
な
ぜ
仏
像
の
研
究
者
が
『
源
氏
物
語
』
を
語
る
の
か
で
す
が
、
有
名
な
徳
川
・
五
島
本
の
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
も
あ
り
ま
す
の
で
、

『
源
氏
物
語
』
と
美
術
史
の
関
係
は
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
が
、
仏
像
と
「
源
氏
物
語
』
の
関
係
と
い
う
と
い
さ
さ
か
唐
突
な
感
が
い
た
し

ま
す
。
ま
た
、
私
の
演
題
に
も
あ
り
ま
す
、
「
源
氏
供
養
」
と
は
何
だ
と
い
う
疑
問
を
持
た
れ
る
方
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

本
日
の
私
の
演
題
は
、
平
安
時
代
最
末
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
」
の
受
容
の
あ
り
方
の
一
側
面
を
美
術
の
側
か
ら

明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
の
専
門
は
美
術
史
、
詳
し
く
言
え
ば
日
本
彫
刻
史
で
す
。
日
本
の
江
戸
時
代
以
前
の
彫
刻
と
い
え
ば
、
中
心
は
仏
教
彫
刻
、
す
な
わ

ち
仏
像
で
す
か
ら
、
仏
像
の
研
究
を
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
仏
像
は
仏
教
美
術
の
中
心
で
す
か
ら
、
仏
教
美
術
を
專
門
に

し
て
い
る
と
も
い
え
ま
す
（

門
外
漢
の
私
が
「
源
氏
物
語
』
と
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
あ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
き
っ
か
け
で
す
。
二
○
○
七
年
三
月
に

源
氏
供
養
と
普
賢
十
羅
刹
女
像

武
笠
朗
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フ
ラ
ン
ス
・
パ
リ
の
フ
ラ
ン
ス
国
立
東
洋
言
語
文
化
大
学
（
冒
エ
Ｆ
Ｏ
Ｃ
）
で
行
な
わ
れ
た
「
源
氏
物
語
の
文
化
史
ｌ
宗
教
・
芸
能
・
美

術
ｌ
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
の
で
す
。
こ
れ
は
日
本
の
立
教
大
学
と
の
共
催
で
開
か
れ
た
も
の
で
す
。

こ
こ
で
、
私
は
仏
教
美
術
が
專
門
と
い
う
こ
と
で
、
小
峯
和
明
氏
の
「
法
会
文
芸
と
し
て
の
源
氏
供
養
ｌ
表
白
か
ら
物
語
へ
ｌ
」
と
い

う
発
表
に
対
す
る
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
出
席
し
た
わ
け
で
す
。
門
外
漢
と
は
い
え
私
は
平
安
時
代
後
期
、
院
政
期
の
彫
刻
史
が
専
門

で
、
有
名
な
平
等
院
鳳
凰
堂
の
阿
弥
陀
如
来
像
を
中
心
に
研
究
し
て
い
ま
す
。
そ
の
私
に
と
っ
て
、
『
源
氏
物
語
」
の
院
政
期
的
受
容
と

い
う
問
題
は
時
代
相
を
共
有
す
る
課
題
と
し
て
、
大
変
興
味
深
い
も
の
で
し
た
。

し
か
し
、
い
か
ん
せ
ん
教
養
が
な
い
た
め
、
そ
も
そ
も
「
源
氏
供
養
っ
て
な
に
？
」
と
い
う
基
本
的
な
問
題
か
ら
克
服
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
源
氏
供
養
と
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
紫
式
部
と
そ
の
読
者
を
「
法
華
経
』
の
功
徳
に
よ
っ
て
救
済
し
よ
う
と
い

う
、
い
わ
ゆ
る
狂
言
綺
語
観
に
基
づ
く
法
会
儀
礼
で
あ
る
こ
と
を
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
初
め
て
知
っ
た
わ
け
で
す
。

法
会
や
仏
事
な
ど
の
仏
教
儀
礼
と
そ
の
本
尊
の
仏
像
と
い
う
課
題
は
、
仏
像
・
仏
画
の
世
界
で
は
検
討
す
べ
き
当
然
の
課
題
で
す
。
近

年
、
一
層
そ
の
関
係
性
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
仏
像
・
仏
画
の
仏
教
美
術
と
し
て
の
性
格
が
改
め
て
重
視
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

源
氏
供
養
と
い
う
『
法
華
経
」
を
供
養
す
る
法
会
に
は
、
ど
の
よ
う
な
尊
像
が
そ
の
本
尊
と
し
て
据
え
ら
れ
た
の
か
、
供
養
さ
れ
た
経

典
と
と
も
に
法
会
の
本
尊
の
顔
を
想
像
し
て
み
よ
う
、
と
考
え
て
み
た
わ
け
で
す
。

本
日
の
話
は
そ
の
時
の
コ
メ
ン
ト
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
ま
ず
源
氏
供
養
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
そ
の
概
要
を
紹
介
し
、
続
い
て
源
氏

供
養
の
法
会
の
復
元
を
試
み
ま
す
。
そ
の
場
で
供
養
さ
れ
た
「
法
華
経
』
と
仏
像
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
推
定

た
○

紫
式
部
が
地
獄
に
堕
ち
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
私
に
と
っ
て
衝
撃
的
な
こ
と
で
し
た
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
考
え
ま
し
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源氏供養と普賢十羅刹女像

■
狂
言
綺
語
と
源
氏
供
養

『
源
氏
物
語
』
は
院
政
期
十
二
世
紀
に
入
っ
て
い
よ
い
よ
愛
好
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
享
受
と
再
創
造
の
展
開
を
見
せ
、
源
氏
文
化
を
形

成
し
ま
す
。
源
氏
供
養
は
、
徳
川
・
五
島
本
の
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
な
ど
と
同
じ
く
、
『
源
氏
物
語
』
か
ら
生
ま
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
文
化

現
象
の
一
環
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
、
や
は
り
こ
の
院
政
期
に
な
っ
て
、
そ
の
意
味
の
重
さ
を
増
す
に
至
っ
た
狂
言

綺
語
へ
の
対
処
の
一
事
例
で
も
あ
り
ま
し
た
。

で
は
、
そ
の
狂
言
綺
語
と
は
一
体
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
美
術
史
が
専
門
の
私
の
説
明
で
は
は
な
は
だ
心
も
と
な
い
の
で
す
が
、

一
応
、
そ
の
一
般
的
な
概
念
を
説
明
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
『
広
辞
苑
」
第
六
版
に
は
、
「
道
理
に
あ
わ
な
い
言
と
巧
み
に
飾
っ
た
語
。
小

説
・
物
語
ま
た
は
歌
舞
音
曲
な
ど
を
指
し
て
い
う
」
と
あ
り
ま
す
。
言
葉
自
体
の
意
味
は
そ
の
通
り
な
の
で
す
が
、
当
時
の
人
々
の
認
識

に
、
和
歌
や
物
語
な
ど
の
文
芸
を
狂
言
綺
語
と
し
て
、
仏
教
信
仰
に
対
す
る
過
ち
と
み
な
す
自
省
の
認
識
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
仏
教
信

仰
に
対
し
て
文
芸
を
卑
下
す
る
自
省
の
認
識
を
狂
言
綺
語
と
呼
ん
で
い
る
と
い
え
ま
す
。

も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
言
い
ま
す
と
、
和
歌
や
物
語
は
言
葉
を
た
く
み
に
飾
っ
て
作
文
さ
れ
た
架
空
の
空
事
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
も

の
に
熱
中
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
成
仏
を
願
う
行
為
と
し
て
は
大
い
に
誤
り
で
あ
り
、
罪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
要
す
る
に
仏
教
信

仰
に
対
し
て
罪
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
う
い
う
反
省
の
意
識
に
基
づ
く
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
た
い
と
考
え
ま
す
。

仏
像
に
は
、
標
題
に
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
普
賢
十
羅
刹
女
像
が
推
定
さ
れ
ま
す
。
特
に
そ
の
画
像
に
描
か
れ
る
十
羅
刹
女
像
が
、
唐
風

の
装
束
か
ら
日
本
風
の
和
装
へ
と
変
貌
す
る
き
っ
か
け
と
し
て
、
こ
の
源
氏
供
養
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
推
定
を
行
な
い
た

い
ル
ー
田
心
っ
て
い
士
ふ
す
／
○
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十
二
世
紀
に
入
っ
て
、
こ
の
狂
言
綺
語
は
重
要
問
題
化
し
て
き
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
ほ
ど
深
刻
に
仏
教
信
仰
に
対
す
る
過
ち
と
考
え
ら

れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
、
一
応
、
形
式
的
に
反
省
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
よ
う
で
は
あ
る
の
で
す
が
、
と
も
あ
れ
源
氏
供

養
は
そ
う
し
た
反
省
の
心
を
表
明
す
る
仏
教
的
イ
ベ
ン
ト
で
し
た
。
院
政
期
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
」
へ
の
耽
溺
が
聖
な
る
信
仰
へ
の
負

