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一

は
じ
め
に

「
伴
大
納
言
絵
巻
」（
出
光
美
術
館
蔵
）
は
一
二
世
紀
後
半
に
作
ら
れ
た
絵
巻

で
あ
る
。
八
〇
〇
年
以
上
が
経
過
し
た
現
在
、
制
作
当
初
と
変
わ
っ
て
し
ま
っ

た
点
は
少
な
く
な
い
。
主
な
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
①
制
作
当
初
は
一
巻
だ
っ
た

が
、
現
在
で
は
三
巻
に
分
け
ら
れ
て
い
る

）
1
（

、
②
制
作
当
初
は
存
在
し
た
上
巻
巻

頭
の
詞
が
、
現
在
は
欠
失
し
て
い
る
、
③
上
巻
の
第
13
紙
と
第
14
紙
（
図
1
）

は
、
制
作
当
初
つ
な
が
っ
て
い
な
か
っ
た

）
2
（

、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
③

に
か
ん
し
て
は
、
第
13
紙
と
第
14
紙
の
あ
い
だ
に
は
制
作
当
初
、
詞
が
あ
っ
た

と
す
る
説
、
絵
が
あ
っ
た
と
す
る
説
な
ど
諸
説
あ
る

）
3
（

が
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら

な
い
。

こ
の
③
に
原
因
の
一
端
が
あ
る
の
だ
が
、
第
13
紙
の
後
ろ
姿
で
立
つ
人
物

（
図
1
の
人
物
ａ
）
と
第
14
紙
の
清
涼
殿
広
廂
に
い
る
人
物
（
図
1
の
人
物

ｂ
）
は
そ
れ
ぞ
れ
誰
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
長
ら
く
問
題
に
な
っ
て
き
た
。

第
13
紙
の
人
物
に
つ
い
て
は
伴
善
男
で
あ
る
と
い
う
説
が
有
力
で
あ
る
が
、
第

14
紙
の
広
廂
の
人
物
に
つ
い
て
は
伴
善
男
・
藤
原
基
経
・
源
信
・
藤
原
良
房
・

頭
中
将
・
藤
原
良
相
な
ど
諸
説
入
り
乱
れ
て
い
る

）
4
（

。
が
、
こ
の
問
題
に
も
本
稿

で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

「
伴
大
納
言
絵
巻
」
は
、
応
天
門
の

変
を
題
材
と
し
た
説
話
を
描
く
。
ほ
ぼ

同
文
の
説
話
が
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

（
一
三
世
紀
前
半
成
立
）
に
収
め
ら
れ

て
お
り
、
両
者
は
共
通
の
源
か
ら
発
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

）
（
（

。
つ
ま
り
、
ま

ず
は
じ
め
に
説
話
が
あ
り
、
そ
の
説
話

を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
詞
に
す
る
と
と
も
に
、

絵
を
作
成
し
て
、「
伴
大
納
言
絵
巻
」

と
い
う
絵
巻
に
仕
立
て
た
の
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
詞
と
絵
は
よ
く
合
っ
て

い
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、「
伴
大
納
言
絵
巻
」
の
詞
と
絵

を
比
較
し
て
み
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な

「
ず
れ
」
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
詞
と

絵
が
「
ず
れ
」
て
い
る
諸
点
を
指
摘
し
、

図１ 「伴大納言絵巻」第一段（部分）
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何
故
「
ず
れ
」
て
い
る
の
か
を
考
え
て
い
く
。

二

舎
人
の
目
撃
譚
を
描
か
な
い

絵
巻
は
、
右
端
か
ら
順
に
見
て
い
く
と
、
普
通
は
ま
ず
は
じ
め
に
詞
が
あ
り
、

そ
れ
か
ら
そ
の
詞
に
対
応
す
る
絵
が
現
れ
る
。
絵
が
終
わ
る
と
、
ま
た
詞
が
現

れ
、
そ
れ
に
対
応
す
る
絵
が
つ
づ
い
て
現
れ
る
、
…
…
と
い
う
具
合
に
、
詞
と

絵
が
交
互
に
出
て
く
る
。
一
続
き
の
詞
と
そ
れ
に
対
応
す
る
一
続
き
の
絵
を
合

わ
せ
て
、
一
段
と
言
う
。

現
在
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
は
五
段
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
上
巻
第
13
紙
と
第

14
紙
の
あ
い
だ
に
も
と
も
と
詞
が
あ
っ
た
な
ら
ば
六
段
構
成
だ
っ
た
こ
と
に
な

る
。
そ
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
本
稿
で
は
現
状
に
即
し
て
、
こ
の
絵

巻
を
五
段
か
ら
成
る
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。

こ
こ
で
、「
伴
大
納
言
絵
巻
」
各
段
の
詞
の
あ
ら
す
じ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

な
お
、
第
一
段
の
詞
は
失
わ
れ
て
い
る
の
で
、
同
じ
説
話
を
収
め
る
『
宇
治
拾

遺
物
語
』
に
拠
る
。

①◯
【
第
一
段
の
詞
】
火
災
発
生
と
朝
廷
の
対
応

清
和
天
皇
の
時
代
に
応
天
門
が
焼
け
た
。
放
火
で
あ
っ
た
。
伴
大
納
言

が
左
大
臣
源
信
の
犯
行
で
あ
る
と
申
し
出
た
の
で
、
天
皇
は
左
大
臣
を
処

罰
し
よ
う
と
し
た
が
、
藤
原
良
房
は
讒
言
か
も
し
れ
な
い
と
奏
上
す
る
。

調
査
の
結
果
、
左
大
臣
の
嫌
疑
は
決
定
的
で
も
な
か
っ
た
の
で
、
左
大
臣

を
赦
免
す
る
旨
の
宣
旨
が
下
さ
れ
た
。

②◯
【
第
二
段
の
詞
】
左
大
臣
の
悲
嘆
と
蟄
居

左
大
臣
源
信
が
自
邸
で
天
道
に
無
実
を
訴
え
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
朝
廷

か
ら
使
者
が
や
っ
て
来
る
。
左
大
臣
家
の
者

た
ち
は
処
罰
の
使
者
と
思
っ
て
嘆
き
騒
い
で

い
た
が
、
赦
免
の
使
者
で
あ
っ
た
た
め
一
転

し
て
嬉
し
泣
き
と
な
っ
た
。
左
大
臣
は
赦
さ

れ
た
が
、
朝
廷
に
仕
え
て
い
る
と
こ
う
し
て

無
実
の
罪
に
遭
う
の
だ
と
言
っ
て
、
以
後
は

宮
仕
え
を
し
な
か
っ
た
。

③◯
【
第
三
段
の
詞
】�

舎
人
の
目
撃
と
子
ど
も
の
喧

嘩

右
兵
衛
の
舎
人
は
東
の
七
条
に
住
ん
で
い

た
が
、
夜
更
け
て
勤
め
先
か
ら
帰
宅
す
る
途

中
、
応
天
門
か
ら
降
り
て
き
て
走
り
去
る
伴

大
納
言
ら
を
目
撃
す
る
。
二
条
堀
川
あ
た
り

ま
で
来
た
と
こ
ろ
で
「
内
裏
の
ほ
う
で
火
事

だ
」
と
騒
ぐ
の
で
、
走
り
戻
っ
て
み
る
と
応

天
門
が
燃
え
て
い
た
。
伴
大
納
言
ら
の
犯
行

で
あ
る
と
分
か
っ
た
が
、
口
外
は
し
な
か
っ

た
。九

月
に
な
っ
て
、
舎
人
の
子
と
、
隣
に
住

む
伴
大
納
言
家
の
出
納
の
子
と
が
喧
嘩
す
る
。

止
め
よ
う
と
舎
人
が
出
て
行
く
と
、
同
じ
く

出
て
き
た
出
納
が
舎
人
の
子
を
踏
み
つ
け
る
。

舎
人
は
腹
を
立
て
て
出
納
と
口
論
に
な
り
、

図２ 「伴大納言絵巻」第二段
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伴
大
納
言
の
秘
密
を
握
っ
て
い
る
こ
と
を
匂
わ
せ
る
。

④◯
【
第
四
段
の
詞
】
舎
人
の
拘
引
と
供
述

舎
人
と
出
納
の
口
論
を
聞
い
た
人
々
が
語
り
散
ら
し
た
た
め
、
朝
廷
の

聞
く
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
召
し
出
さ
れ
尋
問
さ
れ
た
舎
人
は
、
放
火
目
撃

の
件
を
供
述
し
た
。

⑤◯
【
第
五
段
の
詞
】
伴
大
納
言
の
逮
捕
と
配
流

伴
大
納
言
は
逮
捕
さ
れ
、
配
流
と
な
っ
た
。
大
臣
に
な
る
た
め
の
犯
行

で
あ
っ
た
が
、
か
え
っ
て
処
罰
さ
れ
て
、
ど
ん
な
に
後
悔
し
た
こ
と
だ
ろ

う
）
6
（

。

絵
巻
の
制
作
者
は
、
応
天
門
の
変
に
か
ん
す
る
説
話
を
右
の
よ
う
に
五
つ
の

段
に
分
け
、
各
段
の
詞
に
対
応
す
る
絵
を
作
成
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ

五
つ
に
分
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
説
話
を
分
け
ず
、
す
べ
て
を
絵
巻

