
る
。

一
方
、
画
面
は
吉
備

の
乗
る
船
が
岸
に
近
付
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
岸
に
は

既
に
多
数

の
唐
人
が
集
ま

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
A
に
相
当
す
る
が
、
吉
備
の
到
来

に
対
す
る
唐
人

の
関
心
の
異
常
な
高
ま
り
が
感
じ
ら
れ
、
説
話
の
発
端
に
ふ
さ
わ

し
い
場
面
で
あ
る
。
霞
を
挾
ん
で
次
は
楼
の
景
が
広
が
る
。
唐
人
の

一
行
が
吉
備

を
伴

っ
て
左
方

へ
進
む
と
こ
ろ
で
あ
り
、
先
導
の
男
が
鞭
で
指
し
示
す
先
に
は
、

(
26

)

扉
を
閉
ざ
し
た
到
来
楼
が
餐
え
て
い
る

(図
1
)。
こ
れ
は
C
に
相
当
す
る
場
面
で

あ
る
。
再
び
霞
を
挾
ん
で
宮
城
門
の
景
に
移
る
。
こ
こ
は
参
内
す
る
人
々
や
主
人

.:



を
待
つ
従
者
達
で
賑
わ

っ
て
い
る
が
、
彼
ら
は
A
～
C
の
い
ず
れ
に
も
関
係
し
な

い
。
こ
の
点
は
、
第
二
段
以
降
の
宮
城

門
の
景
に
説
話
に
関
与
す
る
内
容
を
見
い

出
し
得
な
か

っ
た
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。
門
の
中
に
は
い
る
と
、
霞
が
棚
引
い
て

宮
殿
の
景
に
換
わ
る
。
玉
座
の
前
に
居
並
ぶ
人
々
と
は
別
に
、
正
面
の
石
段
の
下

で
顎
髪
の
男
が
腰
を
深
く
折
り
曲
げ
て
何
事
か
を
奏
上
し
て
い
る
の
が
目
を
引
く
。

こ
れ
は
吉
備
を
幽
閉
し
た
こ
と
を
報
告
す
る
場
面

(
場
面
D
と
す
る
)
で
あ
る
と

(
27
)

解
釈
さ
れ
て
い
る
が

「吉
備
入
唐
間
事
」
お
よ
び

「
吉
備
大
臣
物
語
」
に
は
該
当

す
る
記
述
は
な
い
。
従

っ
て
第

一
段
で
は
、
海
岸
の
景
に
場
面
A
が
、
楼
の
景
に

場
面
C
が
描
か
れ
て
お
り
、
宮
殿
で
の
出
来
事
と
思
わ
れ
る
B
の
部
分
は
表
さ
れ

て
い
な
い
。
か
わ

っ
て
宮
殿
の
景
に
は

「吉
備
入
唐
間
事
」
及
び

「
吉
備
大
臣
物

語
」
に
は
な
い
場
面
D
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
構
成
に

つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
画
面
の
前
半
は
、
海
岸
か

ら
楼

へ
移
動
す
る
吉
備
を
連
読
的
に
表

し
て
い
る
の
で
、
こ
の
間
に
は
宮
殿
を
描

く
こ
と
が
で
き
な
い
。
従

っ
て
、
B
の
舞
台
と
な
る
べ
き
宮
殿

の
景

(お
よ
び
こ

れ
に
付
随
す
る
宮
城
門
の
景
)
は
、
楼

の
景
の
後
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
B
を
表
す
場
面
を
描
く
と
画
面
上
で
は
A
↓
C
↓
B
の
展
開

と
な
り
、
時
間
の
流
れ
が
逆
行
す
る
。

そ
こ
で
宮
殿
の
景
に
は
、
C
よ
り
後
の
出

来
事
で
あ
る
報
告
す
る
と
こ
ろ

(
場
面

D
)
が
、
よ
り
相
応
し
い
場
面
と
し
て
作

り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
。
宮
殿
の
景
に
B
を
描
く

の
な
ら
ば
、
第
五
段
と
同
じ

構
成
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
第
四
段

・
第
六
段
の
よ
う
に
、
新
た
な
場
面
を
作

り
出
し
て
い
る
点
が
工
夫
さ
れ
た
構
成

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
こ
こ
で
生

じ

た

楼

、

宮

城

門

、

宮

殿

と

い
う

順

序

が

、

に

な

っ
た

と

思

わ

れ

る

。

結
び

第
二
段
以
降
に
も
踏
襲
さ
れ
る
こ
と

本
稿
で
は

「吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
」
の
詞
書
と
画
面
の
内
容
を
検
討
し
た
結
果
、