い
目
と
な
っ
て
顕
在
化
し
、
そ
の
克
服
、
あ
る
い
は
そ
の
言
い
訳
的
な
解
決
が
、
源
氏
供
養
で
果
た
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

■
源
氏
供
養

で
は
、
源
氏
供
養
と
は
具
体
的
に
何
が
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

源
氏
供
養
と
は
正
し
く
言
う
と
、
源
氏
一
品
経
供
養
で
す
。
一
品
経
に
つ
い
て
は
後
で
触
れ
ま
す
が
、
要
す
る
に
「
法
華
経
」
を
供
養

す
る
仏
教
法
会
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
法
会
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
始
ま
り
、
ど
の
程
度
普
及
し
た
の
か
な
ど
は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
平
安
末
期
に
行
な
わ
れ
た
あ
る
源
氏
供
養
を
端
緒
に
、
以
後
、
豊
か
な
法
会
文
芸
と
し
て
源
氏
供
養
文
芸
が
生
産
さ
れ
た
こ
と
は

確
か
な
よ
う
で
す
。
そ
の
、
あ
る
源
氏
供
養
の
実
態
を
伝
え
る
の
が
「
源
氏
一
品
経
表
白
」
で
す
。
以
下
、
「
表
白
」
と
略
し
ま
す
。

表
白
と
は
、
一
般
に
法
会
の
願
意
・
趣
旨
を
華
や
か
な
美
文
で
綴
っ
た
文
章
で
す
。
こ
れ
を
法
会
の
導
師
、
つ
ま
り
法
会
を
仕
切
る
お

坊
さ
ん
が
読
み
上
げ
ま
す
。
こ
の
「
表
白
」
は
、
説
法
唱
導
の
名
手
と
証
わ
れ
た
安
居
院
澄
憲
の
作
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
澄
憲
に
つ
い
て

は
、
ま
た
後
ほ
ど
お
話
し
い
た
し
ま
す
が
、
そ
の
伝
え
る
と
こ
ろ
の
願
意
は
お
お
よ
そ
次
の
通
り
で
す
。

紫
式
部
作
の
「
源
氏
物
語
』
は
男
女
の
愛
を
語
る
物
語
の
中
で
も
特
に
秀
逸
で
、
男
女
こ
ぞ
っ
て
こ
れ
を
読
み
恋
情
に
ひ
た
る
が
、
そ

の
罪
で
作
者
も
読
者
も
六
道
輪
廻
の
罪
を
負
い
、
奈
落
に
落
ち
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
故
紫
式
部
の
亡
霊
も
自
ら
の
罪
業
が
重
い
こ
と
を
人

の
夢
を
し
て
告
げ
た
。
そ
こ
で
、
「
禅
定
比
丘
尼
」
が
願
主
と
な
り
、
罪
深
き
紫
式
部
と
『
源
氏
物
語
』
の
読
者
を
救
う
た
め
、
『
法
華

経
』
を
書
写
し
、
見
返
し
に
『
源
氏
物
語
」
を
図
し
て
飾
り
、
そ
れ
を
供
養
し
て
、
狂
言
綺
語
転
じ
て
仏
奉
賛
の
具
と
な
し
て
成
仏
に
至
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源氏供養と普賢十羅刹女像

藤
原
為
経
の
妻
と
な
っ
て
、

家
の
母
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
美
福
門
院
加
賀
の
出
家
は
夫
俊
成
の
出
家
と
同
じ
く
安
元
二
年
（
二
七
六
）
と
み
ら
れ
、
ま
た
こ
の
源
氏
供
養
の
時
の
一
品
経

書
写
に
、
加
賀
の
娘
八
条
院
按
察
の
夫
藤
原
宗
家
が
結
縁
し
た
と
み
ら
れ
る
の
で
す
が
、
こ
の
宗
家
の
没
年
は
文
治
五
年
（
二
八
九
）

な
の
で
、
そ
の
間
に
こ
の
法
会
は
営
ま
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
二
七
六
年
か
ら
二
八
九
年
の
間
に
こ
の
源
氏

供
養
は
行
な
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
「
表
白
」
の
作
者
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
法
会
の
導
師
を
勤
め
た
と
み
ら
れ
る
の
が
澄
憲
で
す
。
澄
憲
は
藤
原
通
憲
（
信
西
）
の
息

子
で
天
台
宗
の
僧
侶
で
す
。
説
法
唱
導
に
た
く
み
で
「
説
法
優
美
」
と
さ
れ
た
弁
舌
で
聴
衆
を
魅
了
し
、
い
わ
ゆ
る
安
居
院
流
唱
導
の
祖

と
な
り
ま
す
。
唱
導
と
は
、
法
会
の
際
に
表
白
文
や
願
文
を
節
を
つ
け
て
上
手
に
読
み
上
げ
る
こ
と
で
す
。
お
経
を
詠
ん
だ
り
、
表
白
文

で
は
、
こ
の
「
表
白
」
を
も
と
に
、
こ
の
時
の
源
氏
供
養
の
様
子
を
復
元
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
法
会
の
願
主
禅
定
比
丘
尼
で
す

が
、
こ
れ
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
美
福
門
院
加
賀
と
い
う
女
性
で
す
。
彼
女
は
藤
原
親
忠
の
女
で
、
美
福
門
院
得
子
に
仕
え
、
は
じ
め

藤
原
為
経
の
妻
と
な
っ
て
、
絵
師
兼
歌
人
の
藤
原
隆
信
を
生
み
、
の
ち
に
藤
原
俊
成
に
嫁
し
て
定
家
を
生
み
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
歌
人
定

■
法
会
の
復
元

す

こ
の
内
容
は
の
ち
に
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
持
ち
、
能
の
演
目
に
も
な
っ
た
り
も
し
ま
す
。

例
え
ば
『
宝
物
集
」
所
載
の
も
の
に
お
い
て
は
、
「
紫
式
部
そ
ら
ご
と
を
も
っ
て
源
氏
物
語
を
作
り
し
ゆ
ゑ
に
ぢ
ご
く
に
落
ち
て
く
げ

ん
を
う
ぐ
。
は
や
く
源
氏
を
や
き
す
て
塾
、
一
日
経
を
か
き
と
ぶ
ら
ふ
く
し
」
と
、
よ
り
ダ
イ
レ
ク
ト
に
紫
式
部
の
罪
が
語
ら
れ
て
い
ま

ら
ん
こ
と
を
願
う
、
と
い
う
内
容
で
す
。
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品
経
で
す
。

■
一
品
経
の
復
元

こ
の
「
表
白
」
は
『
法
華
経
」
を
供
養
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。
こ
の
『
法
華
経
』
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
こ
の
源
氏
供
養
は
『
法
華
経
」
を
書
写
供
養
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
を
讃
え
、
紫
式
部
や
願
主
自
ら
を
含
む
読
者
を
救
お
う
と
し
た

も
の
で
、
法
会
の
種
別
と
し
て
は
、
「
法
華
経
』
供
養
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
表
白
」
に
「
殊
に
道
俗
貴
賤
を
勧
め
、
法
花
廿
八
品

之
真
文
を
書
写
す
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
『
法
華
経
」
八
巻
二
十
八
品
を
道
俗
貴
賤
で
分
担
し
て
書
写
し
た
も
の
で
し
た
。
い
わ
ゆ
る
一

や
願
文
を
節
を
付
け
て
、
し
か
も
美
声
で
魅
力
的
に
読
み
上
げ
る
、
澄
憲
は
そ
う
い
う
こ
と
が
う
ま
か
っ
た
よ
う
で
す
。

澄
憲
と
そ
れ
を
継
い
だ
聖
覚
な
ど
の
安
居
院
流
の
唱
導
の
研
究
は
す
で
に
多
く
の
成
果
を
得
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た

い
の
は
、
澄
憲
の
唱
導
に
は
女
人
・
母
性
重
視
の
傾
向
が
強
い
と
す
る
小
峯
和
明
氏
の
指
摘
で
す
。
澄
憲
の
優
美
な
説
法
の
主
な
享
受
者

が
、
女
院
や
そ
の
女
房
な
ど
の
宮
廷
女
性
で
あ
り
、
そ
れ
へ
の
支
持
拡
大
が
安
居
院
流
唱
導
の
戦
略
で
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
ま
す
。

ま
た
、
後
で
詳
し
く
述
べ
ま
す
が
。
マ
イ
ケ
ル
・
ジ
ャ
メ
ン
ッ
氏
は
、
澄
憲
以
後
の
安
居
院
流
の
僧
が
主
導
し
た
法
会
に
お
い
て
、
普

賢
十
羅
刹
女
像
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
変
に
興
味
深
い
こ
と
で
、
澄
憲
の
ま
わ
り
に
女
性
、
そ

