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序青
木
淳
氏
に
よ
る
一
連
の
研
究
「
東
寿
院
阿
弥
陀
如
来
像
設
内
納
入
品
資
料
」
中
に
は
、
い
く
つ
か
の
興
味
深

い
資
料
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
本
編
の
青
木
氏
に
よ
る
解
題
に
詳
し
い
が
、
そ
の
中
で

も
と
り
わ
け
興
味
を
ひ
く
の
が
、
「
天
王
寺
少
人
の
記
」
と
名
付
け
ら
れ
た
一
文
で
あ
る
。

本
稿
は
、
「
天
王
寺
少
人
の
記
」
の
内
容
紹
介
と
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
思
い
を
こ
め
て
書
か
れ
た
も
の
な
の
か
、

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
は
、

が
で
き
る
。

第
一
段
は
、
「
少
人
・
:
さ
く
ら
い
ろ
な
り
」
。
第
二
段
は
、
「
し
ろ
・
き
・
:
こ
し
に
き
し
た
り
」
の
部
分
。
第
一
一
一
段

は
、
「
さ
り
た
う
の
:
・
す
か
た
な
り
」
で
あ
る
。
第
一
段
で
は
、
「
少
人
」
の
天
王
寺
で
の
あ
り
さ
ま
が
書
か
れ
て

い
る
。
「
少
人
」
と
は
、
少
年
、
つ
ま
り
稚
児
の
こ
と
で
あ
る
(
以
下
稚
児
と
す
る
)
。
そ
の
稚
児
の
年
は
十
五
、

顔
は
丸
み
を
荷
び
、
愛
々
し
く
桜
色
を
し
て
い
る
と
い
う
。

第
二
段
は
、
稚
児
の
ま
と
っ
て
い
る
衣
裳
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
白
い
小
袖
を
着
て
、
生
絹
織
の
大
口
袴
に

は
「
洲
流
し
」
(
紹
地
に
金
、
銀
の
砂
子
を
置
き
散
ら
し
て
、
洲
を
流
れ
る
水
の
様
子
を
か
た
ど
っ
た
模
様
)
を
あ

し
ら
っ
て
あ
る
。
そ
し
て
ア
ゑ
こ
は
」
の
直
垂
と
、
小
袴
を
つ
け
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
は
、
白
い
生
絹
の
裏
地
が

つ
い
て
お
り
、
白
い
糸
の
結
紐
と
菊
綴
が
な
さ
れ
て
い
る
。
丹
漆
に
箔
を
ほ
ど
こ
し
た
空
色
の
扇
(
扇
而
に
は
月

が
描
か
れ
て
い
た
か
)
を
持
ち
、
笛
を
腰
に
さ
し
て
い
た
、
と
い
う
。

第
三
段
は
、
記
述
者
の
印
象
に
の
こ
っ
た
稚
児
の
行
動
に
つ
い
て
描
写
し
た
部
分
で
あ
る
。
舎
利
堂
の
内
の
開

き
戸
の
あ
る
部
屋
で
、
稚
児
が
一
前
文
す
る
姿
が
拙
か
れ
て
い
る
。
こ
の
第
三
段
は
解
読
不
明
な
部
分
が
多
く
、
細

か
な
意
味
は
把
握
し
が
た
い
。
だ
が
、
解
読
不
明
な
部
分
が
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
稚
児
の
う
る
わ
し
い
姿
が
は
っ

き
り
と
想
像
で
き
る
部
分
で
あ
る
(
国
1

参
照
)
0

稚
児
に
関
す
る
描
写

資
料
の
記
述
内
容
を
簡
単
に
見
て
ゆ
き
た
い
。

こ
の
記
述
は
、

稚
児
は
何
者
か

次
に
、
記
述
内
容
か
ら
推
測
さ
れ
る
稚
児
像
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

そ
の
内
容
か
ら
三
段
に
別
け
る
こ
と

[~[ 1 公家主子()!何者I胤 PJ;(色の本!日lt'li Ý.'. J 光HH I\ I反)

天
王
寺
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
四

天
王
寺
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

稚
児
が
四
天
王
寺
に
い
た
稚
児
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
天
王
寺
は
、
御

