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絵巻の構図に関する一考察 ( 下 )

　
　
　
一

　
前
稿
（「
絵
巻
の
構
図
に
関
す
る
一
考
察(

上)

」 

五
浦
論
叢
第
26
号 

）
で
は
、

十
三
世
紀
初
頭
ま
で
の
制
作
と
見
ら
れ
て
い
る
絵
巻
七
点
（
国
宝
「
源
氏
物
語
絵

巻
」（
徳
川
美
術
館
、
五
島
美
術
館
蔵)

、「
寝
覚
物
語
絵
巻
」(

大
和
文
華
館
蔵)

、「
葉

月
物
語
絵
巻
」（
徳
川
美
術
館
蔵
）、「
伴
大
納
言
絵
詞
」（
出
光
美
術
館
蔵
）、「
信
貴
山

縁
起
絵
巻
」（
信
貴
山
朝
護
孫
子
寺
蔵)
、
粉
河
寺
縁
起
絵
巻(

粉
河
寺
蔵
）、「
北
野
天

神
縁
起
絵
巻(

承
久
本)

」（
京
都
北
野
天
満
宮
蔵
））
を
と
り
あ
げ
、
描
か
れ
る
建

築
物
に
注
目
し
て
考
察
を
試
み
た
。
建
築
物
の
柱
・
長
押
・
床ゆ
か

・
屋
根
・
壁
等
を

そ
れ
ぞ
れ
色
分
け
し
て
図
化
し
て
み
る
と
、
建
物
が
ど
の
よ
う
な
角
度
か
ら
描
か

れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
俯
瞰
の
視
点
の
高
さ
や
、
吹
抜
屋
台
と
呼
ば
れ
る
屋
根
や

壁
を
あ
ら
わ
さ
な
い
描
法
が
ど
う
用
い
ら
れ
て
い
る
か
な
ど
の
、
絵
を
眺
め
て
い

る
だ
け
で
は
気
づ
き
に
く
い
こ
と
が
見
出
さ
れ
て
く
る
。

　
そ
の
う
ち
の
重
要
な
一
つ
と
言
え
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
段
落
式
」
と
称
さ

れ
る
形
式
の
絵
巻
と
、「
連
続
式
」
と
呼
ば
れ
る
形
式
と
で
床ゆ
か

の
布
置
に
違
い
が

見
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。「
段
落
式
」
と
は
、
国
宝
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
を

代
表
と
す
る
物
語
絵
巻
と
言
わ
れ
る
も
の
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
絵
の
横
の
長
さ

(

画
面
の
長
さ)

が
両
手
の
幅
以
内
で
ほ
ぼ
一
定
で
あ
り
、
一
つ
の
段
の
詞
書
と

そ
れ
に
対
応
す
る
絵
が
順
に
貼
り
継
が
れ
る
形
式
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
一
方
「
連
続
式
」
と
は
、「
伴
大
納
言
絵
詞
」
や
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
を

例
と
し
て
、
絵
が
何
度
も
巻
き
延
べ
て
見
て
い
く
よ
う
に
長
く
続
い
て
い
く
も
の

と
さ
れ
る
。

　
筆
者
は
、
こ
の
段
落
式
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
を
、
元
来
の
形
状
か
ら
〝
捲め
く

る

絵
〟、
連
続
式
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
を
〝
繰く

る
絵
〟
と
も
呼
び
た
い
と
考
え
て

い
る
。
十
二
世
紀
ま
で
の
絵
巻
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
の
形
式
に
お
い
て
も
文
字

を
綴
っ
た
詞
書
と
絵
と
は
貼
り
継
が
れ
て
お
ら
ず
、
詞
書
は
絵
と
別
に
さ
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
想
定
し
て
お
り
、
文
章
を
読
ん
だ
り
、
朗
読
を
聴
い

た
り
す
る
こ
と
と
並
行
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
基
本
的
に
絵
は
文
を
介

在
さ
せ
ず
に
そ
れ
の
み
で
鑑
賞
し
う
る
形
態
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。〝
捲め
く

る

絵
〟
は
全
体
が
一
度
に
視
野
に
お
さ
め
ら
れ
る
程
度
の
画
面
を
、
一
図
一
図
を
紙

芝
居
の
ご
と
く
捲
っ
て
い
く
形
式
で
、
一
方
の
〝
繰く

る
絵
〟
は
、
長
く
続
く
絵
を

巻
き
送
り
な
が
ら
鑑
賞
す
る
形
式
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
の
鑑
賞
の
動
作
の
違

い
は
、
観
る
側
の
み
な
ら
ず
、
作
る
側
の
絵
の
構
想
や
構
図
の
選
択
に
も
影
響
を

も
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
前
稿
で
は
、〝
捲め
く

る
絵
〟
と
し
て
の
国
宝
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
や
「
寝
覚
物
語

絵
巻
」、「
葉
月
物
語
絵
巻
」
の
、
画
面
全
体
を
巻
き
繰
る
こ
と
な
く
一
度
に
観
る

こ
と
の
で
き
る
短
画
面
の
形
式
で
は
、
室
内
で
進
行
す
る
物
語
を
描
く
方
法
と
し

て
典
型
的
な
吹
抜
屋
台
の
構
図
が
と
ら
れ
、
そ
こ
で
は
床ゆ
か

が
画
面
の
大
き
な
部
分

も
し
く
は
時
に
は
全
体
を
占
め
て
、
あ
た
か
も
上
空
か
ら
見
下
ろ
す
よ
う
に
室
内

の
景
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
、
一
方
、〝
繰く

る
絵
〟
と
し
て
の
「
伴
大
納
言
絵
詞
」

や
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」、「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
で
は
、
巻
き
送
り
な
が
ら
見
て

い
く
長
画
面
に
占
め
る
床ゆ
か

の
割
合
は
減
っ
て
、
上
面
か
ら
で
は
な
く
側
面
か
ら
建

物
を
見
る
視
点
が
中
心
に
な
る
ほ
か
、
と
く
に
建
物
を
画
面
の
上
方
に
寄
せ
て
屋

根
の
部
分
を
紙
外
に
は
み
出
さ
せ
る
よ
う
に
描
き
、
戸
外
で
展
開
す
る
物
語
を
情

景
を
移
動
し
な
が
ら
見
て
い
く
よ
う
な
構
図
が
多
く
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出

し
た
。
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こ
こ
で
一
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
建
物
を
画
面
上
辺
か
ら
外
に
は
み
出

さ
せ
る
よ
う
な
構
図
が
、
結
果
と
し
て
吹
抜
屋
台
の
手
法
に
お
け
る
「
あ
る
は
ず

の
屋
根
を
描
か
な
い
こ
と
」
の
不
自
然
さ
を
回
避
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
長
画
面
の
作
例
で
は
、「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
の
よ
う
に
建
物

を
上
端
に
寄
せ
る
こ
と
な
く
紙
幅
の
中
程
に
配
置
し
て
い
る
場
合
に
も
、
屋
根
の

あ
た
り
に
は
霞
が
引
か
れ
て
そ
の
部
分
が
隠
さ
れ
て
お
り
、
は
み
出
さ
せ
る
場
合

と
同
様
に
屋
根
部
分
の
糊
塗
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
架
空
の
絵
舞
台
と

し
て
の
吹
抜
屋
台
が
も
つ
重
要
な
コ
ン
セ
プ
ト
か
ら
の
脱
却
と
も
見
ら
れ
る
状
況

で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
中
で
前
稿
の
最
後
に
述
べ
た
の
は
、
こ
の
短
画
面
と
長
画
面
の
形

式
を
混
在
さ
せ
る
作
品
が
十
三
世
紀
以
降
に
は
現
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
、
と

り
あ
げ
た
七
点
の
残
り
の
一
つ
「
北
野
天
神
縁
起
絵
巻(

承
久
本)

」
は
ま
さ
に

そ
の
状
況
を
示
し
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
社
寺
縁
起
や
高
僧
伝
の
大
部
の
作
品
が

作
ら
れ
、
類
本
の
制
作
も
大
き
く
広
が
っ
て
い
く
こ
の
十
三
世
紀
か
ら
十
四
世
紀

に
い
た
っ
て
絵
巻
の
構
図
が
ど
の
よ
う
な
変
化
を
見
せ
て
い
っ
た
の
か
、
ま
た
そ

こ
に
ど
の
よ
う
な
意
識
の
変
化
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
か
を
、
前
稿
に
続
い
て
建

物
の
描
法
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　
二

　
前
稿
で
は
、
床ゆ
か

を
抽
出
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
短
画
面
の
絵
と
長
画
面
の

絵
の
表
現
を
対
照
さ
せ
た
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
ら
両
者
が
混
在
す
る
作
品
に
お
け

る
吹
抜
屋
台
の
あ
り
方
や
建
物
の
捉
え
方
を
検
討
す
る
た
め
に
、
屋
根
に
注
目
を

し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
絵
巻
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
建
物
に
屋
根
が
描
か
れ
て
い
る
か
描
か
れ
て

い
な
い
か
、
こ
れ
を
最
初
の
分
岐
と
見
る
。
屋
根
を
描
か
な
い
建
物
に
は
、
前
述

の
よ
う
な
二
つ
の
異
な
る
種
類
が
あ
る
。一
つ
は
短
画
面
の
絵
に
よ
く
見
ら
れ
る
、

長
押
か
ら
上
が
な
く
、
あ
た
か
も
天
井
か
ら
屋
根
が
ど
こ
か
へ
飛
ん
で
し
ま
っ
た

か
の
よ
う
な
描
き
方
で
、
上
か
ら
室
内
を
眺
め
下
ろ
す
よ
う
な
表
現
、
吹
抜
屋
台

の
代
表
的
な
構
造
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、長
画
面
の
作
品
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
、

画
面
上
端
か
ら
建
物
を
は
み
出
さ
せ
た
り
、屋
根
の
部
分
に
霞
を
か
け
た
り
し
て
、

屋
根
を
描
い
て
い
な
い
こ
と
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
誤
魔
化
す
表
現
で
あ
る
。
前

者
は
屋
根
の
な
い
架
空
の
建
物
を
堂
々
と
描
き
、
後
者
は
あ
る
は
ず
の
屋
根
が
な

い
と
い
う
状
態
を
不
自
然
に
見
せ
な
い
工
夫
を
す
る
。
こ
こ
に
は
大
き
な
意
識
の

違
い
が
あ
る
と
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
Ⅰ
と
Ⅱ
の
形
式
と
し
、
一
方
屋

根
を
描
く
も
の
を
Ⅲ
と
す
る
と
、
次
の
ご
と
く
と
な
る
。

　
Ⅰ
　
屋
根
を
描
か
な
い(

屋
根
が
な
い)

／
現
実
に
は
あ
り
得
な
い
状
態

　
Ⅱ
　
屋
根
を
描
か
な
い(

屋
根
が
見
え
な
い)

