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平
安
時
代
初
期
に
成
立
し
た
『
竹
取
物
語
』
は
、
多
く
の
古
典
や
物
語
に
影
響
を
与
え

た
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
遺
品
は
十
六
世
紀
末
に
至
る
ま
で
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一

方
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
古
典
や
物
語
は
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
親
し
ま
れ
る
よ
う

に
な
り
、『
竹
取
物
語
』
も
様
々
な
形
態
で
制
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
巻
子
に
仕
立

て
ら
れ
た
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
は
、
美
し
い
装
丁
に
鮮
や
か
な
顔
料
で
描
か
れ
た
、
非
常

に
豪
華
な
も
の
が
多
い
。

　

こ
の
よ
う
な
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
伴
う
『
竹
取
物
語
』
の
多
く
が
、
江
戸
時
代
初
期
か

ら
中
期
に
か
け
制
作
さ
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
美
術
史
の
研
究
で
は
さ
ほ
ど
関
心
が
向
け

ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
、
美
術
史
の
視
点
か
ら
巻
子
で
仕
立
て
ら
れ
た
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
に

着
目
し
、
従
来
研
究
が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
翁
と
嫗
の
表
象
に
注
目
し
、
そ
の
意
味
や

機
能
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。
詞
書
と
絵
の
双
方
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
絵
巻
と
い
う
形

態
に
描
か
れ
た
翁
や
嫗
に
は
、
い
か
な
る
意
味
や
機
能
が
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

［Abstract

］

“The Tale of Taketori” had been w
ritten in early H

eian period, greatly influencing on 
m

any classics and stories.  H
ow

ever w
e can’t see those books and scrolls m

ade before 
the end of the 16

th century.   In Edo era the classics and stories becam
e m

ore popular by 
adding visual im

ages.  “The Tale of Taketori” also began to be painted as illustrated 
books, N

ara pictorials, picture scrolls, especially those picture scrolls using 
beautiful binding and vivid pigm

ents, are know
n as extrem

ely gorgeous.  
 D

espite there are m
any picture scrolls of “The Tale of Taketori” w

ritten in early and 
m

id. Edo era, there are few
 studies through the A

rt H
istory. This study analyzed O

kina 
and O

una’s expressions and functions that never have been studied before by rem
arking 

on picture scrolls of “The Tale of Taketori.” W
ith the com

parison of both texts and 
illustrations, I clarify the analysis of how

 O
kina and O

una’s form
 draw

n by the 
illustrated scrolls.

は
じ
め
に

　
『
竹
取
物
語
』
は
、
竹
か
ら
発
見
さ
れ
た
か
ぐ
や
姫
が
翁
と
嫗
に
育
て
ら
れ
、
美

し
い
娘
へ
と
成
長
す
る
物
語
で
あ
る
。
平
安
時
代
中
期
に
成
立
し
た
『
源
氏
物
語
』

に
お
い
て
も
、
巻
子
に
仕
立
て
ら
れ
た
本
物
語
が
登
場
し
て
お
り
、
多
く
の
古
典
に

影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
遺
品
は
十
六
世
紀
末
の
奥
付
を
有

す
る
写
本
が
最
古
と
さ
れ
て
お
り
、
十
一
世
紀
に
遡
る
も
の
は
も
と
よ
り
、
十
六
世

紀
末
に
至
る
ま
で
、
写
本
す
ら
発
見
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る1

。

　

江
戸
時
代
に
入
る
と
、『
竹
取
物
語
』
は
絵
入
り
版
本
、
奈
良
絵
本
、
絵
巻
と
い
っ

た
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
伴
う
形
態
に
よ
っ
て
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
巻

子
に
仕
立
て
ら
れ
た
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
は
、
狩
野
派
や
土
佐
派
、
住
吉
派
と
い
っ

た
正
統
派
の
絵
師
が
制
作
に
携
わ
っ
た
非
常
に
豪
華
な
も
の
も
あ
り
、
特
に
濃
彩
で
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金
銀
泥
や
金
箔
が
多
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
一
点
物
の
注
文
制
作
で
あ
り
、
一
般

的
に
祝
儀
に
際
し
て
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る2

。

　

こ
の
よ
う
に
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
た
『
竹
取
物
語
』
で
あ
る
が
、
従
来
の
研

究
で
は
文
学
の
視
点
か
ら
の
研
究
が
多
く
な
さ
れ
る
一
方
で
、
美
術
史
か
ら
の
研
究

は
少
な
く
、
特
に
物
語
の
主
要
な
人
物
で
あ
る
翁
や
嫗
に
関
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、《
竹
取
物
語
絵
巻
》
に
描
か
れ
る
翁
や
嫗
が
、
物
語
に
お
い

て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
付
さ
れ
、
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
。
一
方
、
婚
礼
調
度
と
い
う
視
点
か
ら
、
絵
巻
の
形
態
で
制
作
さ
れ
た
《
竹

取
物
語
絵
巻
》
の
制
作
目
的
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
特
に
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
の
受

容
の
背
景
や
、
絵
に
向
け
ら
れ
た
観
者
の
眼
差
し
に
注
目
し
て
分
析
を
行
い
、
絵
巻

の
注
文
主
を
探
り
、
そ
の
制
作
目
的
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
一
章
　『
竹
取
物
語
』
に
関
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て

（
一
）『
竹
取
物
語
』
の
研
究
史
に
つ
い
て

　

従
来
『
竹
取
物
語
』
の
研
究
は
、
主
に
文
学
の
分
野
で
行
わ
れ
、
史
書
に
登
場
す

る
人
物
や
、
他
の
物
語
の
内
容
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
続
日
本

紀
』（
七
九
七
）
や
天
人
女
房
説
話
、
さ
ら
に
『
万
葉
集
』（
八
世
紀
後
半
）
な
ど
と

関
連
付
け
ら
れ
て
い
る3

。

　

こ
の
よ
う
に
『
竹
取
物
語
』
は
、
様
々
な
物
語
の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
、

さ
ら
に
後
に
成
立
す
る
物
語
に
も
影
響
を
与
え
た
。

　

で
は
物
語
の
作
者
は
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
だ
ろ
う
か
。
先
述
し
た
通
り
様
々
な

物
語
の
影
響
が
見
ら
れ
る
た
め
、
作
者
は
漢
籍
や
仏
典
に
詳
し
い
人
物
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
、
源
順
（
九
一
一
―
九
八
三
）
や
、
紀
貫
之
（
八
七
二
―
九
四
五
？
）
な
ど

が
推
定
さ
れ
て
い
る4

。

　

な
お
こ
の
『
竹
取
物
語
』
の
内
容
や
作
者
像
に
関
す
る
研
究
は
、
室
町
時
代
か
ら

行
わ
れ
て
お
り5

、�

江
戸
時
代
で
は
『
古
画
備
考
』
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

『
竹
取
物
語
』
の
存
在
が
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

し
か
も
江
戸
時
代
に
は
、『
竹
取
物
語
』
の
体
系
的
研
究
と
も
呼
べ
る
も
の
が
登

場
し
た
。
特
に
契
沖
（
一
六
四
〇
―
一
七
〇
一
）、
田
中
大
秀
（
一
七
七
七
―

一
八
四
七
）、
加
納
諸
平
（
一
八
〇
六
―
一
八
五
七
）
に
よ
る
研
究
は
そ
の
成
果
が

今
日
で
も
引
用
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
中
で
も
諸
平
は『
竹
取
物
語
考
』6

に
お
い
て
、

大
秀
が
指
摘
す
る
に
留
ま
っ
た
五
人
の
求
婚
者
を
、
正
史
に
名
の
あ
る
文
武
朝
に
活

躍
し
た
天
武
系
の
人
物
が
モ
デ
ル
で
あ
る
と
し
た7

。

　

江
戸
時
代
に
は
、
登
場
人
物
の
モ
デ
ル
も
比
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
『
竹
取
物
語
』

で
あ
る
が
、
未
だ
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
。
そ
れ
を
視
覚
化
し
た
絵
画

で
あ
る
な
ら
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
イ
メ
ー
ジ
の
分
析
に
入
る
前
に
、
ま
ず

本
物
語
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

（
二
）
本
物
語
に
登
場
す
る
人
物
像
に
つ
い
て

　

本
節
で
は
『
竹
取
物
語
』
の
主
な
登
場
人
物
で
あ
る
、
五
人
の
求
婚
者
、
御み
か
ど門
、

か
ぐ
や
姫
、
翁
、
嫗
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

①
五
人
の
求
婚
者

　

五
人
の
求
婚
者
（
石
作
り
の
皇
子
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
、
阿
倍
御
主
人
、
大
伴
御

行
、
石
上
麿
足
）
は
、
美
し
い
か
ぐ
や
姫
の
評
判
を
聞
き
つ
け
、
姫
に
求
婚
す
る
人

物
で
あ
る
。
彼
ら
は
「
色
好
み
」
と
し
て
の
登
場
に
加
え
、
か
ぐ
や
姫
が
結
婚
の
条

件
と
し
て
課
し
た
難
題
を
通
じ
、
各
々
個
性
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
五
人
の
求
婚

者
は
、
高
位
の
官
職
の
人
物
か
ら
順
に
登
場
す
る
が
、
官
位
が
下
が
る
に
つ
れ
、
滑
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稽
さ
や
粗
忽
さ
が
徐
々
に
薄
れ
る
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る8

。
こ
れ
は
姫
が
結
婚
に

望
む
も
の
が
、高
位
の
官
職
や
権
力
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
た
難
題
の
代
物
で
は
な
く
、

姫
に
対
す
る
誠
実
さ
や
愛
情
と
い
っ
た
「
こ
こ
ろ
ざ
し
」
の
提
示
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
物
語
が
進
む
に
つ
れ
、
求
婚
者
は
少
し
ず
つ
「
こ
こ
ろ
ざ
し
」
を
提
示

す
る
よ
う
に
は
な
る
が
、
十
分
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
求
婚
は
失
敗
に
終
わ
っ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
五
人
の
求
婚
者
の
失
敗
譚
を
経
て
、
つ
い
に
御
門
が
登
場
す
る
。

②
御
門

　

御
門
も
か
ぐ
や
姫
へ
の
求
婚
に
失
敗
す
る
男
性
で
あ
る
。
し
か
し
五
人
の
求
婚
者

と
は
異
な
り
、
か
ぐ
や
姫
と
文
を
交
換
し
、
さ
ら
に
は
月
へ
と
帰
る
か
ぐ
や
姫
か
ら

文
と
不
死
の
薬
が
御
門
の
元
へ
届
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
御
門
は
、
求
婚
者

の
中
で
唯
一
か
ぐ
や
姫
と
心
を
通
わ
す
こ
と
が
で
き
た
男
性
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
御

門
の
最
高
権
力
者
と
い
う
立
場
に
相
応
し
い
、
最
高
の
人
格
の
持
ち
主
と
し
て
登
場

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る9

。
月
の
住
人
と
い
う
超
人
的
な
存
在
で
あ
る
か
ぐ
や
姫

と
心
を
通
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
総
じ
て
人
の
上
に
立
つ
御
門
で
な
け
れ
ば

成
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
物
語
で
は
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。『
竹
取
物
語
』

に
お
い
て
御
門
は
、
か
ぐ
や
姫
に
最
も
「
こ
こ
ろ
ざ
し
」
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
人

物
で
あ
り
、
最
高
の
力
を
持
っ
た
男
性
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

③
か
ぐ
や
姫

　