冒
頭
に
記
し
、
つ
づ
い
て
そ
の
説
話
を
長
大
な
絵
に
よ
っ
て
描
き
表
し
て
い
く
、

と
い
う
ふ
う
に
な
ぜ
し
な
か
っ
た
の
か
。
絵
が
横
に
長
く
続
く
絵
巻
に
は
、
横

長
の
紙
面
を
生
か
し
き
っ
た
醍
醐
味
が
あ
る
は
ず
な
の
に
。

そ
れ
は
、
詞
や
絵
が
長
く
続
く
こ
と
に
は
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
し
、
ま
た
詞

や
絵
が
適
宜
切
れ
る
こ
と
に
は
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
詞
が
長
く
な

り
す
ぎ
る
と
、
鑑
賞
者
は
そ
の
内
容
を
覚
え
き
れ
な
く
な
り
、
絵
と
の
対
応
が

分
か
ら
な
く
な
る
し
、
先
々
の
展
開
ま
で
予
め
分
か
っ
て
し
ま
い
、
つ
ま
ら
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
詞
の
連
続
を
絵
に
よ
っ
て
断
ち
切
る
こ
と
や
、
絵

の
連
続
を
詞
に
よ
っ
て
断
ち
切
る
こ
と
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
効
果
が
あ
る
。
具

体
的
に
見
て
い
こ
う
。

ま
ず
は
、
詞
の
連
続
を
絵
に
よ
っ
て
断
ち
切
る
こ
と
の
効
果
を
見
よ
う
。
右

に
見
た
よ
う
に
、「
伴
大
納
言
絵
巻
」
の
詞
は
、

あ
い
だ
に
絵
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
①◯
～

⑤◯
の
五
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
①◯
が
起
、
②◯
が
承
、

③◯
が
転
、
④◯
・
⑤◯
が
結
と
な
っ
て
い
よ
う
。
時
間

の
経
過
に
沿
っ
て
並
べ
れ
ば
、
③◯
の
前
半
「
舎
人

の
目
撃
」
→
①◯
→
②◯
→
③◯
の
後
半
「
子
ど
も
の
喧

嘩
」
→
④◯
→
⑤◯
と
な
る
が
、
こ
の
詞
は
時
間
の
経

過
に
沿
っ
て
淡
々
と
語
る
わ
け
で
は
な
く
、
話
に

起
伏
が
あ
る
。
そ
う
し
た
物
語
の
プ
ロ
ッ
ト
が
、

五
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
で
、
よ
り
見
え
や
す

く
な
っ
て
い
る
。

次
に
、
絵
の
連
続
を
詞
に
よ
っ
て
断
ち
切
る
こ

と
の
効
果
を
見
よ
う
。
た
と
え
ば
、「
伴
大
納
言

絵
巻
」
の
第
二
段
の
絵
（
図
2
）
は
左
大
臣
邸
を

描
く
が
、
こ
の
次
に
第
三
段
の
詞
③◯
が
挿
入
さ
れ
、

続
く
第
三
段
の
絵
（
図
3
）
は
舎
人
の
家
が
あ
る

東
の
七
条
を
描
く
。
③◯
の
前
後
の
絵
で
は
、
描
か

れ
る
場
所
が
替
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
描

か
れ
る
時
節
も
、
場
面
の
雰
囲
気
も
替
わ
っ
て
い

る
。
あ
る
い
は
、「
伴
大
納
言
絵
巻
」
の
第
四
段

の
絵
（
図
4
）
の
前
半
は
舎
人
の
家
を
描
い
て
お

り
、
第
三
段
の
絵
と
同
じ
場
所
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
あ
い
だ
に
第
四
段
の
詞
④◯
を
挿
む
こ
と
に

図２ 「伴大納言絵巻」第二段



─ 4 ─

木谷眞理子 伴大納言絵巻の詞と絵

よ
っ
て
、
時
間
を
飛
躍
さ
せ
る
と
と
も
に
、
場
所
の
雰
囲
気
を
す
っ
か
り
替
え

て
い
る
。
第
三
段
の
絵
は
庶
民
た
ち
の
空
間
だ
が
、
第
四
段
の
絵
は
朝
廷
の
支

配
す
る
空
間
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
詞
と
絵
を
交
互
に
配
置
し
て
い
く
つ
か
の
段
に
分
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
絵
巻
と
い
う
連
続
し
す
ぎ
る
媒
体
に
、
断
絶
と
飛
躍
を
生
み
出
す
こ

と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
伴
大
納
言
絵
巻
」
の
作
者
が
説
話
を
い
く
つ
か
の
段
に
分
け
た
理
由
は
理

解
で
き
た
と
し
て
、
な
お
、
な
ぜ
五
つ
に
分
け
た
の
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
。

気
に
な
る
の
は
、
第
三
段
の
詞
③◯
で
あ
る
。
③◯
は
「
舎
人
の
目
撃
」
と
「
子
ど

も
の
喧
嘩
」
か
ら
成
る
。
前
者
の
舞
台
は
、
舎
人
の
勤
め
先
で
あ
る
右
兵
衛
府

→
応
天
門
→
二
条
堀
川
→
応
天
門
で
あ
る
が
、
後
者
の
舞
台
は
、
舎
人
の
家
が

あ
る
東
の
七
条
で
あ
る
。
ま
た
、
前
者
は
応
天
門
炎
上
の
前
後
、
後
者
は
炎
上

か
ら
し
ば
ら
く
経
っ
た
九
月
の
こ
と
で
あ
る
。
場
所
も
時
間
も
ま
っ
た
く
異
な

る
の
だ
。
な
ぜ
こ
の
第
三
段
の
詞
③◯
を
さ
ら
に
二
つ
に
分
け
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。

そ
の
答
え
は
、
絵
を
見
る
と
分
か
る
。
じ
つ
は
、
③◯
の
前
半
「
舎
人
の
目

撃
」
に
対
応
す
る
絵
は
存
在
し
な
い
の
だ
。
第
三
段
の
絵
は
図
3
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
③◯
の
後
半
「
子
ど
も
の
喧
嘩
」
の
み
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
③◯
の
前
半
「
舎
人
の
目
撃
」
は
非
常
に
重
要
な
場
面
で
あ

る
。
お
お
む
ね
時
間
の
経
過
に
沿
っ
て
進
行
し
て
き
た
物
語
に
、
火
災
当
夜
の

「
舎
人
の
目
撃
」
が
差
し
は
さ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
犯
人
が
明
か
さ
れ
、

「
子
ど
も
の
喧
嘩
」
を
き
っ
か
け
に
事
件
は
解
決
に
向
か
う
の
で
あ
る
。
そ
ん

な
重
要
な
場
面
を
、
絵
巻
作
者
は
な
ぜ
絵
に
描
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

時
間
の
経
過
に
沿
っ
て
絵
を
並
べ
た
い
と
い
う

意
図
が
絵
巻
作
者
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
答
え
と
し
て
不
十
分
で
あ
ろ
う
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
考
え
る
こ
と
に
し

た
い
。

三

移
動
撮
影
的
描
法

絵
巻
は
横
に
長
い
巻
物
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

制
作
当
初
の
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
は
、
縦
幅
約
三

二
セ
ン
チ
、
横
幅
は
二
六
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
っ
た

ら
し
い
。
非
常
に
横
に
長
い
こ
と
、
こ
れ
が
絵
巻

の
特
徴
で
あ
る
。

絵
巻
の
な
か
の
人
物
た
ち
は
、
顔
だ
け
が
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
画

面
の
縦
幅
の
な
か
に
そ
の
全
身
が
お
さ
ま
る
よ
う

な
大
き
さ
で
描
か
れ
る
。
絵
巻
の
横
長
の
画
面
に
、

人
物
た
ち
の
全
身
像
が
い
く
つ
か
描
か
れ
、
そ
の

周
囲
に
は
物
語
の
舞
台
（
町
並
み
や
山
や
川
な

ど
）
が
描
か
れ
て
い
る
、
そ
ん
な
様
子
を
想
像
し

て
み
て
ほ
し
い
。
そ
れ
は
、
一
筋
の
道
に
沿
っ
て

移
動
撮
影
し
た
よ
う
に
見
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
絵
巻
の
横
長
の
画
面
は
、
一
筋
の
道
に

沿
っ
て
移
動
撮
影
し
た
よ
う
な
描
き
方
と
、
た
い

図３ 「伴大納言絵巻」第三段
C B A
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へ
ん
相
性
が
良
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
絵
巻
の
横
長
の
紙
面
を
、
詞
に
よ
っ
て
分
割
し
、
絵
の
横
幅
を
短

め
に
抑
え
た
絵
巻
も
あ
る
。
代
表
例
が
国
宝
「
源
氏
物
語
絵
巻
」（
一
二
世
紀

前
半
成
立
）
で
あ
る
。
こ
の
絵
巻
の
絵
の
大
き
さ
は
、
縦
幅
約
二
二
セ
ン
チ
、

横
幅
は
約
三
九
セ
ン
チ
と
約
四
八
セ
ン
チ
の
二
種
類
の
み
な
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
、
絵
の
横
幅
が
六
〇
セ
ン
チ
を
超
え
な
い
絵
巻
を
、
段
落
式
絵
巻
と
い