／
現
実
に
反
し
な
い
状
態

　
Ⅲ
　
屋
根
を
描
く
　
　
／
現
実
に
反
し
な
い
状
態

　
次
に
、
建
物
の
画
面
内
で
の
配
置
に
つ
い
て
Ａ
か
ら
Ｄ
の
四
種
に
分
類
す
る
。

Ａ
は
上
端
か
ら
上
に
は
み
出
る
も
の
、
Ｂ
は
上
下
端
と
も
に
は
み
出
る
も
の
、
Ｃ

は
下
端
か
ら
下
に
は
み
出
る
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
Ｄ
は
建
物
が
い
ず
れ
に
も
は

み
出
さ
ず
、
画
面
内
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

A

B

C

D
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Ａ
　
建
物
が
画
面
上
端
か
ら
上
に
は
み
出
る

　
Ｂ
　
建
物
が
上
下
端
の
両
方
か
ら
は
み
出
る

　
Ｃ
　
建
物
が
画
面
下
端
か
ら
下
に
は
み
出
る

　
Ｄ
　
建
物
が
い
ず
れ
に
も
は
み
出
さ
ず
、
画
面
内
に
全
体
が
お
さ
ま
っ
て
い
る

　
こ
れ
ら
の
要
素
を
中
心
に
、
十
三
〜
十
四
世
紀
の
い
く
つ
か
の
絵
巻
の
建
物
に

つ
い
て
詳
し
く
見
た
も
の
が
、
表
一
〜
六
で
あ
る
。
画
面
の
長
短
は
、
基
準
と
な

る
明
確
な
寸
法
を
定
め
る
の
で
は
な
く
、
先
述
の
内
容
に
し
た
が
っ
て
絵
の
全
容

を
一
度
に
視
界
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
「
短
」、
複
数
回
繰
る
こ
と
に

よ
っ
て
全
体
が
見
ら
れ
る
も
の
を
「
長
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
長
画
面
の
場
合
、

絵
の
区
切
り
は
断
絶
が
明
確
な
部
分
と
し
、
霞
な
ど
が
つ
な
が
っ
て
い
て
画
面
に

連
結
が
見
ら
れ
る
場
合
に
は
一
画
面
と
考
え
て
い
る
。
建
物
は
、
廊
と
対
な
ど
、

連
結
し
て
い
て
も
棟
が
分
か
れ
る
も
の
は
個
々
に
考
え
、
ま
た
と
く
に
配
置
の
項

目
の
Ｂ
の
、
建
物
が
画
面
上
下
と
も
に
は
み
出
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
角
度

が
右
上
か
ら
左
下
か(

／)

、左
上
か
ら
右
下
か(

＼)

を
含
め
て
記
載
し
て
い
る
。

表
一
　「
長
谷
雄
卿
草
紙
」
の
建
物

巻
絵

長
短
種
類

建
物

屋
根

配
置

場
面
概
要

1

長

門

①
長
谷
雄
邸
の
門

Ⅲ

Ｂ
／

長
谷
雄
、
男
と
対
面
す
る

楼

②
長
谷
雄
邸
中
門
楼
Ⅲ

Ｂ
／

２

長

家(

店)

①
道
端
の
店

Ⅱ

Ａ

男
に
案
内
さ
れ
て
朱
雀
門
に
向
か

う

家

②
道
端
の
家

Ⅱ

Ａ

家

③
通
り
向
い
の
家

Ⅲ

Ｃ

家

④
通
り
向
い
の
家

Ⅲ

Ｃ

３

短

楼
門

　
朱
雀
門(

基
壇)

Ⅱ

Ａ

門
の
上
に
誘
う
男

４

短

楼
門

　
朱
雀
門(

上
層)

Ⅱ

Ｂ
＼

双
六
を
す
る
男(

鬼)

と
長
谷
雄

５

短

邸

　
長
谷
雄
邸

Ⅰ

Ｂ
／

女
性
を
連
れ
て
訪
問
す
る
男

６

短

邸

　
長
谷
雄
邸

Ⅲ

Ｂ
／

水
に
な
っ
て
女
性
が
流
れ
る

７

長

─

　
─
─

─

─

天
神
に
祈
り
鬼
を
退
散
さ
せ
る

絵 1

絵 2

絵 3絵 4

絵 5絵 6

門楼

家(店)家

家 家

楼門

楼門

邸邸

「長谷雄卿草紙」絵 1〜 6の建物
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表
二
　「
絵
師
草
紙
」
の
建
物

巻
絵

長
短
種
類

建
物

屋
根

配
置

場
面
概
要

1

長

家

①
絵
師
の
家(

二
場
面)

Ⅰ

Ｂ
／

宣
旨
を
読
む
絵
師
・
祝
宴

縁
板
を
踏
み
抜
く
人

家

②
絵
師
の
家

Ⅱ

Ａ

２

短

家

①
絵
師
の
家

Ⅱ

Ａ

使
い
の
報
告
に
落
胆
す
る
絵
師
一
家

傷
ん
だ
家
屋

家

②
絵
師
の
家

Ⅲ

Ｂ
／

３

長

家

法
勝
寺
の
弁
の
宿
所
Ⅲ

Ｂ
／

法
勝
寺
の
弁
の
も
と
を
訪
れ
る
絵
師

　
一
例
と
し
て
表
一
の
「
長
谷
雄
卿
草
紙
」(

永
青
文
庫
蔵)

を
見
て
み
る
と
、
冒

頭
の
絵
１
で
は
牛
を
放
し
た
牛
車
の
と
ま
る
門
が
ま
ず
あ
ら
わ
れ
、
次
に
邸
の
中

門
楼
と
見
え
る
場
所
の
縁
で
長
谷
雄
卿
が
訪
問
し
て
き
た
男
と
対
面
す
る
様
子
が

見
え
る
。
こ
の
門
と
楼
と
は
屋
根
を
描
い
て
い
て
、
画
面
の
上
下
と
も
に
は
み
出

す
か
た
ち
で
描
か
れ
て
お
り
、角
度
は
右
上
か
ら
左
下
に
向
か
っ
て
い
る
の
で「
Ⅲ

─
Ｂ
／
」
と
な
る
。
絵
は
そ
の
ま
ま
詞
書
を
挟
ま
ず
次
の
絵
２
に
接
続
し
、
双
六

で
賭
け
も
の
を
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
男
が
、
双
六
を
う
つ
場
所
ま
で
長
谷
雄
卿

を
案
内
す
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
画
面
の
上
端
か
ら
上
に
は
み
出
す
よ
う
に
家
が

二
棟
、
こ
れ
が
「
Ⅱ
─
Ａ
」
の
か
た
ち
で
あ
る
。
一
方
そ
の
通
り
向
か
い
に
描
か

れ
る
二
棟
の
家
は
、屋
根
を
描
い
て
い
て
画
面
下
端
か
ら
は
み
出
て
い
る
の
で「
Ⅲ

─
Ｃ
」
と
な
る
。

　
絵
３
で
は
、
朱
雀
門
の
基
壇
か
ら
上
階
を
示
し
て
、
男
が
長
谷
雄
を
誘
う
様
子

が
あ
り
、
続
く
絵
４
で
は
上
階
に
の
ぼ
っ
た
男
と
長
谷
雄
卿
が
双
六
を
す
る
と
こ

ろ
が
見
え
る
。
劣
勢
と
な
っ
た
男
は
本
来
の
鬼
の
姿
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の

基
壇
も
ま
た
画
面
の
上
に
は
み
出
す
よ
う
に
描
か
れ
て
屋
根
が
見
え
な
い
た
め
、

「
Ⅱ
─
Ａ
」
と
な
り
、
他
方
上
階
の
ほ
う
は
上
下
に
は
み
出
し
て
、
屋
根
が
描
か

れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
建
物
の
方
向
は
左
上
か
ら
右
下
の
斜
線
を
示
す
た
め
、

「
Ⅲ
─
Ｂ
＼
」
と
な
る
。

　
双
六
の
結
果
、
男
が
勝
て
ば
長
谷
雄
卿
の
財
産
を
、
長
谷
雄
卿
が
勝
て
ば
絶
世

の
美
女
を
そ
れ
ぞ
れ
に
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
長
谷
雄
卿
が
勝
っ
た
た

め
、
絵
５
で
は
男
が
約
束
の
女
性
を
と
も
な
っ
て
長
谷
雄
邸
に
や
っ
て
く
る
。
こ

こ
で
の
邸
は
、
屋
根
を
描
か
ず
、
長
押
の
見
え
る
状
態
の
ま
さ
に
吹
抜
屋
台
で
あ

り
、
建
物
は
画
面
の
上
下
端
か
ら
双
方
に
は
み
出
し
て
、
右
上
か
ら
左
下
へ
の
斜

線
を
有
し
て
い
る
た
め
、「
Ⅰ
─
Ｂ
／
」
と
な
る
。

　
男
と
の
約
束
で
百
日
の
間
は
女
性
に
触
れ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
が
、

絵
６
で
卿
は
そ
の
期
限
を
待
て
ず
に
女
性
と
同
衾
し
て
し
ま
い
、
そ
の
途
端
、
女

性
は
水
に
な
っ
て
流
れ
る
。
こ
こ
で
の
邸
は
絵
５
、６
と
も
に
画
面
の
上
下
に
は

み
出
す
形
式
で
右
上
か
ら
左
下
の
斜
線
を
持
つ
が
、
屋
根
に
つ
い
て
は
、
絵
５
で

は
Ⅰ
の
吹
抜
屋
台
が
、
絵
６
で
は
屋
根
の
描
か
れ
た
Ⅲ
の
タ
イ
プ
の
表
現
が
見
ら

れ
る
。
こ
れ
は
、
物
語
の
場
が
室
内
に
あ
る
か
戸
外
に
あ
る
か
が
屋
根
の
描
写
に

関
係
す
る
こ
と
を
示
す
興
味
深
い
一
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
室
内
に
お
け
る
対

面
を
描
い
た
絵
５
の
場
面
で
は
Ⅰ
が
選
択
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
女
性
が
水
と

な
っ
て
流
れ
て
い
く
と
い
う
内
容
の
６
の
場
面
で
は
、
室
内
か
ら
縁
、
そ
し
て
庭

へ
と
戸
外
へ
向
か
う
描
写
が
な
さ
れ
て
い
く
た
め
に
、
建
物
の
外
観
が
意
識
さ
れ

て
屋
根
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　「
絵
師
草
紙
」(

宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵)

