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一

は
じ
め
に

平
安
時
代
に
成
立
し
た
『
伊
勢
物
語
』
は
、
十
一
世
紀
初
頭
の
『
源
氏
物
語
』

に
絵
巻
の
形
で
登
場
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
早
い
段
階
か
ら
絵
画
化
さ
れ

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
現
存
遺
品
と
し
て
は
鎌
倉
時
代
前
期
の
「
梵
字
経
刷

白
描
絵
巻
」
が
断
簡
な
が
ら
最
古
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
鎌
倉
後
期
の
「
和
泉
市

久
保
惣
記
念
美
術
館
本
絵
巻
」
は
、
濃
彩
で
装
飾
性
の
高
い
優
品
と
し
て
知
ら
れ

る
。
室
町
時
代
か
ら
桃
山
時
代
に
か
け
て
は
、
完
本
の
絵
巻
と
し
て
「
小
野
家
本

絵
巻
」
三
巻
（
以
下
、
小
野
家
本
）、「
大
英
図
書
館
本
図
会
」
三
帖
（
以
下
、
大

英
図
書
館
本
）
な
ど
が
代
表
的
で
あ
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
に
入
り
慶
長
十
三
年

（
一
六
〇
八
）
に
版
本
の
嵯
峨
本
『
伊
勢
物
語
』
が
制
作
さ
れ
て
以
降
、
よ
り
広

く
享
受
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
は
嵯
峨
本
か
ら
影
響
を
受
け
て
多
く
の
絵

巻
や
画
帖
、
屏
風
な
ど
が
制
作
さ
れ
た
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
京
都
国
立
博
物
館
蔵
「
伊
勢
物
語
絵
巻
」（
以
下
、京
博
本
）

は
、
平
成
二
十
三
年
に
新
た
に
館
蔵
品
と
な
っ
た
新
出
作
品
で
、
保
存
状
態
も
良

好
な
完
本
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
章
段
構
成
と
絵
の
場
面
選
択
、
図
様
は
、
祖
本

を
同
じ
く
す
る
と
さ
れ
て
い
る
小
野
家
本
と
大
英
図
書
館
本
に
共
通
し
て
い

る（
１
）。
本
稿
で
は
、
京
博
本
の
紹
介
を
し
な
が
ら
、
細
部
表
現
の
特
色
か
ら
制

作
年
代
を
検
討
し
、
ま
た
類
似
す
る
図
様
を
持
つ
同
系
統
諸
本
と
比
較
を
行
う
こ

と
で
そ
の
特
質
を
考
察
し
、
位
置
づ
け
を
試
み
た
い
。

一　

京
博
本
の
概
要

（
一
）
書
誌

は
じ
め
に
、
京
博
本
の
書
誌
に
つ
い
て
述
べ
る
。
本
絵
巻
は
紙
本
著
色
の
二
巻

か
ら
な
り
、
現
在
、
二
重
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
内
箱
は
黒
漆
塗
で
蓋
表
に
金

泥
で
「
伊
勢
物
語　

伏
見
院
貞
敦
親
王
御
筆　

絵
入
全
部
」
と
記
さ
れ
、
外
箱
は

桐
白
木
箱
で
同
じ
く
蓋
表
に「
伊
勢
物
語　

伏
見
院
貞
敦
親
王
御
筆　

絵
入
全
部
」

と
墨
書
さ
れ
る
。

絵
巻
は
各
巻
と
も
納
戸
地
に
牡
丹
・
松
葉
・
小
槌
の
文
様
を
表
し
た
金
襴
の
表

紙
を
付
し
、
櫨
色
料
紙
に
「
伊
勢
物
語　

上
」、「
伊
勢
物
語　

下
」
と
墨
書
の
あ

る
題
箋
が
貼
ら
れ
る
。
ま
た
、
表
紙
見
返
し
に
は
金
銀
の
切
箔
、
砂
子
、
野
毛
で

新
出
の
京
都
国
立
博
物
館
蔵
「
伊
勢
物
語
絵
巻
」
に
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二

装
飾
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
松
竹
と
鶴
亀
の
吉
祥
モ
チ
ー
フ
が
金
銀
泥
で
流
麗
に
描
か

れ
て
い
る（
２
）。

絵
巻
の
縦
の
長
さ
は
上
下
巻
と
も
に
三
一
・
四
糎
で
、
全
長
は
上
巻
が

二
四
五
四
・
四
糎
、
下
巻
が
三
〇
一
一
・
〇
糎
と
な
っ
て
い
る（
３
）。
後
掲
の
法
量

表
の
よ
う
に
、
詞
書
の
料
紙
は
四
・
七
糎
か
ら
五
一
・
七
糎
ま
で
と
ば
ら
つ
き
が
見

ら
れ
る
が
、
絵
の
料
紙
は
四
八
糎
前
後
で
あ
り
、
ほ
ぼ
一
定
の
料
紙
が
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

詞
書
は
全
段
通
し
て
一
人
の
筆
者
に
よ
る
も
の
と
見
ら
れ
、
余
分
な
空
間
や
窮

屈
さ
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
安
定
し
た
筆
運
び
で
書
か
れ
て
い
る
（
図
1
）。
先

述
の
よ
う
に
、
箱
の
蓋
書
に
は
筆
者
と
し
て
伏
見
宮
貞
敦
親
王
（
一
四
八
八
―

一
五
七
二
）
の
名
が
示
さ
れ
る
が
、
貞
敦
親
王
の
和
歌
懐
紙
（
東
京
国
立
博
物
館

蔵
）
や
短
冊
（
鉄
心
斎
文
庫
蔵
）
な
ど
に
見
ら
れ
る
筆
跡
と
は
一
致
せ
ず 

、
別

筆
と
判
断
さ
れ
る（
４
）。
筆
者
の
特
定
は
で
き
な
い
が
、
京
博
本
の
読
み
や
す
い

運
筆
は
貞
敦
親
王
よ
り
も
時
代
が
下
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で（
５
）、
お
そ
ら

く
、
箱
の
蓋
書
は
絵
巻
が
伝
来
さ
れ
る
過
程
で
記
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
章
段
構
成

『
伊
勢
物
語
』
の
写
本
に
は
現
在
、
百
二
十
五
段
か
ら
な
る
藤
原
定
家
書
写
本
、

そ
こ
に
十
章
段
ほ
ど
付
加
さ
れ
た
広
本
、
百
十
五
段
か
ら
な
る
略
本
（
塗
籠
本
）、

漢
字
だ
け
で
表
記
さ
れ
、
定
家
本
と
比
べ
章
段
の
出
入
り
が
あ
る
真
名
本
、
そ
し

て
特
異
な
異
文
を
含
む
別
本
な
ど
の
系
統
が
あ
る
。

京
博
本
は
そ
れ
ら
諸
本
の
う
ち
定
家
本
の
百
二
十
五
段
全
て
の
本
文
を
書
写
し

て
お
り
、
絵
は
そ
の
う
ち
四
十
五
図
描
か
れ
て
い
る
。
章
段
の
詳
細
は
後
掲
の
表

に
譲
る
が
、定
家
本
の
一
段
か
ら
複
数
の
場
面
が
と
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

第
九
段
で
は
「
八
橋
」「
宇
津
の
山
」「
富
士
の
山
」「
隅
田
川
」
の
四
場
面
が
絵

画
化
さ
れ
、
そ
の
う
ち
「
宇
津
の
山
」
と
「
富
士
の
山
」
は
連
続
し
て
描
か
れ
て

い
る
。
第
二
十
三
段
は
「
筒
井
筒
」「
立
田
越
え
」「
高
安
の
女
」
の
三
場
面
、
第

二
十
四
段
は
「
新
枕
」「
梓
弓
」「
指
の
血
で
書
く
」
の
三
場
面
が
異
時
同
図
を
用

い
て
連
続
し
て
描
か
れ
る
。
ま
た
、
第
六
十
五
段
は
「
恋
せ
じ
の
禊
」「
笛
を
吹

く
男
」
の
二
場
面
、
第
八
十
二
段
は
「
渚
の
院
の
桜
」「
天
の
川
」
の
二
場
面
が

描
か
れ
て
い
る
。

先
述
の
よ
う
に
、
そ
の
章
段
構
成
と
絵
の
場
面
選
択
は
巻
数
の
違
い
は
あ
れ
ど

も
小
野
家
本
・
大
英
図
書
館
本
と
共
通
し
て
い
る
が
、
大
英
図
書
館
本
で
は
、
第

二
帖
巻
頭
に
位
置
し
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
第
二
十
三
段
「
高
安
の
女
」
と
、
第