う
。
ち
な
み
に
、
絵
の
横
幅
が
六
〇
セ
ン
チ
を
超
え
る
絵
巻
は
連
続
式
絵
巻
と

い
う
。

あ
る
い
は
「
春
日
権
現
験
記
絵
巻
」（
一
四
世
紀
前
半
成
立
）
の
場
合
、
横

幅
が
六
〇
セ
ン
チ
を
超
え
る
絵
で
あ
っ
て
も
、
た
と
え
ば
図
（
の
よ
う
に
、
緑

青
や
群
青
の
霞
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
て
い
て
、
霞
の
前
後
で
物
語
の
時
間
・
空

間
が
切
り
替
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
多
い

）
（
（

。
こ
れ
も
ま
た
、
移
動
撮
影

し
た
よ
う
な
描
き
方
と
は
言
え
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、「
一
筋
の
道
に
沿
っ
て
移
動
撮
影
し
た
よ
う
な
描
き
方
」
は

す
べ
て
の
絵
巻
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
こ
の

描
き
方
が
絵
巻
と
い
う
媒
体
と
相
性
の
良
い
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、「
一
筋
の
道
に
沿
っ
て
移
動
撮
影
し
た
よ
う
な
描
き
方
」
は
、

さ
ら
に
2
タ
イ
プ
に
分
か
れ
る
。
次
の
Ⓐ
と
Ⓑ
で
あ
る
。

Ⓐ�

特
定
の
人
物
（
た
ち
）
に
密
着
し
て
、
そ
の
姿
を
追
い
な
が
ら
、
彼
ら

が
進
む
道
程
を
移
動
撮
影
し
た
、
と
い
う
ふ
う
に
描
く
方
法

Ⓑ�

特
定
の
人
物
（
た
ち
）
の
姿
を
追
う
こ
と
は
せ
ず
に
、
一
筋
の
道
を
移

動
撮
影
し
た
よ
う
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
出

来
事
を
伝
え
る
方
法

Ⓐ
の
方
法
を
採
用
し
て
い
る
例
と
し
て
は
、
た

と
え
ば
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
絵
巻
は
、
信
貴
山
に
住
む
命
蓮
と

い
う
聖ひ

じ
り

に
か
ん
す
る
3
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら

成
る
が
、
ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
信
貴
山
へ
向

か
っ
て
旅
を
す
る
人
に
寄
り
添
い
、
そ
の
姿
を
繰

り
返
し
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
を
語
り
出
し

て
い
る
。
た
と
え
ば
図
6
は
、
3
つ
め
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
語
る
尼
公
巻
の
一
部
だ
が
、
弟
の
命
蓮

を
探
し
て
旅
す
る
尼
公
の
姿
が
繰
り
返
し
描
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

Ⓑ
の
方
法
を
採
用
し
て
い
る
例
と
し
て
は
、

「
伴
大
納
言
絵
巻
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
こ
の
絵
巻
の
冒
頭
は
、
朱
雀
大
路
を
北

上
し
、
朱
雀
門
を
抜
け
、
そ
の
北
の
炎
上
す
る
応

天
門
、
さ
ら
に
そ
の
北
の
会
昌
門
ま
で
、
南
北
に

走
る
道
筋
を
移
動
撮
影
を
し
た
よ
う
な
、
長
大
な

絵
と
な
っ
て
い
る
。

あ
る
い
は
、「
伴
大
納
言
絵
巻
」
第
二
段
の
絵

（
図
2
）
を
見
る
と
、
左
大
臣
邸
の
門
を
入
り
、

朝
廷
か
ら
の
使
者

）
（
（

を
追
い
越
し
て
、
中
門
を
抜
け
、

庭
で
天
道
に
訴
え
る
左
大
臣
を
過
ぎ
て
、
建
物
の

な
か
に
入
る
と
大
勢
の
女
た
ち
が
い
る
。
女
た
ち

図４ 「伴大納言絵巻」第四段
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の
多
く
は
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
が
、
左
端
に
描
か
れ
た
左
大
臣
の
奥
方
は
嬉
し

泣
き
を
し
て
い
る

）
（
（

。
こ
の
場
面
も
ま
た
、
Ⓑ
の
方
法
に
よ
っ
て
物
語
を
巧
み
に

表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
伴
大
納
言
絵
巻
」
は
移
動
撮
影
し
た
よ
う
な
描
き
方
を
よ
く
採
用
し
て
い

る
が
、
第
四
段
や
第
五
段
の
絵
に
か
ん
し
て
は
、
如
何
な
る
描
法
を
採
用
し
て

い
る
か
の
判
定
が
難
し
い
。
た
と
え
ば
第
四
段
（
図
4
）
で
は
、
舎
人
が
自
宅

か
ら
拘
引
さ
れ
る
場
面
と
、
舎
人
が
役
所
で
尋
問
を
受
け
る
場
面
と
の
あ
い
だ

に
、
霞
と
紅
葉
し
た
樹
木
が
描
か
れ
て
い
る
。
舎
人
の
家
か
ら
役
所
ま
で
の
道

中
を
、
霞
と
樹
木
に
よ
っ
て
大
胆
に
省
略
し
な
が
ら
移
動
撮
影
し
た
よ
う
に
描

い
て
い
る
、
と
読
み
取
れ
な
く
も
な
い
。
そ
の
場
合
Ⓐ
の
方
法
を
採
用
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
が
、
む
し
ろ
そ
れ
を
避
け
、「
春
日
権
現
験
記
絵
巻
」
巻
五
第

一
段
（
図
（
）
の
霞
の
よ
う
に
、
霞
と
樹
木
に
よ
っ
て
場
面
転
換
を
し
て
い
る

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
第
四
段
と
第
五
段
の
霞
と
樹
木
に
は
、
そ
の
前
後
を
つ

な
ぐ
機
能
と
断
ち
切
る
機
能
と
が
あ
る
が
、
後
者
が
勝
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
の
詞
に
は
、
次
の
（
ア
）（
イ
）
の
よ
う
に
、

特
定
の
人
物
に
寄
り
添
っ
て
そ
の
行
動
や
感
情
を
語
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。

（
ア
）
は
第
一
段
の
詞
①◯
の
一
部
で
あ
る
が
、
欠
失
し
て
い
る
た
め
『
宇
治
拾

遺
物
語
』
に
拠
っ
た
も
の
、（
イ
）
は
第
三
段
の
詞
③◯
の
前
半
の
一
部
で
あ
る
。

（
ア
）
忠
仁
公
、
世
の
政

ま
つ
り
ご
と

は
御
弟
の
西
三
条
の
右
大
臣
に
譲
り
て
、
白
川
に

籠
り
居
給
へ
る
時
に
て
、
こ
の
事
を
聞
き
驚
き
給
ひ
て
、
御
烏
帽
子
直
垂

な
が
ら
移
し
の
馬
に
乗
り
給
ひ
て
、
乗
り
な
が
ら
北
の
陣
ま
で
お
は
し
て
、

御
前
に
参
り
給
ひ
て
、「
こ
の
事
、
申
す
人
の
讒
言
に
も
侍
ら
ん
。
大
事

に
な
さ
せ
給
ふ
事
、
い
と
異
様
の
事
な
り
。

か
か
る
事
は
返
す
返
す
よ
く
糺
し
て
、
ま

こ
と
、
空
事
顕
し
て
、
行
は
せ
給
ふ
べ
き

な
り
」
と
奏
し
給
ひ
け
れ
ば
、「
ま
こ
と

に
も
」
と
思
し
召
し
て
糺
さ
せ
給
ふ
に
、

一い
ち

定ぢ
や
う

も
な
き
事
な
れ
ば
、「
許
し
給
ふ
由

仰
せ
よ
」
と
あ
る
宣
旨
承
り
て
ぞ
大
臣
は

帰
り
給
ひ
け
る

）
（（
（

。

（
イ
）
秋
に
な
り
て
、
右
兵
衛
の
舎と

ね
り人

な
る
も

の
、
東

ひ
む
が
し

の
七
条
に
住
み
け
る
が
、
司

つ
か
さ

に
参
り
て
、
夜
更
け
て
家
に
帰
る
と
て
、

応
天
門
の
前
を
渡
り
け
れ
ば
、
廊
の
脇
に

隠
れ
立
ち
て
見
る
に
、
階は

し

よ
り
か
か
ぐ
り

降
る
る
者
の
あ
り
。
見
れ
ば
、
伴
大
納
言

な
り
。
次
に
子
な
る
者
、
降
る
。
ま
た
次

に
、
雑ざ

う

色し
き

と
き
よ
と
い
ふ
者
、
降
る
。

「
何
わ
ざ
す
る
に
か
あ
ら
む
」
と
つ
ゆ
心

も
得
で
、
こ
の
三
人
の
人
、
降
り
果
つ
る

ま
ま
に
、
走
る
こ
と
か
り
な
し
。
南
の
朱

雀
門
ざ
ま
に
走
り
て
往い

ぬ
れ
ば
、
こ
の
舎

人
も
家
ざ
ま
に
行
く
ほ
ど
に
、
二
条
堀
川

の
ほ
ど
行
く
に
、「
内う

裏ち

の
方
に
火
あ
り
」

と
て
の
の
し
る
。
見
返
り
て
見
れ
ば
、
大お

ほ

図５ 「春日権現験記絵巻」巻五第一段
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内う

裏ち

の
方
と
見
ゆ
。
走
り
帰
り
た
れ
ば
、
上か

み

の
層こ

し

の
半な

か

ら
ば
か
り
、
燃
え

た
る
な
り
け
り
。「
こ
の
あ
り
つ
る
人
ど
も
は
、
こ
の
火
つ
く
と
て
登
り

た
る
な
り
け
り
」
と
心
得
て
あ
れ
ど
も
、
人
の
極
め
た
る
大
事
な
れ
ば
、

あ
へ
て
口
よ
り
外
に
出
だ
さ
ず
。

こ
れ
ら
は
Ⓐ
の
方
法
で
描
く
こ
と
が
相
応
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（
ア
）
は

