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は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』「
胡
蝶
」
巻
で
は
、
六
条
院
に
お
け
る
秋
好
中
宮
主
催（

（
（

の

季
御
読
経
を
舞
台
と
し
て
、
紫
の
上
と
秋
好
に
よ
る
春
秋
争
い
が
展
開
さ

れ
る
。
こ
れ
は
「
少
女
」
巻
に
展
開
さ
れ
た
春
秋
争
い
の
後
日
譚
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
同
場
面
に
は
、
前
日
に
春
の
町
で
催
さ
れ
た
異
国
情
緒

あ
ふ
れ
る
舟
楽
の
余
韻
が
感
じ
ら
れ
、
秋
の
町
の
季
御
読
経
と
い
う
仏
教

的
空
間
に
神
仙
境
的
な
も
の
が
併
存
し
て
い
る
。

　
「
胡
蝶
」
巻
の
春
秋
争
い
は
、
秋
好
の
「
心
か
ら
春
ま
つ
苑
は
わ
が
や

供
花
す
る
紫
の
上

─
『
源
氏
物
語
』「
胡
蝶
」
巻
の
春
秋
争
い
─

亀
谷
粧
子

ど
の
紅
葉
を
風
の
つ
て
に
だ
に
見
よ（

（
（

」（
少
女
㈢
―
八
二
頁
）
へ
の
返
歌

を
皮
切
り
に
始
ま
る
。
紫
の
上
は
、
秋
好
の
、
秋
と
い
う
季
節
を
誇
る
歌

に
詠
み
返
す
こ
と
に
先
立
っ
て
、
秋
好
が
修
す
る
季
御
読
経
の
供
養
と
し

て
「
供
花
」
し
た
と
あ
る
。

春
の
上
の
御
心
ざ
し
に
、
仏
に
花
奉
ら
せ
た
ま
ふ
。
鳥
、
蝶
に
さ
う

ぞ
き
分
け
た
る
童
べ
八
人
、
容
貌
な
ど
こ
と
に
と
と
の
へ
さ
せ
た
ま

ひ
て
、
鳥
に
は
、
銀
の
花
瓶
に
桜
を
さ
し
、
蝶
は
、
黄
金
の
瓶
に
山

吹
を
、
同
じ
き
花
の
房
い
か
め
し
う
、
世
に
な
き
に
ほ
ひ
を
尽
く
さ

せ
た
ま
へ
り
。 

（「
胡
蝶
」
㈢
―
一
七
一
～
一
七
二
頁
）

季
御
読
経
は
、
春
秋
二
季
、
そ
れ
ぞ
れ
吉
日
を
選
び
、
紫
宸
殿
に
百
僧
を
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請
じ
て
大
般
若
経
を
四
日
間
講
ず
る
と
い
う
宮
中
行
事
で
あ
る
た
め（

3
（

、
紫

の
上
は
、
季
御
読
経
に
ふ
さ
わ
し
い
「
供
花
」
と
い
う
行
為
を
口
実
に
、

秋
好
に
返
歌
し
た
と
さ
れ
る（

（
（

。
供
え
る
花
に
は
、
迦
陵
頻
（
鳥
）
と
胡
蝶

（
蝶
）
の
舞
童
の
衣
装
に
見
立
て
て
、
春
の
町
に
咲
き
誇
る
桜
と
山
吹
を

選
び
、
手
紙
と
あ
わ
せ
て
秋
好
の
西
南
の
町
に
届
け
さ
せ
た
。

　
紫
の
上　
　

 

花
ぞ
の
の
こ
て
ふ
を
さ
へ
や
下
草
に
秋
ま
つ
む
し
は
う
と
く

見
る
ら
む

宮
、
か
の
紅
葉
の
御
返
り
な
り
け
り
と
ほ
ほ
笑
み
て
御
覧
ず
。
昨
日

の
女
房
た
ち
も
、「
げ
に
春
の
色
は
え
お
と
さ
せ
た
ま
ふ
ま
じ
か
り

け
り
」
と
花
に
お
れ
つ
つ
聞
こ
え
あ
へ
り
。

 
（「
胡
蝶
」
㈢
―
一
七
二
頁
）

手
紙
を
受
け
取
っ
た
秋
好
は
、紫
の
上
の
歌
が
、秋
を
誇
っ
て
詠
ん
だ「
春

ま
つ
苑
は
」（「
少
女
」
㈢
―
八
二
頁
）
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
察

し
て
微
笑
む
。
秋
好
は
、
次
の
よ
う
に
返
歌
し
た
。

　
中　

宮　
「
昨 

日
は
音
に
泣
き
ぬ
べ
く
こ
そ
は
。

　
　
　
　

 

こ
て
ふ
に
も
さ
そ
は
れ
な
ま
し
心
あ
り
て
八
重
山
吹
を
へ
だ

て
ざ
り
せ
ば
」

と
ぞ
あ
り
け
る
。 

（「
胡
蝶
」
㈢
―
一
七
三
頁
）

秋
好
は
、
紫
の
上
側
の
心
隔
て
を
「
八
重
山
吹
」
と
指
摘
し
な
が
ら
も
、

春
の
美
し
さ
を
認
め
る
気
持
を
紫
の
上
に
返
し
た
。
紫
の
上
と
秋
好
に
よ

る
歌
の
贈
答
に
展
開
さ
れ
た
「
胡
蝶
」
巻
の
春
秋
争
い
は
、
春
を
誇
る
紫

の
上
が
勝
ち
を
得
た
よ
う
に
み
え
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
争
い
は
優
劣
を
定
め
る
も
の
で
は
な
い
。
女
房
た
ち
が

「
げ
に
春
の
色
は
え
お
と
さ
せ
た
ま
ふ
ま
じ
か
り
け
り
」（「
胡
蝶
」
㈢
―

一
七
二
頁
）
と
讃
え
る
傍
ら
で
、
秋
好
が
紫
の
上
の
歌
に
微
笑
み
を
浮
か

べ
た
の
は
、
彼
女
が
自
分
の
負
け
を
認
め
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
物

語
は
、
彼
女
た
ち
の
歌
の
応
酬
の
顚
末
を
「
す
ぐ
れ
た
る
御
労
ど
も
に
、

か
や
う
の
こ
と
は
た
へ
ぬ
に
や
あ
り
け
む
、
思
ふ
や
う
に
こ
そ
見
え
ぬ
御

口
つ
き
ど
も
な
め
れ
」（「
胡
蝶
」
㈢
―
一
七
三
頁
）
と
し
、
非
常
に
複
雑

で
白
黒
つ
け
ら
れ
な
い
様
相
を
呈
し
て
い
る
。「
胡
蝶
」
巻
の
春
秋
争
い

に
つ
い
て
、
増
田
繁
夫
氏
は
、「
も
と
も
と
こ
の
春
秋
の
論
は
勝
ち
負
け

を
定
め
よ
う
と
い
う
よ
り
は
、
春
秋
そ
れ
ぞ
れ
に
比
較
で
き
な
い
よ
さ
を

認
め
た
上
で
、
さ
ら
に
争
う
こ
と
で
一
層
の
そ
の
季
節
の
興
趣
を
添
え
よ

う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
る（

5
（

。

　

で
は
、
何
故
、
中
宮
主
催
の
季
御
読
経
と
い
う
厳
粛
な
場
に
お
い
て
、

春
秋
争
い
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
六
条
院
春
の
町
と

秋
の
町
を
象
徴
す
る
紫
の
上
と
秋
好
の
交
流
に
、
新
た
な
六
条
院
の
世
界

を
表
現
す
る
こ
と
に
あ
る
と
仮
定
さ
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
秋
好
中
宮

0

0

の
季
御
読
経
に
奉
仕
す
る
よ
う
な
、
紫
の
上
の

「
供
花
」
と
い
う
行
為
を
起
点
と
し
て
、「
供
花
」
と
い
う
行
為
を
物
語
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に
描
く
意
義
、
及
び
、
秋
好
へ
返
歌
を
す
る
日
と
し
て
季
御
読
経
の
催
行

日
を
選
び
取
っ
た
紫
の
上
の
意
図
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
紫
の
上
の
六
条

院
世
界
に
お
け
る
新
た
な
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一　

秋
好
中
宮
主
催
の
季
御
読
経

　

そ
も
そ
も
秋
好
が
法
会
を
修
し
た
目
的
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

何
故
、
中
宮
で
あ
る
秋
好
の
季
御
読
経
が
六
条
院
で
催
行
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
紫
の
上
の
「
供
花
」
と
い
う
行
為
を
検
討
す
る
前
に
ま
ず
秋
好

主
催
の
季
御
読
経
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

　

古
注
釈
は
、『
続
日
本
紀
』
や
『
本
朝
月
令
』、『
延
喜
式
』（

6
（

を
用
い
て

季
御
読
経
を
説
明
す
る
。『
河
海
抄
』
は
、「
天
平
十
七
年
九
月
平
城
中
宮

請
僧
六
百
人
令
読
大
般
若
経
是
濫
觴
也
〔
不
本
歟
〕
季
御
読
経
と
は
春
秋

（
ニ
）
内
裏
に
て
大
般
若
を
講
読
せ
ら
る
ゝ
也
引
茶
と
て
僧
に
茶
を
ひ
か

る
ゝ
也
中
宮
東
宮
こ
れ
に
お
な
し
」（

7
（

と
し
、
光
明
皇
后
の
季
御
読
経
の
例

を
挙
げ
る（

（
（

。
ま
た
、
季
御
読
経
は
宮
中
儀
式
で
あ
る
た
め
、
主
催
者
は
天

皇
、
中
宮
、
東
宮
で
あ
っ
た
が
、
摂
関
期
に
は
上
皇
や
有
力
貴
族
も
修
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。季
御
読
経
の
開
催
時
季
は
、『
江
家
次
第
』に
よ
る
と
、

貞
観
年
間
（
清
和
朝
）
の
時
代
に
は
毎
季
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
陽
成

朝
の
頃
に
な
る
と
春
秋
二
季
の
体
裁
に
整
え
ら
れ
た
と
あ
る
。（

（
（

　

尚
、
秋
好
の
季
御
読
経
に
つ
い
て
は
既
に
、
歴
史
学
的
観
点
と
作
品
論

の
観
点
よ
り
研
究
さ
れ
て
い
る
。
甲
斐
稔
氏
は
、
秋
好
の
季
御
読
経
は
中

宮
彰
子
の
例
に
準
拠
す
る
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
道
長
の
意
向
が
働
い
て

い
た
彰
子
の
季
御
読
経
の
催
行
は
、
権
威
の
向
上
を
目
的
と
し
て
い
た
こ

と
を
論
じ
る（

（1
（

。
湯
淺
幸
代
氏
は
、
秋
好
が
季
御
読
経
を
六
条
院
で
修
し
た

点
に
着
目
し
、
秋
好
の
六
条
院
に
お
け
る
季
御
読
経
を
華
や
か
に
描
く
こ

と
で
、
光
源
氏
の
権
威
を
誇
示
す
る
の
み
な
ら
ず
、
物
語
に
底
流
す
る
真

実
や
秋
好
の
抱
え
る
不
安
を
覆
い
隠
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す

る（
（（
（

。
両
論
を
ふ
ま
え
る
と
、
秋
好
の
季
御
読
経
に
は
、
秋
好
中
宮

0

0

の
権
威

の
確
立
と
光
源
氏
の
権
勢
を
示
す
と
い
う
よ
う
な
政
治
的
意
義
が
あ
り
な

が
ら
、
権
威
を
確
保
す
る
た
め
に
冷
泉
帝
と
の
公
然
た
る
繋
が
り
を
必
要

と
す
る
六
条
院
の
実
態
が
垣
間
見
え
る
。

　

㈠
古
典
文
学
作
品
の
中
の
季
御
読
経

　
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
季
御
読
経
の
描
写
は
、
秋
好
の
例
（「
胡
蝶
」

巻
）
の
他
に
光
源
氏
主
催
の
例
が
あ
る
。

　

春
秋
の
御
読
経
を
ば
さ
る
も
の
に
て
、
臨
時
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
尊