か
ぐ
や
姫
の
人
物
像
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る

が
、
中
で
も
か
ぐ
や
姫
を
神
や
天
女
と
結
び
つ
け
る
研
究
が
多
い
こ
と
は
注
目
さ
れ

る
。
物
語
に
お
い
て
も
、
様
々
な
人
物
が
か
ぐ
や
姫
に
対
し
敬
語
を
用
い
、
人
間
に

勝
る
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
語
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る10
。

　

こ
の
人
間
に
勝
る
力
と
は
、
か
ぐ
や
姫
の
決
定
権
の
強
さ
を
示
し
て
い
る
と
も
い

え
、
結
婚
を
勧
め
る
翁
に
対
す
る
、
結
婚
を
固
辞
す
る
姿
や
御
門
の
命
で
あ
る
宮
仕

え
を
拒
絶
す
る
姿
と
し
て
示
さ
れ
、
さ
ら
に
月
の
使
者
と
の
会
話
か
ら
も
、
そ
の
決

定
権
の
強
さ
が
窺
わ
れ
る11
。
つ
ま
り
か
ぐ
や
姫
は
、
地
上
の
み
な
ら
ず
月
の
世
界

に
お
い
て
も
、力
を
有
す
る
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
次
に
、
こ
の
よ
う
な
特
別
な
存
在
で
あ
る
か
ぐ
や
姫
を
育
て
、
共
に
暮
ら
し

て
い
た
翁
や
嫗
に
注
目
し
た
い
。

④
翁
・
嫗

　

翁
と
嫗
は
、
か
ぐ
や
姫
の
成
長
を
最
も
近
く
で
見
守
る
人
物
と
し
て
語
ら
れ
る
。

　

ま
ず
翁
は
、
か
ぐ
や
姫
と
求
婚
者
と
の
仲
介
役
を
す
る
な
ど
、
姫
の
婚
姻
に
対
し

て
非
常
に
親
身
に
な
っ
て
世
話
を
す
る
様
子
が
語
ら
れ
る
一
方
で
、
貪
欲
さ
を
持
つ

人
物
と
し
て
も
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
御
門
が
登
場
し
、
翁
に
か
ぐ
や
姫
の
入
内

を
要
請
す
る
場
面
で
顕
著
と
な
る
。
翁
は
か
ぐ
や
姫
が
入
内
を
固
辞
す
る
意
思
を
尊

重
し
な
が
ら
も
、
姫
の
入
内
と
引
き
換
え
に
、
翁
に
官
位
を
与
え
る
と
い
う
御
門
の

提
案
に
心
が
揺
ら
ぐ
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
翁
に
は
、
か
ぐ
や
姫
の

婚
姻
を
懸
命
に
世
話
す
る
献
身
的
な
父
と
い
う
役
割
を
持
つ
一
方
で
、
御
門
の
言
葉

に
心
を
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
、
官
位
に
目
が
眩
む
と
い
う
貧
欲
な
性
格
を
持
ち
合
わ
せ
た
人

物
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
翁
に
対
し
嫗
は
、
詞
書
に
お
い
て
か
ぐ
や
姫
を
献
身
的
に
世
話
す
る
様

子
が
語
ら
れ
て
い
る
。特
に
嫗
は
御
門
の
勅
使
が
訪
問
す
る
場
面
に
頻
繁
に
登
場
し
、

勅
使
と
か
ぐ
や
姫
の
仲
介
人
の
役
割
ま
で
果
た
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
嫗
は
か
ぐ
や

姫
の
養
母
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
場
面
以
外
の
詞
書
に
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な

い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
翁
に
比
べ
嫗
は
、
詞
書
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
極
端
に
少
な
い

と
い
え
る
。
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翁
と
嫗
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
詞
書
の
特
徴
に
対
し
、
注
目
で
き
る
の
は
、
絵
に

お
け
る
翁
と
嫗
の
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
詞
書
通
り
に
示
さ
れ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
章
で
は
、こ
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
、

視
覚
的
に
表
さ
れ
た
『
竹
取
物
語
』
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

第
二
章
　
視
覚
化
さ
れ
る
『
竹
取
物
語
』

（
一
）《
竹
取
物
語
絵
》
の
形
態
と
受
容

　
『
竹
取
物
語
』
は
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
生
産
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
本
稿
で
は
、
絵
入
り
版
本
・
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
三
つ
の
形
態
に

注
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
記
す
こ
と
と
す
る
。

①
絵
入
り
版
本

　

絵
入
り
版
本
と
は
、
江
戸
時
代
の
印
刷
技
術
向
上
に
伴
い
大
量
生
産
さ
れ
た
、
挿

絵
を
伴
う
冊
子
で
あ
る
。
単
色
の
版
本
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
比
較
的
安
価
で
手
に
入

り
、
テ
キ
ス
ト
と
絵
を
同
時
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
た
め
庶
民
に
も
親
し
ま
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
題
材
は
仏
教
の
経
典
か
ら
、
説
話
や
軍
記
物
な
ど
多
岐
に
わ

た
る
。
中
に
は
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
に
制
作
さ
れ
た
『
伊
勢
物
語
』（
嵯
峨
本
）

と
い
っ
た
、
詳
細
に
描
き
込
ま
れ
た
豪
華
な
絵
入
り
版
本
も
見
ら
れ
る
。
な
お
、
一

般
に
は
絵
入
り
版
本
が
制
作
さ
れ
る
際
、
版
木
の
系
統
が
絵
屋
に
よ
っ
て
分
か
れ
る

の
に
対
し
、『
竹
取
物
語
』
に
関
し
て
は
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
に
登
場
し
た
も

の
以
降
、
全
て
同
じ
版
木
を
基
に
制
作
さ
れ
、
全
十
二
図
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
共
通
し
て
い
る
。

　
『
竹
取
物
語
』
の
絵
入
り
版
本
の
描
写
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
翁
・
嫗
・
か

ぐ
や
姫
の
配
置
、
嫗
の
装
束
で
あ
る
。

　

ま
ず
配
置
に
注
目
す
る
と
、三
者
が
揃
っ
て
描
か
れ
て
い
る
場
面
は
計
九
図
あ
り
、

挿
絵
の
半
数
以
上
に
の
ぼ
る
こ
と
が
分
か
る
。
次
に
嫗
の
服
装
に
注
目
す
る
と
、
裕

福
に
な
る
前
【
図
１
】
で
は
、
嫗
の
髪
が
短
く
褶
姿
で
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

家
が
裕
福
に
な
る
と
、
嫗
は
長
髪
の
十
二
単
姿
で
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
【
図
２
】。

こ
う
し
た
三
者
の
配
置
や
、
嫗
の
装
束
の
変
化
は
、
奈
良
絵
本
や
絵
巻
の
《
竹
取
物

語
絵
》
に
も
共
通
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
絵
入
り
版
本
に
描
か
れ
た
『
竹

取
物
語
』
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
広
く
普
及
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

②
奈
良
絵
本

　

奈
良
絵
本
は
肉
筆
で
制
作
さ
れ
、
絵
屋
で
販
売
さ
れ
て
い
た
比
較
的
入
手
し
や
す

い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
奈
良
絵
本
の
絵
は
素
朴
な
も
の
か
ら
、
濃
彩
で
細

密
丁
寧
に
描
か
れ
る
も
の
ま
で
画
風
に
幅
が
あ
り
、中
に
は
金
銀
泥
や
金
箔
を
用
い
、

濃
彩
で
彩
色
す
る
豪
華
本
も
存
在
す
る
。
多
く
の
奈
良
絵
本
版
『
竹
取
物
語
』
が
、

絵
に
濃
彩
や
金
銀
箔
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
手
間
や
時
間
を
か
け
て
制
作

さ
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

　

奈
良
絵
本
が
絵
入
り
版
本
と
最
も
異
な
る
の
は
、
本
画
で
あ
る
た
め
、
人
物
や
建

築
な
ど
表
現
の
幅
が
広
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
五
人
の
貴
族
が
翁
邸
に
訪
問
す
る

場
面
を
挙
げ
、
絵
入
り
版
本
（
盤
田
私
立
図
書
館
所
蔵
本
）
と
奈
良
絵
本
（
成
蹊
大

学
所
蔵
本
、
以
下
成
蹊
本
）
を
比
較
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
絵
入
り
版
本
【
図
３
】
で
は
、
翁
・
嫗
・
か
ぐ
や
姫
と
求
婚
者
が
別
室
に
三

者
の
み
描
か
れ
て
い
る
。室
内
に
は
御
簾
や
几
帳
な
ど
が
描
か
れ
、翁
が
裕
福
に
な
っ

た
こ
と
が
部
分
的
に
は
窺
え
る
も
の
の
、
室
内
の
様
子
は
霞
で
隠
さ
れ
、
ま
た
庭
の

様
子
に
関
し
て
も
広
さ
や
内
容
ま
で
は
確
認
で
き
な
い
。
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一
方
、
奈
良
絵
本
で
あ
る
成
蹊
本
で
は
見
開
き
の
一
丁
分
を
使
い
、
求
婚
者
の
場

面
を
よ
り
広
い
画
面
に
描
き
出
し
て
い
る
【
図
４
】。
こ
こ
で
は
翁
・
嫗
・
か
ぐ
や

姫
は
左
側
の
部
屋
に
配
置
さ
れ
、
求
婚
者
た
ち
は
右
の
部
屋
に
五
人
揃
っ
て
描
か
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
奈
良
絵
本
で
は
、
一
丁
分
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
部
屋

を
横
に
並
べ
て
描
く
こ
と
が
で
き
、
建
築
空
間
の
描
き
方
に
お
い
て
も
、
室
内
の
畳

が
敷
き
詰
め
ら
れ
て
い
る
様
子
や
、
襖
絵
、
鮮
や
か
な
几
帳
、
か
ぐ
や
姫
が
茵
に
座

る
様
子
な
ど
を
細
や
か
に
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
庭
に
は
従
者
を
配
し
、松
と
塀
が
描
き
足
さ
れ
、絵
入
り
版
本
で
描
き
き
れ
な
か
っ

た
庭
の
様
子
を
含
む
、
邸
宅
の
全
体
を
奈
良
絵
本
で
は
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ

と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
図
や
モ
チ
ー
フ
は
、
翁
の
屋
敷
が
広
大
で
豊
か
で

あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
奈
良
絵
本
で
は
一
丁
分
と
い
う
広
い
画
面
が
採
用
さ
れ
、
し
か
も
手
彩
色

を
施
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
様
々
な
モ
チ
ー
フ
が
よ
り
表
現
豊
か

に
描
き
込
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

③
絵
巻

　

絵
巻
は
、
先
に
見
た
冊
子
状
の
も
の
と
は
異
な
り
、
横
に
紙
を
継
ぐ
こ
と
が
で
き

る
た
め
、
長
大
な
画
面
を
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
絵
巻
は
、
一
点
ず
つ

丁
寧
に
制
作
さ
れ
、
詞
書
の
料
紙
に
は
金
箔
や
金
泥
で
装
飾
を
施
し
、
絵
に
は
良
質

な
絵
具
を
用
い
た
豪
華
な
作
品
が
多
く
見
ら
れ
る
。中
に
は
軸
に
玉
や
象
牙
な
ど
が
、

表
紙
に
は
金
襴
な
ど
の
織
物
と
い
っ
た
よ
う
に
、
様
々
な
高
価
な
材
料
を
用
い
た
絵

巻
も
見
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
制
作
に
あ
た
っ
て
は
、
詞
書
筆
者
、
絵
師
な
ど
多
数
の