忠
仁
公
藤
原
良
房
に
寄
り
添
っ
て
、
白
川
の
自
宅
か
ら
馬
に
乗
っ
て
内
裏
へ
急

ぎ
、
北
の
陣
で
馬
か
ら
降
り
て
、
清
涼
殿
へ
行
っ
て
天
皇
に
対
面
、
左
大
臣
の

赦
免
を
聞
い
て
か
ら
帰
宅
す
る
様
子
を
描
け
ば
良
い
し
、（
イ
）
は
舎
人
に
寄

り
添
っ
て
、
勤
め
先
を
出
て
帰
宅
途
中
、
応
天
門
の
前
で
、
伴
大
納
言
ら
を
目

撃
、
さ
ら
に
二
条
堀
川
ま
で
来
た
と
こ
ろ
で
「
火
事
だ
」
の
声
を
聞
き
、
走
り

戻
っ
て
み
る
と
応
天
門
の
上
層
が
燃
え
て
い
た
、
と
い
う
様
子
を
描
け
ば
良
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
実
際
は
そ
う
し
て
い
な
い
、
Ⓐ
の
方
法
を
採
用
し

て
い
な
い
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
良
房
の
参
内
と
舎
人
の
目
撃
の
取
り
扱
い
は
、
す
こ
し
ば
か
り

異
な
っ
て
い
る
。
良
房
に
つ
い
て
は
、
参
内
の
過
程
は
い
っ
さ
い
描
か
な
い
も

の
の
、
天
皇
と
対
面
す
る
場
面
は
描
い
て
い
る
（
図
1
）。
他
方
、
舎
人
の
目

撃
の
一
部
始
終
は
、
完
全
に
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

異
時
同
図
法

次
に
掲
げ
る
の
は
、（
イ
）
の
す
こ
し
後
、
第
三
段
の
詞
③◯
の
後
半
で
あ
る
。

（
ウ
）
か
く
て
九
月
ば
か
り
に
な
り
ぬ
。
か
か
る
ほ
ど
に
伴
大
納
言
の
出
納
の

隣
に
あ
る
が
子
と
、
こ
の
舎
人
の
童
と
、
諍い

さ
か

い
を
し
て
泣
き
の
の
し
れ

ば
、
出
で
て
障さ

へ
む
と
す
る
に
、
こ
の
出
納
も
同
じ
く
出
で
て
、
障さ

ふ
と

見
る
に
、
寄
り
て
取
り
放
ち
て
、
わ
が
子
を
ば
家
に
入
れ
て
、
こ
の
舎
人

の
子
の
髪
を
取
り
て
、
打
ち
伏
せ
て
、
死
ぬ
ば
か
り
踏
む
。
舎
人
の
思
ふ

や
う
、「
わ
が
子
も
人
の
子
も
と
も
に
童わ

ら
は

べ
諍
ひ
な
り
。
た
だ
、
さ
て
は

あ
ら
で
、
わ
が
子
を
し
も
か
く
情
け
な
く
踏
む
は
、
い
と
あ
や
し
き
こ
と

な
り
」
と
腹
立
た
し
く
、「
ま
う
と
は
い
か
で
障さ

え
に
は
障さ

え
で
、
幼
き

者
を
ば
か
く
は
す
る
ぞ
」
と
問
へ
ば
、
出
納
の
言
ふ
や
う
、「
お
れ
は
何

ご
と
言
ふ
ぞ
。
舎
人
だ
つ
が
。
お
れ
ば
か
り
の
公

お
ほ
や
け

人び
と

は
、
わ
が
打
ち
た

ら
む
に
何
ご
と
の
あ
る
べ
き
ぞ
。
わ
が
君
の
大
納
言
殿
お
は
し
ま
さ
ば
、

い
み
じ
き
過
ち
を
し
た
り
と
も
、
何
ご
と
の
出
で
来
べ
き
ぞ
。
痴し

れ
言ご

と

す

る
乞か

た
い食

か
な
」
と
言
ふ
に
、
舎
人
お
ほ
き
に
腹
立
ち
て
、「
お
れ
は
何
ご

と
言
ふ
ぞ
。
わ
が
主し

う

の
大
納
言
を
高か

う

家け

と
思
ふ
か
。
わ
が
主し

う

は
わ
が
口
に

よ
り
て
人
に
て
も
お
は
す
る
と
は
知
ら
ぬ
か
。
口
開
け
て
は
、
わ
が
主し

う

は

人
に
も
あ
り
な
ん
や
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、
出
納
は
腹
立
ち
て
、
家
へ
入
り

に
け
り
。

こ
の
箇
所
も
ま
た
、（
イ
）
に
引
き
続
き
、
舎
人
に
寄
り
添
っ
て
語
ら
れ
て
い

る
。
と
す
れ
ば
や
は
り
、
Ⓐ
の
方
法
で
描
く
こ
と
が
相
応
し
い
だ
ろ
う
。
し
か

し
、（
ウ
）
に
対
応
す
る
絵
（
図
3
）
を
見
る
と
、
Ⓑ
の
方
法
で
描
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
図
3
の
Ｂ
を
見
よ
う
。
巧
み
な
異
時
同
図
法
が
用
い
ら
れ
た
、
有
名

な
場
面
で
あ
る
。
こ
の
絵
は
、
時
計
の
12
時
あ
た
り
か
ら
時
計
回
り
に
ク
ル
ッ

と
一
周
す
る
よ
う
に
見
て
い
く
。
1
取
っ
組
み
合
う
子
ど
も
た
ち
と
、
駆
け
て

く
る
出
納
、
2
舎
人
の
子
を
蹴
飛
ば
す
出
納
と
、
そ
の
脇
で
囃
し
立
て
る
出
納

の
子
、
3
自
分
の
子
を
連
れ
て
家
に
入
る
出
納
の
妻
、
の
順
に
見
て
い
く
の
で
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あ
る
。

絵
巻
の
な
か
の
異
時
同
図
法
は
、
絵
巻
の
進
行
方
向
に
沿
っ
て
右
か
ら
左
へ

と
見
て
い
く
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
鑑
賞
者
が
戸
惑
う
こ
と
は
な
い

が
、
右
か
ら
左
へ
と
描
か
れ
て
い
な
い
場
合
、
見
る
順
が
分
か
ら
な
く
な
る
可

能
性
が
あ
る
。
し
か
し
図
3
Ｂ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
心
配
が
な
い
だ
ろ
う
。
秘

密
は
、
図
3
Ａ
の
部
分
に
あ
る
。
Ａ
に
描
か
れ
た
野
次
馬
た
ち
の
視
線
が
取
っ

組
み
合
う
子
ど
も
た
ち
に
集
中
し
て
い
る
の
で
、
鑑
賞
者
の
視
線
も
自
然
と
そ

こ
へ
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
、
人
物
た
ち
の
視
線
や
形
姿
な
ど
が
誘

導
し
て
く
れ
る
の
で
、
鑑
賞
者
が
見
る
順
を
間
違
え
る
こ
と
は
な
い

）
（（
（

。

つ
づ
い
て
、
図
3
の
Ｃ
の
部
分
を
見
よ
う
。
群
衆
が
半
円
を
描
い
て
お
り
、

そ
の
内
側
に
は
男
女
二
人
が
い
て
、
群
衆
に
向
か
っ
て
何
や
ら
訴
え
か
け
て
い

る
。
舎
人
夫
妻
で
あ
る
。
半
円
の
左
端
の
人
々
は
、
舎
人
夫
婦
に
耳
を
傾
け
る

の
で
は
な
く
、
互
い
に
話
し
あ
っ
て
い
る
。
Ｃ
の
左
端
に
は
、
左
方
へ
走
り
去

る
童
の
姿
が
あ
る
。
舎
人
夫
婦
の
発
言
を
誰
か
に
伝
え
に
行
く
の
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
図
3
は
、
Ｂ
が
出
納
夫
妻
の
行
動
、
Ｃ
が
舎
人
夫
妻
の
行
動
を
そ
れ

ぞ
れ
描
い
て
お
り
、
出
納
夫
妻
の
行
動
に
腹
を
立
て
た
舎
人
夫
妻
が
、
出
納
の

主
人
伴
大
納
言
に
か
ん
し
て
何
や
ら
言
い
ふ
ら
し
た
、
と
い
う
物
語
を
表
し
て

い
る
。
詞
が
語
る
物
語
と
は
す
こ
し
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

詞
を
忠
実
に
絵
画
化
す
る
の
な
ら
ば
、
舎
人
ら
の
家
の
前
の
通
り
を
舞
台
と

し
て
、
右
か
ら
左
へ
と
、（
1
）
取
っ
組
み
合
う
子
ど
も
た
ち
と
、
家
を
飛
び

出
す
舎
人
と
出
納
→
（
2
）
舎
人
の
子
を
踏
み
つ
け
る
出
納
と
、
そ
の
様
子
を

見
て
驚
く
舎
人
→
（
3
）
舎
人
と
出
納
の
口
論
と
、
そ
れ
を
聞
く
野
次
馬
た
ち
、

を
描
い
て
い
け
ば
良
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
う
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。そ

