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一
、
は
じ
め
に

　
「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」
巻
四
第
一
段
【
挿
図
】
は
、
紫
式
部
の
『
源
氏

物
語
』
発
想
の
時
を
主
題
と
す
る
有
名
な
場
面
で
あ
る
。
こ
の
絵
画
部
分

に
は
詞
書
に
触
れ
ら
れ
な
い
「
月
」
が
ふ
た
つ
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
本

稿
で
は
着
目
し
、
そ
の
意
味
を
考
察
す
る
。

　

こ
れ
ま
で
ふ
た
つ
の
月
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

太
陰
太
陽
暦
の
使
用
さ
れ
た
時
代
で
は
、
月
の
形
や
位
置
は
日
付
・
時
刻

を
知
る
よ
す
が
と
な
り
生
活
に
密
接
で
あ
っ
て
、
夕
方
早
々
に
沈
も
う
と

「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」
巻
四
『
源
氏
物
語
』

　
起
筆
場
面
の
ふ
た
つ
の
月
考

─
画
中
画
屏
風
の
細
月
と
湖
面
の
満
月
─

斎
藤
菜
穂
子

す
る
上
弦
の
月
や
、
夜
明
け
近
く
に
空
に
昇
る
下
弦
の
月
、
夜
空
を
渡
っ

て
い
く
満
月
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
情
感
を
喚
起
し
た
こ
と
が
文
学
作

品
の
用
例
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る（
１
）。

当
時
の
鑑
賞
者
は
、
描
か
れ
た
月
の

形
状
に
よ
っ
て
時
間
帯
や
そ
れ
に
関
わ
る
イ
メ
ー
ジ
を
感
受
し
た
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
中
世
に
入
る
頃
か
ら
、
月
は
神
祇
や
釈
教
の
聖
性
の
モ
チ
ー

フ
と
し
て
和
歌
に
多
く
詠
ま
れ
て
お
り
、
宗
教
性
を
象
徴
す
る
景
物
と

な
っ
た（
２
）。
寺
社
縁
起
の
一
部
で
あ
る
当
該
画
面
に
お
い
て
、
ふ
た
つ
の
月

は
仏
教
的
意
味
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
縁
起
詞
書
が
執
筆
さ
れ
て
か
ら
一
七
〇
年
以
上
後

（
一
四
九
七
年
）
の
当
該
絵
画
制
作
時（
３
）、
仏
教
的
な
解
釈
も
施
さ
れ
聖
典
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化
し
て
い
た
『
源
氏
物
語
』
へ
の
好
尚
を
基
盤
に（
４
）、
鑑
賞
者
の
石
山
寺
へ

の
帰
依
心
を
深
め
る
べ
く
月
の
図
像
が
形
象
さ
れ
た
こ
と
を
、
画
中
画
屏

風
の
細
い
月
と
湖
面
に
映
る
満
月
と
い
う
異
な
っ
た
あ
り
方
に
注
意
し
て

考
察
す
る
。

二
、

湖
面
に
映
る
満
月

　

当
該
段
の
詞
書
に
続
く
絵
画
部
分
（
四
紙
分
）
に
ま
ず
あ
ら
わ
れ
る
の

は
、
美
麗
な
襖
と
御
簾
ま
た
屏
風
と
几
帳
の
し
つ
ら
わ
れ
た
局
で
、
そ
の

屏
風
に
細
い
月
が
描
か
れ
て
い
る
。こ
の
局
の
左
端
に
は
貴
族
の
女
性（
紫

式
部
）
が
立
っ
て
御
簾
を
ひ
ら
き
、
屋
外
（
左
方
向
）
を
眺
め
て
い
る
。

彼
女
の
視
線
の
先
に
石
山
寺
境
内
が
長
く
続
い
て
、
社
家
・
僧
坊
の
屋
根

や
樹
木
が
雲
霞
に
覆
わ
れ
な
が
ら
所
々
現
れ
る
。
約
二
紙
分
に
わ
た
る
こ

の
境
内
描
写
の
先
に
は
門
塀
が
あ
り
、
そ
の
向
こ
う
に
湖
が
広
が
り
丸
い

月
影
が
映
る
。
湖
岸
に
は
草
木
な
ど
が
な
く
人
や
動
物
ま
た
舟
や
家
な
ど

の
人
工
物
も
周
囲
に
見
え
ず
、
殺
風
景
で
す
ら
あ
る
。
湖
か
ら
は
離
れ
た

下
端
に
松
な
ど
樹
木
の
立
つ
丘
が
な
だ
ら
か
に
横
に
広
が
り
、
画
面
の
縁

取
り
と
な
っ
て
い
る
。
州
浜
形
の
曲
線
に
囲
わ
れ
て
当
段
の
最
後
ま
で
広

が
る
湖
と
そ
こ
に
映
っ
て
い
る
水
月
の
情
景
は
象
徴
的
と
も
い
え
る
簡
潔

な
図
様
で
あ
り
、
ま
ず
は
湖
に
映
る
こ
の
月
の
意
味
か
ら
検
討
し
た
い
。

【挿図】「石山寺縁起絵巻」巻四第一段（右２紙分）［石山寺所蔵］

同上（左２紙分）
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縁
起
詞
書
に
は
「
湖
の
方
、
遙
々
と
見
渡
さ
れ
て
、
心
澄
み
て
」
と
叙

さ
れ
「
月
」
に
つ
い
て
何
も
触
れ
な
い
の
に
、
中
心
的
モ
チ
ー
フ
と
し
て

水
月
が
絵
画
化
さ
れ
た
要
因
と
し
て
は
、
巻
四
の
絵
画
部
分
が
正
中
年
間

（
一
三
二
四
〜
一
三
二
六
年
）
の
詞
書
制
作
時
よ
り
一
七
〇
年
も
下
っ
て

か
ら
成
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
詞
書
が
執
筆
さ
れ
て
後
、
貞
治
元
年

（
一
三
六
二
）
頃
に
成
立
し
後
に
増
補
さ
れ
た
『
河
海
抄
』（
巻
第
一
・

料
簡
）
に
は
、「
石
山
寺
に
通
夜
し
て
こ
の
事
を
祈
り
申
し
け
る
に
、
折

し
も
八
月
十
五
夜
の
月
湖
水
に
映
り
て
、
心
の
澄
み
わ
た
る
ま
ま
に
、
物

語
の
風
情
空
に
う
か
び
け
る
を
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
中
秋
の
湖
月
を
紫

式
部
が
眺
め
心
澄
ん
だ
こ
と
を
『
源
氏
物
語
』
起
筆
の
契
機
と
す
る
伝
説

は
そ
の
頃
に
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
以
後
広
く
流
布
し
た（
５
）。

　

稿
者
は
す
で
に
、『
河
海
抄
』
が
「
八
月
十
五
夜
の
水
月
」
を
執
筆
契

機
と
し
て
叙
し
た
経
緯
を
考
察
し
ま
と
め
て
い
る（
６
）。

本
稿
に
関
わ
る
と
こ

ろ
を
手
短
に
示
し
て
お
き
た
い
。
格
別
の
人
気
を
博
し
聖
典
化
さ
れ
て
い

く
『
源
氏
物
語
』
は
、
中
世
に
お
い
て
仏
道
の
方
便
の
書
と
し
て
意
味
づ

け
ら
れ
解
釈
さ
れ
た（
７
）。

そ
の
『
源
氏
物
語
』
の
起
筆
が
伝
説
化
さ
れ
て
い

く
際
に
、
水
に
映
る
月
を
仏
性
の
現
れ
と
見
る
仏
教
理
念
、
ま
た
満
ち
た

月
の
観
想
に
よ
り
清
浄
心
を
得
る
と
い
う
仏
教
思
想
が
取
り
込
ま
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
前
者
は
「
三
身
」
と
い
う
大
乗
仏
教
の
根
幹
的
理
念
に
関

わ
る
も
の
で
、
仏
の
身
体
の
あ
り
方
を
、
宇
宙
の
真
如
そ
の
も
の
の
永
遠

身
・
衆
生
が
そ
れ
を
受
け
て
成
仏
で
き
る
受
用
身
・
衆
生
の
前
に
現
れ
る

現
実
身
と
把
握
す
る
。
具
体
的
に
は
月
本
体
・
月
の
光
・
水
に
映
っ
た
月

影
に
譬
え
ら
れ
て
、
特
に
水
に
映
る
月
光
が
仏
性
の
顕
現
と
し
て
貴
族
た

ち
に
広
く
受
け
止
め
ら
れ
、
後
述
す
る
よ
う
に
和
歌
に
も
詠
じ
ら
れ
た
。

後
者
は
「
月
輪
観
」
と
い
う
、
月
と
見
な
す
円
相
と
向
き
合
い
そ
れ
と
の

一
体
化
を
観
想
す
る
修
行
で
、
中
世
に
入
る
頃
か
ら
認
知
さ
れ
ま
た
実
践

さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、『
河
海
抄
』
成
立
の
頃
に
は
中
秋
名
月
へ
の
好

尚
が
釈
教
的
な
傾
向
も
含
み
つ
つ
高
ま
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
以
上
旧
稿

で
は
、『
河
海
抄
』
の
「
八
月
十
五
夜
の
月
湖
水
に
映
り
て
」
の
叙
述
は
、

『
源
氏
物
語
』
起
筆
の
契
機
に
真
実
性
と
説
得
力
を
持
た
せ
る
べ
く
、
当

時
釈
教
性
を
帯
び
て
い
た
月
の
景
を
取
り
込
ん
だ
も
の
と
考
察
し
た
。

　

縁
起
詞
書
制
作
時
よ
り
後
の
『
河
海
抄
』
な
ど
に
叙
さ
れ
広
く
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
「
石
山
寺
で
中
秋
の
湖
月
を
見
て
物
語
を
発
想
し

た
紫
式
部
」
と
い
う
伝
説
に
、「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」
当
該
画
面
の
湖
に