に
も
、
同
様
の
こ
と
が
見
ら
れ
る
。

絵
１
で
は
一
室
目
に
領
地
を
得
た
と
い
う
宣
旨
を
読
む
絵
師
の
様
子
を
、
建
具
を

隔
て
て
次
の
部
屋
に
祝
宴
の
さ
ま
を
、
屋
根
を
ま
っ
た
く
取
り
払
っ
た
状
態
「
Ⅰ

─
Ｂ
／
」
で
異
時
同
図
に
よ
っ
て
描
く
。
連
な
る
別
棟
は
「
Ⅱ
─
Ａ
」
の
形
式
で

あ
る
。
一
方
、
絵
２
で
は
、
領
地
か
ら
帰
っ
て
き
た
使
い
の
報
告
を
聞
く
絵
師
た

ち
の
様
子
が
や
は
り
「
Ⅱ
─
Ａ
」
で
描
か
れ
る
が
、こ
こ
で
は
使
い
の
訪
問
に
よ
っ

て
外
が
意
識
さ
れ
る
た
め
か
、
続
く
棟
は
「
Ⅲ
─
Ｂ
／
」
の
形
式
で
傷
ん
だ
屋
根

の
様
子
を
描
い
て
い
る
。
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建物図 1「長谷雄卿草紙」

表
三
　「
当
麻
曼
荼
羅
縁
起
絵
巻
」
の
建
物

巻
絵

長
短
種
類

建
物

屋
根

配
置

場
面
概
要

上
1

短

門

①
横
佩
大
臣
邸
の
門
Ⅲ

Ｂ
／

横
佩
大
臣
の
姫
君
、
経
を
書
写
す

る

邸

②
横
佩
大
臣
の
邸

Ⅲ

Ａ

２

長

邸

①
横
佩
大
臣
の
邸

Ⅰ

Ｂ
＼

姫
君
の
剃
髪

比
丘
尼
と
対
面
す
る
姫
君

蓮
糸
を
紡
ぐ
比
丘
尼
と
姫
君
た
ち

蓮
糸
を
邸
に
運
び
込
む
人
々

邸

②
横
佩
大
臣
の
邸

Ⅲ

Ａ

邸

③
横
佩
大
臣
の
邸

Ⅱ

Ａ

門

④
横
佩
大
臣
邸
の
門
Ⅲ

Ｂ
＼

３

長

板
屋

①
工
事
の
板
屋

Ⅲ

Ｄ

奇
石
で
仏
像
を
刻
み
堂
を
建
て
る

堂

②
染
寺
の
堂

Ⅲ

Ｄ

染
寺
の
建
立

４

短

塀

　
築
地
塀

Ⅲ

Ｂ
／

断
簡

下
５

長

邸

①
横
佩
大
臣
の
邸

Ⅰ

Ａ

美
女
、
姫
君
と
尼
の
許
を
訪
れ
る

廊

②
横
佩
大
臣
邸
の
廊
Ⅰ

Ａ

邸
内
を
移
動
す
る
美
女

邸

③
横
佩
大
臣
の
邸

Ⅰ

Ａ

蓮
糸
で
曼
荼
羅
を
織
る
美
女

邸

④
横
佩
大
臣
の
邸

Ⅰ

Ａ

曼
荼
羅
を
拝
す
る
姫
君

６

短

邸

　
横
佩
大
臣
の
邸

Ⅰ

Ａ

絵
解
き
を
し
、
飛
び
去
る
比
丘
尼

７

長

邸

　
横
佩
大
臣
の
邸

Ⅰ

Ａ

往
生
を
遂
げ
る
姫
君

　
一
方
、
上
図
は
こ
の
「
長
谷
雄
卿
草
紙
」
と
「
絵
師
草
紙
」
の
画
面
か
ら
、
建

物
の
構
造
、
屋
根
と
柱
及
び
長
押
、
そ
し
て
床ゆ
か

を
と
り
出
し
た
も
の
で
あ
る(

建

物
図
１
、２)

。「
長
谷
雄
卿
草
紙
」
の
絵
７
の
よ
う
に
何
も
な
い
画
面
は
、
建
物
が

一
つ
も
描
か
れ
て
い
な
い
場
面
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
図
化
し
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
「
長
谷
雄
卿
草
紙
」
の
絵
５
や
、

「
絵
師
草
紙
」
の
絵
１
で
と
く
に
顕
著
な
よ
う
に
、「
Ⅰ
」
の
形
式
の
吹
抜
屋
台
の

場
面
で
は
、
床ゆ
か

が
画
面
の
中
の
大
き
な
面
積
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

れ
は
国
宝
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
な
ど
の
、
一
図
一
図
が
短
い
物
語
絵
の
画
面
に
類

似
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
一
つ
の
画
面
の
中
に
一
室
で
は
な
く
、
部
屋
や
棟
が

連
な
る
よ
う
に
連
結
し
、
時
に
は
そ
こ
に
時
間
の
推
移
が
異
時
同
図
に
よ
っ
て
含

め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
長
画
面
に
お
け
る
吹
抜
屋
台
の
あ
り
方
と
し
て
重
要
な
点
で

あ
る
。

建物図 2「絵師草紙」

12

345
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建物図 3「当麻曼荼羅縁起絵巻」

　
こ
の
よ
う
な
連
結
し
た
吹
抜
屋
台
が
用
い
ら
れ
る
例
の
一
つ
に
、「
当
麻
曼
荼

羅
縁
起
絵
巻
」(

神
奈
川
・
光
明
寺
蔵)

が
あ
る
。
横
佩
大
臣
の
姫
の
往
生
と
綴
織

曼
荼
羅
の
霊
験
を
描
い
た
当
麻
寺
の
縁
起
絵
で
、
描
か
れ
る
建
物
は
表
三
の
通
り

で
あ
り
、
各
場
面
を
図
化
し
た
も
の
が
下
の
建
物
図
３
で
あ
る
。
こ
の
絵
巻
は
紙

幅
が
五
一
糎
あ
ま
り
と
大
き
い
作
例
で
あ
る
が
、
画
面
の
上
か
ら
十
二
〜
一
三
糎

ま
で
は
多
く
の
場
合
霞
が
引
か
れ
、
事
実
上
す
べ
て
の
画
面
が
通
常
の
一
尺
程
度

(

三
〇
糎
内
外)

に
近
い
大
き
さ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
た
と
え
ば
、
前
稿
に

と
り
あ
げ
た
「
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
」(

承
久
本)

の
よ
う
に
、
五
二
糎
を
こ
え

る
画
面
の
上
下
を
い
っ
ぱ
い
に
用
い
る
例
と
は
異
な
る
。

　
絵
１
か
ら
３
に
か
け
て
描
か
れ
る
の
は
、
信
心
深
い
横
佩
大
臣
の
姫
君
の
も
と

に
何
処
か
ら
か
比
丘
尼
が
現
れ
、
姫
君
は
剃
髪
し
て
俗
身
を
脱
す
る
と
と
も
に
、

帝
の
命
を
得
て
近
江
国
か
ら
大
量
に
集
め
ら
れ
た
蓮
の
茎
で
蓮
糸
を
紡
ぎ
、
そ
れ

を
染
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
染
井
の
そ
ば
の
、
天
智
天
皇
の
頃
か
ら
の
由
来

を
持
つ
瑞
岩
を
彫
っ
て
仏
像
が
作
ら
れ
、、
染
寺
の
御
堂
が
建
立
さ
れ
る
が
、
こ

の
堂
は
絵
３
の
末
尾
に
見
え
る
よ
う
に
、
建
物
の
全
体
が
紙
幅
の
中
ほ
ど
に
お
さ

ま
る
状
態
で
、
屋
根
を
描
い
た
「
Ⅲ
─
Ｄ
」
の
形
式
で
あ
る
。
一
方
、
ど
の
場
面

の
断
片
で
あ
る
か
が
定
め
が
た
い
絵
４
に
続
い
て
、
そ
れ
以
降
絵
５
か
ら
７
ま
で

は
す
べ
て
が
吹
抜
屋
台
の
状
態
の
「
Ⅰ
─
Ａ
」
の
か
た
ち
の
建
物
と
な
っ
て
い
る
。

　
中
で
も
絵
５
に
は
、
横
佩
大
臣
の
邸
の
様
子
が
四
場
面
に
わ
た
り
、
四
つ
の
棟

を
連
結
し
た
中
に
描
か
れ
る
。
最
初
の
部
屋
に
は
姫
君
と
比
丘
尼
の
も
と
を
一
人

の
美
女
が
訪
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
ら
わ
さ
れ
、
次
に
廊
を
わ
た
る
美
女
の
姿
、
そ
の

次
の
間
に
曼
荼
羅
を
織
る
美
女
が
描
か
れ
る
。
そ
し
て
続
く
棟
に
は
す
で
に
織
り

あ
が
っ
た
曼
荼
羅
を
拝
す
る
姫
君
と
尼
と
、
五
色
の
雲
に
乗
っ
て
飛
び
去
っ
て
い

く
美
女
が
描
か
れ
て
い
る(

次
頁
図
・「
当
麻
曼
荼
羅
縁
起
絵
巻
」
絵
５
の
建
物)

。

12

34

56

7
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と
こ
ろ
で
、
国
宝
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
現
存
の
各
画
面
を
考
え
て
み
る
と
、

屋
根
を
外
し
た
よ
う
に
描
か
れ
る
吹
抜
屋
台
の
構
図
に
は
、建
物
の
長
押
を
境
に
、

人
物
た
ち
の
様
子
が
そ
の
上
に
も
見
え
る
描
き
方
と
、
長
押
の
下
の
み
に
あ
ら
わ

れ
る
描
き
方
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ほ
と
ん
ど
の
画
面
で
は「
柏
木
三
」や「
夕

霧
」
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
長
押
の
上
か
ら
も
人
物
が
見
え
る
が(

上
図
・

国
宝
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
長
押
の
上
か
ら
人
物
の
見
え
る
画
面
例)

、「
鈴
虫
一
」
や
「
横
笛
」

の
場
面(

同
・
長
押
の
下
の
み
に
人
物
の
見
え
る
画
面
例)

で
は
長
押
の
上
は
描
か
れ
ず
、

人
物
た
ち
の
様
子
は
柱
の
間
か
ら
窺
わ
れ
る
。
前
稿
で
は
こ
れ
を
、
描
く(

あ
る

い
は
見
る)

視
点
の
高
さ
と
見
て
、
高
く
か
ら
見
下
ろ
す
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
前

者
を
よ
り
古
様
と
し
、
視
点
が
低
く
感
じ
ら
れ
る
後
者
の
描
法
が
、
の
ち
の
紙
幅

上
辺
か
ら
屋
根
部
分
を
は
み
出
さ
せ
て
描
か
れ
る
よ
う
な
戸
外
の
建
物
の
表
現
に

も
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
え
た
。

　
注
視
さ
れ
る
の
は
、
長
押
の
上
に
も
人
物
た
ち
の
様
子
が
見
え
る
構
図
で
は
、

ほ
と
ん
ど
の
場
合
画
面
の
横
方
向
の
長
押
が
描
か
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ

の
た
め
人
物
は
何
に
も
遮
ら
れ
ず
に
正
面
か
ら
上
面
に
か
け
て
描
か
れ
る
こ
と

に
な
る
。「
絵
師
草
紙
」
の
絵
１(

上
図
・「
絵
師
草
紙
」
絵
１
の
建
物)