人
が
携
わ
り
、
時
間
と
手
間
が
か
け
ら
れ
る
も
の
も
多
い
。
こ
の
よ
う
に
一
点
も
の

の
豪
華
な
絵
巻
は
、
注
文
制
作
に
よ
る
も
の
で
非
常
に
高
価
で
あ
る
た
め
、
制
作
も

鑑
賞
も
限
ら
れ
た
人
の
み
に
開
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
、絵
巻
の
鑑
賞
は
、料
紙
を
広
げ
て
は
巻
く
と
い
う
動
作
の
繰
り
返
し
に
よ
っ

て
成
立
す
る
。
し
か
も
冊
子
と
は
異
な
り
、
読
み
飛
ば
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、

鑑
賞
者
は
相
当
な
時
間
を
か
け
、
物
語
を
読
み
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
絵
巻
の
最
大
の
特
徴
は
、
時
間
表
現
に
長
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

長
大
な
画
面
に
描
か
れ
た
場
面
を
肩
幅
ほ
ど
に
広
げ
、
次
の
場
面
へ
と
巻
き
取
り
な

が
ら
読
み
進
め
る
と
い
う
鑑
賞
法
自
体
に
時
間
を
要
す
る
た
め
、
絵
巻
そ
の
も
の
に

時
間
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る12
。
で
は
冊
子
に
描
か
れ
た
場
面
と
、
絵
巻
に

描
か
れ
る
場
面
で
は
、
具
体
的
な
内
容
に
ど
れ
ほ
ど
の
差
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
五
人
の
求
婚
者
が
訪
問
す
る
場
面
を
、
奈
良
絵
本
の
冊
子
で
あ
る
成
蹊
本

と
、
九
曜
文
庫
旧
蔵
《
竹
取
物
語
絵
巻
》（
以
下
九
曜
本
）
と
で
比
較
し
た
い
。

　

ま
ず
成
蹊
本
で
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
か
ぐ
や
姫
た
ち
の
他
に
女
房
や
従
者
が
描

か
れ
、
さ
ら
に
屋
敷
の
屋
根
や
庭
、
襖
絵
や
几
帳
、
茵
な
ど
の
描
写
に
よ
っ
て
、
翁

た
ち
が
裕
福
に
な
っ
た
こ
と
が
彩
や
か
に
表
現
さ
れ
て
い
た
。

　

一
方
九
曜
本
で
は
、
成
蹊
本
よ
り
も
さ
ら
に
多
く
の
人
物
を
描
写
し
て
い
る
【
図

５
】。
中
で
も
奈
良
絵
本
と
最
も
差
異
が
見
ら
れ
る
の
は
、
建
物
の
描
写
で
あ
る
。

絵
巻
で
は
長
い
画
面
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
翁
の
屋
敷
が
広
大
な
敷
地
に
展
開
す
る

豪
華
な
邸
宅
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
横
に
長
く
続
く
画
面

は
、
求
婚
者
と
か
ぐ
や
姫
と
の
距
離
ま
で
も
視
覚
的
に
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
求
婚

者
か
ら
離
れ
た
奥
の
部
屋
に
配
さ
れ
て
い
る
か
ぐ
や
姫
が
、
求
婚
者
た
ち
に
心
を
許

し
て
い
な
い
こ
と
ま
で
も
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
画
面
を
横
断
す
る

よ
う
に
長
く
続
く
縁
側
や
、
遣
水
が
描
か
れ
て
い
る
点
、
そ
し
て
御
簾
や
蔀
の
表
現

な
ど
か
ら
、
翁
の
邸
宅
が
、
貴
族
の
邸
宅
の
寝
殿
造
風
の
佇
ま
い
で
あ
る
こ
と
ま
で

も
具
体
的
に
伝
え
て
い
る
。
つ
ま
り
九
曜
本
は
、
絵
巻
と
い
う
長
い
画
面
を
利
用
す

る
こ
と
で
、
翁
が
裕
福
に
な
り
、
広
大
な
屋
敷
を
手
に
入
れ
た
こ
と
や
、
か
ぐ
や
姫

た
ち
が
王
朝
貴
族
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
る
様
子
ま
で
も
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
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と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
比
較
を
通
じ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、
絵
巻
と
い
う
形
態
こ
そ
が
、

最
も
多
く
の
視
覚
的
情
報
を
伝
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
絵

巻
と
は
、
文
字
で
語
ら
れ
る
ス
ト
ー
リ
ー
を
さ
ら
に
詳
細
な
絵
に
よ
っ
て
補
う
こ
と

が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
語
り
の
内
容
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
の
絵
師
に
目
を
向
け
る
と
、
住
吉
派
、
土
佐
派
、
狩

野
派
と
い
っ
た
正
統
派
の
絵
師
が
制
作
に
関
与
し
た
と
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
に

気
づ
く
。
特
に
住
吉
派
が
描
い
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
多
い
と
い
う
見
解
か
ら
、

『
竹
取
物
語
』
は
住
吉
派
の
得
意
と
す
る
画
題
で
あ
っ
た
可
能
性
が
す
で
に
指
摘
さ

れ
て
い
る13
。
こ
の
よ
う
に
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
の
多
く
が
、
正
統
派
の
絵
師
に
よ

り
制
作
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　

最
後
に
絵
巻
の
形
態
に
注
目
し
た
い
。
例
え
ば
《
春
日
権
現
験
記
絵
》（
一
三
〇
九

年
、
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
）
の
よ
う
な
、
神
や
仏
が
登
場
す
る
縁
起
を
描
く
際
に

は
絵
巻
と
い
う
形
態
が
選
ば
れ
、
し
か
も
寺
社
に
奉
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
で

き
る14
。
絵
巻
が
寺
社
に
奉
納
さ
れ
た
の
は
、絵
巻
の
形
態
そ
の
も
の
と
深
く
関
係
し
、

絵
巻
を
鑑
賞
す
る
際
に
、
紙
面
を
巻
き
と
る
と
い
う
行
為
が
、
特
別
な
思
い
や
願
い

を
巻
物
の
中
に
込
め
た
い
と
い
う
願
望
と
直
接
結
び
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
い
か
ら
、
巻
物
が
経
典
や
縁
起
を
残
す
形
態
に
選
ば
れ
、
寺

社
に
奉
納
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
、《
竹
取
物
語

絵
巻
》に
も
何
ら
か
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

以
上
、
物
語
の
形
態
に
注
目
し
、
絵
入
り
版
本
、
奈
良
絵
本
や
絵
巻
の
比
較
を
通

し
、
そ
の
機
能
や
役
割
を
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、
特
に
絵
巻
は
詞
と
絵
の
双
方
で

物
語
を
詳
細
に
表
現
す
る
こ
と
に
長
け
、
さ
ら
に
鑑
賞
者
の
思
い
や
願
い
を
込
め
る

の
に
相
応
し
い
形
態
と
し
て
選
択
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

（
二
）《
竹
取
物
語
絵
》
の
研
究
史

　

前
節
で
述
べ
た
通
り
、
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
制
作
さ
れ
た
『
竹
取
物
語
』

は
数
多
く
存
在
す
る
の
に
対
し
、
美
術
史
の
視
点
に
よ
る
研
究
は
非
常
に
少
な
い
。

本
節
で
は
そ
の
中
で
も
、
従
来
の
研
究
で
言
及
さ
れ
た
表
象
分
析
に
注
目
し
て
検
討

を
行
い
た
い15
。

　

絵
画
の
研
究
に
関
し
て
は
、
渡
辺
雅
子
氏
が
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
所
蔵
の
奈

良
絵
本（
以
下
Ｍ
Ｍ
Ａ
本
）に
描
か
れ
る
モ
チ
ー
フ
や
人
物
像
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ

て
い
る16
。
特
に
Ｍ
Ｍ
Ａ
本
に
見
ら
れ
る
吹
抜
屋
台
の
構
図
【
図
６
】
に
関
し
て
、

深
く
区
切
ら
れ
た
菱
形
の
構
図
は
、
鑑
賞
者
を
物
語
の
世
界
へ
引
き
込
む
仕
掛
け
で

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
筆
者
は
こ
れ
に
加
え
、《
竹
取
物
語
絵
》
に
お
け
る
吹
抜

屋
台
の
視
点
の
高
さ
は
、
他
の
意
味
も
あ
る
と
考
え
る
。

　

こ
の
深
く
区
切
ら
れ
た
菱
形
の
構
図
は
、
特
に
か
ぐ
や
姫
が
月
を
見
て
嘆
く
場
面

に
用
い
ら
れ
、
い
く
つ
か
の
絵
巻
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
【
図
７
】。
こ
れ
は
鑑
賞
者

を
物
語
に
引
き
込
む
役
割
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
は
、
後
に
登
場
す

る
「
月
の
王
」
の
視
点
を
意
識
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
詞
書
で
は
か
ぐ
や
姫
が
、

「
月
の
王
」
に
月
へ
と
帰
る
日
程
を
遅
ら
せ
る
よ
う
願
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
高
い
位
置
か
ら
翁
・
嫗
・
か
ぐ
や
姫
を
見
下
ろ
す
よ
う
な
視
点
は
、
ま
さ
に
地

上
の
空
高
く
に
存
在
す
る
「
月
の
王
」
の
視
点
と
重
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
王
が

姫
ら
の
様
子
を
窺
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

他
に
も
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
の
研
究
で
は
、斎
藤
緋
紗
依
氏
に
よ
る
チ
ェ
ス
タ
ー
・

ビ
ー
テ
ィ
ー
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ィ
本
の
研
究
が
注
目
で
き
る17

。
斎
藤
氏
は
一
つ
の
長

い
画
面
に
、
物
語
を
追
う
よ
う
に
数
場
面
を
連
続
し
て
描
く
構
図
に
特
徴
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

一
方
、
奈
良
絵
本
の
冊
子
や
絵
巻
の
《
竹
取
物
語
絵
》
に
見
ら
れ
る
人
物
表
象
に
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関
し
て
は
、
曽
根
誠
一
氏
の
研
究
が
参
考
と
な
る
。
中
で
も
「
病
み
臥
す
貴
公
子
」

像
に
注
目
し
、
大
伴
御
行
と
石
上
麿
足
が
臥
す
場
面
の
比
較
検
討
や
、
阿
倍
御
主
人

が
詞
書
と
は
異
な
り
、
唐
の
商
人
と
対
面
し
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る18
。

　

以
上
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
に
関
す
る
従
来
の
表
象
研
究
を
い
く
つ
か
挙
げ
た
。
し

か
し
先
行
研
究
に
お
い
て
、
翁
や
嫗
の
描
き
方
、
そ
し
て
彼
ら
と
か
ぐ
や
姫
の
関
係

性
を
表
す
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
に
注
目
し
た
研
究
は
皆
無
に
等
し
い
。
そ
こ
で
次
章
で

は
、
従
来
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
翁
や
嫗
の
表
象
分
析
や
、
そ
の
意
味
と
機
能
を

考
察
し
た
い
。

第
三
章
　《
竹
取
物
語
絵
巻
》
に
付
さ
れ
た
意
味
や
機
能
に
つ
い
て

（
一
）
詞
書
と
絵
に
お
け
る
人
物
像
の
差
異

　

本
節
で
は
、
改
め
て
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
に
登
場
す
る
主
要
な
人
物
た
ち
を
取
り

挙
げ
、
詞
書
が
語
る
内
容
と
絵
の
描
き
方
に
は
、
ど
の
よ
う
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る