映
る
満
月
の
図
様
は
拠
っ
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
絵
画
化
さ
れ
た
〈
湖
面

に
映
る
満
月
〉
は
当
時
の
貴
族
に
清
か
な
仏
性
を
感
受
さ
せ
た
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
も
付
言
し
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
、「
な
が
む
れ
ば
心
の
底
ぞ

澄
み
ま
さ
る
三
井
の
清
水
に
映
る
月
影
」（『
玉
葉
集
』
釈
教
歌
・

二
六
九
〇
「（
釈
教
の
心
を
）」
道
珍
）
と
い
う
勅
撰
集
に
採
ら
れ
広
く
知

ら
れ
た
歌
か
ら
は
、
仏
教
思
想
を
背
景
に
清
浄
心
を
も
た
ら
す
水
月
の
映
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像
的
心
証
が
典
型
化
さ
れ
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
到
さ
れ
る
。
ま
た

先
述
の
「
月
輪
観
」
は
、
ま
ど
か
な
月
の
形
状
を
心
に
満
た
し
て
そ
の
月

と
一
体
化
す
る
こ
と
を
目
指
す
修
行
だ
っ
た
。
当
該
段
の
〈
湖
面
の
満
月
〉

の
絵
様
は
、
仏
性
の
象
徴
と
し
て
鑑
賞
者
に
受
け
取
ら
れ
た
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
該
画
面
の
円
い
水
月
は
物
語
発
想
の
契
機
を
も
た
ら

す
仏
の
霊
威
の
象
徴
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
、
当
段
の
図
様
に
は
『
河
海

抄
』
の
叙
述
と
の
異
な
り
が
存
す
る
こ
と
に
も
注
意
を
向
け
た
い
。『
河

海
抄
』
で
は
紫
式
部
が
湖
に
映
る
月
を
見
て
物
語
を
発
想
し
た
と
叙
す
る

が
、
当
該
画
面
で
は
紫
式
部
か
ら
湖
月
ま
で
一
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
離
れ
て
お
り
、
鑑
賞
者
が
同
一
視
野
内
で
は
確
認
で
き
な
い
位
置
に
紫

式
部
と
水
月
は
描
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
参
道
の
先
に
は
、
雲
霞
な
ど
に

一
部
隠
さ
れ
な
が
ら
絵
巻
画
面
を
横
切
る
門
塀
が
あ
る
。
襖
や
屋
根
な
ど

場
面
を
斜
め
に
分
け
る
も
の
は
前
の
場
面
を
区
切
る
境
界
に
な
る（
８
）た
め
、

こ
れ
に
よ
っ
て
局
と
湖
と
の
つ
な
が
り
は
弱
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
局
と
湖
が
別
時
の
場
面
の
よ
う
で
も
あ
る
画
面
構
成
は
、
局
の
紫
式
部

の
姿
を
鑑
賞
す
る
際
に
は
詞
書
「
湖
の
方
、
遙
々
と
見
渡
さ
れ
て
、
心
澄

み
て
」
の
と
お
り
に
理
解
し
、
門
塀
の
向
こ
う
の
湖
を
鑑
賞
す
る
時
に
は

湖
月
に
よ
っ
て
の
発
想
と
い
う
当
代
の
認
識
の
ま
ま
に
解
す
る
こ
と
を
可

能
に
し
て
い
る
。
詞
書
と
当
時
持
た
れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
の
差
異
を
目
立
た

せ
ず
両
立
さ
せ
る
図
様
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
画
面
に
お
い
て
、
湖
と
そ
こ
に
映
る
月
の
み
を
目
立
た
せ
る
よ
う

に
単
純
化
・
抽
象
化
し
て
表
現
す
る
こ
と
、
眼
前
に
広
が
る
よ
う
に
湖
を

画
面
全
体
に
描
く
こ
と
、
そ
し
て
紫
式
部
と
湖
月
を
同
一
視
界
に
収
め
な

い
こ
と
は
、
湖
月
を
、
紫
式
部
の
物
語
発
想
に
関
わ
る
固
有
の
景
物
と
し

て
で
は
な
く
、
象
徴
的
な
景
と
し
て
鑑
賞
者
に
見
せ
て
い
る
と
言
え
そ
う

だ
。
草
木
も
人
も
舟
も
存
し
な
い
湖
、
ま
た
ど
こ
と
も
い
つ
と
も
限
定
さ

れ
な
い
〈
水
に
映
る
満
月
〉
の
単
純
化
さ
れ
た
図
様
は
、
水
月
の
象
徴
的

な
仏
性
を
鑑
賞
者
に
感
受
さ
せ
や
す
く
す
る
。『
源
氏
物
語
』
を
愛
好
し

石
山
寺
で
こ
の
絵
巻
を
披
見
す
る
鑑
賞
者
貴
顕
に
、
か
つ
て
『
源
氏
物
語
』

の
発
想
を
も
た
ら
し
た
水
月
の
霊
験
を
、
い
ま
自
身
も
受
け
取
る
よ
う
な

感
覚
を
抱
か
せ
る
画
面
構
成
が
と
ら
れ
て
い
る
。

　

詞
書
に
な
い
〈
湖
面
の
満
月
〉
は
、
絵
画
化
当
時
の
仏
教
思
潮
を
反
映

し
つ
つ
、
さ
ら
に
鑑
賞
者
に
仏
性
を
感
受
さ
せ
る
図
様
と
し
て
あ
る
。

三
、
画
中
画
屏
風
の
細
い
月

　

で
は
、
そ
の
右
側
の
局
に
描
か
れ
る
屏
風
の
月
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

当
段
絵
画
部
分
の
は
じ
め
に
は
、
石
山
寺
本
堂
の
局
に
立
ち
簾
を
ひ
ら
い

て
外
を
眺
め
る
紫
式
部
が
描
か
れ
る
。内
陣
に
向
か
っ
て
右
の
局
で
あ
り
、
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本
絵
巻
の
他
の
場
面
で
は
円
融
法
皇
（
巻
二
第
五
段
）
や
東
三
条
院
（
巻

三
第
二
段
）
な
ど
の
貴
顕
が
参
詣
に
用
い
て
い
て
、
紫
式
部
の
よ
う
な
女

房
階
級
が
参
籠
す
る
例
は
存
し
な
い
。
ま
た
当
該
段
に
は
と
く
に
美
麗
な

調
度
が
し
つ
ら
わ
れ
て
い
る
。
畳
が
敷
か
れ
、
青
地
の
縁
を
こ
ま
や
か
な

模
様
で
飾
る
襖
障
子
に
は
瑞
鳥
と
花
の
折
枝
柄
が
描
か
れ
、
そ
の
手
前
に

は
赤
い
縁
取
り
の
屏
風
が
左
右
の
秋
草
の
群
れ
と
左
側
上
部
の
細
い
下
弦

の
月
を
こ
ち
ら
に
見
せ
て
い
る（
９
）。
さ
ら
に
橙
色
の
几
帳
も
置
か
れ
て
、
緑

の
床
面
に
青
・
赤
・
橙
等
と
い
う
鮮
や
か
な
色
合
い
の
調
度
か
ら
は
、
こ

の
空
間
を
特
別
に
荘
厳
し
よ
う
と
の
制
作
者
の
意
向
が
う
か
が
わ
れ
る
。

他
の
局
の
場
面
に
は
な
い
繊
細
か
つ
華
や
か
な
調
度
の
中
、
襖
障
子
を
隠

し
な
が
ら
鑑
賞
者
の
目
に
最
初
に
入
る
位
置
に
立
て
ら
れ
て
い
る
屏
風
に

つ
い
て
、
以
下
検
討
す
る
。

　

本
絵
巻
に
は
他
に
も
画
中
画
屏
風
が
存
す
る
が
、
当
該
屏
風
は
そ
れ
ら

と
は
き
わ
だ
っ
た
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
以
下
、
三
点
を
述
べ
て
お
き
た

い
。
ま
ず
、
当
該
画
中
画
は
そ
の
画
面
全
体
を
ほ
ぼ
見
ら
れ
る
こ
と
。
他

の
画
中
画
屏
風
で
は
、
座
す
淳
祐
の
背
後
に
（
巻
二
第
二
段
）、
眠
る
国

能
妻
を
囲
っ
て
（
巻
五
第
一
段
）、
松
君
の
寝
入
る
娘
を
包
む
よ
う
に
（
同

第
四
段
）
と
、
画
中
人
物
を
囲
ん
で
置
か
れ
て
い
て
画
面
全
体
を
見
る
こ

と
が
で
き
な
い
様
と
は
異
な
る
。
次
に
、
縁
取
り
（
縁へ
り

）
が
赤
く
そ
の
外

縁
の
黒
い
枠
取
り
（
椽ふ
ち

）
に
よ
っ
て
も
目
を
引
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ

と
。
他
の
画
中
画
屏
風
の
縁
取
り
は
、
背
面
か
ら
連
続
す
る
と
お
ぼ
し
い

黒
地
に
金
茶
の
柄
（
右
の
巻
二
第
二
段
）、
薄
茶
と
白
茶
の
太
縞
（
同
巻

五
第
一
段
）、
屏
風
画
面
の
緑
や
青
に
合
わ
せ
た
よ
う
な
青
地
に
わ
ず
か

に
入
る
淡
黄
色
な
ど
の
細
か
い
柄
（
同
巻
五
第
四
段
）
と
、
目
立
た
な
い

色
合
い
が
多
く
ま
た
半
分
も
見
え
な
い
。
当
該
画
中
画
が
屏
風
全
体
の
約

六
割
に
も
わ
た
っ
て
、
黒
で
囲
ん
だ
赤
い
縁
取
り
を
際
立
た
せ
て
い
る
の

は
特
異
だ
。

　

