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楽
し
み
や
願
い
事
、

信
仰
を
伝
え
る
絵
巻

　

絵
巻
と
は
、
詞こ
と
ば
が
き書と

呼
ば
れ
る
文
章
と

絵
と
を
交
互
に
配
列
し
た
も
の
で
、
そ
の

始
ま
り
は
奈
良
時
代
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

仏
伝
経
典
の
一
つ
『
過
去
現
在
因い
ん

果が

経き
ょ
う』

の
写
本
『
絵
因
果
経
』
が
嚆こ
う

矢し

で
、
仏
教

の
教
え
を
伝
え
る
こ
と
を
目
的
に
生
ま
れ

ま
し
た
。

　

私
の
研
究
の
中
心
は
中
世
の
院
政
期

（
注
）
で
す
の
で
、『
源
氏
物
語
絵
巻
』『
伴ば
ん

大だ
い

納な

言ご
ん

絵
巻
』『
信し

ぎ貴
山さ
ん

縁
起
絵
巻
』『
鳥
ち
ょ
う

獣
じ
ゅ
う

戯ぎ

が画
』
な
ど
こ
の
時
代
の
有
名
な
絵
巻
も

読
み
解
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
読
み
手
に

よ
っ
て
見
方
が
異
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、

当
時
の
貴
族
は
『
源
氏
物
語
』
を
全
文
暗

記
し
て
い
た
の
で
、
絵
巻
で
は
「
ど
う
し

て
こ
の
風
景
な
の
か
？
」
と
読
み
解
く
楽

し
さ
を
与
え
る
も
の
で
し
た
し
、『
鳥
獣
戯

画
』
は
僧
が
稚
児
を
大
切
に
す
る
風
潮
か

ら
、
彼
ら
が
飽
き
な
い
よ
う
に
、
と
擬
人

化
し
た
生
き
も
の
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、『
石い
し
や
ま
で
ら

山
寺
縁
起
絵

巻
』
や
『
春か
す
が日

権ご
ん
げ
ん
げ
ん

現
験
記き

』
が
登
場
し
ま

す
。
こ
れ
は
各
々
の
お
寺
が
「
わ
が
寺
に

願
い
事
を
す
る
と
こ
ん
な
ご
利
益
が
あ
り

ま
す
よ
」
と
伝
え
る
も
の
で
、
貴
族
は
願

い
事
を
絵
巻
に
託
し
ま
し
た
。
ま
た
、
時

宗
の
開
祖
・
一
遍
を
描
い
た
『
一い
っ
ぺ
ん遍
聖
ひ
じ
り

絵え

』
は
自
分
た
ち
の
信
仰
を
世
に
広
め
る

た
め
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、

鎌
倉
時
代
後
期
に
は
、
楽
し
み
、
願
い
事
、

信
仰
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
合
い
で

絵
巻
は
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

中世の絵巻に見る
「雲」の役割 文化

〈絵巻〉
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大学院教授、放送大学教授を経て現職。日
本中世史専攻。院政期・鎌倉期の研究で知
られる。1991年『中世のことばと絵』でサン
トリー学芸賞、2004年『書物の中世史』で
角川源義賞、2016年『現代語訳 吾妻鏡』

（本郷和人らと共編）で毎日出版文化賞を
受賞。
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五味文彦さん

東京大学名誉教授・公益財団法人 
横浜市ふるさと歴史財団理事長

（注）院政期

白河上皇が院庁（いんのちょう）で政務をみる
ようになった1086年（応徳3）から平氏一門が
滅亡した1185年（寿永4）までを指すことが多
いが、後三条天皇から始まるという見方もある。

日本の芸術文化において雲はど
のような存在だったのかを紐解く
ため、平安・鎌倉時代に盛んに制
作された「絵巻」に着目した。絵
画を含む史料の分析を通して中
世社会・文化を再現する研究を
続け、『絵巻で読む中世』などを
著した歴史学者の五味文彦さん
に、絵巻における雲の用いられ方
についてお聞きした。

図１：『春日権現験記』（高階隆兼［原画］鎌倉時代末期、天明4［1784］写）
藤原氏の氏神である奈良市の春日大社に祀られる神々の利益と霊験を描いた絵巻

図2：『信貴山縁起絵巻』（鳥羽僧正覚猷［画］
平安時代末期）
信貴山を再興した修行僧、命蓮（みょうれん）に
まつわる説話を絵巻としたもの

絵巻はいずれも国立国会図書館蔵
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特
別
な
場
面
に
こ
そ

雲
は
使
わ
れ
る

　