き
こ
と
ど
も
を
せ
さ
せ
た
ま
ひ
な
ど
し
て
、
ま
た
い
た
づ
ら
に
暇
あ

り
げ
な
る
博
士
ど
も
召
し
集
め
て
、
文
作
り
韻
塞
な
ど
や
う
の
す
さ

び
わ
ざ
ど
も
を
も
し
な
ど
心
を
や
り
て
、
宮
仕
を
も
を
さ
を
さ
し
た
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ま
は
ず
。 

（「
賢
木
」
㈡
―
一
三
九
～
一
四
〇
頁
）

光
源
氏
が
修
し
た
季
御
読
経
の
儀
式
内
容
の
詳
細
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

け
れ
ど
も
、
右
大
臣
陣
営
が
政
権
を
掌
握
す
る
状
況
下
で
、
光
源
氏
が
宮

中
行
事
を
模
し
た
季
御
読
経
を
自
邸
の
二
条
院
で
催
行
し
た
と
い
う
そ
の

事
実
は
、
政
権
の
移
行
後
も
光
源
氏
が
猶
も
厳
然
と
し
た
存
在
で
あ
る
こ

と
を
保
証
し
て
い
る
。

　

他
の
古
典
文
学
作
品
（
平
安
時
代
ま
で
に
限
る
）
に
、
季
御
読
経
を
描

い
た
場
面
は
六
例
あ
り
、
そ
の
中
の
い
く
つ
か
を
取
り
上
げ
る（

（1
（

。　

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る
季
御
読
経
は
、
次
の
用
例
の
み
と
な
る
。

主
催
者
は
、
藤
壺
腹
の
第
一
皇
子
で
あ
る
春
宮
で
あ
っ
た
。

か
く
て
、
春
宮
も
、
御
読
経
に
、「
物
の
初
め
な
り
」
と
て
、
僧
綱

た
ち
・
名
あ
る
智
者
ど
も
な
ど
召
し
て
、
論
議
な
ど
さ
せ
給
ふ
。

 

（「
国
譲
・
下
」
七
九
一
頁（

（1
（

）

春
宮
は
、
五
歳
に
し
て
初
め
て
法
会
を
催
行
し
た
。
春
宮
の
季
御
読
経
の

場
面
は
、
彼
が
や
が
て
帝
位
に
即
き
、
益
々
の
繁
栄
を
藤
壺
た
ち
左
大
臣

家
に
も
た
ら
す
未
来
を
予
期
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
り
、
潜
在
的
な
王
権
を

象
徴
す
る
も
の
と
も
い
え
よ
う
。
藤
壺
腹
の
春
宮
の
季
御
読
経
を
描
く
こ

と
は
、
結
果
的
に
、
春
宮
及
び
藤
壺
の
王
権
を
よ
り
強
調
す
る
こ
と
に
な

り
、『
う
つ
ほ
物
語
』
を
展
開
し
て
い
く
上
で
効
果
的
で
あ
っ
た
。

　
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
中
宮
遵
子
の
季
御
読
経
を
取
り
上
げ
て
い
る（

（1
（

。

亦
此
ノ
后
ハ
、
毎
年
ニ
二
度
定
マ
レ
ル
事
ニ
テ
、
季
ノ
御
読
経
ヲ
ナ

ム
行
ヒ
給
ケ
ル
。
后
ノ
宮
ニ
ハ
必
ズ
不
被
行
ヌ
事
ナ
レ
ド
モ
、
此
ノ

宮
ニ
ハ
此
ク
被
行
ケ
ル
也
。
被
行
ケ
ル
様
ハ
、
四
日
ガ
間
僧
二
十
人

ヲ
請
ジ
テ
、
御
読
経
ノ
間
、
宮
ノ
内
皆
浄
マ
ハ
リ
テ
、
魚
食
ノ
気
皆

断
テ
、
僧
房
微
妙
ク
□
テ
ゾ
僧
共
候
ケ
ル
。

 

（
巻
第
一
九
「
本
朝
」
五
一
七
～
五
一
八
頁
）

右
の
例
は
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
比
較
し
て
、
季
御
読
経
を
詳
細
に
描
い
て

い
る
も
の
の
、「
供
花
」
と
い
う
行
為
は
み
ら
れ
な
い
。
中
宮
遵
子
が
季

御
読
経
を
毎
年
二
季
欠
か
さ
ず
厳
格
に
修
し
て
い
た
と
、
文
学
作
品
に
描

か
れ
た
の
は
、
実
際
に
遵
子
が
仏
教
を
篤
く
信
仰
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ

う
し
、
遵
子
が
政
治
的
問
題
を
抱
え
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う（

（1
（

。

　

さ
て
、
先
に
挙
げ
た
用
例
を
み
る
限
り
、
季
御
読
経
が
古
典
文
学
作
品

に
お
い
て
描
か
れ
る
の
は
、
主
催
者
の
権
威
を
高
め
る
こ
と
や
天
皇
家
の

血
脈
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
を
証
し
立
て
る
た
め
と
い
え
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
は
、
秋
好
が
季
御
読
経
を
催
行
す
る
理
由
、
ま
た
、
内

裏
で
は
な
く
六
条
院
で
催
行
す
る
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
他

作
品
用
例
を
ふ
ま
え
れ
ば
秋
好
中
宮

0

0

を
権
威
づ
け
る
た
め
で
あ
ろ
う
し
、

六
条
院
が
、
六
条
御
息
所
の
鎮
魂
す
る
場
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば（

（1
（

、
娘
の

秋
好
が
母
を
追
善
す
る
た
め
に
、
光
源
氏
の
後
援
を
受
け
て
荘
厳
な
法
会

を
修
し
た
と
解
せ
る
。
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㈡
歴
史
の
中
の
季
御
読
経

　

史
上
の
季
御
読
経
に
関
し
て
は
、
す
で
に
研
究
成
果
が
あ
る
が（

（1
（

、
本
稿

で
も
史
料
の
問
い
直
し
を
し
て
お
き
た
い
。

　

中
宮
催
行
の
季
御
読
経
の
初
出
は
、醍
醐
天
皇
中
宮
穏
子
の
例
で
あ
る
。

穏
子
は
延
喜
三
年
十
一
月
に
皇
子
（
保
明
親
王
）
を
出
産
し
、
皇
子
は
翌

年
に
立
坊
し
た
が
、
病
に
よ
り
延
長
元
年
四
月
に
薨
去
し
た
。
穏
子
が
季

御
読
経
を
始
修
し
た
の
が
延
長
二
年
九
月
十
八
日
で
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま

え
る
と
、
穏
子
が
季
御
読
経
を
催
行
す
る
目
的
は
、
皇
子
の
供
養
の
た
め

と
推
察
で
き
る
が
、
明
記
さ
れ
て
い
な
い（

（1
（

。
そ
の
後
、
穏
子
は
、
季
御
読

経
を
三
回
催
行
し
た
こ
と
が
『
貞
信
公
記
』
な
ど
に
確
認
で
き
る（

（1
（

。

　

円
融
天
皇
中
宮
遵
子
の
季
御
読
経
は
、
天
元
五
年
六
月
十
三
日
に
催
行

さ
れ
た
。
遵
子
の
季
御
読
経
は
、
先
の
『
今
昔
物
語
集
』
に
確
認
し
た
が
、

史
料
に
お
い
て
は
『
小
右
記
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
催
行
者
と
し
て
の

遵
子
の
意
図
は
確
認
で
き
な
い
。
た
だ
、
理
由
と
し
て
は
、
遵
子
は
子
を

持
た
な
か
っ
た
た
め
に
「
素
腹
の
后
」
の
異
名
が
つ
い
た
こ
と
や
、
彼
女

の
立
后
が
女
御
詮
子
や
兼
家
（
詮
子
の
父
）
の
憂
憤
を
招
い
た
こ
と
な
ど

が
考
え
ら
れ
る（

1（
（

。

　

注
目
し
た
い
の
は
、
秋
好
の
季
御
読
経
の
準
拠
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い

る
、
中
宮
彰
子
の
季
御
読
経
で
あ
る（

11
（

。
彰
子
は
、
出
産
な
ど
を
理
由
に
、

季
御
読
経
を
私
邸
（
上
東
門
院
）
に
お
い
て
催
行
し
た
こ
と
も
あ
っ
た（

11
（

。

彰
子
の
場
合
、
回
数
は
多
い
も
の
の
、
記
録
は
簡
略
的
で
「
供
花
」
の
よ

う
な
法
会
の
仔
細
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
な
い（

11
（

。
た
だ
、
道
長
と
彰
子
を

は
じ
め
道
長
の
血
縁
者
た
ち
が
季
御
読
経
を
は
じ
め
と
す
る
仏
事
を
政
治

的
に
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

11
（

。

　

以
上
よ
り
、
季
御
読
経
に
は
、
催
行
者
お
よ
び
催
行
者
を
援
助
す
る
者

の
権
威
を
誇
示
す
る
一
面
が
あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
た
。
ま
た
、
紫

の
上
が
行
っ
た
よ
う
な
「
供
花
」
は
、
史
料
や
他
作
品
に
確
認
で
き
ず
、

法
会
の
場
に
散
見
す
る
行
為
で
は
な
い
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

二　
「
供
花
」
と
い
う
行
為

　
「
供
花
」
は
、
仏
前
に
花
を
供
え
て
供
養
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
供

花
会
の
略
語
と
一
般
的
に
理
解
さ
れ
る
。
供
花
会
と
は
、
仏
に
生
花
を
供

養
す
る
法
会
の
こ
と
で
、
京
都
の
六
波
羅
蜜
寺
に
お
け
る
法
華
八
講
を
結

縁
供
花
会
と
称
し
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ（

11
（

、
六
条
殿
の
持
仏
堂
、
長
講
堂

の
供
花
会
が
有
名
で
あ
る
。「
供
花
」の
辞
書
的
意
味
を
要
約
す
る
と
、「
供

花
」
と
は
、
仏
前
な
ど
に
花
を
献
じ
る
こ
と
の
総
称
で
仏
前
な
ど
に
献
じ

る
す
べ
て
の
花
供
養
の
こ
と
を
い
い
、『
釈
浄
土
二
蔵
義
』一
五
に
は
、「
一

華
供
え
散
じ
、一
声
南
無
す
れ
ば
、即
ち
こ
れ
仏
因
、即
ち
こ
れ
仏
行
」（
浄

全
一
二
・
一
七
八
下
）
と
あ
る（

11
（

。
ま
た
「
供
花
」
は
、
桜
会
や
四
箇
法
要
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に
お
け
る
舞
楽
法
要
で
も
、
重
要
な
儀
礼
と
さ
れ
て
い
た（

11
（

。

　

仏
に
花
を
供
え
る
「
供
花
」
と
い
う
行
為
が
、
公
的
性
格
を
有
す
る
法

会
の
な
か
で
行
わ
れ
る
と
き
、「
供
花
」
と
い
う
行
為
は
、
法
会
の
構
成

す
る
も
の
の
一
つ
と
な
り
、
特
別
な
意
味
を
持
つ
。
で
あ
れ
ば
、
秋
好
中0

宮0

の
季
御
読
経
に
お
い
て
行
わ
れ
た
、
紫
の
上
の
「
供
花
」
と
い
う
行
為

は
、
法
会
に
関
与
す
る
よ
う
な
公
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
本
節
で
は
、「
供
花
」
と
い
う
行
為
の
、
物
語
上
の
意
義
を
検
討

し
て
い
き
た
い
。

　