各
段

の
画
面
に
設
定
さ
れ
た
三
種
の
景
の
中
に
は
、
詞
書
と
全
く
関
係
し
な
い
も

の
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
景
を
加
え

て
三
景

一
組
の
反
復
表
現
が
な
さ
れ
た
の
は
、
各
段
の
画
面
が
、
詞
書
の
忠
実
な

絵
画
化
よ
り
も
三
景
の
設
定
そ
れ
自
体
を
構
成
の
基
本
と
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は

「
楼
門

に
前
段
の
出
来
事
が
起
り

つ
＼
あ
る
間
に
、
他
方
、
唐
朝
の
宮
殿
に
於
い
て
は
何

を
し
て
居
る
か
と
い
う
工
合
に
、
常
に
吉
備
の
居
る
楼
門
と
、
吉
備
を
試
さ
ん
と

し
て
謀
議
を
運
ら
す
唐
の
朝
廷
と
を
対
照
的
に
配
置
す
る
の
が
、
此
絵
巻
の
構
図

(
28

)

原
則
で
あ
る
」
と
い
う
矢
代
氏
の
指
摘
が
答
え
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
本
絵
巻

に
描
か
れ
た
六
段
分
で
は
、
宮
殿
は
楼
に
比
べ
る
と
重
要
性
の
薄
い
舞
台
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
後
に
続
く
野
馬
台
詩
の
話
と
吉
備
が
日
月
を
封
じ
込
め
る

(
29

)
話
で
は
俄
に
重
要
性
を
帯
び
て
く
る
。
特
に
前
者
で
は
、
楼
か
ら
下
ろ
さ
れ
た
吉

備
は
帝
王
の
前
で
こ
れ
を
解
読
す
る
の
で
あ
り
、
宮
殿
で
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
を
迎

え
る
。
従

っ
て
、
も
し
も
こ
の
二
話
も
絵
巻
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
た
と
仮
定
す
る

(
30
)

(
31

)

な
ら
ば
、
絵
巻
全
体
と
し
て
は

「驚
く
可
き
幼
稚
と
単
調
な
る
構
図
」

の
反
復

の
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中
に
も
そ
れ
な
り
の
緩
急
の
流
れ
が
表
現
さ
れ
て
い
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
先
に
第
四
段
場
面
E

・
F
に

つ
い
て
、
絵
師
は

「
吉
備
入
唐
間
事
」
あ

る
い
は

「
吉
備
大
臣
物
語
」
か
ら
絵
画
化

の
材
料
を
得
た
の
で
は
な

い
か
と
憶
測

し
た
が
、
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え

て
お
き
た
い
。
本
絵
巻

の
詞
書
は
、
こ

れ
ら
の
二
資
料
あ
る
い
は
こ
れ
に
準
じ
る
資
料

(す
な
わ
ち

『
江
談
抄
』
そ
の
も

の
か
、
あ
る
い
は

『江
談
抄
』
か
ら
派
生
し
た
も

の
)
を
典
拠
と
し
て
和
文
化
さ

(
32

)

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
詞
書

の
筆
者

(
製
作
者
)
は
第
四
段
に
相
当

す
る
部
分
に
前
述
の
よ
う
な
先
後
関
係

の
乱
れ
が
あ
る
こ
と
に
気
付
き
、
こ
れ
を

整
理
し
よ
う
と
し
て
E

・
F
の
部
分
を
削
除
し
て
し
ま

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

飽

一
友

絵
師
は
詞
書
と
は
関
係
な
文

そ
の
も
と
に
な
る
資
料
か
ら
画
面
を

描
き
出
し
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
お
け
る
詞
書
と
画
面

の
不

一
致
は
理
解

さ
れ
や
す
く
な
る
。

こ
れ
と
よ
く
似
た
第

一
段
場
面
D
お
よ
び
第
六
段
場
面
1

.