二
十
四
段
「
梓
弓
」
の
詞
書
が
現
状
で
は
欠
失
し
て
お
り（
６
）、
京
博
本
と
小
野

家
本
の
み
共
通
し
て
有
し
て
い
る
。

ま
た
、
第
三
十
段
詞
書
の
後
に
配
さ
れ
た
絵
は
本
文
の
内
容
と
一
致
せ
ず
、
小

野
家
本
・
大
英
図
書
館
本
の
先
行
研
究
で
は
、
こ
の
絵
は
定
家
本
に
は
な
く
塗
籠

本
や
真
名
本
等
に
見
え
る
、「
せ
か
ゐ
の
水
」
の
和
歌
を
含
ん
だ
章
段
を
描
い
た

も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（
７
）。

と
こ
ろ
で
、
現
状
で
は
一
部
に
錯
簡
が
見
ら
れ
る
。
下
巻
の
第
百
一
段
「
あ
や

し
き
藤
の
花
」
の
絵
の
後
に
は
、
第
百
十
段
「
魂
結
び
」
本
文
途
中
の
和
歌
「
お

も
ひ
あ
ま
り
い
て
に
し
た
ま
の
」
〜
第
百
十
九
段
「
形
見
こ
そ
今
は
あ
た
な
れ
」

の
絵
ま
で
四
紙
が
続
く
。
そ
し
て
そ
の
後
に
第
百
二
段
〜
第
百
十
段
本
文
の
和
歌

「
お
も
ひ
あ
ま
り
い
て
に
し
た
ま
の
」
の
直
前
「
い
へ
り
け
れ
は
を
と
こ
」
ま
で

続
き
、
そ
の
次
の
紙
に
第
百
二
十
段
の
本
文
が
始
ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
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百
二
段
か
ら
第
百
十
段
途
中
ま
で
の
三
紙
と
、
第
百
十
段
途
中
か
ら
第
百
十
九
段

絵
ま
で
の
四
紙
と
が
ま
る
ご
と
入
れ
替
わ
っ
て
お
り
、
装
丁
に
際
し
て
前
後
を

誤
っ
て
貼
り
継
い
だ
と
思
わ
れ
る
。

制
作
手
順
に
関
し
て
、
大
英
図
書
館
本
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
料
紙
を
貼

り
継
い
だ
の
ち
、
絵
を
先
に
描
き
、
空
け
て
お
い
た
余
白
に
詞
書
を
書
い
て
い
く

と
い
う
手
順
で
あ
る
こ
と
と
、
小
野
家
本
で
は
画
中
の
余
白
に
ま
で
詞
書
が
窮
屈

に
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
詞
と
絵
が
同
画
面
に
書
か
れ
る
形
は
奈
良
絵
風
絵
巻
の

中
で
も
古
い
形
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
８
）。
一
方
、
京
博
本
は
先
述

し
た
よ
う
に
詞
書
ス
ペ
ー
ス
に
過
不
足
が
見
ら
れ
ず
、
詞
と
絵
が
完
全
に
分
離
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
ら
が
別
々
に
制
作
さ
れ
、
後
で
貼
り
継
い
だ
と
思
わ

れ
る
の
で
、
小
野
家
本
・
大
英
図
書
館
本
の
制
作
手
順
と
は
異
な
る
。
錯
簡
が
あ

る
も
の
の
、
詞
と
絵
の
ス
ペ
ー
ス
が
整
理
さ
れ
た
上
で
制
作
が
手
が
け
ら
れ
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

ま
た
、
章
段
構
成
に
お
け
る
京
博
本
・
小
野
家
本
・
大
英
図
書
館
本
の
三
本
間

の
関
係
に
関
し
て
、
第
六
十
五
段
詞
書
部
分
に
お
け
る
異
同
は
注
意
さ
れ
る
。
そ

れ
は
、
第
六
十
五
段
の
文
の
一
部
が
、
大
英
図
書
館
本
で
は
欠
落
し
て
お
り
、
小

野
家
本
で
は
不
自
然
に
補
筆
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
六
十
五
段
で

は
、
詞
書
①
「
む
か
し
お
ほ
や
け
お
ほ
し
て
〜
き
こ
し
め
し
つ
け
て
」
↓
絵
↓
詞

書
②
「
こ
の
お
と
こ
を
は
な
か
し
つ
か
は
し
〜
き
さ
き
と
も
」
↓
絵
と
い
う
よ
う

に
、
文
の
途
中
で
切
れ
て
絵
を
は
さ
み
、
ま
た
文
の
続
き
か
ら
始
ま
る
と
い
う
形

に
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
定
家
本
に
お
い
て
七
行
半
に
あ
た
る
詞
書
①
の
末
尾
の

「
こ
の
み
か
と
は
〜
き
こ
し
め
し
つ
け
て
」
と
い
う
部
分
が
大
英
図
書
館
本
で
は

欠
落
し
て
い
る（
９
）。
一
方
、
小
野
家
本
で
は
、
直
前
の
文
の
下
に
余
白
が
あ
る

に
も
関
わ
ら
ず
、「
こ
の
み
か
と
は
〜
き
こ
し
め
し
つ
け
て
」
の
部
分
が
改
行
し

て
狭
い
ス
ペ
ー
ス
に
無
理
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
初
に
書
か
れ
た

際
に
欠
落
し
、
そ
れ
を
後
で
補
筆
し
た
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（
10
）。

京
博
本
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
詞
書
の
ス
ペ
ー
ス
に
ほ
ぼ
過
不
足
が
な
く
安
定

し
て
い
る
の
で
、
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
小
野
家
本
や
大
英
図
書
館
本
か
ら
時
間

を
隔
て
て
構
成
が
整
え
ら
れ
た
後
に
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、

こ
の
欠
落
が
小
野
家
本
・
大
英
図
書
館
本
の
共
通
祖
本
の
段
階
で
生
じ
て
い
た
可

能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
、
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
京
博
本
は
こ

れ
ら
二
本
の
共
通
祖
本
以
前
に
分
か
れ
た
系
統
に
続
く
も
の
で
あ
る
と
も
想
定
で

き
る
。

二　

詞
書
本
文
の
性
質

京
博
本
の
詞
書
本
文
は
、
一
部
に
「
む
か
し
」
の
「
か
し
」
が
脱
落
す
る
よ
う

な
ケ
ア
レ
ス
ミ
ス
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
誤
脱
が
ほ
と
ん
ど
な
い
良
質
な
本
文
で

あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
定
家
本
系
統
で
あ
る
小
野
家
本
・
大
英
図
書
館
本
の
ど
ち

ら
と
も
異
同
が
あ
り
、
こ
れ
ら
か
ら
転
写
し
た
も
の
で
は
な
く
、
独
自
に
書
写
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
定
家
本
は
そ
の
中
で
も
主
に
、
現
在
ほ
と
ん
ど
の
活
字
本
の
底
本

に
用
い
ら
れ
る
天
福
二
年
（
一
二
三
四
）
書
写
本
、「
合
多
本
所
用
捨
也
…
」
に

始
ま
る
奥
書
を
持
つ
武
田
本
、
そ
し
て
「
抑
伊
勢
物
語
根
源
…
」
に
始
ま
る
奥
書

を
持
ち
、
鎌
倉
中
期
か
ら
室
町
初
期
に
か
け
て
一
般
に
流
布
し
た
根
源
本
の
三
本

に
分
か
れ
て
い
る
。
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そ
こ
で
、
京
博
本
本
文
に
お
け
る
定
家
本
の
中
で
の
異
同
に
つ
い
て
、
小
野
家

本
・
大
英
図
書
館
本
の
本
文
と
の
異
同
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
述
べ
る（
11
）。
小