の
よ
う
に
描
く
と
、
舎
人
と
出
納
の
姿
を
追
い
な
が
ら
移
動
撮
影
す
る
よ

う
な
描
法
に
な
り
、
つ
ま
り
Ⓐ
の
方
法
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、（
ウ
）
は
舎
人
に
寄
り
添
っ
て
語
ら
れ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
ほ
ん
と
う
は
Ⓐ
の
方
法
で
描
く
の
が
自
然
な
の
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
絵
巻
の
絵
は
、
Ⓐ
の
方
法
を
避
け
、
Ⓑ
の
方
法
で
描
く
べ
く
、
細
か
く

気
を
遣
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

図
3
Ｂ
の
異
時
同
図
は
、
右
か
ら
左
へ
と
描
く
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
そ
う
し
な
い
で
、
12
時
あ
た
り
か
ら
時
計
回
り
に
ク
ル
ッ
と
一
周
す
る

よ
う
に
描
い
て
い
る
の
は
、
前
者
よ
り
も
後
者
の
ほ
う
が
2
つ
の
点
で
優
れ
て

い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
後
者
で
は
前
者
よ
り
も
空
間
的
に
凝
縮
し
た
表

現
が
可
能
と
な
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
出
来
事
の
ス
ピ
ー
ド
感
を
伝
え
う

る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
で
は
Ⓐ
の
方
法
を
避
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る

か
ら
で
も
あ
る
。
12
時
あ
た
り
か
ら
一
周
す
る
よ
う
な
異
時
同
図
法
を
採
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
図
3
の
Ｂ
が
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
な
り
、
Ａ
や
Ｃ
と
分
離

さ
れ
る
。
そ
う
し
て
お
い
て
、
図
3
の
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
と
い
う
三
つ
の
部
分
に
同

じ
人
物
が
描
か
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
人
物

の
姿
を
追
う
Ⓐ
の
方
法
を
避
け
、
Ⓑ
の
方
法
で
描
く
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
の
絵
は
、
頑
な
に
Ⓐ
の
方
法
を
避

け
、
Ⓑ
の
方
法
で
描
こ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
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五

顔
貌
表
現

「
伴
大
納
言
絵
巻
」
の
絵
に
描
か
れ
た
人
物
た
ち
は
、
そ
の
役
柄
に
ふ
さ
わ

し
い
顔
つ
き
や
表
情
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
伴
大
納
言
家
の
出
納

は
悪
相
に
描
か
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

）
（（
（

。
子
ど
も
の
喧
嘩
に
し
ゃ
し
ゃ

り
出
て
、
相
手
の
子
ど
も
を
し
た
た
か
蹴
飛
ば
す
人
物
な
の
だ
か
ら
、
悪
相
が

ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
舎
人
は
い
か
に
も
軟
弱
そ
う
に
描
か
れ
て

い
る
。
出
納
が
憎
々
し
げ
で
し
か
も
力
が
強
そ
う
に
、
そ
し
て
舎
人
が
軟
弱
そ

う
に
描
か
れ
て
い
れ
ば
こ
そ
、
舎
人
が
腕
力
で
は
な
く
言
葉
に
よ
っ
て
出
納
に

対
抗
し
よ
う
と
す
る
展
開
が
納
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
だ
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
疑
問
も
湧
い
て
く
る
。

─
舎
人
は
出

納
に
、
言
葉
に
よ
っ
て
対
抗
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
言
葉
に
よ
っ

て
対
抗
す
る
た
め
の
ネ
タ
、
つ
ま
り
伴
大
納
言
の
放
火
を
目
撃
し
た
と
い
う
の

は
、
本
当
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
？

子
ど
も
を
蹴
ら
れ
て
腹
を
立
て
た
舎
人

が
、
伴
大
納
言
家
の
出
納
を
言
葉
に
よ
っ
て
や
り
こ
め
た
い
が
た
め
に
、
嘘
を

デ
ッ
チ
あ
げ
た
だ
け
で
は
な
い
の
か
？

伴
大
納
言
は
ほ
ん
と
う
に
犯
人
な
の

か
？

─
そ
ん
な
疑
問
も
湧
い
て
く
る
舎
人
の
顔
で
は
あ
る
。

「
伴
大
納
言
絵
巻
」
の
人
物
た
ち
は
、
個
性
・
表
情
の
豊
か
な
顔
で
描
か
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
「
信
貴
山

縁
起
絵
巻
」
の
場
合
、
身
分
高
い
貴
族
に
つ
い
て
は
引
目
鈎
鼻
や
つ
く
り
絵
な

ど
の
方
法
を
用
い
、
表
情
を
抑
え
て
描
い
て
い
る
。
他
方
「
伴
大
納
言
絵
巻
」

は
、
貴
族
で
あ
っ
て
も
遠
慮
し
な
い
。
冒
頭
の
応
天
門
炎
上
場
面
で
、
会
昌
門

を
背
に
し
て
炎
を
眺
め
る
人
々
の
な
か
に
は
身
分
高
い
人
も
ま
じ
っ
て
い
る
が
、

そ
の
顔
は
引
目
鈎
鼻
と
は
言
い
難
い
。
身
分
低
い
人
よ
り
も
や
や
表
情
・
個
性

が
乏
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
貴
族
ら
し
さ
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
清
涼

殿
内
の
天
皇
（
図
1
）
は
引
目
鈎
鼻
で
描
か
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
顔
は

け
っ
し
て
無
個
性
・
無
表
情
で
は
な
い
し
、
さ
ら
に
な
ん
と
露
頂
で
描
か
れ
て

い
る
。
こ
の
時
代
、
冠
や
烏
帽
子
を
か
ぶ
ら
な
い
露
頂
は
た
い
そ
う
恥
ず
か
し

い
格
好
と
さ
れ
て
い
た
。
露
頂
の
天
皇
か
ら
は
、
き
わ
め
て
慌
て
て
い
る
こ
と
、

祖
父
に
あ
た
る
良
房
に
親
し
み
を
感
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ

う
。
貴
族
た
ち
に
も
、
個
性
や
表
情
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
伴
大
納
言
絵
巻
」
で
問
題
な
の
は
、
第
一
段
の
清
涼
殿
右
側
に
後
ろ
姿
で

立
つ
伴
大
納
言
ら
し
き
人
物
（
図
1
の
人
物
ａ
）
や
、
天
皇
に
面
会
す
る
藤
原

良
房
（
図
1
）、
第
二
段
の
天
道
に
訴
え
る
源
信
（
図
2
）、
第
五
段
の
連
行
さ

れ
る
伴
大
納
言
と
い
っ
た
主
要
人
物
た
ち
が
、
い
ず
れ
も
（
斜
め
）
後
ろ
姿

だ
っ
た
り
、
顔
を
描
か
れ
な
か
っ
た
り
で
、
表
情
・
個
性
を
読
み
取
り
え
な
い

こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
清
涼
殿
広
廂
の
人
物
（
図
1
の
人
物
ｂ
）
も
引
目

鈎
鼻
で
描
か
れ
、
表
情
・
個
性
が
き
わ
め
て
読
み
取
り
づ
ら
い

）
（（
（

。
第
一
節
で
述

べ
た
よ
う
に
、
後
ろ
姿
で
立
つ
人
物
や
広
廂
の
人
物
は
長
ら
く
「
謎
の
人
物
」

と
さ
れ
て
き
た
が
、
表
情
・
個
性
に
乏
し
い
人
物
表
現
も
そ
の
原
因
の
一
つ
で

あ
ろ
う
。

こ
の
絵
巻
が
重
要
そ
う
な
人
物
た
ち
を
、
表
情
・
個
性
が
読
み
取
れ
な
い
よ

う
に
描
い
た
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。「
サ
ス
ペ
ン
ス
物
で
は
、
犯
人
か
も
し

れ
な
い
人
た
ち
の
正
体
が
最
初
か
ら
彼
ら
の
顔
つ
き
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
な
い

こ
と
が
重
要

）
（（
（

」
だ
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
な
ら
ば
絵
巻
の
最
後
、
伴
大

納
言
が
逮
捕
・
連
行
さ
れ
る
場
面
に
至
っ
て
も
そ
の
表
情
が
描
か
れ
な
い
の
は
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不
審
で
あ
る
。
連
行
場
面
の
伴
大
納
言
に
つ
い
て
は
、
牛
車
に
乗
せ
ら
れ
て
い

る
か
ら
顔
を
描
き
よ
う
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
反
論
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
連

行
で
は
な
く
逮
捕
の
場
面
を
描
け
ば
、
伴
大
納
言
の
顔
を
描
く
こ
と
が
で
き
た

は
ず
で
あ
る
。
悪
人
面
の
伴
大
納
言
が
検
非
違
使
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
様
子

を
描
け
ば
、
鑑
賞
者
と
し
て
も
カ
タ
ル
シ
ス
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は

な
い
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
逮
捕
の
場
面
は
描
か
れ
な
い
。
黒
田
泰
三
氏
は
、

次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
注
目
し
た
い
の
は
、
主
人
公
で
あ
る
伴
善
男
自
身

の
行
動
を
ほ
と
ん
ど
描
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
応
天
門
へ
の
放
火
、