J
は
、
こ
の
二
場
面
の
応
用
で
あ

っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
説
話
絵
巻
に
見
ら
れ
る
詞
書
と
画
面
の
不

一
致
に

つ
い
て
は
、
宮

次
男
氏
に
よ
る
興
味
深
い
考
察
が
あ
る
。
宮
氏
は

「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
と

「
伴

大
納
言
絵
巻
」
を
検
討
し
た
結
果
、
そ

の
製
作
過
程
に

つ
い
て

「
先
ず
絵
師
は
、

こ
の
説
話
を
十
分
に
知

っ
て
い
て
、
詞
書

な
ど
に
と
ら
わ
れ
ず
、
そ
の
話
を
絵
画

化
す
る
。
そ
し
て
詞
書
筆
者
は
、
す
で
に
存
在
し
て
い
る
書
承
さ
れ
た
説
話
集
の

如
き
も

の
か
ら
当
該
の
詞
書
を
書
写
す

る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
か

(
34

)

ろ
う
か
。」
と
推
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
書
写
さ

れ
た
詞
書
は

「
こ
の
説
話
の
す
べ
て
を
書
承
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
」

と

い
う
の
に
対
し
、
絵
師
が
耳
か
ら
聞
き
知

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
口
承
と
し
て

の
説
話
は

「
も

っ
と
内
容
豊
富
で
あ

っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
」
と

い
う
見
方
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
絵
巻
の
詞
書
と
画
面
の
間
に
生
じ
る
不

一
致
は
、
書
承
説
話
と

そ
れ
よ
り
も
豊
か
な
内
容
を
持

つ
口
承
説
話
と
の
内
容
量
の
差
に
帰
せ
ら
れ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。

翻

っ
て
本
絵
巻
の
場
合
を
考
え
る
に
、

「吉
備
入
唐
間
事
」
の
末
尾
に
は
藤
原

実
兼
に
よ
る
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

江
帥
云
。
此
事
我
槌
委
ハ
雌
無
見
書
。
故
孝
親
朝
臣
之
従
洗
祖
語
伝
之
由
被
語

也
。
又
非
無
其
請
。
大
略
粗
書

ニ
モ
有
所
児
歎
。

(後
略
)

(
35

)

こ
こ
で
大
江
匡
房
は
、
こ
の
説
話
は
、
橘
孝
親
朝
臣

(匡
房
の
母
方
の
祖
父
)
の

先
祖
か
ら
語
り
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
。

つ
ま
り

『
江
談
抄
』

に
書
き
留
め
ら
れ
る
十
二
世
紀
初
頭
以
前
に
は
、
こ
の
説
話
は
口
承
の
形
態
で
伝

え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
た
内
容
は
、
宮
氏
が

「
信
貴
山

縁
起
絵
巻
」
や

「
伴
大
納
言
絵
巻
」
に

つ
い
て
推
測
し
た
の
と
同
様
に
、
文
字
に

な

っ
た
も
の
よ
り
も
も

っ
と
豊
か
な
表
現
を
持

っ
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
文
字
が
全
く
触
れ
て
い
な
い
吉
備
や
鬼
や
唐
人
達

の
姿
形
や
表
情
、
そ

れ
か
ら
楼
の
構
造
や
宮
殿
の
豪
壮
さ
な
ど
、
ま
た
宮
城
門
の
存
在
に
つ
い
て
も
語

っ

て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
本
稿
が
、
新
た
に
作
ら
れ
た
場
面
で
あ
る

と
み
な
し
た
第

一
段
場
面
D
と
第
六
段
場
面
1
・
J
や
、
今
は
内
容
が
曖
昧
に
な

っ

て
し
ま

っ
た
第
二
段
と
第
五
段
の
宮
殿
の
景
で
の
出
来
事
に
つ
い
て
も
、

口
承
説

話
は
言
及
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
も
、
そ
の
よ
う
な
豊
か
な
内
容
の
説

70



話
が
十
二
世
紀
を
通
じ
て
語
り
継
が
れ
、
本
絵
巻
の
絵
師
の
耳
に
も
は
い
っ
て
い

た
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
詞
書
に
は
な

い
も

の
が
画
面
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と

へ

の
疑
問
は
忽
ち
に
氷
解
す
る
。
や
や
想
像

の
翼
を
広
げ
過
ぎ
た
が
、
こ
の
よ
う
な

可
能
性
も
考
慮
さ
れ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
本
絵
巻
の
画
面
が
、
右
で
想
像
し
た
よ
う
な
豊
か
な
内
容
か
ら
絵
画

化
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
詞
書
の
も
と
に
な

っ
た
書
承
説
話
か
ら

の
み
描
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
実
の
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
わ

か

っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
に
せ
よ
、
絵
師
は
そ
こ
か
ら
描
く
べ
き

も

の
を
取
捨
選
択
し

つ
つ
、
各
段
を
三
景
か
ら
成
る
同
じ
構
成
に
仕
立
て
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
絵
師
に
と