は
ま
さ
に
こ

の
描
き
方
で
、
斜
め
の
長
押
の
み
が
描
か
れ
、
こ
れ
を
区
切
り
と
し
な
が
ら
情
景

が
連
な
っ
て
い
る
。
他
方
、「
当
麻
曼
荼
羅
縁
起
絵
巻
」
の
絵
５(

上
図
・「
当
麻
曼

荼
羅
縁
起
絵
巻
」
絵
５
の
建
物)

で
は
、
す
べ
て
の
屋
台
に
横
方
向
の
長
押
が
描
か
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
調
度
や
壁
に
架
け
ら
れ
た
曼
荼
羅
は
長
押
の
上
に
も
見
え
る

が
、
人
物
た
ち
の
様
子
は
す
べ
て
横
の
長
押
の
下
に
あ
り
、
柱
間
か
ら
そ
の
様
子

が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
あ
た
か
も
長
押
が
あ
る
種
の
境
界
線
と
な
っ
て

人
物
た
ち
の
情
景
が
こ
の
下
に
お
さ
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
よ
う
に
も
感
じ
ら

れ
る
。

国宝「源氏物語絵巻」長押の下のみに人物の見える画面例
「鈴虫一」「横笛」

国宝「源氏物語絵巻」長押の上から人物の見える画面例
「柏木三」「夕霧」

飛び去る美女 曼荼羅を拝する姫と尼 曼荼羅を織る美女 廊をわたる美女 邸への美女の来訪
「当麻曼荼羅縁起絵巻」絵5の建物

「絵師草紙」絵 1の建物
宣旨を読む絵師酒宴のようす

⬅︎　

⬅︎　



70

絵巻の構図に関する一考察（下）

9

五　浦　論　叢　第　29　号

建物図 4「稚児観音縁起絵巻」

　
こ
の
「
当
麻
曼
荼
羅
縁
起
絵
巻
」
の
構
図
の
、
横
方
向
の
長
押
の
上
に
屋
根
を

か
け
た
も
の
が
、「
稚
児
観
音
縁
起
絵
巻
」(

香
雪
美
術
館
蔵)

の
絵
２(

上
図
・「
稚

児
観
音
縁
起
絵
巻
」
絵
２
の
建
物)

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
画
面
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
前

者
の
画
面
の
建
物
上
部
に
か
か
る
霞
が
屋
根
に
変
わ
る
と
、
後
者
の
よ
う
に
な
る

こ
と
が
建
物
図
に
よ
っ
て
も
わ
か
る(

建
物
図
４
「
稚
児
観
音
縁
起
絵
巻
」・
建
物
図
の

比
較
「
当
麻
曼
荼
羅
縁
起
絵
巻
」
絵
５
の
建
物)

。

　「
稚
児
観
音
縁
起
絵
巻
」
の
絵
２
で
は
、
連
結
す
る
四
つ
の
棟
に
稚
児
が
観
音

と
な
っ
て
飛
翔
し
て
い
く
ま
で
の
様
子
を
描
く
。
最
初
の
棟
に
は
稚
児
の
臨
終
の

場
面
が
描
か
れ
、
上
人
が
稚
児
の
身
体
に
手
を
か
け
て
涙
を
拭
っ
て
い
る
様
子
が

見
え
る
。
続
く
部
屋
で
は
稚
児
の
亡
骸
の
納
め
ら
れ
た
棺
が
仏
前
に
あ
っ
て
、
や

は
り
上
人
が
と
り
す
が
る
よ
う
に
棺
に
伏
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
建
物
は
短
い
廊

を
経
て
、
次
の
部
屋
に
は
葬
儀
の
様
子
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
ら
三
棟
の
建
物
は
Ⅲ

─
Ｂ(

一
部
Ａ)

の
形
式
で
屋
根
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
最
後
の
一
棟
に
は

屋
根
は
な
く
、
棺
の
中
か
ら
観
音
が
あ
ら
わ
れ
て
空
に
登
っ
て
い
く
様
子
が
た
な

び
く
雲
と
と
も
に
描
か
れ
て
お
り
、「
当
麻
曼
荼
羅
縁
起
絵
巻
」
絵
５
の
最
終
部

分
と
よ
く
似
た
情
景
と
な
っ
て
い
る
。

「稚児観音縁起絵巻」絵 2の建物

稚児の臨終稚児の葬儀 稚児の納棺棺から観音が立ち現れる飛翔する観音

表
四
　「
稚
児
観
音
縁
起
絵
巻
」
の
建
物

巻
絵

長
短
種
類

建
物

屋
根

配
置

場
面
概
要

1

長

堂

①
長
谷
寺(

廊)

Ⅱ

Ａ

長
谷
寺
、
参
詣
す
る
人
々

上
人
、
稚
児
と
出
会
う

住
房
で
横
笛
を
奏
す
る
稚
児

堂

②
長
谷
寺(

本
堂)

Ⅲ

Ａ

門

③
上
人
の
住
房
の
門
Ⅲ

Ｂ
／

家

④
上
人
の
住
房

Ⅲ

Ｂ

２

長

家

①
上
人
の
住
房

Ⅲ

Ｂ

臨
終
を
迎
え
る
稚
児

稚
児
の
棺
に
伏
し
て
嘆
く
上
人

棺
を
前
に
法
要
が
行
わ
れ
る

棺
か
ら
観
音
菩
薩
が
立
ち
現
れ
る

家

②
上
人
の
住
房

Ⅲ

Ａ

家

③
上
人
の
住
房

Ⅲ

Ｂ
／

家

④
上
人
の
住
房

Ⅰ

Ｂ
／

建物図の比較　「当麻曼荼羅縁起絵巻」絵５の建物

1

2
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神
仏
に
感
謝
を
し
た
り
、
北
の
方
は
小
さ
な
子
を
引
き
寄
せ
て
嬉
し
泣
き
の
様
子

を
見
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
詞
書
に
お
け

る
「
そ
の
ほ
と
ひ
と
〳
〵
み
な
ヽ
け
き
さ
は
き
て
あ
る
ほ
と
に
　
ゆ
る
し
た
ま
ふ

よ
し
む
ま
に
の
り
な
か
ら
う
ち
い
り
た
れ
は
　
い
ま
は
つ
み
せ
ら
る
ヽ
そ
と
い
ひ

て
ひ
と
い
へ
な
き
の
ヽ
し
る
に
　
ゆ
る
し
た
ま
ふ
よ
し
お
ほ
せ
か
け
て
ま
い
り
ぬ

れ
は
　
ま
た
よ
ろ
こ
ひ
な
き
お
ひ
た
た
し
か
り
け
り
」(

今
に
も
主
人
が
罪
に
問

わ
れ
る
か
と
皆
嘆
き
騒
い
で
い
る
と
こ
ろ
に
、
罪
に
は
な
ら
な
い
と
の
報
せ
が
入

り
、
人
々
は
今
度
は
嬉
し
泣
き
に
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た)

と
い
う
経
緯
が
そ
の

ま
ま
、
二
つ
の
部
屋
の
移
行
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
の
尼
公
巻
の
最
終
の
部
分
に
も
同
様
の
表
現
が
見
ら
れ

る
。
こ
こ
で
は
屋
根
を
画
面
上
辺
か
ら
は
み
出
さ
せ
た
Ⅱ
─
Ａ
の
形
式
で
描
か
れ

る
建
物
を
長
く
連
ね
て
、
よ
う
や
く
信
貴
山
の
僧
坊
を
訪
ね
当
て
た
尼
公
が
命
蓮

を
訪
問
す
る
と
こ
ろ
、
二
人
で
語
り
合
う
と
こ
ろ
、
そ
し
て
そ
の
後
の
日
常
を
あ

ら
わ
す
よ
う
な
情
景
が
時
間
を
追
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

　「
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
よ
う
な
短
画
面
の
絵
で
は
、
一
図
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な

時
間
が
輻
輳
し
交
わ
っ
て
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
瞬
間
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
に
至

る
ま
で
の
長
い
時
間
、
あ
る
い
は
そ
の
後
起
こ
る
こ
と
ま
で
も
が
観
る
人
の
想
像

に
よ
っ
て
含
ま
れ
て
く
る
。「
捲め
く

る
絵
」
の
形
式
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
時
間
表

現
は
必
然
で
あ
る
と
同
時
に
、
物
語
の
情
緒
を
深
め
る
効
果
で
も
あ
る
。
し
か
し

画
面
が
長
さ
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
、
つ
ま
り
、「
繰く

る
絵
」
と
し
て
の
鑑
賞
の

動
作
が
生
ま
れ
て
く
る
と
、
そ
こ
に
は
経
過
や
移
動
と
い
う
概
念
が
生
ま
れ
、
時

間
は
横
に
流
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
に
、
吹
抜
屋
台
を
連
結
し
て
一
つ
の

部
屋
か
ら
次
の
部
屋
へ
と
進
む
、
逐
次
的
な
物
語
描
写
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

の
で
あ
る
。

　
連
結
し
た
室
内
に
同
じ
人
物
を
繰
り
返
し
異
時

同
図
的
に
描
き
、
物
語
の
経
緯
を
順
を
追
っ
て
あ

ら
わ
す
こ
う
し
た
手
法
は
長
さ
の
あ
る
画
面
で
こ

そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
十
二
世
紀
後
半
の
作
と
考

え
ら
れ
て
い
る
「
伴
大
納
言
絵
詞
」
に
は
す
で
に

そ
う
し
た
表
現
が
見
ら
れ
る
。「
伴
大
納
言
絵
詞
」

の
中
巻
は
、
伴
大
納
言
の
讒
言
に
よ
っ
て
上
巻

に
描
か
れ
た
応
天
門
へ
の
放
火
の
罪
を
科
さ
れ
る

か
と
思
わ
れ
た
左
大
臣
源
信
の
邸
に
、
科
を
認
め

な
い
と
い
う
報
せ
を
届
け
る
使
者
の
訪
れ
で
始
ま

る
。
左
大
臣
が
庭
に
荒
薦
を
敷
い
て
天
道
に
無
実

を
祈
る
様
子
に
続
い
て
、
こ
こ
で
は
横
の
長
押
の

な
い
吹
抜
屋
台
の
構
図
に
よ
っ
て
二
つ
の
部
屋
が

連
な
っ
て
描
か
れ
、
左
大
臣
邸
の
女
性
た
ち
の
様

子
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
最
初
の
部
屋
に
は
嘆
き
悲

し
む
よ
う
な
女
房
た
ち
の
様
子
が
見
え
る
が
、
よ

く
見
る
と
、
画
面
の
右
手
を
指
し
示
し
て
何
か
を

伝
え
る
人
が
あ
り
、
手
を
叩
い
て
注
意
を
集
め
よ

う
と
す
る
女
房
の
姿
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
ら
に
情
景
を
よ
く
見
る
と
、
こ
の
部
屋
か
ら