そ
し
て
、
画
面
の
絵
柄
全
体
を
明
確
に
確
認
で
き
る
こ
と
。
他
の
画
中

画
屏
風
で
は
、
例
え
ば
右
の
巻
二
第
二
段
の
例
は
現
在
模
様
を
確
認
し
が

た
い
白
面
、
巻
五
第
四
段
の
例
は
わ
ず
か
に
認
め
ら
れ
る
赤
と
緑
と
青
色

で
絵
柄
は
不
明
、
巻
五
第
一
段
の
例
は
全
画
面
大
観
的
な
浜
松
図
で
、
そ

の
図
柄
は
部
分
的
に
し
か
見
え
な
い
。
こ
の
浜
松
図
を
池
田
忍
は
、
参
詣

中
の
国
能
妻
の
帰
路
の
打
出
浜
を
喚
起
し
つ
つ
繁
栄
の
象
徴
の
表
象
に
も

な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て）

（1
（

お
り
、
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
千
野
香
織
は
画
中

画
に
つ
い
て
、「
絵
師
か
ら
絵
を
見
る
も
の
へ
向
け
て
発
信
さ
れ
た
、
一

種
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
で
あ
っ
て
「
は
っ
き
り
と
、
絵
師
の
意
図
が
込
め
ら

れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る）

（（
（

こ
と
に
首
肯
さ
れ
、
稿
者
も
当
該
画
中
画
に

込
め
ら
れ
た
意
図
を
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。
こ
の
画
中
画
屏
風
は
右
の

浜
松
図
と
は
異
な
っ
て
六
扇
す
べ
て
が
こ
ち
ら
に
ひ
ら
か
れ
、
大
観
的
絵

柄
で
は
な
く
そ
の
画
面
内
に
お
い
て
構
成
さ
れ
た
季
節
の
景
物
の
絵
様
で
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あ
り
、よ
り
重
要
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。そ
れ
は
持
丸
一
夫
が
早
く
に
、

「
秋
草
の
み
を
以
て
六
曲
屏
風
の
大
画
面
を
う
ず
め
、
し
か
も
図
様
を
放

大
し
て
い
る
点
に
こ
の
図
の
持
つ
時
代
的
な
意
味
が
あ
る
」
と
指
摘
す
る）

（1
（

よ
う
に
、当
代
の
絵
画
表
現
の
あ
り
方
と
し
て
も
注
意
す
る
べ
き
も
の
だ
。

　

で
は
、
当
該
画
中
画
屏
風
の
図
様
の
考
察
に
入
ろ
う
。
風
に
な
び
く
薄

や
萩
な
ど
が
こ
ま
や
か
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
秋
草
屏
風
は
一
五
〇
〇
年

前
後
に
盛
行
し
て
い
た）

（1
（

。
そ
し
て
上
部
に
細
い
月
が
か
か
る
。
王
朝
の
美

意
識
に
お
い
て
月
は
秋
に
最
も
似
つ
か
わ
し
い
と
さ
れ
、
中
世
初
期
の
屏

風
絵
の
歌
に
は
、「
建
仁
三
年
藤
原
俊
成
九
十
賀
屏
風
」（
一
二
〇
三
年
）

に
「
秋
野
」
の
詞
書
で
、「
旅
ね
す
る
野
原
秋
か
ぜ
身
に
し
め
て
面
か
げ

さ
ら
ぬ
故
郷
の
月
」（『
後
鳥
羽
院
御
集
』
一
六
三
六
）
な
ど
が
見
え
る）

（1
（

。

「
秋
野
に
月
」
は
屏
風
絵
の
題
材
と
な
る
景
物
だ
っ
た
。

　

そ
の
う
え
で
稿
者
は
、
当
該
画
中
画
の
月
が
細
い
形
で
あ
る
こ
と
に
着

目
す
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
月
の
形
は
前
近
代
に
は
日
付
や
時
刻
を
表

し
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
た
の
で
あ
り
、
欠
け
た
月
が
鑑

賞
者
に
も
た
ら
す
共
通
の
印
象
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

先
行
絵
巻
で
の
欠
け
た
月
の
例
と
し
て
は
、「
華
厳
宗
祖
師
絵
伝
」（
十
三

世
紀
前
半
成
立
）
の
「
元
暁
絵
」（
巻
一
）
に
「
月
を
詠
じ
た
ま
ふ
と
こ
ろ
」

と
書
か
れ
る
箇
所（
十
六
紙）

（1
（

）を
指
摘
で
き
る
。半
月
よ
り
や
や
円
い（
二
十

日
過
ぎ
の
）
下
弦
の
月
が
空
の
低
い
所
に
見
え
て
い
る
。
こ
の
形
状
と
水

平
線
か
ら
わ
ず
か
に
昇
っ
た
位
置
に
よ
っ
て
時
間
帯
は
真
夜
中
近
く
と
推

定
で
き
、
深
更
の
浜
辺
で
ひ
と
り
月
を
詠
じ
る
元
暁
の
風
雅
と
孤
高
性
が

表
現
さ
れ
る
。
画
中
画
屏
風
に
描
か
れ
る
欠
け
た
月
と
し
て
は
、
同
じ
く

「
元
暁
絵
」（
巻
一
）
に
、
新
羅
の
帝
の
后
が
病
に
伏
す
居
室
の
屏
風
の

例
（
二
十
五
紙
）
が
あ
る
。
そ
の
第
一
扇
に
は
楼
閣
と
お
ぼ
し
き
建
物
が

下
半
分
に
、
上
部
に
は
雲
の
か
か
る
緑
の
山
が
描
か
れ
て
、
そ
の
上
の
画

面
の
端
に
半
月
よ
り
も
細
い
月
が
か
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
沈
も
う
と

す
る
上
弦
月
か
昇
っ
て
き
た
下
弦
月
か
不
明
確
な
形
だ
が
、
唐
絵
で
中
国

イ
メ
ー
ジ
の
投
影
さ
れ
た
場
面
で
あ
り
、
楼
閣
と
月
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は

漢
詩
に
お
い
て
夕
刻
か
ら
夜
の
も
の）

（1
（

な
の
で
、
上
弦
の
月
で
夕
方
か
ら
の

時
間
帯
と
解
せ
る
。
山
に
沈
も
う
と
す
る
月
は
続
く
漆
黒
の
闇
夜
を
も
暗

示
し
、
病
の
后
へ
の
危
惧
と
不
安
を
表
象
す
る
。
こ
の
よ
う
に
先
行
絵
画

に
お
い
て
、
欠
け
た
月
は
そ
の
場
面
の
時
刻
に
み
あ
っ
た
形
状
と
な
っ
て

い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

　

で
は
、
当
該
画
中
画
と
同
じ
く
秋
草
に
欠
け
た
月
が
組
み
合
わ
さ
れ
る

絵
柄
の
先
行
例
を
検
討
し
よ
う
。
ま
ず
「
春
日
権
現
験
記
絵
」（
延
慶
二

年
〈
一
三
〇
九
〉
奉
納
）
を
あ
げ
た
い
。
こ
の
絵
巻
に
触
発
さ
れ
て
「
石

山
寺
縁
起
絵
巻
」
は
構
想
さ
れ
た）

（1
（

の
で
あ
り
、
注
意
を
向
け
る
べ
き
作
品

だ
。
巻
八
第
七
段
に
は
、
興
福
寺
旧
住
の
僧
の
居
屋
に
お
け
る
紅
葉
と
秋

草
の
上
部
に
、
山
へ
沈
も
う
と
す
る
上
弦
の
半
月
が
描
か
れ）

（1
（

、
神
が
空
中
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に
影
向
し
て
い
る
。
こ
の
月
は
お
お
よ
そ
昼
十
二
時
頃
に
空
に
現
れ
夜
中

十
二
時
頃
に
没
す
る）

（1
（

の
で
あ
り
、
傾
き
沈
も
う
と
す
る
こ
の
月
は
真
夜
中

近
く
に
な
る
刻
限
を
表
す
。
そ
れ
は
詞
書
に
、「
或
る
時
、
秋
夜
耿
介
と

し
て
月
光
清
朗
な
り
け
れ
ば
、
心
を
澄
ま
し
て
春
日
の
御
宝
前
の
有
様
を

観
念
し
て
、
涙
を
流
し
け
る
に
、
夢
現
と
も
な
く
、
大
明
神
気
高
き
御
姿

に
て
か
け
ら
せ
給
ひ
て
」
と
、
月
照
る
秋
の
夜
に
僧
が
春
日
を
「
観
念
」

し
て
い
て
神
の
出
現
に
会
っ
た
と
の
時
間
帯
に
合
致
す
る
。
空
を
渡
っ
て

き
た
月
が
間
も
な
く
沈
も
う
と
す
る
真
夜
中
に
神
が
影
向
し
た
こ
と
が
、

絵
画
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
紅
葉
と
秋
草
の
時
節
、
闇
を
予
感
さ

せ
る
傾
く
半
月
は
う
つ
ろ
う
時
の
表
象
と
も
な
っ
て
神
の
顕
現
に
説
得
力

を
与
え
て
い
る
。

　

