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美
術
作
品
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
。
中
世
の
絵
画
を
対
象
と
し
て
言
う
な
ら
ば
様
々
な
方
法
が
あ
る
。

　
そ
の
作
品
を
描
い
た
絵
師
の
様
式
を
分
析
す
る
方
法
。
絵
の
中
の
モ
チ
ー
フ
の
象
徴
的
意
味
を
考
え
て
い
く
方
法
。
あ
る
主
題
が
、

他
の
同
類
の
絵
で
は
い
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
を
比
較
し
、
そ
の
主
題
の
系
譜
の
中
で
特
徴
を
捉
え
る
方
法
。
絵
の
特
徴
を
、

絵
師
や
注
文
主
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
や
、
そ
の
時
代
や
社
会
の
様
相
と
関
連
づ
け
て
語
る
方
法
。
さ
ら
に
は
、
作
品
を
注
文
し
享

受
し
た
者
の
立
場
か
ら
、
そ
の
理
想
や
願
望
の
表
出
と
し
て
作
品
を
解
釈
す
る
方
法
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々

の
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
作
品
解
釈
は
、
そ
れ
ら
を
重
ね
て
多
角
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。

　
本
書
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
方
法
を
複
合
さ
せ
て
解
釈
を
導
い
て
い
き
た
い
の
だ
が
、
本
書
で
目
指
し
た
い
こ
と
を
端
的
に
言
う

な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
あ
る
解
釈
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
作
品
の
見
せ
る
表
情
が
、
生
き
生
き
と
意
味
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

よ
う
な
読
み
を
提
示
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
あ
る
作
品
に
お
い
て
は
、
そ
の
作
品
な
ら
で
は
の
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
作
品

固
有
の
表
現
が
「
な
ぜ
」
行
わ
れ
た
の
か
。
誰
が
、
何
の
た
め
に
作
り
、
そ
の
作
品
が
ど
の
よ
う
な
場
で
見
ら
れ
た
と
想
定
す
る
な

ら
ば
、
そ
の
表
現
が
意
味
の
あ
る
も
の
と
な
る
の
か
。
そ
の
よ
う
な
「
な
ぜ
」
に
答
え
ら
れ
る
解
釈
を
行
い
た
い
の
で
あ
る
。

　
絵
は
、
言
葉
と
は
異
な
る
表
現
媒
体
で
あ
り
、
言
葉
の
よ
う
に
何
か
を
明
確
に
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
分
、
そ
こ
に
単
線
的
で
は
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な
い
意
味
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
盛
り
込
ま
れ
、
制
作
者
側
の
込
め
た
意
味
や
思
い
を
伝
え
て
い
る
。
絵
を
見
る
我
々
に
も
そ
れ
は
漠
然

と
受
け
止
め
ら
れ
る
。
し
か
し
絵
と
い
う
媒
体
か
ら
漠
然
と
受
け
止
め
た
も
の
を
、
言
語
化
し
、
説
得
力
を
持
つ
形
で
意
味
づ
け
、

歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
を
ど
れ
ほ
ど
懸
命
に
行
っ
て
も
、
一
つ
の
正
解
に
辿
り
つ

け
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
絵
の
読
み
に
そ
も
そ
も
一
つ
の
正
解
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
絵
が
発
す
る
ニ
ュ
ア

ン
ス
を
可
能
な
限
り
鋭
敏
に
受
け
止
め
、
そ
れ
を
よ
り
的
確
に
語
り
、
絵
の
意
味
を
拓
い
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
解
釈
を
行

う
こ
と
を
目
指
し
た
い
。
そ
れ
が
、
そ
の
作
品
や
作
品
を
作
っ
た
人
々
に
寄
り
添
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
作
品
を
作
っ
た
の
は
、
今
を
生
き
る
「
私
」
と
は
異
な
る
人
々
で
あ
る
。
別
の
時
代
に
生
き
た
、
身
分
も
、
経
済
状
況
も
、
家
族

構
成
も
、
あ
る
い
は
性
別
も
、
社
会
の
シ
ス
テ
ム
も
、
価
値
観
も
、
差
し
迫
っ
て
い
る
問
題
も
、
異
な
る
人
々
で
あ
る
。
今
、
美
術

作
品
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
も
の
が
作
ら
れ
た
の
は
、
そ
こ
に
、
そ
の
人
々
の
何
ら
か
の
思
い
が
託
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
思

い
は
し
か
し
、
崇
高
な
理
想
や
願
望
で
あ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
他
者
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
欲
望
で
あ
る
場
合
も
、
身
に
迫
る
危
険

に
対
す
る
恐
怖
や
、
対
立
し
て
い
る
者
へ
の
敵
対
感
情
で
あ
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
が
複
合
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
た

め
美
術
作
品
に
は
、
何
か
が
理
想
的
に
尊
厳
を
も
っ
て
表
さ
れ
も
す
れ
ば
、
何
か
が
見
下
さ
れ
る
よ
う
に
侮
蔑
的
に
描
か
れ
た
り
も

す
る
。
そ
の
様
々
な
表
情
を
見
逃
さ
ず
、
作
品
の
細
部
を
観
察
す
る
と
同
時
に
全
体
を
見
て
そ
の
特
徴
を
捉
え
た
い
。
そ
し
て
、
ど

の
よ
う
な
社
会
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
、
ど
の
よ
う
な
問
題
に
直
面
し
て
い
た
人
が
そ
の
作
品
を
作
っ
た
の
か
、
そ

れ
ら
を
表
現
の
特
徴
と
関
連
さ
せ
て
考
え
、
表
現
の
意
味
に
迫
り
た
い
。
そ
れ
が
、
他
の
時
代
、
社
会
、
立
場
を
生
き
た
人
が
作
っ

た
作
品
に
、
美
術
史
研
究
者
と
し
て
の
私
が
少
し
で
も
近
づ
き
う
る
方
法
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
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あ
る
作
品
で
「
な
ぜ
」
そ
の
よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
も
、
そ
の
よ
う
な
「
な
ぜ
」
に
答
え
よ

う
と
研
究
を
進
め
て
き
た
。

　
た
と
え
ば
、「
桑
実
寺
縁
起
絵
巻
」
で
は
、
十
六
世
紀
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
は
珍
し
い
ほ
ど
の
、
遠
近
感
を
巧
み
に
表
し
た
景

観
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
詞
書
に
語
ら
れ
る
薬
師
如
来
の
飛
来
を
描
く
背
景
の
景
色
と
い
う
だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
よ
う
な

景
観
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
景
観
表
現
が
な
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
表
現
の
素
晴
ら
し
さ
ゆ
え
に
、

そ
の
疑
問
は
大
き
か
っ
た
。
そ
の
景
観
表
現
が
、
桑
実
寺
付
近
か
ら
見
え
る
実
際
の
景
色
を
写
す
よ
う
に
描
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
後
も
、
そ
れ
を
「
写
実
的
」
で
あ
る
と
い
う
用
語
で
済
ま
せ
る
の
で
は
な
く
、
誰
に
と
っ
て
、
な
ぜ
、
こ
の
景
観
表
現
が

必
要
で
あ
っ
た
の
か
を
知
り
た
い
と
、
考
察
を
進
め
た
［
1
］。

　
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
「
酒
伝
童
子
絵
巻
」
で
は
、
鬼
の
酒
伝
童
子
に
捉
え
ら
れ
た
女
性
た
ち
を
助
け
に
行
っ
た
は
ず
の
武
士
が
、

鬼
に
言
わ
れ
る
ま
ま
女
性
の
足
の
肉
を
食
べ
る
と
こ
ろ
が
、
手
で
肉
を
つ
ま
み
上
げ
口
に
入
れ
る
と
い
う
形
で
描
か
れ
て
い
る
。
ヒ

ー
ロ
ー
で
あ
る
は
ず
の
武
士
が
野
蛮
と
も
言
え
る
よ
う
な
行
為
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
な
ぜ
、
こ
の
絵
巻
で
は
大
き
く
描
か
れ

た
の
だ
ろ
う
。
武
士
た
ち
の
顔
の
表
情
が
、
画
一
的
と
も
言
え
る
よ
う
な
冷
淡
な
表
情
に
描
か
れ
て
い
る
の
も
疑
問
で
あ
り
、
そ
れ

ら
を
端
緒
と
し
て
研
究
を
進
め
て
い
っ
た
［
2
］。

　「
日
本
美
術
史
」
の
中
で
は
、
個
々
の
作
品
は
そ
の
体
系
を
構
築
す
る
要
素
と
し
て
の
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
研

究
に
お
い
て
も
、
絵
の
主
題
や
意
味
を
追
求
す
る
こ
と
よ
り
も
、
制
作
さ
れ
た
時
代
や
絵
師
を
特
定
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
視
さ
れ

て
き
た
。
そ
れ
は
「
日
本
美
術
史
」
と
い
う
体
系
自
体
が
、
明
治
期
に
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
見
せ
る
も
の
と