っ
て
は
、

こ
の
三
景
を
並

べ
た
構
成
こ
そ
が
、
説
話

が
展
開
す
る
舞
台
そ
の
も
の
だ

っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
三
種
の
景
は
ど
れ

一
つ
欠
け
る
こ
と
も
な
く

(第
四
段
と
第
五
段

の
宮
城
門
は
霞
の
中
に
消
え
入
り

そ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
存
在
す
る
)、
逆
に
同
じ
景
を
重
復
さ
せ
る
で
も

な
く
、

一
段
を
構
成
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
三
景

一
組
の
形
が

一
つ
の
舞
台
と
し

て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
本
絵
巻
の
過
剰

と
も
言
え
る
反
復
表
現
は
、
絵
師
が
、
出
来
事
と
と
も
に
こ
の
舞
台
そ
の
も

の
を

写
す
こ
と
を
画
面
構
成

の
基
本
と
し
た
と

こ
ろ
に
由
来
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注

1

史
実

で
は
、
吉
備
真
備

は
霊
亀

三
年

(
七

一
七

)
と

天
平

勝
宝

四
年

(
七

五

二
)

に

唐
に
渡
る
。

一
方
、
本
絵
巻

の
中

に
亡
霊

の
鬼
と
化

し

て
登

場
す

る
安

倍
仲
麻

呂

(
六

九
八
-
七
七
〇
)
は
、
霊
亀

三
年
に
吉
備
と
共

に
渡
る

が
、

そ

の
地

で
客
死

す

る
。
し

か
し
、
吉
備

の
二
度
目

の
入
唐

の
際

に
は
ま
だ
健

在

で
、
接

伴
役

を
勤

め

た
と

い
う
。

な
お
、
吉
備

の
生
涯
等

に

つ
い

て
は
、
小
松
茂
美

氏

に
よ

る
詳

し

い
考

証

が
あ

る

(
小

松
茂
美
「
『
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻

』
考
証
」

『
日
本
絵
巻
大
成

』
第

三
巻

、
中
央
公
論
社
、

昭
和
五

二
年
)
。

2

現
在
は
四
巻

に
改
装

さ
れ
て

い
る
。
本
絵
巻

の
伝
来

に

つ
い
て
は

、
既

に
諸
先

学

の

論
考

に
詳
述
さ
れ

て
お

り
、
そ

の
主
な
も

の
は
次

の
と

お

り

で
あ

る

。
矢
代

幸
雄

「
吉

備
大
臣
入
唐
絵
詞

」
(
『
美
術
研
究
』
第

二

一
号

、

昭
和

八
年

)
、
松

下
隆

章

「
吉

備
大

臣

入
唐
絵
詞
解
説
」

(『
美
術

研
究
』
第

一
八
三
号

、
昭

和

三
〇
年

)
、
梅
津
次

郎

「
粉
河

寺

縁
起
絵
と
吉
備
大
臣
入
唐
絵

」
(
『
日
本
絵
巻
物

全

集
』

第

五
巻

、
角

川
書
店

、
昭

和
三

七
年
)
、
注
1
掲
載
論
文

。

3

『
江
談
抄

』
(群
書
類

従
本

、
京
都
国
立
博
物
館

本

)
第

三
所

収

。

『
江

談
抄

』
は
大

江
匡
房

(
一
〇

四

一
ー

=

=

)

の
談
話
を
藤
原

実

兼

(
一
〇

八

五
ー

一

一
一
二

)