㈠
古
典
文
学
作
品
の
中
の
季
御
読
経

　
『
源
氏
物
語
』
は
、
紫
の
上
の
「
供
花
」
を
「
春
の
上
の
御
心
ざ
し
に
、

仏
に
花
奉
ら
せ
た
ま
ふ
」（「
胡
蝶
」
㈢
―
一
七
一
頁
）
と
表
現
し（

11
（

、
秋
好

の
季
御
読
経
へ
の
供
養
の
志
と
し
て
行
わ
れ
た
と
あ
る
。『
一
葉
抄
』
は
、

「
春
ま
つ
そ
の
ハ
と
あ
り
し
御
返
事
を
わ
さ
と
ハ
な
く
て
此
御
読
経
の
つ

い
て
に
し
給
也
」（

11
（

と
し
、
紫
の
上
の
「
供
花
」
は
、
秋
好
の
「
春
ま
つ
苑

は
」
へ
の
返
歌
の
つ
い
で
と
し
て
行
っ
た
、
と
積
極
的
な
解
釈
を
し
て
い

る
。
紫
の
上
の
「
供
花
」
は
、
季
御
読
経
に
お
い
て
行
わ
れ
た
が
、『
江

家
次
第
』
の
季
御
読
経
の
記
録
に
紫
の
上
が
行
っ
た
よ
う
な
「
供
花
」
は

み
え
ず
、『
北
山
抄
』（

1（
（

や
『
西
宮
記
』（

11
（

な
ど
他
の
有
職
故
実
書
に
も
記
さ

れ
て
い
な
い
。

分
華
僧
左
右
各
十
人　
散
華
僧
在

西
一
、　　

居
二

南
廂
一

、
堂
童
子
著
座
、

用　

南
階
、
入
自　

中
央

間　

行　

華
筥
歸
復　

座
、　

衆
僧
行
道
畢
、
唄
不

　

起
、　

堂
童
子
昇
、
納
二

華
筥
一

退
、（

11
（

右
の
記
録
は
、『
江
家
次
第
』に
み
え
る
季
御
読
経
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

傍
線
箇
所
に
、
散
華
と
い
う
言
葉
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
の
散
華
と
い
う

行
為
は
、
僧
侶
ら
が
読
経
し
な
が
ら
花
を
撒
い
て
仏
の
供
養
を
行
う
も
の

で
あ
る（

11
（

。
一
口
に
「
供
花
」
と
い
っ
て
も
様
々
な
種
類
が
あ
り
、
実
際
の

季
御
読
経
に
お
い
て
散
華
は
行
わ
れ
て
も
、
紫
の
上
が
行
っ
た
よ
う
な
、

供
養
舞
の
童
た
ち
に
花
を
伝
供
さ
せ
る
方
法
で
の
「
供
花
」
は
類
例
が
な

く
、
本
来
、
法
会
な
ど
特
別
な
場
で
の
「
供
花
」
は
、
散
華
の
よ
う
に
僧

侶
た
ち
が
先
導
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
。

　

物
語
の
中
の
行
為
と
は
い
え
、
紫
の
上
の
「
供
花
」
は
、
主
催
す
る
側

で
は
な
い
人
物
が
主
催
者
・
秋
好
と
と
も
に
法
会
の
催
行
に
携
わ
る
か
の

よ
う
で
あ
り
、
実
際
の
「
供
花
」
と
全
く
次
元
の
異
な
る
も
の
と
い
え
る
。

で
あ
れ
ば
、
古
注
釈
以
来
、
紫
の
上
が
秋
好
に
返
歌
す
る
た
め
の
手
段
と

し
て
解
さ
れ
て
い
る
「
供
花
」
を
、「
花
ぞ
の
の
」
の
和
歌
と
同
じ
く
、

春
の
優
位
を
主
張
す
る
よ
う
な
紫
の
上
の
主
体
的
な
行
為
と
し
て
捉
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

古
典
文
学
作
品
に
は
仏
教
的
表
現
を
し
ば
し
ば
確
認
で
き
る
が
、
平
安

時
代
ま
で
の
作
品
（『
源
氏
物
語
』
を
除
く
）
に
限
れ
ば
、
法
会
に
お
け
る
「
供

花
」
の
描
写
は
『
今
昔
物
語
集
』
の
「
於
山（
興
福
寺
（
階
寺　

行
涅
槃
会
語
第
六
」
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に
一
例
み
え
る（

11
（

。

「
此
ノ
国
ノ
人
、世
ヲ
背
テ
冥
途
ニ
至
ル
時
、閻
魔
王
冥
官
在
マ
シ
テ
、

『
汝
ハ
山
階
寺
ノ
涅
槃
会
ヲ
バ
礼を
が
みタ
リ
キ
ヤ
否
ヤ
』
ト
ゾ
問
給
フ
ナ

ル
。
此
レ
ニ
依
テ
、
涅
槃
会
ニ
参
レ
ル
道
俗
男
女
、
皆
此
ノ
会
ノ

供
花
ノ
唐
花
ヲ
取
テ
冥
途
ノ
験
ニ
セ
ム
」
ト
云
ヘ
リ
。
此
ノ
事
ハ
、

虚
実
ヲ
不
知
ズ
ト
云
ヘ
ド
モ
、
人
ノ
語
リ
伝
フ
ル
所
也
。

 
（
巻
第
一
二
「
本
朝
」
一
七
〇
頁
）

右
に
は
、
人
々
の
供
え
た
花
が
冥
界
に
渡
っ
た
際
に
仏
教
を
信
仰
し
た
証

に
な
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
今
昔
物
語
集
』
の
例
を
ふ
ま
え
る
と
、
花

は
仏
教
教
義
そ
の
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
描
か
れ
る
、
日
常
の
営
為
と
し
て
の
「
供
花
」
に
つ

い
て
も
触
れ
た
い
。
こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、『
源
氏
物
語
』
は
、「
供

花
」
を
行
為
者
の
主
体
的
な
意
図
に
よ
る
も
の
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と

で
あ
る（

11
（

。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
仏
に
花
を
供
え
る
「
供
花
」
の
行

為
者
と
し
て
は
、
北
山
の
尼
君
、
女
三
の
宮
の
傍
に
い
る
若
い
尼
、
宇
治

八
の
宮
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
仏
道
修
行
に
励
む
人
物
で
あ
る
。
北
山

の
尼
君
が
仏
に
花
を
供
え
る
姿
は
、
光
源
氏
と
惟
光
が
目
に
し
た
。

た
だ
こ
の
西
面
に
し
も
、
持
仏
す
ゑ
た
て
ま
つ
り
て
行
ふ
尼
な
り
け

り
。
簾
す
こ
し
挙
げ
て
、
花
奉
る
め
り
。
中
の
柱
に
寄
り
ゐ
て
、
脇

息
の
上
に
経
を
置
き
て
、
い
と
な
や
ま
し
げ
に
読
み
ゐ
た
る
尼
君
、

た
だ
人
と
見
え
ず
。 

（「
若
紫
」
㈠
―
二
〇
五
～
二
〇
六
頁
）

右
は
、
尼
君
の
初
登
場
場
面
で
あ
る
。
尼
君
の
、
仏
に
花
を
供
え
る
行
為

は
声
明
や
座
禅
、
念
仏
な
ど
と
同
じ
く
日
々
の
修
行
の
一
環
で
あ
り
、
尼

君
は
西
方
の
極
楽
浄
土
を
想
っ
て
西
面
の
部
屋
で
修
行
に
励
む
。尼
君
の
、

仏
道
を
志
し
て
持
仏
に
念
じ
る
姿
や
花
を
供
え
る
姿
は
、
品
の
あ
る
女
性

と
し
て
印
象
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
仏
道
修
行
と
し
て
の
「
供
花
」
は
、

女
三
の
宮
の
出
家
生
活
に
も
描
か
れ
、「
十
五
夜
の
夕
暮
に
、
仏
の
御
前

に
宮
お
は
し
て
、
端
近
う
眺
め
た
ま
ひ
つ
つ
念
誦
し
た
ま
ふ
。
若
き
尼
君

た
ち
二
三
人
花
奉
る
と
て
、
鳴
ら
す
閼
伽
坏
の
音
」（「
鈴
虫
」
㈣
―

三
八
一
頁
）
と
あ
る
。
と
り
わ
け
、
八
の
宮
の
例
は
、「
供
花
」
が
如
何

に
重
要
な
行
い
で
あ
っ
た
の
か
を
示
し
て
い
る
。

お
は
し
ま
し
し
方
開
け
さ
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
塵
い
た
う
積
も
り
て
、

仏
の
み
ぞ
花
の
飾
り
衰
へ
ず
、
行
ひ
た
ま
ひ
け
り
と
見
ゆ
る
御
床
な

ど
取
り
や
り
て
か
き
払
ひ
た
り
。

 

（「
椎
本
」
㈤
―
二
一
一
～
二
一
二
頁
）

薫
が
亡
き
八
の
宮
の
修
行
部
屋
に
入
っ
て
み
る
と
、
部
屋
に
は
塵
が
ひ
ど

く
積
も
り
、
勤
行
用
の
座
席
な
ど
も
片
付
け
ら
れ
て
い
た
が
、
仏
前
の
花

の
飾
り
だ
け
は
以
前
と
変
わ
ら
な
い
様
子
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
八
の
宮

が
在
家
で
あ
り
な
が
ら
も
仏
道
修
行
に
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て

お
り
、
仏
教
に
お
い
て
「
供
花
」
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
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い
る（

11
（

。
女
三
の
宮
の
持
仏
開
眼
供
養
の
と
き
に
も
、「
夜
の
御
帳
の
帷
子

を
四
面
な
が
ら
あ
げ
て
、
背
後
の
方
に
法
華
の
曼
陀
羅
掛
け
た
て
ま
つ
り

て
、
銀
の
花
瓶
に
高
く
こ
と
ご
と
し
き
花
の
色
を
と
と
の
へ
て
奉
れ
り
」

（「
鈴
虫
」
㈣
―
三
七
三
頁
）
と
、
花
に
つ
い
て
詳
し
い
描
写
が
あ
る
。

主
催
者
は
女
三
の
宮
で
あ
っ
た
が
、
持
仏
開
眼
供
養
に
は
朱
雀
院
や
光
源

氏
、
紫
の
上
も
尽
力
し
た
。「
供
花
」
が
、
誰
の
指
示
に
よ
る
の
か
は
定

か
で
な
い
が
、
持
仏
開
眼
供
養
を
主
導
し
た
光
源
氏
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
、
古
典
文
学
作
品
で
は
、
仏
に
花
を
供
え
る
「
供
花
」
と
い

う
行
為
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
き
た
。
そ
れ
よ

り
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、「
供
花
」
の
行
為
者
の
ほ
と
ん
ど
は
、
仏
道

を
志
す
人
々
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
法
会
の
主
催
者
に
奉
仕
す
る
か
の
よ
う

な
「
供
花
」
は
、
紫
の
上
の
他
に
確
認
で
き
な
い
。

　

㈡
歴
史
の
中
の
季
御
読
経

　

史
料
に
お
け
る
「
供
花
」
の
用
例
は
、
平
安
時
代
ま
で
の
も
の
に
限
る

と
、
一
四
例
確
認
で
き
る（

11
（

。

藤
原
実
資
の
不
動
尊
像
供
養
、
白
河
上
皇
の
五
十
賀
、
白
河
法
皇
の
尊
勝

寺
供
養
、
公
家
の
尊
勝
寺
で
の
一
切
経
供
養
の
四
例
は
、
供
養
舞
の
童
に

よ
っ
て
花
が
供
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
り
わ
け
注
目
し
た
い
の
が
、
道

長
の
法
華
八
講
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
。
道
長
は
、
寛
弘
元
年
五
月