し
て
作
ら
れ
た
と
い
う
成
立
事
情
に
も
よ
っ
て
い
る
。
日
本
美
術
史
の
最
初
の
概
説
書
は
、
一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
の
た

め
に
編
纂
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
語
版
のH

istoire de l’art du Japon

で
あ
っ
た
。
日
本
美
術
史
が
構
築
さ
れ
た
の
は
、
日
本
が
独
自
の
文

化
を
持
つ
国
で
あ
る
こ
と
を
諸
外
国
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
一
等
国
の
仲
間
入
り
を
す
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、
天
皇
家
の
権
威
を
高
め

て
国
民
の
一
体
感
を
高
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
体
系
の
構
築
の
た
め
に
、
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
に
全
国
に
散
ら
ば
る
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古
美
術
の
本
格
的
な
調
査
が
始
め
ら
れ
、
美
術
の
模
範
、
歴
史
の
資
料
と
し
て
国
家
に
と
っ
て
重
要
か
否
か
と
い
う
基
準
の
も
と
に

個
々
の
作
品
は
十
段
階
の
等
級
に
分
け
て
登
録
さ
れ
、
美
術
史
と
い
う
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
［
3
］。
国
家
＝
権
力

者
の
側
に
立
っ
た
物
差
し
に
よ
っ
て
、
各
作
品
は
ラ
ン
ク
を
分
け
ら
れ
、
美
術
史
と
い
う
単
線
的
な
時
間
軸
の
中
に
配
置
さ
れ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

　「
日
本
美
術
史
」
は
、
そ
の
よ
う
な
成
立
事
情
を
持
っ
て
い
る
。
今
日
に
お
い
て
も
、
美
術
を
国
の
華
と
し
て
扱
う
シ
ス
テ
ム
に

揺
る
ぎ
は
な
く
、
日
本
美
術
の
素
晴
ら
し
さ
を
語
る
こ
と
に
た
め
ら
い
を
持
つ
人
は
少
な
い
。
本
書
に
お
い
て
は
、
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
よ
う
な
「
日
本
美
術
史
」
を
維
持
し
補
強
す
る
た
め
で
は
な
く
、
作
品
そ
の
も
の
に
向
き
合
い
、
そ
の
作
品
固
有
の
表
現
に
対

し
て
わ
き
上
が
る
「
な
ぜ
」
と
い
う
疑
問
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
な
解
釈
を
行
っ
て
い
き
た
い
の
で
あ
る
。

　
そ
の
「
な
ぜ
」
は
、「
ざ
ら
つ
き
」
と
い
う
言
葉
に
も
置
き
換
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
歴
史
人
類
学
者
の
長
谷
川
ま
ゆ
帆
氏
は
、
史

料
の
読
み
方
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
、「
ざ
ら
つ
き
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
以
下
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
［
4
］。

予
め
わ
か
っ
て
い
る
見
方
や
観
念
的
な
理
念
、
思
想
の
枠
組
み
に
、
ピ
ッ
タ
リ
と
合
う
素
材
だ
け
を
切
り
取
っ
て
き
て
、
都
合

よ
く
並
べ
て
見
せ
る
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
既
存
の
理
論
や
イ
メ
ー
ジ
、
支
配
的
な
見
方
か
ら
は
み
出
し
て
い
く
も
の
、
隠

さ
れ
て
き
た
も
の
、
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
も
の
に
、
繊
細
な
眼
を
向
け
な
が
ら
、
対
象
と
の
対
話
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
る

新
し
い
意
味
を
創
造
し
て
い
く
こ
と
、
そ
こ
に
歴
史
学
の
ほ
ん
と
う
の
醍
醐
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
個
別
性
」
と
い
う
歴

史
の
中
の
「
ざ
ら
つ
き
」
を
回
避
す
る
こ
と
な
く
、
対
象
そ
の
も
の
が
発
す
る
特
殊
な
輝
き
や
不
協
和
音
を
敏
感
に
キ
ャ
ッ
チ

し
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
上
で
、
そ
れ
ら
が
有
す
る
集
合
的
な
社
会
と
の
絆
・
結
び
つ
き
を
、
幅
広
い
視
野
の
中
に

位
置
づ
け
て
理
解
し
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

　
長
谷
川
氏
も
、
既
存
の
思
想
の
枠
組
み
に
資
す
る
も
の
と
し
て
史
料
を
使
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
は
み
出
し
て
い
く

も
の
に
目
を
向
け
、
対
象
と
の
対
話
に
よ
っ
て
、
対
象
の
特
殊
な
輝
き
を
キ
ャ
ッ
チ
し
、
対
象
か
ら
新
し
い
意
味
を
引
き
出
し
て
い

こ
う
と
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
史
料
と
社
会
と
の
関
係
が
新
た
に
見
え
て
く
る
、
と
し
て
い
る
。

　
歴
史
学
な
ど
の
研
究
分
野
に
お
い
て
は
、
西
洋
白
人
男
性
お
よ
び
そ
れ
に
準
ず
る
者
が
作
っ
て
き
た
近
代
の
思
想
の
枠
組
み
を
見

直
し
、
彼
ら
が
そ
の
主
体
性
を
確
立
す
る
た
め
に
抑
圧
し
排
除
し
て
き
た
様
々
な
他
者
、
す
な
わ
ち
非
西
洋
、
女
性
、
被
差
別
民
、

病
者
、
子
ど
も
等
に
目
を
向
け
、
掬
い
上
げ
る
研
究
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
被
抑
圧
者
の
側
に
立
っ
た
思
考
が
模
索
さ
れ
、
権
力

者
が
書
き
記
す
が
故
に
残
さ
れ
る
歴
史
史
料
の
上
に
は
現
れ
な
い
様
々
な
も
の
、
た
と
え
ば
、
文
字
を
持
た
な
い
民
衆
の
、
あ
る
い

は
女
性
の
、
習
慣
や
言
い
伝
え
、
言
葉
を
発
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
者
の
思
い
、
あ
る
い
は
、「
正
統
」
な
歴
史
学
が
扱
わ

な
い
よ
う
な
素
材
な
ど
も
、
研
究
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
こ
れ
ま
で

に
研
究
対
象
と
さ
れ
て
き
た
史
料
に
対
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
見
出
し
た
の
と
同
じ
よ
う
な
別
の
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、「
新
し
い
意

味
の
創
造
」
と
な
る
よ
う
な
解
釈
が
可
能
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
長
谷
川
氏
は
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
「
新
し
い
意

味
の
創
造
」
と
は
、
好
き
勝
手
に
意
味
を
作
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
権
力
を
持
っ
て
都
合
よ
く
体
系
を
作
る
側

か
ら
で
は
な
く
、
対
象
の
あ
り
様
を
繊
細
な
目
で
見
て
、
対
話
を
す
る
よ
う
に
、
そ
の
史
料
が
書
か
れ
た
状
況
に
近
づ
く
べ
く
、
思

考
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
を
研
究
す
る
側
が
持
つ
な
ら
ば
、
史
料
は
新
た
な
側
面
を
見
せ
、
そ
の
新
し
い
意
味
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

　
史
料
は
そ
れ
を
研
究
す
る
側
の
姿
勢
次
第
で
、
新
た
な
側
面
を
見
せ
る
の
だ
と
い
う
議
論
か
ら
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
理
論
か
ら
導

き
だ
さ
れ
た
「
行
為
体
」
と
い
う
概
念
を
使
っ
て
、
史
料
へ
の
新
た
な
対
峙
の
仕
方
を
提
示
し
た
千
野
香
織
氏
の
論
も
想
起
さ
れ

る
［
5
］。
千
野
氏
は
、「
私
た
ち
は
「
行
為
を
遂
行
す
る
こ
と
」perform

ativity

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
」
と
い
う
考
え
方
を
示
し
、

「
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
絶
対
的
な
「
主
体
」
な
ど
な
い
」、「
客
観
的
な
「
主
体
」
が
、
客
観
的
な
「
史
料
」
を
研
究
す
る
こ
と
な
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ど
、
あ
り
え
な
い
」
と
し
、
私
た
ち
の
研
究
は
、
表
象
か
ら
の
働
き
か
け
に
応
え
て
行
わ
れ
、
ま
た
私
た
ち
が
行
う
研
究
に
よ
っ
て

表
象
の
新
た
な
意
味
が
構
築
さ
れ
、
表
象
も
新
た
な
「
行
為
体
」
と
な
る
、
と
し
て
い
る
。
研
究
す
る
我
々
も
表
象
も
、
相
互
に
働

き
か
け
、
働
き
か
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
新
た
な
行
為
体
へ
と
変
化
す
る
の
だ
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
既
存
の
観
念
に
捉
わ
れ
ず
、
変

化
し
得
る
自
分
が
対
象
と
向
き
合
う
な
ら
ば
、
対
象
は
新
た
な
意
味
を
出
現
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
思
考
に
励
ま
さ
れ
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
思
考
が
依
拠
し
て
い
る
知
の
諸
理
論
の
恩
恵
に
与
っ
て
、
私
も
本
書