の
か
分
析
し
た
い
。

①
五
人
の
求
婚
者

　

ま
ず
五
人
の
求
婚
者
は
、詞
書
や
絵
の
双
方
で
、翁
の
屋
敷
へ
訪
問
す
る
場
面
【
図

８
】
や
各
々
が
難
題
と
向
き
合
う
場
面
が
語
ら
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
五
人

の
求
婚
者
が
集
う
場
面
で
は
、
何
を
し
て
い
て
も
五
人
が
一
組
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
情
景
が
、
ど
の
絵
巻
で
も
必
ず
描
か

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
か
ぐ
や
姫
に
求
婚
す
る
人
物
は
、
皆
、
詞
書
で

は
個
性
あ
る
人
物
と
し
て
語
ら
れ
る
の
に
対
し
、
絵=

視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
で
は
、

五
人
の
男
性
に
個
性
や
優
劣
を
つ
け
る
こ
と
な
く
、
単
な
る
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
差
異
の
な
い
求
婚
者
の
表
現
は
、
後
に

物
語
の
中
で
求
婚
者
が
難
題
に
取
り
組
ん
だ
と
し
て
も
、
誰
一
人
と
し
て
か
ぐ
や
姫

へ
の
求
婚
が
成
功
し
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

②
御
門

　

御
門
が
登
場
す
る
の
は
、
①
勅
使
が
か
ぐ
や
姫
の
入
内
拒
否
を
御
門
に
報
告
す
る

場
面
、
②
御
門
が
か
ぐ
や
姫
と
対
面
す
る
場
面
、
③
昇
天
し
た
か
ぐ
や
姫
か
ら
贈
ら

れ
た
不
死
の
薬
が
届
く
、
三
場
面
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
中
で
最
も
注
目
で
き
る
の
は
、
②
御
門
と
か
ぐ
や
姫
の
対
面
の
場
面
で

あ
る
【
図
９
】。
こ
の
場
面
で
は
御
門
の
顔
が
露
わ
に
、
し
か
も
御
門
と
姫
は
並
列

し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る19
。
二
者
が
並
列
で
、
し
か
も
御
門
の
顔
が
露
わ

に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
か
ぐ
や
姫
の
前
で
は
御
門
で
さ
え
も
、
他
の
男
性
と
同
様

の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
月
か
ら
や
っ
て
き
た

か
ぐ
や
姫
の
前
で
は
、
地
上
の
最
高
権
力
者
も
、
単
な
る
一
人
の
男
性
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
姫
と
御
門
が
並
ぶ
姿
は
、
理
想
の
夫

婦
や
恋
人
の
姿
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
こ
の
先
の
物
語
に
お
い
て
、
御
門

が
「
こ
こ
ろ
ざ
し
」
を
得
て
か
ぐ
や
姫
と
の
絆
を
結
ぶ
と
い
う
未
来
を
暗
示
し
て
い

る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

③
か
ぐ
や
姫

　

絵
で
は
主
に
成
長
し
た
か
ぐ
や
姫
が
豪
華
な
邸
内
で
暮
ら
す
姿
が
描
か
れ
る
も
の

の
、
詞
書
で
は
か
ぐ
や
姫
の
暮
ら
し
ぶ
り
は
全
く
語
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
拘

わ
ら
ず
、
絵
で
は
か
ぐ
や
姫
は
美
し
い
十
二
単
を
着
用
し
、
茵
の
上
に
座
し
、
貴
族

の
姫
の
よ
う
に
几
帳
に
囲
ま
れ
る
と
い
っ
た
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
た
姿
で
描
か
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れ
て
い
る
【
図
10
】。

　

ま
た
、
か
ぐ
や
姫
は
求
婚
者
が
現
れ
た
と
き
、
彼
ら
に
姿
を
見
ら
れ
な
い
よ
う
別

室
に
隔
離
さ
れ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
か
ぐ
や
姫
が
描
か
れ
る
位
置
に

注
目
す
る
と
、
画
面
の
上
部
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
【
図
11
】。
こ
れ
は
か

ぐ
や
姫
を
画
面
の
上
部
に
配
す
る
こ
と
で
、
姫
が
特
別
な
力
を
有
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
御
門
と
の
対
面
の
場
面
に
お
い
て
、

二
者
が
画
面
の
上
部
に
並
ぶ
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
姫
は

御
門
と
同
等
の
地
位
を
持
つ
人
物
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
視
覚
的
イ

メ
ー
ジ
に
お
い
て
か
ぐ
や
姫
は
、
そ
の
配
置
に
よ
っ
て
登
場
人
物
た
ち
と
の
力
関
係

が
あ
か
ら
さ
ま
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

④
翁
・
嫗

　

翁
は
先
述
し
た
通
り
、詞
書
の
中
で
官
位
に
執
着
す
る
卑
俗
さ
が
語
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
絵
に
は
卑
俗
さ
を
表
す
姿
、
つ
ま
り
翁
が
御
門
の
命
に
よ
っ
て
宮
中
へ
招
集

さ
れ
る
場
面
は
絵
画
化
さ
れ
て
い
な
い
。
翁
は
画
面
に
お
い
て
、
一
貫
し
て
か
ぐ
や

姫
を
献
身
的
に
世
話
す
る
親
と
し
て
の
姿
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
か

ぐ
や
姫
に
求
婚
す
る
貴
公
子
た
ち
が
束
帯
姿
で
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
翁
は
裕

福
に
な
っ
た
後
も
小
袖
や
水
干
・
狩
衣
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
翁
を
他
の
男

性
と
差
異
化
す
る
た
め
の
工
夫
と
考
え
る
。
翁
の
顔
に
は
皴
が
刻
ま
れ
、
白
髪
交
じ

り
の
姿
で
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、「
富
」を
得
た
こ
と
よ
り
も
、

「
父
親
」
で
あ
る
と
い
う
役
割
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
嫗
は
、
詞
書
で
の
登
場
が
少
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
絵
で
は
頻
繁
に
か
ぐ
や

姫
の
側
に
描
か
れ
て
い
る
。
注
目
で
き
る
の
は
、
家
が
裕
福
に
な
っ
た
場
面
以
降
、

嫗
が
十
二
単
姿
に
な
る
こ
と
で
あ
る
【
図
12
】。
他
の
物
語
絵
と
比
較
す
る
と
、
老

女
が
美
し
い
十
二
単
を
着
て
い
る
姿
は
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の

表
現
は
《
竹
取
物
語
絵
》
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
十
二
単
を
着
用
し
、

詞
書
の
内
容
を
越
え
て
、か
ぐ
や
姫
に
寄
り
添
う
よ
う
に
繰
り
返
し
描
か
れ
る
嫗
は
、

そ
の
存
在
、
つ
ま
り
か
ぐ
や
姫
の
「
母
」
と
し
て
の
姿
を
（
母
に
相
応
し
い
姿
と
し

て
）
強
調
す
る
た
め
の
表
象
と
考
え
ら
れ
る20
。

　

以
上
、
詞
書
と
絵
に
お
け
る
登
場
人
物
の
描
写
の
差
異
を
述
べ
て
き
た
が
、
最
も

差
異
が
み
ら
れ
た
の
は
翁
と
嫗
で
あ
る
。《
竹
取
物
語
絵
巻
》
で
は
、
詞
書
以
上
に

翁
と
嫗
の
表
象
が
強
調
さ
れ
、
し
か
も
か
ぐ
や
姫
の
側
に
侍
る
姿
が
何
度
も
画
面
に

描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
翁
・
嫗
・
か
ぐ
や
姫
を
、
揃
っ
た
姿
で
画
面
に
視
覚
化

し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
次
節
で
は
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
に
、
常
に
翁
・
嫗
・
か
ぐ
や
姫
の
三
者
を

揃
っ
て
描
く
こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

（
二
）
翁
・
嫗
・
か
ぐ
や
姫
か
ら
み
る
「
父
母
と
娘
」
像

　
『
竹
取
物
語
』
は
、か
ぐ
や
姫
へ
の
求
婚
の
話
が
大
半
を
占
め
て
お
り
、翁
や
嫗
は
、

求
婚
者
や
勅
使
と
か
ぐ
や
姫
と
の
仲
介
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
物
語
の
描
写

は
、
翁
と
嫗
が
か
ぐ
や
姫
の
婚
姻
に
対
し
て
、
二
者
が
積
極
的
に
関
わ
り
、
親
と
し

て
娘
に
幸
福
な
婚
姻
を
さ
せ
た
い
と
願
う
親
心
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
重
要

な
の
は
、
か
ぐ
や
姫
は
翁
と
嫗
の
実
子
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
詞
書
に

注
目
す
る
と
、
翁
・
嫗
と
か
ぐ
や
姫
は
互
い
を
本
物
の
親
子
の
よ
う
に
認
識
し
て
い

る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る21

。

　

興
味
深
い
の
は
、
画
面
で
は
三
者
の
親
密
性
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
翁
・
嫗
は
、
詞
書
に
記
さ
れ
る
以
上
に
、
多
く
の
場
面
で
か
ぐ
や
姫
に
寄
り
添

う
よ
う
に
描
か
れ
る
【
図
13
】。
こ
の
よ
う
に
三
者
が
揃
っ
た
姿
を
描
く
こ
と
で
、

彼
ら
が
「
父
母
と
娘
」
と
い
う
関
係
で
あ
る
こ
と
を
視
覚
的
に
表
す
と
同
時
に
、
三
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者
の
絆
の
強
さ
を
も
表
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
翁
・
嫗
と
か

ぐ
や
姫
は
実
の
親
子
で
は
な
い
も
の
の
、
三
者
の
間
に
は
親
子
同
等
の
強
い
絆
が

あ
っ
た
と
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
関
係
性
が
よ
り
強
く
う
ち
だ
さ
れ
る
の
は
、月
の
使
者
が
翁
邸
に「
到

来
」
す
る
場
面
と
、
か
ぐ
や
姫
が
月
へ
と
「
昇
天
」
す
る
、
二
つ
の
場
面
で
あ
る
。

　

ま
ず
月
の
使
者
「
到
来
」
の
場
面
【
図
14
】
は
、
月
の
使
者
が
地
上
に
表
れ
る
と

い
う
劇
的
な
様
子
を
描
き
出
し
た
場
面
で
あ
る
が
、
単
に
使
者
が
「
到
来
」
し
た
様

子
を
描
き
出
し
た
だ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、こ
の
場
面
の
詞
書
で
は
、

翁
・
嫗
と
か
ぐ
や
姫
の
惜
別
が
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

注
目
し
た
い
の
は
、
い
く
つ
か
の
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
に
描
か
れ
る
翁
・
嫗
・
か

ぐ
や
姫
の
姿
が
、
悲
し
み
を
抑
え
る
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え

ば
【
図
15‒

1
】
や
【
図
15‒

2
】
を
見
る
と
、
か
ぐ
や
姫
、
翁
・
嫗
・
女
房
の
い

ず
れ
も
泣
く
よ
う
な
動
作
を
見
せ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。こ
の
よ
う
な
描
写
は
、

絵
巻
や
奈
良
絵
本
が
祝
儀
本
と
し
て
制
作
さ
れ
た
た
め
に
、
別
れ
を
悲
し
む
仕
草
は

晴
の
場
に
相
応
し
く
な
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
と
指
摘
さ
れ
て
い
る22
。
つ
ま
り
、