ま
た
蒔
絵
工
芸
に
お
い
て
も
「
秋
草
に
欠
月
」
の
図
柄
の
遺
作
が
散
見

さ
れ
る
。
蒔
絵
は
中
世
に
入
っ
て
凝
ら
さ
れ
て
い
っ
た
技
法
的
・
意
匠
的

工
夫
に
よ
っ
て
、
金
銀
装
飾
も
巧
み
か
つ
繊
細
に
な
り
、
月
の
燦
め
き
が

効
果
的
に
表
さ
れ
た）

11
（

。「
源
氏
夕
顔
蒔
絵
手
箱
」［
相
国
寺
所
蔵
］（
南
北

朝
か
ら
室
町
時
代）

1（
（

）
の
蓋
表
は
夕
顔
が
か
ら
ま
る
門
に
牛
車
の
図
様
、
蓋

裏
は
「
土
坡
に
松
と
菊
・
藤
袴
・
芒
の
図
で
、
鶴
二
羽
と
亀
を
配
し
、
右

上
に
細
い
三
日
月
が
か
か
る
」）

11
（

と
説
明
さ
れ
る
。
蓋
表
は
夕
顔
の
も
と
へ

の
光
源
氏
の
訪
れ
を
表
し
、
蓋
裏
は
『
源
氏
物
語
』「
夕
顔
巻
」
の
夕
顔

死
後
に
、「
九
月
二
十
日
の
ほ
ど
」（
①
一
八
三
頁
）
を
過
ぎ
た
頃
、「
夕

暮
の
静
か
な
る
に
、
空
の
け
し
き
い
と
あ
は
れ
に
、
御
前
の
前
栽
枯
れ
枯

れ
に
、
虫
の
音
も
鳴
き
か
れ
て
、
紅
葉
の
や
う
や
う
色
づ
く
ほ
ど
、
絵
に

描
き
た
る
や
う
に
お
も
し
ろ
き
」（
①
一
八
七
頁
）
と
書
か
れ
る
「
絵
に

描
き
た
る
や
う
」
な
趣
を
表
現
す
る
。「
二
十
日
の
ほ
ど
」
を
過
ぎ
た
有

明
月
（
こ
の
月
は
極
端
に
細
く
意
匠
化
さ
れ
て
い
て
、
あ
え
て
言
え
ば

二
十
八
日
ご
ろ
の
形
と
な
る
）
を
「
銀
金
貝
を
貼
り
」）

11
（

鋭
く
表
し
、
欠
け

尽
き
そ
う
な
細
い
月
が
空
に
現
れ
る
明
け
方
近
く
を
喚
起
さ
せ
る
。『
源

氏
物
語
』
の
続
く
本
文
に
あ
る
「「
正
に
長
き
夜
」
と
う
ち
誦
じ
て
臥
し

た
ま
へ
り
」（
①
一
八
九
頁
）
は
『
白
氏
文
集
』（
一
二
八
七
）「
聞
夜
砧
」

の
一
節
「
正
長
夜
」
に
拠
る
も
の
で
、
こ
の
詩
は
「
応
到
二

天
明
一

」（「
応

に
天
明
に
到
ら
ば
」）
に
続
く
の
で
あ
り
、
細
月
に
よ
る
明
け
方
の
示
唆

は
こ
れ
に
対
応
す
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
光
源
氏
が
夜
明
け
ま
で
過

ご
す
「
絵
に
描
き
た
る
や
う
」
な
興
趣
に
満
ち
た
秋
夜
の
情
景
と
な
る
。

さ
ら
に
こ
の
明
け
方
の
月
は
、
光
源
氏
が
生
前
の
夕
顔
に
「
弥
勒
の
世
を

か
ね
た
ま
ふ
」（「
夕
顔
巻
」
①
一
五
八
頁
）
と
、
弥
勒
下
生
の
暁
ま
で
続

く
愛
情
を
誓
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド）

11
（

を
想
起
さ
せ
る
図
様
と
も
な
っ
て
い
る
。

弥
勒
下
生
と
い
う
現
世
回
帰
へ
の
願
望
と
兜
率
天
の
華
麗
さ
が
、
き
ら
び

や
か
で
吉
祥
的
な
形
象
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
お
り
、
幻
想
的
世
界
が
現

出
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
秋
草
と
欠
け
た
月
の
組
み
合
わ
せ
は
、
繊
細
な
情
趣
と
と
も
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に
、
間
も
な
く
消
え
る
月
の
風
情
や
闇
と
の
狭
間
に
お
け
る
移
ろ
う
時
を

示
唆
し
、
信
仰
と
も
関
わ
る
非
現
実
的
・
幻
想
的
な
時
空
間
を
表
し
て
い

る
。
右
の
『
源
氏
物
語
』
の
例
の
よ
う
に
秋
の
下
弦
の
細
い
月
（
夜
明
け

近
く
に
昇
っ
て
く
る
有
明
月
）
は
王
朝
人
に
愛
さ
れ
、
中
世
に
は
さ
ら
に

そ
の
美
が
好
尚
を
得
て
文
学
作
品
の
表
現
も
先
鋭
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
例

え
ば
十
四
世
紀
初
め
成
立
の
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
は
、
父
親
が
危
篤
に

陥
っ
た
秋
七
月
二
十
七
日
、「
北
面
の
下
﨟
二
人
、
殿
上
人
一
人
に
て
、

い
と
や
つ
し
て
入
ら
せ
た
ま
ひ
た
り
。
二
十
七
日
の
月
、
た
だ
今
山
の
端

分
け
出
づ
る
光
も
す
ご
き
に
、
わ
れ
も
か
う
織
り
た
る
薄
色
の
御
小
直
衣

に
て
、と
り
あ
へ
ず
お
ぼ
し
め
し
た
ち
た
る
さ
ま
も
、い
と
面
だ
た
し
」（
巻

一
・
二
二
三
頁
）
と
叙
さ
れ
る
。
山
の
端
を
出
よ
う
と
す
る
秋
の
細
い
有

明
月
を
背
景
に
愛
人
で
あ
る
後
深
草
院
が
現
れ
た
こ
と
を
、
絵
画
的
・
幻

想
的
に
綴
っ
て
い
る）

11
（

。
文
芸
の
世
界
に
お
い
て
、
秋
の
有
明
月
は
狭
間
の

時
の
幻
想
的
な
情
景
を
表
す
景
物
だ
っ
た
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

　

で
は
、
十
五
世
紀
末
に
成
っ
た
当
該
画
中
画
屏
風
の
欠
月
を
検
討
し
て

い
く
。

　

こ
の
細
い
下
弦
月
は
月
末
二
十
六
日
頃
の
形
、
月
の
出
は
午
前
二
時
頃

の
有
明
月
で
あ
る
。
秋
草
と
の
位
置
関
係
に
よ
っ
て
こ
の
月
は
少
し
の

ぼ
っ
て
き
た
と
こ
ろ
と
な
り
、
未
明
の
三
時
過
ぎ
頃
を
想
起
さ
せ
る
図
様

だ
。
詞
書
に
は
紫
式
部
の
物
語
発
想
の
時
刻
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
来

の
研
究
で
も
、
後
に
湖
月
が
描
か
れ
る
こ
と
か
ら
「
あ
る
夜）

11
（

」
と
説
明
さ

れ
る
程
度
だ
が
、
本
段
の
始
め
に
描
か
れ
る
画
中
画
屏
風
の
こ
の
月
は
、

当
時
の
享
受
者
に
夜
明
け
近
く
を
感
じ
さ
せ
た
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は

本
来
画
中
画
内
の
時
間
帯
だ
が
、
屏
風
は
立
て
ら
れ
る
場
の
有
り
よ
う
や

雰
囲
気
を
設
定
す
る
機
能
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
画
中
画
屏
風
の
有

明
月
の
絵
柄
は
屏
風
が
し
つ
ら
わ
れ
て
い
る
画
中
の
局
に
暁
方
の
雰
囲
気

を
ま
と
わ
せ
る
。

　

な
び
く
秋
草
に
背
を
向
け
る
よ
う
に
し
て
細
い
下
弦
の
月
が
か
か
る
絵

様
は
、
先
述
の
「
源
氏
夕
顔
蒔
絵
手
箱
」
に
近
似
し
、
こ
の
「
手
箱
」
の

図
柄
は
『
源
氏
物
語
』
本
文
に
拠
っ
て
い
た
。
当
段
の
主
題
は
『
源
氏
物

語
』
の
起
筆
で
あ
り
、
制
作
者
の
意
識
と
し
て
も
鑑
賞
者
の
期
待
と
し
て

も
、
当
時
共
有
さ
れ
て
い
た
文
芸
的
美
意
識
に
拠
っ
て
こ
の
画
面
が
構
成

さ
れ
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
先
の
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
「
二
十
七

日
の
月
」
の
形
も
こ
れ
ら
と
同
じ
細
い
下
弦
の
月
で
、
夜
明
け
間
近
の
夢

幻
的
な
月
の
出
の
場
面
だ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
起
筆
の
時
を
主
題
と
す

る
当
該
段
の
画
中
画
屏
風
の
細
い
下
弦
月
は
、
当
時
の
文
芸
に
お
け
る
有

明
月
の
イ
メ
ー
ジ
を
背
景
に
、
こ
の
屏
風
が
置
か
れ
る
局
を
暁
方
の
幻
想

的
な
空
間
と
し
て
表
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
当
絵
画
の
暁
時
の
表
現
に
は
、
寺
院
参
詣
特
有
の
意
味
が
関
わ

る
こ
と
を
述
べ
た
い
。
こ
の
よ
う
な
参
籠
で
は
、
夜
じ
ゅ
う
祈
っ
た
後
の
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暁
方
の
夢
見
に
霊
験
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
本
絵
巻
に

も
、「
夜
も
す
が
ら
行
ひ
明
か
し
て
侍
り
け
る
に
、
少
し
ま
ど
ろ
み
た
る

夢
に
」
仏
の
化
身
か
ら
賜
り
物
を
受
け
る
こ
と
が
描
か
れ
る
（
巻
三
第
三

段
）。
ま
た
、
参
籠
は
七
日
間
を
ひ
と
区
切
り
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が

多
く
、「
七
か
日
御
参
籠
あ
り
て
」（
巻
三
第
一
段
）、「
当
寺
に
七
日
参
籠

し
て
」（
巻
五
第
一
段
）
と
書
か
れ
て
い
る
。
当
該
段
の
詞
書
に
は
「
当

寺
に
七
か
日
籠
り
侍
り
け
る
に
」
と
叙
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
続
く
暁
方