に
お
い
て
三
つ
の
絵
巻
作
品
を
取
り
上
げ
、
各
作
品
と
対
話
を
し
な
が
ら
、
新
た
な
読
み
を
創
造
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
本
書
で
取
り
上
げ
る
の
は
、「
粉こ

河か
わ
で
ら寺

縁
起
絵
巻
」
と
「
信し

ぎ貴
山さ
ん

縁
起
絵
巻
」、
そ
し
て
「
掃は
い
ず
み墨

物
語
絵
巻
」
で
あ
る
。

　
本
書
で
こ
の
三
つ
の
絵
巻
作
品
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
こ
の
三
つ
の
絵
巻
に
描
か
れ
る
女
性
像
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
巻
全
体
の
解

釈
と
関
わ
る
よ
う
な
「
ざ
ら
つ
き
」
を
、
す
な
わ
ち
、「
な
ぜ
」
こ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
と
疑
問
に
思
え
る
よ
う
な
様

相
を
、
見
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
絵
巻
で
は
女
性
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の

解
釈
の
中
で
は
表
象
と
し
て
の
そ
の
重
要
性
が
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
。
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
女
性
像
は
絵
の
意
味
を
読
み
解
く
際

の
鍵
と
な
り
う
る
。
本
書
で
は
三
つ
の
絵
巻
の
中
の
女
性
像
に
焦
点
を
当
て
、
そ
れ
を
起
点
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
巻
全
体
を
新

た
に
読
み
直
す
こ
と
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
で
は
各
作
品
の
女
性
像
に
あ
る
「
ざ
ら
つ
き
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
そ
の
例
と
し
て
、
第
一
章
で
取
り
上
げ
る

「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
の
中
の
女
性
の
表
現
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
述
べ
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
の
女
性
像
に
見
る
「
ざ
ら
つ
き
」

　「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
は
、
和
歌
山
県
の
粉
河
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
一
巻
五
段
の
絵
巻
で
あ
る
。
制
作
事
情
は
一
切
明
ら
か
で
は
な

い
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
平
安
時
代
、
十
二
世
紀
の
制
作
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
絵
巻
に
は
二
つ
の
話
が
収
め
ら
れ
て
い

る
。
第
一
話
は
、
猟
師
が
粉
河
で
観
音
堂
を
建
て
る
話
、
第
二
話
は
、
粉
河
観
音
の
お
か
げ
で
河
内
国
の
長
者
の
娘
の
病
が
治
る
話

で
あ
る
。
第
二
話
で
は
、
娘
の
ひ
ど
い
病
が
粉
河
か
ら
来
た
童
の
祈
禱
に
よ
り
治
っ
た
た
め
、
娘
が
一
族
の
者
と
と
も
に
翌
年
粉
河

へ
赴
き
、
粉
河
の
観
音
の
前
で
出
家
し
た
と
い
う
話
が
語
ら
れ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
第
二
話
で
病
床
に
伏
す
娘
の
描
か
れ
方
で
あ
る
。
病
の
娘
の
姿
を
見
て
み
よ
う
［
図
1
、
口
絵
1
］。
娘

は
顔
を
苦
痛
に
ゆ
が
め
、
眉
間
に
し
わ
を
寄
せ
、
口
を
開
け
て
お
り
、
そ
の
髪
は
頭
上
に
ま
る
ま
っ
て
い
る
。
体
を
見
る
と
胸
ま
で

は
だ
け
ら
れ
、
乳
房
に
は
乳
首
ま
で
描
か
れ
て
い
る
。
体
に
は
赤
い
斑
点
が
い
く
つ
も
付
け
ら
れ
、
斑
点
は
顔
や
手
、
衾
か
ら
の
ぞ

図 1	 粉河寺縁起絵巻　第 3段　粉河寺蔵

く
足
先
に
も
及
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
娘
の
近
く
で
看
病
を
し
て
い
る
女
た
ち
を
見
る
と
、

こ
の
家
に
仕
え
る
女
た
ち
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
娘
に
対
し
顔
を
し
か
め
た
り

笑
う
よ
う
な
そ
ぶ
り
を
見
せ
て
い
る
。

　
娘
は
、
こ
の
よ
う
に
、
体
に
病
の
症
状
（
赤
い
斑
点
）
を
付
せ
ら
れ
、
胸
も
は
だ
け

て
描
か
れ
、
侍
女
に
さ
え
笑
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
女
性
の
姿
は
、
病
で
あ
る
が
故
の
当

然
の
姿
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
姿
が
、
他
の
絵
に
表
現
さ
れ
る
病
の
女

性
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
他
の
絵
に
お
い
て
は
、
病
で
あ
っ
て
も

そ
の
症
状
は
付
さ
ず
、
体
も
は
だ
け
ず
に
描
く
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
他
の
い
く
つ
か
の
中
世
の
絵
巻
に
お
け
る
病
の
女
性
の
表
現
と
比
較
し
、
こ
の
女
性

の
姿
が
特
異
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

　
最
初
に
「
桑
実
寺
縁
起
絵
巻
」（
一
五
三
二
年
）
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
絵
巻
に
は
、

病
に
伏
せ
る
天
智
天
皇
の
娘
、
阿
閇
姫
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
詞
書
に
は
「
都
に
五

種
の
霊
病
」
が
起
こ
り
、
阿
閇
姫
も
「
宿
霧
に
侵
さ
れ
」
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
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し
絵
で
は
姫
の
顔
は
真
っ
白
に
塗
ら
れ
、
目
鼻
は
「
美
人
」
を
描
く
引
目
鉤
鼻
の
手
法
で
表
さ
れ
、
ま
っ
す
ぐ
な
黒
髪
が
長
く
描
か

れ
て
い
る
［
図
2
・
3
］。
顔
以
外
に
は
肌
を
見
せ
る
と
こ
ろ
も
な
く
、
左
側
の
侍
女
も
姫
の
背
中
に
手
を
当
て
て
姫
を
気
遣
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
の
病
の
女
性
は
、
顔
を
少
し
俯
か
せ
侍
女
に
気
遣
わ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
病
気
の
症
状
な
ど
は
何
も
表
現
さ
れ
て
お
ら

ず
、
通
常
の
美
人
を
描
く
手
法
に
よ
っ
て
、
通
常
の
女
性
像
以
上
と
言
え
る
ほ
ど
美
し
く
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
こ
の
女
性
が
天
智
天
皇
の
娘
、
阿
閇
姫
と
い
う
身
分
の
高
い
女
性
だ
か
ら
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
身
分
の
低
い
女
性
の
病

の
姿
は
、
ど
の
よ
う
に
表
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
他
の
絵
を
見
て
み
よ
う
。

　「
春
日
権
現
験
記
絵
巻
」（
一
三
〇
九
年
）
第
九
巻
第
二
段
で
は
、
都
の
「
貧
し
き
女
」
が
「
大
病
を
受
け
」、
自
分
が
死
ぬ
前
に
息

子
を
僧
に
し
た
い
と
願
い
、
興
福
寺
の
僧
の
計
ら
い
で
息
子
の
出
家
姿
を
見
る
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
病
の
女
性
は
「
貧
し
き

女
」
と
さ
れ
、
身
分
も
低
い
の
だ
ろ
う
が
、
絵
に
描
か
れ
る
姿
は
、
や
は
り
「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
の
娘
の
よ
う
な
表
現
と
は
な
っ

図 2	 桑実寺縁起絵巻　上巻第 2段　桑実寺蔵

図 3	 桑実寺縁起絵巻　上巻第 2段図 5	 石山寺縁起絵巻　第 5巻第 4段　
	 石山寺蔵

図 4	 春日権現験記絵巻　第 9巻第 2段
	 宮内庁三の丸尚三館蔵

て
い
な
い
［
図
4
］。
顔
を
袖
で
隠
し
泣
い
て
い
る
様
子
で
あ
る
が
、
顔
は
白
く
髪
も
ま
っ
す
ぐ
に
長
く
、
服
も
乱
れ
て
い
な
い
。
女

の
右
側
に
は
息
子
が
お
り
、
左
に
は
世
話
を
し
て
い
る
よ
う
な
女
も
描
か
れ
、
食
べ
物
や
飲
み
物
も
用
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
女
性

を
笑
う
者
も
い
な
い
。
身
分
が
低
く
と
も
、
こ
の
女
性
は
尊
重
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
で
は
、「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
の
娘
は
、
な
ぜ
あ
の
よ
う
に
描
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。
絵
巻
の
物
語
を
言
葉
で
記
す
詞
こ
と
ば

書が
き

の
中
に
、

病
の
娘
の
体
が
「
柿
の
ご
と
く
腫
れ
」「
臭
さ
限
り
な
し
」
と
書
い
て
あ
る
た
め
に
、
そ
の
様
子
を
忠
実
に
絵
に
描
い
て
い
る
と
い

