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日
本
の
伝
統
芸
能
と
ア
ジ
ア(

上)

日
本
の
伝
統
芸
能
は
、
ア
ジ
ア
と
ど
の

よ
う
な
関
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
誕
生
し
て

き
た
の
か
。

今
回
は
第
一
回
の
授
業
で
も
触
れ
た
狂

言
を
例
に
、
中
世
以
前
の
日
本
が
ア
ジ
ア

と
の
文
化
交
流
を
通
じ
て
、
独
自
の
伝
統

芸
能
を
生
み
出
す
ま
で
の
歴
史
を
振
り

返
っ
て
み
た
い
。

世
界
文
化
遺
産
に
も
登
録
さ
れ
た
、
日

本
が
世
界
に
誇
る
伝
統
文
化
・
狂
言
。
そ

の
知
ら
れ
ざ
る
歴
史
に
迫
る
。

狂言「附子」（『狂言絵』国文学研究資料館蔵）



狂
言
は
ど
の
よ
う
に
誕
生
し
た
の
か
？
？

奈
良
時
代
、
日
本
は
中
国
か
ら
多
く
の

制
度
や
文
化
を
取
り
入
れ
た
が
、
そ
の
一

つ
に
「
散
楽
」
が
あ
る
。

「
散
楽
」
と
は
、
歌
舞
や
軽
業
、
奇
術

な
ど
を
集
め
た
サ
ー
カ
ス
の
よ
う
な
も
の

で
、
日
本
で
は
雅
楽
寮
の
中
に
散
楽
戸
と

い
う
教
習
施
設
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
技
が

伝
習
さ
れ
て
い
た
。

初期の散楽の姿を伝える「信西古楽図」（東京芸術大学蔵）



狂
言
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
？

と
こ
ろ
が
延
暦
元
年(

七
八
二)

、
散
楽

戸
は
廃
止
さ
れ
て
し
ま
う
。
仕
事
を
失
っ

た
芸
人
た
ち
は
各
地
を
放
浪
す
る
旅
芸
人

と
な
っ
た
り
、
寺
社
の
保
護
を
受
け
て
祭

礼
の
場
で
芸
を
演
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
う
し
た
中
、
芸
人
た
ち
は
次
第
に
滑

稽
な
演
技
で
人
々
を
楽
し
ま
せ
る
よ
う
に

な
り
、

「
散
楽
」
と
い
う
名
も
転
訛
し

て
「
猿
楽
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

初期の散楽の姿を伝える「信西古楽図」（東京芸術大学蔵）



散
楽
と
猿
楽
・
申
楽

平
安
時
代
中
期
の
十
一
世
紀
半
ば
、
藤

原
明
衡
が
著
し
た
『
新
猿
楽
記
』
に
は
、

猿
楽
の
一
団
が
大
陸
伝
来
の
奇
術
や
軽
業

に
加
え
て
、
滑
稽
な
寸
劇
を
演
じ
る
よ
う

す
が
描
か
れ
、
「
猿
楽
の
し
ぐ
さ
と
ば
か

ば
か
し
い
言
葉
に
、
腸
が
よ
じ
れ
、
顎
が

外
れ
る
ほ
ど
大
笑
い
し
な
い
者
は
い
な

か
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

藤原明衡『新猿楽記』（国文学研究資料館鵜飼文庫）



散
楽
と
猿
楽
・
申
楽

「
猿
楽
」
は
や
が
て
謡
と
舞
と
囃
子
に

よ
っ
て
物
語
を
演
じ
る
能
へ
と
発
展
し
て

い
く
が
、
そ
の
一
方
で
人
間
の
愚
か
さ
を

コ
ミ
カ
ル
に
描
く
「
猿
楽
」
の
伝
統
は
狂

言
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
。

狂言「附子」（『狂言絵』国文学研究資料館蔵）



で
は
、
中
国
で
は
「
散
楽
」
は
そ
の
後

ど
う
な
っ
た
の
か
？

狂言「附子」（『狂言絵』国文学研究資料館蔵）

？



中
国
の
「
散
楽
」

日
本
で
「
散
楽
」
が
「
猿
楽
」
へ
の
変

化
し
た
平
安
時
代
の
末
か
ら
室
町
時
代
に

か
け
て
、
中
国
で
も
「
散
楽
」
の
中
心
は
、

雑
劇
、
院
本
な
ど
と
呼
ば
れ
る
滑
稽
な
寸

劇
へ
と
変
化
し
て
い
た
。

宋雜劇「眼薬酸」絹画（北京故宮博物院蔵）



中
国
の
「
散
楽
」

日
本
の
狂
言
に
「
な
り
す
ま
し
」
を
モ

チ
ー
フ
と
し
た
一
連
の
曲
が
あ
る
。
金
儲

け
を
た
く
ら
む
男
が
、
仁
王
像
や
仏
像
に

な
り
す
ま
し
、
人
か
ら
財
物
を
騙
し
取
ろ

う
と
す
る
の
だ
が
、
最
後
は
正
体
が
ば
れ
、

追
い
込
ま
れ
る
と
い
う
話
で
あ
る
。

一
方
、
中
国
明
代
の
小
説
『
金
瓶
梅
詞

話
』
第
三
十
一
回
に
も
、
こ
れ
と
よ
く
似

た
筋
立
て
を
も
つ
「
院
本
」
と
い
う
寸
劇

の
上
演
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
。

狂言「仁王」(月岡耕漁画『能楽図絵』1898年)



中
国
の
笑
劇
「
院
本
」

傅
末(

末
＝
シ
テ

使
用
人)

節
級(
外
＝
ア
ド

主)

秀
才(
浄
＝
ア
ド

書
生
風
の
た
ら
し)

主
が
謡
と
と
も
に
登
場
。
名
乗
り
の
後
、

使
用
人
を
呼
び
出
す
。

主
は
屏
風
に
書
か
れ
た
詩
が
気
に
入
っ

た
の
で
、
作
者
の
王
勃
を
探
す
よ
う
使
用

人
に
言
い
つ
け
る
。
し
か
し
王
勃
は
千
年

も
前
の
唐
代
の
人
。
困
っ
た
使
用
人
は
街

へ
行
き
、
偶
然
出
会
っ
た
書
生
風
の
た
ら

し
に
「
あ
な
た
は
王
勃
さ
ま
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
」
と
声
を
か
け
る
。

(

『
金
瓶
梅
詞
話
』
第
三
十
一
回
、
一
六
一
七
年
刊)

『金瓶梅詞話』(1617年刊、台湾故宮博物院蔵)



中
国
の
笑
劇
「
院
本
」

す
る
と
た
ら
し
は
「
そ
う
だ
」
と
答
え

る
。
使
用
人
が
「
王
勃
さ
ま
は
身
の
丈
三

尺
の
は
ず
。
あ
な
た
様
で
は
背
丈
が
合
い

ま
せ
ん
」
と
い
う
と
、
た
ら
し
は
瞬
く
間

に
身
の
丈
三
尺
の
王
勃
に
変
身
す
る
。

中
国
の
伝
統
演
劇
の
技
法
の
一
つ
に

「
矮
子
功
」
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
こ
う

し
た
技
法
を
使
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(

『
金
瓶
梅
詞
話
』
第
三
十
一
回
、
一
六
一
七
年
刊)

中国伝統演劇の技法の一“矮子功”



大蔵流狂言「菌」（茂山千五郎家）京劇「武松」第二幕「紫石街遇兄」（朱何吉飾武大郎）



狂
言
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
？

日
本
で
「
散
楽
」
が
「
猿
楽
」
と
名
を

変
え
、
演
劇
へ
の
発
展
を
遂
げ
て
い
た
こ

ろ
、
中
国
で
も
「
散
楽
」
と
総
称
さ
れ
る

様
々
な
演
劇
が
上
演
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
中
に
は
狂
言
に
と
て
も
よ