し
て
普
賢
十
羅
刹
女
像
が
登
場
す
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

の
た
め
に
結
縁
経
と
も
い
い
ま
す
。

一
品
経
と
は
『
法
華
経
』
な
ど
の
経
典
を
、
品
（
Ⅱ
章
や
節
）
ご
と
に
、
結
縁
者
で
分
担
し
て
言
写
す
る
こ
と
、
な
い
し
は
そ
の
お
経

の
こ
と
で
す
。
こ
の
善
行
の
共
同
参
加
者
を
結
縁
者
と
呼
び
ま
す
が
、
こ
の
結
縁
者
を
募
っ
て
、
分
担
し
て
行
な
う
と
い
う
こ
と
で
、
そ

こ
の
分
担
に
つ
い
て
は
、
後
藤
丹
治
氏
の
推
定
に
よ
れ
ば
、
前
述
し
た
息
子
藤
原
隆
信
と
娘
婿
で
あ
る
藤
原
宗
家
が
制
作
し
た
こ
と
が
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「
平
家
納
経
」
で
は
、
お
経
の
最
初
の
部
分
、
つ
ま
り
見
返
し
の
部
分
に
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
よ
う
な
、
女
性
が
登
場
す
る
美
し
い

絵
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
「
平
家
納
経
」
は
平
清
盛
が
厳
島
神
社
に
奉
納
し
た
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
装
飾
経
で
す
。
序
品
の
ほ
か
勧
持
品
、

読
み
取
れ
ま
す
。

知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
二
人
を
含
め
て
美
福
門
院
加
賀
の
子
女
や
女
房
等
周
辺
の
女
性
が
結
縁
し
て
分
担
書
写
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。
女
性
が
中
心
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

で
は
供
養
さ
れ
た
『
法
華
経
」
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
「
表
白
」
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
経
巻
は
「
経
品
々
に
即
ち
物
語
の
篇
目
を
宛
て
る
」
で
あ
り
「
巻
々
の
端
に
源
氏
一
篇
を
図
す
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
「
巻
々
の
端

に
源
氏
一
篇
を
図
す
」
と
い
う
の
は
、
経
巻
の
表
紙
の
裏
の
見
返
し
に
描
か
れ
る
い
わ
ゆ
る
見
返
絵
に
、
「
経
品
々
に
即
ち
物
語
の
篇
目

を
宛
て
る
」
と
あ
る
よ
う
に
「
源
氏
物
語
」
各
帖
に
由
来
す
る
図
様
の
絵
、
す
な
わ
ち
源
氏
絵
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

つ
ま
り
、
お
経
の
見
返
絵
に
源
氏
絵
を
伴
な
う
『
法
華
経
』
で
す
。
こ
の
こ
と
と
か
ら
め
て
、
梶
谷
亮
治
氏
が
「
平
家
納
経
」
に
つ
い

て
興
味
深
い
視
点
を
示
し
て
い
ま
す
。
梶
谷
氏
は
源
氏
供
養
の
『
法
華
経
」
の
事
例
を
引
い
て
、
「
久
能
寺
経
」
や
「
平
家
納
経
」
な
ど

に
見
ら
れ
る
物
語
絵
の
よ
う
な
図
様
・
画
風
の
見
返
絵
を
「
物
語
絵
様
見
返
絵
」
と
呼
び
、
「
平
家
納
経
」
の
そ
れ
を
『
源
氏
物
語
』
に

取
材
し
た
図
様
で
は
な
い
か
と
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
「
平
家
納
経
」
の
序
品
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
桐
壺
に
当
て
た
り
し
て
、
要

す
る
に
部
分
的
に
源
氏
絵
が
見
返
絵
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

物
語
絵
様
見
返
絵
の
あ
る
品
が
一
部
に
限
ら
れ
る
な
ど
、
疑
問
点
も
多
く
あ
り
、
検
討
の
余
地
は
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
『
法
華
経
』

と
い
う
経
典
へ
の
物
語
絵
様
見
返
絵
の
導
入
と
い
う
、
い
わ
ば
世
俗
的
要
素
の
侵
入
の
き
っ
か
け
と
し
て
源
氏
一
品
経
を
想
定
し
た
こ
と

は
重
要
で
す
。
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■
『
法
華
経
」
関
連
の
法
会
と
そ
の
本
尊

『
法
華
経
」
関
係
の
法
会
（
法
華
講
）
に
は
、
法
華
会
・
法
華
三
昧
（
法
華
俄
法
）
、
法
華
八
講
、
三
十
講
、
一
品
経
な
ど
さ
ま
ざ
ま
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
『
法
華
経
」
を
読
む
法
会
で
す
。
『
法
華
経
」
や
そ
の
関
連
経
典
で
は
、
そ
の
本
尊
と
し
て
、
釈
迦
如

来
、
釈
迦
三
尊
、
普
賢
菩
薩
、
観
音
菩
薩
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
中
で
彫
像
・
画
像
を
問
わ
ず
最
も
多
い
の
が
、
普
賢
菩

薩
像
で
す
。
法
華
堂
、
三
昧
堂
な
ど
の
お
堂
の
本
尊
に
は
彫
像
が
、
一
品
経
の
よ
う
な
臨
時
の
法
会
に
は
画
像
が
多
く
用
い
ら
れ
た
よ
う

で
す
か
ら
、
こ
の
隆
信
が
関
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
そ
の
経
巻
に
は
か
な
り
立
派
な
装
飾
が
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ

ま
す
。
「
平
家
納
経
」
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
な
り
の
も
の
だ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

薬
王
菩
薩
本
事
品
、
分
別
功
徳
品
、
提
婆
達
多
品
な
ど
に
も
や
は
り
仏
教
的
テ
ー
マ
で
美
し
い
絵
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

と
も
か
く
源
氏
一
品
経
供
養
に
際
し
て
、
美
福
門
院
加
賀
以
下
結
縁
者
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
「
法
華
経
」
は
、
徳
川
・
五
島
本
の

「
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
絵
の
段
を
見
返
絵
と
す
る
美
し
い
色
紙
経
か
、
あ
る
い
は
「
平
家
納
経
」
の
物
語
絵
様
見
返
絵
の
あ
る
品
の
よ
う

な
美
し
い
装
飾
経
で
あ
っ
た
と
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

で
一斗一
q

″

○

先
ほ
ど
、
美
福
門
院
加
賀
の
占

れ
た
人
で
、
絵
画
で
は
人
物
の

す
。
神
護
寺
に
あ
る
「
伝
源
頼
拓

は
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
ま
す
が
。

美
福
門
院
加
賀
の
息
子
藤
原
隆
信
が
こ
の
経
巻
の
制
作
に
関
与
し
た
と
述
べ
ま
し
た
。
隆
信
は
和
歌
と
絵
画
に
非
常
に
す
ぐ

絵
画
で
は
人
物
の
似
顔
絵
に
巧
み
だ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
息
子
の
信
実
以
降
を
含
め
て
「
似
絵
」
描
き
の
家
系
を
な
し
ま

に
あ
る
「
伝
源
頼
朝
像
」
（
頼
朝
像
で
は
な
い
と
の
説
が
有
力
で
す
）
の
作
者
に
擬
せ
ら
れ
て
も
い
る
人
で
す
。
た
だ
し
今
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供
養
さ
れ
た
仏
と
し
て
可
能
性
が
高
い
の
は
や
は
り
画
像
の
普
賢
菩
薩
像
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
進
ん
で
言
え
ば
、
和
装
の
十
羅
刹
女
像

を
伴
な
う
普
賢
十
羅
刹
女
像
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
源
氏
供
養
は
、
法
華
二
十
八
品
を
結
縁
者
に
よ
り
分
担
書
写
し
、
そ
れ
を
澄
憲
主
導
の
法
会
で
供
養
す
る
一
品
経
供
養
で
し
た
。

お
そ
ら
く
主
催
者
加
賀
の
仏
堂
か
居
宅
の
仏
間
な
ど
で
、
そ
こ
に
澄
憲
ら
衆
僧
を
請
じ
て
行
な
わ
れ
た
と
想
像
で
き
ま
す
。
彫
像
の
本
尊

が
別
に
あ
っ
た
に
せ
よ
、
一
品
経
供
養
の
例
か
ら
、
経
典
と
と
も
に
何
ら
か
の
仏
像
が
供
養
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は

ど
の
よ
う
な
尊
像
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

仏
台
に
奉
懸
さ
れ
た
新
仏
の
前
に
、
新
写
の
一
品
経
が
経
机
の
上
の
経
箱
に
入
れ
ら
れ
て
置
か
れ
、
そ
の
前
に
導
師
澄
憲
を
は
じ
め
衆

僧
が
坐
っ
て
「
表
白
」
や
『
法
華
経
」
を
読
謂
し
、
そ
れ
を
加
賀
以
下
結
縁
者
が
聴
講
す
る
。
そ
う
し
た
情
景
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
き
ま

■
一
品
経
供
養
の
事
例

ナ
○

い
わ
ゆ
る
一
品
経
の
書
写
・
供
養
は
、
治
安
元
年
（
一
○
二
二
九
月
に
無
量
寿
院
で
行
な
わ
れ
た
皇
太
后
宮
研
子
（
藤
原
道
長
女
）

