
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
蔵
断
簡
「
葬
礼
図
」
試
論

―
―
個
人
蔵
「
源
氏
物
語
絵
巻

葵
」
と
の
関
連
―
―

松

岡

知

華

は
じ
め
に

メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
に
、「
葬
礼
図
」
と
題
さ
れ
る
断
簡
一
図
が
所
蔵
さ
れ

て
い
る
。
巻
子
状
に
仕
立
て
ら
れ
、
金
を
多
用
し
た
長
い
画
面
に
は
極
彩
色
に
よ
っ

て
葬
儀
の
光
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
断
簡
（
以
下
、
メ
ッ
ト
本
と
称
す
）
は
、

二
〇
〇
七
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
出
版
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
語
訳
『
源
氏
物
語
』“LeD

itdu
Genji ”

に
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
エ
ス
テ
ル
・
レ
ジ
ェ
リ
ー＝

ボ
エ
ー
ル
氏
の

解
説
に
よ
っ
て
、
そ
の
画
面
の
規
模
、
金
を
多
用
し
た
絵
画
様
式
等
に
お
け
る
共
通

性
か
ら
、
も
と
は
豪
華
な
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
一
部
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て

（
１
）

い
る
。

そ
の
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
と
は
十
七
世
紀
の
作
と
見
ら
れ
、『
源
氏
物
語
』
全
文

を
書
写
し
、
一
節
ご
と
に
金
泥
と
鮮
や
か
な
極
彩
色
で
細
密
に
描
い
た
も
の
で
、
夙

に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
ス
ペ
ン
サ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
に
「
帚
木
」
一
巻
と
「
末
摘
花
」
中
・
下
巻
（
以
下
、
ス
ペ
ン
サ
ー
本
と
称
す
）、

石
山
寺
に
「
末
摘
花
」
上
巻
（
以
下
、
石
山
寺
本
と
称
す
）、
京
都
国
立
博
物
館
に

寄
託
さ
れ
た
個
人
蔵
「
葵
」
六
巻
（
以
下
、
葵
巻
と
称
す
）
の
存
在
が
知
ら
れ
て

（
２
）

い
た
。
メ
ッ
ト
本
は
、
そ
の
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
に
連
な
る
ま
だ
見
ぬ
「
桐
壺
」
巻

の
、
桐
壺
の
更
衣
の
葬
送
を
描
い
た
断
簡
で
あ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
た
。
ま
た“Le

D
itdu

Genji ”

に
は
、
元
六
巻
本
で
あ
っ
た
「
賢
木
」
巻
か
ら
分
割
さ
れ
た
三
十
一

図
の
う
ち
と
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
バ
ー
ク
財
団
蔵
の
断
簡
二
図
（
以
下
、
バ
ー
ク
本

と
称
す
）、
ベ
ル
ギ
ー
の
個
人
が
所
有
す
る
断
簡
二
図
も
掲
載
さ
れ
た
。
翌
二
〇
〇

八
年
に
は
、
小
嶋
菜
温
子
氏
、
稲
本
万
里
子
氏
に
よ
っ
て
バ
ー
ク
本
を
中
心
と
す
る

調
査
の
成
果
が
明
ら
か
に

（
３
）

さ
れ
、
さ
ら
に
ボ
エ
ー
ル
氏
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
の
個
人

蔵
に
断
簡
二
図
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
本
来
か
つ
て
な

い
異
例
の
規
模
で
制
作
が
企
画
さ
れ
た
絵
巻
と
推
測
さ
れ
、
一
連
の
絵
巻
群
は
小
嶋

氏
、
稲
本
氏
に
よ
っ
て
�
幻
の
「
源
氏
物
語
絵
巻
」�
と
称
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ

れ
と
相
前
後
し
て
奇
し
く
も
発
見
さ
れ
た
個
人
蔵
「
桐
壺
」
三
巻
（
以
下
、
桐
壺
巻

と
称
す
）
が
、
同
年
に
徳
川
美
術
館
で
公
開
さ
れ
た
。

桐
壺
巻
は
、
吉
川
美
穂
氏
に
よ
る
詳
細
な
研
究
に
よ
っ
て
、
奥
書
か
ら
明
暦
元
年

（
一
六
五
五
）
に
装
丁
さ
れ
、
杉
原
盛
安
な
る
人
物
が
発
願
、
九
条
幸
家
を
は
じ
め

と
す
る
九
条
家
関
連
の
人
物
た
ち
が
詞
書
を
執
筆
し
、
市
川
権
右
衛
門
光
重
な
る
絵

師
が
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

（
４
）

れ
た
。

同
時
に
、
桐
壺
巻
全
十
五
図
の
な
か
に
更
衣
の
葬
送
の
場
面
が
含
ま
れ
て
い
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
更
衣
の
葬
送
場
面
と
推
察
さ
れ
て
い
た
メ
ッ
ト
本
は
別
の
場
面
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
ど
の
帖
の
ど
の
場
面
で
あ
る
か
が
不
明
な
ま
ま
で

あ
る
。
な
お
、
現
在
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
の
作
品
解
説
で
は
、
賢
木
巻
の
桐
壺

院
の
葬
送
を
描
い
た
断
簡
か
と
推
測
さ
れ
て

（
５
）

い
る
。

こ
れ
ま
で
筆
者
は
葵
巻
を
中
心
に
�
幻
の
「
源
氏
物
語
絵
巻
」�
研
究
に
た
ず
さ

わ
っ
て
き
て
お
り
、
二
〇
一
二
年
に
メ
ッ
ト
本
と
バ
ー
ク
本
を
、
二
〇
一
三
年
に
は

桐
壺
巻
を
調
査
す
る
機
会
に
恵
ま

（
６
）

れ
た
。
そ
し
て
今
回
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
幻
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の
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
を
も
と
め
て

（
７
）

・
続
」
に
お

い
て
報
告
を
行
う
こ
と
と
な
り
、
そ
こ
で
、
こ
れ

ま
で
完
本
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
て
き
た
葵
巻
に
、

脱
落
し
た
と
見
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
、
そ
し

て
メ
ッ
ト
本
が
そ
の
脱
落
部
分
で
あ
る
可
能
性
が

指
摘
で
き
る
こ
と
を
発
表
し
た
。
そ
の
こ
と
に
つ

い
て
、
あ
ら
た
め
て
こ
こ
で
論
じ
た
い
。

一

メ
ッ
ト
本
の
現
状

メ
ッ
ト
本
は
三
紙
を
継
い
だ
横
長
の
画
面
で
、

法
量
は
縦
三
四
・
九
セ
ン
チ
、
横
二
二
六
・
一
セ

ン
チ
で
あ
る
（
図
１
）。

見
返
し
に
は
金
泥
を
刷
い
た
地
に
着
色
で
白
梅
、

流
水
、
若
松
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
画
風
と
色

調
か
ら
は
一
連
の
絵
巻
の
制
作
時
期
で
あ
る
十
七

世
紀
の
も
の
よ
り
時
代
が
下
る
と
見
ら
れ
、
後
世

に
付
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
長
大
な
画

面
は
、
地
を
金
泥
で
隙
間
な
く
刷
い
て
天
地
を
金

砂
子
に
よ
る
源
氏
雲
で
囲
い
、
極
彩
色
の
精
致
な

描
写
に
よ
っ
て
輝
き
を
は
な
っ
て
い
る
。

画
面
中
央
か
ら
右
に
か
け
て
（
図
２
）、
多
数

の
僧
侶
が
あ
つ
ま
り
読
経
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の

中
心
に
は
牡
丹
唐
草
文
の
金
欄
が
か
け
ら
れ
た
供

養
壇
が
し
つ
ら
え
ら
れ
、
位
牌
や
三
具
足
、
供
物

な
ど
が
密
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
前
で
、
丹

地
の
法
服
に
金
欄
の
袈
裟
を
つ
け
、
鈍
色
の
頭
巾

で
頭
部
を
包
ん
だ
僧
侶
が
数
珠
を
手
に
読
経
し
て
お
り
、
背
後
に
は
二
人
の
稚
児
を

伴
っ
て
い
る
。
や
や
前
か
が
み
に
念
誦
す
る
導
師
の
顔
に
は
皺
が
く
っ
き
り
と
描
か

れ
、
老
僧
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
僧
を
中
心
と
し
て
、
他
の
僧
た
ち
が
ひ
し