は
霊
験
が
期
待
さ
れ
る
時
な
の
だ
。
画
中
画
屏
風
の
細
い
下
弦
の
月
は
、

詞
書
に
七
日
籠
り
と
記
さ
れ
る
紫
式
部
が
霊
験
を
授
か
る
に
ふ
さ
わ
し
い

暁
時
で
あ
る
と
、
画
面
の
右
端
で
最
初
に
場
面
設
定
す
る
役
割
を
有
し
て

い
る
。
ま
た
こ
の
細
い
月
が
画
中
画
屏
風
に
描
か
れ
間
接
的
な
暁
方
の
示

唆
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
、
続
く
画
面
に
お
け
る
中
秋
満
月
の
夜
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
と
の
齟
齬
は
巧
み
に
回
避
さ
れ
る
の
も
付
言
し
て
お
き
た
い
。

　

す
る
と
こ
こ
は
、
暁
の
霊
験
に
よ
っ
て
物
語
発
想
の
啓
示
を
受
け
た
そ

の
瞬
間
の
紫
式
部
の
さ
ま
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
。こ
こ
で
紫
式
部
は
、

い
ち
女
房
が
物
語
を
発
想
し
作
者
に
な
っ
た
姿
と
し
て
は
表
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
に
注
意
を
向
け
た
い
。
詞
書
に
あ
る
「
大
般
若
の
料
紙
の
内
陣
に

あ
り
け
る
を
」
申
し
受
け
て
『
源
氏
物
語
』
を
書
き
始
め
た
こ
と
は
ま
っ

た
く
描
写
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
当
該
画
面
内
に
こ
の
女
性
が

書
き
物
を
す
る
べ
き
人
で
あ
る
と
分
か
る
要
素
は
何
も
な
い
。

　

本
段
の
詞
書
の
最
後
に
紫
式
部
に
つ
い
て
、「
観
音
の
化
身
と
も
申
し

伝
へ
侍
り
」
と
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
紫
式
部
観
音

説
は
一
一
七
〇
年
頃
成
立
の
『
今
鏡
』
に
述
べ
ら
れ
、
当
該
詞
書
か
ら
や

や
下
る
貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
成
立
の
『
原
中
最
秘
抄
』
な
ど
に
も
記

さ
れ
て
、
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。
紫
式
部
は
愛
欲
の
物
語
を
書
い
た
罪
に

よ
っ
て
地
獄
に
墜
ち
た
と
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
れ
は
仏
道
の
た
め
の
方
便

で
あ
り
彼
女
は
観
音
の
化
身
だ
と
い
う
見
方
が
広
ま
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
本
来
女
房
階
級
が
参
籠
す
る
は
ず
の
な
い
局
に
紫
式

部
が
描
か
れ
そ
こ
が
荘
厳
さ
れ
る
の
は
、
彼
女
を
聖
な
る
存
在
と
し
て
表

し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
本
絵
巻
で
、
一
段
分
の
画
面
に
お
い
て

ひ
と
り
し
か
い
な
い
の
は
当
該
段
の
み
で
あ
る
こ
と
に
も
意
を
留
め
た

い
。
礼
堂
に
他
の
参
詣
者
が
い
て
も
よ
い
と
こ
ろ
だ
が
描
か
れ
ず
、
彼
女

だ
け
が
存
在
す
る
時
空
間
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
当
該
箇
所
の
詞
書

に
は
先
掲
の
よ
う
に
「
内
陣
」
と
明
記
さ
れ）

11
（

、『
源
氏
物
語
』
執
筆
に
お

け
る
仏
縁
と
し
て
重
要
な
意
味
を
有
し
な
が
ら
も
、
こ
こ
で
内
陣
は
画
面

下
端
の
そ
の
下
に
位
置
し
描
出
さ
れ
な
い
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。
本
絵
巻

で
本
堂
内
部
か
ら
こ
の
局
が
図
さ
れ
る
場
合
、
す
ぐ
横
の
本
尊
観
音
の
あ

る
内
陣
の
格
子
が
描
か
れ
て
霊
威
を
示
唆
す
る
の
が
通
例（
巻
二
第
五
段
・

巻
三
第
二
段
・
巻
四
第
二
段
・
同
第
六
段
・
巻
五
第
二
段
な
ど
）
だ
が
、

当
段
絵
画
部
で
は
そ
れ
を
表
さ
な
い
構
成
を
取
る
。
つ
ま
り
こ
の
画
面
に
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お
い
て
は
詞
書
と
は
異
な
り
、
荘
厳
さ
れ
た
局
と
紫
式
部
に
霊
威
が
集
約

さ
れ
て
い
る
の
だ
。池
田
忍
は
局
の
中
の
紫
式
部
が「
正
堂
と
の
境
に
寄
っ

て
い
る
」
こ
と
か
ら
、「
観
音
の
化
身
と
ま
で
は
言
え
な
い
も
の
の
」「
式

部
を
正
堂
と
の
往
来
が
可
能
な
存
在
と
し
て
描
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う

か
」
と
述
べ
、「
他
の
参
籠
者
が
描
か
れ
ず
、
ま
た
局
と
礼
堂
の
身
舎
、

お
よ
び
庇
側
と
の
境
を
厳
重
に
仕
切
っ
て
、
紫
式
部
の
居
る
局
を
荘
厳
し

て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し）

11
（

、
稿
者
も
賛
同
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
紫
式
部

は
霊
験
を
受
け
た
側
で
あ
り
つ
つ
同
時
に
彼
女
自
身
が
聖
性
を
ま
と
っ
た

存
在
だ
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
絵
画
で
は
詞
書
よ
り
も
強
調
し
て
表
現
し

て
い
る
。

　

当
段
絵
画
部
分
の
一
番
右
側
で
鑑
賞
者
が
最
初
に
目
に
す
る
と
こ
ろ

に
、
そ
の
眼
差
し
を
引
き
つ
け
る
よ
う
に
描
か
れ
た
屏
風
、
そ
こ
に
図
さ

れ
た
細
い
下
弦
の
月
は
、
局
の
空
間
を
暁
方
と
表
し
て
霊
験
の
も
た
ら
さ

れ
る
べ
き
刻
限
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
紫
式
部
を
『
源
氏
物
語
』
発
想
の

瞬
間
の
聖
的
な
存
在
と
し
て
表
現
す
る
役
割
を
有
し
て
い
る
。
先
述
「
華

厳
宗
祖
師
絵
伝
」
の
「
元
暁
絵
」（
巻
一
）
に
お
け
る
画
中
画
屏
風
の
月
は

夕
刻
を
示
唆
し
病
の
后
を
め
ぐ
る
不
安
な
雰
囲
気
に
沿
う
景
物
だ
っ
た
。

当
該
画
中
画
に
お
け
る
月
は
こ
の
場
面
の
霊
験
性
を
適
切
に
理
解
す
る
た

め
に
必
要
な
図
像
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

紫
式
部
と
同
じ
本
堂
・
局
に
参
詣
し
霊
験
を
得
よ
う
と
す
る
鑑
賞
者
は

暁
の
刻
限
へ
の
期
待
を
抱
い
て
お
り
、
こ
の
局
で
起
こ
っ
た
あ
ら
た
か
な

利
生
の
様
を
巧
み
か
つ
美
麗
に
表
し
て
見
せ
る
当
段
の
絵
画
の
あ
り
方

は
、
彼
ら
の
歓
心
を
高
め
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
画
中
画
の
細
月
・
湖
面
の
満
月
の
意
味
と
制
作
背
景

　

当
時
の
鑑
賞
者
に
仏
性
や
霊
験
を
感
受
さ
せ
る
ふ
た
つ
の
月
の
表
現

は
、
連
携
し
て
意
味
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
述
べ
た
い
。

　

詞
書
に
は
こ
の
段
の
季
節
に
つ
い
て
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
鑑
賞

者
が
ま
ず
目
に
す
る
右
側
の
画
中
画
屏
風
の
「
秋
草
と
月
」
の
画
面
は
鑑

賞
者
に
「
秋
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
明
確
に
与
え
て
、
そ
の
先
の
水
に
映
る
満

月
を
中
秋
十
五
夜
の
月
と
感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
資
し
て
い
る
。
湖
の
周
囲

に
は
季
節
を
表
す
景
物
な
ど
が
存
せ
ず
、
そ
れ
は
水
月
が
示
唆
す
る
と
こ

ろ
の
仏
性
の
顕
現
に
季
節
の
限
定
は
な
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
か
ら
だ
ろ

う
。
従
っ
て
、
右
の
画
中
画
に
よ
る
「
秋
」
の
表
現
が
な
け
れ
ば
、
湖
面

の
満
月
を
当
時
の
認
識
で
あ
る
「
中
秋
の
月
」
と
し
て
示
す
の
は
困
難
な

の
だ
。
先
行
す
る
画
中
画
の
図
像
に
よ
っ
て
鑑
賞
者
に
あ
ら
か
じ
め
「
秋
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
さ
り
げ
な
く
付
与
す
る
こ
と
は
、
有
効
な
方
法
と
な
っ
て

い
る
。

　

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
詞
書
に
は
な
い
内
容
を
も
主
題
と
し
て
描
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出
し
、
鑑
賞
者
の
眼
差
し
と
心
情
を
意
識
し
て
巧
み
に
構
成
し
た
当
段
の

絵
画
に
は
意
図
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
次
に
巻
四
絵
巻
制
作
の
背

景
と
動
機
を
検
討
し
た
い
。

　

当
段
の
詞
書
に
、「
こ
の
物
語
書
き
け
る
と
こ
ろ
を
ば
源
氏
の
間
と
名

付
け
て
、
そ
の
所
変
は
ら
ず
ぞ
有
る
な
る
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
十
四
世

紀
前
半
に
は「
源
氏
の
間
」が
存
し
た
。そ
の
後
も
永
享
九
年（
一
四
三
七
）

に
正
徹
が
石
山
寺
に
参
詣
し
、「
紫
式
部
が
光
源
氏
つ
く
り
し
局
と
か
や

と
申
所
に
ま
か
り
て
」（「
永
享
九
年
正
徹
詠
草
」）
と
記
す
よ
う
に
、
石

山
寺
は
こ
の
局
を
物
語
発
想
の
場
と
し
て
宣
伝
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
こ
に
お
い
て
、
こ
の
巻
四
絵
巻
の
制
作
契
機
が
「
石
山
寺
一
切
経
」