が
筆

録
し
た
も
の
で
、
原
本
は
失
わ
れ

て
い
る
が
、
そ

の
成

立

は
匡
房

の
最

晩
年

に
あ

た

る
十

二
世
紀
初
頭
頃
と
推
定
さ
れ

て
い
る
。

4

大
東
急
記
念
文
庫

所
蔵

『
建
久
御
巡
礼
記
』

の
巻
末

に
付
随

(
『
日
本
絵

巻
物

全
集

』

第
五
巻
お

よ
び

『
日
本

絵
巻
大
成
』
第

三
巻

に
全

文

の
写
真

を

掲
載

)
。
梅

津
氏

は

こ
れ

に

つ
い
て
、
書

写
年

代
は

『
建
久
御
巡
礼
記

』
が
成
立

し

た
建

久

三
年

(
一
一
九

二
)
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を
遡
り
得
な

い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は

こ
の
文
章

の
成

立

そ
の
も

の
の
上

限
を

規
定

す

る
も

の
で
は
な

い
と
述

べ
、

こ
れ
は

『
江
談
抄
』

か
ら

「
吉

備
入

唐

間
事

」

が
単
独

に

別
出
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
た

(
注

2
掲
載

梅
津

論
文

、

一
一
頁

)
。
ま

た
小

松
氏
の
調
査

に
よ
れ
ば
、

こ
れ

は
も
と

は

『
建
久
御
巡
礼
記

』
の
紙
背

文
書

で
あ

っ
て
、

そ
の
文
体

が
流
布
本

の

『
江
談
抄
』

よ
り
も
古
体

で
あ
る

こ
と

か

ら
推
測

す

る

に
、
『
江

談
抄

』
の
古
本

か
ら

一
二
〇
〇
年
代

の
初

め
頃
に
書

写
さ

れ

た
も

の

で
は
な

い
か
と

い

う

(
注
1
掲
載
論
文

、

=
二
〇
1

=

二
一
頁
)
。
両
氏

の
説

は

、
本
文

を

『
江

談
抄

』

か

ら
派
生
し
た
も
の
と
み
な
す
点

で

一
致
し
て

い
る
。

5

こ

の
二
資
料
と
本
絵
巻
の
詞
書
と

の
比
較

に

つ
い

て
は
、

注
2

掲
載

の
諸
論

文

で
既

に
考
究
さ
れ

て
い
る
が
、
そ

の
詳
細
は
本
稿

で
は
省

略

す

る
。
結

論

だ
け

を
引

用
す

れ

ば
、
三
者

の
内
容
は
極
め

て
近
似
し

て
お
り
、
本
絵

巻

の
詞

書

は
他

二
者

の
い
ず

れ
か

を
直
接

の
典
拠
と
す

る
か
、
あ

る
い
は
こ
れ

に
極

め

て
近

い
間
接

の
派
出

で
あ

る
と
考

え
ら

れ
て
い
る
。
ま

た
、
国
文
学

の
方
面

に
お
い

て
も

、
中

間

の
資

料

は
存

在
す

る
か

も
し

れ
な
い
が
、
詞
書

は

『
江
談
抄

』
を
源
流

と
す

る
も

の

で
あ

ろ
う

と

い
う
考

察

が

な
さ
れ
て
い
る

(野

口
博
久
「
『吉
備

大
臣
物

語
』
小
考

」
東

京

教
育

大

学
中

世
文

学
談

話
会

編

『和

歌
と
中
世
文
学

』
、
昭
和

五
十
二
年
)
。

6

注
2
掲
載
の
諸
論

文
は
も
と
よ
り
、
本

絵
巻
を
取

り
扱

う
著

述

の
殆

ど

は

こ
の
点

に

言
及
す
る
。

7

「
景
」
と

い
う
用
語

に

つ
い
て
は
拙
稿
参
照

(
瀧

尾
貴

美

子

「
絵
巻

に
お

け
る

『
場

面
』
と

『
景
』
」
『
美
術
史
』
第

一
=

号
、
昭
和

五
十

六
年

)
。
た
だ

し
本

稿

で
は

、
本

絵
巻

の
特
殊
性

に
よ
り
、
場
面

の
有
無

に
拘
わ

ら
ず
、

画
面

上

に
設

定

さ
れ

る
空

間
を

全

て

「
景
」
と
呼

ぶ
事

に
な
る

の
で
、
単

に

「
画
面

上

に
設

定

さ
れ

る
空
間

」
と

す

る

方
が
よ
り
相
応
し

い
。
ま
た

「
場
面
」

に

つ
い
て
は