め
く
よ
う
に
立
っ
て
い
る
。
稚
児
の
背
後
に
は
鮮
や
か
な
横
被
と
袈
裟
を
つ
け
た
僧

た
ち
が
居
並
び
、
そ
の
う
ち
中
央
の
二
人
は
頭
巾
と
朱
の
法
服
を
つ
け
て
お
り
、
法

服
の
色
か
ら
こ
の
中
で
は
高
位
の
僧
で
あ
ろ
う
。
二
人
を
は
さ
む
よ
う
に
黒
の
法
服

に
横
被
、
袈
裟
姿
の
僧
が
九
人
お
り
、
そ
の
う
ち
三
人
は
鉦
や
鐃
鈸
、
鈴
な
ど
の
仏

具
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
後
ろ
に
黒
衣
に
袈
裟
の
み
を
着
け
た
十
三
人
の
僧
が
居
並

ぶ
。
金
欄
を
か
け
た
台
の
上
に
は
金
の
鉢
が
置
か
れ
、
傍
ら
に
立
つ
僧
は
黒
の
襲
に

白
い
袴
を
履
い
て
お
り
、
こ
こ
に
居
並
ぶ
僧
た
ち
よ
り
も
若
い
僧
に
見
え
る
。
供
養

壇
前
の
導
師
か
ら
見
て
右
手
に
は
、
葡
萄
色
の
法
服
に
横
被
と
袈
裟
、
頭
巾
を
つ
け

た
僧
侶
が
、
一
人
の
稚
児
と
黒
の
法
服
に
横
被
と
袈
裟
を
着
け
た
二
人
の
僧
、
袈
裟

の
み
を
つ
け
た
七
人
の
僧
、
小
坊
主
一
人
と
三
人
の
白
丁
を
伴
っ
て
い
る
。
そ
の
右

に
も
同
じ
よ
う
に
、
黄
蘗
色
の
法
服
に
横
被
、
袈
裟
、
頭
巾
を
つ
け
た
僧
侶
が
、
二

人
の
稚
児
と
黒
の
法
服
に
横
被
と
袈
裟
を
着
け
た
二
人
の
僧
、
袈
裟
の
み
を
つ
け
た

七
人
の
僧
、
小
坊
主
二
人
と
白
丁
三
人
を
伴
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
一
つ
の
集
団

の
よ
う
に
描
か
れ
て
お
り
、ま
た
い
ず
れ
も
、前
か
ら
後
方
へ
と
法
衣
の
違
い
に
よ
っ

て
僧
侶
の
階
層
が
秩
序
だ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
。

画
面
右
部
、
法
要
を
行
う
僧
侶
た
ち
の
後
方
で
は
（
図
３
）、
付
き
従
っ
て
き
た

若
い
僧
や
白
丁
が
八
人
ず
つ
描
か
れ
、
座
っ
て
言
葉
を
交
わ
し
た
り
し
て
い
る
。
そ

の
後
方
に
は
三
頭
の
馬
が
停
め
ら
れ
、
馬
番
を
す
る
白
丁
の
中
に
は
退
屈
そ
う
に
目

を
閉
じ
る
者
も
い
る
。
画
面
下
部
に
は
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
巴
紋
、
上
が
り
藤
紋
、
梅
紋

の
つ
い
た
三
台
の
車
が
並
び
、
そ
れ
ぞ
れ
に
従
者
が
付
き
従
っ
て
お
り
、
中
に
は
顔

が
白
く
塗
ら
れ
鈍
色
の
衣
を
着
た
男
性
の
後
ろ
姿
も
見
え
る
。
弔
問
客
の
車
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
三
人
の
僧
が
立
っ
て
念
誦
し
て
お
り
、
う
ち
一
人
は
顔
を
そ
む
け
涙
を

お
さ
え
て
い
る
。
法
服
の
色
が
葬
儀
を
取
り
仕
切
る
僧
た
ち
よ
り
薄
い
た
め
、
お
そ

図１ メトロポリタン美術館蔵「葬礼図」 The Metropolitan Museum of Art, Rogers Fund, 1912
(12.134.11) Image ⓒThe Metropolitan Museum of Art（★印、以下同）
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図２ メトロポリタン美術館蔵「葬礼図」 画面中央部（★）

図３ メトロポリタン美術館蔵「葬礼図」 画面右部（★）

図４ メトロポリタン美術館蔵「葬礼図」 画面中央下部（★）
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ら
く
他
か
ら
駆
け
つ
け
て
き
た
僧
た
ち
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
葬
送
は
夜
に
行
わ
れ
た

の
で
、
そ
れ
に
従
い
灯
明
が
と
も
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
画
面
右
上
の
松
樹
の
間
に
は
、

銀
泥
で
鈍
く
輝
い
た
下
弦
の
月
が
浮
か
ん
で
い
る
。

供
養
壇
の
方
に
目
を
戻
す
と
、
そ
の
そ
ば
に
は
黒
塗
り
の
車
が
二
台
並
ん
で
い
る

（
図
４
）。
こ
れ
は
桐
壺
巻
の
更
衣
の
葬
送
場
面
で
更
衣
の
母
が
乗
っ
て
い
た
車
と
同

じ
で
あ
る
た
め
、
お
そ
ら
く
遺
族
の
乗
る
車
で
あ
ろ
う
。
そ
の
前
に
は
巻
纓
の
冠
に
、

紅
色
の
下
襲
、
鈍
色
の
装
束
を
つ
け
た
四
人
の
男
性
が
立
っ
て
い
る
。
中
で
も
左
に

視
線
を
向
け
る
二
人
の
男
性
の
衣
は
い
っ
そ
う
濃
い
色
で
、
目
を
引
く
。

そ
の
視
線
の
向
か
う
画
面
左
に
は
（
図
５
）、
二
基
の
鳥
居
の
周
囲
四
方
を
白
い

幕
で
は
り
め
ぐ
ら
し
た
空
間
が
あ
る
。
内
部
に
は
幢
幡
を
四
本
の
柱
に
付
け
た
板
葺

の
あ
ず
ま
や
が
建
て
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
吊
り
下
げ
ら
れ
た
天
蓋
の
下
に
金
の
宝
珠
を

か
か
げ
た
朱
の
方
形
輦
輿
が
立
て
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
真
下
の
地
面
に
掘
ら
れ
た

穴
か
ら
は
赤
々
と
し
た
炎
が
立
ち
の
ぼ
り
、
遺
骸
が
納
め
ら
れ
た
と
お
ぼ
し
き
輦
輿

を
包
み
始
め
て
い
る
。
か
た
わ
ら
に
は
墨
染
の
法
服
に
袈
裟
を
つ
け
た
僧
侶
と
、
白

い
衣
の
二
人
の
弟
子
の
僧
が
お
り
、
う
ち
一
人
は
長
い
棒
を
持
っ
て
火
を
点
け
る
役

目
を
し
て
い
る
。
そ
れ
を
囲
む
よ
う
に
、
周
り
に
は
鈍
色
の
狩
衣
姿
の
三
十
一
人
の

男
性
た
ち
が
座
し
、
神
妙
な
面
持
ち
で
荼
毘
の
様
子
を
見
守
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
葬

列
の
人
々
か
あ
る
い
は
弔
問
客
と
思
わ
れ
る
。
手
前
右
隅
に
は
折
烏
帽
子
に
狩
衣
姿

の
従
者
と
思
わ
れ
る
男
性
と
、
懐
紙
を
顔
に
当
て
涙
す
る
同
じ
く
狩
衣
姿
（
烏
帽
子

か
折
烏
帽
子
か
は
不
明
）
の
男
性
一
人
が
お
り
、
ま
た
被
衣
姿
を
し
た
五
人
の
女
性

が
袖
を
顔
に
あ
て
て
涙
し
て
い
る
。
画
面
全
体
の
景
物
を
一
見
す
る
と
松
樹
は
青
々

と
し
て
い
る
が
、
輦
輿
の
か
た
わ
ら
に
伸
び
た
木
の
枝
先
の
葉
は
黄
色
く
染
ま
り
、

色
づ
き
始
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

メ
ッ
ト
本
は
屋
外
で
の
葬
送
の
光
景
を
斜
め
上
部
か
ら
パ
ノ
ラ
マ
状
に
俯
瞰
し
た

構
図
で
あ
り
、
広
野
の
右
か
ら
左
へ
と
視
線
を
誘
導
す
る
よ
う
に
人
々
の
密
度
が
高

く
な
っ
て
ゆ
き
、
絵
巻
の
流
れ
に
従
っ
て

（
８
）

い
る
。
こ
の
一
画
面
に
は
総
勢
一
五
七
人

図５ メトロポリタン美術館蔵「葬礼図」 画面左部（★）
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も
の
人
物
を
丁
寧
な
筆
致
で
描
き
こ
ん
で
お
り
、
貴
人
・
僧
侶
・
従
者
に
よ
っ
て
描