所
の
大
内
楽
所
(
京
都
楽
所
と
も
い

う
)
、
興
福
寺
・
春
日
大
社
・
東
大

寺
な
ど
の
南
都
楽
所
(
奈
良
)
と
援

ぶ
三
方
楽
所
の
一
で
あ
る
。
天
王
寺

楽
所
に
隠
し
て
は
、
『
徒
然
草
」
第

二
百
二
十
段
に
、
次
の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
。
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区J 2 説糊寺桜会の主主~H(; (フミ狗本子家守君主{統日本絵巻大成 19 中央公論宇1: より

「
何
事
も
辺
土
は
賎
し
く
か
た

く
な
な
れ
ど
も
、
天
王
寺
の
舞

楽
の
み
都
に
恥
ぢ
ず
」
と
い
へ

ば
、
天
王
寺
の
伶
人
の
申
し
侍

り
し
は
、
「
当
寺
の
楽
は
、
よ

く
留
を
調
べ
あ
は
せ
て
、
物
の

音
の
め
で
た
く
と
と
の
ほ
り
侍

る
事
、
外
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
り
。

故
は
、
太
子
の
御
持
の
関
、
今

に
侍
る
を
は
か
せ
と
す
。
い
は

ゆ
る
六
時
堂
の
前
の
鐘
な
り
。

そ
の
声
、
黄
鐘
調
の
も
な
か
な

り
。
史
、
暑
に
蹄
ひ
て
上
り
下
り

あ
る
べ
き
故
に
、
ニ
月
浬
般
市
会

よ
り
聖
霊
一
会
め
で
の
中
聞
を
指

砲
と
す
。
都
蔵
の
事
な
り
。
こ

の
一
調
子
を
も
ち
て
、
い
づ
れ

の
声
を
も
と
と
の
へ
侍
る
な

り
」
と
申
し
き
。
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こ
の
記
述
か
ら
、
天
王
寺
楽
所
の
演

奏
の
レ
ベ
ル
が
都
に
劣
ら
な
い
ほ
ど
高

く
、
ま
た
楽
所
慨
も
そ
の
演
奏
に
強
い

自
信
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
よ
う
。
天
王
寺
は
、
童
舞
(
鴎
2

参

臨
む
の
舞
手
、
あ
る
い
は
楽
人
と
し
て

多
く
の
稚
児
を
抱
え
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。稚

児
の
年
は
十
五
歳
。
伊
藤
清
郎
氏

や
吉
田
靖
男
氏
に
よ
る
と
、
寺
社
に
入

属
し
た
桂
児
は
、
十
五
歳
で
得
度
(
出

家
)
、
ニ
十
歳
で
受
戒
す
る
の
が
原
別

で
あ
る
と
い
う
。
原
則
に
従
う
な
ら
ば
、

得
度
、
つ
ま
り
は
剃
髪
し
て
い
て
も
い

い
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
稚
見
は
そ
れ

を
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、

十
五
歳
で
得
度
、
二
十
歳
で
受
戒
と
い

う
原
則
は
、
中
世
に
は
舷
し
く
守
ら
れ

て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
十
五
歳
を

過
ぎ
て
も
、
剃
髪
し
な
い
稚
児
が
た
く

さ
ん
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
稚
児
も
、

人
で
あ
っ
た
の

そ
の
よ
う
な
稚
児
の
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で
あ
ろ
う
。
稚
児
の
髪
型
は
通
常
垂
髪
で
あ
る
が
、

の
形
状
と
色
の
説
明
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

第
二
段
の
部
分
は
、
装
束
に
つ
い
て
の
描
写
で
あ
っ
た
。
こ
の
稚
児
は
、
白
い
小
袖
の
上
に
大
口
袴
を
は
き
、

直
垂
と
小
袴
を
つ
け
て
い
た
。
絵
巻
物
な
ど
の
分
析
か
ら
、
稚
児
は
通
常
、
水
干
姿
を
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
稚
児
も
水
干
を
着
た
格
好
を
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
は
、
次
の
記
述
が
参
考
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
応
永
三
年
(
二
一
一
九
六
)
成
立
の
「
法
体
装
束
抄
』

の
記
事
で
あ
る
。
こ
の
世
一
回
は
、
高
倉
永
行
(
?
1
一
四
一
六
)
と
い
う
公
卿
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