小
右
記
①
　�

長
保
元
年
八
月
二
十
一
日
条
　
東
三
条
院
の
慈
徳
寺
供
養

同
剋
事
始
、
法
會
儀
式
存
例
、
但
准
御
」
齋
會
行
之
、
兼
日
宣

旨
下
、
道
師
權
僧
正
觀
修
、
咒
願
權
第
大
僧
都
明
豪
、
唄
少
僧

都
濟
信
・
律
師
尊
叡
、
散
花
律
師
定
澄
・
律
師
慶
円
、
引
頭
律

師
明
久
・
前
律
師
嚴
久
、
僧
網
乎
、
引
頭
可
尊
有
先
知
之
例
、

供
花
音
樂
云
々
、　

二
巻
、

五
六
頁

②
　�

寛
弘
二
年
六
月
七
日
条
　
藤
原
実
資
の
不
動
尊
像
供
養

其
事
用
真
言
供
養
、
十
第
（
弟
）
子
有
執
物
、
此
中
有
香
象
、

有
供
花
童
、
供
花
了
鳥
舞
、
有
被
物
、
法
師
執
之
被
之
、
次
講

師
十
第
（
弟
）
子
僧
東
方
、
脱
衣
被
舞
童
、
次
胡
蝶
儛
、

二
巻
、

一
一
九
頁

③
　�

治
安
二
年
十
月
十
三
日
条
　
太
皇
太
后
（
藤
原
彰
子
）
の

仁
和
寺
觀
音
院
供
養

折
櫃
、
採
之
〔
彩
色
カ
〕、
證
誠
二
人
在
御
堂
、
供
花
・
轉
（
傳
）

供
如
例
、
内
裏
并
宮
々
御
諷
誦
使
被
物
、

六
巻
、

一
二
三
頁

御
堂

関
白
記
寛
弘
元
年
五
月
二
十
一
日
条
　
藤
原
道
長
の
追
善
八
講

二
舟
間
、
舞
臺
来
入
中
、
此
間
舞
童
八
人
取
供
華
至
階
下
、
僧

八
人
受
之
供
佛
、
此
童
等
退
為
鳥
舞
了
、

上
巻
、

九
〇
頁

後
二
条

師
通
記
寛
治
五
年
十
月
十
六
日
　
藤
原
師
実
の
千
僧
読
経�

於�

延
暦
寺

御
修
法
阿
闍
梨
大
僧
正
、
半
（
伴
）
僧
八
人
歟
、
御
諷
誦
供
花

等
云
々
、
中
央
間
懸
藥
師
佛
像
、
丈
六
、
端
靑
色
、
立
机
一
脚
、

居
佛
供
、

中
巻
、

一
七
六
頁

中
右
記
①
　�

康
和
四
年
四
月
二
十
七
日
条
　
白
河
法
皇
の
五
十
賀�

於�

法
勝
寺

供
花
、菩
薩
六
人
、蝶
舞
六
人
、堂
童
子
六
人
、蔵
人
五
位
□
也
、

進
出
、
行
道
、
法
會
次
第
如
常
、
寿
命
經
五
十
巻
・
仁
王
經

五
十
部
供
養
、
入
夜
法
會
事
了
、

四
巻
、

一
六
五
頁
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二
十
一
日
に
、亡
き
姉
、東
三
条
院
詮
子
の
た
め
に
法
華
八
講
を
修
し
た
。

「
供
花
」
は
、
道
長
に
よ
る
追
善
八
講
の
「
五
巻
日
」
に
確
認
で
き
る
。

二
舟
間
、
舞
臺
来
入
中
、
此
間
舞
童
八
人
取
供
華
至
階
下
、
僧
八
人

受
之
供
佛
、
此
童
等
退
為
鳥
舞
了
、（

11
（

右
に
は
、
舞
の
童
八
人
が
「
供
華
」
を
取
っ
て
階
下
に
到
り
、
僧
八
人
が

こ
れ
を
受
け
て
仏
に
供
し
、童
た
ち
は
退
い
て
迦
陵
頻（
鳥
の
舞
）を
舞
っ

た
、
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
傍
線
部
と
紫
の
上
の
「
供

花
」
の
描
写
を
比
べ
て
み
た
い
。

②
　�
康
和
四
年
七
月
二
十
一
日
条
　
白
河
法
皇
の
尊
勝
寺
供
養

發
樂
、
十
天
樂
、
菩
薩
・
鳥
・
蝶
捧
供
花
二
行
授
僧
、
楽
止
、
鳥
・

蝶
退
着
舞
臺
上
草
□
菩
薩
舞
、
次
鳥
舞
、
此
間
蝶
分
居
左
右
、

次
蝶
舞
、
了
各
入
樂
屋
、

四
巻
、

一
九
八
頁

③
　�

長
治
元
年
二
月
二
十
九
日
条
　
公
家
の
一
切
経
供
養�

於�

尊
勝
寺

登
高
座
、
次
菩
薩
・
蝶
供
花
、
各
舞
了
、
唄
、
散
花
、
堂
童
子

入
從
左
右
中
門
着
座
、〈
中
略
〉
分
花
筥
、
僧
侶
下
從
正
面
階
、

經
舞
臺
南
階
、
又
下
北
階
相
分
廻
堂
一
迊
、　

五
巻
、

一
三
九
頁

④
　�

永
久
元
年
十
月
二
十
五
日
条
　
白
河
法
皇
の
法
勝
寺
大
乘

會
行
幸

次
左
右
菩
薩
各
六
人
捧
供
花
、
至
南
階
［
前
」
授
十
弟
子
畢
、

於
前
庭
舞
歸
入
、
次
左
右
舞
、
万
歳
」
樂
、〈
中
略
〉
夕
座
始
、

僧
侶
昇
、
講
・
讀
師
昇
、
共
有
樂
、
散
花
、
廻
堂
中
、

別
巻

『
中
右
記
部

類
第
十
八　

法
勝
寺
大
乗

會
』

一
四
二
頁

殿
暦

①
　�

永
久
元
年
十
月
二
十
五
日
条
　
白
河
法
皇
の
法
勝
寺
大
乘

會
行
幸

次
迎
衆
僧
、
次
迎
講
讀
師
、
各
有
樂
、
次
供
花
、
菩
薩
左
右
六

人
也
、
次
舞
、
左
、
万
歳
樂
、
太
平
樂
、
龍
王
、
右
、
地
久
、

林
哥
、
納
蘓
利
、
次
堂
童
子
着
座
、
次
行
道
、

四
巻
、

六
三
頁

②
　�

元
永
元
年
閏
九
月
十
八
日
条
　
藤
原
忠
通
の
宇
治
阿
弥
陀

堂
供
養

仍
俄
内
府
及
秉
燭
被
渡
宇
治
了
、
十
種
供
養
供
花
・
舞
装
束
・

十
種
物
具
等
從
所
〃
持
來
、
依
物
忌
不
見
、

五
巻
、

八
二
頁

③
　�

元
永
元
年
閏
九
月
二
十
二
日
条
　
太
皇
太
后
（
藤
原
泰
子
）

の
十
種
供
養
　
於�

宇
治
阿
弥
陀
堂

万
事
十
種
供
故
殿
（
藤
原
師
實
）
公
達
右
大
將
（
藤
原
家
忠
）

已
下
・
大
僧
正
（
覺
信
）
以
下
充
之
、
供
花
殿
上
人
・
公
達
部

充
之
、　　
　
　

五
巻
、

八
三
頁

愚
昧
記
①
　�

仁
安
元
年
八
月
十
九
日
条
　
後
白
河
上
皇
の
法
会
　
於
　

蓮
華
王
院

其
後
良
久
上
皇
渡
御
〃
堂
、
卽
被
仰
可
始
之
由
、
導
師
宰
相
僧

都
公
顯
昇
礼
盤
、
説
法
後
取
布
施
退
出
、
是
供
花
結
願
也
、
秉

燭
後
、
着
束
帯
參
攝
政
亭
、

一
巻
、

一
二
頁

②
　�

治
承
元
年
五
月
十
六
日
条
　
延
暦
寺
僧
綱
に
よ
る
供
花�

於�

法
住
寺
　

山
門
僧
綱
爲
衆
徒
使
院
參
事　

権
中
納
言
語
云
、
昨
日
參
院
、

是
參
供
花
也
、
法
住
寺
殿
也
、
于
時
山
門
僧
綱
十
余
人
參
、
上
二
巻
、

二
二
五
頁
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鳥
、
蝶
に
さ
う
ぞ
き
分
け
た
る
童
べ
八
人
、
容
貌
な
ど
こ
と
に
と
と

の
へ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
鳥
に
は
、
銀
の
花
瓶
に
桜
を
さ
し
、
蝶
は
、

黄
金
の
瓶
に
山
吹
を
、
同
じ
き
花
の
房
い
か
め
し
う
、
世
に
な
き
に

ほ
ひ
を
尽
く
さ
せ
た
ま
へ
り
。〈
中
略
〉
童
べ
ど
も
御
階
の
も
と
に

寄
り
て
、
花
ど
も
奉
る
、
行
香
の
人
々
取
り
つ
ぎ
て
、
閼
伽
に
加
へ

さ
せ
た
ま
ふ
。 

（「
胡
蝶
」
㈢
―
一
七
一
～
一
七
二
頁
）

道
長
主
催
の
法
華
八
講
に
確
認
で
き
る
童
舞
が
、
迦
陵
頻
と
胡
蝶
の
組
み

合
わ
せ
か
は
不
明
だ
が
、
舞
の
童
の
人
数
と
い
う
点
や
場
面
の
華
や
か
さ

と
い
う
点
に
お
い
て
、
紫
の
上
が
舞
の
童
た
ち
を
通
し
て
行
わ
れ
た
「
供

花
」
の
表
現
に
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。

　

先
学
に
よ
っ
て
、
摂
関
期
の
貴
族
た
ち
が
、
時
に
、
仏
事
に
政
治
的
な

価
値
を
見
出
し
て
修
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
や（

11
（

、
十
世

紀
以
降
の
供
養
舞
と
し
て
の
童
舞
は
、
純
粋
な
仏
教
舞
楽
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
、
余
興
的
・
娯
楽
的
舞
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と（

1（
（

、
法
会

と
い
う
儀
式
空
間
は
自
身
の
権
力
を
誇
示
す
る
こ
と
に
有
益
で
あ
っ
た
。

法
会
は
社
会
的
評
価
を
得
ら
れ
る
好
機
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
紫
の
上

が
「
供
花
」
と
い
う
行
為
で
季
御
読
経
と
い
う
規
模
の
大
き
い
法
会
に
携

わ
っ
た
と
き
、
そ
の
場
面
に
は
、
六
条
院
春
の
町
の
主
と
し
て
の
紫
の
上

の
存
在
感
が
放
た
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
六
条
院
に
お
け
る
秋
好

の
季
御
読
経
を
舞
台
に
、
紫
の
上
は
、
中
宮
に
比
肩
す
る
存
在
で
あ
る
か

の
よ
う
に
振
舞
い
、
秋
好
に
壮
麗
な
六
条
院
の
春
を
分
与
す
る
こ
と
で
、

自
分
自
身
を
誇
示
し
て
い
た
。
紫
の
上
の
「
供
花
」
と
い
う
行
為
は
、
季

御
読
経
の
主
催
者
・
秋
好
中
宮

0

0

に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら（

11
（

、
秋
好

中
宮

0

0

に
比
肩
す
る
立
場
と
し
て
、
彼
女
と
の
交
流
を
図
る
も
の
で
も
あ
っ

た
。

三　

六
条
院
に
咲
き
誇
る
桜
と
山
吹

　

本
節
で
は
、
紫
の
上
が
「
供
花
」
と
い
う
行
為
に
用
い
た
花
、
桜
と
山

吹
に
つ
い
て
再
検
討
し
た
い
。
紫
の
上
と
秋
好
に
よ
る
春
秋
争
い
の
場
面

で
、
桜
と
山
吹
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
桜
は

紫
の
上
の
表
象
で
あ
る（

11
（

。「
胡
蝶
」
巻
の
季
御
読
経
の
場
面
に
描
か
れ
た

桜
と
山
吹
に
つ
い
て
、
植
田
恭
代
氏
は
、「
六
条
院
の
極
楽
浄
土
の
象
徴

性
を
仏
教
的
な
趣
向
の
み
で
表
す
の
で
は
な
く
、
桜
が
め
だ
つ
よ
う
に
迦

陵
頻
を
舞
う
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
」
と
指
摘
し
、
桜
・
鳥
（
迦
陵
頻
）

と
山
吹
・
蝶
（
胡
蝶
）
を
さ
り
げ
な
く
対
比
し
、
春
の
景
物
と
し
て
印
象

付
け
る
演
出
は
、
紫
の
上
を
六
条
院
の
女
主
人
と
し
て
最
高
の
地
位
に
押

し
上
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る（

11
（

。
紫
の
上
の
「
御
心
ざ
し
」
で
「
供
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花
」
さ
れ
た
桜
は
、
や
は
り
紫
の
上
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。

　

で
は
、
紫
の
上
の
表
象
で
あ
る
桜
と
と
も
に
「
供
花
」
さ
れ
た
山
吹
と

い
う
花
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
山
吹
は
、
玉
鬘
の
表
象
で
あ
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
る
が（