き
分
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
は
一
筆
に
よ
る
と
見
ら
れ
る
。
顔
や
鬢
の
生

え
際
、
手
足
は
き
わ
め
て
繊
細
な
筆
致
で
表
さ
れ
る
。
顔
貌
は
引
目
鉤
鼻
で
は
な
く
、

輪
郭
は
卵
形
に
近
い
が
両
目
の
間
が
広
く
、
口
は
上
下
の
唇
を
朱
で
表
し
て
い
る
。

造
作
は
顔
に
比
べ
て
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
印
象
で
あ
る
。
た
だ
し
、
貴
人
は
横
顔
で

し
か
表
さ
れ
ず
、
白
く
塗
ら
れ
た
や
や
面
長
の
顔
に
す
っ
き
り
と
し
た
鼻
が
描
か
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
装
束
の
文
様
や
法
具
、
馬
具
に
い
た
る
ま
で
金
泥
の
装
飾
を
ほ

ど
こ
し
た
精
致
な
描
写
に
は
目
を
見
張
る
。

二
「
源
氏
物
語
絵
巻

葵
」
の
現
状

①
概
要
と
絵
に
つ
い
て

現
在
、
葵
巻
の
六
巻
は
二
重
箱
に
納
め
ら
れ
て
お
り
、
外
箱
の
蓋
表
に
近
代
の
も

の
と
思
わ
れ
る
「
南
部
伯
爵
旧
蔵
」
の
墨
書
が
あ
る
。
奥
州
の
南
部
藩
を
指
す
と
思

わ
れ
る
が
、
現
在
の
所
有
者
以
前
の
伝
来
は
詳
ら
か
で
な
い
。

一
連
の
絵
巻
に
は
お
の
お
の
奥
書
に
詞
書
筆
者
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
葵
巻
は

唯
一
、
奥
書
、
印
章
と
も
に
持
た
な
い
た
め
筆
者
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
巻
一

巻
頭
の
二
十
一
行
と
、
二
十
二
行
目
以
降
巻
六
最
終
段
ま
で
と
で
筆
跡
が
異
な
る
こ

と
か
ら
、
二
名
の
人
物
に
よ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
筆
跡
は
他
の
巻
の

い
ず
れ
の
も
の
と
も
一
致
し
な
い
た
め
、
他
の
巻
と
は
異
な
る
二
名
の
人
物
に
よ
る

と
思
わ
れ
る
が
、
現
状
で
は
同
時
代
の
他
の
作
例
に
お
い
て
同
筆
の
も
の
を
見
出
せ

て
い
な
い
。

絵
に
つ
い
て
は
、
吉
川
氏
に
よ
っ
て
も
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い

（
９
）

る
が
、
一
連
の
絵

巻
で
は
人
物
や
樹
木
な
ど
各
モ
チ
ー
フ
を
子
細
に
見
る
と
そ
の
描
写
は
場
面
ご
と
に

差
異
が
見
ら
れ
、
工
房
に
よ
る
集
団
制
作
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
制
作
は
、
全

体
の
墨
書
を
筆
頭
絵
師
が
手
が
け
て
他
の
絵
師
が
細
部
の
補
助
や
彩
色
を
行
い
、
統

一
を
は
か
る
と
い
っ
た
工
程
で
は
な
く
、
工
房
内
で
数
人
単
位
の
グ
ル
ー
プ
で
場
面

ご
と
に
分
担
し
て
手
掛
け
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
各
場
面
の
画
風
の
差
異
の
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
画
派
に
関
し
て
意
見
が
分
か

れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
石
山
寺
本
に
つ
い
て
田
口
榮
一
氏
は
「
や
ま
と
絵
各
派
の

様
式
・
技
法
や
漢
画
を
広
く
学
ん
だ
画
家
た
ち
の
工
房
に
よ
る
集
団
制
作
」

（
１０
）

と
し
、

秋
山
光
和
氏
に
よ
れ
ば
、
石
山
寺
本
・
ス
ペ
ン
サ
ー
本
は
「
土
佐
派
の
画
工
に
よ
る

精
巧
な

（
１１
）

作
画
」、
反
町
茂
雄
氏
に
よ
れ
ば
ス
ペ
ン
サ
ー
本
は
「
絵
は
全
く
土
佐
派
で

狩
野
派
の
臭
気
を
見
な
い
」
と

（
１２
）

さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
、
村
瀬
實
恵
子
氏
は
「
画
中
画

の
作
風
か
ら
推
し
て
、
む
し
ろ
狩
野
派
の
筋
を
引
い
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て

（
１３
）

い
た
。
新
た
な
巻
の
発
見
に
よ
っ
て
考
察
が
進
め
ら
れ
、
稲
本
万
里
子
氏
は
賢
木
巻

の
研
究
に
よ
り
絵
の
特
徴
と
九
条
家
の
関
与
か
ら
京
狩
野
家
の
制
作
を
推
測
し
「
帚

木
巻
と
末
摘
花
巻
と
賢
木
巻
は
、
お
そ
ら
く
狩
野
派
の
工
房
で
制
作
さ
れ
た
絵
巻
と

推
測
で
き
る
が
、
帚
木
巻
と
末
摘
花
巻
と
、
賢
木
巻
の
絵
師
は
異
な
り
、
賢
木
巻
が

最
も
狩
野
派
の
特
徴
を
兼
ね
備
え
て
い
る
」
と
し
て

（
１４
）

い
る
。
一
方
、
桐
壺
巻
の
研
究

か
ら
、
吉
川
美
穂
氏
は
「
や
ま
と
絵
・
漢
画
の
双
方
を
学
ん
だ
画
家
た
ち
の
工
房
に

よ
る
集
団
製
作
と
み
な
す
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
田
口
氏
の
論
を
推
し
て

（
１５
）

い
る
。

だ
が
こ
こ
で
は
先
学
の
論
考
を
紹
介
し
、
葵
巻
の
分
担
制
作
に
つ
い
て
私
見
を
述

べ
る
に
と
ど
め
る
。
人
物
描
写
は
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
や
目
鼻
の
造
作
に
よ
っ
て
お
お

ま
か
に
四
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
筆
の
微
妙
な
違
い
や
巧
拙

が
あ
り
、
さ
ら
に
複
数
の
絵
師
に
よ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
何
名
の
絵
師
が
携
わ
っ
た

の
か
は
明
確
に
で
き
な
い
が
、
私
見
で
は
、
葵
巻
は
少
な
く
と
も
八
名
以
上
で
手
が

け
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
装
束
や
景
観
、
細
部
の
モ
チ
ー
フ
、
金
銀
装
飾
な

ど
を
手
が
け
る
絵
師
も
合
わ
せ
る
と
、
さ
ら
に
多
く
の
絵
師
が
関
わ
っ
て
い
る
で
あ

ろ
う
。

描
写
の
タ
イ
プ
は
六
巻
と
お
し
て
ラ
ン
ダ
ム
で
は
あ
る
が
、
お
お
む
ね
同
じ
空
間

で
続
け
て
展
開
す
る
場
面
で
は
同
じ
絵
師
が
ま
と
め
て
担
当
す
る
と
い
っ
た
傾
向
が
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見
ら
れ
る
。
三
十
三
場
面
に
お
い
て
四
タ
イ
プ
に
分
類
す
る
と
、
そ
の
中
で
も
っ
と

も
多
く
の
場
面
を
描
い
た
タ
イ
プ
は
十
七
場
面
、
少
な
い
タ
イ
プ
は
長
い
画
面
に
車

争
い
を
描
い
た
一
場
面
と
、
担
当
場
面
数
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。
ま