悲
嘆
や
別
離
の
表
現
を
避
け
た
の
は
、
祝
儀
本
に
相
応
し
い
、
喜
ば
し
い
内
容
の
絵

巻
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は《
竹
取
物
語
絵
巻
》

の
制
作
目
的
を
考
え
る
上
で
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
「
到
来
」
図
で
注
目
で
き
る
の
は
、
武
田
氏
旧
蔵
本
【
図
16
】
な
ど
に
描

か
れ
た
、
立
ち
姿
の
翁
・
嫗
・
か
ぐ
や
姫
で
あ
る
。
月
か
ら
の
迎
え
に
応
じ
よ
う
と

す
る
か
ぐ
や
姫
に
対
し
、
翁
と
嫗
は
一
見
す
る
と
、
月
の
使
者
の
元
へ
向
か
お
う
と

す
る
か
ぐ
や
姫
を
制
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
翁
と
嫗
の
様
子
を
詳
細
に
見
る
と
、
制

す
る
仕
草
が
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
か
ぐ
や
姫
と
共
に
立
ち
姿
で
描
か
れ
る
翁
と
嫗

は
、
天
上
へ
の
出
発
の
準
備
を
す
る
娘
と
、
そ
の
娘
を
手
伝
う
父
母
の
姿
と
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。そ
し
て
そ
こ
に
も
ま
た
、父
母
と
娘
が
寄
り
添
う
イ
メ
ー

ジ
で
描
こ
う
と
し
た
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

次
に
か
ぐ
や
姫
が
、「
昇
天
」
す
る
場
面
に
目
を
移
そ
う
。「
昇
天
」
の
場
面
で
は
、

か
ぐ
や
姫
が
月
の
使
者
と
共
に
、
地
上
を
離
れ
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
こ
の
場
面
を

描
く
際
は
、
地
上
へ
の
思
い
を
持
ち
続
け
る
か
ぐ
や
姫
の
姿
が
描
か
れ
る
と
指
摘
さ

れ
て
い
る23
。
確
か
に
輿
に
乗
っ
た
か
ぐ
や
姫
の
姿
を
見
る
と
、
姫
は
振
り
返
り
、

地
上
に
い
る
翁
・
嫗
に
目
線
を
送
っ
て
い
る
【
図
17
】。
し
か
も
こ
の
場
面
以
前
の

詞
書
で
は
、
か
ぐ
や
姫
が
地
上
に
は
翁
・
嫗
が
お
り
、
月
に
は
父
母
が
い
る
こ
と
を

語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
先
に
述
べ
た
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
を
婚
礼
調
度
と
解
す
る

説
に
従
う
な
ら
ば
、
か
ぐ
や
姫
が
地
上
を
振
り
返
る
の
は
、
ま
さ
に
娘
が
父
母
で
あ

る
翁
・
嫗
の
元
を
離
れ
る
寂
し
さ
を
表
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
、
改

め
て
翁
・
嫗
の
姿
に
注
目
す
る
と
、
か
ぐ
や
姫
を
見
送
る
二
者
は
、
姫
と
の
別
離
に

悲
嘆
す
る
姿
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
姿
で
二
者
の
様
子
を

描
い
た
の
は
、
娘
と
別
れ
る
間
際
に
至
る
ま
で
、
寄
り
添
う
父
母
の
姿
を
強
調
す
る

た
め
で
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、月
の
使
者
の
場
面
が
「
到
来
」
図
で
描
か
れ
て
い
る
場
合
は
、

翁
・
嫗
と
か
ぐ
や
姫
の
別
れ
を
避
け
た
描
写
と
な
り
、
一
方
「
昇
天
」
図
で
描
か
れ

る
場
合
に
は
、
翁
・
嫗
に
目
を
向
け
る
か
ぐ
や
姫
を
描
く
こ
と
に
よ
り
、
地
上
に
翁
・

嫗
を
残
し
て
旅
立
た
ざ
る
を
得
な
い
、
か
ぐ
や
姫
の
切
な
い
思
い
が
写
し
出
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
か
ぐ
や
姫
と
翁
・
嫗
と
の
別
離
を
表
す
場
面
は
、

「
到
来
」
図
、
あ
る
い
は
「
昇
天
」
図
の
ど
ち
ら
で
描
か
れ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に

は
翁
・
嫗
・
か
ぐ
や
姫
、
言
い
換
え
れ
ば
、
父
・
母
・
娘
の
絆
が
、
画
面
に
は
強
調

し
て
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
父
母
と
娘
」
の
関
係
性
を
視
覚
的
に
強
調
す
る
《
竹
取
物
語
絵
巻
》

は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
婚
礼
調
度
と
し
て
相
応
し
い
と

み
な
さ
れ
、
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
十
分
考
え
ら
れ
る
。
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次
節
で
は
、
改
め
て
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
が
婚
礼
調
度
と
し
て
相
応
し
い
と
言
え

る
の
か
ど
う
か
、
実
際
に
設
え
ら
れ
た
調
度
品
や
、《
竹
取
物
語
絵
巻
》
に
描
か
れ

る
表
現
を
通
じ
て
検
討
し
た
い
。

（
三
）
婚
礼
調
度
と
し
て
の
機
能

　
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
が
婚
礼
調
度
と
し
て
制
作
さ
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
す

る
た
め
、
ま
ず
婚
礼
調
度
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
の
歴
史
的
展
開
と
、

実
際
に
婚
礼
調
度
と
し
て
制
作
さ
れ
た
と
さ
れ
る
絵
巻
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ

と
と
す
る
。

　

ま
ず
婚
礼
調
度
は
、
平
安
時
代
に
は
既
に
仕
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て

室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
定
型
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う24
。
特
に
江

戸
時
代
の
大
名
や
豪
商
と
い
っ
た
富
裕
層
は
、
そ
の
子
供
の
婚
礼
調
度
と
し
て
、
蒔

絵
で
意
匠
を
こ
ら
し
、
名
の
あ
る
絵
師
に
描
か
せ
た
屛
風
・
絵
巻
な
ど
を
持
た
せ
、

財
力
や
権
力
を
示
し
た
。
豪
華
な
婚
礼
調
度
で
最
も
著
名
な
の
は
、
将
軍
徳
川
家
光

が
わ
ず
か
三
歳
の
長
女
・
千
代
姫
の
た
め
に
設
え
た
《
初
音
の
調
度
》（
一
六
三
九
年
、

徳
川
美
術
館
）
が
知
ら
れ
る
。《
初
音
の
調
度
》
は
『
源
氏
物
語
』「
初
音
」
帖
を
題

材
と
し
た
蒔
絵
に
彩
ら
れ
た
も
の
で
、
総
計
四
十
七
点
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

注
目
で
き
る
の
は
、
こ
の
《
初
音
の
調
度
》
に
は
、
離
れ
て
暮
ら
す
明
石
の
君
と

そ
の
姫
君
の
、
互
い
の
思
い
や
る
気
持
ち
が
意
匠
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
硯

箱
【
図
18‒

1
，18‒

2
】
に
は
、
母
と
娘
が
互
い
を
思
う
和
歌
を
意
匠
化
す
る
こ

と
で
、
離
れ
て
暮
ら
す
母
子
の
や
り
取
り
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
う25
。
こ
の
よ
う

に
婚
礼
調
度
に
は
、「
親
と
娘
」
の
関
係
性
を
視
覚
化
す
る
こ
と
で
、
親
子
の
親
密

さ
を
示
す
も
の
が
存
在
し
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、《
竹
取
物
語
絵
巻
》
の
親

子
像
の
イ
メ
ー
ジ
に
も
、
同
様
の
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
娘
の
結
婚
の

た
め
に
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
を
注
文
し
た
親
も
ま
た
、
翁
・
嫗
・
か
ぐ
や
姫
の
姿
に

「
親
と
子
」
の
強
い
絆
を
見
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

婚
礼
調
度
と
し
て
は
、
蒔
絵
が
施
さ
れ
た
実
用
品
だ
け
で
な
く
、
屏
風
や
絵
巻
、

書
物
等
を
設
え
る
こ
と
も
重
要
で
あ
っ
た
。
特
に
王
朝
物
語
や
致
富
譚
は
祝
儀
本
と

し
て
好
ま
れ
た
。
祝
儀
本
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
尾
張
十
一
代
藩
主
徳

川
斉
温
（
一
八
一
九
―
一
八
三
九
）
の
夫
人
、
俊
恭
院
福
君
（
一
八
二
〇
ー

一
八
四
〇
）
が
嫁
入
り
の
際
に
持
参
し
た
「
菊
折
枝
蒔
絵
婚
礼
調
度
」（
一
八
三
六
、

徳
川
美
術
館
）
に
含
ま
れ
る
、《
文
正
草
子
絵
巻
》
三
巻
（
十
七
世
紀
、徳
川
美
術
館
）

が
挙
げ
ら
れ
る
【
図
19‒

1
，19‒

2
】。
こ
の
絵
巻
の
詞
書
料
紙
に
は
、
金
泥
に
よ

る
草
花
や
金
雲
が
描
か
れ
、
霞
に
も
砂
子
が
多
用
さ
れ
る
と
い
う
非
常
に
豪
華
な

絵
巻
で
あ
る26
。
他
に
も
尾
張
六
代
藩
主
徳
川
継
友
の
夫
人
、
光
雲
院
安
己
君
が
所

有
し
て
い
た
《
く
さ
物
語
（
七
草
草
紙
）》
や
、《
大
黒
舞
》
と
い
っ
た
冊
子
の
奈
良

絵
本
も
、
嫁
入
り
の
際
に
持
参
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る27
。

　

そ
こ
で
改
め
て
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
を
見
て
み
る
と
、
厳
密
に
は
王
朝
物
語28
と

は
言
え
な
い
も
の
の
、
か
ぐ
や
姫
が
貴
族
の
よ
う
な
暮
ら
し
ぶ
り
を
し
て
お
り
、
し

か
も
高
位
の
貴
族
や
御
門
か
ら
求
婚
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
王
朝
物
語
と
し
て
受
容
さ

れ
て
い
た
可
能
性
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
『
竹
取
物
語
』
は
、
翁
と
嫗
が

豊
か
に
な
る
こ
と
か
ら
、
致
富
譚
と
も
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
致
富
譚
や
王
朝
物
語
と
も
い
え
る
『
竹
取
物
語
』
だ
が
、
一
概
に
、

婚
礼
調
度
と
い
う
目
的
に
は
相
応
し
い
物
語
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
主
人
公
の

か
ぐ
や
姫
は
父
母
が
望
む
結
婚
を
全
て
固
辞
し
、
最
終
的
に
は
月
へ
帰
っ
て
し
ま
う

物
語
だ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
婚
礼
調
度
と
し
て
選
ば
れ
る
要
素
は
他
に
見
出
せ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

　

も
と
よ
り
『
竹
取
物
語
』
は
、「
か
ぐ
や
姫
」
と
い
う
高
貴
な
姫
と
貴
族
や
御
門

と
の
恋
愛
を
主
題
と
し
た
、
王
朝
物
語
の
一
種
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
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れ
る
。
そ
の
よ
う
な
物
語
が
、
主
に
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
、
物
語
の
享
受
者
の
層

が
広
が
る
と
共
に
、
翁
と
嫗
が
豊
か
に
な
る
物
語
の
方
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、『
福
富
草
紙
』
や
『
大
黒
舞
』
と
同
様
の
庶
民
の
致
富
譚
と
し
て
受
容
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
画
面
を
詳
し
く
見
る
と
、
翁
邸
が
寝
殿
造
風