天
皇
へ
の
讒
言
、
逮
捕
、
取
調
べ
と
い
う
場
面
が
な
い
。
か
ろ
う
じ
て
、
讒
言

後
の
退
出
と
連
行
さ
れ
る
場
面
が
描
か
れ
る

）
（（
（

」。
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
の
絵
巻
の
絵
は
「
舎
人
の
目
撃
」
を
描
か
ず
、
つ
ま
り
伴
大
納
言
ら
が
放
火

す
る
様
子
を
描
か
な
い
。
伴
大
納
言
の
放
火
・
逮
捕
等
の
場
面
を
描
く
こ
と
は
、

重
要
人
物
た
ち
の
表
情
・
個
性
を
描
く
こ
と
と
同
様
に
、
あ
え
て
避
け
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

重
要
そ
う
な
人
物
た
ち
を
表
情
・
個
性
が
読
み
取
れ
な
い
よ
う
に
描
い
た
の

は
、
そ
の
人
物
た
ち
の
役
柄
を
人
相
か
ら
特
定
さ
せ
な
い
た
め
で
は
な
か
っ
た

か
。
伴
大
納
言
の
行
動
を
ほ
と
ん
ど
描
か
な
い
の
は
、
彼
の
役
柄
を
行
動
・
態

度
か
ら
特
定
さ
せ
な
い
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
。
誰
が
真
犯
人
か
、
誰
が
濡
れ

衣
を
着
せ
ら
れ
た
の
か
、
描
か
れ
た
人
相
・
行
動
・
態
度
か
ら
は
特
定
で
き
な

い
よ
う
に
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

「
伴
大
納
言
絵
巻
」
の
詞
は
、
伴
大
納
言
を
真
犯
人
と
す
る
。
し
か
し
絵
の

ほ
う
は
、
誰
が
真
犯
人
な
の
か
断
定
す
る
の
を
最
後
ま
で
避
け
つ
づ
け
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

六

�

詞
と
絵
、
そ
れ
ぞ�

れ
の
語
り
方

「
伴
大
納
言
絵
巻
」
の
絵
を
、「
信
貴
山

縁
起
絵
巻
」
の
絵
と
比
べ
て
み
る

）
（（
（

と
、
さ

ま
ざ
ま
な
違
い
に
気
づ
く
。

「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
は
、
Ⓐ
の
方
法

で
描
か
れ
た
絵
巻
で
あ
る
。
特
定
の
人
物

（
た
ち
）
に
寄
り
添
っ
て
語
っ
て
い
く
こ

の
絵
巻
の
場
合
、
そ
れ
ら
の
人
物
（
た

ち
）
に
鑑
賞
者
は
感
情
移
入
し
て
し
ま
う
。

こ
の
絵
巻
の
な
か
の
光
景
が
、
登
場
人
物

か
ら
見
た
よ
う
に
描
か
れ
る
こ
と
さ
え
あ

る
。
そ
の
光
景
を
鑑
賞
者
も
見
る
わ
け
で

あ
る
か
ら
、
鑑
賞
者
は
登
場
人
物
と
一
体

化
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
絵
巻

で
は
人
物
の
大
き
さ
が
変
化
す
る
。
尼
公

巻
の
尼
公
は
、
集
落
を
過
ぎ
て
山
道
に
差

し
か
か
る
と
小
さ
く
描
か
れ
（
図
6
）、

次
の
東
大
寺
大
仏
殿
の
場
面
で
は
一
段
と

小
さ
く
な
る
。
そ
の
小
さ
い
姿
か
ら
は
、

弟
を
探
し
あ
ぐ
ね
る
尼
公
の
心
細
さ
、
無

力
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

図６ 「信貴山縁起絵巻」尼公巻（部分）
尼公尼公



─ 11 ─

成蹊國文 第四十九号 （2016）

こ
れ
と
対
照
的
な
の
が
、
基
本
的
に
Ⓑ
の
方
法
で
描
か
れ
た
「
伴
大
納
言
絵

巻
」
で
あ
る
。
特
定
の
人
物
（
た
ち
）
の
姿
を
追
う
こ
と
は
し
な
い
の
で
、
鑑

賞
者
が
誰
か
に
感
情
移
入
す
る
こ
と
も
な
い
。
ま
た
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
の
絵

は
ほ
ぼ
常
に
、
一
定
の
高
さ
か
ら
一
定
の
角
度
で
俯
瞰
す
る
よ
う
に
描
か
れ
て

お
り
、
人
物
の
大
き
さ
が
変
わ
る
こ
と
も
な
い
。
感
情
移
入
な
し
に
、
客
観
的

に
語
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
る
と
、「
伴
大
納
言
絵
巻
」
の

絵
は
次
の
よ
う
な
方
針
を
採
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

❶

特
定
の
人
物
（
た
ち
）
の
姿
を
追
う
こ
と
は
せ
ず
に
、
一
筋
の
道
を
移

動
撮
影
し
た
よ
う
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
出
来

事
を
伝
え
る
。（
Ⓑ
の
方
法
）

❷

対
象
を
俯
瞰
す
る
高
さ
・
角
度
を
ほ
と
ん
ど
変
え
な
い
。
特
定
の
人
物

へ
の
感
情
移
入
を
促
す
よ
う
な
表
現
は
な
い
。
役
柄
が
明
確
で
な
い
主
要

人
物
た
ち
は
表
情
・
個
性
が
読
み
取
れ
な
い
よ
う
に
描
く
が
、
そ
の
他
の

人
物
た
ち
に
は
身
分
に
か
か
わ
ら
ず
役
柄
に
ふ
さ
わ
し
い
顔
つ
き
や
表
情

を
与
え
る
。

❸

出
来
事
が
起
き
た
順
に
従
っ
て
語
っ
て
い
く
。

つ
ま
り
こ
の
絵
巻
の
絵
は
基
本
的
に
、
㋐
〈
客
観
的
事
実
だ
け
を
淡
々
と
示

す
〉
と
い
う
語
り
方
な
の
で
あ
る
。

一
方
こ
の
絵
巻
の
詞
は
、
異
な
る
語
り
方
を
採
用
す
る
。

Ⅰ

特
定
の
人
物
（
た
ち
）
に
寄
り
添
っ
て
語
る
こ
と
が
あ
る
。

Ⅱ

人
物
の
心
の
内
ま
で
語
る
こ
と
が
あ
る
。

Ⅲ

出
来
事
が
起
き
た
順
に
語
っ
て
い
く
と
は
限
ら
な
い
。

絵
巻
の
詞
の
ほ
う
は
、
㋑
〈
出
来
事
を
語
る
順
に
も
工
夫
を
凝
ら
し
、
物
語
を

面
白
く
語
り
な
す
。
特
定
の
人
物
に
寄
り
添
い
、
そ
の
心
の
内
に
ま
で
踏
み
込

ん
で
語
る
こ
と
も
あ
る
〉
と
い
う
語
り
方
な
の
で
あ
る
。

㋑
の
よ
う
な
語
り
方
の
詞
を
絵
に
描
く
際
に
、
㋐
の
よ
う
な
語
り
方
を
採
用

し
た
こ
と
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
の
絵
の
語
り

方
は
次
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。

ⅰ

特
定
の
人
物
（
た
ち
）
に
密
着
し
、
そ
の
道
程
を
描
き
出
す
こ
と
に

よ
っ
て
物
語
を
語
る
。（
Ⓐ
の
方
法
）

ⅱ

特
定
の
人
物
へ
の
感
情
移
入
を
促
し
、
そ
の
人
物
が
感
じ
て
い
る
感
情

を
味
わ
い
う
る
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。

ⅲ

時
間
が
逆
行
す
る
表
現
も
あ
る
。

ⅲ
に
つ
い
て
簡
単
に
補
足
し
て
お
こ
う
。「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
延
喜
加
持
巻

の
第
二
段
冒
頭
を
右
か
ら
左
へ
と
見
て
い
く
と
、
ま
ず
剣
の
護
法
が
清
涼
殿
に

到
着
し
た
様
子
、
つ
づ
い
て
剣
の
護
法
が
清
涼
殿
に
向
か
っ
て
天
翔
る
様
子
が

描
か
れ
る
。
絵
巻
で
は
右
か
ら
左
へ
と
時
間
が
進
ん
で
い
く
は
ず
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
時
間
が
逆
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
伴
大
納
言
絵
巻
」
の
詞
を
絵
に
描
く
に
あ
た
り
、「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
の

絵
の
語
り
方
を
採
用
し
た
な
ら
ば
、
よ
く
合
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、「
伴
大
納
言
絵
巻
」
の
絵
は
あ
え
て
㋐
の
語
り
方
を
採
用
し
て
い

る
。
そ
の
結
果
、
ど
う
い
う
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
。

「
伴
大
納
言
絵
巻
」
の
詞
を
、〈
客
観
的
事
実
は
何
か
〉
と
い
う
目
で
読
み
返

し
て
み
る
と
、
応
天
門
炎
上
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
さ
ま
ざ
ま
な
主
張
を

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
伴
大
納
言
は
天
皇
に
、
左
大
臣
が
放
火
し
た
と
申
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し
出
る
。
藤
原
良
房
は
天
皇
を
、
伴
大
納
言
の
告
発
は
讒
言
の
可
能
性
も
あ
る