た
、
一
連
の
絵
巻
群
の
間
で
共
通
す
る
描
写
と
共
通
し
な
い
描
写
が
あ
り
、
制
作
の

過
程
で
担
当
す
る
絵
師
の
入
れ
替
わ
り
が
あ
っ
た
様
子
も
う
か
が
え
る
。

さ
て
、
メ
ッ
ト
本
の
僧
侶
・
従
者
と
共
通
す
る
描
写
は
、
葵
巻
に
お
い
て
は
い
ず

れ
に
も
見
出
せ
ず
、
バ
ー
ク
本
の
描
写
に
近
い
。
し
か
し
、
貴
人
の
描
写
を
見
る
と
、

葵
巻
に
も
共
通
す
る
と
思
わ
れ
る
場
面
が
あ
る
。
横
顔
（
図
６
）
と
斜
め
向
き
（
図

７
）
と
の
比
較
で
は
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
運
筆
が
繊
細
で
、
高
い
鼻
と
、
上
下
の
瞼

を
細
線
で
引
い
て
目
尻
を
つ
な
げ
、
瞳
を
小
さ
く
点
じ
た
目
、
墨
線
で
短
く
引
い
た

あ
と
朱
で
上
下
の
唇
を
か
た
ど
り
、
上
唇
を
や
や
と
が
ら
せ
た
口
、
そ
し
て
や
や
長

く
カ
ー
ブ
状
に
引
か
れ
た
も
み
あ
げ
な
ど
が
特
徴
的
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
同
じ
タ
イ

プ
の
描
写
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
メ
ッ
ト
本
の
人
物
描
写
は
一
筆
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
、
僧
侶
、
従
者
と
も
同
じ
手
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
松
樹
（
図
８
）
も
葵
巻
に
近
似
す
る
と
思
わ
れ
る
描
写
（
図
９
）
が
見
ら

れ
る
。
ど
ち
ら
も
濃
い
墨
線
で
輪
郭
を
描
き
、
細
か
く
屈
曲
し
な
が
ら
伸
び
る
細
い

幹
や
こ
ぶ
、
金
泥
の
刷
か
れ
た
ウ
ロ
の
描
写
が
共
通
す
る
。
ま
た
叢
葉
を
支
え
る
細

枝
の
勢
い
よ
く
「
く
」
字
に
入
れ
た
打
ち
込
み
や
、
斜
め
下
に
太
く
伸
び
る
下
枝
の

描
写
に
も
癖
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
メ
ッ
ト
本
を
描
い
た
絵
師
は
、
葵
巻

に
お
い
て
も
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

②
構
成
に
つ
い
て

葵
巻
の
詞
書
は
本
文
を
欠
く
こ
と
な
く
書
写
し
て
完
結
し
て
お
り
、
詞
書
三
十
四

段
、
絵
三
十
三
段
か
ら
な
る
。
構
成
は
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
巻
六
第
八
段

は
対
応
す
る
絵
を
持
た
ず
詞
書
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、
他
の
帖
の
巻
に
お
い
て
も
巻

末
が
詞
書
で
終
わ
る
場
合
が

（
１６
）

あ
り
、
そ
の
点
は
制
作
当
初
か
ら
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。さ

て
、
葵
巻
で
は
物
語
の
流
れ
を
追
い
な
が
ら
源
氏
と
登
場
人
物
た
ち
と
の
や
り

と
り
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
構
成
を
子
細
に
検
討
す
る
と
、
形
式
の
上
で
不

自
然
な
箇
所
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
巻
四
第
一
段
詞
章
に
あ
た
る
。
こ
の
段
の
詞
書

は
四
紙
か
ら
な
り
、
紙
幅
は
第
一
紙
が
六
四
・
九
セ
ン
チ
、
第
二
紙
が
一
七
・
五
セ

ン
チ
、
第
三
紙
が
三
四
・
一
セ
ン
チ
、
第
四
紙
が
四
四
・
八
セ
ン
チ
と
な
っ
て
い
る
。

図６ メトロポリタン美術館蔵
「葬礼図」貴人（★）

図７ 個人蔵「源氏物語絵巻 葵」
巻五第六段源氏

図８ メトロポリタン美術館蔵
「葬礼図」松樹（★）

図９ 個人蔵「源氏物語絵巻 葵」
巻一第三段松樹
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巻 段 絵画化場面 巻 段 絵画化場面 

1 源氏、桐壺院と対面 4 源氏、頭中将と語らう 

2 賀茂院御禊、葵の上と御息所の車争い 5 源氏、頭中将と和歌を詠む 

3 御息所、慰みに訪れた源氏に対面拒否 

 

6 葵の上の母大宮に源氏からの和歌届

く 

1 

4 源氏、紫の上の髪を削ぐ 1 朝顔の姫君、源氏からの文を読む 

1 源氏、紫の上と祭見物、源典侍と和歌

応酬 

2 源氏、葵の上付きの女房たちと語らう 

2 葵の上、物の怪に悩まされ加持祈祷 3 源氏、左大臣家を退出 

3 源氏、御息所を訪問 4 源氏、藤壺を訪問 

4 御息所、源氏からの返歌を読む 5 源氏、二条院に帰り紫の上と再会 

2 

5 御息所、物思いに悩み祈祷 

5 

6 源氏、中将の君に足をさすらせ就寝 

1 源氏、葵の上に憑いた御息所の生霊と

対面 

1 源氏と紫の上、碁や偏つぎなどして過

ごす 

2 葵の上、夕霧を出産 2 紫の上、源氏からの後朝の文を読む 

3 御息所、芥子の香りのする髪を洗う 3 源氏、紫の上の機嫌をとろうとする 

4 源氏、葵の上をいたわる 4 源氏、惟光に三日夜の餅作りを命じる 

3 

5 葵の上、急逝 5 源氏と紫の上に餅が差し入れられる 

1 源氏、葵の上を偲び念誦する 6 源氏、左大臣家を訪れ夕霧の成長を見

る 

2 源氏、御息所からの文を読む 7 源氏、亡き葵の上の部屋で和歌を書く 

4 

3 御息所、源氏からの返事を読む 

6 

8 源氏、大宮と歌を詠み交わす（詞のみ） 

 

紙
幅
は
全
巻
に
お
い
て
長
短
の
幅
が
あ
る
も
の
の
、
第
二
紙
の
よ
う
に
一
段
の
間
で

短
い
料
紙
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
例
は
他
に
な
く
、
不
自
然
に
思
わ
れ
る
。
次
に
、
散

ら
し
書
き
の
箇
所
等
を
除
き
、
通
常
は
行
末
の
字
が
揃
え
ら
れ
て
い
る
な
か
に
お
い

て
、
第
二
紙
末
語
の
「
給
」
の
下
に
一
字
分
の
余
白
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
改

行
し
て
第
三
紙
か
ら
「
つ
ね
の
こ
と
な
れ
ど
」
と
次
の
文
が
始
ま
っ
て
い
る
点
も
看

過
し
が
た
い
（
図
１０
）。
そ
し
て
、
一
連
の
絵
巻
で
は
字
が
紙
継
の
上
に
乗
っ
た
箇

所
が
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
書
写
は
段
ご
と
に
紙
を
継
い
だ
後
に
な
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
が
、
第
二
紙
末
行
と
第
三
紙
初
行
の
行
間
は
他
に
比
べ
て
若
干
広
い
こ
と
に

も
気
付
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
象
は
通
常
の
規
則
か
ら
逸
脱
し
て

（
１７
）

お
り
、
そ
れ
を
勘
案
す
る
と
、
巻

四
第
一
段
の
第
一
・
第
二
紙
と
第
三
・
第
四
紙
は
本
来
別
の
段
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
の
ち
に
な
っ
て
か
ら
第
二
紙
左
端
と
第
三
紙
右
端
の
余
白
が
切
り
詰

め
ら
れ
、
継
ぎ
合
わ
さ
れ
た
と
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
そ
の
箇
所
に
つ
い
て
本
文
の
内
容
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
少
々
長
く
な
る