く
似
た
演
劇
も
あ
っ
た
の
で
す
。

大蔵流狂言「菌」（茂山千五郎家）



中
国
の
笑
劇
「
院
本
」

と
は
い
え
、
い
つ
ま
で
も
そ
の
姿
勢
で

い
る
の
は
苦
し
い
の
で
、
た
ら
し
は
使
用

人
に
小
さ
な
腰
か
け
を
用
意
し
て
お
く
よ

う
頼
む
。
と
こ
ろ
が
使
用
人
が
そ
の
用
意

を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
我
慢
で
き

な
く
な
っ
た
た
ら
し
は
正
体
を
現
し
て
し

ま
う
。

(

『
金
瓶
梅
詞
話
』
第
三
十
一
回
、
一
六
一
七
年
刊)

中国伝統演劇の技法の一“矮子功”



中
国
の
「
散
楽
」
と
日
本
の
「
猿
楽
」

で
は
、
中
国
で
は
こ
う
し
た
演
劇
は
一

般
に
ど
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
の
か
。

中
国
山
西
省
に
あ
る
広
勝
寺
に
は
、
元

の
泰
定
元
年(

一
三
二
四)

に
こ
こ
で
奉
納

芝
居
を
演
じ
た
一
座
の
壁
画
が
あ
る
。
こ

の
壁
画
に
は
、
当
時
演
劇
が
ど
の
よ
う
に

呼
ば
れ
て
い
た
の
か
を
知
る
手
が
か
り
が

残
さ
れ
て
い
る
。

山西省洪洞県広勝寺明応王殿元雑劇壁画



山西省広勝寺元代雑劇壁画（NHKスペシャル「故宮」第10集より）



中
国
の
「
散
楽
」
と
日
本
の
「
猿
楽
」

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
壁
画

の
上
に
書
か
れ
た
画
題
で
あ
る
。

大
行
散
楽
忠
都
秀
在
此
作
場

泰
定
元
年
四
月

（
大
行
の
散
楽
忠
都
秀
こ
こ
に
上
演
す

泰
定
元
年
四
月
）

演
劇
の
名
称
に
は
「
散
楽
」
が
使
わ
れ

て
い
る
。

山西省洪洞県広勝寺明応王殿元雑劇壁画



中
国
の
「
散
楽
」
と
日
本
の
「
猿
楽
」

こ
の
壁
画
が
描
か
れ
た
元
の
時
代
と
い

え
ば
、
「
渡
来
僧
の
世
紀
」
と
も
呼
ば
れ

る
よ
う
に
、
禅
僧
を
中
心
と
す
る
日
中
間

の
民
間
交
流
が
も
っ
と
も
盛
ん
で
あ
っ
た

時
代
で
あ
り
、
ま
た
大
蔵
流
狂
言
の
流
祖

と
さ
れ
る
玄
惠
法
印(

一
二
六
九
～
一
三
五

〇)

が
活
躍
し
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。

山西省洪洞県広勝寺明応王殿元雑劇壁画



散
楽
と
猿
楽
・
申
楽

こ
の
よ
う
に
狂
言
と
中
国
の
演
劇
と
の

間
に
は
、
そ
の
内
容
や
名
称
な
ど
多
く
の

共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
両
者
の

間
に
は
何
ら
か
の
繋
が
り
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
研
究
が

重
ね
ら
れ
て
き
た
が
、
は
っ
き
り
と
し
た

証
拠
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

狂言「附子」（『狂言絵』国文学研究資料館蔵）



敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』
の
発
見

と
こ
ろ
が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
仏
教
石
窟

（
莫
高
窟
第
十
七
窟
）
で
発
見
さ
れ
た
古

文
書
の
中
か
ら
、
そ
の
繋
が
り
を
窺
わ
せ

る
資
料
が
見
つ
か
っ
た
。

そ
れ
が
、
狂
言
「
附
子
」
の
ル
ー
ツ
と

も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
敦
煌
写
本
『
啓

顔
録
』
で
あ
る
。

敦煌莫高窟第17窟(画面右端)と発見された古文書



狂言「附子」と敦煌写本『啓顔録』



大蔵流狂言「附子」（茂山千五郎家）

現
行
の
狂
言
「
附
子
」

現
行
の
狂
言
「
附
子
」
は
、
主
と
太
郎

冠
者
、
次
郎
冠
者
に
よ
る
小
名
狂
言
と
し

て
演
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。



現
存
最
古
の
狂
言
台
本
『
天
正
狂
言
本
』

一
方
、
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
に
は
、

中
世
末
期
の
一
〇
三
曲
の
上
演
方
法
が
記

録
さ
れ
た
狂
言
の
台
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い

る
。
巻
末
に
天
正
六
年(

一
五
七
八)

の
日

付
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
『
天
正
狂
言
本
』

と
呼
ば
れ
る
、
現
存
す
る
最
古
の
狂
言
台

本
で
あ
る
。

天正狂言本「附子砂糖」（野上記念法政大学能楽研究所蔵）



中
世
の
狂
言
「
附
子
」

こ
の
天
正
狂
言
本
に
収
め
ら
れ
た
「
附

子
」
で
は
、
登
場
人
物
は
坊
主
と
二
人
の

人
物(

小
僧
？)
、
す
な
わ
ち
出
家
狂
言
に

な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
？

天正狂言本「ふすさたう」（法政大学能楽研究所蔵）



『
法
師
物
語
絵
巻
』

実
は
、
中
世
の
頃
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
は

僧
の
貪
欲
や
妄
語
を
風
刺
す
る
笑
話
と
し

て
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。

近
年
公
開
さ
れ
た
『
法
師
物
語
絵
巻
』

に
は
、
僧
と
小
僧
の
対
話
を
通
じ
て
、
こ

の
笑
話
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。

僧侶にまつわる笑話を集めた『法師物語絵巻』（個人蔵 14～15世紀）



僧侶にまつわる笑話を集めた『法師物語絵巻』（個人蔵 14～15世紀）

悪
し
く
食
い
ぬ
れ
ば
死
ぬ
る
程
に

食
わ
せ
ぬ
ぞ

恐
ろ
し
や
～

こ
れ
は
香
の
粉
に

死
に
薬
を
入
れ
具
し
て
食
う
ぞ

そ
れ
に
し
て
も
、
ち
と
賜
ひ
候
へ

あ
れ
は
何
を
な
り
候
う
ぞ

こ
の
小
法
師
に
も
賜
ひ
候
へ
～



僧侶にまつわる笑話を集めた『法師物語絵巻』（個人蔵 14～15世紀）

こ
の
鉢
を
過
ち
に
打
ち
割
り
て
候
が
、

い
か
な
る
べ
き
身
や(

ら)

ん
と
思
ひ
て
、

生
き
て
何
に
し
し
べ
き
と
て
、
坊
主
の

死
ぬ
る
御
薬
の
御
下
ろ
し
を
多
く
取
り

食
い
て
候
へ
ど
も
死
な
れ
ず
候‥

‥

や
れ
、
わ
れ
は
何
事
に
さ
よ
う
に

泣
く
ぞ

何
事
か
あ
り
つ
る
ぞ



無住『沙石集』巻七下（国立国会図書館蔵）

『
沙
石
集
』

こ
の
モ
チ
ー
フ
が
日
本
で
初
め
て
登
場

す
る
の
は
、
鎌
倉
時
代
の
無
住
が
著
し
た

『
沙
石
集
』
と
い
う
本
の
中
で
す
。

登
場
人
物
は
、
僧
と
稚
児(

寺
院
に
仕
え

る
有
髪
の
少
年)

で
す
が
、
こ
れ
ま
で
は
こ

れ
が
狂
言
「
附
子
」
の
原
話
だ
と
考
え
ら

れ
て
き
ま
し
た
。



新
た
な
資
料
の
発
見

と
こ
ろ
が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
仏
教
石
窟

（
莫
高
窟
第
十
七
窟
）
か
ら
、
こ
れ
と
よ

く
似
た
話
を
載
せ
た
古
文
書
が
発
見
さ
れ

た
。

敦煌莫高窟第17窟(画面右端)と発見された古文書群



敦煌写本『啓顔録』(S610、723年写本)

敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』(

Ｓ
六
一
〇)