次
の
部
屋
へ
と
何
か
を
ま
た
伝
え
る
人
が
あ
る
。

奥
の
間
の
女
性
た
ち
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は

先
の
女
性
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
悲
嘆
に
暮
れ
て
い

る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
、

「伴大納言絵詞」中巻 左大臣邸

庭に荒薦を敷いて天道に祈る左大臣女房たちの嘆きの場に報せが届く喜び泣きに変わる北の方たち



72

絵巻の構図に関する一考察（下）

11

五　浦　論　叢　第　29　号

建物図 5「吉備大臣入唐絵巻」絵 3・絵 4

3

4

　
と
こ
ろ
で
「
伴
大
納
言
絵
詞
」
で
は
、
こ

の
左
大
臣
邸
の
場
面
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
吹

抜
屋
台
の
表
現
、
本
稿
で
の
分
類
に
お
け
る

Ⅰ
の
形
式
の
建
物
が
、
こ
の
ほ
か
に
上
巻
末

尾
の
清
涼
殿
と
下
巻
の
伴
大
納
言
邸
に
も
描

か
れ
る
が
、
よ
く
見
る
と
そ
れ
ら
は
皆
、
画

面
の
左
端
、
長
い
絵
を
巻
き
送
っ
て
い
く
最

後
の
部
分
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

(
前
稿
図
６
参
照)

。
Ⅰ
の
形
の
建
物
は
、
多
く

の
場
合
画
面
の
上
下
辺
か
ら
ど
ち
ら
に
も
は

み
出
す
形
で
大
き
く
描
か
れ
、
そ
の
左
端
は

霞
に
消
え
て
い
く
よ
う
に
描
か
れ
る
か
、
門

や
塀
で
区
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
終
え
ら
れ
る

が
、
多
く
の
場
合
は
前
者
で
あ
る
。
こ
の
、

霞
が
事
実
上
画
面
の
結
び
と
な
っ
て
、
続
く

情
景
に
そ
の
ま
ま
つ
な
ぐ
の
が
難
し
い
こ
と

が
、
長
画
面
の
作
品
で
吹
抜
屋
台
の
Ⅰ
の
建

物
が
画
面
の
終
端
に
く
る
理
由
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

　
例
え
ば
「
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
」(

ボ
ス
ト

ン
美
術
館
蔵)

で
も
、
吉
備
大
臣
の
幽
閉
さ
れ

て
い
る
楼
門
、
宮
殿
の
門
、
唐
の
皇
帝
の
宮

殿
が
こ
の
順
に
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
く
中

で
、
屋
根
を
描
く
楼
門
と
門
に
続
い
て
あ
ら

「石山寺縁起絵巻」絵4の建物

「石山寺縁起絵巻」絵6の建物

「石山寺縁起絵巻」絵10の建物

わ
れ
る
吹
抜
屋
台
の
Ⅰ
の
形
式
の
宮
殿
は
画
面
の
左
端
に
置
か
れ
、
い
ず
れ
の
場

面
に
お
い
て
も
そ
こ
で
画
面
が
終
わ
っ
て
い
る(

建
物
図
５
「
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
」

絵
３
・
絵
４)

。
ま
た
「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」(

石
山
寺
蔵)

に
お
い
て
も
、
屋
根
を

描
か
な
い
吹
抜
屋
台
の
う
ち
Ⅰ
の
形
式
を
と
る
建
物
は
皆
、
短
画
面
に
描
か
れ
る

か
、
長
い
画
面
に
描
か
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
左
の
端
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る(

次

頁
・
建
物
図
６
「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」
巻
１
〜
３ 

絵
１
〜
15)

。「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」
は

制
作
年
代
が
四
巻
目
以
降
こ
と
な
っ
て
く
る
た
め
、
こ
こ
で
は
第
三
巻
の
絵
15
ま

で
を
見
て
い
る
が
、
絵
４
、６
、８
、
10
、
14
、
15
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
Ⅰ
の
形
式
の

建
物
は
い
ず
れ
も
石
山
寺
の
堂
で
、ど
の
場
面
で
も
画
面
の
終
端
を
占
め
て
い
る
。

　
戸
外
の
情
景
が
右
か
ら
左
へ
の
移
動
を
と
も
な
っ
て
移
行
し
、
最
後
に
室
内
の

情
景
で
帰
結
す
る
と
い
う
の
は
絵
巻
の
一
つ
の
定
型
と
も
言
え
る
展
開
で
あ
る

が
、
そ
の
展
開
を
う
む
要
因
の
一
つ
に
は
、
こ
う
し
た
構
図
の
構
造
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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⬅︎

⬅︎

⬅︎

⬅︎

⬅︎

⬅︎

⬅︎

建物図 6「石山寺縁起絵巻」巻 1〜 3　絵 1〜 15
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9
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表
五
　「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」
一
〜
三
巻
の
建
物

巻
絵

長
短
種
類

建
物

屋
根

配
置

場
面
概
要

１
1

長

─

　
─

─

─

良
弁
僧
正
、
老
翁
と
対
面
す
る

２

長

板
屋

　
良
弁
の
草
庵

Ⅲ

Ｄ

良
弁
、
石
山
に
草
庵
を
建
て
る

３

長

板
屋

　
工
事
の
作
業
場

Ⅲ

Ａ

宝
鐸
を
掘
出
し
石
山
寺
を
建
立
す
る

４

長

廊

①
中
門
楼

Ⅲ

Ｂ
／

石
山
寺
の
常
楽
会

台

②
舞
楽
の
舞
台

─

Ｄ

堂

③
石
山
寺
の
堂

Ⅰ

Ｂ
／

５

長

仮
屋

①
打
出
浜
の
仮
屋

Ⅲ

Ｄ

宇
多
法
皇
の
石
山
寺
行
幸
に
際
し

て
、
近
江
守
、
風
流
を
尽
く
し
た

仮
屋
を
作
る

仮
屋

②
打
出
浜
の
仮
屋

Ⅲ

Ｄ

仮
屋

③
打
出
浜
の
仮
屋

Ⅲ

Ｄ

２
６

短

堂

　
普
賢
院

Ⅰ

Ｂ
／

普
賢
院
淳
祐
才
人
美
男
に
生
変
わ
る

７

長

家

　
淳
祐
の
住
房

Ⅲ

Ａ

比
叡
山
皇
慶
、
淳
祐
に
受
法
を
こ
う

８

短

邸

　
石
山
寺
参
籠
部
屋
Ⅰ

Ｂ
／

道
綱
母
、
石
山
寺
に
参
籠
す
る

９

長

家

①
大
津
浦
の
家(

猫)

Ⅱ

Ａ

源
順
、『
万
葉
集
』
の
戯
訓
に
悩
ん

で
石
山
寺
に
向
う
折
、
大
津
浦
で

解
を
得
る

家

②
大
津
浦
の
家

Ⅱ

Ａ

家

③
大
津
浦
の
家

Ⅱ

Ａ

10

長

堂

　
石
山
寺
の
堂

Ⅰ

Ｂ
／

円
融
院
、
落
飾
し
石
山
寺
に
参
詣
す
る

11

長

板
屋

　
龍
穴
の
拝
所

Ⅲ

Ｄ

歴
海
和
尚
、
龍
穴
で
孔
雀
経
を
誦
す

12

長

─

　
─

─

─

石
山
寺
寺
領
、
殺
生
禁
断
の
取
締
り

３
13

長

門

　
石
山
寺
の
東
大
門
Ⅲ

Ａ

東
三
条
院
、
石
山
寺
に
詣
で
る

14

長

祠

①
石
山
寺
途
次
の
祠
Ⅱ

Ａ

東
三
条
院
、
石
山
寺
に
再
び
参
詣
、

供
養
を
行
う
も
の
ち
薨
去
す
る

堂

②
石
山
寺
の
堂

Ⅰ

Ｂ
／

15

長

家

①
道
端
の
家

Ⅲ

Ｃ

菅
原
孝
標
女
、
石
山
寺
に
参
籠
す

る※
湖
畔
の
家
は
屋
根
だ
け
が
見
え

て
下
は
霞
に
隠
れ
る

家

②
道
端
の
家

Ⅲ

Ｃ

家

③
道
端
の
家

Ⅲ

Ｃ

家

④
道
端
の
家

Ⅲ

Ｃ

家

⑤
関
守
の
屋
形

Ⅲ

Ｃ

家

⑥
道
端
の
家

Ⅱ

Ａ

門

⑦
石
山
寺
の
東
大
門
Ⅲ

Ｃ

堂

⑧
金
堂
の
屋
根

Ⅲ

Ｃ

家

⑨
琵
琶
湖
畔
の
家

Ⅲ

Ｄ

家

⑩
琵
琶
湖
畔
の
家

Ⅲ

Ｄ

家

⑪
琵
琶
湖
畔
の
家

Ⅲ

Ｄ

家

⑫
琵
琶
湖
畔
の
家

Ⅲ

Ｄ

家

⑬
琵
琶
湖
畔
の
家

Ⅲ

Ｄ

堂

⑭
石
山
寺
の
堂

Ⅰ

Ｂ
／

「石山寺縁起絵巻」絵 5 の建物　打出浜の仮屋 「石山寺縁起絵巻」絵 4 の建物　右が中門楼、左が舞台

　
　
　
三

　
他
方
、「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」
の
第
三
巻
ま
で
に
描

か
れ
る
建
物
の
す
べ
て
に
つ
い
て
見
て
み
る
と(

表

四
・「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」
一
〜
三
巻
の
建
物)

、
そ
の
大
半

が
形
式
と
し
て
は
Ⅲ
の
、
屋
根
を
描
く
も
の
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
小
さ
な
板
屋
や
屋
根
だ
け
を
見
せ

る
も
の
な
ど
も
含
め
て
と
り
出
し
た
建
物
三
十
三
の

う
ち
、
一
つ
は
屋
根
が
な
い
も
の
で
あ
る
が(

絵
４

の
舞
台)

、
そ
の
他
の
分
布
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

　
Ⅰ
─
Ａ(

０)  

Ⅰ
─
Ｂ(

６)  

Ⅰ
─
Ｃ(

０)  

Ⅰ
─
Ｄ(

０)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
→ 

Ⅰ
の
合
計 

６

　
Ⅱ
─
Ａ(

５)  

Ⅱ
─
Ｂ(

０)  

Ⅱ
─
Ｃ(

０)  

Ⅱ
─
Ｄ(

０)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
→ 

Ⅱ
の
合
計 

５
　
　

　
Ⅲ
─
Ａ(

３)  

Ⅲ
─
Ｂ(

１)  

Ⅲ
─
Ｃ(

７)  

Ⅲ
─
Ｄ(

10)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　   

→  

Ⅲ
の
合
計 

21

　
す
な
わ
ち
、
先
に
見
た
吹
抜
屋
台
の
石
山
寺
の
堂

六
つ
が
Ⅰ
の
形
式
で
、
そ
の
ほ
か
に
屋
根
を
紙
外
に

は
み
出
さ
せ
た
Ⅱ
の
建
物
が
五
つ
あ
り
、
残
り
の

二
十
一
の
建
物
は
す
べ
て
屋
根
を
描
い
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
の
う
ち
特
に
多
い
の
が
配
置