次
の
記
述
は
、
「
童
体
装
束
事
」
中
「
水
干
之
事
」
の
一
節
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
髪
の
毛
の
美
し
さ
に
対
す
る
描
写
は
な
く
、
顔

又
単
ぐ
み
と
て
水
干
の
ひ
ぽ
に
す
る
く
み
あ
り
。
袴
も
上
に
お
な
じ
色
な
り
。
ぬ
い
や
う
は
ひ
た
、
れ
の
は

か
ま
に
同
じ
。
こ
し
ま
た
も
白
す
v
し
な
り
。
練
生
い
づ
れ
も
し
さ
い
な
し
。
但
単
水
子
よ
り
く
〉
り
の
時

は
か
な
ら
ず
す
ず
し
た
る
べ
し
。

菊
関
も
色
々
の
糸
な
り
。
水
干
の
色
に
は
へ
あ
ふ
や
う
に
す
べ
し
。
と
ぢ
所
。
上
は
五
所
な
り
。

ち
を
も
と
づ
る
事
あ
り
。
そ
れ
は
衣
文
に
さ
し
あ
ひ
て
わ
ろ
き
也
。
袴
は
股
立
ひ
ざ
問
所
な
り
。

又
住
あ
る
単
。
水
干
井
長
絹
の
水
干
に
は
色
々
の
糸
の
菊
鴎
。
生
よ
り
く
〉
り
ひ
ぽ
等
な
り
。

衣
を
か
さ
ね
ず
。
口
ハ
大
口
ば
か
り
の
色
々
の
小
袖
な
ど
着
す
る
事
し
さ
い
な
し
。

又
袖
の
う

(
中
略
)

「
天
王
寺
少
人
の
記
」
中
で
は
、
ア
ゑ
こ
は
」
と
い
う
言
葉
が
何
を
指
す
か
が
不
明
な
の
で
、
何
色
の
直
垂
と
小

袴
で
あ
っ
た
か
は
筆
者
に
は
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、
「
法
体
装
束
抄
」
の
記
述
を
見
る
限
り
、
色
な
ど
に
は
あ
ま
り

厳
し
い
制
制
限
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
生
地
の
素
材
や
、
紐
の
通
し
方
、
結
び
方
に
よ
り
注
意

が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
か
と
い
っ
て
、
色
が
重
要
で
は
な
い
か
と
い
え
ば
、
そ
う
は
一
一
一
一
口
え
ま
い
。
「
ゑ
こ
は
」
が
色

名
を
さ
す
の
か
、
あ
る
い
は
文
掠
の
種
類
を
さ
す
言
葉
な
の
か
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
と
も
あ
れ
、

こ
の
稚
児
装
束
に
関
す
る
詳
細
な
記
述
は
、
今
後
、
稚
児
研
究
の
貴
重
な
一
資
料
と
な
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
稚
児
は
空
色
の
一
廓
を
持
ち
、
笛
を
腰
に
さ
し
て
い
た
。
扇
は
稚
児
の
持
物
の
一
つ
で
あ
る
。

た
だ
し
、
笛
は
必
ず
し
も
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
推
鬼
は
童
舞
を
舞
う
人
で

は
な
く
、
笛
が
達
者
な
楽
人
の
一
人
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
段
か
ら
は
、
金
口
和
堂
で
読
経
を
行
な
う
稚
児
の
ひ
た
む
き
で
、
あ
で
や
か
な
姿
が
自
に
浮
ぶ
。
ど
う
や
ら

こ
の
稚
児
は
、
記
述
者
の
存
在
に
気
付
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
稚
児
に
そ
そ
が
れ
た
熱
い
視
線
の
み
が
感
じ

ら
れ
る
。

「
天
王
寺
少
人
の

の
内
容
か
ら
筆
者
の
頭
に
浮
ん
だ
稚
児
後
は
、
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
天
王
寺
少
人
の
記
」
は
な
ぜ
書
か
れ
、
遺
さ
れ
た
の
か

こ
れ
ま
で
は
、
記
述
内
容
か
ら
そ
こ
に
描
写
さ
れ
て
い
る
稚
児
に
焦
点
を
当
て
て
き
た
が
、

王
寺
少
人
の
記
」
を
書
い
た
人
物
と
、
そ
の
動
機
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