の
佇
ま
い
と
な
り
、か
ぐ
や
姫
や
嫗
が
十
二
単
を
着
用
し
、女
房
が
描
か
れ
る
と
い
っ

た
、
富
の
象
徴
と
も
い
え
る
モ
チ
ー
フ
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ

れ
ら
は
父
母
が
富
む
と
い
う
致
富
譚
を
強
調
し
、
そ
の
娘
が
幸
せ
な
婚
礼
を
迎
え
る

物
語
へ
と
、
視
覚
的
な
物
語
を
新
た
に
作
り
だ
す
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

江
戸
時
代
に
お
い
て
、
雅
な
王
朝
幻
想
を
抱
か
せ
る
物
語
は
、
特
に
婚
礼
調
度
に

相
応
し
い
題
材
と
し
て
選
択
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
細
か
い
部
分
で
祝
儀
に
相
応
し

く
な
い
物
語
を
語
り
だ
し
た
と
し
て
も
、
も
と
よ
り
王
朝
物
語
で
あ
り
、
致
富
譚
と

い
う
こ
と
が
前
提
と
し
て
あ
る
た
め
、
婚
礼
調
度
と
し
て
相
応
し
い
と
考
え
ら
れ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か29
。

　

で
は
実
際
に
祝
儀
本
と
し
て
制
作
さ
れ
た
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
の
存
在
は
確
認
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。現
在
祝
儀
本
と
し
て
持
参
さ
れ
た
と
確
認
で
き
る
も
の
は
な
く
、

そ
の
可
能
性
が
十
分
に
考
え
う
る
と
い
う
見
解
に
留
ま
っ
て
い
る
。
例
え
ば
諏
訪
市

博
物
館
本
【
図
20‒

1
，20‒

2
】、
九
曜
本
、
奈
良
絵
本
Ｍ
Ｍ
Ａ
本
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
豪
華
な
装
飾
が
施
さ
れ
濃
彩
で
描
か
れ
て
い
る
た
め
、
祝

儀
本
と
し
て
相
応
し
い
作
品
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
が
祝
儀
本
の
題
材
と
し
て
選
ば
れ
た
の
は
、
先

述
し
た
よ
う
に
致
富
譚
で
あ
る
こ
と
や
、
王
朝
貴
族
の
よ
う
な
暮
ら
し
ぶ
り
で
あ
る

こ
と
、
さ
ら
に
美
貌
や
知
性
の
あ
る
か
ぐ
や
姫
が
、
御
門
を
含
む
高
位
の
男
性
か
ら

求
婚
さ
れ
る
テ
ー
マ
が
好
ま
れ
、
視
覚
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ

る
が
、
こ
れ
ら
の
理
由
だ
け
で
選
ば
れ
た
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
前
節
で
も
明
ら

か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
主
人
公
の
か
ぐ
や
姫
と
、
翁
・
嫗
と
の
三
者
の
親
密
な
関
係

を
描
く
こ
と
が
で
き
る
物
語
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

特
に
翁
・
嫗
・
か
ぐ
や
姫
が
揃
っ
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
こ
の
よ
う

な
表
現
は
、「
初
音
」
と
同
様
「
親
子
」
の
絆
を
視
覚
化
す
る
の
に
相
応
し
い
と
み
な
さ

れ
、祝
儀
本
と
し
て
の
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
の
表
現
に
も
選
択
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
が
、
婚
礼
調
度
と
し
て
受
容
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
検

討
し
て
き
た
。
調
度
品
に
は
、
絵
巻
や
屏
風
な
ど
の
書
物
を
設
え
る
こ
と
も
重
要
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
王
朝
物
語
や
致
富
譚
と
も
い
え
る
『
竹
取
物
語
』
も
祝
儀
に
相

応
し
い
内
容
と
み
な
さ
れ
選
択
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
特
に
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
に
は
、

翁
・
嫗
・
か
ぐ
や
姫
の
三
者
を
揃
っ
て
描
く
こ
と
が
、
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
翁
・
嫗
・
か
ぐ
や
姫
の
姿
に
は
、
祝
儀
本
と
し
て
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
を
注

文
し
嫁
ぐ
娘
に
贈
っ
た
父
母
と
、
そ
の
絵
巻
を
贈
ら
れ
る
娘
の
姿
と
を
重
ね
合
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
、《
竹
取
物
語
絵
巻
》
に
描
か
れ
る
モ
チ
ー
フ
に
は
、
他
に
ど
の
よ
う
な
祝

儀
に
相
応
し
い
表
現
が
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
改
め
て
月
の
使
者
の

「
到
来
」
の
構
図
や
、か
ぐ
や
姫
の
「
昇
天
」
の
構
図
を
挙
げ
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

（
四
）《
竹
取
物
語
絵
巻
》
に
描
か
れ
る
天
人
の
意
味

　

月
の
使
者
は
「
到
来
」
あ
る
い
は
「
昇
天
」
の
場
面
に
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
の
場

面
に
は
室
内
に
翁
・
嫗
・
か
ぐ
や
姫
ら
が
描
か
れ
、
一
方
月
の
使
者
は
、
唐
風
の
衣

装
を
身
に
纏
い
雲
に
乗
る
姿
で
描
か
れ
る
。ま
た
使
者
の
中
に
は
、童
子
の
姿
や
、輿
、

団
扇
、楽
人
が
描
か
れ
る
も
の
が
あ
る30
。
し
か
し
多
く
の
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
で
は
、

月
の
使
者
が
携
え
る
物
を
描
き
出
す
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
天
人
が
「
雲
」
に
乗
っ

た
姿
で
降
下
す
る
と
い
う
表
現
こ
そ
が
、
重
要
視
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

で
は
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
に
描
か
れ
る
雲
の
表
現
に
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
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意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
日
本
極
楽
往
生
記
』（
平
安
時
代
中
期
頃
成
立
）
な
ど
に
は
、
雲
は
来
迎
に
伴
う

奇
瑞
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
登
場
す
る31
。
そ
の
た
め
「
雲
」
だ
け
で
も
、
幸
福
を
も

た
ら
す
モ
チ
ー
フ
と
み
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
雲
に
乗
っ
た
天
人
の
表
現
は
他

の
物
語
絵
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
、《
大
江
山
絵
詞
》（
南
北
朝
時
代
、
逸
翁
美
術
館
）

な
ど
に
は
、
鮮
や
か
な
五
色
の
雲
が
描
か
れ
、
こ
れ
は
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
に
も
見

ら
れ
る
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
え
る
【
図
21
】。
こ
の
よ
う
に
、
天
界
か
ら
来
た
れ

る
菩
薩
や
天
人
を
描
く
際
に
は
、
奇
瑞
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
美
し
い
雲
の
表
現
は

欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う32
。

　

そ
れ
で
は
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
の
「
到
来
」
や
「
昇
天
」
の
場
面
に
描
か
れ
る
「
雲
」

に
乗
る
月
の
使
者
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
や
機
能
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

先
行
研
究
に
よ
る
と
、
絵
巻
で
仕
立
て
ら
れ
た
諸
本
の
「
到
来
」
図
や
「
昇
天
」

図
の
天
人
の
表
象
に
は
、
楽
器
や
団
扇
な
ど
、
各
諸
本
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
モ
チ
ー

フ
が
少
し
ず
つ
異
な
っ
て
い
る
も
の
の33

、
天
人
が
雲
に
乗
っ
た
姿
で
描
か
れ
る
点

は
全
て
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
月
の
使
者
の
場
面
で
は
、
雲
が

必
須
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
面
に
は
、翁
・

嫗
・
か
ぐ
や
姫
の
別
離
も
同
時
に
描
か
れ
て
い
る
。
で
は
縁
起
の
良
い
雲
に
乗
る
天

人
の
表
象
が
、
別
離
と
い
う
悲
し
い
場
面
に
描
か
れ
る
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

　

先
に
見
た
よ
う
に
、
本
物
語
は
別
離
の
悲
し
み
が
語
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
も
と

よ
り
致
富
譚
や
王
朝
物
語
と
い
う
前
提
が
あ
り
、
さ
ら
に
翁
・
嫗
・
か
ぐ
や
姫
の
表

象
に
は
「
父
母
と
娘
」
と
い
う
関
係
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば

「
昇
天
」
の
場
面
で
地
上
を
振
り
返
る
か
ぐ
や
姫
の
姿
は
、
断
ち
切
れ
な
い
「
親
子
」

の
絆
や
情
愛
を
描
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
面
に
吉
祥
性
の
あ
る
雲

に
乗
っ
た
天
人
を
描
い
た
の
は
、
離
愁
の
結
末
を
め
で
た
く
祝
儀
に
相
応
し
い
場
面

へ
と
転
換
さ
せ
る
有
用
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
絵
巻
に
描
か
れ
た
翁
・
嫗
・
か
ぐ
や
姫
の
姿
に
は
、
祝
儀
本
を
注
文
し
た
父
母
や
、

そ
れ
を
贈
ら
れ
た
娘
の
姿
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
昇
天
」
図
に
は
、
翁
・
嫗
と
暮
ら
し
た
地
上
を
離
れ
、
異
界
で
あ
る
月
へ

向
か
う
か
ぐ
や
姫
の
姿
と
、
父
母
と
過
ご
し
た
実
家
を
去
り
、
他
家
へ
と
嫁
ぐ
娘
の

姿
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
【
図
22
】。
そ
し
て
、
実
の
娘
の
よ
う
に
共
に
過
ご
し

た
か
ぐ
や
姫
と
別
れ
、
悲
し
む
翁
・
嫗
の
様
子
は
、
大
切
に
育
て
た
娘
が
他
家
へ
と

嫁
ぎ
、
実
家
を
離
れ
る
惜
別
と
、
結
婚
を
祝
福
す
る
父
母
の
気
持
ち
を
重
ね
合
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
詞
書
に
お
い
て
か
ぐ
や
姫
が
「
月
の
都
の
人
に

て
父
母
あ
り
」
と
語
る
こ
と
も
、
他
家
の
義
理
の
父
母
を
想
起
さ
せ
よ
う
。

　

さ
ら
に
他
家
へ
と
嫁
ぐ
娘
の
表
象
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
「
昇
天
」
の
場
面
に
登

場
す
る
、
月
の
王
と
か
ぐ
や
姫
の
会
話
は
注
目
に
価
す
る
。
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、

月
の
王
は
か
ぐ
や
姫
に
敬
語
を
用
い
て
会
話
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
か
ぐ

や
姫
は
、
月
の
世
界
で
は
王
よ
り
も
高
位
の
存
在
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
、
か
ぐ
や

姫
は
天
帝
の
后
と
な
り
う
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
考
え
る
と
祝
儀
本
を
贈
ら
れ
た
娘
も
ま
た
、
天
帝
の
后
と
な
り
う
る
ほ
ど
の

素
晴
ら
し
い
女
性
で
あ
る
と
い
う
意
味
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
さ
ら
に
一

度
も
結
婚
せ
ず
に
月
へ
帰
る
か
ぐ
や
姫
の
高
潔
さ
は
、
本
絵
巻
が
祝
儀
本
と
し
て
選

ば
れ
た
こ
と
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
か
ぐ
や
姫
の
よ
う
に
、

御
門
や
天
帝
の
后
に
相
応
し
い
ほ
ど
の
娘
が
、他
家
の
夫
の
元
へ
嫁
い
だ
と
い
う「
物

語
」
を
描
き
出
し
た
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る34
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
娘
を
誇
り