野
家
本
・
大
英
図
書
館
本
に
関
し
て
見
る
と
、
小
野
家
本
は
山
本
登
朗
氏
に
よ
る

と
、
定
家
本
の
流
れ
を
受
け
な
が
ら
も
原
本
か
ら
離
れ
た
根
源
本
の
末
流
本
文
に

近
く
、
ま
た
主
要
な
伝
本
の
い
ず
れ
と
も
一
致
し
な
い
独
自
異
文
も
多
い
も
の
で

あ
り（
12
）、
大
英
図
書
館
本
は
青
木
賜
鶴
子
氏
に
よ
る
と
、
天
福
本
・
武
田
本
・

根
源
本
の
混
成
本
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る（
13
）。

ま
ず
、
京
博
本
が
天
福
本
に
一
致
し
て
武
田
本
・
根
源
本
と
異
な
る
例
を
示
す
。

 

（
京
博
本
） 

（
武
田
本
・
根
源
本
）

第
五
段　
　
　
　

い
け
ど
も
え
あ
は
で　
　
　

い
け
ど
え
あ
は
で

第
九
段　
　
　
　

や
つ
は
し
と
い
ひ
け
る　
　

や
つ
は
し
と
は
い
ひ
け
る

第
十
四
段　
　
　

く
り
は
ら
の
あ
れ
は
の
松　

く
り
は
ら
の
あ
ね
は
の
松

第
十
六
段　
　
　

こ
と
人
に
も
に
ず　
　
　
　

こ
と
に
人
に
も
に
ず

第
二
十
七
段　
　

こ
ざ
り
け
る
お
と
こ　
　
　

か
の
こ
ざ
り
け
る
お
と
こ

第
三
十
一
段　
　

よ
し
や
草
葉
よ　
　
　
　
　

よ
し
や
草
葉
に
／
の

第
四
十
六
段　
　

た
い
め
ん
せ
で　
　
　
　
　

え
た
い
め
ん
せ
で

第
五
十
八
段　
　

こ
の
お
と
こ　
　
　
　
　
　

お
と
こ

第
六
十
五
段　
　

こ
の
お
と
こ
人
の
国
よ
り　
こ
の
お
と
こ
は
人
の
国
よ
り

第
六
十
九
段　
　

い
と
あ
は
じ
と
も　
　
　
　

あ
は
じ
と
も

第
七
十
四
段　
　

山
に
あ
ら
ね
ど
も　
　
　
　

山
は
へ
だ
て
ね
ど

第
八
十
一
段　
　

と
な
む
よ
み
け
る
は　
　
　

と
な
む
よ
み
け
る

第
九
十
六
段　
　

秋
ま
つ　
　
　
　
　
　
　
　

秋
た
つ

第
百
十
二
段　
　

い
ひ
ち
ぎ
り
け
る　
　
　
　

い
ひ
ち
ぎ
れ
る

こ
れ
ら
の
う
ち
、
小
野
家
本
は
第
四
十
六
・
五
十
八
段
以
外
の
全
て
の
段
の
当

該
箇
所
で
、
そ
し
て
大
英
図
書
館
本
で
は
第
十
四
・
二
十
七
・
四
十
六
・

六
十
五
・
六
十
九
・
七
十
四
・
八
十
一
・
百
十
二
段
の
当
該
箇
所
で
武
田
本
・
根
源
本

の
本
文
を
と
っ
て
お
り
、
京
博
本
と
異
な
る
。

次
に
、
京
博
本
が
武
田
本
・
根
源
本
と
一
致
し
て
天
福
本
と
異
な
る
例
は
以
下

の
箇
所
で
あ
る
。

 

（
京
博
本
） 

（
天
福
本
）

第
二
十
三
段　
　

す
ぎ
に
け
ら
し
も　
　
　
　

す
ぎ
に
け
ら
し
な

第
六
十
五
段　
　

い
と
か
な
し
き
こ
と　
　
　

い
と
ゞ
か
な
し
き
こ
と

第
六
十
九
段　
　

女
の
ね
や
も　
　
　
　
　
　

女
の
ね
や

第
八
十
七
段　
　

石
の
お
も
て
に　
　
　
　
　

石
の
お
も
て

第
九
十
段　
　
　

に
ほ
ふ
ら
め　
　
　
　
　
　

に
ほ
ふ
と
も

第
九
十
六
段　
　

こ
の
女
の
せ
う
と　
　
　
　

女
の
せ
う
と

第
百
七
段　
　
　

こ
の
あ
る
じ
な
る
人　
　
　

か
の
あ
る
じ
な
る
人

こ
れ
ら
の
う
ち
、
小
野
家
本
と
は
全
て
一
致
す
る
が
、
大
英
図
書
館
本
で
は
第

二
十
三
・
九
十
六
段
の
当
該
箇
所
で
天
福
本
の
本
文
を
と
っ
て
お
り
、
京
博
本
と

異
な
る
。

ま
た
、
第
八
十
九
段
で
は
京
博
本
が
「
年
へ
け
る
」
の
天
福
本
・
武
田
本
と
一

致
す
る
の
に
対
し
、
小
野
家
本
・
大
英
図
書
館
本
で
は
根
源
本
の
「
年
へ
に
け
る
」

と
一
致
し
て
い
る
。
第
百
十
五
段
で
は
京
博
本
・
大
英
図
書
館
本
は
武
田
本
の「
お

き
の
ゐ
み
や
こ
じ
ま
」
と
一
致
す
る
の
に
対
し
、
小
野
家
本
は
天
福
本
・
根
源
本

の
「
お
き
の
ゐ
で
み
や
こ
じ
ま
」
と
一
致
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
京
博
本
は
一
概
に
ど
の
系
統
と
は
言
え
ず
、
天
福
本
、
武
田



新
出
の
京
都
国
立
博
物
館
蔵
「
伊
勢
物
語
絵
巻
」
に
つ
い
て

五

本
、
根
源
本
が
入
り
混
じ
る
混
成
本
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ

と
は
、
京
博
本
と
は
異
同
が
あ
る
も
の
の
、
小
野
家
本
・
大
英
図
書
館
本
と
も
共

通
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
中
世
か
ら
多
く
の
写
本
は
諸
本
が

入
り
混
じ
っ
た
本
文
を
持
つ
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
京
博
本
も

そ
の
よ
う
な
写
本
を
用
い
た
と
思
わ
れ
る
。

三　

細
部
表
現
の
特
色
と
制
作
時
期

次
に
、
絵
の
細
部
表
現
の
特
色
を
見
て
い
こ
う
。

ま
ず
画
面
構
成
を
見
る
と
（
口
絵
1
）、
空
間
は
比
較
的
安
定
し
て
お
り
、
ま

た
室
町
期
の
奈
良
絵
本
系
絵
巻
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
空
間
描
写
の
破
綻
は
少
な

く
、
建
物
の
屋
台
引
き
や
建
具
も
き
っ
ち
り
と
描
き
、
柱
の
面
取
り
部
や
簀
子
板

の
溝
と
い
っ
た
細
部
に
も
気
を
配
っ
て
い
る
。

霞
は
画
面
の
天
地
に
幅
を
太
く
取
っ
て
帯
状
に
配
さ
れ
、
墨
で
輪
郭
を
引
い
て

内
側
を
水
色
で
塗
り
、
白
で
輪
郭
を
な
ぞ
り
、
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
す
る
も
の
と
丸

く
括
っ
て
す
や
り
霞
に
ほ
ど
こ
す
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
霞
の
形
態
に
は
、
室

町
時
代
以
降
の
絵
巻
に
よ
く
見
ら
れ
る
形
式
化
が
否
め
な
い
。

山
の
形
態
は
単
純
化
さ
れ
て
立
体
感
が
な
く
、
青
と
緑
を
べ
っ
た
り
と
塗
っ
て

丸
み
を
帯
び
た
描
写
は
、
室
町
時
代
後
半
の
「
日
月
山
水
図
屏
風
」（
大
阪
金
剛

寺
蔵
）
や
慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
の
土
佐
光
吉
筆
「
源
氏
物
語
手
鑑
」（
久