こ
の
記
述
者
は
、
結
縁
者
中
の
人
物
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
男
性
で
あ
り
、
か
つ
僧
侶
、
あ
る
い
は
そ
れ

に
准
ず
る
人
物
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
寺
社
に
関
係
の
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
ず
間
違
い

な
い
。
僧
侶
が
美
し
い
稚
児
に
恋
す
る
と
い
う
、
当
時
の
物
語
や
歌
、
絵
巻
な
ど
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
い

う
事
実
は
、
中
世
史
や
男
色
に
関
心
の
あ
る
者
な
ら
ず
と
も
、
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
物
語
で
は

円
秋
夜
長
物
語
』
(
南
北
朝
時
代
成
立
)
や
『
松
帆
浦
物
語
』
(
永
正
七
年
〈
一
五
一

O
〉
以
前
成
立
か
)
、
「
幻
夢
物

語
』
(
文
明
十
七
年
〈
一
四
八
五
〉
以
前
成
立
か
)
、
『
鳥
部
山
物
語
」
(
室
町
時
代
成
立
て
和
歌
で
は
「
楢
葉
和
歌

こ
れ
以
降
は
「
天

145 

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



雑
部
・
(
素
俊
撰
・
嘉

槙
一
一
一
年
〈
一
二
三
七
〉
成
立
一
鎌

倉
前
期
の
奈
良
歌
墳
を
知
る
貴
重

な
資
料
)
、
「
続
門
葉
和
歌
集
」
恋

部
(
醍
醐
寺
報
恩
院
の
吠
若
麿
、

嘉
宝
麿
一
端
・
嘉
元
三
年
〈
一
一
ニ
O

五
〉
真
名
序
一
一
醍
醐
寺
歌
壇
を
知

る
貴
重
な
資
料
)
、
宍
女
撰
和
歌
集
」

恋
部
(
輿
雅
撰
・
貞
和
以
降
応
安

こ
年
〈
一
一
一
一
六
九
〉
以
前
の
成

立
一
山
城
悶
真
一
一
阜
市
安
祥
寺
関
係

の
僧
侶
、
稚
児
の
歌
を
多
く
収

載
)
、
絵
巻
で
は
、
司
稚
見
之
草
子
』

(
醍
糊
寺
蔵
)
、
円
稚
児
観
音
縁
起
』

(
個
人
蔵
)
、
な
ど
が
宥
名
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
先
学
に
研
究
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ

の
内
容
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
だ
が
、
「
天
王
寺
少
人
の
記
」
の
記
述
内
容
や
、
先
に
挙
げ
た
数
々
の
稚
兇
に
関
す

る
資
料
な
ど
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
記
述
者
は
抽
出
侶
で
あ
る
可
能
性
が
も
っ
と
も
高
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は

ひ
と
ま
ず
記
述
者
を
僧
侶
と
仮
定
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
平
安
時
代
以
後
(
特
に
院
政
期
以
昨
)
、
僧
侶
と
稚
児
の
恋
物
語
や
恋
歌
な
ど
が
大
量
に

の
こ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
持
期
、
い
わ
ゆ
る
「
童
子
信
仰
」
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
、
五
味
文
彦
氏
や
、
鎌

田
東
二
氏
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
章
子
信
仰
」
興
隆
の
背
景
に
は
「
末
法
思
想
」

の
影
響
が
強
い
こ
と
が
、
小
山
総
子
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
、
こ
う
で
あ
る
。
章
子
は
宗
教

界
と
俗
世
界
と
の
媒
介
的
存
在
で
あ
り
、
神
仏
に
近
い
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
章
子
形
の
文

殊
菩
薩
、
地
蔵
菩
躍
、
製
徳
太
子
像
、
弘
法
大
陣
像
が
作
ら
れ
た
り
、
描
か
れ
た
り
し
た
。
小
山
氏
は
そ
こ
に
、

源
信
の
吋
往
生
要
集
』
(
寛
和
元
年
〈
九
八
五
〉
成
立
)
に
よ
る
織
れ
観
念
の
形
成
に
代
表
さ
れ
る
、
「
末
法
思
想
」