の
欠
巻
を
補
完
す
る
勧
進
事
業
（
一
四
九
六
〜
一
五
〇
二
年
）
に
あ
っ
た）

11
（

こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。
相
澤
正
彦
は
応
仁
の
乱
後
の
寺
社
復
興
の
気
運
と

の
関
係
に
も
言
及
し
、「
本
来
は
石
山
観
音
に
奉
ら
れ
た
「
石
山
寺
縁
起

絵
巻
」
で
あ
る
が
、
こ
の
当
時
か
ら
上
層
階
級
へ
の
勧
進
用
具
と
い
う
新

た
な
役
割
が
課
さ
れ
た
」
可
能
性
を
述
べ
て
い
て）

11
（

意
味
深
い
。
当
初
の
絵

巻
制
作
の
企
画
か
ら
一
七
〇
年
を
経
て
新
た
に
制
作
さ
れ
た
当
該
巻
が
、

独
自
の
意
図
を
有
す
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
石
山
寺
本
堂
で
か
つ
て
紫

式
部
が
受
け
た
霊
験
と
い
う
広
く
知
ら
れ
た
説
話
は
、『
源
氏
物
語
』
を

愛
好
す
る
貴
顕
の
帰
依
と
寄
進
を
希
図
し
て
、
当
時
の
理
解
に
も
合
う
よ

う
に
絵
画
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

当
該
段
に
お
け
る
、
画
中
画
屏
風
に
有
明
月
を
描
き
込
み
、
詞
書
に
は

な
い
湖
月
の
画
面
を
広
々
と
表
し
、
さ
ら
に
画
中
画
の
有
明
月
と
湖
月
を

連
携
さ
せ
た
方
法
的
な
表
現
に
は
、
何
ら
か
の
有
用
な
助
言
が
あ
っ
た
こ

と
が
想
定
さ
れ
て
く
る
。
当
該
巻
四
の
詞
書
執
筆
が
三
条
西
実
隆
で
あ
る

事
実
は
看
過
で
き
な
い
。
彼
の
行
跡
は
六
十
三
年
間
に
わ
た
っ
て
記
録
さ

れ
た
『
実
隆
公
記
』
に
よ
っ
て
詳
細
に
知
ら
れ
る
。
彼
は
公
家
武
家
と
も

に
親
し
く
、『
古
今
和
歌
集
』
や
『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
様
々

な
作
品
の
書
写
や
講
釈
を
広
く
行
っ
て
い
た
。
古
典
の
権
威
で
あ
っ
た
彼

は
当
時
多
く
の
絵
巻
詞
書
を
頼
ま
れ
て
執
筆
し
、
先
述
の
「
春
日
権
現
験

記
絵
」（『
実
隆
公
記
』
延
徳
二
年
〈
一
四
九
〇
〉
七
月
二
十
二
日
条
）
な

ど
種
々
の
絵
巻
に
目
を
通
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
日
記
に
綴
ら
れ
る
。

　

ま
た
目
を
通
し
た
だ
け
で
な
く
、
彼
は
い
く
つ
も
の
絵
画
・
絵
巻
の
画

面
に
関
し
て
意
見
を
述
べ
て
い
た
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。
す
で
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
箇
所
だ
が
、『
実
隆
公
記
』
文
明
七
年
（
一
四
七
五
）
正
月

二
十
三
日
条
に
、
土
佐
光
信
が
描
い
た
「
小
絵
」
と
さ
れ
る
「
高
野
雲
」

の
下
絵
に
つ
い
て
御
前
に
呼
ば
れ
、「
少
々
可
レ

被
二

書
加
一

之
処
等
申
入
」

と
、
描
き
加
え
ら
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
実
隆
は
申
し
入
れ
て
い
る
。
ま
た

文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
九
月
十
八
日
条
に
は
「
土
左
刑
部
少
輔
光
信
」

が
訪
問
し
、「
北
野
社
本
地
絵
」（
天
神
縁
起
絵
）
に
つ
い
て
「
委
細
絵
事

可
二

相
談
一

之
由
也
」と
意
見
を
交
わ
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る）

1（
（

。実
隆
は「
石
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山
寺
縁
起
絵
巻
」
巻
四
の
制
作
に
際
し
て
、『
源
氏
物
語
』
の
起
筆
場
面

の
絵
画
化
に
興
味
を
持
っ
た
だ
ろ
う
し
、
文
芸
の
権
威
と
し
て
意
見
を
求

め
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

そ
の
上
で
、
実
隆
と
石
山
寺
と
の
関
わ
り
を
検
討
し
た
い
。
巻
四
詞
書

の
書
写
を
依
頼
し
た
の
は
、
実
隆
と
の
親
密
な
関
係
が
日
記
で
綴
ら
れ
る

「
真
光
院
」
つ
ま
り
石
山
寺
座
主
尊
海
だ
っ
た
（『
実
隆
公
記
』
明
応
六

年
〈
一
四
九
七
〉
四
月
七
日
条
「
自
二

真
光
院
一

石
山
絵
一
巻
被
レ

送
レ

之
、

可
レ

書
レ

詞
之
由
」）
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
二
年
前
に
は
「
真

光
院
」
が
訪
れ
、「
先
度
石
山
勧
進
帳
草
并
清
書
事
予
沙
二-

汰
之
一

」（
明

応
四
年
二
月
二
十
一
日
条
）
に
よ
っ
て
謝
礼
を
し
て
お
り
、
実
隆
は
す
で

に
石
山
寺
の
勧
進
に
関
わ
っ
て
い
た）

11
（

こ
と
に
も
留
意
さ
れ
る
。
巻
四
詞
書

を
書
写
し
た
翌
年
明
応
七
年
に
は
、
彼
に
と
っ
て
例
の
少
な
い
写
経
に
筆

を
染
め
て
（
三
月
一
日
条
に
「
石
山
一
切
経
」
に
つ
い
て
「
入
レ

夜
終
書

写
功
了
」
と
あ
る
）、
こ
の
補
写
事
業
に
結
縁
し
て
も
い
る）

11
（

。

　

さ
ら
に
、
彼
は
詞
書
執
筆
以
前
に
何
度
も
石
山
寺
を
訪
れ
て
い
る
こ
と

が
『
実
隆
公
記
』
か
ら
分
か
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
意
を

向
け
ら
れ
て
い
な
い
記
事
を
あ
げ
て
考
察
す
る
。「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」

巻
四
制
作
以
前
の
条
で
あ
る
。
文
明
十
六
年
（
一
四
八
四
）
正
月
十
八
日

条
に
は
、
石
山
寺
で
「
早
旦
入
レ

堂
看
レ

経
致
二

精
誠
一

、
源
氏
間
等
歴
覧
」

と
見
え
、「
帰
二

宿
坊
一

行
レ

餉
」
の
後
に
「
前
湖
水
是
俗
説
所
願
成
就
之
由

所
二

語
伝
一

也
」
と
す
る
。
源
氏
の
間
を
「
歴
覧
」
し
宿
坊
へ
下
が
り
眺
め

た
「
湖
水
」（
実
際
は
瀬
田
川
）
に
つ
い
て
「
俗
説
」
と
し
て
「
所
願
成

就
之
由
」
と
記
す
の
で
あ
り
、
石
山
寺
の
霊
験
と
「
湖
水
」
と
の
つ
な
が

り
が
世
間
で
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
書
き
留
め
て
い
る
。
ま
た
長

享
二
年
（
一
四
八
八
）
十
月
十
八
日
条
に
は
、「
今
日
詣
二

石
山
寺
一

」
と

し
て
、「
夕
陽
到
二

彼
寺
一

、
宿
二

吉
祥
院
一

、
入
レ

夜
又
入
レ

堂
所
々
月
歴
二-

覧
之
一

、
有
レ

興
有
レ

感
」
と
、
月
を
「
歴
覧
」
し
感
銘
を
受
け
た
と
叙
す
。

さ
ら
に
延
徳
元
年
（
一
四
八
九
）
十
月
二
十
三
日
条
に
は
、「
残
月
詣
二

石

山
寺
一

念
誦
了
、
帰
二

宿
坊
一

行
二

朝
膳
一

、
則
進
発
、
未
刻
計
帰
京
了
」
と

見
え
る
。
こ
の
時
は
下
弦
の
半
月
で
月
の
出
は
真
夜
中
頃
、
彼
は
、
山
の

端
か
ら
「
残
月
」
の
有
明
月
が
姿
を
現
し
た
未
明
に
本
堂
に
詣
で
て
「
念

誦
」
し
て
い
る
。
午
前
三
時
頃
か
ら
の
後
夜
の
勤
行
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
宿
坊
に
戻
り
朝
食
を
摂
っ
て
出
発
し
て
い
る
の
で
、
夜
明
け
方
に

か
け
て
の
「
念
誦
」
で
あ
る
。
彼
が
こ
の
時
勤
行
し
た
の
は
、「
石
山
寺

縁
起
絵
巻
」
の
当
該
段
に
お
い
て
紫
式
部
が
参
籠
し
て
霊
験
を
受
け
た
刻

限
と
重
な
る
。
実
隆
も
画
中
の
紫
式
部
と
同
じ
く
石
山
寺
本
堂
で
有
明
月

を
背
景
と
し
た
仏
詣
を
経
験
し
て
お
り
、
そ
の
具
体
的
な
印
象
を
得
て
い

た
こ
と
は
重
視
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
の
権
威
だ
っ
た
実
隆
は
石
山
寺
座
主
と

親
密
で
、
す
で
に
石
山
寺
の
勧
進
帳
を
頼
ま
れ
て
書
い
て
も
い
て
、
勧
進
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と
し
て
の
「
石
山
寺
縁
起
」
の
巻
四
絵
巻
制
作
と
い
う
意
図
に
つ
い
て
は