の
記
号
と
し
て
は
Ｄ
の
、
紙
幅
の
上
下
ど
ち
ら
に
も

建
物
が
は
み
出
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
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絵巻の構図に関する一考察 (下 )

　
屋
根
を
描
く
Ⅲ
の
形
式
の
建
物
は
、
配
置
と
し
て
は
Ｂ(

画
面
の
上
下
端
か
ら

と
も
に
は
み
出
す)

も
し
く
は
Ｄ(

画
面
の
上
下
い
ず
れ
に
も
は
み
出
さ
な
い)

と
な
る
こ
と
が
多
い
。
Ⅲ
─
Ｂ
の
か
た
ち
で
は
、「
稚
児
観
音
縁
起
絵
巻
」
の
僧

侶
の
住
房
の
よ
う
に
、
邸
や
家
の
よ
う
な
建
物
が
大
き
く
描
か
れ
て
上
下
端
か
ら

は
み
出
す
こ
と
も
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
は
こ
の
「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」
の
絵
４

の
中
門
廊
の
よ
う
に(

前
頁
・「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」
絵
４
の
建
物)

、
門
や
廊
の
よ
う

な
細
長
い
棟
が
斜
め
に
画
面
を
横
断
し
て
紙
幅
の
上
下
に
建
物
が
は
み
出
る
。「
男

衾
三
郎
絵
詞
」(

東
京
国
立
博
物
館
蔵)

の
前
半
、
邸
の
表
現
の
部
分
な
ど
で
も
こ

の
表
現
が
顕
著
に
見
え(

建
物
図
７
「
男
衾
三
郎
絵
詞
」)

、
そ
う
し
た
建
物
が
お
も

に
Ⅱ
─
Ａ
の
形
式
の
建
物
を
間
に
挟
み
な
が
ら
場
面
を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
の
斜
め
の
門
や
廊
を
用
い
た
Ⅲ
─
Ｂ
の
描
き
方
は
、「
伴
大
納
言
絵
詞
」

「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
に
見
ら
れ
る
ほ
か(

前
稿
図
６
・
７)

、「
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
」

(

承
久
本)

に
も
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り(

前
稿
図
９)

、
古
い
時
期
か
ら
定
着
し

て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
他
方
、「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」の
絵
５
に
描
か
れ
る
打
出
浜
の
仮
屋
の
よ
う
に(

前

頁
・「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」
絵
５
の
建
物)

、
建
物
が
上
下
の
い
ず
れ
に
も
は
み
出
さ
ず
、

全
体
が
紙
幅
の
中
に
お
さ
ま
る
Ⅲ
─
Ｄ
の
形
式
は
、
十
四
世
紀
以
降
多
く
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
「
融
通
念
仏
縁
起
絵
巻
」(

シ
カ
ゴ
美
術
館
・
ク
リ
ー

ブ
ラ
ン
ド
美
術
館
蔵)

に
描
か
れ
る
建
物
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
取
り
出
さ
れ
る

四
十
五
の
建
物
の
屋
根
の
描
法
は
次
の
通
り
に
な
っ
て
い
る(

次
頁
・
表
六
「
融
通

念
仏
縁
起
絵
巻
」
の
建
物)

。

　
Ⅰ
─
Ａ(
１)   
Ⅰ
─
Ｂ(

１)   

Ⅰ
─
Ｃ(

１)   

Ⅰ
─
Ｄ(

０)

　
　
　
　
　
→ 

Ⅰ
の
合
計 

３

　
Ⅱ
─
Ａ(

８)   
Ⅱ
─
Ｂ(

０)   

Ⅱ
─
Ｃ(

０)   

Ⅱ
─
Ｄ(

１)

　
　
　
　
　
→ 

Ⅱ
の
合
計 

９
　
　

　
Ⅲ
─
Ａ(

10)  
Ⅲ
─
Ｂ(

０)   

Ⅲ
─
Ｃ(

５)   

Ⅲ
─
Ｄ(

18)

　   

　
　
　
→ 

Ⅲ
の
合
計 

33

建物図 7「男衾三郎絵詞」

「男衾三郎絵詞」絵 1 の建物　

1

2

3

456
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表
六
　「
融
通
念
仏
縁
起
絵
巻
」
の
建
物

巻
絵

長
短
種
類

建
物

屋
根

配
置

場
面
概
要

上
1

長

家

①
良
忍
の
住
房 

廊
か
倉

Ⅲ

Ａ

机
に
向
か
う
良
忍

無
動
寺
に
詣
る
良
忍

大
原
に
移
り
勤
行
の
日
々
を
送
る

来
迎
院
に
詣
る

家

②
良
忍
の
住
房

Ⅱ

Ａ

堂

③
「
無
動
寺
」

Ⅱ

Ａ

家

④
大
原
の
庵
室

Ⅲ

Ｄ

堂

⑤
来
迎
院

Ⅲ

Ｄ

堂

⑥
浄
蓮
華
院

Ⅲ

Ｄ

２

短

家

大
原
の
庵
室

Ⅲ

Ｄ

夢
中
に
阿
弥
陀
如
来
の
示
現

３

長

邸

①
対
屋

Ⅲ

Ａ

良
忍
の
念
仏
に
化
仏
の
出
現

鳥
羽
院
に
如
来
示
現
の
事
を
言
上

市
井
の
人
々
を
勧
化
す
る
良
忍

邸

②
寝
殿

Ⅱ

Ａ

堂

③
堂

Ⅲ

Ａ

４

長

家

①
大
原
の
庵
室

Ⅲ

Ｄ

青
衣
の
僧
、
庵
に
現
れ
記
名
す
る

雲
上
の
青
衣
の
僧

塔

②
鞍
馬
寺
の
多
宝
塔
Ⅲ

Ｄ

堂

③
鞍
馬
寺
本
堂(

金
堂)

Ⅲ

Ｄ

５

長

社

①
「
厳
島
」

Ⅲ

Ｄ

　
　
諸
天
諸
神
の
名
帳
入
り

良
忍
鞍
馬
寺
に
参
籠
す
る

社

②
「
熊
野
」

Ⅲ

Ａ

鳥
居

③
「
大
神
宮
」(

伊
勢)

Ⅲ

Ｃ

鳥
居

④
「
春
日
」

Ⅲ

Ｄ

─

⑤
「
八
幡
」

九
輪
の
み

─

社

⑥
「
住
吉
」

Ⅲ

Ｃ

社

⑦
「
稲
荷
」

Ⅲ

Ｄ

社

⑧
「
賀
茂
」

Ⅱ

Ｄ

社

⑨
「
日
吉
」

Ⅱ

Ａ

鳥
居

⑩
「
北
野
」

Ⅲ

Ｄ

堂

⑪
「
祇
園
」(

八
坂
神
社)

Ⅲ

Ｃ

塔

⑫
祇
園
社
多
宝
塔

Ⅲ

Ｃ

堂

⑬
鞍
馬
寺(

閼
伽
井
護
法
神
社)

Ⅱ

Ａ

堂

⑭
鞍
馬
寺
本
堂(

金
堂)

Ⅰ

Ａ

堂

⑮
鞍
馬
寺
光
明
心
殿
Ⅲ

Ａ

堂

⑯
貴
船
神
社(

本
宮)

Ⅲ

Ａ

社

⑰
貴
船
神
社(

奥
宮
本
殿)

Ⅲ

Ｄ

社

⑱
貴
船
神
社(

奥
宮
拝
殿)

Ⅲ

Ｄ

下
６

短

家

大
原
の
庵
室

Ⅲ

Ｄ

鵄
と
鼠
が
念
仏
に
加
入
す
る

７

長

家

大
原
の
庵
室

Ⅲ

Ｄ

良
忍
の
臨
終

８

短

家

覚
厳
律
師
の
僧
房

Ⅱ

Ａ

良
忍
、
覚
厳
律
師
の
夢
枕
に
立
つ

９

短

邸

①
鳥
羽
院
の
御
所

Ⅱ

Ａ

鳥
羽
院
、
念
仏
を
一
日
千
遍
に
増
す

邸

②
泉
殿

Ⅲ

Ａ

10

短

堂

法
金
剛
院

Ⅲ

Ａ

待
賢
門
院
、
法
金
剛
院
で
念
仏
興
行

11

短

家

①
大
原
の
庵
室

Ⅲ

Ａ

道
経
の
娘
、
尼
と
な
る

道
経
の
娘
の
臨
終

邸

②
道
経
の
家
宅

Ⅰ

Ｃ

12

短

家

青
木
の
尼
君
の
庵
室
Ⅱ

Ａ

尼
君
の
臨
終

13

短

家

①
牛
飼
童
の
家
と
長
屋

Ⅲ

Ａ

牛
飼
童
の
妻
の
出
産

家

②
向
か
い
の
長
屋

Ⅲ

Ｃ

14

長

殿

①
閻
魔
庁

Ⅰ

Ｂ
／

僧
の
妻
女
、
冥
界
か
ら
帰
さ
れ
る

蘇
生
す
る
妻
女

家

②
北
白
川
の
下
僧
の
家
Ⅲ

Ｄ

15

短

家

①
与
野
郷
名
主
の
邸
Ⅲ

Ｄ

名
主
の
屋
敷
で
の
念
仏

名
主
の
娘
の
臨
終

家

②
名
主
の
娘
の
家
宅
Ⅲ

Ｄ

16

短

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

　
こ
こ
で
は
塔
の
九
輪
だ
け
を
覗
か
せ
て
い
る
よ
う
な
建
物
を
除
き
、
鳥
居
な
ど

に
つ
い
て
は
笠
木
の
上
面
が
表
さ
れ
て
い
れ
ば
そ
れ
を
屋
根
に
相
当
す
る
も
の
と

捉
え
て
い
る
が
、
ま
ず
全
体
の
七
割
を
こ
え
る
も
の
が
屋
根
を
描
く
Ⅲ
の
形
式
で

あ
る
こ
と
、
そ
の
う
ち
建
物
の
全
体
が
画
面
内
に
お
さ
ま
る
Ｄ
の
配
置
の
も
の
が

六
割
以
上
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
配
置
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
画

面
の
上
辺
か
ら
屋
根
部
分
を
は
み
出
さ
せ
る
Ａ
が
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
の
各
形
式
を
合
わ

せ
て
十
九
、
上
下
か
ら
は
み
出
す
Ｂ
が
一
、
下
辺
か
ら
下
に
は
み
出
す
Ｃ
が
六
、

画
面
内
に
建
物
が
お
さ
ま
る
Ｄ
が
十
九
で
、
全
体
と
し
て
画
面
の
中
心
よ
り
上
に

建
物
が
置
か
れ
て
い
る
。
一
方
Ⅲ
─
Ｂ
の
か
た
ち
の
も
の
は
一
つ
も
な
く
、
門
や

廊
が
画
面
を
横
断
す
る
構
図
は
見
ら
れ
な
い
。

　
絵
５
に
は
、
諸
神
諸
天
が
名
帳
に
加
入
し
た
と
の
内
容
を
あ
ら
わ
す
に
あ
た
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
神
社
が
集
ま
っ
て
描
か
れ
る
部
分
が
あ
る
。「
厳
島
」「
熊
野
」
な