古
文
書
の
名
は
『
啓
顔
録
』
。
巻
末
の

奥
書
か
ら
は
、
唐
の
開
元
十
一
年
、
西
暦

七
二
三
年
に
書
き
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
『
沙
石
集
』
よ

り
も
五
百
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の

な
の
か
。



む
か
し
一
人
の
僧
、
ふ
と
蒸
し
パ
ン
が

食
べ
た
く
な
り
、
寺
の
外
で
数
十
個
の
蒸

し
パ
ン
と
一
瓶
の
蜜
を
買
い
、
僧
房
の
中

で
こ
っ
そ
り
食
べ
て
い
た
。
食
べ
終
わ
る

と
残
っ
た
蒸
し
パ
ン
を
鉢
に
入
れ
、
蜜
の

瓶
を
寝
床
の
下
に
置
い
て
弟
子
に
言
っ
た
。

「
わ
し
の
蒸
し
パ
ン
が
な
く
な
ら
な
い
よ

う
、
し
っ
か
り
見
張
っ
て
お
れ
。
寝
床
の

下
の
瓶
の
中
は
猛
毒
じ
ゃ
、
飲
め
ば
す
ぐ

に
死
ん
で
し
ま
う
ぞ
」

敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』(

Ｓ
六
一
〇
、
七
二
三
年
写
本)



僧
が
去
る
と
、
弟
子
は
瓶
か
ら
蜜
を
出

し
、
蒸
し
パ
ン
に
つ
け
て
食
べ
る
と
、
二

個
だ
け
残
し
て
お
い
た
。
僧
が
来
て
、

取
っ
て
お
い
た
蒸
し
パ
ン
と
蜜
を
出
す
よ

う
に
い
っ
た
が
、
蒸
し
パ
ン
は
二
個
し
か

残
っ
て
お
ら
ず
、
蜜
も
す
っ
か
り
嘗
め
尽

く
さ
れ
て
い
た
。

(

僧
は)

怒
っ
て
言
っ
た
。

「
ど
う
し
て
わ
し
の
蒸
し
パ
ン
と
蜜
を
食

べ
た
の
じ
ゃ
」

敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』(

Ｓ
六
一
〇
、
七
二
三
年
写
本)



弟
子
は
言
っ
た
。

「
和
尚
様
が
去
っ
た
後
、
蒸
し
パ
ン
の
良

い
香
り
が
し
た
の
で
、
が
ま
ん
で
き
ず
に

取
っ
て
食
べ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し

和
尚
様
に
怒
ら
れ
る
の
が
怖
く
て
、
瓶
の

中
の
毒
薬
を
飲
ん
で
死
の
う
と
思
っ
た
の

で
す
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
い
ま
だ
に
何

と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
」

敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』(

Ｓ
六
一
〇
、
七
二
三
年
写
本)



僧
は
怒
っ
て
言
っ
た
。

「
ど
う
す
れ
ば
、
あ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の

蒸
し
パ
ン
を
平
ら
げ
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
」

す
る
と
弟
子
は
鉢
の
中
に
残
し
て
お
い

た
二
個
の
蒸
し
パ
ン
を
手
で
つ
か
み
、
つ

ぎ
つ
ぎ
と
頬
張
っ
て
言
っ
た
。

「
こ
う
や
っ
た
ん
で
す
よ
。
」

僧
が
寝
床
か
ら
降
り
て
大
声
で
怒
鳴
る

と
、
弟
子
は
逃
げ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。

敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』(

Ｓ
六
一
〇
、
七
二
三
年
写
本)



シルクロードから発見された新たな資料



敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』
の
発
見
の
地

敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』
が
発
見
さ
れ
た

莫
高
窟
と
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
な
の
か
。

敦煌莫高窟



敦煌莫高窟（ＮＨＫスペシャル「敦煌」(後編)より）



敦煌莫高窟第16窟と第17窟蔵経洞



敦
煌
文
書
の
発
見

洪
べ
ん
の
御
影
堂
で
あ
っ
た
こ
の
石
窟

は
、
十
一
世
紀
の
初
め
、
な
ぜ
か
封
印
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
か
ら
七
百
年
近
く
が
過
ぎ
た
一
九

〇
〇
年
、
こ
こ
で
修
業
を
し
て
い
た
王
円

籙
と
い
う
道
士
が
、
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら

こ
こ
に
隠
し
部
屋
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、

そ
の
中
か
ら
四
世
紀
末
か
ら
十
一
世
紀
初

め
ま
で
に
書
か
れ
た
古
文
書
や
絵
画
な
ど

数
万
点
を
発
見
し
た
。

王円籙(1850-1931)



英
国
に
送
ら
れ
た
敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』

そ
の
七
年
後
の
一
九
〇
七
年
五
月
、
一

人
の
英
国
人
が
こ
の
地
を
訪
れ
、
大
量
の

古
文
書
や
美
術
品
を
購
入
し
、
英
国
に

送
っ
た
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
生
ま
れ
の
英
国
人

学
者
・
ス
タ
イ
ン
（S

ir M
ark

 A
u
rel

S
tein

）
で
あ
る
。

当
時
の
よ
う
す
を
ス
タ
イ
ン
は
報
告
書

の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

Sir Aurel Stein (1862-1943)



英
国
に
送
ら
れ
た
敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』

「
道
士
の
持
つ
小
さ
な
カ
ン
テ
ラ
の
か
す

か
な
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
光
景
に
、
私

は
思
わ
ず
目
を
見
張
っ
た
。
雑
然
と
で
は

あ
る
が
、
束
ね
ら
れ
た
文
書
の
山
が
床
か

ら
三
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
ま
で
積
み
重
ね
ら

れ
、
後
で
測
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
体

積
は
十
四
立
方
メ
ー
ト
ル
近
く
あ
っ
た
。

四
畳
半
ほ
ど
し
か
な
い
こ
の
小
部
屋
で
は
、

二
人
の
人
間
が
立
つ
余
地
も
な
い
ほ
ど

だ
っ
た
。
」

（S
ir A

. S
tein

: O
n
 A

n
cien

t C
en

tral-
A

sian
 T

rack
s

二
〇
三
～
四
頁) 

Sir Aurel Stein (1862-1943)



英
国
に
送
ら
れ
た
敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』

「
道
士
は
、
西
欧
の
学
問
の
た
め
に
古
代

の
仏
教
経
典
や
美
術
品
な
ど
の
文
物
を
救

い
出
す
こ
と
は
、
神
意
に
か
な
っ
て
い
る
。

さ
も
な
い
と
、
こ
れ
ら
の
文
物
は
地
元
民

の
無
関
心
の
た
め
に
早
晩
散
逸
し
て
し
ま

う
と
覚
悟
し
た
よ
う
だ
っ
た
。

こ
う
し
て
道
士
と
は
石
窟
寺
院
へ
の
寄

進
と
い
う
形
で
補
償
金
に
つ
い
て
の
話
し

合
い
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
」

（S
ir A

. S
tein

: O
n
 A

n
cien

t C
en

tral-
A

sian
 T

rack
s

二
〇
九
頁) 

王円籙(1850-1931)



英
国
に
送
ら
れ
た
敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』

「
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
十
六
か
月
後
、
古
文

書
を
ぎ
っ
し
り
詰
め
た
二
十
四
箱
と
、
絵

画
、
刺
繍
、
そ
の
他
同
様
の
美
術
品
を
慎

重
に
梱
包
し
た
五
箱
が
、
無
事
、
ロ
ン
ド

ン
の
大
英
博
物
館
に
納
め
ら
れ
た
と
き
、

私
も
よ
う
や
く
安
堵
の
胸
を
な
で
下
ろ
す

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
」

（S
ir A

. S
tein

: O
n
 A

n
cien

t C
en

tral-
A

sian
 T

rack
s
二
〇
九
頁) 

Sir Aurel Stein (1862-1943)



狂言「鏡男」と敦煌写本『啓顔録』



敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』
と
狂
言
「
鏡
男
」

敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』
と
狂
言
と
の
繋

が
り
は
「
附
子
」
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
資
料
の
発
見
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で