知
悉
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
ま
た
石
山
参
詣
で
の
暁
の
月
や
湖
水
な
ど
を

自
ら
見
て
お
り
、『
源
氏
物
語
』
起
筆
伝
説
を
主
題
と
す
る
当
該
段
の
画

面
構
成
に
意
見
を
し
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
得
る
。

　

当
時
聖
典
化
さ
れ
て
い
た
『
源
氏
物
語
』
の
起
筆
場
面
の
絵
画
化
に
つ

い
て
は
石
山
寺
側
も
力
を
入
れ
た
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な

く
、
石
山
寺
と
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
実
隆
が
、
鑑
賞
者
を
適
切
な
理
解

へ
導
く
べ
く
当
画
面
に
助
言
を
し
た
と
考
え
て
み
た
い
。
彼
は
『
源
氏
物

語
』
発
想
の
契
機
と
し
て
湖
月
は
（
詞
書
に
な
く
と
も
）
必
須
で
あ
る
と

述
べ
、
ま
た
局
の
画
中
画
の
有
明
月
に
よ
っ
て
霊
験
の
暁
方
を
表
象
し
て

当
時
偶
像
化
さ
れ
て
き
た
紫
式
部
に
聖
性
を
ま
と
わ
せ
る
こ
と
な
ど
を
提

案
し
た
の
で
は
な
い
か
。
当
該
段
の
絵
画
部
分
は
詞
書
と
大
き
く
異
な
る

と
こ
ろ
が
あ
り
局
の
調
度
の
豪
華
さ
な
ど
も
異
例
だ
が
、
描
出
さ
れ
る
内

容
は
当
時
の
『
源
氏
物
語
』
起
筆
説
話
の
享
受
と
し
て
妥
当
な
も
の
で
、

な
お
か
つ
石
山
寺
側
の
勧
進
と
し
て
の
要
望
に
よ
く
応
え
工
夫
さ
れ
た
絵

画
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
実
隆
の
よ
う
な
古
典
の
指
導
者
の
ア
イ

デ
ィ
ア
や
指
示
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

五
、
お
わ
り
に

　

絵
巻
は
基
本
的
に
個
人
で
鑑
賞
す
る
も
の
で
あ
り
、「
石
山
寺
縁
起
絵

巻
」
最
終
部
（
巻
七
第
四
段
）
で
の
、
石
山
寺
旧
縁
起
を
見
て
そ
こ
か
ら

霊
威
を
受
け
る
後
宇
多
上
皇
の
場
面
の
よ
う
に
、
向
き
合
う
絵
巻
自
体
か

ら
霊
験
に
接
す
る
こ
と
が
意
味
深
い
と
認
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
前
述

し
た
月
輪
観
も
円
満
な
月
相
に
ひ
と
り
で
対
す
る
修
行
で
あ
っ
て
、
仏
性

と
の
合
一
が
目
指
さ
れ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
、
当
該
第
一
段
の
最
後
ま
で

広
が
る
湖
と
そ
こ
に
映
る
月
の
象
徴
的
な
図
様
は
、
鑑
賞
者
に
仏
の
清
浄

性
を
自
身
が
受
け
取
る
よ
う
に
感
じ
さ
せ
た
ろ
う
。

　

当
該
段
の
ふ
た
つ
の
月
は
と
も
に
そ
の
場
面
を
照
ら
す
月
の
描
写
で
は

な
く
、
画
中
画
屏
風
の
月
と
湖
面
に
映
る
月
影
と
い
う
、
意
図
を
も
っ
て

取
り
込
ま
れ
た
方
法
と
し
て
の
図
像
で
あ
る
。
画
中
画
屏
風
の
月
は
そ
の

局
空
間
を
暁
時
と
示
唆
し
、
湖
に
映
る
月
は
そ
の
段
全
体
を
（
紫
式
部
の

い
る
局
も
）
穏
や
か
に
包
摂
し
な
が
ら
鑑
賞
者
の
心
を
も
照
ら
す
の
で
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
『
源
氏
物
語
』
起
筆
の
時
の
霊
験
を
表
象
し
て
い
る
。

　

こ
の
ふ
た
つ
の
月
は
、
当
時
の
宗
教
イ
メ
ー
ジ
に
拠
り
つ
つ
、
清
浄
心

へ
の
機
縁
を
示
し
鑑
賞
者
の
帰
依
の
心
を
深
め
る
機
能
を
有
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
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※ 
本
文
引
用
は
、『
源
氏
物
語
』・『
と
は
ず
が
た
り
』
は
『
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
』
に
、『
河
海
抄
』
は
玉
上
琢
彌
『
紫
明
抄
・
河
海
抄
』

に
、「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」・「
華
厳
宗
祖
師
絵
伝
」・「
春
日
権
現
験

記
絵
」の
詞
書
等
は
そ
れ
ぞ
れ『
日
本
絵
巻
大
成
18　

石
山
寺
縁
起
』・

『
日
本
絵
巻
大
成
17
』・『
続
日
本
絵
巻
大
成
14
』（
中
央
公
論
社
）に
、

『
白
氏
文
集
』
は
『
新
釈
漢
文
大
系
』
に
、「
永
享
九
年
正
徹
詠
草
」

は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

中
世
和
歌
集
室
町
篇
』
に
、『
実
隆

公
記
』
は
「
続
群
書
類
従
完
成
会
太
洋
社
」
の
『
実
隆
公
記
』
に
拠
っ

た
。
和
歌
は
『
新
編
国
歌
大
観
』（
Ｗ
ｅ
ｂ
版
）
に
拠
っ
て
い
る
。

表
記
を
私
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
　

 「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」
の
挿
図
は
、
相
澤
正
彦
・
國
賀
由
美
子
編
『
石

山
寺
縁
起
絵
巻
集
成　

図
版
篇
Ⅰ
』（
二
〇
一
六
年
、
中
央
公
論
美

術
出
版
）
に
拠
り
、
縮
小
・
モ
ノ
ク
ロ
と
し
た
。

注（１
） 

拙
稿
「
王
朝
文
学
に
お
け
る
月
末
の
細
月
考
─
─
幻
想
の
時
の
表
現
─
─
」（『
國

學
院
大
學
紀
要
』
二
〇
二
〇
年
二
月
）、
同
「
王
朝
文
学
に
お
け
る
月
初
の
三
日

月
考
─
─
移
ろ
い
と
変
化
の
表
象
─
─
」（『
国
文
学
研
究
』
二
〇
二
〇
年
三
月
）、

同
「
王
朝
文
学
に
お
け
る
七
日
の
月
考
─
─
『
源
氏
物
語
』
を
中
心
に
─
─
」（『
平

安
朝
文
学
研
究
』
二
〇
二
〇
年
三
月
）。

（
２
） 

渡
部
泰
明
「
千
載
集
の
主
題
─
─
月
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」『
中
世
和
歌
の
生
成
』

（
一
九
九
九
年
、
若
草
書
房
）。
平
田
英
夫
「
神
域
の
月
の
風
景
─
─
神
祇
歌
の

生
成
─
─
」『
和
歌
的
想
像
力
と
表
現
の
射
程　

西
行
の
作
歌
活
動
』（
二
〇
一
三

年
、
新
典
社
）。

（
３
） 「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」
の
成
立
に
つ
い
て
、
十
四
世
紀
前
半
に
全
巻
制
作
さ
れ
、

後
に
失
わ
れ
た
巻
が
補
作
さ
れ
た
と
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
相
澤

正
彦
「「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」
詳
解
」（
相
澤
正
彦
・
國
賀
由
美
子
編
『
石
山
寺
縁

起
絵
巻
集
成
』
二
〇
一
六
年
、
中
央
公
論
美
術
出
版
）
が
丁
寧
に
整
理
し
考
察
す

る
よ
う
に
、
当
絵
巻
の
制
作
は
南
北
朝
の
動
乱
に
よ
り
中
断
し
後
に
順
次
補
巻
さ

れ
て
い
っ
た
と
み
る
の
が
妥
当
と
稿
者
も
考
え
る
た
め
、
先
行
図
像
に
つ
い
て
は

考
慮
に
入
れ
な
い
。

（
４
） 

室
町
時
代
に
は
室
町
幕
府
将
軍
を
中
心
と
し
て
上
級
武
士
階
級
も
貴
族
化
し
た
の

で
あ
り
、
公
家
武
家
と
も
に
『
源
氏
物
語
』
に
傾
倒
し
愛
好
が
高
ま
っ
た
。

（
５
） 

そ
れ
は
近
世
に
、『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
が
『
源
氏
物
語
湖
月
抄
』（
延
宝
元
年

〈
一
六
七
三
〉
成
立
）
と
名
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

（
６
） 

拙
稿
「『
源
氏
物
語
』
起
筆
伝
説
の
〈
湖
水
に
映
る
八
月
十
五
夜
月
〉
考
」（『
国

文
学
研
究
』
二
〇
二
一
年
六
月
）。

（
７
） 

伊
井
春
樹
「
源
氏
物
語
の
別
伝
」『
源
氏
物
語
の
伝
説
』（
一
九
七
六
年
、
昭
和
出

版
）
に
詳
し
い
。『
河
海
抄
』（
巻
第
一
・
料
簡
）
が
紫
式
部
に
つ
い
て
「
天
台
一

心
三
観
の
血
脉
に
入
れ
り
」
と
叙
す
よ
う
に
、
中
世
の
注
釈
書
は
そ
の
色
合
い
が

強
く
な
る
。
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
、
紫
式
部
は
愛
欲
の
物
語
を
書
い
た
こ
と
に

よ
っ
て
地
獄
に
堕
ち
た
と
さ
れ
つ
つ
、
観
音
の
化
身
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
の

も
そ
の
表
れ
で
あ
る
。

（
８
） 

奥
平
英
雄
『
絵
巻
物
再
見
』「
第
八
章　

構
図
に
つ
い
て
」（
一
九
八
七
年
、
角
川

書
店
）。

（
９
） 
池
田
忍
「「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」
に
描
か
れ
た
女
性
の
参
詣
─
─
礼
堂
と
参
詣
路