保
惣
記
念
美
術
館
蔵
）
な
ど
に
見
ら
れ
る
山
の
表
現
に
近
く
、
や
ま
と
絵
的
な
表

現
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
雪
の
か
か
っ
た
富
士
山
（
図
6
）
は
、
峰
と
麓
ま
で
の

側
面
の
み
を
白
で
塗
り
、
内
側
に
は
青
を
塗
っ
た
上
に
白
い
斑
を
置
い
て
雪
を
表

す
と
い
う
非
現
実
的
描
写
で
、
意
匠
的
で
あ
る
。

人
物
描
写
は
全
体
的
に
丁
寧
に
描
こ
う
と
す
る
意
識
が
見
ら
れ
、
柔
和
で
親
し

み
が
感
じ
ら
れ
る
。
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
比
較
的
頭
部
と
体
の
バ
ラ

ン
ス
が
と
れ
て
い
る
場
合
と
、
頭
部
が
大
き
く
体
躯
が
小
さ
い
童
子
形
と
も
言
え

る
容
姿
の
場
合
と
が
あ
り
、
細
部
の
描
線
に
も
差
異
が
認
め
ら
れ
、
複
数
の
絵
師

の
関
与
が
考
え
ら
れ
る
。

顔
貌
（
図
2
）
は
引
目
鉤
鼻
と
せ
ず
、
目
頭
に
や
や
打
ち
込
み
を
入
れ
て
上
瞼

を
濃
く
切
れ
長
に
引
い
た
目
と
八
の
字
の
眉
が
特
徴
で
あ
り
、
唇
に
朱
を
さ
し
て

頬
に
は
朱
隈
を
ほ
ど
こ
す
な
ど
、
各
パ
ー
ツ
を
丁
寧
に
描
い
て
い
る
。
貴
人
以
外

の
人
物
に
は
髭
や
皺
を
描
き
込
み
、
特
に
第
五
段
「
関
守
」
や
第
十
二
段
「
武
蔵

野
」（
図
3
）
で
は
猛
々
し
い
武
装
姿
を
詳
し
く
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
合
戦

絵
な
ど
を
参
考
に
し
た
可
能
性
も
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
顔
料
が

剥
落
し
た
部
分
に
墨
線
で
描
い
た
下
描
き
が
見
え
、
つ
く
り
絵
の
技
法
で
描
か
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

衣
装
は
鮮
や
か
で
、
特
に
赤
・
緑
・
橙
色
が
多
用
さ
れ
、
衣
紋
は
陰
影
を
付
け

て
彩
色
し
、金
泥
で
衣
紋
線
を
描
き
起
こ
す
な
ど
丁
寧
な
装
飾
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
。

風
景
描
写
も
豊
か
で
、
景
物
は
時
に
人
物
よ
り
も
目
を
引
く
ほ
ど
大
き
く
強
調

さ
れ
て
描
か
れ
て
お
り
、
小
野
家
本
や
大
英
図
書
館
本
の
大
ぶ
り
な
植
物
描
写
に

も
共
通
す
る
。

樹
木
を
見
て
み
る
と
、
松
の
描
写
に
は
筆
の
差
異
が
認
め
ら
れ
、
幹
が
太
く
う

ね
り
洞
を
大
き
く
表
す
も
の
と
、
細
い
幹
を
湾
曲
さ
せ
る
も
の
（
口
絵
1
）
が
あ

る
。
梅
は
細
く
く
ね
り
な
が
ら
伸
び
、
枝
先
に
丸
い
花
を
多
数
描
い
て
い
る
（
口

絵
1
）。薔
薇
や
竜
胆
、撫
子
な
ど
の
花
卉
は
大
き
く
描
か
れ
て
特
に
目
を
引
く
が
、



松　

岡　

知　

華

六

梅
や
菊
な
ど
の
花
び
ら
の
描
写
は
単
純
化
し
て
お
り
、
人
物
や
鳥
な
ど
で
は
墨
線

で
下
描
き
を
し
っ
か
り
と
描
い
て
い
る
の
に
対
し
、
下
描
き
を
せ
ず
に
顔
料
で
円

形
に
描
い
て
い
る
。
ま
た
、
葉
に
露
を
置
い
た
薄
と
菊
と
い
う
秋
草
の
モ
チ
ー
フ

（
図
4
）
は
桃
山
時
代
後
期
の
高
台
寺
蒔
絵
に
見
ら
れ
る
描
写
に
似
通
っ
て
お
り
、

桃
山
工
芸
意
匠
の
影
響
が
う
か
が
え
る
。
透
垣
（
図
5
）
は
全
て
緑
・
黄
緑
・
橙

色
で
塗
り
分
け
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
竹
の
節
目
で
ジ
グ
ザ
グ
模
様
に
表
す
表
現
も
め

ず
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
画
面
を
華
や
か
に
彩
っ
て
い
る
の
は
画
中
画
で
あ
る
。
第
二
十
三
段

「
高
安
の
女
」
で
は
杉
戸
絵
に
、
古
画
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
と
思
わ
れ
る
手
長
猿
が

ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
か
れ
る
（
図
5
）。
ま
た
、
全
体
を
通
じ
て
金
屏
風
が
よ
く
見

ら
れ
、
画
題
と
し
て
は
秋
草
図
、
松
鶴
亀
図
、
松
図
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。
第

百
十
九
段
「
形
見
こ
そ
今
は
あ
た
な
れ
」
で
は
、
女
の
傍
ら
の
屏
風
に
馬
に
乗
っ

て
川
を
越
え
る
男
を
描
い
て
お
り
、
去
っ
て
行
っ
た
主
人
公
を
想
う
と
い
う
物
語

内
容
を
象
徴
し
た
表
現
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
よ
う
な
金
屏
風
や
鮮

や
か
な
几
帳
と
い
っ
た
調
度
品
が
、
鄙
び
た
場
所
な
ど
、
物
語
内
容
に
は
不
似
合

い
と
思
わ
れ
る
場
面
で
も
設
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
装
飾
重
視
の
姿
勢

が
見
て
と
れ
る
。

こ
う
し
た
絵
画
的
特
徴
か
ら
、京
博
本
の
制
作
時
期
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、

建
物
に
は
空
間
描
写
の
破
綻
が
な
く
整
っ
て
い
る
が
、
霞
に
は
室
町
期
以
降
の
絵

巻
に
多
い
形
式
化
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
細
く
湾
曲
し
な
が
ら
伸
び
た
松
や
梅
の

描
写
に
は
江
戸
時
代
初
頭
の
土
佐
光
吉
筆
「
源
氏
物
語
画
帖
」（
京
都
国
立
博
物

館
蔵
）
の
表
現
に
近
い
も
の
が
見
ら
れ
、
花
卉
草
木
に
は
桃
山
工
芸
意
匠
の
影
響

も
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
、
金
屏
風
な
ど
の
華
麗
な
画
中
画
は
、
桃
山
期
以
降
の

装
飾
性
が
高
ま
っ
て
い
く
時
期
に
合
致
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
絵
の
要
素

と
、
そ
し
て
詞
書
の
書
風
が
箱
の
蓋
書
に
示
さ
れ
た
貞
敦
親
王
か
ら
は
時
代
が
下

る
も
の
で
あ
る
と
の
推
測
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
京
博
本
の
制
作
時
期
は
桃
山
時

代
後
期
か
ら
江
戸
時
代
初
期
、
す
な
わ
ち
十
七
世
紀
初
頭
に
あ
た
る
と
想
定
さ
れ

る
。絵

師
に
関
し
て
は
、
頭
部
の
大
き
い
童
子
形
の
人
物
描
写
や
、
崖
の
立
体
描
写

に
矛
盾
の
あ
る
部
分
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
土
佐
派
や
狩
野
派
と

い
っ
た
特
定
の
画
派
は
挙
げ
ら
れ
な
い
が
、
細
部
ま
で
丁
寧
な
描
写
を
ほ
ど
こ
す

技
量
の
あ
る
絵
師
集
団
に
よ
る
制
作
と
考
え
ら
れ
る
。

四　

図
様
の
特
質
と
位
置
づ
け

続
い
て
、京
博
本
の
図
様
に
お
け
る
特
質
を
他
本
と
の
比
較
を
通
し
て
考
察
し
、

そ
の
位
置
付
け
を
検
討
し
た
い
。
京
博
本
が
章
段
構
成
と
図
様
に
お
い
て
小
野
家

本
・
大
英
図
書
館
本
と
共
通
す
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
そ
の
他
に
も
共
通
す