11
（

、
桜
が
咲
き
誇
る
春
の
町
で
催
行
さ
れ
た
舟
楽
、
ま
た
、
秋
の

町
で
催
行
さ
れ
た
季
御
読
経
の
場
面
で
は
、
秋
好
や
そ
の
女
房
た
ち
は
、

桜
よ
り
も
む
し
ろ
山
吹
に
注
目
し
て
い
た
。
こ
の
秋
好
た
ち
の
態
度
に
つ

い
て
、
岡
部
明
日
香
氏
は
、
晩
春
で
あ
り
な
が
ら
花
の
盛
り
を
保
つ
不
思

議
な
桜
を
も
っ
て
漢
詩
文
に
み
る
神
仙
境
を
演
出
す
る
主
催
者
、
光
源
氏

と
紫
の
上
と
、
晩
春
に
相
応
す
る
景
物
で
あ
る
山
吹
・
藤
と
い
っ
た
も
の

や
現
実
的
な
和
歌
の
価
値
観
に
基
づ
い
て
春
を
称
賛
す
る
主
賓
側
の
中

宮
、
名
代
で
あ
る
女
房
の
捉
え
方
の
ず
れ
を
描
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す

る（
11
（

。
岡
部
氏
に
よ
る
と
、
山
吹
は
、
非
現
実
的
な
晩
春
の
有
り
様
を
誇
る

紫
の
上
と
現
実
的
な
晩
春
の
有
り
様
を
褒
め
る
秋
好
、
両
者
を
対
比
さ
せ

る
た
め
に
あ
る
と
い
う
。
山
吹
は
、
た
し
か
に
晩
春
の
景
物
と
し
て
定
着

し
て
い
た
。
だ
が
、「
胡
蝶
」
巻
の
春
秋
争
い
の
場
面
に
お
い
て
描
か
れ

た
山
吹
は
、
晩
春
に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
桜
の
比
較
対
象
と
し
て
だ
け
存

在
す
る
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

　

こ
こ
で
、
光
源
氏
の
ま
な
ざ
し
が
紫
の
上
を
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た

こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
紫
の
上
が
亡
く
な
っ
た
後
、「
幻
」
巻
で
、

光
源
氏
が
閼
伽
桶
の
花
を
見
て
紫
の
上
を
偲
ぶ
場
面
に
み
え
る
。

閼
伽
の
花
の
夕
映
え
し
て
い
と
お
も
し
ろ
く
見
ゆ
れ
ば
、
源
氏

「
春
に

心
寄
せ
た
り
し
人
な
く
て
、
花
の
色
も
す
さ
ま
じ
く
の
み
見
な
さ
る

る
を
、仏
の
御
飾
り
に
て
こ
そ
見
る
べ
か
り
け
れ
」と
の
た
ま
ひ
て
、

源
氏

「
対
の
前
の
山
吹
こ
そ
な
ほ
世
に
見
え
ぬ
花
の
さ
ま
な
れ
。
房
の

大
き
さ
な
ど
よ
。品
高
く
な
ど
は
お
き
て
ざ
り
け
る
花
に
や
あ
ら
ん
、

は
な
や
か
に
に
ぎ
は
は
し
き
方
は
い
と
お
も
し
ろ
き
も
の
に
な
ん
あ

り
け
る
。
植
ゑ
し
人
な
き
春
と
も
知
ら
ず
顔
に
て
常
よ
り
も
に
ほ
ひ

重
ね
た
る
こ
そ
あ
は
れ
に
は
べ
れ
」
と
の
た
ま
ふ
。

 

（「
幻
」
㈣
―
五
三
一
～
五
三
二
頁
）

紫
の
上
を
喪
っ
て
憔
悴
し
き
っ
て
し
ま
っ
た
光
源
氏
は
、
慰
め
を
求
め
て

女
三
の
宮
を
訪
れ
る
が
、
女
三
の
宮
は
、
光
源
氏
の
心
に
寄
り
添
う
こ
と

は
せ
ず
勤
行
に
努
め
る
。
光
源
氏
は
、
俗
世
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
女
三

の
宮
を
疎
ま
し
く
感
じ
つ
つ
、
仏
前
の
閼
伽
桶
に
浮
か
べ
ら
れ
た
花
に
目

を
留
め
る
。
光
源
氏
は
、
そ
の
花
の
美
し
さ
に
紫
の
上
と
彼
女
の
春
を
愛

す
る
姿
を
思
い
起
こ
し
、
吐
露
し
た
。
そ
の
と
き
に
光
源
氏
は
、
紫
の
上

の
居
所
で
あ
っ
た
対
の
庭
先
に
咲
く
山
吹
に
つ
い
て
語
っ
た
。
こ
の
場
面

に
も
、「
胡
蝶
」
巻
の
、
紫
の
上
が
「
供
花
」
す
る
場
面
と
同
様
に
、
山

吹
の
花
房
の
大
き
さ
に
関
す
る
表
現
が
み
ら
れ
る
。
傍
線
部
に
は
、
山
吹
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が
、
主
の
、
紫
の
上
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と
に
気
付
い
て
い
な
い
の
か
、

例
年
よ
り
も
立
派
に
花
を
咲
か
せ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

山
吹
が
玉
鬘
を
表
象
す
る
花
で
あ
る
こ
と
に
相
違
な
い
が
、
山
吹
は
春

の
景
物
で
あ
る
か
ら
、
物
語
は
六
条
院
の
春
、
紫
の
上
を
讃
え
る
と
き
に

も
用
い
て
い
る
。「
幻
」
巻
に
お
い
て
、
光
源
氏
が
山
吹
を
春
の
象
徴
と

し
て
紫
の
上
を
思
い
起
こ
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
山
吹
は
、
春
を
愛

し
た
紫
の
上
を
想
起
さ
せ
る
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　
『
源
氏
物
語
』
は
、
紫
の
上
を
春
や
桜
と
幾
度
も
結
び
付
け
て
描
い
て

き
た
が
、
針
本
正
行
氏
に
よ
れ
ば
、
紫
の
上
が
春
の
女
性
と
し
て
自
覚
を

し
た
の
は
、「
少
女
」
巻
の
春
秋
争
い
で
、
秋
好
と
歌
を
詠
み
合
っ
た
と

き
で
あ
っ
た（

11
（

。
ま
た
、「
少
女
」
巻
の
春
秋
争
い
に
つ
い
て
、「
若
紫
巻
以

来
暗
黙
の
中
に
了
解
さ
れ
て
い
た
紫
の
春
と
し
て
の
存
在
価
値
が
、
中
宮

と
い
う
公
的
に
も
、
ま
た
光
源
氏
に
と
っ
て
も
政
治
的
に
重
要
な
女
性
と

対
等
に
、
紫
が
自
ら
の
意
識
下
に
お
い
て
春
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

顕
在
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
る（

11
（

。「
少
女
」
巻
の

春
秋
争
い
の
場
面
に
は
、
た
し
か
に
、
紫
の
上
が
春
の
町
の
主
と
し
て
、

秋
好
中
宮
と
い
う
絶
対
的
存
在
が
詠
ん
だ
歌
に
異
を
唱
え
る
姿
が
確
認
で

き
る（

11
（

。九
月
に
な
れ
ば
、
紅
葉
む
ら
む
ら
色
づ
き
て
、
宮
の
御
前
え
も
い
は

ず
お
も
し
ろ
し
。
風
う
ち
吹
き
た
る
夕
暮
に
、
御
箱
の
蓋
に
、
い
ろ

い
ろ
の
花
紅
葉
を
こ
き
ま
ぜ
て
、
こ
な
た
に
奉
ら
せ
た
ま
へ
り
。
大

き
や
か
な
る
童
の
、
濃
き
衵
、
紫
苑
の
織
物
重
ね
て
、
赤
朽
葉
の
羅

の
汗
衫
、
い
と
い
た
う
馴
れ
て
、
廊
、
渡
殿
の
反
橋
を
渡
り
て
参
る
。

う
る
は
し
き
儀
式
な
れ
ど
、
童
の
を
か
し
き
を
な
ん
、
え
思
し
棄
て

ざ
り
け
る
。
さ
る
所
に
さ
ぶ
ら
ひ
馴
れ
た
れ
ば
、
も
て
な
し
あ
り
さ

ま
外
の
に
は
似
ず
、
好
ま
し
う
を
か
し
。
御
消
息
に
は
、

中
宮 

心
か
ら
春
ま
つ
苑
は
わ
が
や
ど
の
紅
葉
を
風
の
つ
て
に
だ
に
見
よ

若
き
人
々
、
御
使
も
て
は
や
す
さ
ま
ど
も
を
か
し
。

 

（「
少
女
」
㈢
―
八
一
～
八
二
頁
）

秋
好
の
「
心
か
ら
春
ま
つ
苑
は
」
と
い
う
歌
か
ら
、
秋
好
が
紫
の
上
を
春

の
女
性
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
秋
の
盛
り
の
頃
で
あ
っ
た
た

め
、
紫
の
上
は
、
春
の
町
の
五
葉
松
や
苔
、
巌
な
ど
で
箱
の
蓋
を
飾
り
、

「
風
に
散
る
紅
葉
は
か
ろ
し
春
の
い
ろ
を
岩
ね
の
松
に
か
け
て
こ
そ
見
め
」

（「
少
女
」
㈢
―
八
二
頁
）
と
秋
好
に
詠
み
返
し
た
。
秋
好
た
ち
は
そ
れ

を
見
て
、
紫
の
上
の
趣
向
の
深
さ
に
感
嘆
し
た
が
、
光
源
氏
が
「
こ
の
紅

葉
の
御
消
息
、
い
と
ね
た
げ
な
め
り
。
春
の
花
盛
り
に
、
こ
の
御
応
へ
は

聞
こ
え
た
ま
へ
」（「
少
女
」
㈢
―
八
二
頁
）
と
勧
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
終

止
符
が
打
た
れ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
少
女
」
巻
に
お
い
て
、
六
条
院
秋
の
町
の
主
で
あ
る

秋
好
中
宮

0

0

と
春
秋
争
い
と
い
う
か
た
ち
で
交
流
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
紫
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の
上
は
、春
の
町
の
主
と
し
て
の
自
己
を
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

で
あ
れ
ば
、「
胡
蝶
」
巻
の
春
秋
争
い
に
お
け
る
紫
の
上
の
行
為
に
は
、

春
の
町
の
主
と
し
て
の
彼
女
の
意
識
が
見
て
と
れ
よ
う
。
紫
の
上
が
「
供

花
」
す
る
た
め
に
選
び
取
っ
た
、
晩
春
の
春
の
町
に
咲
き
誇
る
桜
と
山
吹

は
、
華
麗
な
六
条
院
の
春
と
そ
の
町
の
主
、
紫
の
上
を
象
徴
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。四　

紫
の
上
に
寄
与
す
る
秋
好
中
宮

　

最
後
に
、
紫
の
上
が
秋
好
へ
返
歌
を
す
る
日
と
し
て
季
御
読
経
の
催
行

日
を
選
び
取
っ
た
意
図
、
及
び
、
主
催
者
の
秋
好
中
宮

0

0

に
対
し
て
六
条
院

春
の
町
の
主
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の

か
を
考
え
た
い
。

　

秋
好
と
の
春
秋
争
い
は
、
紫
の
上
に
春
の
町
の
主
で
あ
る
こ
と
を
意
識

さ
せ
、彼
女
の
主
体
性
を
育
て
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
節
で
確
か
め
た
。

　

そ
れ
は
、
六
条
院
の
四
町
を
そ
れ
ぞ
れ
占
め
る
女
性
た
ち
の
交
流
を
促

し（
11
（

、
結
果
と
し
て
、
光
源
氏
が
想
い
描
く
六
条
院
世
界
、
す
な
わ
ち
六
条

院
に
住
ま
う
女
性
た
ち
が
互
い
に
調
和
す
る
世
界
の
完
成
へ
貢
献
し
た
。

　