の
表
象
に
注
目
し
て
─
─
」（
加
須
屋
誠
編
『
仏
教
美
術
論
集
４　

図
像
解
釈
学
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─
─
権
力
と
他
者
─
─
』
二
〇
一
三
年
、
竹
林
社
）
は
荘
厳
の
さ
ま
を
丁
寧
に
説

明
し
、「
襖
障
子
と
屏
風
の
主
題
の
選
択
は
不
明
だ
が
、
た
と
え
ば
「
線
刻
十
一

面
観
音
鏡
像
」（
秋
草
双
鳥
鏡
、
平
治
元
年
閏
五
月
二
十
五
日
の
銘
文
あ
り
。
東

京
国
立
博
物
館
蔵
）
の
よ
う
に
、
観
音
を
刻
ん
だ
和
鏡
の
背
面
に
秋
草
と
瑞
鳥
を

配
し
た
意
匠
が
想
起
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
稿
者
も
襖
障
子
の
瑞
鳥
と
折
枝

は
仏
教
的
意
匠
と
み
る
が
、
秋
草
に
月
の
屏
風
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
よ
う
に
、

景
物
の
情
趣
を
元
に
し
つ
つ
画
面
解
釈
の
た
め
の
意
図
が
込
め
ら
れ
た
図
様
と
考

え
る
。

（
10
） 

注
（
９
）
に
同
じ
。

（
11
） 

千
野
香
織
「
障
屛
画
の
意
味
と
機
能
─
─
南
北
朝
・
室
町
時
代
の
や
ま
と
絵
を
中

心
に
─
─
」『
日
本
美
術
全
集
13　

雪
舟
と
や
ま
と
絵
屏
風　

南
北
朝
・
室
町
の

絵
画
Ⅱ
』（
一
九
九
三
年
、
講
談
社
）。

（
12
） 

持
丸
一
夫
「
石
山
寺
縁
起
と
慕
帰
絵
詞
に
現
れ
た
障
屛
画
」（『
美
術
研
究
』

一
九
五
三
年
三
月
）。

（
13
） 

山
根
有
三
「
秋
草
図
屏
風
の
成
立
と
展
開
」『
障
屏
画
研
究
』（
一
九
九
八
年
、
中

央
公
論
美
術
出
版
、
初
出
は
一
九
八
〇
年
）。

（
14
） 

田
島
智
子
『
屏
風
歌
の
研
究　

資
料
篇
』（
二
〇
〇
七
年
、
和
泉
書
院
）。

（
15
） 

当
絵
伝
に
は
錯
簡
が
存
し
近
年
一
部
の
補
正
が
な
さ
れ
た
が
、
当
該
部
分
に
変
更

は
な
く
、『
日
本
絵
巻
大
成
17　

華
厳
宗
祖
師
絵
伝
』
に
よ
っ
て
紙
数
を
示
す
。

（
16
） 『
白
氏
文
集
』
に
お
け
る
「
名
月
雖
レ

同
人
別
離　

一
宵
光
景
潜
相
憶
」（「
江
楼
月
」

七
六
一
）
の
例
、
ま
た
「
指
二-

点
楼
南
一

翫
二

新
月
一　

玉
鉤
素
手
両
繊
繊
」（「
三

月
三
日
」
三
二
五
七
）
が
月
初
の
上
弦
月
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
分
か
る
。

（
17
） 

注
（
３
）
論
考
に
時
代
背
景
な
ど
も
説
明
さ
れ
る
。

（
18
） 『
続
日
本
絵
巻
大
成
14　

春
日
権
現
験
記
絵　

上
』
の
図
版
解
説
（
小
松
茂
美
）

に
は
、「
山
の
端
に
昇
っ
た
ば
か
り
の
月
が
、
美
し
く
輝
い
て
い
る
」
と
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
形
状
で
月
が
昇
る
こ
と
は
な
く
ま
た
詞
書
内
容
と
も
合
わ
ず
、
沈
む

時
の
月
で
あ
る
。

（
19
） 

月
の
出
入
り
時
刻
は
年
に
よ
っ
て
も
異
な
る
た
め
、
お
お
よ
そ
の
時
刻
と
な
る
。

（
20
） 

小
松
大
秀「
工
芸
に
み
る
日
月
の
デ
ザ
イ
ン
─
─
蒔
絵
作
品
を
中
心
と
し
て
─
─
」

（『
日
輪
と
月
輪　

太
陽
と
月
を
め
ぐ
る
美
術
』
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
／
サ
ン
ト
リ
ー

美
術
館
、
一
九
九
八
年
）
は
、
月
が
描
か
れ
た
蒔
絵
の
早
い
例
と
し
て
鎌
倉
時
代

初
期
の
「
住
江
蒔
絵
手
箱
」（
栃
木
・
輪
王
寺
）
を
あ
げ
て
お
り
、
欠
け
た
月
が

描
出
さ
れ
て
い
る
。

（
21
） 

岡
田
譲
ほ
か
編
『
日
本
の
漆
芸
２　

蒔
絵
Ⅱ
』（
一
九
七
八
年
、
中
央
公
論
社
）

の
作
品
解
説
に
は
「
南
北
朝
時
代　

一
四
世
紀
」
と
あ
り
、『
名
作
誕
生　

つ
な

が
る
日
本
美
術
』（
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
／
東
京
国
立
博
物
館
、
二
〇
一
八
年
）
の

作
品
解
説
（
作
品
名
称
を
「
夕
顔
蒔
絵
手
箱
」
と
し
て
い
る
）
は
「
室
町
時
代　

十
五
世
紀
」（
小
松
大
秀
）
と
す
る
。
文
化
庁
「
国
指
定
文
化
財
等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

は
「
室
町
」
時
代
と
す
る
。

（
22
） 

注
（
21
）『
日
本
の
漆
芸
２
』
の
作
品
解
説
。

（
23
） 

注
（
21
）『
日
本
の
漆
芸
２
』
の
作
品
解
説
。

（
24
） 

小
滝
真
弓
「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
お
け
る
唐
后
の
転
生
に
つ
い
て
─
─
弥
勒

信
仰
を
中
心
に
─
─
」（『
中
古
文
学
』
二
〇
二
〇
年
五
月
）
は
、
十
一
世
紀
に
は

阿
弥
陀
信
仰
と
と
も
に
弥
勒
信
仰
も
広
く
知
れ
渡
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
、『
源

氏
物
語
』
当
該
場
面
も
そ
れ
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
中
世
作
品
も
視
野

に
入
れ
て
論
じ
て
い
る
。

（
25
） 

注
（
１
）
拙
稿
「
王
朝
文
学
に
お
け
る
月
末
の
細
月
考
─
─
幻
想
の
時
の
表
現
─

─
」
に
同
じ
。

（
26
） 『
日
本
絵
巻
大
成
18　

石
山
寺
縁
起
』（
一
九
七
八
年
、
中
央
公
論
社
）
図
版
解
説

（
小
松
茂
美
）。

（
27
） 
詞
書
に
お
い
て
「
内
陣
」
と
明
記
さ
れ
る
の
は
、
他
に
は
巻
三
第
三
段
の
孝
標
女

の
場
面
に
お
け
る
「
少
し
ま
ど
ろ
み
た
る
夢
に
、
内
陣
よ
り
麝
香
を
た
ま
は
り
て
」

だ
け
で
あ
る
。

（
28
） 

注
（
９
）
に
同
じ
。
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（
29
） 
田
中
稔
「
石
山
寺
一
切
教
に
つ
い
て
」『
中
世
史
料
論
考
』（
一
九
九
三
年
、
吉
川

弘
文
館
）
が
一
切
経
の
写
経
や
補
写
事
業
を
時
代
ご
と
に
説
明
す
る
。
注
（
３
）

相
澤
論
考
は
、一
切
経
補
写
事
業
と
本
絵
巻
と
の
関
係
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
る
。

（
30
） 

注
（
３
）
論
考
に
同
じ
。

（
31
） 

相
澤
正
彦
は
『
新
潮
日
本
美
術
文
庫
２　

土
佐
光
信
』（
一
九
八
八
年
、
新
潮
社
）

「
18
源
氏
物
語
表
紙
絵
」
の
解
説
で
、「
宮
廷
絵
師
が
『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
な

古
典
を
描
く
場
合
で
も
、
そ
の
場
面
選
択
や
図
様
な
ど
は
、
三
条
西
実
隆
な
ど
の

故
実
家
の
細
か
な
指
示
を
仰
ぐ
の
が
常
だ
っ
た
」
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
ま
た

当
該
巻
四
を
描
い
た
の
は
従
来
土
佐
光
信
と
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、

こ
の
『
土
佐
光
信
』
や
前
掲
注
（
３
）
で
、
彼
で
は
な
い
土
佐
派
の
絵
師
で
あ
る

と
画
風
な
ど
か
ら
考
察
さ
れ
て
お
り
、
稿
者
も
納
得
さ
れ
る
と
こ
ろ
な
の
で
、
作

画
し
た
人
物
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
。

（
32
） 

伊
藤
慎
吾
「
三
条
西
実
隆
の
勧
進
帳
制
作
の
背
景
」『
室
町
戦
国
期
の
公
家
社
会

と
文
事
』（
二
〇
一
二
年
、
三
弥
井
書
店
）
は
実
隆
の
勧
進
帳
制
作
を
一
覧
表
に

し
て
論
じ
て
お
り
、
彼
が
石
山
寺
に
限
ら
ず
勧
進
帳
の
草
稿
作
り
や
清
書
に
様
々

に
関
わ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
33
） 

注
（
29
）
田
中
論
は
、
実
隆
は
ど
の
版
に
よ
っ
て
写
経
を
行
っ
た
か
に
つ
い
て
も

細
か
く
考
察
す
る
。