う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
娘
の
病
が
ハ
ン
セ
ン
病
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
論
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
反
例
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」
第
五
巻
（
十
四
世
紀
末
〜
十
五
世
紀
初
）
第
四
段
で
は
、
伊
勢
国
の
松
君
の
長
者
の
娘
の
「
癩
病
」
が
、
石
山

寺
へ
の
参
籠
に
よ
っ
て
治
っ
た
話
が
語
ら
れ
る
。
詞
書
で
は
、
柿
の
帷か
た
び
ら子
を
老
僧
が
剝
ぎ
取
る
と
い
う
夢
を
見
て
目
覚
め
る
と
、
娘
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の
肌
が
き
れ
い
に
な
っ
て
い
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
絵
を
見
る
と
［
図
5
］、
本
堂
の
内
陣
の
前
に
屛
風
を
立
て
て
娘
が
眠
っ
て
お
り
、

娘
の
体
に
掛
け
ら
れ
た
柿
色
の
衣
を
老
僧
が
剝
ぎ
取
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
娘
の
顔
は
白
く
美
し
く
、
髪
も

長
く
ま
っ
す
ぐ
で
あ
る
。
詞
書
に
記
さ
れ
る
「
癩
病
」
と
い
う
病
の
症
状
は
、
体
に
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
病
は
「
柿
の
帷
子
」

で
象
徴
さ
せ
、
そ
れ
を
僧
が
剝
ぎ
取
る
こ
と
で
病
が
治
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
癩
病
」
と
い
う
病
で
あ
っ
て
も
、

娘
の
容
貌
は
あ
く
ま
で
美
し
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　
以
上
の
三
例
で
は
、
病
で
あ
っ
て
も
そ
の
症
状
は
付
さ
れ
ず
、
女
性
は
美
し
い
姿
に
描
か
れ
て
い
た
。

　
人
の
容
貌
や
外
見
に
つ
い
て
、
言
葉
で
負
マ
イ
ナ
スの

様
子
を
語
っ
て
い
て
も
、
絵
で
は
そ
の
通
り
に
描
か
な
い
と
い
う
例
は
、
病
気
以
外

に
も
あ
る
。
源
氏
物
語
絵
の
末す
え
つ
む摘

花は
な

の
表
現
で
あ
る
［
6
］。
末
摘
花
は
物
語
本
文
で
は
、
鼻
が
象
の
ご
と
く
高
く
長
く
伸
び
、
先
の

方
が
少
し
垂
れ
て
赤
い
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、
顔
は
白
く
青
み
を
帯
び
、
顔
の
下
半
分
も
長
く
、
痩
せ
て
骨
ば
っ
て
い
る
様
子
で

あ
る
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
、
そ
れ
を
見
た
源
氏
は
ひ
ど
く
落
胆
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
源
氏
物
語
絵
で
は
末
摘
花
は
、

美
人
を
描
く
型
に
則
っ
て
描
か
れ
る
。
図
6
は
、
室
町
時
代
に
作
ら
れ
た
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
美
術
館
蔵
「
源
氏
物
語
画
帖
」
の
中
の

「
末
摘
花
」
で
あ
る
。
末
摘
花
の
顔
は
、
引
目
鉤
鼻
で
描
か
れ
、
鼻
や
顔
を
長
く
描
く
と
い
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
。

　
末
摘
花
は
、
源
氏
と
の
恋
愛
関
係
は
す
ぐ
に
終
わ
る
が
源
氏
が
後
々
ま
で
大
切
に
し
た
女
性
の
一
人
で
あ
る
。
源
氏
絵
を
描
く
側

も
、
物
語
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
末
摘
花
の
位
置
づ
け
を
絵
に
反
映
さ
せ
、
あ
る
い
は
源
氏
物
語
の
世
界
を
美
し
い
も
の
と
し
て
見

る
こ
と
を
欲
し
、
末
摘
花
を
不
美
人
の
姿
に
は
描
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
絵
は
、
物
語
に
記
さ
れ
る
言
葉
の
内
容
そ
の
ま
ま

に
で
は
な
く
、
見
る
側
の
そ
の
人
に
対
す
る
見
方
や
認
識
、
絵
に
込
め
ら
れ
た
願
望
に
よ
っ
て
、
表
現
さ
れ
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、「
桑
実
寺
縁
起
絵
巻
」
や
「
春
日
権
現
験
記
絵
巻
」「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」
に
お
い
て
、
病
の
女
性
が
症
状

を
付
し
て
描
か
れ
な
い
の
も
、
見
る
側
が
そ
れ
ら
の
女
性
を
負
の
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
る
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
天

智
天
皇
の
姫
は
、
後
に
元
明
天
皇
と
な
り
桑
実
寺
に
行
幸
し
た
と
「
桑
実
寺
縁
起
絵
巻
」
に
書
か
れ
て
お
り
、
桑
実
寺
を
権
威
づ
け

る
役
割
を
負
っ
て
い
る
。「
春
日
権
現
験
記
絵
巻
」
の
話
も
、
貧
し
く
と
も
敬
虔
な
女
性
の
願
い
を
叶
え
る
興
福
寺
の
あ
り
が
た
さ

を
見
せ
る
題
材
と
な
る
も
の
で
あ
る
。「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」
の
娘
も
、
当
時
恐
れ
ら
れ
て
い
た
「
癩
病
」
さ
え
治
す
石
山
寺
の
霊

験
を
見
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
病
の
女
性
は
、
絵
巻
の
作
り
手
の
側
に
と
っ
て
自
ら
の
格
を
高
め
て
く
れ
る
人
物
で
あ
り
、
自
分
た

ち
の
側
に
い
る
人
と
位
置
づ
け
た
い
が
た
め
に
、
病
の
症
状
を
付
し
て
描
く
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
逆
に
、
病
人
を
、
体
に
症
状
を
付
し
て
負
の
イ
メ
ー
ジ
で
描
く
こ
と
が
、
そ
の
人
を
自
分
の
側
に
置
か
な

い
こ
と
、
つ
ま
り
「
他
者
」
化
す
る
に
等
し
い
こ
と
に
な
る
。「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
の
病
の
娘
は
、
体
に
病
気
の
症
状
が
付
さ
れ
、

苦
し
そ
う
に
描
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
娘
を
「
他
者
」
化
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
［
7
］。
で
は
「
粉
河
寺

縁
起
絵
巻
」
の
病
の
娘
は
、
誰
に
と
っ
て
の
、
ど
の
よ
う
な
「
他
者
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
娘
は
、
絵
巻
の
中
で
、
ま
た
絵

巻
を
見
て
い
た
人
や
絵
巻
を
取
り
巻
く
社
会
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
娘
の

表
象
か
ら
、
こ
の
絵
巻
の
制
作
者
や
享
受
者
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
�
�
そ
の
社
会
が
何
を
「
自
己
」
の
も
の
と
し
、
何
を
「
他
者
」

図 6	 源氏物語画帖　末摘花　
	 ハーバード大学美術館蔵
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の
も
の
と
し
て
区
別
し
よ
う
と
す
る
状
況
に
あ
っ
た
か
�
�
を
探
っ
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
に
お
い

て
は
、
絵
巻
の
絵
の
中
の
こ
の
よ
う
な
「
ざ
ら
つ
き
」
を
手
が
か
り
と
し
て
解
釈
を
進
め
て
い
き
た
い
。

絵
巻
全
体
の
主
張
を
掬
い
上
げ
る

　
そ
れ
に
加
え
本
書
で
は
、
も
う
一
つ
目
指
し
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
絵
巻
の
中
の
一
つ
一
つ
の
描
写
を
詳
し
く
検
討
す
る
こ

と
と
併
せ
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
整
合
性
を
も
っ
て
絵
巻
全
体
で
大
き
な
意
味
を
創
出
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
一
つ
の
絵
巻
に
は
、
物
語
の
進
行
に
合
わ
せ
、
何
場
面
も
の
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
絵
は
当
然
な
が
ら
、
場
面
に
よ
っ

て
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
登
場
人
物
も
違
え
ば
、
舞
台
と
な
る
場
所
も
違
う
。「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
で
言
え
ば
、

猟
師
も
登
場
す
れ
ば
、
病
の
娘
も
登
場
す
る
。
背
景
と
な
る
風
景
が
広
く
描
か
れ
る
よ
う
な
場
面
も
あ
れ
ば
、
室
内
の
人
物
に
焦
点

が
当
て
ら
れ
描
か
れ
る
場
面
も
あ
る
。
し
か
し
、
一
つ
の
絵
巻
の
中
に
配
さ
れ
た
様
々
な
絵
は
、
相
互
に
関
係
し
合
っ
て
、
そ
こ
に

通
底
す
る
大
き
な
意
味
を
構
築
す
る
の
に
貢
献
し
、
絵
巻
の
制
作
者
や
享
受
者
が
見
た
い
と
望
ん
だ
あ
る
「
世
界
」
を
作
り
上
げ
て