全
体
的
に
み
れ
ば
「
胡
蝶
」
巻
の
春
秋
争
い
も
、
光
源
氏
を
強
く
支
え

る
、
光
源
氏
最
愛
の
紫
の
上
と
冷
泉
帝
の
中
宮
で
あ
る
秋
好
が
六
条
院
に

強
大
な
権
威
と
調
和
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
秋
好
の
季
御

読
経
に
お
け
る
紫
の
上
の
「
御
心
ざ
し
」
に
よ
る
「
供
花
」
と
い
う
、
秋

の
町
の
法
会
に
そ
ぐ
わ
な
い
歌
を
詠
み
返
し
た
こ
と
は
、
紫
の
上
が
六
条

院
の
た
め
、光
源
氏
の
た
め
に
と
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

秋
好
と
い
う
女
性
は
、
光
源
氏
が
藤
壺
を
喪
っ
た
後
（「
薄
雲
」
巻
）、

光
源
氏
の
貴
族
社
会
に
お
け
る
地
位
や
政
治
性
を
保
証
す
る
よ
う
に
な

り
、
中
宮
と
し
て
光
源
氏
の
娘
で
あ
る
明
石
の
姫
君
の
立
后
に
も
貢
献
す

る
。
秋
好
は
、
六
条
院
が
発
展
し
栄
華
を
極
め
る
た
め
に
不
可
欠
な
存
在

で
あ
っ
た
。

　
「
少
女
」
巻
で
、
秋
好
の
歌
を
契
機
に
春
秋
争
い
が
展
開
さ
れ
た
と
き
、

秋
好
は
、
六
条
院
秋
の
町
の
主
の
他
に
、
中
宮
と
し
て
の
絶
対
的
身
分
を

得
て
い
た
。
対
す
る
紫
の
上
は
、
六
条
院
春
の
町
の
主
で
あ
り
、
社
会
的

地
位
と
い
う
点
に
お
い
て
、
彼
女
た
ち
の
間
に
圧
倒
的
格
差
が
あ
る
の
は

明
ら
か
で
あ
る
。

　

秋
好
が
六
条
院
に
お
い
て
季
御
読
経
を
催
行
し
た
と
き
、
冷
泉
帝
中
宮

と
し
て
の
圧
倒
的
な
存
在
感
が
放
た
れ
て
い
た
。そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

紫
の
上
が
季
御
読
経
の
催
行
日
を
選
び
取
っ
て
、歌
を
詠
み
返
し
た
の
は
、

中
宮
主
催
の
季
御
読
経
と
い
う
公
的
な
場
が
も
つ
力
を
理
解
し
て
い
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。

　

先
行
研
究
で
は
、
秋
好
に
紫
の
上
の
地
位
を
向
上
さ
せ
る
役
割
が
あ
る
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こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
山
田
利
博
氏
は
、「
少
女
」
巻
の
春
秋
争
い

が
中
宮
の
季
御
読
経
と
い
う
重
々
し
い
公
的
な
日
に
持
ち
越
さ
れ
た
の

は
、
秋
好
の
存
在
が
紫
の
上
の
地
位
向
上
に
寄
与
す
る
役
割
が
あ
る
か
ら

で
、
こ
こ
に
は
、「
秋
好
が
常
に
一
歩
退
く
こ
と
に
よ
っ
て
紫
上
を
前
面

に
押
し
出
す
と
い
う
六
条
院
の
基
本
的
構
図
」
を
示
さ
れ
て
い
る
と
論
じ

る（
1（
（

。
ま
た
、
岡
部
明
日
香
氏
は
、「
胡
蝶
」
巻
の
春
秋
争
い
に
よ
っ
て
六

条
院
が
相
対
化
さ
れ
る
可
能
性
を
説
く（

11
（

。
両
氏
の
論
を
ふ
ま
え
る
と
、
秋

好
の
季
御
読
経
を
舞
台
と
し
た
「
胡
蝶
」
巻
の
春
秋
争
い
に
み
え
る
秋
好

と
紫
の
上
な
い
し
六
条
院
、
光
源
氏
を
比
較
す
る
よ
う
な
描
写
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
権
威
づ
け
に
貢
献
し
た
と
い
え
る
。

　

紫
の
上
と
秋
好
に
よ
る
、
春
秋
争
い
と
い
う
か
た
ち
の
交
流
が
、
六
条

院
に
調
和
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
だ
け
あ
る
の
な
ら
ば
、
秋
好
主
催
の

季
御
読
経
に
お
け
る
紫
の
上
の
振
舞
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
秋
好
中0

宮0

の
た
め
に
、
六
条
院
春
の
町
の
主
と
し
て
奉
仕
す
る
よ
う
な
行
為
で
は

な
い
か
。

　

だ
が
、
紫
の
上
は
、「
供
花
」
を
し
つ
つ
、
秋
を
好
む
中
宮
に
春
を
誇

る
和
歌
を
詠
み
返
し
た
。
髙
木
和
子
氏
は
、「『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、

儀
礼
に
際
し
て
和
歌
を
描
く
場
合
に
は
、
儀
礼
そ
の
も
の
を
十
全
に
描
く

た
め
に
歌
を
描
出
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
折
の
人
々
の
私
的
な
感
情
の

機
微
に
焦
点
を
当
て
る
傾
向
が
強
い
」
と
述
べ
る（

11
（

。
髙
木
氏
の
論
を
ふ
ま

え
れ
ば
、
季
御
読
経
と
い
う
儀
礼
の
場
に
お
け
る
紫
の
上
と
秋
好
に
よ
る

歌
の
贈
答
は
、
紫
の
上
と
秋
好
中
宮

0

0

に
よ
る
身
分
の
垣
根
を
こ
え
た
交
流

で
あ
っ
た
。

　

秋
好
主
催
の
季
御
読
経
の
場
面
に
描
か
れ
た
、
紫
の
上
の
「
供
花
」
と

秋
好
へ
歌
を
詠
み
返
す
と
い
う
行
為
は
、
紫
の
上
が
六
条
院
春
の
町
の
主

と
し
て
の
矜
恃
を
も
っ
て
、
圧
倒
的
な
地
位
に
あ
る
秋
好
中
宮

0

0

に
自
分
自

身
の
存
在
意
義
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
絶
対
的
身
分
に
あ

る
秋
好
中
宮

0

0

は
、
季
御
読
経
と
い
う
社
会
的
な
場
に
お
け
る
紫
の
上
の
行

為
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
紫
の
上
の
社
会
的
地
位
を
向
上
さ
せ
た
の

で
あ
る
。お

わ
り
に

　

六
条
院
に
お
い
て
催
行
さ
れ
た
秋
好
中
宮

0

0

の
季
御
読
経
は
、
光
源
氏
の

協
力
を
得
て
荘
厳
な
法
会
と
な
り
、「
日
の
御
装
ひ
に
か
へ
た
ま
ふ
人
々

も
多
か
り
。
障
り
あ
る
は
ま
か
で
な
ど
も
し
た
ま
ふ
」（「
胡
蝶
」
㈢
―

一
七
一
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
貴
族
社
会
に
強
い
影
響
を
与
え
、
秋
好
中
宮

0

0

と
光
源
氏
、
六
条
院
を
権
威
づ
け
た
。
そ
の
季
御
読
経
の
催
行
日
を
、
紫

の
上
は
、
秋
好
に
返
歌
す
る
日
と
し
て
選
び
取
り
、
そ
こ
に
「
胡
蝶
」
巻

の
春
秋
争
い
が
展
開
さ
れ
た
。
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紫
の
上
が
季
御
読
経
に
て
行
っ
た
「
供
花
」
は
、
主
催
者
の
秋
好
に
奉

仕
す
る
よ
う
な
行
為
で
あ
る
が
、春
の
町
の
桜
と
山
吹
が
象
徴
す
る
も
の
、

ま
た
、
季
御
読
経
の
場
に
不
相
応
な
、
春
を
誇
る
歌
が
詠
ま
れ
た
こ
と
に

つ
い
て
の
考
察
よ
り
、
秋
好
中
宮

0

0

の
領
域
に
入
り
込
み
、
春
の
町
の
主
と

し
て
の
自
己
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
ら
の
行
為
が

季
御
読
経
と
い
う
公
的
な
場
で
、主
催
者
の
秋
好
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、

つ
ま
り
、
春
の
町
の
主
と
し
て
の
紫
の
上
が
中
宮
と
い
う
絶
対
的
存
在
に

認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
紫
の
上
の
六
条
院
世
界
に
お
け
る
確

固
た
る
地
位
が
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

六
条
院
春
の
町
の
主
、
紫
の
上
と
秋
の
町
の
主
、
秋
好
中
宮

0

0

の
交
流
、

及
び
、
春
の
町
の
主
で
あ
る
紫
の
上
の
社
会
的
地
位
の
向
上
に
よ
っ
て
、

六
条
院
の
四
町
を
そ
れ
ぞ
れ
占
め
る
女
性
た
ち
の
交
流
が
促
さ
れ
、
六
条

院
世
界
の
女
君
た
ち
の
人
間
関
係
を
調
和
の
と
れ
た
も
の
へ
と
更
新
さ
せ

る
の
で
あ
っ
た
。

　

紫
の
上
は
、「
少
女
」
巻
以
来
、
春
秋
争
い
を
通
し
て
秋
好
と
の
交
流

す
る
度
に
自
己
を
据
え
な
お
し
、
六
条
院
の
女
主
人
と
し
て
の
位
相
を
獲

得
し
て
い
く
の
で
あ
る（

11
（

。

注（
（
） 

原
則
と
し
て
秋
好
中
宮
は
、「
秋
好
」
と
略
し
て
記
述
す
る
。

（
（
） 

以
下
、『
源
氏
物
語
』、『
今
昔
物
語
集
』
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小

学
館
）
に
拠
り
、
巻
名
・
巻
数
・
頁
数
を
付
す
。
そ
の
他
文
献
に
つ
い
て
は
、
そ

の
都
度
記
し
た
。
ま
た
、
私
に
傍
線
等
を
付
し
た
箇
所
が
あ
る
。

（
3
） 

中
村
幸
彦
・
岡
見
正
雄
・
阪
倉
篤
義
編
『
角
川
古
語
大
辞
典
』（
角
川
書
店
）、「
季

御
読
経
」
項
。

（
（
） 

源
氏
物
語
古
注
集
成
九
『
一
葉
抄
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
九
年
、
二
二
五
頁
）。

（
5
） 

増
田
繁
夫
氏
「
春
秋
の
争
い
―
玉
鬘
・
初
音
・
胡
蝶
」（『
國
文
學 

解
釈
と
教
材

の
研
究
』第
三
二
巻 

一
三
号
、一
九
八
七
年
一
一
月
、七
八
頁（
七
六
～
七
九
頁
））。

（
6
） 『
延
喜
式
』（
上
）「
第
十
三 

圖
書
寮
」（
神
道
大
系 

古
典
編
十
一
、
神
道
大
系
編

纂
会
、
一
九
九
一
年
、
五
五
一
～
五
五
二
頁
）。

 　
　
　
　

 〈
前
略
〉
赤
漆
鷺
足
圓
机
二
脚
、
立
二
大
花

瓶
一
料
、

、
案
七
脚
、
一
香

花
、　
一
佛
供
、

二
散
花
、　
一
聖
供
、

二
行
香
、　

聖

僧
座
一
具
、
禮
版
座
二
具
、
佛
布
施
細
屯
綿
十
屯
、
大
蔵
省
裏
二

綠
帛
一

結
願
日
進
之
、

寮
官
人
置
二

高
案
一

立
二
佛
前
、　
一

右

二
八
月
擇
二

吉
日
一

、
請
二

百
僧
於
太
極
殿
一

、三
箇
日
修
之
、
其
堂
内
装
餝
幷

官
人
等
潔
衣
、
大
體
准
二

御
齋
會
一

、
臨
時
御
讀
經
亦
同
、
但
於
二

紫
宸
殿
及

御
在
所
一

轉
讀
之
時
、
随
レ

便
供
奉

（
7
） 

玉
上
琢
彌
編
『
紫
明
抄
・
河
海
抄
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
八
年
、
四
〇
三
頁
）。