の
強
い
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
捕
す
る
。
末
法
の
世
に
あ
っ
て
は
、
自
分
た
ち
は
織
れ
た
入
国
で
あ
り
、
住
ん

で
い
る
と
こ
ろ
は
綴
土
、
す
な
わ
ち
織
れ
た
地
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
犠
れ
か
ら
救
っ
て
く
れ
る
存

在
と
し
て
、
仏
菩
薩
の
使
者
で
、
識
れ
を
厭
わ
な
い
章
子
の
姿
を
し
た
も
の
へ
の
信
仰
が
生
ま
れ
、
そ
し
て
盛
ん

に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
(
現
在
で
も
四
天
王
寺
で
は
種
々
の
叢
舞
が
行
わ
れ
て
い
る
。
限

3

参
煎
)
0

と
も
あ
れ
、
平
安
時
代
以
降
こ
の
よ
う
な
章
子
に
対
す
る
神
翠
視
と
い
う
の
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

り
、
そ
の
影
響
に
よ
り
、
様
々
な
稚
児
に
関
す
る
物
語
や
絵
巻
物
な
ど
が
作
ら
れ
た
こ
と
も
、
ま
た
事
実
で
あ
る
。

「
天
王
寺
少
人
の
記
」
に
話
を
戻
そ
う
。
こ
れ
が
舎
か
れ
た
の
は
、
年
号
記
載
の
あ
る
他
の
像
内
納
入
品
か
ら

考
え
て
も
、
平
安
末
期
か
ら
遅
く
と
も
鎌
倉
前
期
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
記
を
書
い
た
人
物
は

平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
前
期
に
生
き
て
い
た
人
で
あ
り
、
さ
ら
に
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
と
、
身
分
が
そ
れ
ほ
ど

高
く
な
い
(
権
力
が
あ
ま
り
な
い
)
か
、
あ
る
い
は
性
格
的
に
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ひ
か
え
め
な
人
物
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
、
筆
者
は
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
記
が
恐
ら
く
来
世
に
稚
児
と
結
ぼ
れ
る
こ
と
を
祈
念

し
て
仏
像
内
に
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
忠
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
世
に
お
い
て
稚
児
に
ょ
せ
る
思
い
が
成

就
し
て
い
た
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
文
書
を
仏
像
内
に
入
れ
る
必
要
は
な
い
。
身
分
が
高
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
積

撞
的
な
僧
で
あ
れ
ば
、
恋
歌
や
恋
文
な
ど
を
贈
っ
て
、
現
世
で
の
恋
の
成
就
を
何
と
し
て
も
な
し
と
げ
よ
う
と
す

る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
記
述
者
は
ち
が
う
。
彼
は
、
現
世
で
成
就
し
得
な
か
っ
た
恋
を
来
世
で
実
現
し
よ

う
と
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
「
天
王
寺
少
人
の
記
」
は
、
阿
弥
陀
仏
と
結
縁
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
稚
克
と
も
結
縁
し
た
い
と
い
う
こ
重
の
結
縁
意
識
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
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か
ろ
、
っ
か
。
阿
弥
陀
仏
に
能
楽
へ
導
い
て
欲
し
い
と
す
る
気
持
ち
、そ
し
て
天
王
寺
で
見
て
か
ら
忘
れ
る
こ
と
の

で
き
な
か
っ
た
う
る
わ
し
い
稚
児
と
の
恋
の
成
就
、
こ
の
こ
つ
の
願
い
が
こ
の

「
天
王
寺
少
人
の
記
」
に
は
こ
め

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
筆
者
は
考
え
る
。

(
1
)
 

青
木
淳
「
仏
師
快
慶
と
そ
の
信
仰
圏
」
伊
藤
唯
真
編
吋
日
本
仏
教
の
形
成
と
展
開
い(
法
蔵
館
、
平
成
十
四
年
十
月
)
、

向
「
仏
師
快
慶
と
天
台
関
係
の
造
像
活
動
」(吋
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
い
第
七
巻
第

日
本
宗
教
文
化
史
学
会
、
一
平

成
十
五
年
十
…
月
)
、
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
2
)
 

延
慶
本

吋
一
平
家
物
語
い

「
紅
ノ
溺
ノ
月
出
シ
タ
ル
」
と
い
う
部
分
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