と
そ
の
女
房
た
ち
の
そ
れ
が
早
い
時
期
の
も
の
で
、
以
後
盛
ん
に
行
な
わ
れ
、
特
に
院
政
期
に
そ
の
事
例
が
多
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ら
は
基
本
的
に
亡
く
な
っ
た
人
の
追
善
、
つ
ま
り
亡
者
追
善
の
た
め
に
遺
族
や
関
係
者
が
結
縁
し
た
事
例
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
例

え
ば
、
久
寿
二
年
（
二
五
五
）
九
月
五
日
の
近
衛
院
六
七
日
の
「
結
縁
経
供
養
」
で
は
、
関
白
藤
原
忠
通
以
下
公
卿
及
び
忠
通
室
宗
子

以
下
女
房
た
ち
が
分
担
し
て
「
法
華
経
」
と
『
金
光
明
経
」
を
書
写
し
、
仁
安
元
年
（
二
六
六
）
九
月
六
日
の
藤
原
基
実
追
福
の
「
女

ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
品
経
供
養
の
事
例
を
史
料
に
追
い
な
が
ら
、
源
氏
供
養
の
様
子
を
よ
り
詳
細
に
復
元
し
、
供
養
さ
れ
た
仏
画
が
何
で
あ
っ
た
か
に
及

-199-



違
え
手
よ
し
よ
ま
つ
ｃ

で
は
そ
の
法
会
の
場
に
ど
の
よ
う
な
尊
像
が
据
え
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
院
政
期
に
な
っ
て
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
一
品
経
供
養
で

は
、
仏
は
何
が
一
般
的
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

近
衛
院
六
七
日
の
場
合
も
、
基
実
追
福
の
場
合
も
、
一
品
経
と
と
も
に
普
賢
菩
薩
の
画
像
が
供
養
さ
れ
ま
し
た
。
一
品
経
供
養
に
際
し

て
普
賢
菩
薩
が
多
く
登
場
す
る
こ
と
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
小
井
川
理
氏
に
よ
れ
ば
、
平
安
時
代
の
一
品
経
供
養
事

例
で
そ
の
本
尊
が
知
ら
れ
る
十
四
例
の
う
ち
、
九
例
が
普
賢
菩
薩
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち
画
像
が
六
例
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
一
品
経
供
養
で
あ
る
こ
の
源
氏
供
養
で
も
、
普
賢
菩
薩
の
画
像
が
併
せ
て
供
養
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
い

供
養
の
結
縁
者
は
、
近
衛
院
六
七
日
の
例
の
よ
う
に
男
女
混
合
が
一
般
的
で
、
基
実
追
福
の
例
の
よ
う
に
女
房
（
女
性
）
の
み
、
ま
た

男
性
の
み
の
場
合
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
、
皇
太
后
宮
研
子
の
例
で
は
「
君
達
も
ろ
と
も
に
契
り
て
」
と
あ
っ
て
女
性
が
男
性
を
誘
っ
て
、
そ

の
財
力
を
あ
て
に
し
て
、
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
源
氏
供
養
の
場
合
は
、
加
賀
の
息
子
の
関
与
も
推
定
さ
れ
て
い
る

の
で
、
男
女
混
合
か
、
女
性
主
体
で
男
性
の
助
力
を
得
た
か
、
い
ず
れ
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
法
会
の
願
主
は
美
福
門
院
加
賀
で

す
か
ら
、
女
性
主
体
の
法
会
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

房
一
品
経
供
養
］
で
は
、
基
実
母
二
位
殿
信
子
と
室
六
波
羅
三
位
殿
盛
子
と
そ
れ
ぞ
れ
の
女
房
た
ち
計
三
十
二
人
が
分
担
し
て
、
「
美
麗

究
善
」
の
一
品
経
を
言
写
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
事
例
か
ら
考
え
る
と
源
氏
供
養
と
い
う
の
は
、
一
品
経
供
養
と
し
て

は
か
な
り
特
殊
な
ケ
ー
ス
と
い
え
ま
す
が
、
故
人
紫
式
部
の
堕
地
獄
を
救
済
す
る
も
の
で
あ
り
、
故
人
追
悼
の
要
素
も
含
む
も
の
と
い
え

■
一
品
経
供
養
の
仏
像

士
隼
｛
，
○
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ま
た
、
「
表
白
」
作
者
澄
憲
に
関
し
て
マ
イ
ケ
ル
・
ジ
ャ
メ
ン
ッ
氏
は
、
澄
憲
及
び
そ
れ
以
後
の
唱
導
安
居
院
流
の
僧
が
関
与
し
た
追

善
供
養
の
多
く
に
、
普
賢
菩
薩
な
い
し
は
普
賢
十
羅
刹
女
像
が
供
養
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
願
文
・
表
白
等
を
通
じ
て
指
摘
し
ま
し
た
。

澄
憲
に
限
っ
て
も
、
待
賢
門
院
出
家
時
の
願
文
や
故
建
春
門
院
追
善
供
養
の
表
白
、
上
西
門
院
に
よ
る
待
賢
門
院
の
た
め
の
一
品
経
表

白
な
ど
に
普
賢
な
い
し
普
賢
十
羅
刹
女
像
が
登
場
し
ま
す
。
上
西
門
院
の
例
で
は
「
又
訓
女
人
図
十
願
王
十
羅
刹
之
聖
容
」
と
あ
り
、
十

願
王
と
は
普
賢
菩
薩
の
こ
と
な
の
で
普
賢
十
羅
刹
女
画
像
が
描
か
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

さ
て
、
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
ま
す
と
、
澄
憲
王
導
の
一
品
経
供
養
で
あ
れ
ば
、
普
賢
菩
薩
な
い
し
は
普
賢
十
羅
刹
女
像
が
描
か
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
前
に
し
て
供
養
が
行
な
わ
れ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

■
普
賢
菩
薩
と
十
羅
刹
女
像

普
賢
菩
薩
は
「
法
華
経
』
巻
第
八
「
普
賢
菩
薩
勧
発
品
第
二
十
八
」
と
『
法
華
経
』
の
結
経
で
あ
る
「
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
』
（
「
観
普

賢
経
」
）
に
、
『
法
華
経
』
を
信
仰
す
る
者
の
前
に
現
れ
て
、
そ
の
人
を
守
護
す
る
と
説
か
れ
て
い
る
尊
像
で
、
法
華
信
仰
者
の
念
持
仏
的

な
尊
像
と
し
て
篤
く
信
仰
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
菩
薩
が
法
華
信
者
を
守
護
す
る
た
め
に
現
れ
た
様
子
を
あ
ら
わ
し
た
の
が
来
儀
図
で
す
。

そ
の
姿
は
、
合
掌
し
て
六
牙
の
白
象
に
乗
っ
て
い
ま
す
。
画
像
の
東
京
国
立
博
物
館
本
や
彫
像
の
東
京
・
大
倉
集
古
館
像
な
ど
の
院
政

期
の
作
品
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
優
美
な
作
風
か
ら
こ
の
期
の
高
貴
な
女
性
の
発
願
が
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
女
性
の
成
仏
を
説

く
『
法
華
経
」
は
、
特
に
女
性
の
信
仰
を
得
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

普
賢
の
み
独
尊
で
描
か
れ
る
普
賢
来
儀
図
は
、
や
が
て
『
法
華
経
』
「
陀
羅
尼
品
第
二
十
六
」
の
所
説
に
基
づ
き
、
二
菩
薩
（
薬
王
・

勇
施
）
、
二
天
王
（
多
間
天
・
増
長
天
）
、
十
羅
刹
女
（
藍
婆
、
毘
藍
婆
、
曲
歯
、
華
歯
、
黒
歯
、
多
髪
、
無
厭
足
、
持
選
塔
、
皇
諦
、
奪

一
切
衆
生
精
気
）
、
鬼
子
母
を
伴
な
っ
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
普
賢
十
羅
刹
女
像
で
す
。
「
陀
羅
尼
品
」
は
、
こ
れ
ら
諸
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た
だ
十
羅
刹
女
像
の
出
現
に
つ
い
て
は
、
承
暦
三
年
（
一
○
七
九
）
に
は
記
録
に
登
場
し
、
十
二
世
紀
前
半
か
ら
作
例
が
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
本
格
的
な
画
像
と
し
て
は
十
二
世
紀
の
京
都
・
盧
山
寺
本
が
重
要
で
す
。
こ
の
寺
は
紫
式
部
と
ゆ
か
り
の
深
い
寺
で
、
そ
の
普
賢

十
羅
刹
女
像
が
も
っ
と
も
古
い
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
以
前
の
平
安
期
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
は
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
記
録
で
は
、
久
寿
二
年
（
二
五
五
）
十
月
九
日
の
藤
原
忠
通