が
、
巻
四
第
一
段
詞
書
の
全
文
を
引
用
す
る
。（
詞
書
本
文
を
翻
刻
し
た
。
通
読
の

便
宜
上
、
私
に
仮
名
を
漢
字
に
改
め
、
句
読
点
お
よ
び
濁
点
、「

」
を
補
っ
た
。）

大
将
殿
は
悲
し
き
事
に
こ
と
を
添
へ
て
、
世
の
中
を
い
と
う
き
物
に
思
し
し
み

ぬ
れ
ば
、
た
だ
な
ら
ぬ
御
あ
た
り
の
御
と
ぶ
ら
ひ
ど
も
も
「
心
憂
し
」
と
の
み

な
べ
て
思
さ
る
る
。
院
に
思
し
な
げ
き
と
ぶ
ら
ひ
聞
こ
え
さ
せ
給
ふ
さ
ま
、
か

へ
り
て
お
も
だ
た
し
げ
な
る
を
、
嬉
し
き
瀬
も
ま
じ
り
て
大
臣
は
御
涙
の
い
と

ま
な
し
。
人
の
申
に
従
ひ
て
い
か
め
し
き
こ
と
ど
も
を「
生
き
や
か
へ
り
給
ふ
」

と
さ
ま
ざ
ま
に
、
残
る
事
な
く
か
つ
そ
こ
な
は
れ
給
ふ
事
ど
も
あ
る
を
見
る

マ

マ
見
る
も
、
つ
き
せ
ず
思
し
ま
ど
へ
ど
、
か
ひ
な
く
て
日
頃
に
な
れ
ば
「
い
か
が

は
せ
ん
」
と
て
鳥
辺
野
に
率
て
た
て
ま
つ
る
ほ
ど
、
い
と
い
み
じ
げ
な
る
こ
と

ど
も
多
か
り
。
こ
な
た
か
な
た
の
御
送
り
の
人
ど
も
、
寺
々
の
念
仏
の
僧
な
ど

そ
こ
ら
広
き
野
に
所
も
な
し
。
院
を
ば
さ
ら
に
も
申
さ
ず
、
き
さ
い
の
宮
、
春

宮
な
ど
の
御
使
、
さ
ら
ぬ
所
々
の
も
参
り
ち
が
ひ
て
、
飽
か
ず
い
み
じ
き
御
と

ぶ
ら
ひ
を
聞
こ
え
給
。
大
臣
は
え
立
ち
も
あ
が
り
給
は
ず
、「
か
か
る
齢
の
末

に
若
く
盛
り
の
子
に
を
く
れ
た
て
ま
つ
り
て
、
も
こ
よ
ふ
こ
と
」
と
恥
ぢ
泣
き

給
ふ
。
こ
こ
ら
の
人
、
悲
し
う
見
た
て
ま
つ
る
。
夜
も
す
が
ら
い
み
じ
う
の
の

し
り
つ
る
儀
式
な
れ
ど
、
い
と
も
は
か
な
き
御
か
ば
ね
ば
か
り
を
御
名
残
に
て
、
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あ
か
月
深
く
か
へ
り
給
。
つ
ね
の
こ
と
な
れ
ど
、
人
ひ
と
り
か
あ
ま
た
し
も
み

給
は
ぬ
こ
と
な
れ
ば
に
や
、
た
ぐ
ひ
な
く
思
し
こ
が
れ
た
り
。
八
月
廿
余
日
の

有
明
な
れ
ば
、
空
の
け
し
き
も
あ
は
れ
少
な
か
ら
ぬ
に
、
大
臣
の
闇
に
暮
れ
惑

ひ
給
へ
る
さ
ま
を
み
給
ふ
も
、
こ
と
は
り
に
い
み
じ
け
れ
ば
空
の
み
な
が
め
ら

れ
給
て
、「
の
ぼ
り
ぬ
る
煙
は
そ
れ
と
分
か
ね
ど
も
な
べ
て
雲
井
の
あ
は
れ
な

る
か
な
」。
殿
に
お
は
し
着
き
て
も
露
ま
ど
ろ
ま
れ
給
は
ず
。
年
頃
の
御
有
様

マ
マ

を
思
し
い
で
つ
つ
、「
な
ど
て
、
つ
ゐ
に
は
を
の
づ
か
ら
見
な
を
し
ひ
給
ひ
て

ん
と
、
の
ど
か
に
思
ひ
て
な
を
ざ
り
の
す
さ
び
に
付
て
も
、
つ
ら
し
と
お
ぼ
え

ら
れ
た
て
ま
つ
り
け
む
。
世
を
経
て
う
と
く
恥
づ
か
し
き
物
に
思
ひ
て
、
過
ぎ

果
て
給
ひ
ぬ
る
」
な
ど
く
や
し
き
事
お
ほ
く
思
し
続
け
ら
る
れ
ど
甲
斐
な
し
。

に
ば
め
る
御
衣
た
て
ま
つ
れ
る
も
夢
の
心
地
し
て
「
我
さ
き
立
た
ま
し
か
ば
深

く
ぞ
染
め
た
ま
は
ま
し
」
と
思
す
さ
へ
、「
か
ぎ
り
あ
れ
ば
薄
墨
衣
あ
さ
け
れ

ど
涙
ぞ
袖
を
ふ
ち
と
な
し
け
る
」
と
て
、
念
誦
し
給
へ
る
さ
ま
い
と
ど
な
ま
め

か
し
さ
ま
さ
り
て
、
経
し
の
び
や
か
に
よ
み
給
つ
つ
、「
法
界
三
昧
普
賢
大
士
」

と
う
ち
の
給
へ
る
、
お
こ
な
ひ
馴
れ
た
る
法
師
よ
り
は
け
な
り
。

こ
の
段
は
、
左
大
臣
家
の
人
々
の
望
み
も
む
な
し
く
体
が
朽
ち
て
ゆ
く
葵
の
上
を

鳥
辺
野
に
運
び
、
盛
大
な
葬
儀
を
行
っ
て
遺
骸
を
荼
毘
に
付
し
た
あ
と
、
明
け
方
に

左
大
臣
邸
に
戻
っ
た
源
氏
が
葵
の
上
を
偲
ん
で
念
誦
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
が
、

前
述
の
よ
う
に
、
引
用
文
の
中
ほ
ど
「
あ
か
月
深
く
か
へ
り
給
」
で
前
後
二
段
に
分

か
れ
る
。
す
な
わ
ち
前
半
が
鳥
辺
野
の
葬
送
の
情
景
、
後
半
が
源
氏
が
葵
の
上
を
偲

ぶ
場
面
と
な
る
。
現
状
で
は
こ
の
詞
書
に
つ
づ
く
絵
は
、
左
大
臣
家
に
戻
っ
た
源
氏

が
、
部
屋
に
し
つ
ら
え
た
供
養
壇
の
前
で
読
経
す
る
法
師
の
後
方
で
念
誦
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

一
連
の
絵
巻
を
通
覧
す
る
と
、
絵
は
、
各
段
の
詞
書
の
後
方
、
つ
ま
り
絵
の
直
前

の
内
容
が
絵
画
化
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
詞
章
の
長
さ
に
か
か
わ
ら
ず
、
絵
画

図１０ 個人蔵「源氏物語絵巻 葵」巻四第一段詞書の紙継
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化
し
た
い
情
景
の
箇
所
で
本
文
を
区
切
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
画
面
へ
と
視
線
を
移

さ
せ
る
よ
う
に
構
成
が
練
ら
れ
て
い
る
の
で

（
１８
）

あ
る
。
ま
た
、
一
連
の
絵
巻
に
お
い
て

儀
礼
の
場
面
が
多
く
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
桐
壺
巻
に
お
い
て
更
衣
の
葬
送
場

面
が
描
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
て
も
、
葵
の
上
の
葬
送
と
い
う
重
要
な

儀
礼
の
情
景
を
絵
に
表
わ
そ
う
と
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
で
き
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
詞
書
が
二
段
に
分
か
れ
る
と
す
れ
ば
そ
の
間
に
絵
が
挿
入
さ

れ
て
い
た
こ
と
は
自
明
で
あ
り
、
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
ま
さ
し
く
葬
送
の
様
子

を
描
い
た
メ
ッ
ト
本
で
あ
る
。
縦
幅
の
点
か
ら
も
、
メ
ッ
ト
本
は
三
四
・
九
セ
ン
チ

で
あ
る
が
、
葵
巻
が
三
五
・
四
セ
ン
チ
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
、
切
り
離
さ
れ
た
の