ど
と
画
中
詞
に
示
さ
れ
た
こ
れ
ら
は
各
社
の
一
種
の
記
号
で
、
景
観
そ
れ
自
体
を

あ
ら
わ
す
も
の
で
は
な
い
が
、
建
物
の
外
観
を
遠
望
す
る
表
現
が
多
用
さ
れ
て
き

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。



77

五　浦　論　叢　第　29　号

16

絵巻の構図に関する一考察 (下 )

建物図 8「融通念仏縁起絵巻」

　
ま
た
こ
の
「
融
通
念
仏
縁
起
絵
巻
」
を
建
物
図
で
見
て
興
味
深
い
の
は(

建
物

図
８
「
融
通
念
仏
縁
起
巻
」)

、
Ⅲ
─
Ｄ
の
形
式
の
建
物
の
多
く
に
、
正
面
と
側
面
が

と
も
に
斜
角
を
つ
く
る
構
図
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る(

右
図)

。「
源
氏
物
語
絵

巻
」
や
「
寝
覚
物
語
絵
巻
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
屋
根
の
な
い
吹
抜
屋
台
の
Ⅰ
の

構
図
で
は
そ
う
し
た
二
面
が
斜
角
と
な
る
描
き
方
は
度
々
見
ら
れ
る
が
、
屋
根
が

描
か
れ
る
場
合
に
は
一
面(

正
面)

は
斜
め
に
上
が
ら
ず
、
水
平
に
描
か
れ
る
こ

と
が
多
い
。
二
面
が
斜
角
に
な
っ
て
い
る
建
物
に
屋
根
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
場

合
、
画
面
に
は
俯
瞰
の
強
調
さ
れ
た
疑
似
的
な
立
体
感
が
生
ま
れ
る
。「
融
通
念

仏
縁
起
絵
巻
」
で
は
、
良
忍
の
庵
室
や
往
生
者
の
家
な
ど
、
質
素
な
家
屋
や
苫
屋

を
描
く
際
に
多
く
こ
の
描
き
方
を
用
い
て
い
る
。

　
画
面
の
中
に
そ
の
全
体
が
お
さ
ま
る
Ⅲ
─
Ｄ
の
形
式
の
建
物
は
、
外
構
か
ら
建

物
を
見
る
意
識
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
。
そ
こ
で
は
も
は
や
建
物
の
内
部
で
起
こ
っ

て
い
る
出
来
事
を
覗
き
込
む
の
で
は
な
く
、
情
景
は
建
物
を
外
か
ら
眺
め
る
中
で

垣
間
見
え
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
物
語
の
感
取
の
あ
り
方
と
し
て
大
き
な
変
化

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 「融通念仏縁起絵巻」絵４の建物

  良忍の大原の庵室

「融通念仏縁起絵巻」絵１の建物
  来迎院と浄蓮華院

正面と側面がともに斜角をつくる

側面のみ斜角をつくる

1

234

5

6789

10111213

141516
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四

　
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
二
つ
の
絵
巻
に
つ
い
て
そ
の
構
図

を
大
観
し
て
み
る
。
一
つ
は
「
春
日
権
現
験
記
絵
巻
」(

宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵)

、

も
う
一
つ
は「
一
遍
上
人
絵
伝
」(

神
奈
川 

清
浄
光
寺
／
東
京
国
立
博
物
館
蔵)

で
あ
る
。

　
春
日
社
の
霊
験
利
生
を
描
く
「
春
日
権
現
験
記
絵
巻
」
は
、
二
十
巻
の
構
成

で
、
絵
は
九
十
三
図
が
あ
る
。
そ
の
建
物
図
を
用
い
て
構
造
の
近
似
す
る
も
の
を

分
類
し
、
並
べ
た
も
の
が
次
頁
以
下
の
図
で
あ
る(

建
物
図
９
「
春
日
権
現
験
記
絵
巻
」

分
類
図
１
〜
３)

。
分
類
図
の
１
、２
に
は
、
屋
根
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
、
３
に
は

描
か
れ
て
い
な
い
画
面
が
お
お
む
ね
集
ま
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
全
体
に
Ⅲ
─
Ｂ
の
形
式
の
門
、
廊
を
横
断
さ
せ
る
構
図
が
多
く
み
ら
れ
る

こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
配
置
Ａ
の
、
画
面
の
上
辺
か
ら
建
物
が
上
に
は
み
出
る
も

の
も
多
く
、
こ
こ
で
も
全
体
に
建
物
を
上
に
寄
せ
た
構
図
が
中
心
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
建
物
の
全
体
が
画
面
内
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
Ｄ
の
配
置

の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　
ま
た
こ
の
よ
う
に
建
物
図
と
し
て
そ
の
骨
組
み
を
あ
ら
わ
に
見
て
あ
ら
た
め
て

気
づ
く
こ
と
は
、
構
造
と
し
て
同
じ
基
盤
を
も
つ
も
の
、
あ
る
い
は
転
写
し
た
ご

と
く
一
致
す
る
も
の
が
多
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
い
ず
れ
も

春
日
の
社
頭
を
描
く
絵
14
と
絵
30
の
よ
う
に
同
じ
建
物
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
絵
12

と
絵
25
の
よ
う
に
、
異
な
る
場
、
異
な
る
建
物
を
同
じ
構
図
で
描
く
こ
と
も
あ
る

(

下
図
・「
春
日
権
現
験
記
絵
巻
」
絵
14
、
絵
30
、
絵
12
、
絵
25)

。
こ
れ
ら
絵
12
と
絵
25

の
二
図
で
は
、
一
つ
の
構
図
を
共
有
し
な
が
ら
、
棟
を
短
く
し
た
り
、
建
物
の
部

分
を
霞
に
し
た
り
と
部
分
の
表
現
に
変
化
を
も
た
せ
て
い
る
。

「春日権現験記絵巻」絵14　 「春日権現験記絵巻」絵30　

「春日権現験記絵巻」絵12　

「春日権現験記絵巻」絵25　

　
九
十
三
図
の
う
ち
約
半
数
は
短
画
面
で
、
残
り
の
長
さ
の
あ
る
画
面
は
、
画
面

を
斜
め
に
横
切
る
門
や
廊
を
介
在
さ
せ
つ
つ
、
邸
外
か
ら
邸
内
、
建
物
へ
と
移
行

す
る
と
い
う
展
開
が
多
く
見
ら
れ
る
。「
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
よ
う
に
短
画
面
だ

け
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
も
、「
伴
大
納
言
絵
詞
」「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
の
よ
う
に

長
く
続
く
画
面
だ
け
で
巻
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
対
応
す
る
内
容
の
詞
書

を
段
ご
と
に
挟
み
な
が
ら
短
画
面
と
長
画
面
の
絵
が
混
在
し
て
お
り
、
詞
と
絵
が

明
確
に
組
み
合
わ
さ
っ
た
形
式
が
見
ら
れ
る
。
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建物図 9「春日権現験記絵巻」　分類図 1
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建物図 9「春日権現験記絵巻」　分類図 2
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建物図 9「春日権現験記絵巻」　分類図 3
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こ
の
「
春
日
権
現
験
記
絵
巻
」
を
「
一
遍
上
人
絵
伝
」
の
建
物
図
と
比
較
し
て

み
る
と(

次
頁
、
次
々
頁
・゙
建
物
図
10
「
一
遍
上
人
絵
伝
」
１
、２)

、
そ
の
違
い
は
明
確

で
あ
る
。
Ⅲ
─
Ａ
も
し
く
は
Ⅱ
─
Ａ
の
形
式
と
Ⅲ
─
Ｂ
と
の
組
み
合
わ
せ
が
主
で

あ
っ
た
「
春
日
権
現
験
記
絵
巻
」
に
対
し
て
、「
一
遍
上
人
絵
伝
」
で
は
建
物
は

ほ
と
ん
ど
が
Ⅲ
─
Ｄ
の
形
式
で
描
か
れ
、
風
景
の
中
に
小
さ
く
点
在
す
る
も
の
も

数
多
く
見
ら
れ
る
。「
春
日
権
現
験
記
絵
巻
」
で
は
室
内
も
し
く
は
建
物
の
周
囲

が
物
語
の
場
面
と
な
り
、
一
図
の
中
に
大
き
な
移
動
の
感
覚
が
含
め
ら
れ
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、「
一
遍
上
人
絵
伝
」
で
は
右
か
ら
左
へ
の
画
面
の
移
行
に

上
人
の
た
ど
る
旅
の
道
の
り
が
重
ね
ら
れ
、
各
地
の
名
所
を
行
脚
し
た
こ
と
が
綴

ら
れ
る
。
こ
の
内
容
の
違
い
は
大
き
な
要
因
で
あ
る
が
、
と
も
に
一
三
〇
〇
年
の

前
後
、
ほ
と
ん
ど
同
時
期
の
作
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
、
紙
幅
も
ほ
ぼ
近
い
規
模

の
二
作
の
構
図
に
こ
の
よ
う
な
明
確
な
違
い
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ら
た
め
て

興
味
深
い
。

　
こ
の
「
一
遍
上
人
絵
伝
」
で
は
、上
人
の
遊
行
の
途
次
の
景
観
が
描
か
れ
る
際
、

画
面
は
上
空
か
ら
景
観
を
描
写
し
た
よ
う
な
絵
図
を
思
わ
せ
る
も
の
と
な
る
が
、

そ
れ
ら
は
実
景
に
即
す
る
と
い
う
よ
り
、
や
は
り
い
く
つ
か
の
基
本
の
図
型
を
下

に
し
な
が
ら
描
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
下
の
図
に
見
え
る
よ
う
に(
下

図
・「
一
遍
上
人
絵
伝
」
絵
３
・
絵
42
・
絵
９
・
絵
36)

、
絵
３
の
善
光
寺
と
絵
42
の
厳
島

神
社
は
建
物
の
形
態
と
描
線
が
透
写
し
た
ご
と
く
一
致
し
て
お
り
、
絵
９
の
熊
野

本
宮
、
絵
36
の
石
清
水
八
幡
宮
で
は
、
そ
の
縮
小
、
あ
る
い
は
反
転
が
見
ら
れ
る
。

他
の
場
面
に
つ
い
て
も
、ま
ず
い
く
つ
か
の
図
型
の
う
ち
の
一
つ
が
基
盤
と
さ
れ
、

そ
こ
に
周
囲
の
地
形
や
建
物
の
配
置
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
の
特
徴
が
加
味
さ

れ
て
各
々
の
情
景
が
構
成
さ
れ
る
。

「一遍上人絵伝」絵9　熊野本宮　

「一遍上人絵伝」絵42　吉備津神社　厳島神社　

「一遍上人絵伝」絵3　善光寺　

「一遍上人絵伝」絵36　石清水八幡宮　
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建物図 10「一遍上人絵伝」絵 1〜絵 23
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五