わ
か
ら
な
か
っ
た
も
う
一
つ
の
狂
言
の
謎

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

狂
言
「
鏡
男
」
。
現
行
で
も
大
蔵
流
と

和
泉
流
と
で
は
配
役
、
筋
立
て
と
も
に
違

い
の
あ
る
作
品
だ
が
、
天
正
狂
言
本
で
は

さ
ら
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
違
い
が
生
じ
た
の
だ

ろ
う
か
。

敦煌写本『啓顔録』(S610、723年写本)



現
行
の
狂
言
「
鏡
男
」

ま
ず
は
現
行
の
狂
言
か
ら
見
て
み
よ
う
。

写
真
は
和
泉
流
の
狂
言
「
鏡
男
」
。
和
泉

流
で
は
、
男
が
鏡
売
り
か
ら
鏡
を
買
う
と

こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
大
蔵
流
で
は
こ
の
場

面
は
な
く
、
鏡
売
り
も
登
場
し
な
い
。

和泉流狂言「鏡男」（狂言共同社）



現
行
の
狂
言
「
鏡
男
」

男
（
シ
テ
）

妻
（
ア
ド
）

鏡
売
（
ア
ド
・
和
泉
流
の
み
）

訴
訟
の
た
め
都
を
訪
れ
て
い
た
松
の
山

家
の
男
、
無
事
訴
訟
に
も
勝
ち
、
妻
へ
の

土
産
に
と
都
の
鏡
売
り
か
ら
鏡
を
買
っ
て

故
郷
に
帰
る
。

和泉流狂言「鏡男」（狂言共同社）



現
行
の
狂
言
「
鏡
男
」

帰
郷
し
た
男
が
妻
に
土
産
の
鏡
を
渡
す

と
、
鏡
を
知
ら
な
い
妻
は
都
か
ら
女
を
連

れ
て
き
た
と
い
っ
て
怒
り
出
す
。
男
が
鏡

を
他
の
人
に
や
ろ
う
と
取
り
上
げ
る
と
、

妻
は
女
を
ど
こ
か
へ
連
れ
て
い
く
つ
も
り

か
と
ま
す
ま
す
怒
り
、
男
を
追
い
込
む
。

和泉流狂言「鏡男」（狂言共同社）



現
行
の
狂
言
と
中
世
の
狂
言
の
違
い

一
方
、
天
正
狂
言
本
を
見
る
と
、
中
世

に
は
登
場
人
物
や
筋
立
て
、
終
曲
の
演
出

な
ど
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
た
こ
と
わ
か

る
。



中
世
の
狂
言

天
正
狂
言
本
「
松
山
鏡
」

女
一
人
出
て
お
つ
と
を
よ
ひ
出
し
、

①

下
人
を
も
た
ぬ
と
ゆ
ふ
て
、
都
へ
人
を

か
ひ
に
や
る
。
の
ほ
る
。
人
か
わ
ふ
と
よ

は
わ
る
。
②

た
ら
し
一
人
出
て
、
鏡
を
う

る
。
か
う
て
く
た
る
。
都
の
人
は
き
や
く

心
と
て
、
ま
つ
門
に
立
て
お
く
。
さ
て
か

く
と
い
ふ
。
女
よ
ろ
こ
ひ
て
見
に
行
。
女

見
て
は
ら
立
る
。
③

お
う
ち
行
て
見
て
、

お
ふ
ち
を
か
つ
て
き
た
と
ゆ
ふ
て
は
ら
立

る
。
後
三
つ
れ
て
見
て
、
女
よ
男
よ
お
ふ

ち
よ
。
④

後
に
ふ
へ
に
て
は
や
す
。
鏡
と

り
て
帰
る
。

天正狂言本「松山鏡」（法政大学能楽研究所蔵）



現
行
の
狂
言
と
天
正
狂
言
本
の
相
違
点

①
男
が
都
へ
行
っ
た
目
的

〔
現
行
本
〕
訴
訟
の
た
め

〔
天
正
本
〕
下
人
を
買
う
た
め

②
男
が
鏡
を
買
っ
た
理
由

〔
現
行
本
〕
妻
へ
の
土
産

〔
天
正
本
〕
鏡
を
知
ら
ず
に
騙
さ
れ
て

③
登
場
人
物

〔
現
行
本
〕
男
、
妻
、
鏡
売(

和
泉
流)

〔
天
正
本
〕
男
、
妻
、
父
、
鏡
売

④
終
曲
の
演
出

〔
現
行
本
〕
怒
っ
た
妻
が
男
を
追
い
込
む

〔
天
正
本
〕
笛
の
音
で
め
で
た
く
留
め
る

（
シ
ャ
ギ
リ
留
め
）



敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』
の
中
の
「
鏡
男
」

鄠
県
董
子
尚
村
の
村
人
は
み
な
愚
か
で

あ
っ
た
。
あ
る
③

老
父
が
①

下
人
を
買
う

た
め
息
子
を
市
へ
行
か
せ
た
。
老
父
は
息

子
に
こ
う
言
っ
た
。

「
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
長
安
の
人
は

下
人
を
売
る
と
き
、
あ
ら
か
じ
め
本
人
に

は
知
ら
せ
ず
、
よ
そ
に
隠
し
て
お
い
て
、

こ
っ
そ
り
値
段
の
交
渉
を
す
る
こ
と
が
多

い
そ
う
だ
。
ま
た
、
そ
う
す
る
の
が
よ
い

下
人
だ
そ
う
だ
」

敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』(

Ｓ
六
一
〇
、
七
二
三
年
写
本)



敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』
の
中
の
「
鏡
男
」

息
子
は
市
へ
行
く
と
、
鏡
売
り
の
間
を

通
っ
た
。
市
に
は
鏡
が
並
べ
ら
れ
て
い
た

の
で
、
の
ぞ
い
て
み
る
と
若
く
て
た
く
ま

し
い
姿
が
見
え
た
。
市
の
人
が
よ
い
下
人

を
売
る
た
め
鏡
の
中
に
隠
し
て
い
る
の
だ

と
思
い
、
鏡
を
指
さ
し
て
こ
う
言
っ
た
。

「
こ
の
下
人
は
い
く
ら
だ
」

②

市
の
人
は
彼
が
愚
か
な
の
を
知
り
、
騙

し
て
言
っ
た
。

「
こ
の
下
人
は
一
万
だ
」

息
子
は
金
を
払
い
鏡
を
買
う
と
、
懐
に

入
れ
て
帰
っ
た
。

敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』(

Ｓ
六
一
〇
、
七
二
三
年
写
本)



敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』
の
中
の
「
鏡
男
」

家
に
着
く
と
、
老
父
が
門
ま
で
迎
え
に

出
て
尋
ね
て
い
っ
た
。

「
下
人
は
ど
こ
だ
」

「
懐
の
中
で
す
」

「
出
し
て
見
せ
て
く
れ
」

③

老
父
が
鏡
を
か
ざ
し
て
み
る
と
、
眉

も
鬚
も
真
っ
白
で
黒
い
皺
だ
ら
け
の
顔
が

見
え
た
。
老
父
は
怒
っ
て
息
子
を
打
と
う

と
し
て
言
っ
た
。

「
一
万
銭
も
の
金
を
使
っ
て
、
こ
ん
な
老

い
ぼ
れ
を
買
っ
て
き
た
の
か
！
」

敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』(

Ｓ
六
一
〇
、
七
二
三
年
写
本)



敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』
の
中
の
「
鏡
男
」

老
父
が
杖
を
挙
げ
て
打
と
う
と
す
る
の

で
、
驚
い
た
息
子
は
母
親
に
助
け
を
も
と

め
た
。
母
親
は
幼
い
娘
を
抱
い
て
「
私
に

も
見
せ
て
お
く
れ
」
と
言
っ
て
や
っ
て
く

る
と
、
夫
を
責
め
て
い
っ
た
。

「
馬
鹿
な
爺
さ
ん
だ
ね
、
こ
の
子
は
た
っ

た
一
万
銭
で
母
と
娘
の
二
人
の
下
女
を

買
っ
て
き
た
ん
だ
よ
。
そ
れ
で
も
高
い
っ

て
言
う
の
か
い
？
」

老
父
は
喜
ん
で
息
子
を
許
し
た
。

敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』(

Ｓ
六
一
〇
、
七
二
三
年
写
本)



敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』
の
中
の
「
鏡
男
」

と
こ
ろ
が
下
人
が
姿
を
現
さ
な
い
の
で
、

隠
れ
て
出
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考

え
た
。
そ
の
こ
ろ
東
の
隣
に
巫
女
が
お
り
、

村
で
は
そ
の
占
い
が
よ
く
当
た
る
と
評
判

だ
っ
た
。
老
父
が
尋
ね
て
行
く
と
、
巫
女

は
い
っ
た
。

「
御
老
人
、
鬼
神
に
供
え
物
も
な
く
、
賽

銭
も
集
ま
ら
な
い
の
で
、
下
人
は
隠
れ
て

出
て
来
な
い
の
で
す
。
吉
日
を
選
ん
で
多

く
の
供
え
物
を
し
て
お
招
き
す
れ
ば
い
い

で
し
ょ
う
」

敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』(

Ｓ
六
一
〇
、
七
二
三
年
写
本)



敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』
の
中
の
「
鏡
男
」

そ
こ
で
、
老
父
は
盛
大
に
酒
食
の
用
意

を
し
て
巫
女
を
招
い
た
。

巫
女
は
来
る
と
、
鏡
を
門
に
懸
け
、
歌

舞
を
行
っ
た
。
村
人
た
ち
は
そ
ろ
っ
て
見

物
し
て
い
た
が
、
鏡
を
覗
い
て
は
み
な
こ

う
い
っ
た
。

「
こ
の
家
は
運
が
い
い
。
こ
ん
な
に
よ
い

下
人
を
買
う
と
は
」

敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』(

Ｓ
六
一
〇
、
七
二
三
年
写
本)



敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』
の
中
の
「
鏡
男
」

と
こ
ろ
が
鏡
が
し
っ
か
り
と
懸
か
っ
て

い
な
か
っ
た
た
め
に
、
落
ち
て
二
つ
に
割

れ
て
し
ま
っ
た
。

巫
女
が
手
に
取
っ
て
み
る
と
、
ど
ち
ら

に
も
そ
の
姿
が
映
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
喜

ん
で
い
っ
た
。

「
神
明
が
福
を
与
え
て
く
だ
さ
り
、
一
人

の
下
人
が
二
人
の
下
女
に
な
っ
た
」

そ
し
て
、
④

こ
う
歌
っ
た
。

「
一
家
揃
っ
て
柏
手
打
て
ば
、
神
明
は
供

物
を
享
受
す
る
。
下
人
を
買
え
ば
下
女
も

従
い
、
一
つ
が
割
れ
て
二
つ
と
な
っ
た
」

敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』(

Ｓ
六
一
〇
、
七
二
三
年
写
本)



天
正
狂
言
本
と
『
啓
顔
録
』
の
類
似
点

①
登
場
人
物

〔
現
行
本
〕
男
、
妻
、
鏡
売(

和
泉
流)

〔
天
正
本
〕
男
、
妻
、
父
、
鏡
売

〔
啓
顔
録
〕
男
、
父
、
鏡
売
、
母
、
妹
、

村
人
た
ち
、
巫
女

②
男
が
都
へ
行
っ
た
目
的

〔
現
行
本
〕
訴
訟
の
た
め

〔
天
正
本
〕
下
人
を
買
う
た
め

〔
啓
顔
録
〕
下
人
を
買
う
た
め

③
男
が
鏡
を
買
っ
た
理
由

〔
現
行
本
〕
妻
へ
の
土
産

〔
天
正
本
〕
鏡
を
知
ら
ず
に
騙
さ
れ
て

〔
啓
顔
録
〕
鏡
を
知
ら
ず
に
騙
さ
れ
て

④
終
曲
の
演
出

〔
現
行
本
〕
怒
っ
た
妻
が
男
を
追
い
込
む

〔
天
正
本
〕
笛
の
音
で
め
で
た
く
留
め
る

（
シ
ャ
ギ
リ
留
め
）

〔
啓
顔
録
〕
謡
で
め
で
た
く
留
め
る

（
謡
留
め
）



『
雑
譬
喩
経
』
と
狂
言
「
鏡
男
」

こ
れ
ま
で
狂
言
「
鏡
男
」
の
ル
ー
ツ
は

古
代
イ
ン
ド
の
仏
教
説
話
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
き
た
。
後
漢
の
こ
ろ
漢
訳
さ
れ
た

『
雑
譬
喩
経
』
と
い
う
経
典
に
あ
る
次
の

説
話
で
あ
る
。

あ
る
夫
婦
が
葡
萄
酒
の
甕
に
映
っ
た

自
身
の
姿
を
見
て
、
そ
れ
ぞ
れ
相
手
が

甕
の
中
に
愛
人
を
匿
っ
て
い
る
と
い
っ

て
喧
嘩
を
始
め
る
。
そ
こ
に
一
人
の
出

家
者
が
現
れ
、
甕
を
叩
き
割
っ
て
二
人

に
悟
り
を
開
か
せ
る
。

日
本
で
も
平
康
頼
の
『
宝
物
集
』
な
ど

に
引
か
れ
、
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。

平康頼『宝物集』巻四



平康頼『宝物集』巻四

『
雑
譬
喩
経
』
と
狂
言
「
鏡
男
」

こ
の
説
話
は
現
行
の
狂
言
「
鏡
男
」
と

筋
立
て
が
近
い
が
、
逆
に
天
正
狂
言
本
が

伝
え
る
中
世
の
狂
言
か
ら
は
遠
く
な
っ
て

し
ま
う
。

敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』
の
話
を
そ
の
起

点
に
置
く
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
狂
言
の
歴

史
的
な
変
遷
が
矛
盾
な
く
説
明
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

平康頼『宝物集』巻四



『啓顔録』の伝来



『
啓
顔
録
』
の
伝
来

で
は
、
こ
の
『
啓
顔
録
』
は
日
本
に
も

伝
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

九
世
紀
末
（
平
安
時
代
前
期
）
、
藤
原

佐
世
は
勅
命
を
受
け
、
当
時
日
本
に
現
存

し
て
い
た
漢
籍
の
総
目
録
を
編
纂
し
た
。

『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
で
あ
る
。

こ
の
目
録
に
は
「
啓
顔
録
十
」
と
い
う

記
録
が
見
ら
れ
、
当
時
、
日
本
に
も
『
啓

顔
録
』(

「
十
」
は
十
巻
本
を
表
す)
が
伝

わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

『日本国見在書目録』



『
啓
顔
録
』
の
伝
来

し
か
し
、
『
啓
顔
録
』
は
そ
の
後
、
中

国
で
も
日
本
で
も
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
た

め
、
そ
こ
に
「
附
子
」
や
「
鏡
男
」
の

ル
ー
ツ
と
思
わ
れ
る
話
が
載
っ
て
い
た
こ

と
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
で
こ
の
古
写
本
が

発
見
さ
れ
る
ま
で
わ
か
ら
な
か
っ
た
。



民
間
交
流
が
果
た
し
た
役
割

も
っ
と
も
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
が

編
纂
さ
れ
た
の
は
、
狂
言
が
誕
生
す
る
五

百
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。
狂
言
が

誕
生
し
た
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
の
初

め
は
「
渡
来
僧
の
世
紀
」
と
も
呼
ば
れ
る

よ
う
に
、
禅
僧
を
中
心
と
し
た
日
中
の
民

間
交
流
が
も
っ
と
も
盛
ん
な
時
代
で
も

あ
っ
た
。

あ
る
い
は
日
中
間
を
往
来
し
た
僧
侶
や

商
人
た
ち
が
、
演
劇
の
交
流
に
何
ら
か
の

役
割
を
果
た
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。



敦煌文書はなぜ封蔵されたのか



清朝

敦煌文書が発見された莫高窟(1900年)