い
る
と
考
え
る
。
絵
巻
を
研
究
対
象
と
し
て
得
ら
れ
る
醍
醐
味
は
、
そ
の
よ
う
な
多
く
の
異
な
る
場
面
の
絵
か
ら
、
通
底
す
る
主
張

を
掬
い
上
げ
て
い
く
こ
と
に
も
あ
る
。
多
く
の
場
面
を
一
貫
し
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絵
巻
の
様
々
な
部
分
に
描
か
れ
た
ジ
ェ
ン

ダ
ー
、
身
分
、
場
（
地
域
）
の
違
い
等
を
示
す
要
素
が
、
相
互
に
関
係
し
絡
み
合
っ
て
、
あ
る
大
き
な
主
張
を
打
ち
出
し
て
い
る
こ

と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
一
つ
一
つ
の
「
ざ
ら
つ
き
」
を
起
点
と
し
て
、
絵
巻
全
体
を
見
て
行
く
と
何
が
見
え
て
く
る
の
か
、

本
書
で
は
そ
れ
を
掴
む
こ
と
を
も
目
指
し
た
い
。

　
こ
の
よ
う
な
絵
巻
の
分
析
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
千
野
香
織
氏
に
よ
る
「
男お

衾ぶ
す
ま

三さ
ぶ
ろ
う郎
絵
巻
」
の
論
が
重
要
な
例
と
な
る
。
千
野

氏
は
、
こ
の
絵
巻
の
中
に
描
か
れ
る
女
性
像
、
武
士
の
生
活
、
合
戦
シ
ー
ン
な
ど
を
縦
横
に
分
析
し
、
絵
の
制
作
状
況
を
読
み
解
い

て
い
っ
た
。
こ
の
絵
巻
に
つ
い
て
の
千
野
氏
の
論
文
「
嘲
笑
す
る
絵
画
�
�
「
男
衾
三
郎
絵
巻
」
に
み
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
ク
ラ
ス
」

が
書
か
れ
た
の
は
、
十
九
年
も
前
の
こ
と
で
あ
る
［
8
］。
し
か
し
そ
の
鮮
や
か
な
分
析
は
絵
巻
研
究
の
画
期
を
な
す
も
の
で
あ
り
、

後
続
の
美
術
史
研
究
者
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
者
に
も
大
き
な
刺
激
を
与
え
た
。
本
書
に
お
け
る
各
絵
巻
の
分
析
も
、
そ
の
方
法
論
に

大
き
く
依
拠
し
て
い
る
。
そ
こ
で
少
し
長
く
な
る
が
、
千
野
氏
の
論
を
ポ
イ
ン
ト
を
お
さ
え
な
が
ら
紹
介
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　「
男
衾
三
郎
絵
巻
」
は
、
鎌
倉
時
代
に
作
ら
れ
た
絵
巻
で
あ
る
。
制
作
者
や
絵
師
に
つ
い
て
記
す
文
献
資
料
は
な
い
。
た
だ
し
、

こ
の
絵
巻
と
画
風
が
類
似
す
る
「
伊
勢
新
名
所
歌
合
絵
巻
」
が
十
三
世
紀
末
期
の
制
作
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
絵
巻
も
そ

れ
に
近
い
時
期
の
も
の
だ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
は
、
詞
書
で
語
ら
れ
る
物
語
の
粗
筋
を
紹
介
し
よ
う
。
こ
の
絵
巻
で
は
、
関
東
の
武
士
の
兄
弟
、
吉よ
し

見み

二じ

郎ろ
う

と
男
衾
三
郎
が

登
場
す
る
。
二
人
は
同
じ
武
士
の
兄
弟
で
あ
り
な
が
ら
、
正
反
対
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
兄
の
吉
見
二
郎
は
、
歌
を
詠
み
管
弦
を

楽
し
む
よ
う
な
み
や
び
な
生
活
を
送
っ
て
お
り
、
妻
に
は
宮
仕
え
を
し
た
こ
と
も
あ
る
京
の
美
し
い
女
性
を
迎
え
た
。
一
方
弟
の
男

衾
三
郎
は
、
日
頃
か
ら
武
芸
の
訓
練
を
欠
か
さ
ず
、
荒
々
し
く
武
士
ら
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
男
衾
は
、
妻
に
美
人
を
迎
え
る

と
武
士
と
し
て
の
力
が
弱
く
な
る
と
言
い
、
関
東
一
の
「
見
目
悪
」
の
女
を
妻
と
し
た
。
あ
る
と
き
兄
弟
は
京
都
の
大
番
役
の
た
め

上
京
す
る
こ
と
に
な
る
。
兄
弟
は
日
を
変
え
て
出
発
す
る
の
だ
が
、
後
か
ら
出
発
し
た
吉
見
の
一
行
は
途
中
で
山
賊
に
待
ち
伏
せ
さ

れ
、
山
賊
と
合
戦
に
及
び
、
吉
見
は
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
父
を
失
っ
た
吉
見
の
美
し
い
一
人
娘
の
慈
悲
は
、
男
衾
夫
妻
に
預
け
ら
れ

辛
い
生
活
を
送
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
絵
巻
は
一
巻
の
後
半
部
分
が
失
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
あ
た
り
で
現
存
の
絵
巻
は
途
切
れ
て
い

る
。

　
こ
の
物
語
に
対
し
、
絵
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
絵
で
は
、
吉
見
と
男
衾
の
邸
宅
の
様
子
が
第
一
段
と
第
二

段
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
と
も
に
、
門
前
か
ら
始
ま
り
邸
内
の
様
子
が
順
に
左
に
展
開
し
、
そ
の
生
活
ぶ
り
が
対
比
的
に
表
さ
れ
る
。

吉
見
の
邸
宅
に
は
、
池
が
あ
り
船
が
浮
か
べ
ら
れ
、
邸
宅
の
各
所
に
和
歌
や
管
弦
を
楽
し
む
人
た
ち
が
配
さ
れ
、
一
番
奥
が
吉
見
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夫
妻
の
居
室
と
な
っ
て
い
る
。
屋
根
は
檜
皮
葺
き
、
蔀
は
黒
漆
塗
り
で
高
級
感
を
も
っ
て
表
さ
れ
、
庭
の
木
や
花
も
美
し
い
［
図
7
］。

一
方
男
衾
の
屋
敷
の
方
で
は
、
門
前
で
武
芸
に
励
む
武
士
た
ち
の
様
子
が
ま
ず
描
か
れ
る
。
邸
内
に
配
さ
れ
る
人
々
も
、
武
器
武
具

の
手
入
れ
を
入
念
に
行
っ
て
い
る
。
邸
宅
の
一
番
奥
に
や
は
り
男
衾
夫
妻
の
居
室
が
あ
る
。
屋
根
は
板
葺
き
、
蔀
も
白
木
の
ま
ま
で

あ
り
、
御
簾
も
緑
で
は
な
く
、
住
ま
い
の
簡
素
な
様
が
表
さ
れ
て
い
る
［
図
8
］。
そ
し
て
第
三
段
の
絵
で
は
、
山
賊
と
吉
見
軍
と
の

合
戦
場
面
が
、
長
く
紙
を
継
い
で
描
か
れ
る
［
図
11
］。
第
四
段
と
第
五
段
で
は
、
合
戦
で
死
ん
だ
吉
見
の
首
が
家
来
に
よ
っ
て
妻
に

届
け
ら
れ
る
ま
で
が
描
か
れ
る
。
第
五
段
の
吉
見
の
邸
宅
の
庭
に
は
、
秋
の
月
が
冴
え
る
中
、
色
づ
い
た
紅
葉
や
薄
や
萩
に
秋
の
虫

な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
千
野
氏
は
、
こ
の
絵
巻
の
中
の
描
写
と
し
て
、
ま
ず
は
男
衾
の
妻
や
娘
の
表
現
に
注
目
し
た
。
吉
見
の
妻
や
娘
は
、
艶
や
か
に
長

い
黒
髪
を
持
つ
引
目
鉤
鼻
の
「
美
し
い
」
女
性
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
［
図
7
・
9
］
一
方
、
男
衾
の
妻
や
娘
は
、
髪
は
縮
れ
、
目
鼻

は
大
き
く
、
口
は
「
へ
」
の
字
と
い
う
、「
醜
い
」
女
の
表
現
を
こ
と
ご
と
く
身
に
つ
け
て
表
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
［
図
8
・
10
］。

図 7	 男衾三郎絵巻　第 1段　東京国立博物館蔵

図 8	 男衾三郎絵巻　第 2段
図 10	 男衾三郎絵巻　第 2段

図 9	 男衾三郎絵巻　第 1段
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千
野
氏
は
こ
こ
で
、
男
衾
の
女
性
た
ち
の
「
醜
さ
」
が
露
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
す
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
源
氏