る
図
様
を
持
つ
作
品
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
小
野
家
本
・
大
英
図
書
館
本
を
含
め
、

同
系
統
に
属
す
諸
本
の
現
存
す
る
巻
数
を
記
す
が
、
お
お
よ
そ
の
制
作
年
代
順
に

並
べ
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る（
14
）。

　

静
嘉
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文
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一
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五
図　
〔
室
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中
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〕

　

小
野
家
蔵
絵
巻
（
小
野
家
本
）　

三
巻　

四
十
五
図　
〔
室
町
後
期
〕

　

 

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
サ
ッ
ク
ラ
ー
美
術
館
蔵
絵
巻
Ａ
本　

断
簡　

三
図　
〔
室

町
後
期
〕
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ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
サ
ッ
ク
ラ
ー
美
術
館
蔵
絵
巻
Ｂ
本　

一
巻　

八
図　
〔
室

町
後
期
〕

　

 
大
英
図
書
館
蔵
図
会
（
大
英
図
書
館
本
）　

三
帖　

四
十
四
図　
〔
室
町
後
期

〜
桃
山
〕

　

鉄
心
斎
文
庫
蔵
絵
巻
甲
本　

断
簡　

十
五
図　
〔
室
町
末
〜
桃
山
〕

　

鉄
心
斎
文
庫
蔵
絵
巻
乙
本　

二
巻　

二
十
九
図　
〔
江
戸
前
期
〕

小
野
家
本
・
大
英
図
書
館
本
以
外
に
五
作
品
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ

も
す
べ
て
現
存
す
る
の
が
一
部
の
み
の
残
欠
本
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
で

制
作
時
期
が
早
い
と
見
ら
れ
る
静
嘉
堂
本
は
、
小
野
家
本
・
大
英
図
書
館
本
と
祖

本
が
共
通
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
小
野
家
本
は
風
景
描
写
や
モ
チ
ー
フ
に
豊
か
さ

が
見
ら
れ
、
そ
の
一
方
、
大
英
図
書
館
本
は
、
安
定
し
た
空
間
表
現
か
ら
小
野
家

本
よ
り
も
祖
本
を
忠
実
に
伝
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ハ
ー
バ
ー
ド
Ａ
本

は
詞
書
が
絵
と
重
な
る
箇
所
も
あ
っ
て
絵
の
ま
と
ま
り
に
は
欠
け
る
が
、
室
町
白

描
絵
の
伊
勢
物
語
絵
作
例
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
ド
Ｂ
本
は
モ
チ
ー
フ

や
描
線
に
か
な
り
の
省
略
が
あ
り
、
手
控
え
の
た
め
の
模
写
本
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
鉄
心
斎
甲
本
は
奈
良
絵
風
の
素
朴
な
描
写
で
、
横
長
の
画
面
に
大
ぶ
り
に
描

か
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
や
や
年
代
が
下
る
と
思
わ
れ
る

鉄
心
斎
乙
本
は
、
全
体
的
に
専
門
絵
師
の
手
を
思
わ
せ
る
整
っ
た
画
風
と
な
っ
て

い
る
。
そ
し
て
京
博
本
は
こ
の
中
で
鉄
心
斎
甲
本
の
後
に
、
ま
た
鉄
心
斎
乙
本
と

近
い
頃
に
位
置
す
る
。

こ
れ
ら
の
諸
本
は
構
図
や
人
物
の
大
部
分
で
一
致
す
る
が
、
細
部
に
差
異
が
見

ら
れ
る
。
ま
ず
そ
の
差
異
の
あ
る
場
面
を
比
較
し
た
結
果
、
京
博
本
に
は
小
野
家

本
と
の
親
近
性
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
例
を
見
て
い
こ
う
。

ま
ず
第
九
段
「
宇
津
の
山
・
富
士
の
山
」（
図
6
）
で
は
、
画
面
右
に
宇
津
の

山
の
場
面
、
左
に
富
士
の
山
の
場
面
と
い
う
二
場
面
を
霞
で
区
切
る
こ
と
に
よ
っ

て
一
画
面
に
描
い
て
お
り
、
小
野
家
本
・
大
英
図
書
館
本
・
鉄
心
斎
甲
本
・
同
乙

本
で
共
通
す
る
。
し
か
し
、
主
人
公
と
富
士
山
の
間
に
海
を
挟
む
景
は
大
英
図
書

館
本
・
鉄
心
斎
乙
本
に
は
な
く
、
小
野
家
本
・
鉄
心
斎
甲
本
と
共
通
す
る
。
さ
ら

に
細
部
を
見
る
と
、
漁
を
す
る
舟
や
浜
辺
の
塩
焼
き
の
景
と
い
っ
た
名
所
絵
的
モ

チ
ー
フ
は
鉄
心
斎
甲
本
に
は
描
か
れ
ず
、
小
野
家
本
と
の
み
一
致
し
て
い
る
。

第
八
十
二
段
「
天
の
川
」（
図
7
）
は
、
主
人
公
と
惟
喬
親
王
、
紀
有
常
の
酒

宴
を
描
い
て
お
り
、
静
嘉
堂
本
・
小
野
家
本
・
大
英
図
書
館
本
に
見
ら
れ
る
。
ま

ず
静
嘉
堂
本
（
図
8
）
で
は
、
他
本
に
は
な
い
畳
が
敷
か
れ
、
惟
喬
親
王
が
幔
幕

の
前
に
座
し
、
そ
の
手
前
に
冠
姿
の
四
人
の
人
物
が
左
右
に
分
か
れ
て
対
座
し
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
小
野
家
本
（
図
9
）・
大
英
図
書
館
本
で
は
親
王
を
囲
む

よ
う
に
円
座
し
て
お
り
、
小
野
家
本
で
は
さ
ら
に
、
親
王
の
向
か
っ
て
左
に
座
す

人
物
が
烏
帽
子
姿
で
あ
る
こ
と
か
ら
紀
有
常
を
、
そ
し
て
そ
の
手
前
の
人
物
が
冠

姿
で
あ
る
こ
と
か
ら
主
人
公
で
あ
る
こ
と
を
、
他
本
よ
り
も
明
ら
か
に
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
小
野
家
本
で
は
向
か
っ
て
右
の
二
人
の
人
物
の
う
ち
一
人

が
銚
子
を
持
っ
て
い
る
。
次
に
京
博
本
を
見
る
と
、
惟
喬
親
王
と
烏
帽
子
姿
の
紀

有
常
が
並
ん
で
座
し
、
冠
姿
の
主
人
公
が
や
や
手
前
に
、
そ
し
て
銚
子
を
持
つ
人

物
と
も
う
一
人
の
人
物
は
、
完
全
に
従
者
の
姿
と
な
っ
て
離
れ
た
場
所
に
控
え
て

お
り
、
小
野
家
本
の
人
物
配
置
に
最
も
近
い
よ
う
に
思
え
る
。
さ
ら
に
、
静
嘉
堂

本
で
は
左
上
の
土
坡
の
向
こ
う
に
従
者
た
ち
が
描
か
れ
、
ま
た
大
英
図
書
館
本
で

は
土
坡
で
は
な
く
雲
状
に
表
さ
れ
て
い
る
一
方
、
小
野
家
本
で
は
従
者
た
ち
は
左
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下
の
土
坡
の
陰
に
お
り
、
京
博
本
と
一
致
し
て
い
る
。
京
博
本
の
方
が
小
野
家
本

と
比
べ
て
、
人
物
の
区
別
を
よ
り
明
ら
か
に
表
現
で
き
て
い
る
と
言
え
る
が
、
こ

れ
ら
の
構
図
を
考
え
る
と
、
京
博
本
の
絵
が
静
嘉
堂
本
や
大
英
図
書
館
本
か
ら
派

生
し
た
も
の
と
は
考
え
に
く
く
、
小
野
家
本
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
他
に
も
、
第
七
段
「
か
へ
る
波
」
の
浜
辺
で
大
英
図
書
館
本
に
は
見
ら
れ