敦煌莫高窟第16窟と第17窟蔵経洞



敦煌莫高窟第16窟と第17窟蔵経洞



敦煌莫高窟第16窟と第17窟蔵経洞

高
僧
の
御
影
堂
だ
っ
た
第
十
七
窟

石
窟
内
に
残
さ
れ
た
碑
文
か
ら
、
こ
こ

は
元
来
、
洪
べ
ん
と
い
う
高
僧
の
像
を
祀

る
御
影
堂
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。



一
九
〇
〇
年
に
第
十
七
窟(

蔵
経
洞)

が
発

見
さ
れ
た
当
時
、
石
窟
内
は
古
文
書
で
満

た
さ
れ
て
い
た
。
右
の
写
真
は
蔵
経
洞(

敦

煌
莫
高
窟
第
十
七
窟)
の
発
見
か
ら
八
年
後

の
一
九
〇
八
年
に
石
窟
内
で
撮
影
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。

な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
古
文
書
が

こ
こ
に
封
蔵
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？

蔵経洞内で調査するペリオ(1908年)

？



ペ
リ
オ
の
「
西
夏
侵
攻
」
説

一
九
〇
八
年
に
第
十
七
窟(

蔵
経
洞)
を
調

査
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
ペ
リ
オ
は
、
こ
の
石

窟
が
封
蔵
さ
れ
た
年
代
と
理
由
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

①
古
文
書
に
記
さ
れ
た
年
号
で
最
も
新
し

い
の
は
十
世
紀
末
で
あ
る
。

②
古
文
書
の
中
に
西
夏
文
字
で
書
か
れ
た

も
の
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、
こ
の
石
窟
は
一

〇
三
五
年
に
西
夏
が
敦
煌
に
侵
攻
す
る
前

に
、
貴
重
な
文
書
を
守
る
た
め
に
封
蔵
さ

れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

Paul Pelliot (1878-1945)



井
上
靖
の
小
説
『
敦
煌
』

ペ
リ
オ
が
唱
え
た
「
西
夏
侵
攻
」
説
を

ヒ
ン
ト
に
、
敦
煌
文
書
の
謎
を
描
い
た
の

が
、
井
上
靖
の
小
説
『
敦
煌
』
で
あ
る
。

小
説
『
敦
煌
』
で
は
、
西
夏
と
の
戦
い

の
中
、
貴
重
な
古
文
書
を
守
る
た
め
、
蔵

経
洞(

敦
煌
莫
高
窟
第
十
七
窟)

内
に
封
蔵

す
る
よ
う
す
が
描
か
れ
て
い
る
。

同
小
説
は
、
一
九
八
八
年
に
映
画
化
さ

れ
、
翌
年
の
日
本
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
で
最
優

秀
作
品
賞
と
監
督
賞
を
受
賞
し
た
。

井上靖（1907～1991）



小
説
『
敦
煌
』
の
あ
ら
す
じ

と
き
は
十
一
世
紀
初
め
の
北
宋
時
代
。

科
挙
に
失
敗
し
た
趙
行
徳
は
、
西
夏
の

文
字
に
興
味
を
持
ち
、
西
域
に
向
か
う
。

途
中
、
西
夏
の
軍
に
捕
え
ら
れ
る
が
、
漢

民
族
の
部
隊
長
・
朱
王
礼
に
救
わ
れ
、
西

夏
の
都
で
西
夏
文
字
を
学
ぶ
。

趙行徳(佐藤浩市)



映画「敦煌」（佐藤純弥監督、1988年）



小
説
『
敦
煌
』
の
あ
ら
す
じ

数
年
後
、
西
夏
軍
の
漢
民
族
部
隊
の
指

揮
官
と
な
っ
て
い
た
朱
王
礼
は
、
愛
す
る

女
性
を
奪
わ
れ
た
恨
み
か
ら
、
西
夏
の
皇

帝
・
李
元
昊
の
暗
殺
を
企
て
る
。
し
か
し
、

暗
殺
は
失
敗
し
、
朱
王
礼
が
居
城
と
し
た

敦
煌
は
、
西
夏
軍
の
猛
攻
を
浴
び
る
。

朱王礼(西田敏行)



映画「敦煌」（佐藤純弥監督、1988年）



蔵経洞(敦煌莫高窟第17窟)

小
説
『
敦
煌
』
の
あ
ら
す
じ

西
夏
の
都
か
ら
朱
王
礼
の
も
と
に
戻
っ

た
趙
行
徳
は
、
西
夏
軍
の
侵
攻
か
ら
仏
教

経
典
な
ど
の
貴
重
な
文
物
を
守
る
た
め
、

敦
煌
郊
外
の
石
窟
に
古
文
書
を
運
び
、
封

蔵
す
る
。



映画「敦煌」（佐藤純弥監督、1988年）



ペ
リ
オ
の
「
西
夏
侵
攻
」
説
の
問
題
点

ペ
リ
オ
が
唱
え
た
「
西
夏
侵
攻
」
説
に

は
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ
っ
た
。

①
敦
煌
文
書
の
大
部
分
は
仏
教
経
典
で
あ

る
。
仏
教
国
で
あ
る
西
夏
か
ら
、
な
ぜ

仏
教
経
典
を
守
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か

②
突
然
の
侵
攻
で
あ
っ
た
の
に
、
な
ぜ
壁

一
面
に
壁
画
を
描
く
時
間
が
あ
っ
た
の

か

Paul Pelliot (1878-1945)



敦煌莫高窟第16窟と第17窟蔵経洞



一
方
、
イ
ギ
リ
ス
の
探
検
家
ス
タ
イ
ン

は
、
一
九
二
一
年
に
出
版
し
た
調
査
報
告

書S
erin

d
ia 

の
中
で
、
ペ
リ
オ
と
は
異
な

る
説
を
唱
え
て
い
る
。
そ
の
説
と
は
？

①
イ
ス
ラ
ム
王
国
カ
ラ
ハ
ン
朝
脅
威
説

②
仏
教
末
法
説

③
聖
な
る
ゴ
ミ
箱
説？

Sir Aurel Stein (1862-1943)



S
erin

d
ia(

セ
リ
ン
デ
ィ
ア)

ス
タ
イ
ン
は
一
九
二
一
年
、
第
二
次
中

央
ア
ジ
ア
探
検(

一
九
〇
六
～
八
年)

に
関
す

る
報
告
書S

erin
d
ia 

を
出
版
し
て
い
る
。

本
文
三
冊
と
写
真
集
一
冊
、
地
図
集
一
冊

か
ら
な
る
こ
の
報
告
書
に
は
、
敦
煌
文
書

が
発
見
さ
れ
た
直
後
の
莫
高
窟
の
よ
う
す

が
写
真
と
と
も
に
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い

る
。

【
参
考
】
国
立
情
報
学
研
究
所

『
東
洋
文
庫
所
蔵
』
貴
重
書
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ



ス
タ
イ
ン
の
「
聖
な
る
ゴ
ミ
箱
」
説

「‥
‥

大
量
の
文
書
の
中
か
ら
は
、
一
〇

三
四
年
か
ら
三
七
年
の
間
に
敦
煌
を
征
服

し
、
そ
の
後
二
百
年
近
く
こ
の
地
を
支
配

し
た
西
夏(

タ
ン
グ
ー
ト)

王
朝
の
創
始
者
が

制
定
し
た
、
あ
の
奇
妙
な
文
字(

西
夏
文
字

―

引
用
者)

は
ま
っ
た
く
見
つ
か
っ
て
い
な

い
。

A
u
rel

S
tein

: S
erin

d
ia v

o
l.II, 

八
二
〇
頁
、
一
九
二
一
年

Sir Aurel Stein (1862-1943)



西
夏
文
字

西
夏
王
朝(

一
〇
三
二
～
一
二
二
七)