に
思
う
父
母
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
の
「
到
来
」
図
に
お
い
て
も
、
翁
・
嫗
が
か
ぐ
や
姫
の
側
に
描
か
れ
る
こ
と

や
、月
へ
と
旅
立
と
う
と
す
る
か
ぐ
や
姫
の
姿
が
描
か
れ
る
も
の
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
こ
に
は
他
家
へ
と
嫁
ぐ
娘
の
出
発
準
備
を
手
伝
う
父
母
の
姿
が
重
ね
ら
れ
て
い
る

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
【
図
23‒

1
，23‒

2
】。
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最
も
重
要
な
の
は
、
親
子
の
情
愛
や
娘
の
婚
姻
が
表
象
さ
れ
る
場
面
に
、
吉
祥
の

モ
チ
ー
フ
で
あ
る
「
雲
に
乗
っ
た
月
の
使
者
」
が
さ
ら
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
父
母
と
娘
の
間
に
は
、
天
人
が
現
れ
祝
福
す
る
ほ
ど
の
素
晴
ら
し

い
絆
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
視
覚
的
に
示
す
た
め
で
あ
っ
た
と
も
考
え
た
い
。

　

こ
の
よ
う
に
か
ぐ
や
姫
と
翁
・
嫗
と
の
別
れ
の
場
面
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
他

家
へ
と
嫁
ぐ
娘
と
そ
れ
を
見
守
る
父
母
の
姿
を
示
し
た
場
面
に
、
吉
祥
の
雲
に
乗
る

天
人
の
姿
を
描
く
こ
と
は
、
娘
の
婚
姻
を
祝
福
し
、
幸
せ
を
願
う
親
の
気
持
が
表
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
到
来
」
図
や
「
昇
天
」
図
に
は
、
娘
を
吉
祥

の
雲
に
乗
せ
、
他
家
へ
と
送
り
出
し
た
い
と
い
う
親
の
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
、
絵
巻
と
い
う
形
態
に
仕
立
て
た
こ
と
も
重
要
で

あ
る
。
祝
儀
本
を
注
文
し
た
親
が
、
娘
へ
の
想
い
や
幸
せ
を
願
う
気
持
ち
を
込
め
る

に
相
応
し
い
形
態
と
し
て
、「
絵
巻
」
を
選
択
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
に
は
、
幼
い
か
ぐ
や
姫
が
翁
・
嫗
と
共
に
暮
ら
す
場
面
か
ら
、

や
が
て
姫
が
成
人
し
、
月
へ
と
帰
る
場
面
ま
で
が
順
に
描
か
れ
て
い
る
。
鑑
賞
者
と

し
て
想
定
さ
れ
る
娘
も
、
か
ぐ
や
姫
の
姿
と
自
身
を
重
ね
、
そ
し
て
翁
・
嫗
の
姿
と

父
母
の
姿
を
重
ね
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
し
て
他
家
へ
と
嫁
い
だ
娘
も
ま
た
、

絵
巻
に
込
め
ら
れ
た
親
の
想
い
を
感
じ
取
り
な
が
ら
、
絵
巻
を
開
き
鑑
賞
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
検
討
に
よ
り
、《
竹
取
物
語
絵
巻
》
は
、
祝
儀
本
と
し
て
相
応
し
い
絵
巻

で
あ
る
と
、
絵
画
表
現
か
ら
も
改
め
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、《
竹
取
物
語
絵
巻
》
に
描
か
れ
た
翁
や
嫗
の
表
象
の
意
味
や
、
物
語

が
語
る
内
容
と
絵
巻
と
い
う
形
態
が
も
つ
機
能
の
分
析
を
通
し
て
、
現
存
す
る
《
竹

取
物
語
絵
巻
》
の
制
作
背
景
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。

　

そ
の
結
果
、《
竹
取
物
語
絵
巻
》
に
は
、
詞
書
以
上
に
か
ぐ
や
姫
の
側
に
翁
と
嫗

が
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
父
母
と
娘
」
の
絆
を
強
調
し
て
描
く
た

め
の
工
夫
で
あ
る
と
考
え
る
。
さ
ら
に
月
の
使
者
が
描
か
れ
た
場
面
に
は
、
様
々
な

意
味
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
翁
と
嫗
の
元
を
離
れ
る
か
ぐ
や
姫
に
は
、
実
家
を
離
れ

他
家
へ
と
嫁
ぐ
娘
の
姿
が
重
ね
ら
れ
る
と
と
も
に
、
娘
の
高
潔
さ
も
ま
た
表
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
場
面
に
、
雲
に
乗
っ
た
天
人
を
描
き
加

え
る
こ
と
で
、
奇
瑞
の
雲
に
乗
せ
て
他
家
へ
と
娘
を
送
り
出
し
た
い
両
親
の
願
い
が

込
め
ら
れ
て
い
る
と
推
測
し
た
。
そ
し
て
絵
巻
と
い
う
形
態
に
描
い
た
の
は
、
娘
の

幸
せ
を
願
う
親
の
気
持
ち
を
込
め
る
に
相
応
し
い
と
い
う
考
察
を
導
き
だ
し
た
。

　

以
上
の
考
察
に
よ
り
、《
竹
取
物
語
絵
巻
》
に
は
、
詞
書
に
記
さ
れ
た
物
語
以
上

の
意
味
が
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
祝
儀
本
と
し
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
『
竹
取
物
語
』
は
文
字
で
綴
ら
れ
た
物
語
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
絵
巻
や
奈
良
絵

本
の
よ
う
な
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
伴
い
な
が
ら
語
り
継
が
れ
て
き
た
。
本
研
究
は
絵

巻
と
い
う
形
態
や
祝
儀
本
と
い
う
点
に
着
目
し
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
無
論
、

作
品
ご
と
に
制
作
背
景
や
意
図
は
異
な
る
と
思
わ
れ
る
。
今
後
さ
ら
な
る
作
品
研
究

が
進
展
し
、
新
た
な
物
語
が
読
み
解
か
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

注1 　

 
片
桐
洋
一
他『
日
本
古
典
文
学
全
集
八 

竹
取
物
語 

伊
勢
物
語 

大
和
物
語 

平
中
物
語
』（
小
学
館
、

一
九
七
二
年
）
な
ど
。

2 　

 

諏
訪
市
博
物
館
『
竹
取
物
語
絵
巻
』、
諏
訪
市
博
物
館
、
二
〇
〇
三
年
な
ど
。

3 　

 

同
注
1
、
三
四
―
三
六
頁
。
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4 　
 

同
注
1
、
二
九
―
三
一
頁
。

5 　
 

上
原
作
和
「
帝
の
求
婚
と
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
」、
曽
根
誠
一
他
編
『
知
の
遺
産
シ
リ
ー
ズ
１ 

竹

取
物
語
の
新
世
界
』、
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
五
年
十
月
、
八
二
―
八
三
頁
。

6 　

 

他
に
も
諸
平
は
、こ
の
五
人
の
求
婚
者
が
「
色
好
み
」
と
い
う
設
定
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、『
竹

取
物
語
』
が
「
色
好
み
」
に
対
す
る
諷
刺
を
行
っ
た
物
語
で
あ
る
と
の
指
摘
や
、『
竹
取
物
語
』

に
登
場
す
る
名
前
や
語
の
説
明
、
さ
ら
に
『
竹
取
物
語
』
が
基
は
漢
文
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指

摘
し
て
い
る
。
小
西
周
平
「『
竹
取
物
語
』
近
世
研
究
の
意
義
―
加
納
諸
平
を
中
心
に
―
」『
弘

前
大
学 

国
語
国
文
学
』
三
六
、二
〇
一
五
年
。

7 　

 

加
納
諸
平
『
竹
取
物
語
考
』、
高
野
義
夫
『
竹
取
物
語
古
註
釈
大
成 

日
本
文
学
古
註
釈
大
成
』、

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
九
年
、
三
―
四
頁
。

8 　

 

上
原
作
和
他
『
か
ぐ
や
姫
と
絵
巻
の
世
界 
一
冊
で
読
む
竹
取
物
語 

訳
注
付
』、
武
蔵
野
書
院
、

二
〇
一
二
年
、
一
七
五
頁
。

9 　

 

菅
原
秀
「『
竹
取
物
語
』
の
帝
像
」『
弘
前
学
院
大
学
文
学
部 

紀
要
』
四
四
、二
〇
〇
八
年
三
月
、

一
一
三
頁
。

10 　

 

曽
根
誠
一
「
か
ぐ
や
姫
と
竹
取
翁
」、
同
注
5
、
二
七
頁
。

11 　

 

大
井
田
晴
彦
「『
竹
取
物
語
』
を
読
み
解
く
―
誕
生
か
ら
か
ぐ
や
姫
の
物
語
ま
で
―
」『
美
術
手

帖
』
六
六
（
九
九
八
）、
二
〇
一
四
年
一
月
、
七
四
頁
。 

12 　

 

千
野
香
織
「
絵
巻
の
時
間
表
現 

瞬
間
と
連
続
」、『
日
本
の
美
学
』
二
、
ぺ
り
か
ん
社
、

一
九
八
四
年
七
月
。 

13 　

 

渡
辺
雅
子
「
Ｃ
Ｂ
Ｌ
本
『
竹
取
物
語
絵
巻
』
二
巻
」『
甦
る
絵
巻
・
絵
本 

チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー

テ
ィ
ー
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ィ
所
蔵 

竹
取
物
語
絵
巻
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
一
四
五
頁
。

14 　

 

榊
原
悟
『
す
ぐ
わ
か
る
絵
巻
の
見
か
た 

改
訂
版
』、
東
京
美
術
、
二
〇
一
五
年
、
一
三
二
―

一
三
三
頁
。

15 　

 『
竹
取
物
語
』
は
多
く
の
物
語
に
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
遺
品
が
少
な
い
物
語

で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
徳
田
進
氏
は
、『
竹
取
物
語
』
が
一
般
化
し
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
た
め
に

価
値
が
薄
れ
、
現
存
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
流
布
し
す
ぎ
た

た
め
、
失
わ
れ
た
作
品
が
多
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
有
名
な
物
語
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の

絵
画
が
美
術
史
で
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、『
竹
取
物
語
』
が
陳
腐
な
昔
話
と
捉
え
ら
れ
た

こ
と
に
加
え
、
十
六
世
紀
以
前
の
作
品
が
残
っ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
徳

田
進
『
竹
取
物
語
絵
巻
の
系
譜
的
研
究
―
橘
守
部
作
同
絵
巻
へ
の
展
開
』、（
桜
風
社
、

一
九
七
八
年
、
九
―
一
五
頁
）
参
照
。

16 　

 

渡
辺
雅
子
「『
竹
取
物
語
』
絵
本
―
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
所
蔵
を
中
心
に
し
て
―
」『
中
古

文
学
』
八
六
、二
〇
一
〇
年
二
月
。

17 　

 

斎
藤
緋
紗
依
「︿
研
究
ノ
ー
ト
﹀
竹
取
物
語
絵
巻
研
究
―
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
・
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ィ
本
を
中
心
に
―
」『
総
合
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
一
、二
〇
一
五
年
二
月
。

18 　

 

曽
根
誠
一
「『
竹
取
物
語
』「
病
み
臥
す
貴
公
子
」
像
を
読
む
―
御
行
と
麻
呂
足
を
識
別
す
る
象

徴
を
手
懸
か
り
と
し
て
―
」『
花
園
大
学 

日
本
文
学
論
究
』
八
、二
〇
一
五
年
十
二
月
。
曽
根

誠
一
「『
竹
取
物
語
』「
唐
人
と
対
面
す
る
貴
公
子
図
」
を
読
む
―
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
図
絵
と