な
い
貝
が
描
か
れ
る
こ
と
や
、
第
四
十
一
段
「
緑
衫
の
袍
」
で
伸
子
張
り
が
大
英

図
書
館
本
・
鉄
心
斎
乙
本
で
は
木
と
柱
に
結
ば
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
京
博
本
と

小
野
家
本
で
は
梅
と
柳
の
木
の
間
に
か
け
ら
れ
て
い
る
点
な
ど
、
細
か
な
モ
チ
ー

フ
に
も
わ
ず
か
な
が
ら
京
博
本
と
小
野
家
本
の
共
通
点
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
他
の
諸
本
が
ど
の
場
面
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
構
図
が
一
致
す
る

の
に
対
し
、
京
博
本
で
は
構
図
の
改
変
や
モ
チ
ー
フ
の
付
加
を
行
う
こ
と
に
よ
っ

て
、積
極
的
に
図
様
を
独
自
に
再
構
成
し
て
い
る
場
面
が
多
く
見
ら
れ
る
。
次
に
、

そ
の
う
ち
の
特
色
の
あ
る
い
く
つ
か
の
場
面
を
挙
げ
た
い
。

ま
ず
、
空
間
描
写
に
新
た
な
創
意
が
見
ら
れ
る
場
面
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
第

二
十
二
段
「
千
夜
を
一
夜
に
」（
図
10
）
で
あ
る
。
主
人
公
と
女
が
一
度
は
別
れ

た
も
の
の
、
前
よ
り
も
深
く
想
い
合
っ
て
秋
の
夜
の
千
夜
を
一
夜
に
ま
と
め
て

も
っ
と
会
い
た
い
と
語
り
合
う
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
小
野
家
本
（
図
11
）
で
は

屋
内
を
吹
抜
屋
台
で
描
き
、
語
り
合
う
男
女
と
脇
の
部
屋
で
眠
る
女
房
の
姿
を
覗

か
せ
て
い
る
。
一
方
、
京
博
本
で
は
吹
抜
屋
台
の
構
図
を
と
ら
ず
建
物
を
横
か
ら

見
た
構
図
に
な
っ
て
い
る
。
女
房
は
母
屋
か
ら
渡
殿
で
つ
な
が
っ
た
離
れ
で
眠
っ

て
お
り
、
さ
ら
に
傍
ら
で
は
も
う
一
人
女
房
が
座
し
、
読
書
を
し
て
い
た
の
か
膝

元
に
は
冊
子
本
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
和
歌
中
に
あ
る
秋
の
夜
長

を
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
る
で
異
な
る
二
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
介
在
し
て

い
る
か
の
よ
う
に
目
を
引
く
が
、女
房
の
傍
ら
に
金
屏
風
が
置
か
れ
る
の
に
対
し
、

主
人
公
と
女
の
後
ろ
に
は
水
墨
画
が
設
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
よ
り
二
人
だ
け

の
密
や
か
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
、
空
間
の
対
比
を
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

人
物
の
向
き
に
大
き
な
変
化
の
あ
る
場
面
も
あ
る
。第
十
四
段「
く
た
か
け
」（
図

12
）
は
、
主
人
公
が
陸
奥
国
の
女
の
家
で
一
夜
を
明
か
し
た
が
、
ま
だ
暗
い
う
ち

に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、女
が
く
た
か
け
（
鶏
）
が
早
く
鳴
い
た
せ
い
だ
と
罵
っ

た
歌
を
詠
む
場
面
で
あ
る
。
小
野
家
本
（
図
13
）
を
含
め
ほ
と
ん
ど
の
伊
勢
物
語

絵
に
お
い
て
、
女
は
後
ろ
姿
で
、
主
人
公
は
振
り
返
り
も
せ
ず
去
っ
て
行
く
姿
で

描
か
れ
て
お
り
、
背
を
向
け
合
う
図
様
は
本
文
か
ら
漂
う
冷
淡
な
雰
囲
気
を
表
し

て
い
る
。
し
か
し
、
久
保
惣
本
で
は
男
を
振
り
返
ら
せ
る
姿
で
描
い
て
お
り
、
千

野
香
織
氏
は
後
朝
の
風
情
を
漂
わ
せ
る
と
述
べ
て
い
る（
15
）。
さ
ら
に
京
博
本
で

は
女
を
正
面
向
き
に
し
、
振
り
返
っ
た
主
人
公
と
視
線
を
交
わ
す
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
物
語
の
冷
た
さ
が
和
ら
げ
ら
れ
て
お
り
、
他
本
と
は
異

な
っ
た
情
趣
が
生
み
だ
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
他
本
と
比
べ
て
注
目
し
た
い
の
は
第
二
十
九
段
「
花
の
賀
」（
図
14
）

で
あ
る
。
こ
の
場
面
の
構
図
は
小
野
家
本
・
ハ
ー
バ
ー
ド
Ｂ
本
・
大
英
図
書
館
本
・

鉄
心
斎
甲
本
・
同
乙
本
と
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
絵
は
第
十
七
段
詞
書
の
後
に
置

か
れ
て
い
る
が
、
小
野
家
本
（
図
15
）・
大
英
図
書
館
本
に
お
い
て
、
絵
か
ら
は
、

し
ば
ら
く
訪
れ
な
か
っ
た
人
が
桜
の
花
盛
り
に
訪
れ
、
主
人
公
と
歌
を
詠
み
あ
っ

た
と
い
う
内
容
の
第
十
七
段
「
年
に
ま
れ
な
る
人
」
に
合
致
せ
ず
、
本
来
は
第

二
十
九
段
の
春
宮
の
母
女
御
の
も
と
で
催
さ
れ
た
「
花
の
賀
」
の
絵
と
し
て
描
か

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
伊
藤
敏
子
氏
は
じ
め
諸
先
学
に
よ
っ
て
推
測
さ
れ
て
き

た（
16
）。
そ
こ
で
、こ
の
理
解
を
補
強
す
る
存
在
が
、京
博
本
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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な
ぜ
な
ら
ば
、
他
本
で
は
主
人
公
と
二
人
の
人
物
が
畳
の
上
に
対
座
す
る
の
み
で

あ
る
の
に
対
し
、
京
博
本
で
は
盃
台
や
餅
飾
り
が
描
か
れ
、
さ
ら
に
銚
子
を
持
つ

従
者
が
加
わ
っ
て
お
り
、
明
ら
か
に
酒
宴
の
様
子
を
表
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
よ
り
花
の
賀
の
光
景
に
近
い
と
思
わ
れ
、
こ
の
絵
が
こ
の
位
置
に

置
か
れ
る
所
以
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
本
来
は
第
二
十
九
段
を
描
い
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
貴
重
な
図
様
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、大
き
な
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、物
語
の
場
を
表
す
モ
チ
ー

フ
が
分
か
り
や
す
く
描
か
れ
、
ま
た
同
時
に
装
飾
性
豊
か
な
こ
と
で
あ
る
。
第

七
十
六
段
「
小
塩
の
山
」（
図
16
）
で
は
、
二
条
后
が
春
宮
の
御
息
所
と
呼
ば
れ

て
い
た
頃
、
大
原
野
神
社
に
参
詣
し
た
際
に
主
人
公
が
御
息
所
の
車
か
ら
禄
を

賜
っ
て
歌
を
献
上
す
る
と
い
う
内
容
を
語
る
。
小
野
家
本
（
図
17
）
で
は
車
が
右

向
き
に
描
か
れ
、
そ
の
先
に
大
き
な
岩
が
あ
る
が
、
京
博
本
で
は
構
図
を
右
か
ら

左
へ
と
反
転
さ
せ
、そ
の
先
に
鳥
居
を
の
ぞ
か
せ
て
大
原
野
神
社
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
従
者
の
人
数
を
増
や
す
こ
と
で
躍
動
感
が
増
し
て
お
り
、
さ
ら
に
本
文
に
は

季
節
描
写
が
な
い
も
の
の
、
桜
や
梅
と
い
っ
た
春
の
風
景
を
描
い
て
お
り
、
行
啓

の
様
子
を
華
や
か
に
表
現
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
い
る
と
言
え
る
。