物
語
の
末
摘
花
が
、
絵
に
お
い
て
は
美
人
を
描
く
型
に
則
っ
て
描
か
れ
る
よ
う
に
、
絵
に
お
い
て
女
性
の
「
醜
さ
」
を
表
現
す
る
こ

と
は
稀
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
、
あ
え
て
「
醜
い
」
姿
を
表
現
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
何
の
た
め
で
あ
る
の
か
、
と

問
題
を
提
起
す
る
。

　
次
に
、
吉
見
の
邸
宅
と
男
衾
の
邸
宅
の
表
現
を
比
べ
、
邸
宅
自
体
が
一
方
は
豪
奢
、
一
方
は
粗
末
に
描
か
れ
る
の
に
加
え
、
描
か

れ
方
と
し
て
も
、
吉
見
の
家
は
画
家
の
意
欲
が
充
満
し
密
度
が
濃
く
描
か
れ
て
い
る
一
方
で
、
男
衾
の
家
は
ま
ば
ら
で
散
漫
な
趣
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
男
衾
の
粗
末
な
住
居
、
荒
々
し
い
暮
ら
し
ぶ
り
、
滑
稽
な
ほ
ど
醜
い
妻
や
娘
な
ど
、
男
衾
三
郎

に
関
わ
る
表
象
の
す
べ
て
に
、
画
家
に
よ
る
「
貶
め
」
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
千
野
氏
は
、
そ
れ
ら
の
表
現
は
男
衾

個
人
を
貶
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
で
は
何
を
貶
め
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
を
解
く
べ
く
、
千
野
氏
は
次
に
、
山
賊
と
の
合
戦
場
面
で
吉
見
軍
の
武
士
が
ど
う
描
か
れ
て
い
る
か
を
分
析
し
、
そ
の
特
徴

を
抽
出
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
場
面
で
は
、
武
士
た
ち
は
一
人
一
人
が
誰
で
あ
る
の
か
区
別
の
つ
か
な
い
集
団
と
し
て
描
か
れ
［
図

11
］、
手
柄
を
立
て
た
武
士
で
さ
え
滑
稽
な
様
子
に
表
さ
れ
［
図
12
］、
武
士
の
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
で
あ
る
甲
冑
が
間
違
っ
て
表
現
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
は
、
武
士
を
尊
重
し
た
り
、
武
士
に
対
し
て
共
感
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
な

い
と
す
る
。
こ
の
場
面
の
表
現
に
武
士
を
蔑
む
視
線
が
あ
る
こ
と
を
千
野
氏
は
鋭
く
指
摘
し
、
男
衾
に
関
わ
る
様
々
な
表
象
が
貶
め

図 11	 男衾三郎絵巻　第 3段

図 12	 男衾三郎絵巻　第 3段

ら
れ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
の
も
、
男
衾
個
人
で
は
な
く
武
士
と
い
う

も
の
に
対
す
る
侮
蔑
か
ら
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
導
い
て
い
く
。

　
で
は
、
こ
の
絵
巻
で
尊
重
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
は
何
か
。
そ
れ

は
、
第
一
段
の
吉
見
二
郎
の
み
や
び
な
生
活
ぶ
り
で
あ
り
、
第
五
段
の
吉

見
の
邸
宅
に
描
か
れ
て
い
る
秋
草
や
紅
葉
や
月
な
ど
の
、
情
緒
あ
る
季
節

の
表
現
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
も
、
尊
重
さ
れ
て
い
る
の
は
吉
見
個
人

で
は
な
く
、
吉
見
が
愛
好
し
た
都
の
文
化
な
の
だ
と
す
る
。
秋
草
や
紅
葉

や
月
な
ど
は
、
平
安
時
代
以
来
、
京
都
の
文
化
の
枠
組
み
の
中
で
愛
好
さ

れ
、
や
ま
と
絵
に
描
か
れ
和
歌
に
詠
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

美
し
い
妻
も
、
邸
宅
の
様
子
も
、
京
都
の
貴
族
文
化
を
尊
重
す
る
が
故
に

描
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

　
こ
の
こ
と
は
逆
に
言
え
ば
、
吉
見
二
郎
や
そ
の
妻
は
、
都
の
文
化
を
人

物
を
使
っ
て
表
象
し
た
も
の
、
男
衾
三
郎
や
そ
の
妻
は
、
武
士
と
い
う
他

者
を
具
体
的
な
人
の
姿
を
取
っ
て
表
象
し
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

千
野
氏
は
個
々
の
登
場
人
物
を
も
何
ら
か
の
概
念
の
表
象
で
あ
る
と
解
釈
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し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
絵
巻
を
作
っ
た
者
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
十
三
世
紀
末
と
い
う
時
代
に
鎌
倉
幕
府
を
中
心
と

す
る
武
士
の
動
き
に
強
く
脅
か
さ
れ
、
武
士
と
い
う
ク
ラ
ス
に
対
し
て
強
い
反
発
の
感
情
を
抱
い
て
い
た
京
都
の
中
級
か
ら
下
級
程

度
の
貴
族
で
あ
る
と
す
る
。
従
来
は
、
関
東
の
武
士
の
物
語
で
あ
る
か
ら
、
関
東
の
絵
師
が
こ
の
絵
巻
の
絵
を
描
い
た
の
だ
ろ
う
と

さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
説
を
退
け
、
武
士
を
蔑
ん
で
見
た
い
京
都
の
貴
族
が
、
京
都
の
絵
師
に
絵
巻
制
作
を
依
頼
し
た
の
だ
ろ
う
と

し
た
。

　
さ
ら
に
千
野
氏
は
、
こ
の
絵
巻
と
共
通
す
る
表
現
様
式
を
持
つ
「
伊
勢
新
名
所
歌
合
絵
巻
」
に
つ
い
て
も
、
考
察
を
敷
衍
す
る
。

「
伊
勢
新
名
所
歌
合
絵
巻
」
は
、
伊
勢
の
地
で
伊
勢
を
顕
彰
し
た
い
者
た
ち
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
、
伊
勢
の
新
名
所
を
寿
ぐ
絵
巻
で

あ
る
。
し
か
し
、
伊
勢
を
顕
彰
す
る
た
め
に
は
京
都
の
権
威
を
借
り
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
新
名
所
に
対
し
て
詠
ま
れ
た

歌
の
歌
合
せ
の
判
者
は
、
京
都
の
貴
族
に
依
頼
さ
れ
た
。
千
野
氏
は
そ
こ
に
都
の
文
化
に
対
す
る
伊
勢
の
人
々
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

が
感
じ
ら
れ
る
と
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
絵
も
京
都
の
絵
師
に
依
頼
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ

の
絵
と
、「
男
衾
三
郎
絵
巻
」
の
絵
の
様
式
が
共
通
す
る
こ
と
に
も
納
得
が
い
く
と
す
る
。「
男
衾
三
郎
絵
巻
」
は
、
前
述
し
た
こ
と

か
ら
、
京
都
の
伝
統
的
価
値
観
を
表
現
し
う
る
絵
師
に
依
頼
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
点
が
「
伊
勢
新
名
所
歌
合
絵
巻
」
の
絵
に

求
め
ら
れ
た
価
値
観
と
一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。
千
野
氏
は
、
身
分
差
や
場
（
地
域
）
の
文
化
的
優
劣
に
関
わ
る
認
識
、
劣
等
感
・

優
越
感
と
い
っ
た
も
の
が
複
雑
に
絡
ま
り
合
っ
て
構
築
さ
れ
る
表
象
の
意
味
を
見
事
に
紐
解
き
、
絵
巻
制
作
者
の
意
識
を
読
み
解
い

た
の
で
あ
る
。

　
千
野
氏
の
「
男
衾
三
郎
絵
巻
」
の
研
究
で
重
要
な
点
は
、
絵
巻
に
描
か
れ
る
様
々
な
表
現
を
、
女
性
の
美
�
醜
、
男
性
�
女
性
と

い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
武
士
�
貴
族
と
い
う
身
分
、
京
都
�
地
方
と
い
う
場
（
地
域
）
の
違
い
に
よ
っ
て
分
析
し
、
絵
巻
の
作
り
手
の

眼
差
し
や
願
望
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
千
野
氏
は
ま
ず
女
性
の
美
醜
に
よ
っ
て
、
男
性
の
属
性
に
優
劣
が
つ
け
ら
れ
て
い

る
と
捉
え
た
。
女
性
の
美
醜
が
男
性
の
優
劣
と
関
わ
る
の
は
、
家
父
長
制
社
会
に
お
い
て
女
性
が
男
性
の
眼
差
し
の
対
象
、
ひ
い
て

は
男
性
が
所
有
す
る
対
象
、
支
配
す
る
対
象
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
千
野
氏
は
、
女
性
の
美
醜
に
関
わ
る
判
断
基
準

が
そ
も
そ
も
京
都
の
貴
族
（
男
性
）
文
化
の
所
産
で
あ
る
こ
と
を
考
え
、
美
し
い
女
性
の
表
象
を
京
都
や
貴
族
と
い
っ
た
場
や
身
分