、

先
述

の
拙

稿

に
お

い

て
は

「
ス

ト
ー
リ
ー
に
関
与
す

る
或

る
登
場
人
物
あ
る

い
は

事
物

の
或

る

一
瞬

に
お

け
る
様

態
を

描
写
し

た
も

の
」
と
定
義

し
た
が
、
実
際

に
は
、

一
つ
の
場

面

は
或

る

一
瞬

だ

け

で
は

な
く
、

そ
の
前
後

に
わ
た
る
時
間
経
過
を
暗
示
的

に
含

ん

で

い
る

こ
と

が
多

い
。

従

っ

て

「
或

る

一
瞬

に
お
け
る
」
と

い
う
制
約
は
、
厳
密

に
は
適

合
し

な

い
場
合

も
あ

る
。

8

そ

の
表
現

が
単

調
に
陥

ら
な

い
よ
う

に
、
霞

の
か
け

方

や
添
景

に
種

々

の
工
夫

が
凝

ら
さ
れ

て
い
る
点

に

つ
い
て
は
、
注
2
掲
載
矢
代
論

文

に
詳

述

さ
れ

て

い
る

の
で
本
稿

で
は
述

べ
な

い
。

9

注

2
掲
載
矢
代
論
文

、

一
三
頁
。

10

注

2
掲
載
梅
津
論
文

、

一
六
頁
。

11

厳
密

に
言

え
ば

、
H
の
鬼
が
古
暦
を
求
め
る
場
所

は
楼

で
は
あ

り
得

な

い
が
、

こ

の

部
分

に

つ
い
て
は
無
視

す
る
。

12

本
稿

に
お
け
る

「場

面
」

の
定
義

に

つ
い
て
は

、
注

7
参

照

。

13

場
面

B
に
は
、
ω

『
文
選
』

の
箱
を
抱
え
る
男

、
②

傘
蓋

を
持

つ
顎

髪

の
男

、
③
団

扇
を
持

つ
男
、
以
上

三
人
の
従
者
が

い
る
。
場
面
H

で
は

四
人

に
な

る
が

、
先

の
三
人

は
、
ω

・
②
は
同
じ
物

を
持
ち
、
③
は
博
士

の
下

り

た
馬
を

抑

え
る
役

で
登

場
す

る
。

た
だ

し
、
場

面
C
で
楼
内
を
覗
き
込

ん
で
い
る
男

に

つ
い
て
は

、
ω

・
③

で
は
な

い
こ

と

は
明

ら
か
で
あ
る
が
、
②
あ
る

い
は
場
面
B

に
居

る
も

う

一
人

の
男

で
あ

る
か

否
か

判
断

で
き

な

い
。

14

注

2
前

掲
矢
代
論
文
、
九
頁
。
本
絵
巻

に

つ
い

て
の
他

の
解
説

も
殆

ど

は

こ
れ

を
踏
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襲
し

て
い
る
。

15

小
松
茂
美

「
図
版
解
説
」
『
日
本
絵
巻
大
成
』
第

三
巻

、
七

七
頁

。

16

矢
代
氏

は
こ
の
点

に

つ
い
て
、
宮
城
門

は

「
そ
れ
自

身

、
何
等

説

話
上

の
役

割
を

帯

び

て
居
ら
な

い
」

が

「
種

々
な

る
人
物
が
楼
門
と

宮
廷

と

の
間

を
往

反
す

る
為

に
、
彼

等

は
常

に
宮
門
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
地

理
的

必

要
を
持

つ
」
と

述

べ

て
い
る

(
注

2
掲
載
矢
代
論
文

、

=
二
頁

)。
こ
の
限
り

で
は

、
宮

城
門

は
独

立

し
た

一
つ
の
景

と

い
う

よ
り
も
宮
殿

の
景

の

一
部
と
見

る
方

が
妥

当

で
あ

る
。

し
か

し

、
画
面

上

の
宮

城
門
と
宮
殿

の
間

に
は
、
霞

に
覆

わ
れ

る
こ
と

に
よ

っ
て
省

略

さ
れ

た
空

間

が
あ

る

の

で
、
本
稿

で
は
そ
れ
ぞ
れ
を
別
個

の
景
と

み
な
し

た

。

17

注

2
掲
載
矢
代
論
文

、
八
頁
。

た
だ
し

、
矢
代

氏

は
同

時

に
、
詞

書

に
は

こ
れ

に

つ

い
て
の
記
述

が
な
い
こ
と
も
指
摘
し

て
い
る
。

18

五
人

の
従
者

の
う
ち
、
博
士

の
笏
を
持

つ
男
は
場

面

B

・
.B

の
ω

で