　
前
稿
で
は
床ゆ
か

の
配
置
を
主
な
視
点
と
し
て
、
一
二
〇
〇
年
前
後
ま
で
の
作
と
考

え
ら
れ
て
い
る
絵
巻
の
建
物
の
描
法
を
見
た
。
建
物
の
床ゆ
か

が
画
面
の
中
で
ど
の
よ

う
な
位
置
や
大
き
さ
を
占
め
て
い
る
の
か
、
図
化
し
て
抽
出
し
て
み
る
と
、
平
安

時
代
の
物
語
絵
巻
で
は
、
両
手
の
幅
に
お
さ
ま
る
短
画
面
の
全
体
、
も
し
く
は
大

部
分
を
床ゆ
か

が
占
め
、
室
内
で
起
こ
る
出
来
事
を
上
か
ら
見
下
ろ
す
構
図
が
明
確
に

浮
か
び
上
が
る
。
一
方
、
幾
度
も
繰
り
延
べ
な
が
ら
情
景
を
追
っ
て
い
く
長
画
面

の
絵
で
は
、
一
図
が
長
大
に
お
よ
ぶ
た
め
に
床ゆ
か

が
占
め
る
面
積
は
そ
の
う
ち
の
ご

く
一
部
と
な
り
、
位
置
も
画
面
上
端
に
偏
る
な
ど
の
こ
と
が
起
き
る
。
そ
し
て
こ

れ
に
伴
っ
て
描
か
れ
る
情
景
は
屋
内
に
集
約
せ
ず
、
屋
外
に
も
展
開
す
る
も
の
と

な
る
。
短
画
面
の
物
語
絵
巻
の
絵
で
は
、
た
と
え
ば
外
の
庭
を
の
ぞ
む
、
垣
根
か

ら
邸
内
を
垣
間
見
る
人
が
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
屋
外
の
描
写
は
あ
く
ま
で
室
内

を
基
点
と
し
て
な
さ
れ
る
が
、
長
画
面
の
絵
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
屋
外
の
景
で
は
、

物
語
の
場
そ
の
も
の
が
屋
外
に
置
か
れ
る
か
、
も
し
く
は
あ
る
情
景
か
ら
次
の
情

景
へ
の
移
行
に
お
い
て
外
の
風
景
が
そ
の
つ
な
ぎ
と
な
る
。
こ
の「
戸
外
を
描
く
」

と
い
う
観
点
が
、
室
内
に
置
か
れ
た
場
の
描
写
の
た
め
に
意
図
的
に
消
去
さ
れ
て

い
た
屋
根
を
建
物
に
付
す
こ
と
を
促
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
次
に
屋
根
の
描
か
れ
方
に
注
目
し
て
絵
巻
の
建
物
を
見
て
み
る
と
、

屋
根
が
描
か
れ
な
い
建
物
に
は
、
そ
の
現
実
に
反
し
た
状
態
を
顕
に
あ
ら
わ
す
も

の(

本
稿
に
お
け
る
分
類
の
Ⅰ
の
形
式)

と
、
そ
の
状
態
を
糊
塗
し
よ
う
と
す
る
も
の

(

Ⅱ
の
形
式)

が
あ
り
、
後
者
の
基
本
は
床ゆ
か

の
配
置
の
考
察
の
中
で
見
出
さ
れ
た
、

画
面
の
上
端
に
建
物
を
寄
せ
た
描
き
方
に
則
し
て
生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
既
述
の
ご
と
く
、
戸
外
の
情
景
を
描
こ
う
と
す
る
中
で
屋

根
を
描
か
な
い
こ
と
の
不
自
然
が
意
識
さ
れ
、
建
物
を
画
面
上
辺
か
ら
は
み
出
さ

せ
て
屋
根
部
分
を
紙
外
へ
追
い
出
し
た
り
、
建
物
が
画
面
の
中
ほ
ど
に
あ
る
場
合

に
は
霞
で
屋
根
部
分
を
覆
っ
た
り
す
る
こ
と
が
出
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

①上
面
か
ら
室
内
を

見
下
ろ
す

②上
面
と
正
面

(

側
面)

か
ら

室
内
を
見
る

③正
面(

側
面)

か
ら
室
内
が

見
え
る

④
ａ

屋
根
の
部
分
が

画
面
の
上
端

か
ら
は
み
出
る

④
ｂ

屋
根
の
部
分
が

霞
で
隠
さ
れ
る

⑤屋
根
が
描
か
れ
る

ＡＢ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

建
物
の

位
置

屋
根
の

形
式

Ｄ Ｃ
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一
方
屋
根
を
描
く
建
物(

Ⅲ
の
形
式)

は
、
Ⅱ
の
形
式
の
建
物
の
軒
先
を
描
く

こ
と
や
、
戸
外
の
情
景
描
写
の
一
つ
の
定
型
と
し
て
の
門
や
廊
を
あ
ら
わ
す
こ
と

に
は
じ
ま
り
、
や
が
て
ほ
と
ん
ど
の
建
物
に
屋
根
が
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま

た
建
物
の
全
体
が
画
面
に
お
さ
ま
る
外
構
描
写(

Ⅲ
─
Ｄ)

が
あ
ら
わ
れ
て
く
る

が
、
こ
れ
は
完
全
に
建
物
を
外
観
か
ら
見
る
描
法
で
、
Ⅰ
と
は
対
照
的
な
概
念
の

も
の
と
言
え
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
の
考
察
を
建
物
と
人
物
の
関
係
を
含
め
て
図
化
し
て
み
る
と

(

前
頁
図)

、
ま
ず
Ⅰ
の
形
式
の
中
の
三
つ
に
つ
い
て
、
①
は
平
安
時
代
の
物
語
絵

巻
で
よ
く
用
い
ら
れ
た
、
屋
根
の
な
い
建
物
の
上
面
か
ら
室
内
を
見
下
ろ
す
構
図

で
、
先
述
の
通
り
床ゆ
か

に
注
目
し
た
時
、
画
面
の
大
き
な
部
分
を
そ
れ
が
占
め
る
。

②
は
横
方
向
の
長
押
を
描
か
ず
、
建
物
の
上
面
か
ら
正
面(

側
面)

に
か
け
て
遮

る
も
の
な
く
中
の
情
景
を
見
せ
る
も
の
で
、
側
面
が
意
識
さ
れ
る
分
、
床ゆ
か

の
占
め

る
割
合
は
①
よ
り
も
減
少
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
③
で
は
横
方
向
の
長
押
が
描
か

れ
、
人
物
の
様
子
は
正
面(

側
面)

か
ら
の
み
見
え
る
状
態
と
な
る
。
つ
ま
り
、

建
物
の
上
か
ら
、
上
と
横
か
ら
、
そ
し
て
横
か
ら
と
、
次
第
に
室
内
の
人
物
の
様

子
に
対
す
る
観
者
の
視
点
は
下
が
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

③
の
構
図
を
基
盤
と
し
て
、
Ⅱ(

④)

や
Ⅲ(

⑤)

の
形
式
が
展
開
す
る
。

　
一
つ
興
味
深
い
こ
と
は
、
平
安
時
代
の
作
例
で
は
、
屋
根
の
描
法
は
一
つ
の
作

品
の
中
で
一
定
の
統
一
性
を
持
っ
て
い
た
が
、
本
稿
で
見
た
よ
う
な
十
四
世
紀
以

降
の
作
品
で
は
、
あ
る
場
面
で
は
Ⅰ
、
あ
る
場
面
で
は
Ⅲ
、
と
場
面
に
よ
っ
て
選

択
が
異
な
り
、
異
な
る
屋
根
の
形
式
が
混
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
実
は
重
要
な
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
は
そ
の
混
在

の
状
況
が
、
絵
の
間
に
詞
書
が
嵌
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
状
態
を
示
唆
す
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
前
稿
の
冒
頭
に
も
述
べ
た
通
り
、
十
二
世
紀
ま
で
の
作
品
で
は
、〝
捲
る
絵
〟

に
し
て
も
〝
繰
る
絵
〟
に
し
て
も
、
物
語
の
文
章(

詞
書)

は
絵
と
は
別
に
あ
っ

た
も
の
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
が
、
一
枚
ず
つ
を
追
っ
て
い
く
か
、
長
い
画
面
を

巻
き
送
っ
て
い
く
か
、
観
る
人
の
動
作
に
と
も
な
う
時
間
の
表
現
方
法
は
異
な
っ

て
も
、
そ
れ
ら
の
絵
は
い
ず
れ
も
連
続
的
に
物
語
を
綴
っ
て
い
た
。
し
か
し
段
ご

と
に
文
が
入
っ
て
装
丁
さ
れ
る
と
な
る
と
、
絵
は
全
体
を
通
じ
て
視
覚
的
な
連
続

性
を
も
つ
こ
と
を
必
要
と
は
し
な
く
な
る
。
一
二
〇
〇
年
前
後
の
作
と
考
え
ら
れ

る
作
例
に
は
、
詞
書
が
文
の
途
中
で
途
切
れ
た
り
、
文
末
に
大
き
な
余
白
を
残
し

て
い
る
も
の
が
あ
り
、
未
だ
絵
と
文
が
対
応
し
な
い
状
態
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の

後
詞
と
絵
が
対
に
な
っ
た
巻
子
形
式
が
確
立
し
た
と
き
、
詞
書
の
介
在
に
よ
っ
て

絵
は
一
図
ご
と
の
自
立
性
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
場
面
ご
と
に
選

択
の
変
わ
る
建
物
の
構
図
は
そ
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
な
の
で
は
な
い
か
と
、
こ
の

二
稿
を
経
て
考
え
る
の
で
あ
る
。

付
記

本
稿
に
お
け
る
絵
巻
の
画
面
の
画
像
は
、
中
央
公
論
社
刊
『
日
本
絵
巻
大
成
』『
続
日
本

絵
巻
大
成
』
に
掲
載
さ
れ
た
各
絵
巻
図
版
か
ら
の
引
用
で
す
。

本
稿
は
東
京
藝
術
大
学
美
術
学
部
Ｊ
基
金
に
よ
る
研
究
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
基
金
設

立
者
の
福
武
純
子
氏
、
現
在
研
究
に
ご
支
援
を
い
た
だ
い
て
い
る
福
武
教
育
文
化
振
興

財
団
の
松
浦
俊
明
理
事
長
に
深
甚
の
謝
意
を
表
し
ま
す
。
ま
た
本
稿
執
筆
の
機
会
を
い

た
だ
き
、
ご
教
導
く
だ
さ
い
ま
し
た
茨
城
大
学
の
甲
斐
教
行
教
授
、
瀬
分
綠
氏
に
心
よ

り
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　(

二
〇
二
二
年
十
一
月
十
一
日
受
理)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〔
す
が
　
み
ほ
／
東
京
藝
術
大
学
美
術
学
部
教
授
〕