を
称
揚
す
る
も
の
と
し
て
も
捉
え
て
い
く
。
さ
ら
に
絵
巻
全
体
の
絵
を
見
渡
し
、
女
性
の
容
貌
、
景
物
、
建
物
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
の

違
う
要
素
で
も
、
京
都
の
貴
族
文
化
に
属
す
る
も
の
は
称
え
ら
れ
、
武
士
に
属
す
る
も
の
は
貶
め
ら
れ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
、
絵
が
具
体
的
な
表
現
を
使
っ
て
、
両
者
の
上
下
関
係
、
優
劣
の
関
係
を
作
り
出
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
絵
巻
に
視
線
を
向
け
る
者
が
、
い
か
な
る
立
場
、
身
分
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
場
に
あ
る
者
か
を
推
測
し
た
の

で
あ
る
。

本
書
の
方
法
と
構
成

　
本
書
で
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
に
導
か
れ
、「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
と
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
そ
し
て
「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
に
つ

い
て
考
察
を
行
う
。
そ
の
際
、
女
性
像
に
ま
ず
注
目
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
は
、「
男
衾
三
郎
絵
巻
」
で
見
た
よ
う
に
、
絵
巻
の

中
の
女
性
像
は
、
そ
れ
を
制
作
し
た
者
、
享
受
し
た
者
が
、
ど
の
よ
う
な
権
力
の
網
の
目
の
中
に
い
た
の
か
を
あ
ぶ
り
だ
す
も
の
と

な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
女
性
が
家
父
長
制
社
会
の
中
に
お
い
て
、
ま
た
家
父
長
制
社
会
を
構
成
す
る
各
階
層
の
中
で
、
基
本

的
に
は
劣
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
女
性
は
劣
位
に
位
置
し
な
が
ら
も
、
男
性
の
性
的
対
象
物
で
あ
り
、
ま
た
子

を
産
む
と
い
う
身
体
的
機
能
を
持
つ
が
故
に
、
男
性
社
会
の
維
持
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
さ
れ
る
。
劣
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
が

ら
重
要
な
役
割
を
併
せ
持
つ
女
性
は
、
男
性
に
都
合
の
い
い
形
で
、
美
�
醜
、
若
─
老
、
健
康
�
病
な
ど
と
い
っ
た
両
極
の
間
で
価

値
づ
け
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
た
め
表
象
さ
れ
る
に
際
し
て
も
、
そ
の
変
数
の
間
を
揺
れ
動
く
こ
と
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
女
性
像
は
、

女
性
そ
の
も
の
を
表
そ
う
と
す
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
側
に
置
き
た
い
も
の
、
敵
対
す
る
も
の
、
劣
位
に
置
き
た
い
も
の
な
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ど
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
も
表
現
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
絵
の
中
の
女
性
表
象
は
、
そ
の
絵
の
制
作
者
や
観
者
の
置
か
れ
て
い
た
状

況
�
�
何
に
価
値
を
置
き
、
何
に
敵
対
し
、
何
を
劣
位
に
置
き
た
い
状
況
に
あ
っ
た
か
な
ど
�
�
や
、
そ
の
状
況
に
お
け
る
考
え
方

や
価
値
観
を
あ
ぶ
り
だ
す
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
女
性
像
か
ら
絵
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
権
力
と
絡
む
関
係
性
の
中
で
表
象
を
捉
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
ジ
ェ
ン
ダ

ー
と
い
う
も
の
自
体
が
、
本
質
的
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
社
会
の
中
で
権
力
関
係
を
作
る
差
異
化
の
軸
と
し
て
作
り
だ
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
一
方
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
構
築
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
美
術
や
物
語
と
い
っ
た
表
象
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き

た
［
9
］。
そ
の
た
め
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
か
ら
絵
巻
と
い
う
物
語
絵
画
の
中
の
女
性
像
の
意
味
を
探
っ
て
い
く
な
ら
ば
、
そ
こ
に

権
力
が
抗
争
す
る
状
況
を
読
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
、
身
分
差
や
場
（
地
域
）
の
優
劣
に
関
わ
る
認
識
、

劣
等
感
・
優
越
感
と
い
っ
た
も
の
と
複
雑
に
絡
ま
っ
て
、
人
々
の
認
識
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
し
、
表
象
を
成
り
立
た
せ
る

も
の
で
あ
る
が
故
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
起
点
と
し
て
表
象
の
複
合
体
と
し
て
の
絵
巻
を
読
み
解
く
な
ら
ば
、
そ
れ
を
作
っ
た
人
々
が

絵
巻
に
込
め
た
切
実
な
思
い
を
、
単
線
的
に
で
は
な
く
複
合
的
に
豊
か
に
掬
い
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
日
本
美
術
史
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
近
年
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
た
め
、
そ
ち
ら

も
参
照
さ
れ
た
い
［
10
］。

　
で
は
、
本
書
の
構
成
を
述
べ
て
お
こ
う
。

　
本
書
の
第
一
章
で
は
「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
従
来
の
説
で
は
、
こ
の
絵
巻
は
後
白
河
院
が
作
っ
た
と
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
後
白
河
院
の
視
点
か
ら
見
て
も
、
病
の
娘
の
表
現
を
は
じ
め
と
す
る
こ
の
絵
巻
の
中
の
「
ざ
ら
つ
き
」
は
解
釈
で

き
な
い
。
そ
の
た
め
後
白
河
院
説
を
見
直
し
、
新
た
な
解
釈
を
提
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
十
三
世
紀
の
前
半
、
粉
河
寺
が
高
野
山
と

領
地
の
堺
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
相
論
を
し
て
い
た
際
に
、
粉
河
寺
が
高
野
山
に
対
抗
す
べ
く
、
こ
の
絵
巻
を
作
っ
た
こ
と
を
推
論
す

る
。
そ
の
文
脈
の
中
に
置
く
と
、
病
の
娘
は
、
粉
河
寺
が
敵
対
し
て
い
た
高
野
山
と
い
う
他
者
を
表
象
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
第
二
章
で
は
十
二
世
紀
の
作
と
さ
れ
る
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
の
絵
巻
の
下
巻
で
は
、
女
性
の
尼
が
登

場
す
る
。
そ
の
尼
公
は
、
弟
の
命
蓮
に
再
会
す
べ
く
信
濃
か
ら
奈
良
ま
で
旅
を
し
、
東
大
寺
の
大
仏
殿
で
夢
告
を
受
け
た
後
、
た
だ

一
人
で
信
貴
山
に
登
り
、
そ
こ
で
命
蓮
と
と
も
に
暮
ら
す
。
中
世
に
お
い
て
は
、
女
性
は
穢
れ
を
持
つ
存
在
と
さ
れ
、
女
人
禁
制
を

と
る
寺
院
も
多
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
絵
巻
の
尼
公
は
聖
な
る
山
と
し
て
表
さ
れ
る
信
貴
山
に
到
達
す
る
。
当
時
の
女
性

を
取
り
巻
く
状
況
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
尼
公
の
行
動
や
表
現
は
特
異
な
も
の
と
言
え
る
。
そ
の
尼
公
と
命
蓮
の
表
現
を
見
て
い
く
と
、

二
人
が
仙
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
の
絵
巻
が
、
二
人
に
そ
の
よ
う
な
性
質
を

付
し
て
表
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
や
他
の
現
世
の
規
範
を
逸
脱
す
る
か
の
よ
う
な
、
あ
る
種
の
理
想
的
世
界
を

見
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。

　
第
三
章
で
は
南
北
朝
〜
室
町
時
代
の
作
と
さ
れ
る
「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
の
絵
巻
で
は
、
顔
中
に
眉
墨
を

塗
っ
て
し
ま
っ
た
女
性
が
男
性
僧
侶
と
対
面
し
、
逃
げ
ら
れ
た
後
、
出
家
を
遂
げ
母
尼
と
隠
遁
生
活
を
送
る
と
い
う
話
が
展
開
す
る
。

女
性
の
黒
い
顔
は
、
物
語
の
内
容
に
沿
っ
た
表
現
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
負
マ
イ
ナ
スの

イ
メ
ー
ジ
の
女
性
像
を
絵
に
描
い
た
こ
と

に
は
、
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
中
世
に
お
い
て
は
、
女
性
の
体
を
不
浄
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
あ

っ
た
。
こ
の
絵
巻
の
娘
の
黒
い
顔
は
、
そ
の
よ
う
な
女
性
の
体
の
不
浄
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
娘
が
顔
の

墨
を
洗
い
流
し
美
し
い
顔
に
な
っ
て
出
家
し
隠
遁
す
る
物
語
に
は
、
女
性
を
不
浄
と
す
る
見
方
に
異
議
を
唱
え
よ
う
と
す
る
意
図
が

あ
る
こ
と
を
推
論
す
る
。

　
そ
し
て
終
章
で
は
、
三
つ
の
絵
巻
に
、
あ
る
共
通
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
共
通
点
か
ら
三
つ
の
女
性
の
物
語
そ
れ
ぞ
れ