と
諫
め
る
。
左
大
臣
は
天
道
に
、
我
が
無
実
を
訴
え
る
。
舎
人
は
連
行
さ
れ
た

役
所
で
、
伴
大
納
言
ら
が
応
天
門
か
ら
降
り
て
き
て
走
り
去
る
の
を
目
撃
し
た

が
そ
の
直
後
に
出
火
し
た
と
供
述
す
る
。
こ
う
並
べ
た
か
ぎ
り
で
は
、
ど
れ
が

本
当
で
ど
れ
が
嘘
か
判
断
で
き
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
詞
は
、
藤
原
良
房
と

舎
人
に
寄
り
添
い
、
彼
ら
に
肩
入
れ
し
た
語
り
方
を
し
て
い
る
。
他
方
、
伴
大

納
言
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
左
大
臣
犯
人
説
の
根
拠
な
ど
も
紹
介
せ
ず
に
、
ご

く
あ
っ
さ
り
と
語
っ
て
い
る
。

絵
の
ほ
う
は
こ
の
よ
う
な
肩
入
れ
を
一
切
排
す
る
。
良
房
に
も
舎
人
に
も
肩

入
れ
し
な
い
。
だ
か
ら
良
房
が
内
裏
に
駆
け
つ
け
る
道
程
を
描
か
な
い
し
、
舎

人
が
放
火
を
目
撃
し
た
様
子
も
描
か
な
い
し
、
子
ど
も
の
喧
嘩
の
場
面
で
も
舎

人
に
寄
り
添
わ
な
い
。
絵
に
お
い
て
は
、
伴
大
納
言
の
告
発
も
、
良
房
の
諫
言

も
、
左
大
臣
の
訴
え
も
、
舎
人
の
供
述
も
、
扱
い
に
軽
重
は
な
い
。
す
べ
て
等

価
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
詞
は
伴
大
納
言
が
犯
人
と
決
め
つ
け
て
い
る
が
、
絵
の
ほ
う
は
誰

が
犯
人
な
の
か
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
絵
は
、
応
天
門
の
炎
上
に
端
を
発
し

た
事
件
が
、
伴
大
納
言
、
清
和
天
皇
、
藤
原
良
房
、
左
大
臣
源
信
、
舎
人
、
出

納
、
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
思
惑
が
絡
ま
り
つ
つ
進
行
し
て
い
っ
た
結

果
、
伴
大
納
言
の
逮
捕
と
い
う
結
末
を
迎
え
る
に
至
る
こ
と
を
、
客
観
的
に

語
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

詞
と
絵
と
で
は
、
も
の
の
と
ら
え
方
が
異
な
り
、
伴
大
納
言
を
犯
人
と
す
る

か
否
か
で
も
立
場
が
異
な
る
。
絵
巻
の
鑑
賞
者
は
、
詞
に
導
か
れ
て
絵
を
見
る

け
れ
ど
、
し
か
し
ま
た
、
絵
巻
に
お
い
て
は
絵
が
メ
イ
ン
で
も
あ
る
。
そ
の
詞

と
絵
を
、
あ
え
て
齟
齬
し
た
ま
ま
に
し
て
、
ど
ち
ら
も
提
示
す
る
の
で
あ
る
。

詞
と
絵
と
い
う
異
な
る
メ
デ
ィ
ア
を
、
両
者
の
語
り
出
す
物
語
に
齟
齬
の
あ
る

ま
ま
に
、
並
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

七

応
天
門
の
変
の
捉
え
方

応
天
門
の
変
に
つ
い
て
、『
平
安
時
代
史
事
典
』
は
、「
重
要
な
点
は
、
結
果

的
に
応
天
門
炎
上
を
最
大
限
に
利
用
し
た
の
が
太
政
大
臣
良
房
で
あ
っ
た
こ
と

で
、
事
件
が
解
決
を
み
な
い
時
点
で
人
臣
と
し
て
最
初
の
摂
政
に
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
以
後
、
藤
原
氏
の
強
力
な
発
展
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
不
審
火
を
利
用
し
た
他
氏
排
斥
事
件
と
の
見
方
も
可
能
で
あ
る

）
（（
（

」
と

述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
伴
大
納
言
が
放
火
犯
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
と
す
る
見
方
は
、

「
伴
大
納
言
絵
巻
」
が
作
ら
れ
た
時
代
に
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
は
、
伴
大
納
言
に
か
ん
し
て
二
つ
の
説
話
が
収
め
ら

れ
て
い
る
。
一
つ
は
こ
こ
ま
で
見
て
来
た
、
応
天
門
炎
上
事
件
の
顛
末
を
語
る

話
。
も
う
一
つ
は
、
伴
大
納
言
が
見
た
夢
の
話
で
あ
り
、
こ
ち
ら
は
『
江
談

抄
』
や
『
古
事
談
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

夢
の
話
で
は
、
す
ぐ
れ
た
相
人
で
あ
る
佐
渡
国
の
郡
司
が
伴
善
男
に
対
し
、

彼
の
見
た
夢
に
つ
い
て
解
き
明
か
し
て
み
せ
る
の
だ
が
、
そ
の
な
か
に
応
天
門

の
変
を
予
言
す
る
言
葉
が
あ
る
。
そ
の
言
葉
が
、『
江
談
抄
』
で
は
「
不
慮
ノ

外
事
出
来
テ
坐
レ

事
歟
」（「
類
従
本
」）、『
古
事
談
』
で
は
「
不
慮
之
事
出
来
。

有
二

坐
事
一

」（「
国
史
大
系
本
」）
と
な
っ
て
い
る
の
に
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』

で
は
「
事
出
で
き
て
、
罪
を
か
ぶ
ら
ん
ぞ
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
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長
野
嘗
一
氏
は
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る

）
（（
（

。

「
不
慮
ノ
外
事
」「
不
慮
之
事
」
と
は
、
思
い
が
け
ぬ
こ
と
、
考
え
て
も
み
な

か
っ
た
こ
と
の
意
で
、
本
人
と
し
て
は
身
に
覚
え
の
な
い
こ
と
を
指
す
。
と
こ

ろ
が
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
で
は
、
た
ん
に
「
事
」
と
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

こ
れ
は
、
身
に
覚
え
の
あ
る
こ
と
と
も
、
ま
た
は
全
く
な
い
こ
と
と
も
、
い
ず

れ
に
も
解
釈
で
き
る
可
能
性
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
「
坐
レ
事
歟
」「
有
二
坐
事
一
」

は
、「
連
坐
」
を
意
味
す
る
。
善
男
自
身
は
か
か
る
犯
行
を
実
行
し
て
お
ら
ず
、

計
画
も
し
な
か
っ
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
子
や
家
人
・
党
類
が
や
っ
た
た
め
に

「
連
坐
」
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
も
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

は
「
罪
を
か
ぶ
ら
ん
ぞ
」（
罪
を
得
る
ぞ
）
と
あ
っ
て
、「
連
坐
」
と
は
言
っ
て

い
な
い
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
、
こ
の
夢
の
話
と
と
も
に
、
応
天
門
放
火
事
件
の
顛

末
を
語
る
話
を
も
同
時
に
集
録
し
た
。
後
者
の
話
は
、
伴
大
納
言
が
左
大
臣
源

信
を
陥
れ
る
た
め
に
、
自
ら
が
首
謀
者
と
な
っ
て
応
天
門
放
火
を
計
画
・
実
行

し
た
と
語
る
。
と
す
れ
ば
前
者
の
夢
の
話
で
も
、「
不
慮
の
こ
と
」
と
か
「
事

に
坐
す
」
と
い
っ
た
文
句
は
使
え
な
い
。

『
江
談
抄
』
や
『
古
事
談
』
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
よ
り
も
前
に
成
立
し
た

説
話
集
で
あ
る
。『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
作
者
は
、
そ
れ
ら
を
参
照
し
、
特
に

『
古
事
談
』
は
必
ず
座
右
に
置
い
て
模
し
た
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

で
い
な
が
ら
彼
は
、
伴
大
納
言
の
夢
の
話
を
集
録
す
る
に
あ
た
り
、
先
輩
の
両

書
の
よ
う
な
文
言
で
は
具
合
が
悪
い
と
考
え
て
、
あ
え
て
変
改
を
加
え
た
の
で

は
な
い
か
。

以
上
の
よ
う
な
指
摘
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
江
談
抄
』『
古
事
談
』『
宇
治
拾

遺
物
語
』
の
時
代
、
伴
大
納
言
は
応
天
門
に
放
火
し
た
犯
人
と
す
る
立
場
と
、

そ
れ
に
疑
問
を
抱
く
立
場
と
が
、
併
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

「
伴
大
納
言
絵
巻
」
の
詞
は
伴
大
納
言
犯
人
説
の
立
場
で
事
件
を
面
白
く
語

る
が
、
絵
の
ほ
う
は
客
観
的
事
実
だ
け
を
淡
々
と
述
べ
る
態
度
に
終
始
し
て
い

る
。
絵
が
提
示
す
る
客
観
的
事
実
を
見
て
い
る
と
、
伴
大
納
言
は
ほ
ん
と
う
に

犯
人
な
の
か
、
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。「
伴
大
納
言
絵
巻
」
と
い

う
一
つ
の
作
品
の
な
か
に
も
、
二
つ
の
立
場
の
併
存
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

八

お
わ
り
に
─
─
場
所
と
人
物
─
─

第
二
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
詞
の
挿
入
に
よ
っ
て
絵
の
時
空
や
雰
囲
気
を
完

全
に
切
り
替
え
う
る
こ
と
、
第
三
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
絵
巻
の
絵
は
「
一
筋