そ
の
絵
巻
に
お
い
て
、
雲
は
い
ろ
い
ろ

な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
「
時
の
流
れ
」
で
す
。
雲
が
流

れ
る
＝
時
間
が
経
つ
こ
と
な
の
で
場
面
転

換
で
用
い
ら
れ
ま
す
。『
春
日
権
現
験
記
』

の
仏
様
（
お
地
蔵
様
）
が
地
獄
を
案
内
す
る

有
名
な
シ
ー
ン
も
そ
う
で
す
（
図
１
）。

　

ま
た
、「
天
や
神
仏
と
の
か
か
わ
り
」
に

も
雲
は
関
係
し
ま
す
。
例
え
ば
阿
弥
陀
様

な
ど
の
仏
様
が
雲
に
乗
っ
て
や
っ
て
く
る
、

も
し
く
は
一
緒
に
浄
土
へ
連
れ
て
行
っ
て
く

れ
る
「
聖し
ょ
う
じ
ゅ
ら
い
ご
う

衆
来
迎
」
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ

と
し
て
用
い
ら
れ
ま
す
。『
信
貴
山
縁
起
絵

巻
』
に
は
病
を
患
っ
た
天
皇
を
祈
祷
で
治

す
た
め
に
童
子
が
雲
に
乗
っ
て
現
れ
ま
す

（
図
２
）。
ま
た
、『
春
日
権
現
験
記
』
の
讃
岐

守
俊
盛
が
往
生
す
る
夢
の
シ
ー
ン
で
は
、

仏
様
と
雲
に
乗
っ
て
天
に
行
き
ま
す
（
図
３
）。

　

さ
ら
に
、
雲
に
乗
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

「
紫し

雲う
ん

」
が
た
な
び
き
ま
す
（
図
４
）。
紫

色
の
雲
を
描
く
こ
と
で
、
め
で
た
い
こ
と

の
前
兆
と
し
て
起
こ
る
「
奇き

瑞ず
い

」
を
表
す

の
で
す
。
逆
に
、
不
吉
な
こ
と
の
と
き
は

黒
い
雲
に
鬼
や
龍
が
乗
っ
て
く
る
。
こ
れ

で
事
件
が
起
き
る
不
穏
な
空
気
が
醸
し
出

さ
れ
ま
す
。
私
た
ち
も
朝
起
き
て
空
に
黒

い
雲
が
あ
る
と
、
ち
ょ
っ
と
不
吉
な
感
じ

が
し
ま
す
よ
ね
。

　

雲
に
は
も
う
一
つ
重
要
な
役
割
が
あ
り

ま
す
。
周
囲
を
雲
で
覆
い
隠
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
あ
る
部
分
を
目
立
た
せ
る
「
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
」
の
手
法
で
す
。
親
密
な
関

係
を
匂
わ
せ
る
、
あ
る
い
は
重
要
な
協
議

を
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
す
。

先
ほ
ど
の
『
春
日
権
現
験
記
』
の
地
獄
の

シ
ー
ン
（
図
１
）
に
も
見
ら
れ
ま
す
。

雲
の
あ
る
光
景
か
ら

感
じ
た「
生
き
る
こ
と
」

　

時
代
が
下
っ
て
『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』

に
な
る
と
、
金
箔
な
ど
で
雲
を
金
色
に
塗

る
「
金き
ん
う
ん雲

」
が
登
場
し
ま
す
が
、
こ
れ
は

技
法
や
意
味
と
い
う
よ
り
も
華
や
か
さ
の

演
出
で
す
。
雲
は
、
時
代
や
身
分
を
問
わ

ず
使
い
つ
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
す
ね
。

　

個
人
的
な
話
で
す
が
、
４
年
前
に
病
で

２
カ
月
ほ
ど
絶
対
安
静
を
命
じ
ら
れ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
体
が
な
ま
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
朝
夕
歩
く
こ
と
に
し
た
。
す
る
と
、

そ
れ
ま
で
な
ん
と
も
思
わ
な
か
っ
た
自
然

の
息
吹
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

朝
起
き
る
と
日
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
雲

が
動
い
て
い
る
。
夕
方
に
な
る
と
雲
に
朱

色
の
光
が
差
し
込
む

―
。
そ
う
し
た
雲

の
あ
る
美
し
い
光
景
は
、
私
に
「
生
き

る
」
と
い
う
日
々
を
実
感
さ
せ
、
ま
た
考

え
さ
せ
る
も
の
で
し
た
。
風
も
草
木
も
心

地
よ
い
も
の
で
す
が
、
時
間
の
流
れ
を
い

ち
ば
ん
強
く
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
自
然
は
、

や
は
り
雲
だ
と
思
い
ま
す
。

（
２
０
１
７
年
４
月
25
日
取
材
）

文化
〈絵巻〉

図3：『春日権現験記』図4：『春日権現験記』