の
特
徴
を
さ
ら
に
考
え
て
い
く
。

　
以
上
が
本
書
で
目
指
し
た
い
こ
と
、
お
よ
び
、
本
書
の
構
成
で
あ
る
。
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追
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な
お
、
以
上
の
説
明
の
中
で
、「
制
作
者
」
や
「
作
り
手
」、「
享
受
者
」
や
「
見
る
側
」
と
い

う
言
葉
を
使
い
、
制
作
者
や
作
り
手
、
享
受
者
や
見
る
側
の
思
い
や
願
望
が
絵
に
は
描
か
れ
て
い

る
と
書
い
た
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
、
こ
こ
で
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
中
世
の
絵
巻
の
場
合
、
絵
は
絵
師
が
描
く
が
、
絵
師
は
多
く
の
場
合
、
注
文
主
の
依
頼
を
受

け
て
絵
を
制
作
し
た
［
表
1
］。
ど
の
よ
う
な
絵
師
を
選
ぶ
か
、
そ
の
絵
師
に
何
を
ど
の
よ
う
に
描

か
せ
る
か
を
決
め
る
の
は
、
注
文
主
で
あ
っ
た
と
考
え
る
（
さ
ら
に
大
が
か
り
な
絵
巻
制
作
の
場
合
は
、

絵
巻
制
作
の
発
案
者
が
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
的
人
物
に
そ
の
制
作
を
一
任
し
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
絵
師
や

詞
書
筆
者
を
選
び
制
作
を
依
頼
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
）。
注
文
主
と
絵
師
は
対
等
な
関
係
で
は
な
く
、
注

文
主
の
身
分
は
絵
師
よ
り
も
高
い
場
合
が
多
く
、
絵
の
制
作
と
引
き
換
え
に
、
絵
師
は
注
文
主
か

ら
報
酬
を
受
け
取
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
絵
師
は
、
注
文
主
の
意
向
を
十
分
に
汲
み
取
っ
て

絵
を
制
作
し
た
と
思
わ
れ
る
。
絵
師
が
下
絵
を
注
文
主
に
提
出
し
て
、
注
文
主
の
意
向
に
沿
う
よ

う
に
絵
を
変
え
て
い
っ
た
と
い
う
記
録
も
残
っ
て
い
る
［
11
］。
美
術
史
研
究
に
お
い
て
は
、
絵
に

つ
い
て
は
絵
師
の
名
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
絵
に
は
注
文
主
の
意
向
が
反
映
し
て

い
る
こ
と
を
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
で
き
上
が
っ
た
絵
は
、
観
者
（
鑑
賞
者
）
に

見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
絵
の
第
一
の
観
者
は
注
文
主
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
別
の
場
で
見
ら
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
、
作
ら
れ
る
絵
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ど
ち
ら

に
せ
よ
、
注
文
主
の
意
向
を
反
映
し
、
注
文
主
や
観
者
の
視
線
を
想
定
し
て
、
絵
は
描
か
れ
た
と

考
え
る
。
そ
の
た
め
本
書
で
は
、
絵
に
は
注
文
主
や
観
者
の
主
張
や
願
望
が
込
め
ら
れ
て
い
る
も

の
と
し
て
考
察
し
て
い
く
。

［
1
］
亀
井
若
菜
「
第
二
章
「
桑
実
寺
縁
起
絵
巻
」
に
つ
い
て
」（『
表
象
と
し
て
の
美
術
、
言
説
と
し
て
の
美
術
史
�
�
室
町
将
軍
足
利
義
晴
と
土
佐
光
茂

の
絵
画
』
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
二
〇
〇
三
年
）。

［
2
］
亀
井
若
菜
「
女
性
表
象
か
ら
見
え
て
く
る
男
た
ち
の
関
係
�
�
狩
野
元
信
筆
「
酒
伝
童
子
絵
巻
」
解
釈
の
新
た
な
試
み
」（『
交
差
す
る
視
線
　
美
術

と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
2
』
池
田
忍
・
金
惠
信
・
鈴
木
杜
幾
子
編
、
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
二
〇
〇
五
年
）。

［
3
］
高
木
博
志
『
近
代
天
皇
制
の
文
化
史
的
研
究
�
�
天
皇
就
任
儀
礼
・
年
中
行
事
・
文
化
財
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九
七
年
）。

［
4
］
長
谷
川
博
子
（
ま
ゆ
帆
）「
歴
史
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
表
象
�
�
マ
リ
ア
ン
ヌ
の
肖
像
と
兵
士
の
創
造
」（『
歴
史
の
文
法
』
義
江
彰
夫
・
山
内
昌
之
・
本

村
凌
二
編
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）。
長
谷
川
氏
の
論
と
し
て
「
歴
史
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
�
�
「
女
の
場
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
知
の
論

理
』
小
林
康
夫
・
船
曳
建
夫
編
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

［
5
］
千
野
香
織
「
醜
い
女
は
な
ぜ
描
か
れ
た
か
�
�
中
世
の
絵
巻
を
読
み
解
く
「
行
為
体
」
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」（『
千
野
香
織
著
作
集
』
千
野
香
織
著
作
集

編
集
委
員
会
編
、
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
二
〇
一
〇
年
、
初
出
一
九
九
九
年
）。

［
6
］
千
野
香
織
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
末
摘
花
に
つ
い
て
は
水
野
僚
子
氏
も
詳
述
し
て
い
る
。
水
野
「
美
的
規
範
と
社
会
的
階
層
�
�
末
摘
花
」（『
関
係

性
の
政
治
学
I
　
新
時
代
へ
の
源
氏
学
2
』
助
川
幸
逸
郎
ほ
か
編
、
竹
林
舎
、
二
〇
一
四
年
）。

［
7
］
そ
の
よ
う
な
病
人
の
表
象
は
「
病
草
紙
」
に
も
あ
り
、
そ
れ
が
誰
に
と
っ
て
の
「
他
者
」
で
あ
っ
た
の
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
加
須
屋
誠
「
第
五

章
　
病
草
紙
研
究
�
�
「
美
術
史
」
と
「
他
者
」」（
同
『
仏
教
説
話
画
の
構
造
と
機
能
�
�
此
岸
と
彼
岸
の
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、

二
〇
〇
三
年
、
初
出
二
〇
〇
〇
年
）。

［
8
］
千
野
香
織
「
嘲
笑
す
る
絵
画
�
�
「
男
衾
三
郎
絵
巻
」
に
み
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
ク
ラ
ス
」（『
千
野
香
織
著
作
集
』
千
野
香
織
著
作
集
編
集
委
員
会
編
、

ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
二
〇
一
〇
年
、
初
出
一
九
九
六
年
）。

［
9
］
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
理
論
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
の
表
象
研
究
に
は
膨
大
な
蓄
積
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
竹
村
和
子
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
』（
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）、
池
田
忍
「「
日
本
美
術
」
と
方
法
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
�
�
千
野
香
織
さ
ん
の
仕
事
へ
の
応
答
（
あ
と
が
き
に
か
え
て
）」

（『
交
差
す
る
視
線
　
美
術
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
2
』
鈴
木
杜
幾
子
・
馬
渕
明
子
・
池
田
忍
・
金
惠
信
編
、
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
二
〇
〇
五
年
）、『
欲
望
・
暴
力

の
レ
ジ
ー
ム
　
揺
ら
ぐ
表
象
／
格
闘
す
る
理
論
　
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
5
』（
竹
村
和
子
編
、
作
品
社
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
。

［
10
］
亀
井
若
菜
「
日
本
美
術
史
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
動
向
」（『
女
性
史
学
』
第
二
〇
号
、
二
〇
一
〇
年
）。

［
11
］
そ
の
室
町
時
代
の
例
と
し
て
は
、
注
1
前
掲
拙
著
第
二
章
注
46
（
一
六
七
頁
）
に
狩
野
正
信
に
よ
る
東
求
堂
障
子
絵
制
作
の
経
緯
を
記
し
た
。
ま
た

平
安
時
代
の
例
と
し
て
は
、
大
治
二
年
（
一
一
二
七
）
東
寺
宝
蔵
の
火
災
で
真
言
院
後
七
日
御
修
法
所
用
の
五
大
尊
十
二
天
像
等
が
焼
失
し
た
た
め
、

（作り手・制作者）

注文主 絵師 絵 観者

（発案者　　　コーディ　　　　　　　ネーター）

（注文主が、第一の観者となる場合もある）

（見る側・享受者）

表 1	 絵の制作・享受に関わる人々
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宇
治
経
蔵
に
あ
っ
た
弘
法
大
師
御
筆
様
で
再
興
本
を
描
い
た
と
こ
ろ
、
鳥
羽
院
よ
り
「
疎
荒
」
と
さ
れ
、
仁
和
寺
円
堂
後
壁
画
に
基
づ
い
て
描
き
直

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。