室
、
故
宗
子
の
た
め
の
仏
事
で
供
養
さ
れ
た
画
像
が
も
っ
と
も
古
く
、
お
お
む
ね
十
二
世
紀
後
半
か
ら
こ
の
画
像
が
一
般
に
広
ま
っ
た
の

だ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
後
、
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
作
例
が
多
く
、
図
像
的
に
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ

て
い
ま
す
。

尊
が
陀
羅
尼
の
呪
文
を
唱
え
て
「
法
華
経
』
を
広
め
る
人
を
守
護
す
る
と
誓
う
こ
と
を
説
い
て
い
ま
す
。

十
羅
刹
女
を
セ
ッ
ト
で
描
く
こ
と
で
、
法
華
持
経
者
の
守
護
を
よ
り
篤
く
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
と
い
う
意
図
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
が
、
こ
の
図
像
の
成
立
に
は
不
明
な
点
が
多
く
、
十
羅
刹
女
登
場
の
経
緯
、
そ
し
て
そ
れ
が
普
賢
と
セ
ッ
ト
に
な
る
理
由
や
時
期
は

普
賢
十
羅
刹
女
像
の
十
羅
刹
女
像
に
は
和
装
と
唐
装
の
例
が
あ
り
ま
す
。
女
房
風
の
装
束
の
和
装
に
対
し
て
、
唐
装
の
そ
れ
は
、
吉
祥

天
な
ど
が
着
て
い
る
よ
う
な
篠
桧
衣
風
、
つ
ま
り
中
国
の
女
性
の
仕
事
着
風
の
装
束
を
着
て
い
ま
す
。
以
前
は
、
文
化
の
和
様
化
に
伴
な

っ
て
ま
ず
和
装
の
そ
れ
が
登
場
し
、
鎌
倉
期
の
理
知
的
な
風
潮
が
唐
装
の
そ
れ
を
生
み
出
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
鶴
林
寺
の
例
な

ど
初
期
の
現
存
作
例
が
い
ず
れ
も
唐
装
な
の
で
、
あ
る
時
期
か
ら
和
装
が
登
場
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
和
装
出
現
の
初
期
作
例
と

し
て
は
、
「
扇
面
法
華
経
冊
子
」
（
大
阪
・
四
天
王
寺
）
の
表
紙
や
「
平
家
納
経
」
見
返
絵
に
出
て
く
る
十
羅
刹
女
の
単
独
像
が
注
目
さ
れ

ま
す
が
、
こ
の
図
像
の
成
一
↑

明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

て
い
ま
す
。
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た
だ
、
十
羅
刹
女
像
の
和
装
化
の
始
ま
り
を
こ
こ
で
議
論
す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
和
装
十
羅
刹

女
像
を
伴
な
う
普
賢
十
羅
刹
女
像
成
立
の
き
っ
か
け
で
す
。

そ
の
現
存
最
古
例
は
、
現
個
人
蔵
で
、
旧
益
田
家
本
と
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
の
十
羅
刹
女
像
と
「
紫
式
部
日
記
絵
巻
」
の
女
性
像
が
よ

く
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
増
記
氏
は
十
三
世
紀
前
半
の
作
と
し
て
い
ま
す
。
増
記
氏
は
、
こ
の
旧
益
田
家
本
に
、
先
行
す
る
和
装
の
十
羅

刹
女
に
お
け
る
型
の
継
承
を
見
て
、
先
行
事
例
と
し
て
「
あ
る
時
点
で
完
成
し
て
い
た
正
統
性
の
あ
る
普
賢
十
羅
刹
女
像
」
を
想
定
し
、

そ
の
候
補
と
し
て
、
い
く
つ
か
作
例
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

養
和
二
年
（
三
八
二
）
正
月
十
二
日
の
皇
嘉
門
院
追
善
像
が
「
女
房
等
手
自
所
奉
図
」
、
つ
ま
り
女
房
た
ち
が
自
ら
描
い
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
や
、
治
承
五
年
二
一
八
二
の
高
倉
院
追
善
像
を
例
示
さ
れ
ま
し
た
。

「
平
家
納
経
」
か
ら
旧
益
田
家
本
の
問
に
正
統
的
な
図
様
の
成
立
を
介
在
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
の
見
解
は
妥
当
な
も
の
で
、
そ
れ
に
異

を
唱
え
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
こ
の
源
氏
一
品
経
供
養
と
い
う
、
狂
言
綺
語
観
に
基
づ
く
特
異
な
法
会
と
、
導
師

澄
憲
の
存
在
に
、
直
接
的
な
契
機
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
普
賢
十
羅
刹
女
像
研
究
の
課
題
で
最
近
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
、
和
装
の
十
羅
刹
女
像
出
現
の
理
由
で
す
。
近
時
集
中
的
に
普
賢

菩
薩
及
び
普
賢
十
羅
刹
女
像
の
論
文
を
提
示
し
て
い
る
増
記
隆
介
氏
は
、
長
寛
二
年
（
二
六
四
）
の
「
平
家
納
経
」
見
返
絵
の
そ
れ
に

つ
い
て
、
厳
島
社
の
伊
都
岐
島
神
が
女
神
で
あ
り
女
房
の
姿
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
根
拠
に
、
そ
の
和
装
化
を
女
房
姿
の
女
神

■
和
装
の
十
羅
刹
女
像

に
求
め
ま
し
た
（

十
羅
刹
女
が
和
装
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
見
事
な
ま
で
の
「
唐
」
か
ら
「
和
」
へ
の
変
貌
で
す
。
仏
教
・
仏
画
を
「
唐
」
に
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見
立
て
る
の
な
ら
、
そ
れ
へ
の
「
和
」
の
侵
入
で
し
ょ
う
。
ま
た
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
聖
な
る
仏
画
へ
の
俗
な
る
要
素
の
侵
入
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
極
端
な
言
い
方
を
し
ま
す
と
、
聖
な
る
仏
画
に
俗
な
る
物
語
絵
が
入
り
込
む
と
い
う
感
じ
で
す
。
こ
れ
と
同
じ
こ
と

が
こ
の
源
氏
供
養
の
一
品
経
に
も
言
え
ま
す
。
聖
な
る
経
巻
の
荘
厳
と
し
て
、
俗
な
る
源
氏
絵
が
そ
の
見
返
絵
に
描
か
れ
た
。
で
あ
れ

ば
、
各
品
の
見
返
絵
に
源
氏
絵
が
描
か
れ
た
『
法
華
経
』
を
供
養
す
る
こ
の
源
氏
供
養
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
同
時
に
供
養
さ
れ
た
仏
と

し
て
、
俗
な
る
女
房
装
束
の
和
装
十
羅
刹
女
に
囲
ま
れ
た
普
賢
菩
薩
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
聖
俗
の
境
界
が
融
解

し
た
こ
の
源
氏
供
養
と
い
う
法
会
こ
そ
、
和
装
普
賢
十
羅
刹
女
像
の
出
現
の
き
っ
か
け
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
も
そ
も
一
品
経
供
養
は
、
そ
の
始
ま
り
か
ら
、
か
な
り
遊
興
的
性
格
の
強
い
法
会
で
し
た
。
そ
の
五
巻
日
の
華
麗
さ
の
競
合
は
そ
れ

を
示
し
て
余
り
あ
り
ま
す
。
「
法
華
経
」
第
五
巻
の
提
婆
達
多
品
を
供
養
す
る
日
と
い
う
の
が
あ
り
、
こ
れ
が
五
巻
日
で
、
そ
の
日
に
仏

に
非
常
に
華
麗
な
捧
げ
物
を
し
ま
す
。
経
箱
な
ど
の
工
芸
品
に
し
ろ
お
経
に
し
る
仏
像
に
し
ろ
、
そ
こ
で
非
常
に
美
し
い
も
の
が
生
み
出

さ
れ
た
の
で
す
が
、
『
法
華
経
」
の
法
会
は
ま
さ
に
美
麗
を
生
み
出
す
舞
台
と
な
っ
て
い
た
の
で
し
た
。

皇
太
后
宮
好
子
の
場
合
で
も
、
「
お
の
お
の
挑
み
わ
ざ
の
や
う
に
見
え
て
、
な
か
な
か
罪
作
り
に
見
え
た
り
」
（
『
栄
花
物
語
」
）
と
あ
っ

て
、
美
麗
を
競
う
遊
興
の
観
さ
え
あ
り
ま
す
。

源
氏
供
養
と
い
う
珍
奇
な
趣
向
も
同
様
で
、
源
氏
耽
溺
の
罪
障
に
対
す
る
真
蟄
な
反
省
の
み
か
ら
行
わ
れ
た
と
思
う
こ
と
は
困
難
で

す
。
そ
の
こ
と
が
供
養
さ
れ
る
経
典
や
仏
に
世
俗
的
要
素
を
侵
入
せ
し
め
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

旧
益
田
家
本
の
よ
う
な
和
装
の
画
像
は
、
普
賢
菩
薩
の
来
儀
を
女
房
た
ち
が
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
普
賢