ち
仕
立
て
直
し
の
際
に
天
地
が
切
り
詰
め
ら
れ
た
わ
ず
か
な
差
と
見
て
良
い
で
あ
ろ

う
。

三

メ
ッ
ト
本
と
葵
の
上
の
葬
送

そ
れ
で
は
、
あ
ら
た
め
て
メ
ッ
ト
本
に
描
か
れ
た
モ
チ
ー
フ
と
葵
巻
の
本
文
と
を

照
ら
し
合
わ
せ
検
討
し
よ
う
。

ま
ず
、
広
々
と
し
た
屋
外
に
僧
侶
が
密
集
し
て
法
要
を
行
っ
て
い
る
（
図
２
）。

鮮
や
か
な
法
衣
を
着
け
た
高
僧
を
筆
頭
に
、
そ
れ
を
囲
む
よ
う
に
高
位
の
僧
が
稚
児
、

弟
子
を
伴
っ
て
居
並
ぶ
様
子
は
そ
れ
ぞ
れ
が
一
つ
の
集
団
の
よ
う
で
あ
り
、「
寺
々

の
念
仏
の
僧
な
ど
そ
こ
ら
広
き
野
に
所
も
な
し
」
に
一
致
す
る
。

こ
の
僧
侶
た
ち
の
姿
に
つ
い
て
、
供
養
壇
の
前
の
導
師
を
含
め
、
各
集
団
の
長
で

あ
る
僧
の
五
人
が
頭
巾
を
か
ぶ
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
尼
僧
で
は
な
い
か
と
さ
れ

て
（
１９
）

い
た
。
ま
た
、
小
嶋
菜
温
子
氏
に
よ
る
と
、
火
葬
場
面
は
『
源
氏
物
語
』
五
十
四

帖
の
う
ち
、
既
述
の
「
桐
壺
」「
葵
」
の
ほ
か
、「
夕
顔
」「
夕
霧
」「
御
法
」「
総
角
」

「
蜻
蛉
」
の
五
つ
の
帖
に
も
見
ら
れ
、
そ
の
う
ち
「
夕
顔
」
帖
に
尼
が
登
場
す
る
と

（
２０
）

い
う
。
第
十
帖
「
賢
木
」
ま
で
の
制
作
が
確
認
さ
れ
て
い
る
現
在
、
第
四
帖
に
あ
た

る
「
夕
顔
」
の
制
作
を
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
火
葬
場
面
と
尼
の
登

場
の
関
係
性
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
メ
ッ
ト
本
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
頭
巾
は
天
台
僧
が
用
い
る

縹
帽
子
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
縹
帽
子
は
平
安
時
代
、
桓
武
天
皇
が
伝

教
大
師
最
澄
に
よ
っ
て
圓
頓
戒
を
受
け
た
際
、
耐
寒
の
た
め
大
師
に
授
け
た
の
が
始

め
と
さ
れ
、
以
来
天
台
宗
で
は
正
服
の
着
具
の
一
つ
と
し
て
用
い
ら

（
２１
）

れ
る
。
絵
画
作

品
で
は
、「
伝
教
大
師
像
」
の
ほ
か
、
た
と
え
ば
十
五
世
紀
作
の
逸
翁
美
術
館
蔵
「
芦

引
絵
」
で
、
主
人
公
で
あ
る
延
暦
寺
東
塔
の
玄
怡
が
稚
児
を
見
染
め
る
場
面
の
姿
や
、

十
七
世
紀
作
の
林
原
美
術
館
蔵
「
平
家
物
語
絵
巻
」
巻
二
「
座
主
流
し
」
に
登
場
す

る
天
台
座
主
明
雲
の
姿
な
ど
に
も
思
い
当

（
２２
）

た
る
。

そ
の
こ
と
と
、
メ
ッ
ト
本
の
僧
侶
が
美
し
く
粧
っ
た
稚
児
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
を

考
え
合
わ
せ
て
も
、
や
は
り
尼
僧
で
は
な
く
天
台
高
僧
と
し
て
描
か
れ
た
と
見
な
す

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
参
照
と
な
っ
た
例
が
あ
っ

た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
葵
の
上
は
死
の
直
前
ま
で
比
叡
山
の
座
主
に
よ
っ
て
祈

祷
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
葬
儀
を
天
台
の
高
僧
た
ち
が
執
り
行
う
様
子
と

し
て
描
い
た
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
黒
塗
り
の
車
の
前
で
荼
毘
の
方
に
視
線
を
向
け
る
二
人
の
男
性
は
、
判
別

は
で
き
な
い
が
、
濃
い
鈍
色
の
衣
で
明
ら
か
に
目
立
つ
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
（
図

４
）。
男
性
は
、
凶
事
の
際
に
は
巻
纓
に
鈍
色
の
装
束
を
着
用
す
る
こ
と
が
決
め
ら

れ
て
い
た
。
服
喪
の
期
間
は
、
妻
や
兄
弟
姉
妹
の
喪
に
は
三
か
月
間
の
軽
服
で
あ
り
、

こ
の
段
で
は
下
襲
の
色
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
が
、
源
氏
は
葵
の
上
の
喪
が
明
け

る
十
月
ま
で
紅
の
下
襲
を
つ
け
て
い
た
。
そ
う
す
る
と
、
お
そ
ら
く
こ
の
二
人
は
源

氏
と
頭
中
将
な
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
輦
輿
の
そ
ば
で
た
だ
一
人
懐
紙
を
顔
に
当
て

て
涙
を
お
さ
え
る
男
性
は
、
装
束
の
点
な
ど
か
ら
し
て
疑
問
が
あ
る
も
の
の
、「
え

立
ち
も
あ
が
り
給
は
ず
…
恥
じ
泣
き
給
ふ
」
と
あ
る
左
大
臣
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
か

（
図
５
）。
鳥
居
の
外
ま
で
あ
ふ
れ
出
ん
ば
か
り
に
つ
ど
っ
た
三
十
一
人
の
男
性
は
、

「
こ
な
た
か
な
た
の
御
送
り
の
人
々
」
で
あ
ろ
う
。「
さ
ら
ぬ
所
々
の
も
参
り
ち
が
ひ
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て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
で
弔
問
客
が
訪
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

紋
の
つ
い
た
三
台
の
車
も
、「
こ
な
た
か
な
た
の
御
送
り
の
人
々
」
あ
る
い
は
「
院

を
ば
さ
ら
に
も
申
さ
ず
、
き
さ
い
の
宮
、
東
宮
な
ど
の
御
使
」
の
車
を
表
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
よ
う
。

輦
輿
は
火
に
包
ま
れ
始
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
の
ち
、
納
め
ら
れ
た
亡
骸
と

と
も
に
煙
と
な
っ
て
空
に
の
ぼ
っ
て
ゆ
き
、
灰
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。「
夜
も
す
が

ら
、
い
み
じ
う
の
の
し
り
つ
る
儀
式
」
の
の
ち
、
源
氏
は
「
い
と
も
は
か
な
き
御
か

ば
ね
ば
か
り
を
御
名
残
に
て
あ
か
月
深
く
」
帰
り
、
空
を
眺
め
て
「
の
ぼ
り
ぬ
る
煙

は
…
」
と
葵
の
上
を
偲
ん
で
和
歌
を
詠
む
の
で
あ
る
。
源
氏
が
地
上
で
最
後
に
葵
の

上
を
見
送
っ
た
光
景
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
、
松
樹
の
間
に
浮
か
ぶ
下
弦
の
月
は
、
詞
書
後
半
、
源
氏
が
帰
途
に
つ
い

て
眺
め
る
「
八
月
廿
余
日
の
有
明
」
の
月
と
一
致
し
て
い
る
（
図
３
）。
一
連
の
絵

巻
を
参
照
す
る
と
、
ス
ペ
ン
サ
ー
本
末
摘
花
巻
中
巻
の
、
源
氏
が
末
摘
花
の
邸
を
訪

れ
る
第
一
段
、
第
二
段
で
は
葵
の
上
の
葬
送
時
期
と
同
じ
く「
八
月
廿
余
日
」の「
月

や
う
や
う
出
で
」
る
日
の
こ
と
で
あ
り
、
絵
に
は
メ
ッ
ト
本
と
同
様
に
下
弦
の
月
が

描
か
れ
て

（
２３
）

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
描
き
込
ま
れ
た
月
も
明
ら
か
に
本
文
に
即