装
飾
性
に
関
し
て
言
う
と
、
細
部
表
現
の
特
色
で
も
触
れ
た
が
、
た
と
え
ば
第

四
段
「
西
の
対
」（
口
絵
1
）
で
檜
皮
葺
の
家
屋
に
御
簾
が
き
っ
ち
り
と
設
え
ら

れ
て
い
る
な
ど
、
物
語
の
舞
台
が
荒
ら
屋
で
あ
っ
て
も
見
苦
し
い
と
思
わ
れ
る
も

の
を
そ
の
ま
ま
取
り
込
ま
ず
、
物
語
の
情
趣
か
ら
多
少
離
れ
よ
う
と
も
全
体
を
端

正
に
ま
と
め
よ
う
と
す
る
意
識
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
第
九
段
「
八
橋
」（
口

絵
2
）で
は
橋
が
つ
な
げ
ら
れ
Ｓ
字
を
反
転
し
た
形
状
に
大
き
く
表
さ
れ
て
お
り
、

機
知
に
富
ん
だ
構
図
が
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
前
章
で
も
述
べ
た
第
百
十
九
段
「
形
見
こ
そ
今
は
あ
た
な
れ
」
で
の

画
中
画
の
よ
う
に
、
象
徴
的
と
思
わ
れ
る
モ
チ
ー
フ
が
添
景
に
描
か
れ
る
場
合
も

あ
り
、
第
二
十
三
段
「
筒
井
筒
」
に
は
飛
び
交
う
二
羽
の
尾
長
鳥
が
描
か
れ
て
い

る
。
物
語
絵
に
お
い
て
し
ば
し
ば
、
鴛
鴦
な
ど
の
番
い
が
男
女
の
情
を
象
徴
す
る

も
の
と
し
て
添
景
や
画
中
画
に
描
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
も
男
女
の

仲
を
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（
17
）。

以
上
に
挙
げ
た
数
場
面
の
よ
う
に
、
京
博
本
で
は
他
本
を
単
に
踏
襲
す
る
の
で

は
な
く
、
物
語
の
絵
画
化
に
独
自
の
視
点
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
第
二
十
九
段

「
花
の
賀
」
の
よ
う
に
他
本
の
場
面
理
解
を
補
う
と
思
わ
れ
る
図
様
を
持
つ
の
も

興
味
深
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
総
体
的
に
、
物
語
に
即
し
た
表
現
に
拘
ら
ず
、
空

間
描
写
や
添
景
モ
チ
ー
フ
の
充
実
を
は
か
り
、
分
か
り
や
す
く
美
し
い
モ
チ
ー
フ

に
よ
っ
て
場
面
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
、物
語
絵
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、

視
覚
的
な
鑑
賞
性
を
高
め
る
意
志
が
見
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
、
京
博
本
の
紹
介
を
す
る
と
と
も
に
そ
の
特
質
を
考
察
し
て
き
た
。

そ
の
章
段
構
成
や
図
様
は
小
野
家
本
・
大
英
図
書
館
本
と
共
通
す
る
が
、
詞
書
は

定
家
本
系
統
の
諸
本
の
混
成
本
か
ら
独
自
に
書
写
し
て
い
る
。
制
作
年
代
は
十
七

世
紀
初
頭
と
思
わ
れ
、
図
様
の
細
部
に
お
い
て
は
小
野
家
本
と
の
近
似
性
が
見
ら

れ
る
も
の
の
、
画
面
を
独
自
に
再
構
成
し
、
細
部
に
も
機
知
に
富
ん
だ
モ
チ
ー
フ

が
取
り
込
ま
れ
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
そ
し
て
、
柔
和
な
人
物
描
写
や
装
飾
的
モ

チ
ー
フ
と
相
ま
っ
て
、
温
か
み
が
あ
り
華
や
い
だ
絵
巻
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
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華

一
〇

制
作
者
の
意
図
が
う
か
が
え
る
。

京
博
本
は
伊
勢
物
語
絵
巻
の
数
少
な
い
完
本
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
の
み
な
ら

ず
、
表
現
の
多
様
性
と
豊
か
な
装
飾
性
を
持
ち
、
同
系
統
諸
本
、
ひ
い
て
は
伊
勢

物
語
絵
の
中
で
も
個
性
的
な
作
品
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

注

（
1
）　

こ
の
両
本
は
羽
衣
国
際
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編『
伊
勢
物
語
絵
巻
絵
本
大
成
』（
角

川
学
芸
出
版　

二
〇
〇
七
年
）
の
資
料
篇
に
収
録
さ
れ
、
研
究
篇
で
詳
細
な
解
説

が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）　

描
線
の
相
違
か
ら
、
本
紙
の
絵
師
と
は
異
な
る
絵
師
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
3
）　

筆
者
が
計
測
し
た
結
果
に
基
づ
く
。

（
4
）　

小
松
茂
美
『
日
本
書
蹟
大
鑑
』
十
（
講
談
社　

一
九
七
八
年
）
収
録
84
〜
87
番
の

和
歌
懐
紙
、
短
冊
お
よ
び
『
鉄
心
斎
文
庫
所
蔵
芦
澤
新
二
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り　

短
冊
』（
二
〇
〇
二
年
）
収
録
の
短
冊
手
鑑
『
兎
玉
集
』
所
収
の
筆
跡
と
比
較
を
行
っ

た
。

（
5
）　

京
都
国
立
博
物
館
の
羽
田
聡
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
6
）　

前
掲
注
（
1
）
研
究
篇
の
大
英
図
書
館
本
解
説
（
澤
田
和
人
氏
、
青
木
賜
鶴
子
氏

執
筆
）。

（
7
）　

伊
藤
敏
子
『
伊
勢
物
語
絵
』（
角
川
書
店　

一
九
八
四
年
）、
千
野
香
織
「
絵
巻
＝

伊
勢
物
語
絵
」『
日
本
の
美
術
』
三
〇
一
号
（
至
文
堂　

一
九
八
九
年
）、
前
掲
注

（
1
）
研
究
篇
等
。
こ
れ
ら
の
祖
本
が
本
来
は
定
家
本
と
は
異
な
る
本
文
を
有
し
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）　

前
掲
注
（
1
）
研
究
篇
の
小
野
家
本
解
説
（
山
本
登
朗
氏
、
河
田
昌
之
氏
執
筆
）。

（
9
）　

前
掲
注
（
6
）
に
同
じ
。

（
10
）　

前
掲
注
（
8
）
に
同
じ
。

（
11
）　

前
掲
注
（
6
）、（
8
）
の
解
説
を
参
照
し
、
ま
た
筆
者
が
注
（
1
）
資
料
篇
の
図

版
に
よ
っ
て
検
討
し
た
結
果
に
よ
る
。

（
12
）　

前
掲
注
（
8
）
に
同
じ
。

（
13
）　

前
掲
注
（
6
）
に
同
じ
。

（
14
）　

挙
げ
た
諸
本
は
す
べ
て
前
掲
注
（
1
）
に
収
録
さ
れ
、
解
説
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
鉄
心
斎
文
庫
甲
本
、
同
乙
本
は
共
に
『
鉄
心
斎
文
庫
所
蔵
伊
勢
物
語
図
録
』

第
十
九
集
（
鉄
心
斎
文
庫
伊
勢
物
語
文
華
館　

二
〇
〇
〇
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い

る
が
、
乙
本
は
十
六
図
の
み
確
認
で
き
た
。

（
15
）　

前
掲
注
（
7
）、
千
野
氏
文
献
。

（
16
）　

前
掲
注
（
1
）、（
7
）
に
同
じ
。

（
17
）　

第
十
八
段
「
白
菊
」
で
は
庭
に
二
匹
の
小
犬
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
男
女
の

仲
を
表
そ
う
と
し
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、
主
人
公
の
男
が
女
に
関
心
を
示
し

て
い
な
い
と
い
う
内
容
に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
の
で
、
装
飾
モ
チ
ー
フ
と
し
て
描

き
こ
ん
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

〔
附
記
〕

　