菩
薩
を
中
心
と
す
る
法
会
の
様
子
自
体
を
再
現
し
た
か
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
こ
に
は
、
宮
廷
の
高
貴
な
女
性
た
ち

や
そ
の
女
房
た
ち
の
理
想
の
反
映
を
見
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

普
賢
の
影
向
Ⅱ
来
儀
を
待
望
す
る
女
房
た
ち
で
す
。
で
あ
れ
ば
こ
う
し
た
画
像
が
用
い
ら
れ
る
法
会
の
主
体
者
・
発
願
、
王
に
は
女
性
こ
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源氏供養と普賢十羅刹女像

そ
ふ
さ
わ
し
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
源
氏
供
養
は
、
お
そ
ら
く
美
福
門
院
加
賀
の
主
催
で
、
八
条
院
三
条
や
按
察
な
ど
美
福
門
院
・
八
条
院

系
の
女
房
た
ち
が
結
縁
す
る
法
会
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
な
れ
ば
や
は
り
そ
の
場
に
、
自
ら
の
姿
に
等
し
い
和
装
の
十
羅
刹

女
像
に
囲
ま
れ
た
普
賢
菩
薩
の
姿
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
こ
の
法
会
の
導
師
澄
憲
は
、
そ
の
美
声
を
武
器
に
特
に
女
性
の
人
気
を
勝
ち
得
た
よ
う
で
、
侍
賢
門
院
、
美
福
門
院
、
上
西
門

院
、
八
条
院
な
ど
、
女
院
関
係
の
事
績
が
こ
と
の
ほ
か
多
い
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
上
流
女
性
の
帰
依
を
受
け
よ
う
と
す
る
澄
憲

ら
安
居
院
流
の
戦
略
の
結
果
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

お
そ
ら
く
は
、
「
和
歌
政
所
一
品
経
供
養
表
白
」
や
こ
の
「
源
氏
供
養
表
白
」
の
創
作
は
、
願
主
の
求
め
に
応
じ
て
多
様
化
す
る
法
会

へ
の
柔
軟
な
対
応
を
示
す
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
と
同
じ
対
応
が
法
会
の
本
尊
に
対
し
て
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
女
性
主
体
の
法
会
に
対
し
て
、
法
会
参
加
者
に
対
し
て
、
普
賢
の
影
向
を
よ
り
実
感
さ
せ
う
る
具
体
性
の
あ
る
本
尊
が
求
め
ら
れ
、

和
装
十
羅
刹
女
像
が
セ
ッ
ト
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

以
上
、
源
氏
供
養
と
い
う
特
異
な
法
会
と
、
澄
憲
の
創
意
に
和
装
の
普
賢
十
羅
刹
女
像
の
成
立
を
み
ま
し
た
。
も
と
よ
り
、
確
た
る
根

拠
の
な
い
議
論
で
、
想
像
の
域
を
出
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
図
像
の
変
容
が
経
典
な
ど
テ
キ
ス
ト
以
外
の
別
の
事
情
に
よ
る
こ
と

も
あ
り
得
る
と
い
う
事
例
と
し
て
注
目
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

〔
後
記
〕
本
講
演
の
内
容
は
、
次
の
論
考
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。

武
笠
朗
「
源
氏
供
養
と
普
賢
十
羅
刹
女
像
」
（
小
嶋
菜
温
子
・
小
峯
和
明
・
渡
辺
憲
司
編
『
源
氏
物
語
と
江
戸
文
化
ｌ
可
視
化
さ
れ
る

雅
俗
」
所
収
）
二
○
○
八
年
五
月
、
森
話
社
。
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源
氏
物
語
千
年
紀
記
念
実
践
女
子
大
学
・
短
期
大
学
公
開
講
演
会

Ｉ
「
源
氏
物
語
』
と
い
う
文
化
Ｉ

〔
要
旨
］
源
氏
供
養
と
は
、
法
華
経
を
書
写
供
養
す
る
こ
と
で
、

源
氏
物
語
の
作
者
と
読
者
を
と
も
に
救
お
う
と
い
う
法
会
で
、
院

政
期
に
お
け
る
源
氏
愛
好
と
狂
言
綺
語
観
が
生
み
だ
し
た
源
氏
文

化
の
一
様
相
で
あ
る
。
安
居
院
澄
憲
の
作
と
さ
れ
る
「
源
氏
一
品

経
表
白
」
は
、
源
氏
供
養
の
ル
ー
ツ
と
も
見
ら
れ
る
法
会
の
表
白

で
、
法
会
は
美
福
門
院
加
賀
を
願
主
に
澄
憲
を
導
師
と
し
た
一
品

経
供
養
で
、
１
１
８
０
年
前
後
頃
に
行
わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い

る
。
本
講
演
で
は
、
こ
の
時
の
源
氏
供
養
の
法
会
の
復
元
を
試

源
氏
供
養
と
普
賢
十
羅
刹
女
像

狂
言
綺
語
と
源
氏
供
養

狂
言
綺
語
Ⅱ
「
道
理
に
合
わ
な
い
言
と
巧
み
に
飾
っ
た
語
、

み
、
供
養
さ
れ
た
法
華
一
品
経
や
法
会
の
本
尊
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
か
を
推
定
す
る
。
経
巻
に
は
見
返
し
絵
に
源
氏
絵
を

伴
う
美
麗
な
装
飾
経
を
、
仏
に
は
和
装
の
十
羅
刹
女
を
伴
う
普
賢

十
羅
刹
女
の
画
像
を
想
定
す
る
。
い
ず
れ
も
聖
な
る
仏
・
経
に
俗

な
る
要
素
が
侵
入
し
た
院
政
期
的
表
象
と
み
な
さ
れ
る
。

実
践
女
子
大
学
武
笠
朗

平
成
二
十
年
（
二
○
○
八
）
十
月
十
一
日
（
土
）

於
実
践
女
子
大
学
香
雪
記
念
館
大
教
室

小
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源氏供養と普賢十羅刹女像

説
・
物
語
ま
た
は
歌
舞
音
曲
な
ど
を
お
と
し
め
て
い
う
。
」
亀
広

辞
苑
」
第
六
版
）

↓
和
歌
や
物
語
な
ど
の
文
芸
を
狂
言
綺
語
と
し
て
、
仏
教
信
仰

に
対
す
る
過
ち
と
み
な
す
自
省
の
認
識
。

源
氏
供
養
Ⅱ
源
氏
一
品
経
供
養

☆
「
源
氏
一
品
経
表
白
」
（
別
紙
参
照
）
後
藤
丹
治
論
文
よ
り
。

Ⅱ
平
安
末
期
に
行
わ
れ
た
あ
る
源
氏
供
養
の
表
白
。
安
居
院
澄

憲
の
作
。

表
白
Ⅱ
法
会
の
願
意
（
願
い
事
）
や
趣
旨
を
華
や
か
な
美
文
で
綴

っ
た
文
章
。

法
会
の
復
元

願
主
「
禅
定
比
丘
尼
」
Ⅱ
美
福
門
院
加
賀
（
？
～
二
九
三
）

藤
原
親
忠
女
。
美
福
門
院
得
子
に
仕
え
、
は
じ
め
藤
原
為
隆
の

妻
と
な
っ
て
絵
師
藤
原
隆
信
二
一
四
二
～
一
二
○
五
）
を
生

み
、
の
ち
に
藤
原
俊
成
に
嫁
し
て
藤
原
定
家
二
一
六
二
～
一
二

四
一
）
を
生
む
。
二
七
六
年
出
家
か
。
娘
八
条
院
按
察
の
夫
藤

原
宗
家
二
一
八
九
年
没
）
の
結
縁
。

一
一
七
六
年
～
一
一
八
九
年
の
間
に
こ
の
源
氏
供
養
は
行
な
わ
れ

た
ら
し
い
。

「
表
白
」
作
者
兼
導
師
Ⅱ
澄
憲
（
二
二
六
～
一
二
○
三
）

説
法
唱
導
の
名
手
。
安
居
院
流
唱
導
の
祖
。
藤
原
通
憲
（
信

西
）
息
。
子
聖
覚
。

唱
導
Ⅱ
法
会
の
際
表
白
文
・
願
文
・
弧
謂
文
な
ど
を
読
み
説
法

を
行
な
う
こ
と
。

澄
憲
の
ま
わ
り
に
女
性
そ
し
て
普
賢
十
羅
刹
女
像
。

一
品
経
の
復
元

本
源
氏
供
養
は
法
華
経
供
養
の
法
会
。
法
華
経
八
巻
二
十
八
品

を
道
俗
貴
賎
で
分
担
書
写
し
そ
れ
を
供
養
し
た
。
い
わ
ゆ
る
一
品

経
。
結
縁
経
と
も
。

法
華
経
書
写
と
い
う
善
行
の
共
同
参
加
者
を
結
縁
者
と
い
う
。

結
縁
者
Ⅱ
息
隆
信
、
女
婿
宗
家
、
加
賀
の
子
女
・
女
房
の
参

画
。

経
巻
の
体
裁
Ⅱ
「
経
品
々
即
宛
物
語
篇
目
」
「
巻
々
端
図
源
氏
一

竺
扁
」

↓
見
返
絵
に
源
氏
絵
を
伴
な
う
装
飾
経
。

梶
谷
亮
治
氏
の
試
論
↓
「
平
家
納
経
」
（
厳
島
神
社
蔵
）
な
ど
に
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見
ら
れ
る
物
語
絵
の
よ
う
な
図
様
・
画
風
の
見
返
絵
を
「
物
語
絵