し
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
輦
輿
の
か
た
わ
ら
の
葉
先
が
黄
色
く
染
ま
っ
た
色
づ
き
始
め
の
樹
木
は
、

同
じ
く
末
摘
花
中
巻
の
第
一
・
第
二
段
の
樹
木
の
色
づ
き
方
と
似
て
い
る
。
下
弦
の

月
と
色
づ
き
始
め
の
樹
木
、
こ
の
ふ
た
つ
の
モ
チ
ー
フ
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
と

す
れ
ば
、
や
は
り
、
メ
ッ
ト
本
は
葵
の
上
が
煙
と
な
っ
て
空
に
立
ち
の
ぼ
っ
て
い
っ

た
八
月
二
十
余
日
の
情
景
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
、
メ
ッ
ト
本
が
本
来
は
葵
巻
の
失
わ
れ
た
一
場
面
で
あ
り
、
葵
の
上
の

葬
送
場
面
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
を
述
べ
て
き
た
。
一
連
の
絵
巻
の
景

観
に
は
、
物
語
に
対
応
し
た
風
景
描
写
が
印
象
的
に
添
え
ら
れ
て
い
る
。
は
じ
め
に

メ
ッ
ト
本
を
賢
木
巻
の
桐
壺
院
の
葬
送
場
面
と
す
る
説
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
も
し

そ
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
崩
御
の
十
一
月
と
い
う
季
節
に
合

わ
せ
て
秋
の
深
ま
り
が
表
現
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

葵
の
上
の
葬
送
を
描
い
た
作
例
と
し
て
、
ま
た
こ
れ
ほ
ど
鮮
や
か
に
、
微
細
に
高

貴
な
人
物
の
火
葬
の
様
子
を
描
い
た
例
は
特
異
で
あ
り
、
メ
ッ
ト
本
は
非
常
に
貴
重

な
一
図
で
あ
る
。
鈍
色
の
男
性
た
ち
に
囲
ま
れ
た
な
か
で
赤
々
と
燃
え
る
輦
輿
が
金

地
の
画
面
に
合
わ
さ
り
、
そ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
強
烈
な
印
象
を
放
つ
。
か
つ
て
は
、

こ
の
強
烈
で
厳
か
な
光
景
が
い
っ
そ
う
、
こ
の
あ
と
喪
に
服
す
源
氏
と
左
大
臣
家
の

人
々
の
悲
し
み
に
観
者
を
引
き
込
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
絵
に
は
参
考
と
な
っ
た
例
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
桐
壺
巻

の
葬
儀
の
図
様
に
つ
い
て
、
吉
川
氏
は
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
に
泉
涌
寺
で
い
と

な
ま
れ
た
後
陽
成
上
皇
の
葬
送
儀
礼
の
記
録
に
共
通
点
が
多
い
こ
と
に
言
及
し
、
ま

た
桐
壺
巻
が
完
成
さ
れ
る
直
前
の
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
に
い
と
な
ま
れ
た
後
光

明
天
皇
の
葬
儀
の
様
子
が
参
考
に
さ
れ
た
可
能
性
も
指
摘
し
て

（
２４
）

い
る
。
後
光
明
天
皇

の
時
に
は
火
葬
か
ら
土
葬
へ
と
変
更
さ
れ
て
お
り
、
メ
ッ
ト
本
の
火
葬
の
様
子
は
そ

れ
以
前
に
い
と
な
ま
れ
た
葬
儀
が
参
考
に
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
造
形
表
現
に
関

し
て
言
え
ば
、
火
柱
の
、
両
側
か
ら
上
に
く
ね
り
な
が
ら
の
び
て
先
細
る
形
態
や
、

輪
郭
線
を
く
っ
き
り
と
か
た
ど
っ
て
陰
影
を
つ
け
ず
に
朱
で
塗
り
重
ね
た
描
き
方
は

意
匠
的
で
あ
り
、
絵
巻
や
仏
画
な
ど
の
絵
画
作
例
よ
り
も
む
し
ろ
彫
像
の
火
焔
を
彷

彿
と
さ
せ
る
。
他
に
例
の
な
い
多
く
の
場
面
を
、
こ
れ
ほ
ど
豊
か
に
描
き
だ
し
た
一

連
の
絵
巻
は
い
か
に
し
て
創
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
現
の
ソ
ー
ス
も
含
め
そ
の

問
題
は
つ
き
る
こ
と
な
く
、
今
後
検
討
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

注

（
１
）
ル
ネ
・
シ
フ
ェ
ー
ル
訳
、
エ
ス
テ
ル
・
レ
ジ
ェ
リ
ー＝

ボ
エ
ー
ル
監
修
『Le
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D
itdu

Genji

』（D
iane

de
Selliers

二
〇
〇
七
年
）V

olum
e.1

のLivre1
“K

IRIT
SU

BO
”

に“Scéne
de

Funérailles”

と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
図
版
と
作
品
デ
ー
タ
は
古
文
化
財
科
学
研
究
会
『
海
外
所
在
日
本
美
術
品

調
査
報
告
１

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館

絵
画
・
彫
刻
』

（
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
編

一
九
九
一
年
）
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
帚
木
巻
、末
摘
花
巻
、葵
巻
に
関
す
る
主
な
文
献
は
次
の
と
お
り
。反
町
茂
雄

編
『
ス
ペ
ン
サ
ー
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
日
本
繪
入
本
及
繪
本
目
録
』
弘
文
荘

一

九
六
八
年
初
版
一
九
七
八
年
増
補
、
展
覧
会
図
録
『
源
氏
物
語
の
美
術
』
京
都

国
立
博
物
館

一
九
七
五
年
、
秋
山
光
和
「
源
氏
物
語
絵
巻

末
摘
花
」
作
品

解
説

『
在
外
日
本
の
至
宝
』
二
絵
巻
物

毎
日
新
聞
社

一
九
八
〇
年
、
村

瀬
實
恵
子
作
品
解
説

展
覧
会
図
録
『
物
語
絵
―
―T

he
N
ew

Y
ork

Public
Library

Collection
“T

ales
of

Japan”
』
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
・
神
戸
市
立

博
物
館

一
九
八
七
年
、
鷲
尾
隆
輝
監
修
・
冷
泉
勝
彦
・
岩
間
香
・
片
桐
弥
生

編
『
石
山
寺
と
紫
式
部
―
―
源
氏
物
語
の
世
界
』
大
本
山
石
山
寺

一
九
九
一

年
、
田
口
榮
一
「「
末
摘
花
」
絵
巻
に
お
け
る
物
語
の
絵
画
化
―
―
源
氏
絵
場

面
選
択
の
意
識
と
そ
の
造
形
化
の
一
考
察
」『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』

１３

至
文
堂

二
〇
〇
〇
年
、
辻
英
子
『
ス
ペ
ン
サ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵

日
本
絵
巻
物
抄
付
、
石
山
寺
蔵
』

笠
間
書
院

二
〇
〇
二
年
、
展
覧
会
図
録

『
源
氏
物
語
千
年
紀
展
』
京
都
文
化
博
物
館

二
〇
〇
八
年
、
展
覧
会
図
録
『
東

山
庵
グ
ル
ー
プ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

安
土
桃
山
・
江
戸
の
美
―
知
ら
れ
ざ
る
日
本

美
術
の
名
品
―
』
高
岡
市
美
術
館

二
〇
一
〇
年
、
秋
山
虔
監
修
『
週
刊
朝
日

百
科
・
週
刊
絵
巻
で
楽
し
む
源
氏
物
語
五
十
四
帖
』
朝
日
新
聞
出
版

二
〇
一

二
年

（
３
）
稲
本
万
里
子
×
エ
ス
テ
ル
・
レ
ジ
ェ
リ
ー＝

ボ
エ
ー
ル
×
小
嶋
菜
温
子
（
聞

き
手
）「
幻
の
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
を
も
と
め
て
―
新
紹
介
バ
ー
ク
本
・
ベ
ル

ギ
ー
本
か
ら
」、
稲
本
万
里
子
「
バ
ー
ク
財
団
蔵
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
賢
木
巻