あ
り

、
団

扇
を

持

っ
男

は
③
で
あ

る

(
注
13
参

照
)
。他

三
人
に

つ
い
て

は
比
定

で
き
な

い
。

19

注

2
掲
載

矢
代

論
文

、
九
頁

。
本
絵
巻

に

つ
い
て

の
他

の
解

説

も
殆

ど

は

こ
れ
を
踏

襲
し

て
い
る
。

20

こ
こ
で
は
、
霞
が
景
と
し
て
の
役
割

を
果
た
し

て
い
る

の
で
あ
り
、
厳
密

に
言

え
ば
、

画
面

は
四
景
か
ら
成
る
。
第
三
段

場
面

D
お
よ
び
後

述
す

る
第

六

段
場

面

1

に
お

い

て

も

同
様

で
あ
る
。
し
か
し
本
稿

で
は
、
建

物
を
中
心

と

す
る

三
種

の
景

の
反
復

に
注

目

す

る
意
図
か
ら
、
こ
れ
ら
の

「
霞
の
景
」
に

つ
い
て
は

景

の
数

か

ら
除

外

す
る

こ
と

と

し
た
。
な
お
、
こ
れ
ら

の
霞
の
持

つ
意
味

に

つ
い
て
は

注

36
参
照

。

21

こ
の
部
分

に
相
当
す
る
詞
書

は
次
の
通
り

で
あ

る

(
仮
名

を
適

宜
漢

字

に
改

め

、
句

読
点
等
を
付

し
た
)
。

『
文
選
』

の
端

々
を
散

ら
し
お
き

た
る
を

見
て

、
唐

人
怪

し

み

て
云

く

「
こ
の
文

は

い
つ
れ

の
所

に
侍

り
け
る
そ
や
。
」
と
問

へ
ば

「
こ
の
文

は
我

が

日
本

国

に

『
文

選

』

と
言

ひ
て
人

の
皆

口

つ
け
た
る
文
な
り

。
」と
言

ふ
。

唐
人

驚
き

て
持

て
帰
る
時

に
、

吉
備

の
云
く

「
我
が
持
ち

た
る
本

に
見
合
わ

せ
ん
。
」
と
言

ひ

て

『
文

選

』
を
ば

借
り

取
り

つ
。

22

「
計
巻
カ
キ
ト
リ

テ
ワ
タ
セ

ル
ナ
リ
」
と

「
サ

テ

マ
タ
楼
ド

チ

テ
去
サ
リ
。。
」

の
部

分

に

つ
い

て
も
、
出
来
事

の
展
開
順
序

は
記
述

の
逆

で
あ

る
と

思
わ

れ

る
。
特

に

「
ワ
タ

セ

ル
ナ
リ
」
は

「吉

備
入
唐
間
事

」
で
は

「
A卍
渡

鴨日
本
池

」

と
な

っ
て
お
り

、

こ
の
意

味

で
あ

る
な
ら
ば

、
吉
備
が
帰
朝
す

る
際

の
こ
と
と

見

る

べ
き

で
あ

る

(
注

23
参

照
)
。

23

こ
れ
に
相
当
す

る
部
分

は
次

の
通

り
で
あ

る

(傍

点

筆
者

)
。

使
唐
人
来
者

目
吐
∠
天
。
各
佐

天
云
。
此
書

ハ
又
ヤ
侍

ト
云

二
。
多
也
ト
云

テ
A
卍
与
二
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

勅
使
驚
.
此
由
ヲ
坤
帝
ユ
。
些

日又
本
朝
ホ
有
歎
ト
越
問
。
出
来
天
已
経
㌃
序
。
口5

文
選
天
人
皆
為

口。
実
補
者
也
ト
云
テ
。
乞
請
取
謹

A刀勉
.越

濃

課

也
。
又

聞
天
云
。

(群
書
類
従
本

に
よ
る
)

末
尾

の

「
聞

天
云
」

は
、
京
都
国
立
博
物
館
本
で
は

「
聞

天
去

」
と

な

っ
て
い

る
。
前
後

の
文
脈
か
ら
見
る
と
、

い
ず

れ
も

「
閉

天
去
」

の
誤
写

で
あ

る
と

思

わ
れ

る
。

24

注
9
に
同
じ
。

25

注

10
に
同
じ
。

26

小

松
氏
は
、
こ

の
楼

の
中

に
吉
備

が
既
に
幽
閉

さ
れ

て

い
る
と
解

説

す

る

(
注

15
掲

載
書

、

=

二
頁
)
。
そ
う
考
え
る
場
合

に
は
、

一
つ
の
楼

が
、
絵

巻
を

鑑
賞

す

る
間

に
、

一73一



誰
も

い
な
い
空

の
状
態

(唐
人

が
鞭

で
指

し
示
す
楼

)
か

ら
吉

備

が
幽

閉
さ

れ

た
状
態

(唐
人

か
ら
切

り
離
し

た
楼

)