様
見
返
絵
」
と
呼
び
、
「
平
家
納
経
」
の
そ
れ
を
、
こ
の
源
氏
一

品
経
の
よ
う
な
源
氏
絵
を
見
返
絵
に
採
用
し
た
例
で
は
な
い
か
と

さ
れ
た
。
経
巻
へ
の
世
俗
的
要
素
の
介
入
。

「
平
家
納
経
」
Ⅱ
長
寛
二
年
二
一
六
四
）

こ
の
源
氏
一
品
経
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
。

・
徳
川
・
五
島
本
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
絵
の
部
分
を
見
返
に

持
つ
経
巻
。

。
「
平
家
納
経
」
の
物
語
絵
様
見
返
絵
の
あ
る
巻
の
よ
う
な
経

巻
。

藤
原
隆
信
（
似
絵
を
よ
く
し
た
絵
師
）
の
関
与
が
気
に
か
か

う
（
》
○

法
華
経
関
連
の
法
会
と
そ
の
本
尊

法
華
会
、
法
華
三
昧
、
法
華
八
講
・
三
十
講
、
一
品
経

釈
迦
如
来
、
釈
迦
三
尊
、
普
賢
菩
薩
、
観
音
菩
薩
、
法
華
曼
茶

羅
、
宝
塔

↓
最
も
多
い
の
が
普
賢
菩
薩
（
彫
像
・
画
像
を
問
わ
ず
）

一
品
経
供
養
の
事
例

・
治
安
元
年
二
○
二
一
）
九
月
、
皇
太
后
宮
好
子
（
藤
原
道

長
娘
）
と
そ
の
女
房
、
無
量
寿
院
に
て
言
栄
花
物
語
』
）
。

・
久
寿
二
年
（
二
五
五
）
九
月
五
日
、
近
衛
院
六
七
日
「
結

縁
経
供
養
」
、
関
白
藤
原
忠
通
以
下
公
卿
及
び
室
宗
子
以
下

女
房
が
分
担
し
て
法
華
経
・
金
光
明
経
耆
写
。
普
賢
菩
薩
の

画
像
（
「
兵
範
記
」
）
。

・
仁
安
元
年
二
一
六
六
）
九
月
六
日
、
藤
原
基
実
追
福
「
女

房
一
品
経
供
養
」
、
基
実
母
二
位
殿
信
子
・
室
六
波
羅
三
位

殿
盛
子
と
そ
れ
ぞ
れ
の
女
房
計
三
十
二
人
の
結
縁
。
「
美
麗

究
善
」
の
一
品
経
。
普
賢
菩
薩
の
画
像
（
「
兵
範
記
」
）
。

亡
者
追
善
（
故
人
追
悼
）
の
た
め
が
多
い
・

一
品
経
供
養
の
仏
像

院
政
期
に
行
わ
れ
た
多
く
の
ケ
ー
ス
で
は
、
供
養
に
際
し
新
仏

が
併
せ
て
供
養
さ
れ
た
例
が
多
い
。
そ
の
前
で
法
会
が
展
開
。

普
賢
菩
薩
の
例
が
多
い
↓
小
井
川
理
氏
に
よ
れ
ば
平
安
時
代
の

一
品
経
供
養
十
四
例
中
九
例
が
（
内
画
像
が
六
例
）
・

マ
イ
ケ
ル
・
ジ
ャ
メ
ン
ッ
氏
の
指
摘
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源氏供養と普賢十羅刹女像

普
賢
菩
薩
と
十
羅
刹
女
像

並
晶
貝
笠
旱
隆

法
華
経
玉
日
賢
菩
薩
勧
発
品
第
二
十
八
」
、
「
観
普
賢
菩
薩
行
法

経
』
所
説
。

↓
法
華
経
を
信
仰
す
る
者
の
前
に
現
れ
そ
の
人
を
守
護
す
る
。

来
儀
図
Ⅱ
法
華
信
者
の
前
に
現
れ
た
様
子
。
六
牙
の
白
象
に
乗

り
合
掌
す
る
姿
。

作
例
、
東
京
国
立
博
物
館
本
画
像
、
大
倉
集
古
館
の
彫
像
な
ど

優
品
多
い
・

十
羅
刹
女

澄
憲
以
後
の
安
居
院
流
の
僧
が
関
与
し
た
追
善
供
養
の
多
く
に

普
賢
菩
薩
な
い
し
は
普
賢
十
羅
刹
女
像
が
供
養
さ
れ
て
い
る
（
願

文
・
表
白
等
に
よ
る
）
・

例
、
上
西
門
院
に
よ
る
待
賢
門
院
の
た
め
の
一
品
経
表
白
↓

「
図
十
願
王
十
羅
刹
聖
容
」
。

本
源
氏
供
養
は
、
澄
憲
主
導
の
一
品
経
供
養
。
で
あ
れ
ば
．
：

↓
普
賢
菩
薩
な
い
し
は
普
賢
十
羅
刹
女
像

普
賢
十
羅
刹
女
像
の
作
例

唐
装
↓
京
都
・
濾
山
寺
本
（
平
安
時
代
十
二
世
紀
後
半
？
）

和
装
↓
個
人
蔵
（
旧
益
田
家
本
、
日
野
原
家
旧
蔵
）
本
（
鎌
倉

時
代
十
三
世
紀
前
半
一
二
三
○
年
頃
か
）

唐
装
で
始
ま
り
や
が
て
和
装
も
出
て
く
る
。

法
華
経
「
陀
羅
尼
品
第
二
十
六
」
所
説
。

藍
婆
、
毘
藍
婆
、
曲
歯
（
こ
く
し
）
、
華
歯
（
け
し
）
、
黒
歯

（
こ
く
し
）
、
多
髪
（
た
ほ
っ
）
、
無
厭
足
（
む
え
ん
ぞ
く
）
、
持
選

略
（
じ
よ
う
ら
く
）
、
皐
諦
（
こ
う
た
い
）
、
奪
一
切
衆
生
精
気

（
だ
つ
い
っ
さ
い
し
ょ
じ
ゅ
う
し
ょ
う
け
）
。

「
陀
羅
尼
品
」
で
十
羅
刹
女
は
、
二
菩
薩
、
二
天
王
、
鬼
子
母

と
と
も
に
陀
羅
尼
呪
を
唱
え
て
、
法
華
経
を
広
め
る
人
を
守
護
す

る
と
誓
う
。

単
独
の
普
賢
菩
薩
像
（
来
儀
図
）
十
十
羅
刹
女
な
ど
Ⅱ
普
賢
十

羅
刹
女
像

久
寿
二
年
（
二
五
五
）
十
月
九
日
、
故
宗
子
（
藤
原
忠
通
室
）

の
た
め
の
画
像
（
「
兵
範
記
」
）
Ⅱ
記
録
上
の
最
古
例
。
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和
装
十
羅
刹
女
像
の
成
立
↓
い
つ
ど
の
よ
う
に
和
装
化
し
た

か
？単

独
の
和
装
十
羅
刹
女
像
Ⅱ
「
扇
面
法
華
経
冊
子
」
（
大
阪
・
四

天
王
寺
）
表
紙
、
「
平
家
納
経
」
見
返

「
平
家
納
経
」
の
そ
れ
の
根
拠
に
女
房
姿
の
女
神
像
の
イ
メ
ー

《
ン
？
．

★
和
装
の
十
羅
刹
女
像
を
伴
な
う
普
賢
十
羅
刹
女
像
成
立
の
き
っ

か
け
は
何
？

↓
増
記
隆
介
氏
は
、
旧
益
田
家
本
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
先
行
す