断
簡
に
つ
い
て
」

小
嶋
菜
温
子
・
小
峯
和
明
・
渡
辺
憲
司
編
『
源
氏
物
語
と

江
戸
文
化
―
―
可
視
化
さ
れ
る
雅
俗
』
森
話
社

二
〇
〇
八
年
。
賢
木
巻
は
パ

リ
で
三
十
一
段
の
絵
に
分
け
ら
れ
て
売
却
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
折
に
作
ら
れ

た
カ
タ
ロ
グ“Les

Jardins
D
’or

D
u

Prince
Genji”

（Galerie
Janette

O
stier

1980

）
に
絵
の
全
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
吉
川
美
穂
「
新
発
見
の
「
源
氏
物
語
絵
巻

桐
壺
」
―
制
作
背
景
と
そ
の
特

質
―
」『
金
鯱
叢
書
』
３６

徳
川
黎
明
会

二
〇
一
〇
年

（
５
）
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
掲
載
の
作
品
解
説
に
よ
る
。

“Scene
from

the
T
ale

of
Genji

（Genji
m
onogatari

e

―m
aki

）,K
yo-

K
ano

school”

（http://w
w
w
.m

etm
useum

.org/Collections/search-the
-collections/

44958

）
二
〇
一
四
年
三
月
現
在
。

（
６
）
文
部
科
学
省
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｂ
）「「
幻
の
源
氏
物
語
絵
巻
」
の

文
化
史
的
意
義
―
―
近
世
前
期
の
源
氏
物
語
享
受
を
め
ぐ
る
総
合
比
較
研
究
」

（
研
究
代
表
者：

小
嶋
菜
温
子

二
〇
一
二
年
度
〜
二
〇
一
四
年
度
）
に
よ
り
、

筆
者
は
研
究
協
力
者
と
し
て
作
品
調
査
の
機
会
を
賜
っ
た
。

（
７
）
立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
主
催
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
幻
の
「
源
氏
物
語
絵

巻
」
を
も
と
め
て
・
続
」（
二
〇
一
三
年
七
月
二
十
八
日
）

（
８
）
な
お
、
桐
壺
巻
の
更
衣
の
葬
送
は
左
か
ら
右
へ
の
流
れ
と
な
っ
て
い
る
。
立

て
置
か
れ
た
六
角
の
輦
輿
の
前
で
勅
使
が
三
位
の
遺
贈
の
宣
旨
を
読
む
と
こ
ろ

で
あ
り
、
火
は
点
け
ら
れ
ず
荼
毘
に
付
さ
れ
る
前
の
情
景
で
あ
る
（
注
４
吉
川

前
掲
論
文
参
照
）。
メ
ッ
ト
本
と
更
衣
の
葬
送
場
面
と
は
人
物
や
各
モ
チ
ー
フ

の
描
写
が
異
な
る
た
め
、
異
な
る
絵
師
の
手
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
更
衣
の
葬

送
で
は
近
世
装
束
姿
の
庶
民
ま
で
が
居
合
わ
せ
、
風
俗
画
を
思
わ
せ
る
に
ぎ
や

か
な
声
ま
で
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
が
、
一
方
の
メ
ッ
ト
本
で
は
庶
民
は
描
か

れ
ず
、
燃
え
上
が
る
炎
の
音
と
読
経
の
声
が
厳
か
に
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
静

け
さ
が
あ
り
、
こ
の
二
図
は
異
な
る
雰
囲
気
を
か
も
し
出
し
て
い
る
。
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（
９
）
注
４
吉
川
前
掲
論
文

（
１０
）
注
２
田
口
前
掲
論
文

（
１１
）
注
２
秋
山
前
掲
書
解
説

（
１２
）
注
２
反
町
前
掲
書
解
説

（
１３
）
注
２
村
瀬
前
掲
書
解
説

（
１４
）
注
３
稲
本
前
掲
論
文
。
稲
本
万
里
子
「
中
世
・
近
世
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』

の
絵
画
化
―
幻
の
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
を
中
心
に
―
」

京
都
大
学
大
学
院
文

学
研
究
科
編
『
世
界
の
中
の『
源
氏
物
語
』―
そ
の
普
遍
性
と
現
代
性
―
』

臨

川
書
店

二
〇
一
〇
年

（
１５
）
注
４
吉
川
前
掲
論
文

（
１６
）
「
桐
壺
」
上
・
中
・
下
巻
、「
末
摘
花
」
上
・
下
巻
で
も
同
じ
く
詞
書
で
終

わ
っ
て
い
る
。

（
１７
）
葵
巻
に
は
も
う
一
箇
所
、
巻
五
第
四
段
の
詞
書
に
不
自
然
に
思
わ
れ
る
点
が

見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
１８
）
詞
書
と
絵
の
関
係
の
性
質
に
関
し
て
、
石
山
寺
本
末
摘
花
巻
は
注
２
田
口
前

掲
論
文
に
お
い
て
、
桐
壺
巻
は
青
木
慎
一
「「
源
氏
物
語
絵
巻

桐
壺
」
の
絵

画
化
―
―
物
語
研
究
の
観
点
か
ら
」（
高
橋
亨
・
久
富
木
原
玲
・
中
根
千
絵
編

『
武
家
の
文
物
と
源
氏
物
語
絵
―
尾
張
徳
川
家
伝
来
品
を
起
点
と
し
て
』
翰
林

書
房

二
〇
一
二
年
）
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
１９
）
次
の
文
献
に
よ
る
。
注
１
前
掲
書
の
ボ
エ
ー
ル
氏
の
図
版
解
説
、
お
よ
び
公

開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
幻
の
源
氏
物
語
絵
巻
を
も
と
め
て
―
―
近
世
初
期
の
公
家

文
化
圏
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
享
受
」（
二
〇
〇
八
年
七
月
開
催
）
に
お
け

る
渡
辺
雅
子
氏
の
コ
メ
ン
ト
（『
立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
年
報
』
第
八
号

二
〇
一
一
年
三
月
）。

（
２０
）
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、
小
嶋
氏
よ
り
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
火
葬

に
ま
つ
わ
る
記
述
が
あ
る
の
は
、
第
四
帖「
夕
顔
」の
夕
顔
、
第
三
十
九
帖「
夕

霧
」
の
一
条
御
息
所
、
第
四
十
帖
「
御
法
」
の
紫
の
上
、
第
四
十
七
帖
「
総
角
」

の
宇
治
の
大
君
、
第
五
十
二
帖
「
蜻
蛉
」
の
浮
舟
、
と
い
っ
た
五
人
の
女
性
の

亡
く
な
る
場
面
。

（
２１
）
次
の
文
献
を
参
照
。
井
筒
雅
風
『
法
衣
史
』
雄
山
閣
出
版

一
九
七
四
年
、

天
台
宗
典
刊
行
会
編
『
天
台
宗
全
書
』
第
二
十
巻
「
法
則
類
聚
・
故
實
類
聚
」

一
九
七
五
年
。

（
２２
）
次
の
図
版
を
参
照
。「
芦
引
絵
」
巻
一
第
四
段
（
小
松
茂
美
編
『
続
日
本
の

絵
巻
』
２５

中
央
公
論
社

一
九
九
三
年
）、
小
松
茂
美
編
『
平
家
物
語
絵
巻
』

巻
二
「
座
主
流
し
」
第
二
段
・
第
七
段

中
央
公
論
社

一
九
九
〇
年

（
２３
）
注
２
辻
前
掲
書
「
源
氏
物
語
絵
巻

末
摘
花
」
中
巻
の
図
版
に
よ
る
。

（
２４
）
注
４
吉
川
前
掲
論
文

﹇
附
記
﹈

メ
ッ
ト
本
の
調
査
に
あ
た
り
、
元
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
主
任
研
究
員
渡
辺
雅

子
氏
、
キ
ョ
ウ
・
シ
ネ
ー
ド
氏
、
立
教
大
学
小
嶋
菜
温
子
教
授
よ
り
ご
高
配
を
賜
り
、

写
真
は
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
よ
り
提
供
を
受
け
ま
し
た
。「
葵
」
巻
の
調
査
お

よ
び
写
真
掲
載
に
あ
た
っ
て
は
、
ご
所
蔵
者
お
よ
び
京
都
国
立
博
物
館
よ
り
ご
高
配

を
賜
り
ま
し
た
。
ま
た
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
幻
の
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
を
も
と

め
て
・
続
」
に
お
い
て
、
多
く
の
先
生
方
よ
り
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が

ら
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
京
都
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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