を
建

国
し
た
、
タ
ン
グ
ー
ト
族
の
首
長
・
李
元

昊
が
、
一
〇
三
六
年
に
制
定
し
た
文
字
。

約
六
千
種
の
文
字
が
あ
り
、
学
校
教
育
や

公
文
書
の
作
成
、
仏
教
経
典
の
翻
訳
な
ど

に
使
わ
れ
た
。

謎
の
文
字
と
さ
れ
て
い
た
が
、
京
都
大

学
の
西
田
龍
雄
氏
ら
が
解
読
に
成
功
し
た
。西夏文字で書かれた『法華経』25章(木版)



ス
タ
イ
ン
の
「
聖
な
る
ゴ
ミ
箱
」
説

と
こ
ろ
が
、
洞
窟
の
壁
画
の
上
に
は
、

数
百
の
漢
字
以
外
に
、
チ
ベ
ッ
ト
文
字
や

モ
ン
ゴ
ル
文
字
、
ウ
ィ
グ
ル
文
字
の
ほ
か
、

西
夏
文
字
が
漆
喰
の
上
に
「
ズ
グ
ラ
ッ

フ
ィ
ー
ト
」(

二
層
に
塗
っ
た
塗
料
の
上
層

を
釘
な
ど
で
削
り
下
層
の
色
を
出
す
技
法

―

引
用
者)

さ
れ
て
い
る
の
が
見
え
た
。

A
u
rel

S
tein

: S
erin

d
ia v

o
l.II,

八
二
〇
頁
、
一
九
二
一
年



ス
タ
イ
ン
の
「
聖
な
る
ゴ
ミ
箱
」
説

と
な
る
と
、
自
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、

こ
の
部
屋
は
、
た
と
え
ば
タ
ン
グ
ー
ト
族

な
ど
の
破
壊
的
な
侵
攻
が
原
因
で
封
印
さ

れ
、
そ
の
後
、
保
存
し
た
こ
と
自
体
が

す
っ
か
り
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

A
u
rel

S
tein

: S
erin

d
ia v

o
l.II,

八
二
〇
頁
、
一
九
二
一
年

Sir Aurel Stein (1862-1943)



ス
タ
イ
ン
の
「
聖
な
る
ゴ
ミ
箱
」
説

と
こ
ろ
が
、
こ
の
小
部
屋
で
は
ま
た
、

寺
廟
や
僧
院
で
使
用
さ
れ
、
不
要
と
な
っ

た
聖
な
る
不
要
品
の
貯
蔵
庫
と
し
て
使
わ

れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
証
拠
も
見
つ
か
っ

て
い
る
。

A
u
rel

S
tein

: S
erin

d
ia v

o
l.II,

八
二
〇
頁
、
一
九
二
一
年

Sir Aurel Stein (1862-1943)



ス
タ
イ
ン
の
「
聖
な
る
ゴ
ミ
箱
」
説

な
か
で
も
特
筆
す
べ
き
な
の
は
、
経
典

の
端
切
れ
で
あ
る
漢
字
を
記
し
た
紙
切
れ

を
、
丁
寧
に
包
ん
で
縫
い
上
げ
た
小
さ
な

布
袋
で
あ
る
。

中
国
の
人
々
は
今
で
も
文
字
の
書
か
れ

た
紙
が
床
や
道
に
落
ち
て
い
る
と
、
拾
っ

て
燃
や
す
習
慣
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
明

ら
か
に
そ
れ
と
同
じ
迷
信
か
ら
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。(

完)

A
u
rel

S
tein

: S
erin

d
ia v

o
l.II,

八
二
〇
頁
、
一
九
二
一
年

Sir Aurel Stein (1862-1943)



「
敬
惜
字
紙
」
の
習
慣

経
典
を
重
ん
じ
、
因
果
応
報
を
唱
え
る

仏
教
思
想
の
影
響
を
受
け
た
中
国
で
は
、

文
字
が
書
か
れ
た
紙
を
他
の
ご
み
と
分
別

収
集
し
、
惜
字
塔
な
ど
と
呼
ば
れ
る
専
用

の
炉
で
焼
く
、
「
敬
惜
字
紙
」
の
習
慣
が

古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。

写
真
は
台
湾
に
現
存
す
る
清
代
の
惜
字

塔
「
龍
譚
聖
蹟
亭
」
。

台湾の龍譚聖蹟亭(清光緒元年(1875年))



（
宋
）
洪
邁
『
夷
堅
志
』
夷
堅
支
甲
卷
第
六

仏
教
経
典
の
祟
り

〔
解
説
〕

宋
の
洪
邁
は
北
宋
末
か
ら
南
宋
初
の
約

百
年
間
の
民
間
雑
事
六
千
項
目
を
集
め
た

『
夷
堅
志
』
を
編
纂
し
た
。
同
書
の
夷
堅

支
甲
卷
第
六
に
は
、
仏
教
経
典
の
祟
り
に

ま
つ
わ
る
「
兜
率
寺
經
」
（
と
そ
つ
じ

き
ょ
う
）
と
い
う
一
篇
が
収
め
ら
れ
て
い

る
。



分寧県（現江西省修水県）

仏
教
経
典
の
祟
り

分
寧
県
の
兜
率
寺
に
張
天
覚
が
著
し
た

『
円
覚
経
』
が
あ
っ
た
。
兵
火
の
後
、
近

く
に
住
む
黄
と
い
う
人
が
そ
れ
を
手
に
入

れ
た
。
寺
の
僧
が
こ
れ
を
返
す
よ
う
頼
ん

だ
が
、
同
意
し
な
か
っ
た
。

（
宋
）
洪
邁
『
夷
堅
志
』
夷
堅
支
甲
卷
第
六
・
兜
率
寺
經

（
宋
）
洪
邁
『
夷
堅
志
』
夷
堅
支
甲
卷
第
六



分寧県（現江西省修水県）

（
宋
）
洪
邁
『
夷
堅
志
』
夷
堅
支
甲
卷
第
六

仏
教
経
典
の
祟
り

黄
は
愚
か
な
人
で
、
そ
れ
が
尊
い
も
の

で
あ
る
と
も
知
ら
ず
、
紙
が
丈
夫
な
の
を

見
る
と
、
ば
ら
ば
ら
に
し
て
寝
台
の
敷
物

に
し
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
ら
い
病
に

か
か
り
、
体
を
腐
ら
せ
て
苦
し
ん
だ
あ
げ

く
、
数
年
後
に
死
ん
だ
。

（
宋
）
洪
邁
『
夷
堅
志
』
夷
堅
支
甲
卷
第
六
・
兜
率
寺
經



儒
教
経
典
の
恩
返
し

〔
解
説
〕

明
の
郎
瑛(

一
四
八
七
～
？) 

の
随
筆
集

『
七
修
類
稿
』
巻
四
十
九
に
は
、
儒
教
経

典
の
恩
返
し
に
ま
つ
わ
る
「
王
沂
公
生
」

と
い
う
一
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
明
）
郎
瑛
『
七
修
類
稿
』
巻
四
十
九



儒
教
経
典
の
恩
返
し

宋
の
王
沂
公
①

の
父
は
、
文
字
が
書
か
れ

た
紙
が
落
ち
て
い
る
の
を
見
る
と
、
必
ず

拾
っ
て
、
香
り
を
つ
け
た
お
湯
で
洗
い
、

燃
や
し
て
い
た
。

（
明
）
郎
瑛
『
七
修
類
稿
』
巻
四
十
九
・
王
沂
公
生

【
解
説
】

①
王
曽
（
九
七
八
～
一
〇
三
八
）
、
北
宋
時
代
の
官
僚
。
貧

困
の
中
か
ら
身
を
起
こ
し
、
咸
平
年
間
、
解
試
、
省
試
、

殿
試
の
三
試
験
で
い
ず
れ
も
首
席
で
合
格
し
、
科
挙
史
に

残
る
快
挙
を
な
し
た
。（

明
）
郎
瑛
『
七
修
類
稿
』
巻
四
十
九



儒
教
経
典
の
恩
返
し

あ
る
夜
の
こ
と
、
夢
に
孔
子
が
現
れ
、

彼
の
背
を
叩
い
て
こ
う
言
っ
た
。

「
お
前
は
（
儒
教
の
）
文
字
が
書
か
れ
た

紙
を
な
ぜ
そ
ん
な
に
大
切
に
し
て
く
る
の

か
。
お
前
は
高
齢
で
立
身
出
世
が
望
め
ぬ

の
は
残
念
だ
が
、
後
日
、(

弟
子
の)