る
和
装
を
伴
な
う
作
例
を
想
定
し
、
そ
れ
に
治
承
五
年
（
一

一
八
二
の
高
倉
院
追
善
像
、
養
和
二
年
（
二
八
二
）
正

月
十
二
日
の
皇
嘉
門
院
追
善
像
を
当
て
た
。

↓
こ
の
源
氏
供
養
と
い
う
狂
言
綺
語
観
に
基
づ
く
特
異
な
法
会

と
、
導
師
澄
憲
の
存
在
が
そ
れ
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
い

か
。

供
養
さ
れ
た
一
品
経
Ⅱ
源
氏
絵
を
見
返
絵
と
す
る
装
飾
経
↓

聖
な
る
経
巻
に
俗
な
る
物
語
絵
の
侵
入
。

こ
の
法
会
自
体
も
聖
と
俗
の
融
合
状
態
。

一
参
考
文
献
一

・
武
笠
朗
「
源
氏
供
養
と
普
賢
十
羅
刹
女
像
」
（
小
嶋
菜
温
子
・

小
峯
和
明
・
渡
辺
憲
司
編
『
源
氏
物
語
と
江
戸
文
化
ｌ
可
視
化

さ
れ
る
雅
俗
』
所
収
）
森
話
社
、
二
○
○
八
年
。

・
小
峯
和
明
「
法
会
文
芸
と
し
て
の
源
氏
供
養
ｌ
表
白
か
ら
物
語

へ
」
（
加
藤
睦
・
小
嶋
菜
温
子
編
「
源
氏
物
語
と
和
歌
を
学
ぶ

人
の
た
め
に
・
一
所
収
）
世
界
思
想
社
、
二
○
○
七
年
。

・
後
藤
丹
治
「
源
氏
一
品
経
と
源
氏
表
白
」
（
『
国
語
国
文
の
研

で
あ
れ
ば
そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
仏
が
同
じ
よ
う
な
性
格
で
あ

っ
て
も
な
ん
ら
不
思
議
は
な
い
。

十
羅
刹
女
の
唐
装
か
ら
和
装
へ
Ⅱ
唐
↓
和
へ
の
見
事
な
ま
で

の
変
貌
。
聖
な
る
仏
画
へ
の
世
俗
的
要
素
の
侵
入
。
仏
画
に

物
語
絵
が
。
こ
の
現
象
は
、
ま
さ
に
一
品
経
の
場
合
と
同
じ

で
あ
り
、
源
氏
供
養
そ
の
も
の
の
性
格
に
も
通
じ
る
。

美
福
門
院
加
賀
に
よ
る
女
性
中
心
の
法
会
で
、
そ
の
好
尚
に

併
せ
て
澄
憲
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
た
法
会
で
あ
り
、
経
巻

で
あ
り
、
仏
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
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源氏供養と普賢十羅刹女像

究
」
四
八
）
一
九
三
○
年
。

小
峯
和
明
「
唱
導
ｌ
安
居
院
澄
憲
を
め
ぐ
る
」
（
「
古
典
文
学
と

仏
教
」
ヨ
岩
波
講
座
日
本
文
学
と
仏
教
』
九
〕
所
収
）
岩
波
書

店
、
一
九
九
五
年
。

梶
谷
亮
治
「
平
家
納
経
雑
感
」
（
「
鹿
園
雑
集
』
二
・
三
合
併

号
）
二
○
○
一
年
。

有
賀
祥
隆
『
法
華
経
絵
』
（
『
日
本
の
美
術
」
二
六
九
）
至
文

堂
、
一
九
八
八
年
。

山
本
勉
「
普
賢
菩
薩
像
』
（
『
日
本
の
美
術
』
三
一
○
）
至
文

堂
、
一
九
九
二
年
。

小
井
川
理
「
平
安
時
代
一
品
経
供
養
と
普
賢
菩
薩
画
像
制
作
に

つ
い
て
」
含
美
術
史
学
」
二
四
）
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究

科
美
学
美
術
史
研
究
室
、
二
○
○
三
年
。

ご
巨
国
の
こ
シ
冨
国
ｚ
弓
国
「
安
居
院
流
唱
導
に
お
け
る
国
文
学
と

美
術
史
の
連
絡
ｌ
普
賢
菩
薩
・
十
羅
刹
女
像
を
中
心
と
し
て

Ｉ
」
（
国
文
学
研
究
資
料
館
編
集
・
発
行
『
国
際
日
本
文
学
研

究
集
会
会
議
録
（
第
十
九
回
）
」
所
収
）
一
九
九
六
年
。

増
記
隆
介
「
和
装
十
羅
刹
女
像
の
図
像
形
成
に
関
す
る
研
究
ｌ

扇
面
法
華
経
冊
子
・
平
家
納
経
を
中
心
に
」
（
「
鹿
島
美
術
研

究
」
年
報
二
一
別
冊
）
二
○
○
四
年
。

同
「
益
田
家
旧
蔵
「
普
賢
十
羅
刹
女
像
」
に
つ
い
て
」
（
「
美
術

史
家
、
大
い
に
笑
う
Ｉ
河
野
元
昭
先
生
の
た
め
の
日
本
美
術
史

論
集
』
所
収
）
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
二
○
○
六
年
。
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ノ
ノ
ル

ノ
ノ

夫
文
學
之
興
、
典
籍
之
趣
、
其
旨
労
分
、
其
義
匡
異
也
、
如
來
經
井
論
、
示
戒
惠
解
之
因
、
遙
開
井
炎
之
門
一
周
公
書
孔
子
語
、
專

ヲ
ス

ノ

ノ
ヲ
、

ノ

ノ
ヲ

仁
儀
禮
智
之
道
《
正
君
臣
父
子
之
儀
《
是
以
一
内
典
外
典
錐
異
、
悉
叶
世
出
世
間
正
理
《
若
叉
左
史
記
事
一
詳
百
王
理
乱
四
海
安
危
一
文

ノ
ヲ

ノ
グ

ノ
ヲ

ノ

ノ

ノ

オ
チ
ク
ボ

士
詠
物
一
窓
煙
霞
春
興
風
月
秋
捗
姜
此
外
有
本
朝
和
歌
一
之
事
、
蓋
日
域
風
俗
也
、
有
本
朝
物
語
一
之
事
、
是
古
今
所
製
也
、
所
謂
落
窪
、

イ
ワ
ヤ
ネ
サ
メ
シ
ノ
ヒ
ネ
サ
コ
ロ
モ
オ
フ
キ
ナ
カ
シ

ハ
マ
マ
ツ
ス
エ
ハ

ア
マ
ハ
コ
ロ
モ

石
屋
、
寝
覺
、
忍
泣
、
狹
衣
、
扇
流
、
住
吉
、
水
ノ
濱
松
、
末
葉
ノ
露
、
天
ノ
葉
衣
、
格
夜
姫
、
光
源
氏
等
也
、
如
此
物
語
者
、
非
傳
古

ヲ

ヲ

二
ト

ヨ
〃

人
之
美
悪
↓
非
注
先
代
之
薑
事
弐
依
事
依
人
、
皆
以
虚
誕
爲
宗
↓
立
時
立
代
《
併
課
虚
無
一
物
事
一
其
趣
旦
千
一
共
唯
語
男
女
交
會
之
道
《

ノ

其
中
光
源
氏
之
物
語
者
、
紫
式
部
之
所
制
也
、
爲
巻
軸
六
十
局
、
立
篇
目
冊
九
篇
、
言
渉
一
内
外
之
典
籍
、
宗
巧
男
女
之
芳
談
、
古
來
物
語

二
・
ン
一
プ

ス
ル
チ

之
中
以
之
爲
秀
逸
弐
艶
訶
甚
佳
美
心
情
多
揚
蕩
、
男
女
重
色
之
家
、
貴
賭
事
艶
一
之
人
、
以
之
備
口
實
一
以
之
蓄
心
機
一
故
深
窓
未
嫁
之

ヲ

ヲ

女
、
見
之
倫
動
懐
春
之
思
一
冷
席
濁
臥
之
男
、
披
之
徒
勢
思
秋
之
、
竺
故
謂
彼
制
作
之
亡
奉
巽
謂
此
披
閲
之
諸
人
一
定
結
輪
廻
之
罪
根
弐

ノ
コ
ト
ヲ

ヒ
ハ

ヲ
ヒ
ハ

悉
喧
奈
落
之
劔
林
《
故
紫
式
部
亡
霊
、
昔
託
人
夢
告
罪
根
重
《
髪
信
心
大
施
主
輝
定
此
丘
尼
、
一
爲
救
彼
製
作
之
幽
魂
↓
一
爲
濟
其
見
聞

ヲ

ヲ

Ｊ
〃
一
一

ノ

ノ
二

之
諸
人
《
殊
勧
道
俗
貴
賤
《
耆
嶌
法
花
廿
八
品
之
眞
文
弐
巻
々
端
圖
源
氏
一
篇
↓
蓋
韓
易
爲
弗
也
、
經
品
々
即
宛
物
語
篇
目
《
雛
愛
語
爲

ヲ

ヲ

種
智
争
昔
白
樂
天
發
願
弐
以
狂
言
綺
語
之
謬
、
爲
讃
佛
乘
之
因
、
爲
韓
法
輪
之
縁
↓
今
此
丘
尼
濟
物
一
訊
數
篇
艶
訶
之
過
弐
歸
一
實
相
之

卜
モ

モ

理
《
爲
三
井
之
因
弐
彼
一
時
也
、
此
一
時
也
、
共
離
苦
海
一
同
登
覺
山
民
（
以
上
拾
珠
抄
に
よ
り
、
諸
人
雑
修
善
集
を
以
て
補
訂
す
）

「
源
氏
一
品
経
表
白
」
（
後
藤
丹
治
論
文
よ
り
）
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