の
道
に
沿
っ
て
移
動
撮
影
し
た
よ
う
な
描
き
方
」
と
相
性
が
良
い
こ
と
、
こ
の

2
点
を
有
効
利
用
す
る
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
に
お
い
て
、
各
段
の
絵
は
お
お
む

ね
一
つ
の
場
所
に
対
応
し
て
い
る
。
第
一
段
は
大
内
裏
、
第
二
段
は
左
大
臣
邸
、

第
三
段
は
舎
人
の
家
の
前
の
通
り
、
第
四
段
は
例
外
で
舎
人
の
家
と
役
所
、
第

五
段
は
伴
大
納
言
邸
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
場
所
と
主
要
人
物
の
関
係
に
注
目
し
よ
う
。
大
内
裏
を
描
く
第
一

段
に
お
い
て
、
そ
の
中
枢
で
あ
る
清
涼
殿
内
に
い
る
の
は
清
和
天
皇
と
藤
原
良

房
で
あ
る
。
左
大
臣
邸
を
描
く
第
二
段
に
お
い
て
、
そ
の
主
人
源
信
は
自
邸
の

庭
に
い
る
。
一
方
、
伴
大
納
言
邸
を
描
く
第
五
段
に
お
い
て
、
そ
の
主
人
伴
善

男
は
自
邸
の
外
を
牛
車
に
乗
せ
ら
れ
て
進
ん
で
い
る
。

─
こ
れ
ら
は
応
天
門

の
変
の
帰
結
、
す
な
わ
ち
藤
原
良
房
が
政
治
の
中
枢
に
返
り
咲
く
こ
と
、
源
信

は
自
邸
に
蟄
居
す
る
こ
と
、
伴
善
男
は
配
流
さ
れ
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
示
し
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木谷眞理子 伴大納言絵巻の詞と絵

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
場
所
と
人
物
と
の
関
係
が
、
こ
の
変
の
帰
結
を
示

す
の
で
あ
る
。

「
伴
大
納
言
絵
巻
」
の
作
者
は
、
伴
大
納
言
犯
人
説
の
立
場
で
語
る
説
話
を

取
り
上
げ
な
が
ら
、
そ
れ
に
、
客
観
的
事
実
の
み
を
淡
々
と
示
す
絵
を
ぶ
つ
け

る
。
そ
の
結
果
、
鑑
賞
者
は
伴
大
納
言
犯
人
説
に
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
く

な
る
が
、
さ
り
と
て
伴
大
納
言
は
無
実
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
も

な
い
。《
真
相
は
藪
の
中
で
あ
る
が
、
応
天
門
の
変
の
結
果
、
政
界
は
良
房
の

一
人
勝
ち
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
》
と
、「
伴
大
納
言
絵
巻
」
は
語
っ

て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

注
1�

上
野
直
昭
「
伴
大
納
言
絵
詞
」（『
美
術
研
究
』
一
四
二
、
一
九
四
七
年
）、
上
野
憲

示
『
双
書
美
術
の
泉
3（

伴
大
納
言
絵
巻

─
国
宝
絵
巻
』（
岩
崎
美
術
社
、
一
九
七

八
年
）。

2�

山
根
有
三
「
伴
大
納
言
絵
巻
覚
書

─
そ
の
演
出
と
謎
の
人
物
に
つ
い
て

─
」

（『
出
光
美
術
館
蔵
品
図
録

や
ま
と
絵
』
月
報
、
一
九
八
六
年
）。

3�

第
13
紙
と
第
14
紙
の
あ
い
だ
に
は
、
詞
を
書
い
た
一
紙
が
あ
っ
た
と
、
山
根
注
2

論
文
は
推
測
す
る
。
ま
た
、
高
畑
勲
『
十
二
世
紀
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

─
国
宝
絵

巻
物
に
見
る
映
画
的
・
ア
ニ
メ
的
な
る
も
の

─
』（
徳
間
書
房
、
一
九
九
九
年
）
と

黒
田
日
出
男
『
謎
解
き

伴
大
納
言
絵
巻
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
二
年
）
は
、
霞
と
地

面
と
樹
木
を
描
い
た
一
紙
が
あ
っ
た
と
す
る
。

4

注
3
黒
田
書
に
諸
説
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。

（�

源
豊
宗
「
伴
大
納
言
絵
詞
に
就
て

上
」（『
史
林
』
二
四
─
二
、
一
九
三
九
年
四

月
）。

6�

「
伴
大
納
言
絵
巻
」
の
詞
は
、「
い
か
に
く
や
し
か
り
け
む
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。

従
来
「
ど
ん
な
に
悔
し
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
」
な
ど
と
訳
さ
れ
て
き
た
が
、
蔦
尾

和
宏
「
御
霊
と
し
て
の
伴
大
納
言

─
今
昔
・
絵
巻
・
宇
治
拾
遺

─
」（『
文
学
』

一
〇
─
四
、
二
〇
〇
九
年
七
月
）
は
、「
ど
れ
ほ
ど
し
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
っ
た

だ
ろ
う
か
」
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

（�

瀧
尾
貴
美
子
「
絵
巻
に
お
け
る
「
場
面
」
と
「
景
」」（『
美
術
史
』
一
一
一
、
一
九

八
一
年
一
一
月
）。

（�

門
と
中
門
の
あ
い
だ
に
は
、
弓
を
持
っ
た
男
性
が
二
人
描
か
れ
る
が
、
彼
ら
の
あ

い
だ
が
ぽ
っ
か
り
と
空
い
て
い
る
。
こ
こ
に
は
も
と
も
と
朝
廷
の
使
者
が
描
か
れ
て

い
た
が
、
伝
来
す
る
あ
い
だ
に
切
り
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。

（�

黒
田
泰
三
『
新
編
名
宝
日
本
の
美
術
12

伴
大
納
言
絵
巻
』（
小
学
館
、
一
九
九
一

年
）。

10�

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

宇
治
拾
遺
物
語
』（
小
林
保
治
・
増
古
和
子
校
注
・

訳
、
小
学
館
、
一
九
九
六
年
）
に
拠
る
。

11

注
3
高
畑
書
。

12�

山
本
陽
子
「
伴
大
納
言
絵
詞
鎮
魂
説
の
再
検
討

─
脇
役
の
顔
貌
表
現
を
中
心
に

─
」『
明
星
大
学
研
究
紀
要
［
日
本
文
化
学
部
・
言
語
文
化
学
科
］』
一
三
、
二
〇

〇
五
年
三
月
。

13

注
12
論
文
。

14�

テ
ィ
エ
リ
・
グ
ル
ン
ス
テ
ン
『
線
が
顔
に
な
る
と
き

─
バ
ン
ド
デ
シ
ネ
と
グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク
ア
ー
ト

─
』（
古
永
真
一
訳
、
人
文
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）。

1（�

黒
田
泰
三
「
伴
大
納
言
絵
巻
研
究
」（『
国
宝

伴
大
納
言
絵
巻
』、
黒
田
泰
三
・
城

野
誠
治
・
早
川
泰
弘
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）

16�

秋
山
光
和
『
平
安
時
代
世
俗
画
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
）、
佐
野

み
ど
り
「
説
話
画
の
文
法

─
信
貴
山
縁
起
絵
巻
に
み
る
叙
述
の
論
理

─
」（『
日

本
絵
画
史
の
研
究
』、
山
根
有
三
先
生
古
稀
記
念
会
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九

年
）、
若
杉
準
治
『
日
本
の
美
術
二
九
七

絵
巻
＝
伴
大
納
言
絵
と
吉
備
入
唐
絵
』

（
至
文
堂
、
一
九
九
一
年
）、
注
1（
黒
田
論
文
な
ど
。

1（�

『
平
安
時
代
史
事
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
）
の
「
応
天
門
の
変
」
の
項

（
朧
谷
寿
執
筆
）。

1（�
長
野
嘗
一
「
伴
大
納
言
の
説
話

─
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
鑑
賞
と
批
評
（
そ
の

一
）」（『
説
話
文
学
の
世
界
第
二
集

宇
治
拾
遺
物
語
』、
説
話
と
文
学
研
究
会
編
、

笠
間
書
院
、
一
九
七
九
年
）。
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※�
本
稿
は
成
蹊
大
学
長
期
研
修
「
徳
川
・
五
島
本
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
研
究

─
絵
巻

の
表
現
と
物
語
の
絵
画
性

─
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

※�

図
1
・
図
4
・
図
6
は
『
十
二
世
紀
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

─
国
宝
絵
巻
物
に
見
る
映

画
的
・
ア
ニ
メ
的
な
る
も
の

─
』（
高
畑
勲
著
、
徳
間
書
房
、
一
九
九
九
年
）
よ
り
、

図
2
は
『
新
編
名
宝
日
本
の
美
術
12

伴
大
納
言
絵
巻
』（
黒
田
泰
三
著
、
小
学
館
、
一

九
九
一
年
）
よ
り
、
図
3
は
『
思
い
っ
き
り
味
わ
い
つ
く
す
伴
大
納
言
絵
巻
』（
黒
田
泰

三
著
、
小
学
館
、
二
〇
〇
二
年
）
よ
り
、
図
（
は
『
続
日
本
の
絵
巻
13

春
日
権
現
験

記
絵

上
』（
小
松
茂
美
編
集
・
解
説
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
）
よ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
転
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
き
た
に
・
ま
り
こ

本
学
教
授
）