物
語
本
文
の
乖
離
を
通
し
て
―
」『
文
学
・
語
学
』（
二
一
七
）、
二
〇
一
六
年
十
二
月
。

19 　

 

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
が
所
蔵
す
る
奈
良
絵
本
《
竹
取
物
語
》（
ス
ペ

ン
サ
ー
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
に
は
、
親
密
に
寄
り
添
う
か
ぐ
や
姫
と
御
門
の
姿
や
、
チ
ェ
ス
タ
ー
・

ビ
ー
テ
ィ
ー
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ィ
所
蔵
《
竹
取
物
語
絵
巻
》
で
は
、
逃
げ
る
か
ぐ
や
姫
の
袖
を
つ

か
む
立
ち
姿
の
御
門
が
描
か
れ
る
も
の
も
あ
る
。

20 　

 

こ
の
よ
う
な
翁
と
嫗
の
装
束
の
差
異
に
関
し
て
は
、さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

21 　

 

小
嶋
菜
温
子
「︿
家
﹀
と
結
婚 

か
ぐ
や
姫
の
「
女
」
の
身
」『︿
新
し
い
作
品
論
﹀
へ
、︿
新
し

い
教
材
論
へ
﹀﹇
古
典
編
﹈
１ 

文
学
史
と
国
語
教
育
研
究
の
交
差
』、
右
文
書
院
、
二
〇
〇
三

年
一
月
。

22 　

 

曽
根
誠
一
「『
竹
取
物
語
』
絵
の
配
列
と
多
義
性
―
逸
翁
美
術
館
本
と
諏
訪
市
博
物
館
本
の
比

較
を
通
し
て
―
」『
花
園
大
学 

日
本
文
学
論
究
』（
四
）、
二
〇
一
一
年
十
二
月
、
二
〇
頁
。

23 　

 

中
島
和
歌
子
「
中
学
国
語
教
科
書
『
竹
取
物
語
』
の
挿
絵
を
め
ぐ
る
問
題
と
可
能
性
―
『
竹
取

物
語
絵
巻
』
昇
天
図
の
解
釈
と
分
類
―
」『
札
幌
国
語
研
究
』（
一
二
）、
二
〇
〇
七
年
八
月
。 

24 　

 

灰
野
昭
郎
『
日
本
の
美
術 

婚
礼
道
具
』（
二
七
七
）、
至
文
堂
、
一
九
八
九
年
六
月
。
田
嶋
充

子
「
近
世
大
名
の
婚
礼
道
具
―
加
賀
前
田
家
史
料
を
題
材
と
す
る
事
例
研
究
―
」『
年
報 

美
術

工
芸
研
究
』（
一
〇
）、
二
〇
〇
九
年
三
月
。

25 　

 
森
戸
敦
子
「
徳
川
美
術
館
蔵
《
初
音
の
調
度
》
図
像
の
再
検
討
―
寛
永
期
に
お
け
る
『
源
氏
物

語
』
古
注
受
容
を
手
が
か
り
に
―
」『
美
術
史
』
五
六
（
二
）
二
〇
〇
七
年
三
月
。

26 　

 

滝
沢
彩
「
大
名
文
化
と
絵
本
」
徳
田
和
夫
編
『
御
伽
草
子 

百
花
繚
乱 

“Otogizoshi

” profusion 
various flow

ers
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八
年
、
五
二
二
―
五
二
三
頁
。
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27 　
 

恋
田
知
子
『
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
︿
書
物
を
ひ
ら
く
﹀
5 

異
界
へ
い
ざ
な
う
女
―
絵
巻
・
奈
良
絵

本
を
ひ
も
と
く
』
平
凡
社
、
二
〇
一
七
年
。

28 　

 
本
稿
で
は
主
に
内
裏
、
宮
中
（
や
貴
族
邸
）
を
舞
台
に
、
天
皇
や
皇
子
、
貴
族
な
ど
と
貴
族
女

性
や
姫
と
の
恋
愛
を
め
ぐ
る
物
語
と
定
義
す
る
。 

29 　

 《
竹
取
物
語
絵
巻
》
が
祝
儀
に
相
応
し
い
絵
巻
と
い
わ
れ
る
の
は
、
江
戸
時
代
の
国
学
者
で
あ

る
多
田
義
俊
（
一
六
九
八
―
一
七
五
〇
）
の
『
秋
斎
間
語
』
に
基
づ
い
て
い
る
。
多
田
は
『
竹

取
物
語
』
を
、『
宇
津
保
物
語
』『
伊
勢
物
語
』
と
共
に
、「
是
十
語
五
草
と
て
嫁
入
り
の
具
な

り 

集
棚
に
か
ざ
る
な
り
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
婚
礼
に
相
応
し
い
調
度
と
し
て
認
め
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ィ
編『
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
・

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ィ 

絵
巻
絵
本
解
題
目
録 
解
説
篇
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
二
年
、
一
〇
頁
。

30 　

 

雲
に
乗
っ
た
天
人
が
笛
や
笙
を
吹
く
も
の
は
、《
雲
中
供
養
菩
薩
像
》（
平
等
院
鳳
凰
堂
、
平
安

時
代
）
に
も
見
ら
れ
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

31 　

 

皿
井
舞
「
平
安
時
代
中
期
に
お
け
る
光
背
意
匠
の
転
換
―
等
院
鳳
凰
堂
阿
弥
陀
如
来
像
光
背
に

お
け
る
雲
文
の
成
立
を
中
心
に
―
」『
美
術
史
』
五
一
（
二
）、
二
〇
〇
二
年
三
月
。

32 　

 

雲
に
乗
っ
た
天
人
が
や
っ
て
来
る
月
に
は
、
美
し
さ
を
象
徴
す
る
意
味
だ
け
で
な
く
、
白
居
易

の
『
白
氏
文
集
』
第
十
四
「
贈
内
」
の
影
響
な
ど
に
よ
り
、
時
の
流
れ
や
老
い
、
死
を
想
像
さ

せ
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
倪
錦
丹
「
竹
取
物
語
の
物
語
性
―
「
月
」

を
め
ぐ
っ
て
―
」『
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
教
育
改
革
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
日
本
文
化
研

究
の
国
際
的
情
報
伝
達
ス
キ
ル
の
育
成
」
平
成
20
年
度
活
動
報
告
書
海
外
教
育
派
遣
事
業
編
』、

二
〇
〇
九
年
三
月
。 

33 　

 

同
注
23
、
三
十
三
頁
。

34 　

 

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
日
本
女
子
大
学
三
田
明
弘
教
授
か
ら
ご
教
示
頂
い
た
。 

［
附
記
］

　
　

 

本
稿
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
に
日
本
女
子
大
学
へ
提
出
し
た
修
士
論
文
の
一
部
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
執
筆
に
際
し
、
懇
切
丁
寧
に
ご
指
導
下
さ
い
ま
し
た
主
査
の
水
野
僚
子

先
生
、
ま
た
副
査
の
三
田
明
弘
先
生
、
中
西
裕
二
先
生
、
そ
し
て
査
読
委
員
の
先
生
方
に
、
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

［
図
版
出
典
］

図
1
～ 

3　

盤
田
私
立
図
書
館
所
蔵
《
絵
入
り 

竹
と
り
物
語
》、国
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム

図
4　

 

成
蹊
大
学
図
書
館 

貴
重
書
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 《
た
け
と
り
物
語
（
奈
良
絵
本
）》https://

w
w

w.seikei.ac.jp/university/library/search/kichou/w
akansho.htm

l

（
二
〇
一
八
年
六
月
一

日
参
照
）

図
5
・ 

13
・
15
中
村
幸
一
監
修
『
九
曜
文
庫 

奈
良
絵
本
・
絵
巻
集
成 

竹
取
物
語
絵
巻 ︹
第
一
期
大
型

絵
巻
︺ 第
一
巻
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
七
年

図
6　

 

渡
辺
雅
子
「『
竹
取
物
語
』
絵
本
―
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
所
蔵
を
中
心
に
し
て
―
」『
中

古
文
学 

第
八
十
六
号
』、
中
古
文
学
会
、
二
〇
一
〇
年
二
月

図
7
・ 

9
・
10
・
11
・
12　

立
教
大
学
図
書
館
所
蔵 

竹
取
物
語
絵
巻
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ   http://

library.rikkyo.ac.jp/digitallibrary/taketori/

（
二
〇
一
六
年
一
月
二
十
一
日
参
照
）

図
8　

筆
者
撮
影
（
二
〇
一
八
年
六
月
）

図
14
・
20　

諏
訪
市
博
物
館
『
竹
取
物
語
絵
巻
』、
諏
訪
市
博
物
館
、
二
〇
〇
三
年

図
16
・ 

23　

國
學
院
大
學
図
書
館 

デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
《
竹
取
物
語
絵
巻
》http://k-aiser.

kokugakuin.ac.jp/digital/m
enus/index02.htm

l

（
二
〇
一
六
年
五
月
八
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図 2　同図 1　絵入り版本　10 丁ウ　部分

図 5　九曜文庫旧蔵本　絵巻　上巻第二段　全図　17 世紀後半　個人蔵

図 1　《絵入 竹とり物語》  絵入り版本
3 丁オ　部分

盤田私立図書館

図 4　《たけとり物語》
奈良絵本冊子　六丁ウ、七丁オ　全図

17 世紀　成蹊大学図書館

図 3　同図 1　絵入り版本　3 丁ウ　全図

《竹取物語絵巻》研究
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図 7　立教大学所蔵本　絵巻　下巻第三段　全図
18 世紀　立教大学図書館

図 8　《竹取物語絵巻》　第三段　部分
　　　個人蔵

図 6　《竹取物語》　奈良絵本冊子
17 世紀後半　メトロポリタン美術館

図 9　立教大学所蔵本　下巻第二段　部分
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図 10　立教大学所蔵本
　　　  下巻第十段　部分

図 12　立教大学所蔵本
　  　　上巻第二段　部分

図 11　立教大学所蔵本　下巻第二段　全図

《竹取物語絵巻》研究
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図 13　九曜本　下巻第四段　部分

図 14　諏訪市博物館本　絵巻　下巻第
四段　全図　17 世紀　諏訪市博物館

図 15 － 2　同　部分

図 15 － 1　九曜本　下巻第五段　全図
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図 16　武田氏旧蔵本　絵巻　下巻第五段　部分
17 世紀　國學院大學図書館

図 17　九州大学所蔵本　絵巻　下巻第二段　部分
18 世紀頃　九州大学附属図書館

図 18 － 1　《初音の調度》　硯箱　蓋表
1639 年　徳川美術館

図 18 － 2　同　部分

《竹取物語絵巻》研究
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図 19 － 1
《文正草子絵巻》　部分

17 世紀　徳川美術館

図 21　チェスター・ビーティー・ライブラリィ本　絵巻　下巻第三段　部分
17 世紀初期　チェスター・ビーティー・ライブラリィ

図 20 － 1　諏訪市博物館本　内箱図 20 － 2　同　下巻第三段　全図

図 19 － 2　同　巻物台、巻物箱
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図 23 － 1　武田氏旧蔵本　絵巻　下巻第五段　全図

図 22　九州大学所蔵本　絵巻　下巻第二段　部分

図 23 － 2　同　部分

《竹取物語絵巻》研究
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