へ
と

そ
の
持

つ
意
味

を
変

化
さ

せ

る

こ
と

に
な

り
、
間

に
時

間
経

過
を
含

む
二

つ
の
場
面
を
表

現
す
る
こ
と

に
な

る
。

い
ず

れ

に
せ

よ

、

こ
れ

は
C
に
相

当
す
る
場
面

で
あ

る
。

27

注
2
掲
載
矢
代
論
文

、
八
頁
。
本
絵
巻

に

つ
い
て
の
他

の
解

説
も

殆

ど

は

こ
れ
を
踏

襲

し
て
い
る
。

28

注

2
掲
載

矢
代
論
文

、
八
頁
。

29

「
吉
備

入
唐
間
事

」
お

よ
び

「
吉
備
大

臣
物

語
」

で
は
、
囲

碁

の
難

題

に
続

い

て
こ

の
二
話
が
あ
り
、
そ
の
後

、
吉
備

は
よ
う
や
く
帰

朝

を
許

さ
れ

る

こ
と

に
な

っ
て
説
話

は
完
結

す
る
。

30

注
2
掲
載

の
諸
論
考

の
中

で
も

そ
の
可
能

性
は
示
唆
さ
れ

て
い
る
が
、
確
証

は
な
い
。

し
か
し
想
像
が
許

さ
れ
る
な
ら
ば

、
本
絵

巻

の
段
構

成

は

一
つ
の
事

件

を

二
段

で
表

し

て

い
る
の
で

(
第

一
段

と
第

二
段

は
吉
備

の
幽
閉
と

そ

れ

に
対

す

る
鬼

の
出

現

、
第

三

段

と
第
四
段
は

『
文
選
』
の
難
題

、
第
五
段
と
第
六

段

は
囲
碁

の
難

題

)
、
も

し

も
絵

巻

化

さ
れ

て
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
二
話
も
二
段
ず

つ
で
表

さ
れ

、
各
段

に
楼
、
宮
城
門
、

宮
殿

の
三
景

が
設
定
さ
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

31

注
2
掲
載
矢
代
論
文

、

一
二
頁
。

32

注
3

・
4

・
5
参
照
。

33

E
は
吉
備
と
唐

人

(勅
使

の
博

士
)

の
会
話

の
中

に
窟

入

し

て

い
る
か

ら

で
あ
り

、

F
は

「
光
巻
カ
キ
ト
リ

テ
ワ
タ

セ
ル
ナ
リ
」
と
共

に
削
除

さ

れ

て
し
ま

っ
た

の
で
あ

ろ

う

(
注
22
参
照
)
。

34

宮
次

男

「文

学
と
絵
巻

の
あ

い
だ
」

『国

語
と
国

文
学

』
第

五
七

巻
第

五

号
、
昭

和

五
五
年

、
九
ー

一
〇
頁
。

35

『尊

卑
分
脈
』
大
江
匡
房

の
項

、
お
よ
び

『
公
卿

補

任
』
寛

治

二
年

(
一
〇
八

八
)

大
江
匡
房

の
項

に
よ

る
。

36

本

稿

で
は
、
そ

の
意
図

す
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、

三
景

を
霞

に
隔

て

ら
れ

た
別
個

の
空

間
と
し

て
扱

っ
て
き

た
が
、
霞
が
景
と
し

て
の
役
割

を

持

つ
場
合

が
あ

る

こ
と

(
注
20

参
照
)
か
ら
も
明

ら
か
な
よ
う

に
、
霞
は
前
後

の
景
を

仕
切

を

の

で
は
な

く
、
結

岱
は

た
ら
き
を
し

て
い
る
。
霞

の
中

に
見
え
隠
れ
す
る
樹

木

や
牛

車

の
屋

根
も

こ
れ
を

助
長

す

る
。
す
な

わ
ち

、
楼

の
景
と
宮
城
門

の
景

の
間

の
霞

は

、

そ
の
間

の
道

の
り

を
短
縮

し

た
も

の
で
あ

り
、
宮
城
門

の
景
と
宮
殿

の
景

の
間

の
霞

は
、

そ

の
間

に
あ

る
べ
き
多

数

の
殿
舎

を
省
略

し
た
も

の
で
あ

る
。
従

っ
て
、
霞

の
背

後

で
は

三
景

は

一
連

の
地
続

き

の
関
係

に
あ
り
、

一
っ
の
舞
台
を
構
成
す

る
の

に
ふ

さ
わ

し

い
内

容

で
あ

る
。

そ
う

で
あ

っ
て
こ
そ
、
霞

の
中
を
右

か
ら
左

へ
動

く
場

面

は
、

宮

殿

へ
近

付

く
と

い
う
意
味

を
持

っ
の
で
あ
り
、
ま

た
、
先

に
は
説
話
展
開

の
中

で
の
特

定

の
役

割

が
認

め
ら

れ
な

か

っ
た
第
六
段

の
宮
城
門

の
前
で
外
を
眺
め
る
男

に
も
、

画

面

の
流
れ

の
中

で
は

、

こ

こ
へ
帰

っ
て
来

る
名
人

の

一
行
を
持
ち
受
け
る
と

い
う
役
割
が
与
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

〔付
記

〕

本
稿

の
挿

図
は
、
大

塚
巧
芸
社
発
行

の
複
製
本

(
美

術

研
究

所
編

輯

、
昭
和

九
年

)
か

ら
転
写

し
た
も
の
で
あ
る
。
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