八
嶋
の
合
戦
で
那
須
に
す

lま

が
射
る
一
騎
の
的
に
書
か
れ
た
絵
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
延
慶
本
で
は
、
那
須
与
一
が
射
た
扇
の
的
に
は
丹
が

描
か
れ
て
い
た
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

(
党
一
本
系
統
は
「
日
出
シ
タ
ル
」
)
。した
が
っ
て
、
稚
児
が
持
っ
て
い
た

一
局
も
月
が
拙
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

(
3
)
 

国
ー
は
公
家
童
子
の
半
坑
姿
で
あ
り
、
ヴ
天
王
寺
少
人
の
記
」
の
記
述
と
同
じ
で
は
な
い
。
た
だ
し
当
時
、
寺
社
に
属

す
る
稚
子
に
は
公
家
階
級
出
身
の
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
も
し
、
」
の
稚
子
が
公
家
出
身
の
者
な
ら
ば
、図
ー
の
よ
う

な
姿
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

(
4
)
 

一
月
、
二
三
二

か
ら
引
用
し
た
。

(
5
)
 

木
藤
才
蔵
校
注
吋
徒
然
草
」
(
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
昭
和
五
十
二

重
舞
な
ど
、
稚
児
が
関
わ
る
芸
能
に
関
し
て
は
、
土
屋
恵
氏
に
よ
る
一
連
の
研
究
が
参
考
に
な
る
と
忠
わ
れ
る
。

(
6
)
 
恵
吋
中
世
寺
読
の
社
会
と
芸
能
」
(
古
川
弘
文
誠
、
平
成
十
三
布
十
一
月
)
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

伊
藤
清
部
「
中
世
寺
社
に
み
る
宮
山
県
い
」
(
中
世
寺
院
史
研
究
会
編
「
中
佐
寺
院
史
の
研
究
い
下
、
法
蔵
館
、
昭
和
六
十

一
一
一
年
三
月
所
収
)
、
吉
田
靖
男
「
奈
良
時
代
の
州
何
度
と
受
戒
の
年
齢
に
つ
い
て
」
(
続
日
本
紀
研
究
会
編
認
制
日
本
紀
の
時

代
町
塙
者
一
局
、
一
平
成
六
年
十
二
月
所
収
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

小
松
茂
英
吋
日
本
絵
巻
史
論
」
第
五
二
小
松
茂
美
著
作
集
い
第
一
二
十
一
一

真
)
、
黒
田
日
出
男
直
情
補

(
7
)
 

旺
文
社
、
平
成
十

一
一
月
、
二
七
八

姿
と
し
ぐ
さ
の
中
性
史
」
(
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
乎
成
十
四
年
十
月
、
五
十
入
賞
、
六

十
四
一
良
)
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
8
)
 

塙
保
己
一
編
吋
群
書
類
従
』
第
八
輯
(
装
束
部
・
文
筆
部
)
、
統
慨
貯
蓄
類
従
完
成
会
、
昭
和
三
十
五
年
開
月
訂
正
第
一
一
一

版
、
一
一
一
六
0
1

一
一
一
六
一
寅
。

(
9
)
 

五
味
文
彦
吋
院
政
期
社
会
の
研
究
い
(
山
川
出
版
社
、
昭
和
五
十
九
年
十
一
月
)
、
鎌
田
東
一
一
一
編
「
翁
童
信
仰
」
(
民
衆

宗
教
史
叢
書
第
二
十
七
巻
、
雄
山
閤
出
版
、
平
成
五
年
五
月
)
所
収
の
諸
論
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
叩
)

小
山
聡
子
「
中
品
以
前
期
に
お
け
る
章
子
信
仰
の
輿
陵
と
末
法
思
想
」
(
石
川
教
史
学
研
究
い
第
四
十
一
一
一
巻
第
一
号
、
品
川
教

史
学
会
、
乎
成
十
二
年
十
二
月
)
、
「
末
法
の
散
に
お
け
る
織
れ
と
そ
の
克
服

i

章
子
信
仰
の
成
立
|
」
(
今
井
雅
晴
編

吋
中
世
仏
教
の
展
開
と
そ
の
基
盤
町
大
歳
出
版
、
一
平
成
十
凶
年
七
月
)
。

(
岩
井

茂
樹
)
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