曽
参
を

お
前
に
家
に
転
生
さ
せ
、
一
族
を
繁
栄
さ

せ
て
や
ろ
う
。
」

（
明
）
郎
瑛
『
七
修
類
稿
』
巻
四
十
九
・
王
沂
公
生

（
明
）
郎
瑛
『
七
修
類
稿
』
巻
四
十
九



儒
教
経
典
の
恩
返
し

し
ば
ら
く
す
る
と
、
夢
の
お
告
げ
の
と

お
り
男
の
子
が
生
ま
れ
た
の
で
、(

曽
参
に

ち
な
ん
で)
曽
と
名
づ
け
た
。
す
る
と
、
夢

の
お
告
げ
の
と
お
り
科
挙
に
一
番
で
合
格

し
た
。（

明
）
郎
瑛
『
七
修
類
稿
』
巻
四
十
九
・
王
沂
公
生

（
明
）
郎
瑛
『
七
修
類
稿
』
巻
四
十
九



儒
教
経
典
の
恩
返
し

も
し
こ
れ
が
本
当
な
ら
、
わ
れ
ら
が
孔

子
様
も(
仏
教
が
説
く)

因
果
応
報
を
や
っ
た

こ
と
に
な
り
、
杜
甫
の
詩
に
い
う
「
孔
子

と
釋
氏
、
親
し
く
抱
き
送
る
①

」
も
嘘
で
は

な
い
よ
う
だ
。
な
ん
と
も
滑
稽
な
話
だ
。

（
明
）
郎
瑛
『
七
修
類
稿
』
巻
四
十
九
・
王
沂
公
生

【
解
説
】

①(

唐)

杜
甫
「
徐
卿
二
子
歌
」(

全
唐
詩
卷
二
一
九
所
収)

君
不
見
徐
卿
二
子
生
絶
奇
、
感
應
吉
夢
相
追
隨
。

孔
子
釋
氏
親
抱
送
、
並
是
天
上
麒
麟
兒
。

(

完)

（
明
）
郎
瑛
『
七
修
類
稿
』
巻
四
十
九



ス
タ
イ
ン
説
を
補
強
し
た
中
国
の
研
究
者

敦
煌
文
書
の
価
値
を
重
視
す
る
中
国
で

は
、
ス
タ
イ
ン
の
説
を
支
持
す
る
研
究
者

は
少
な
い
。
そ
の
中
で
、
原
資
料
に
対
す

る
綿
密
な
調
査
と
網
羅
的
な
デ
ー
タ
収
集

に
よ
っ
て
、
ス
タ
イ
ン
の
説
を
補
強
し
て

い
る
の
が
中
国
社
会
科
学
院
研
究
員
の
方

広
錩
氏(

一
九
四
八-

)

で
あ
る
。

方広錩(1948-)



方
広
錩
の
「
廃
棄
説
」

①
敦
煌
文
書
か
ら
発
見
さ
れ
た
仏
教
経

典
は
わ
ず
か
四
百
種
弱
に
過
ぎ
ず
、
当
時

の
標
準
的
な
大
蔵
経
（
唐
の
智
昇
『
開
元

釈
教
録
』
「
現
蔵
入
蔵
目
録
」
所
収
一
〇

七
六
種
）
の
半
数
に
も
満
た
な
い
。

『
方
広
錩
敦
煌
遺
書
散
論
』

(

上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年)

方広錩(1948-)



方
広
錩
の
「
廃
棄
説
」

②
敦
煌
文
書
は
ほ
と
ん
ど
が
使
い
古
し

の
残
巻
で
あ
り
、
天
竿(

巻
子
本
の
巻
首
を
保

護
す
る
た
め
に
つ
け
ら
れ
た
細
い
竹
や
木)

と
尾

軸(

巻
子
本
の
軸
、
左
図
参
照)

が
揃
っ
た
も
の

は
、
中
国
国
家
図
書
館
蔵
の
一
六
五
七
八

部
の
中
で
は
わ
ず
か
八
部
、
大
英
図
書
館

蔵
の
約
一
四
〇
〇
〇
部
の
中
で
も
三
〇
部

に
過
ぎ
な
い
。

『
方
広
錩
敦
煌
遺
書
散
論
』

(

上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年)



方
広
錩
の
「
廃
棄
説
」

③
敦
煌
文
書
は
同
じ
経
典
の
重
複
が
多

く
、
主
要
な
八
種
の
仏
教
経
典
の
合
計
が
、

中
国
国
家
図
書
館
所
蔵
の
も
の
で
は
全
体

の
六
六
・
三
％
、
世
界
各
地
に
散
在
す
る

敦
煌
文
書
約
六
五
〇
〇
〇
部
の
中
で
も
四

四
・
二
％
を
占
め
て
い
る
。

『
方
広
錩
敦
煌
遺
書
散
論
』

(

上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年)

方広錩(1948-)



方
広
錩
の
「
廃
棄
説
」

さ
ら
に
氏
は
、
中
国
国
家
図
書
館
蔵
の

敦
煌
文
書
の
中
か
ら
「
こ
の
紙
は
故
経
処

に
安
置
さ
れ
た
し
」
と
書
か
れ
た
廃
紙

(

『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
北
敦
〇
七
七
一
一
号)

を
発
見
し
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の

「
故
経
処
」
と
は
敦
煌
の
寺
院
の
中
に

あ
っ
た
廃
紙
の
保
管
場
所
を
指
す
と
い
う
。

『
方
広
錩
敦
煌
遺
書
散
論
』

(

上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年)

方広錩(1948-)



あ
な
た
は
フ
ラ
ン
ス
の
ペ
リ
オ
が
唱
え

た
貴
重
文
書
の
保
管
庫
説
と
、
イ
ギ
リ
ス

の
ス
タ
イ
ン
が
唱
え
た
聖
な
る
ゴ
ミ
箱
説

の
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
思
い
ま
す
か
？

①
ペ
リ
オ
の
貴
重
文
書
の
保
管
庫
説

②
ス
タ
イ
ン
の
聖
な
る
ゴ
ミ
箱
説

？



敦煌莫高窟第16窟と第17窟蔵経洞

ま
と
め

奈
良
時
代
、
中
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た
散

楽
は
、
平
安
時
代
に
な
る
と
、
滑
稽
な
寸

劇
で
あ
る
「
猿
楽
」
を
誕
生
さ
せ
た
。
猿

楽
は
中
世
に
な
る
と
、
謡
と
舞
と
囃
子
に

よ
っ
て
物
語
を
演
じ
る
能
へ
と
発
展
し
、

滑
稽
劇
と
し
て
の
「
猿
楽
」
の
伝
統
は
狂

言
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
。

一
方
、
宋
代
か
ら
元
代
に
か
け
て
滑
稽

な
寸
劇
か
ら
本
格
的
な
歌
舞
劇
を
誕
生
さ

せ
た
中
国
で
も
、
演
劇
は
一
般
に
「
散

楽
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

狂
言
と
ア
ジ
ア
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

は
、
十
九
世
紀
の
末
、
敦
煌
莫
高
窟
か
ら

発
見
さ
れ
た
敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』
に
よ

り
、
狂
言
の
い
く
つ
か
が
中
国
か
ら
伝

わ
っ
た
笑
話
に
題
材
を
得
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。

敦
煌
文
書
が
封
蔵
さ
れ
た
理
由
に
つ
い

て
は
、
英
国
の
ス
タ
イ
ン
が
唱
え
た
「
廃

棄
説
」
と
フ
ラ
ン
ス
の
ペ
リ
オ
が
唱
え
た

「
退
避
説
」
の
二
説
が
あ
る
が
、
近
年
で

は
「
廃
棄
説
」
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
。