本
稿
を
記
す
に
あ
た
り
、
京
都
国
立
博
物
館
の
若
杉
準
治
先
生
（
平
成
二
十
三
年
三
月

退
職
）、
山
本
英
男
先
生
よ
り
、
作
品
調
査
お
よ
び
写
真
掲
載
の
ご
高
配
と
ご
指
導
を
賜
り
、

同
じ
く
羽
田
聡
先
生
よ
り
ご
助
言
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
小
野
家
本
、
静
嘉
堂
文
庫
本

の
図
版
は
『
伊
勢
物
語
絵
巻
絵
本
大
成
資
料
篇
』
よ
り
転
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
作
品
掲

載
に
際
し
て
は
ご
所
蔵
者
各
位
の
ご
配
慮
を
賜
り
、
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
の
河
田

昌
之
館
長
に
も
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
査
読
を
し
て
下
さ
っ
た
先
生
よ
り
貴
重
な

ご
指
摘
を
賜
り
、
編
集
委
員
の
西
山
良
平
先
生
に
も
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が

ら
記
し
て
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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京都国立博物館蔵「伊勢物語絵巻」法量表　　上下巻とも縦 31.4cm　見返し 41.2cm

横の単位 cm

上　巻
紙 横 内容 紙 横 内容
１ 67.3 第 1・2 段詞 36 48.8 第 29 段絵「花の賀」
２ 49.1 第 1 段絵「春日の里」 37 20.8 第 18 段詞
３ 17.4 第 3 段詞 38 48.6 第 18 段絵「白菊」
４ 48.5 第 3 段絵「ひじきも」 39 48.1 第 19・20 段詞
５ 9.1 第 4 段詞 40 5.8 第 20 段詞
６ 30.5 第 4 段詞 41 48.7 第 20 段絵「春の紅葉」
７ 49.2 第 4 段絵「西の対」 42 41.1 第 21 段詞
８ 16.2 第 5 段詞 43 49.2 第 21・22 段詞
９ 18.5 第 5 段詞 44 20.5 第 22 段詞
10 49.0 第 5 段絵「関守」 45 48.6 第 22 段絵「千夜を一夜に」
11 28.8 第 6 段詞 46 27.5 第 23 段詞
12 31.6 第 6 段詞 47 4.5 第 23 段詞
13 47.9 第 6 段絵「芥川」 48 49.0 第 23 段絵「筒井筒」
14 15.6 第 7 段詞 49 33.4 第 23 段詞
15 48.4 第 7 段絵「かへる波」 50 48.1 第 23 段絵「立田越え」
16 18.0 第 8 段詞 51 31.2 第 23 段詞
17 47.7 第 8 段絵「浅間の嶽」 52 48.3 第 23 段絵「高安の女」
18 27.6 第 9 段詞 53 15.8 第 24 段詞
19 15.1 第 9 段詞 54 30.7 第 24 段詞
20 48.6 第 9 段絵「八橋」 55 8.2 第 24 段詞
21 32.2 第 9 段詞 56 49.8 第 24 段絵「新枕・梓弓・指の血で書く」
22 7.3 第 9 段詞 57 49.3 第 24 段絵「指の血で書く」
23 48.6 第 9 段絵「宇津の山」 58 46.9 第 25・26・27 段詞
24 49.5 第 9 段絵「富士の山」 59 48.4 第 27 段絵「盥のかげ」
25 39.1 第 9 段詞 60 25.3 第 28・29・30 段詞
26 48.3 第 9 段絵「隅田川」 61 48.1 異本系独自章段絵「せかゐの水」
27 48.1 第 10・11・12 段詞 62 20.4 第 31・32 段詞
28 19.2 第 12 段詞 63 49.5 第 33・34・35・36・37 段詞
29 49.3 第 12 段絵「武蔵野」 64 49.3 第 37・38・39 段詞
30 28.3 第 13・14 段詞 65 11.0 第 39 段詞
31 26.4 第 14 段詞 66 37.5 第 39・40 段詞
32 48.8 第 14 段絵「くたかけ」 67 49.0 第 40・41 段詞
33 19.6 第 15・16 段詞 68 49.3 第 41 段絵「緑衫の袍」
34 49.1 第 16 段詞 69 19.2 巻末＋軸
35 26.8 第 16・17 段詞 全長　2454.4
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下　巻
紙 横 内容 紙 横 内容
１ 49.0 第 42・43 段詞 36 49.6 第 78・79・80 段詞
２ 48.1 第 43・44・45 段詞 37 48.9 第 80 段絵「衰へたる家の藤」
３ 11.4 第 45 段詞 38 51.6 第 81・82 段詞
４ 48.6 第 45 段絵「ゆく蛍」 39 51.1 第 82 段詞
５ 49.7 第 46・47・48 段詞 40 48.2 第 82 段絵「渚の院の桜」
６ 16.5 第 49 段詞 41 21.2 第 82 段詞
７ 48.8 第 49 段絵「若草の妹」 42 48.9 第 82 段絵「天の川」
８ 39.0 第 50 段詞 43 50.8 第 83 段詞
９ 47.8 第 50 段絵「行く水に数かく」 44 49.8 第 83 段絵「夢かとぞ思ふ」
10 10.6 第 51 段詞 45 49.0 第 84・85 段詞
11 48.8 第 51 段絵「人の前栽に菊」 46 49.4 第 85・86・87 段詞
12 21.2 第 52・53 段詞 47 49.1 第 87 段詞
13 49.5 第 53 段絵「いかでかは鶏の鳴くらむ」 48 18.2 第 87 段詞
14 49.6 第 54・55・56・57・58 段詞 49 47.8 第 87 段絵「布引の滝」
15 49.1 第 58・59・60 段詞 50 49.2 第 88・89・90・91・92 段詞
16 49.3 第 60・61・62 段詞 51 49.4 第 92・93・94 段詞
17 49.2 第 60・61・62 段詞 52 48.6 第 94 段絵「紅葉も花も」
18 18.7 第 63 段詞 53 49.5 第 95・96 段詞
19 49.0 第 63 段絵「つくも髪」 54 48.8 第 96・97・98・99 段詞
20 49.4 第 64・65 段詞 55 36.1 第 99・100 段詞
21 47.2 第 65 段詞 56 47.7 第 100 段絵「忘草おふる野辺」
22 48.9 第 65 段絵「恋せじの禊」 57 44.4 第 101 段詞
23 42.3 第 65 段詞 58 49.9 第 101 段絵「あやしき藤の花」
24 48.3 第 65 段絵「笛を吹く男」 59 49.2 第 110・111・112・113・114 段詞
25 18.3 第 66 段詞 60 49.3 第 115・116・117 段詞
26 49.6 第 66 段絵「難波津」 61 19.4 第 118・119 段詞
27 51.7 第 67・68・69 段詞 62 49.5 第 119 段絵「形見こそ今はあたなれ」
28 49.2 第 69 段詞 63 49.8 第 102・103・104 段詞
29 29.6 第 69 段詞 64 49.5 第 105・106・107 段詞
30 49.2 第 69 段絵「君や来し」 65 49.3 第 107・108・109・110 段詞
31 51.4 第 70・71・72・73・74 段詞 66 50.1 第 120・121・122・123 段詞
32 50.7 第 74・75・76 段詞 67 21.2 第 123・124・125 段詞
33 48.6 第 76 段絵「小塩の山」 68 49.3 第 121 段絵「梅の花笠」
34 45.0 第 77 段詞 69 35.3 巻末＋軸
35 48.7 第 77 段絵「安祥寺のみわざ」 全長　3011.0
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図 3　人物　第十二段
　　　「武蔵野」

図 5　第二十三段「高安の女」部分 図 4　第十八段「白菊」部分

図 6　第九段「宇津の山・富士の山」

図 2　人物　第六段「芥川」 図 1　京博本詞書
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図 9　小野家本「天の川」

図11　小野家本「千夜を一夜に」

図 8　静嘉堂本「天の川」

図 7　第八十二段　京博本「天の川」

図 10　第二十二段　京博本「千夜を一夜に」
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図 12　第十四段　京博本「くたかけ」

図 14　第二十九段　京博本「花の賀」

図 16　第七十六段　京博本「小塩の山」

図 15　小野家本「花の賀」

図 17　小野家本「小塩の山」

図 13　小野家本「くたかけ」