『
一
葉
抄
』、『
孟
津
抄
』、『
萬
水
一
露
』、『
林
逸
抄
』
も
同
じ
く
注
釈
し
て
い
る
。

（
（
） 『
続
日
本
紀
』前
編 

巻
一
六（
新
訂
増
補
國
史
大
系
、吉
川
弘
文
館
、一
九
五
六
年
、

一
八
四
頁
）。

 　
　
　
　

 

丁廿
三

丑
。
平
城
ノ

中
宮
ニ

請
ゾ

二

僧
六
百
人
ヲ

一

令
ム

レ

讀
マ

二

大
般
若
經
ヲ

一

。

　
　

 
季
御
読
経
は
、
天
平
年
間
に
始
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。

（
（
）『
江
家
次
第
』「
江
家
次
第
卷
第
五 

二
月 

季
御
讀
經
事
」（
神
道
大
系 

朝
儀
祭
祀

編 
四
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
九
一
年
、
三
〇
六
頁
）。

　
　
　
　
　

 
季
御
読
經
、
春
秋
二
季
、
請
二

百
僧
於
南
殿
一

、
讀
二

大
般
若
經
一

、
其
内
定
二

御
前
僧
廿
口
一

、
於
二

御
殿
一

讀
二

仁
王
經
一

、
納
言
・
参
議
各
一
人
著
二

南
殿
一

、
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行
事
、
自
餘
皆
候
二

御
殿
一

、
貞
観
御
時
每
レ

季
行
レ

之
、
元
慶
天
皇
踐
祚
後
、

二
季
修
レ

之
、

 　
　

ま
た
、
宮
中
儀
式
と
し
て
の
季
御
読
経
は
、
倉
林
正
次
氏
の
「
季
御
読
経
考
」（『
神

道
宗
教
』
第
一
〇
〇
号
、
一
九
八
〇
年
一
〇
月
、
二
一
九
～
二
五
〇
頁
）
に
詳
し

い
。
倉
林
氏
に
よ
る
と
、
聖
武
天
皇
以
後
の
奈
良
時
代
、
お
よ
び
桓
武
朝
か
ら
淳

和
朝
に
至
る
変
暗
初
期
に
行
わ
れ
た
、
大
般
若
経
読
誦
行
事
に
季
御
読
経
の
先
行

の
姿
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
（0
） 

甲
斐
稔
氏
「
胡
蝶
巻
の
季
の
御
読
経
」（『
中
古
文
学
』
第
三
八
号
、
一
九
八
六
年

一
一
月
、
四
八
～
五
七
頁
）。

（
（（
） 

湯
淺
幸
代
氏
「
前
坊
の
娘
・
秋
好
中
宮
の
「
季
御
読
経
」
―
史
上
の
「
中
宮
季
御

読
経
」
と
国
母
へ
の
期
待
―
」（『
源
氏
物
語
の
史
的
意
識
と
方
法
』
新
典
社
、

二
〇
一
八
年
、
二
五
七
～
二
七
九
頁
）。
湯
淺
氏
は
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
、「
自

身
が
隠
れ
た
帝
の
父
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
〈
太
上
天
皇
〉
と
し
て
の
「
帝
王
相
」

を
有
し
て
い
る
」（
二
七
四
頁
）
光
源
氏
に
対
し
て
、
秋
好
は
違
和
を
感
じ
て
い

る
と
論
じ
る
。

（
（（
） 

他
古
典
文
学
作
品
に
お
い
て
、
季
御
読
経
の
様
子
が
描
写
さ
れ
た
例
（
平
安
時
代

ま
で
に
限
る
）
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
一
例
、『
枕
草
子
』
に
三
例
、『
今
昔
物

語
集
』
に
一
例
（
巻
第
十
九
、五
一
六
頁
）、『
大
鏡
』
に
一
例
で
あ
る
（
全
六
例
）。

ま
た
、
用
例
調
査
に
は
「
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
」
と
『
日
本
古
典
対
照
分
類
語
彙

表
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
四
年
）
を
使
用
し
た
。

 　
　
　
『
枕
草
子
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
）
で
は
、
季
御
読
経
に
関
す

る
用
例
が
三
例
（
八
〇
段
、
一
四
九
段
、
二
七
六
段
）
あ
り
、
季
御
読
経
の
主
催

者
は
、
中
宮
定
子
と
考
え
ら
れ
る
（『
権
記
』
長
徳
元
年
十
月
七
日
条
）。
二
七
六

段
で
は
、
季
御
読
経
を
国
家
鎮
護
の
経
典
と
さ
れ
る
金
光
明
最
勝
王
経
を
講
ず
る

法
会
に
並
ぶ
よ
う
な
も
の
と
し
て
数
え
て
い
る
。
清
少
納
言
が
定
子
の
季
御
読
経

を
記
し
た
の
は
、
季
御
読
経
に
関
す
る
先
学
の
指
摘
を
ふ
ま
え
る
と
、
定
子
を
理

想
化
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
改
め
て
検
討
し

て
み
た
い
。

（
（3
） 『
う
つ
ほ
物
語
』
の
本
文
は
、
室
城
秀
之
氏
編
『
う
つ
ほ
物
語
全 

改
訂
版
』（
お

う
ふ
う
、
二
〇
〇
一
年
）
に
拠
る
。

（
（（
） 『
大
鏡
』
も
『
今
昔
物
語
集
』
と
同
じ
く
遵
子
主
催
の
季
御
読
経
を
描
く
。

 　
　
　
　

 

い
み
じ
き
有
心
者
・
有
職
に
ぞ
い
は
れ
た
ま
ひ
し
。
功
徳
も
御
祈
も
如
法
に

行
は
せ
た
ま
ひ
し
。
毎
年
の
季
御
読
経
な
ど
も
、
つ
ね
の
こ
と
と
も
思
し
召

し
た
ら
ず
、
四
日
が
ほ
ど
、
二
十
人
の
僧
を
、
房
の
か
ざ
り
め
で
た
く
て
、

か
し
づ
き
据
ゑ
さ
せ
た
ま
ひ
、
湯
あ
む
し
、
斎
な
ど
か
ぎ
り
な
く
如
法
に
供

養
せ
た
ま
ひ
、
御
前
よ
り
も
、
と
り
わ
き
さ
る
べ
き
も
の
ど
も
出
だ
さ
せ
た

ま
ふ
。　

 

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
大
鏡
』
頼
忠
伝
、
一
一
〇
頁
）

（
（5
） 

尚
、
本
稿
の
「
㈡
歴
史
の
中
の
季
御
読
経
」
で
詳
述
し
た
。

（
（6
） 

六
条
院
が
、
六
条
御
息
所
の
鎮
魂
の
場
で
あ
る
こ
と
は
定
説
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。
藤
井
貞
和
氏
は
、
六
条
院
世
界
の
本
質
は
六
条
院
の
家
霊
と
な
っ
て
い
る
六

条
御
息
所
を
鎮
魂
す
る
た
め
に
六
条
院
が
完
全
性
の
絶
え
ざ
る
更
新
を
強
い
ら
れ

る
点
に
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
（「
光
源
氏
物
語
主
題
論
」『
源
氏
物
語
の
始
源
と
現

在
』
底
本　

冬
樹
社
、
一
九
八
〇
年
、
一
五
八
頁
）。

（
（7
） 

同
注
（
（0
）
甲
斐
氏
論
文
、（
（（
）
湯
淺
氏
論
文
。

（
（（
） 

湯
淺
氏
は
、
注
（
（（
）
論
文
に
お
い
て
、
中
宮
穏
子
が
季
御
読
経
を
始
め
る
以
前

に
保
明
親
王
が
盛
ん
に
「
御
読
経
」
を
修
し
て
い
た
と
い
う
事
実
と
、
穏
子
に
よ

る
季
御
読
経
の
記
録
が
、
三
人
目
の
皇
子
・
成
明
親
王
の
誕
生
後
み
ら
れ
な
く
な

る
と
い
う
事
実
か
ら
、「
穏
子
の
「
中
宮
季
御
読
経
」
の
創
始
と
終
焉
は
、
保
明

親
王
の
死
の
呪
縛
と
そ
の
解
放
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
」（
二
六
二
頁
）

と
述
べ
る
。

（
（（
） 『
貞
信
公
記
』（
大
日
本
古
記
録
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
六
年
）
に
は
、
①
延
長
二

年
九
月
一
八
日
条
「
十『
諸
宮
御
讀
經
』

八
日
、
癸
丑
、
中（
中
宮
穏
子
（

宮
御
讀
經
始
、
廿
僧

」（
九
〇
頁
）、
②
延

長
三
年
三
月
一
五
日
条
「
十
五『
諸
宮
御
讀
經
』

日
、
參
中（
中
宮
穏
子
（

宮
御
讀
經
始
、
有
申
文
・
奏
申
、
而
不
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召
」（
九
八
頁
）、
③
延
長
四
年
三
月
二
五
日
条
「
廿
五
日
、
辛
巳
、
中
宮
（
中
宮
穏
子
（
・
東

宮
季
御
讀
經
始
」、
④
延
長
五
年
三
月
二
六
日
条
「
廿
六
日
、
丁
丑
、
中（
中
宮
穏
子
（

宮
御
讀

經
始
」
と
あ
り
、
中
宮
穏
子
が
季
御
読
経
を
計
四
回
催
行
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ

る
。

（
（0
） 『
小
右
記 

一
』（
大
日
本
古
記
録
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
、
四
一
頁
）。 

 　
　
　
　

 

巳
時
發
顔
、
其
儀
、
於
弘
徽
殿
東
廂
被
行
也
、
僧
綱
三
人
・
凡
僧
十
七
人
、

大（
藤
原
清
時
（

夫
參
入
、
他
公
卿
稱
障　

不
集
、
藤
宰（
佐
理
（相

事
了
參
入
、
公
卿
・
殿
上
人
座

在
常
寧
殿
南
廂
馬
道
西
、
大
夫
不
着
出
、
入
夜
下
官
退
出

（
（（
） 『
国
史
大
辞
典
』
第
一
二
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
、
一
九
七
頁
）、「
藤

原
遵
子
」
項
（
執
筆
者
・
林
幹
弥
氏
）。

（
（（
） 

注
（
（0
）
甲
斐
氏
論
文
。
久
保
重
氏
「
源
氏
物
語
胡
蝶
の
巻　

中
宮
御
読
経
の
条

私
註
」（『
樟
蔭
国
文
学
』
第
七
巻
、
一
九
七
〇
年
三
月
、
一
一
～
二
八
頁
）。

（
（3
） 

彰
子
は
、
季
御
読
経
を
上
東
門
院
に
て
二
度
催
行
し
た
。
長
保
三
年
十
月
二
十
一

日
の
季
御
読
経
は
、
東
三
条
院
詮
子
の
四
十
賀
の
行
啓
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、

寛
弘
六
年
十
二
月
二
十
日
の
季
御
読
経
は
、
彰
子
が
出
産
を
控
え
て
お
り
里
下
が

り
し
て
い
た
か
ら
、
と
そ
れ
ぞ
れ
然
る
べ
き
理
由
が
あ
る
。

（
（（
） 

例
え
ば
『
御
堂
関
白
記
』（
大
日
本
古
記
録
、
岩
波
書
店
）
に
は
、「
廿
日
、
丁
卯
、

宮
季
御
讀
經
初
、
廿
三
日
、
庚
午
、
宮
御
讀
經
結
願
、
家
讀
初
、
候
（
〇
）
内
間

有
悩
氣
」（
長
保
二
年
四
月
廿
日
条　

上
巻
、五
七
頁
）の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（5
） 

速
水
侑
氏
「
摂
関
体
制
全
盛
期
の
秘
密
修
法
」（『
平
安
貴
族
社
会
と
仏
教
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
七
五
年
）、
上
島
享
氏
「
藤
原
道
長
と
院
政
」（『
日
本
中
世
社
会

の
形
成
と
王
権
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
。
一
方
で
、
道
長

が
仏
教
を
篤
く
信
仰
し
て
い
た
こ
と
は
、
晩
年
の
法
成
寺
建
立
な
ど
に
明
ら
か
で

あ
る（
山
中
裕
氏「
藤
原
道
長
と
摂
関
政
治
」『
平
安
時
代
の
古
記
録
と
貴
族
文
化
』

思
文
閣
出
版
、
一
九
八
八
年
）。
大
津
徹
氏
は
、
仏
教
信
仰
の
中
で
道
長
が
な
し

た
こ
と
は
、「「
金
に
ま
か
せ
て
」
と
い
う
面
は
否
定
で
き
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ

ま
で
の
権
力
者
が
し
な
か
っ
た
独
自
性
が
あ
り
、
ま
た
の
ち
の
時
代
の
よ
う
に
悪

趣
味
に
堕
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
素
直
に
評
価
す
べ
き
」
と
指
摘
す
る
（「
王
朝
の

文
化
」
講
談
社
学
術
文
庫
『
道
長
と
宮
廷
社
会
』
講
談
社
、
二
〇
〇
九
年
、

二
八
一
頁
）。

（
（6
） 

辞
書
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
小
学
館
）
と
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』（
角

川
書
店
）、『
織
田
佛
教
大
辞
典
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
六
九
年
）、『
望
月
仏
教
大

辞
典
』
第
一
巻
、
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
一
九
七
四
年
）
を
用
い
た
。

（
（7
） 『
本
朝
文
粋
』
巻
一
〇 

276
に
収
載
さ
れ
る
、
慶
滋
保
胤
の
「
暮
春
於
二

六
波
羅
蜜

寺
供
花
会
一

聴
レ
講
二

法
華
経
一

同
賦
三

一
称
二

南
無
仏
一

」
に
、「
暮
春
三
月
、
百
花

争
開
、
別
修
二

四
日
八
講
一

、
号
二

結
縁
供
花
会
一

。
其
一
日
為
レ

導
二

一
切
男
子
一

、二

日
為
レ

度
二

一
切
女
身
一

、三
日
為
レ

済
二

一
切
童
子
一

、四
日
為
レ

化
二

一
切
僧
侶
一

也
」

 　
　
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
本
朝
文
粋
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
、
二
九
二
頁
）、

と
あ
り
供
花
会
の
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

（
（（
） 『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
（
浄
土
宗
出
版
、
二
〇
一
九
年
）、「
供
花
」
項
。

桜
会
と
は
、
奈
良
時
代
以
後
、
毎
年
二
月
か
ら
三
月
の
頃
に
大
寺
社
で
催
さ
れ
た

法
楽
で
仏
神
に
『
法
華
経
』
な
ど
を
供
養
す
る
も
の
で
、
四
箇
法
要
と
は
、
唄
匿
・

散
華
・
梵
音
・
錫
杖
の
四
種
の
声
明
曲
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
顕
教
立
の
仏

教
法
儀
の
こ
と
で
あ
る
。

（
（（
） 

紫
の
上
の
「
供
花
」
に
つ
い
て
、『
河
海
抄
』（『
紫
明
抄
・
河
海
抄
』
角
川
書
店
、

一
九
六
八
年
）
は
、「
法
会
儀
蝶
鳥
供
花
定
事
也
迦
陵
頻
胡
蝶
菩
薩
或
先

菩
薩

捧
供
花
二

行
相
分
経
舞
台
上
到
壇
下
信
〔
真
本
伝
〕

抒〔
以
下
真
本
ナ
シ
〕

於
僧
又
定
者
二
人
取
火
舎
也　

金
銀
事　

文
武
天
皇
御
宇
自
対
馬
国
始
献
白
銀　

聖
武
天
皇
御
宇
自
陸
奥
国
始
進
黄
金
九
百

両
」（
四
〇
三
頁
）
と
説
明
す
る
。

（
30
） 
同
注
（
（
）、
二
二
五
頁
。

（
3（
） 『
北
山
抄
』「
二
月 

季
御
讀
經
」（
神
道
大
系 

朝
儀
祭
祀
編 

三
、神
道
大
系
編
纂
会
、

一
九
九
一
年
、
五
一
頁
）。

 　
　
　
　

 
定
二

僧
名
一

等
儀
、
見
二

備
忘
記
一

。
但
、
東
大
・
興
福
・
延
暦
等
寺
、
抽
請
四

人
、
輪
轉
四
人
也
。
其
興
福
寺
、
去
年
見研

學
立
義
者
、
必
在
二

寺
分
一

。
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新
薬
師
寺
、
延
暦
寺
、
天
王
寺
、
若
有
レ
闕

請
。
別
當
三
綱
、
便
選
二
其
人
一
、
請
補
。　

觸
穢
例
。
延
長
八
年
三
月

依
二
二
三
月
有

。
延
喜
十
九
年
、

穢
、
四
月
行
之

。
國
忌
例
。
天
慶
四
年
三
月
。

天
暦
元
年
三
月
。

（
3（
） 『
西
宮
記
』「
恒
例
第
三 

九
月 

季
御
讀
經
事
」（
神
道
大
系 

朝
儀
祭
祀
編 

二
、
神

道
大
系
編
纂
会
、
一
九
九
三
年
、
二
八
四
～
二
九
二
頁
）
よ
り
、
花
を
儀
式
に
用

い
て
い
る
箇
所
を
抜
粋
し
た
。

 　
　
　
　

 

分
花
僧
、
左
右
各
十
人
居
二

南
庇
一

。
下
﨟

堂
童
子
散
レ

筥
。
昇
自
南
階
、入
中
央

間
、花
筥
自
歸
着
本
座
。

衆
僧

行
道
了
、
堂
童
子
昇
取
レ

筥
置
。（
二
八
五
頁
）

（
33
） 

同
注
（
（
）『
江
家
次
第
』、
三
〇
八
頁
。

（
3（
） 『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
第
二
巻
（
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
一
九
八
〇
年
）、「
散
華
」

項
。
散
華
を
司
る
僧
は
散
華
師
と
称
し
、
講
師
、
讀
師
、
呪
願
師
、
三
禮
師
、
唄

師
、
堂
達
と
あ
わ
せ
て
七
僧
と
呼
ば
れ
た
。
法
会
に
参
列
し
た
貴
族
が
散
華
す
る

例
も
あ
る
。

（
35
） 

用
例
調
査
に
は
「
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
」
を
使
用
し
た
。
平
安
時
代
以
降
で
は
、

『
と
は
ず
が
た
り
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
）
に
「
供
花
」
の
用

例
を
二
例
確
認
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
は
「
供
花
会
」
の
こ
と
を
指
し
、
行
為
と

し
て
の
「
供
花
」
で
は
な
い
。
一
つ
は
、
六
条
殿
に
お
い
て
供
花
会
が
行
わ
れ
る

場
面
（
三
〇
一
頁
）
に
、
も
う
一
つ
は
、
九
月
の
供
花
会
に
、
有
明
の
月
が
参
上

す
る
場
面
（
三
七
一
頁
）
に
み
え
る
。
ま
た
『
太
平
記
』
に
、
灌
仏
会
の
日
に
は

「
灌
仏
の
水
に
心
を
す
ま
し
、
供
花
・
香
に
経
を
翻
し
て
、
捨
悪
修
善
を
事
と
す

る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
四
一
一
頁
）。

（
36
） 

重
松
信
弘
氏
は
、
仏
に
花
を
供
え
る
と
い
う
こ
と
は
単
純
な
営
み
で
あ
る
が
、『
源

氏
物
語
』
に
お
い
て
は
物
語
全
般
の
人
生
に
対
す
る
思
想
・
情
調
の
進
展
が
象
徴

さ
れ
て
お
り
、
瑣
細
な
供
花
の
描
写
に
も
こ
と
を
な
お
ざ
り
に
し
な
い
作
者
の
配

慮
と
手
法
と
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
る
（「
仏
の
観
念
」『
源
氏
物
語
の
仏
教
思

想
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
七
年
、
六
九
～
七
〇
頁
）。

（
37
） 

三
善
為
康
『
拾
遺
往
生
傳
下
巻
』「
相
應
和
尚
」
に
は
、「
大
師
謂
二

和
尙
一

曰
。
年

來
見
レ

汝
。
每
日
供
レ

花
。
信
心
堅
固
。
我
欲
レ

度
レ

汝
云
云
」（『
浄
土
宗
全
書
』
続

篇 

一
七
巻
、
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
七
四
年
、
七
〇
頁
）
と
あ
り
、
往
生
す
る

た
め
に
は
、
毎
日
欠
か
さ
ず
「
供
花
」
を
す
る
こ
と
と
説
い
て
い
る
。

（
3（
） 

史
上
の
「
供
花
」
の
用
例
調
査
に
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
「
古
記
録
フ
ル
テ

キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
使
用
し
、「
供
花
」
の
用
例
は
平
安
時
代
ま
で
の
も

の
に
限
る
。

 　
　
　

ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
『
御
堂
関
白
記
』、『
小
右
記
』、『
中
右
記
』、『
殿
暦
』、

『
貞
信
公
記
』『
愚
昧
記
』
の
本
文
は
、
大
日
本
古
記
録
（
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。

（
3（
） 『
御
堂
関
白
記　

上
』（
大
日
本
古
記
録
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
、
九
〇
頁
）。

（
（0
） 

勝
浦
令
子
氏
「
王
朝
の
仏
教
と
文
化
」（『
摂
関
政
治
と
王
朝
文
化
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
二
年
）
他
。
笹
山
晴
生
氏
は
、「
宗
教
・
文
化
は
王
権
の
カ
リ
ス
マ
的
権

威
の
源
泉
と
し
て
、
中
世
以
後
に
も
常
に
重
視
さ
れ
て
い
っ
た
」
と
論
じ
る
（「
平

安
時
代
の
王
権
」『
平
安
初
期
の
王
権
と
文
化
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
、

一
〇
六
頁
）。

（
（（
） 

服
藤
早
苗
氏
「
舞
う
童
た
ち
の
登
場
―
王
権
と
童
―
」（『
平
安
王
朝
の
子
ど
も
た

ち
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
、
一
六
五
～
一
九
八
頁
）。
ま
た
、
服
藤
氏
は
、

九
世
紀
か
ら
始
ま
る
童
舞
の
空
間
が
王
権
の
場
で
あ
る
朝
廷
か
ら
上
層
貴
族
邸
宅

や
寺
院
に
拡
大
し
、
貴
族
の
邸
宅
に
お
い
て
は
貴
族
の
子
弟
が
舞
手
を
担
う
よ
う

に
な
っ
た
結
果
、「
童
舞
」
は
、
王
権
へ
の
服
属
と
奉
仕
を
確
認
す
る
も
の
か
ら
、

貴
族
の
子
弟
が
王
権
に
近
侍
で
き
る
身
分
的
特
権
を
得
て
、
父
の
政
治
的
地
位
の

継
承
を
強
め
る
た
め
の
手
段
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
（（
） 

袴
田
光
康
氏
は
、
秋
好
が
そ
れ
ぞ
れ
の
舞
手
の
花
に
合
わ
せ
た
衣
装
の
禄
ま
で
周

到
に
準
備
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
秋
好
の
季
御
読
経
が
春
の
町
と
秋
の
町
、
つ

ま
り
紫
の
上
と
秋
好
の
協
力
の
も
と
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。（「
六
条
院

の
春
―
「
胡
蝶
」
巻
の
蓬
莱
と
浄
土
―
」『
国
語
と
国
文
学
』
第
九
一
巻
、
一
一
号
、

二
〇
一
四
年
一
一
月
、
六
四
～
七
六
頁
）。

（
（3
） 

河
添
房
江
氏
「
花
の
喩
の
系
譜
」（『
源
氏
物
語
表
現
史 

喩
と
王
権
の
位
相
』
翰

林
書
房
、
一
九
九
八
年
）
や
原
岡
文
子
氏
「『
源
氏
物
語
』
の
「
桜
」
考
」（『
源

氏
物
語
の
人
物
と
表
現
―
そ
の
両
義
的
展
開
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
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の
先
行
研
究
が
あ
る
。

（
（（
） 

植
田
恭
代
氏
「
迦
陵
頻
と
胡
蝶
」（『
源
氏
物
語
の
宮
廷
文
化　

後
宮
・
雅
楽
・
物

語
世
界
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八
年
、
二
〇
三
頁
）。

（
（5
） 「
胡
蝶
」
の
春
秋
争
い
の
場
面
に
玉
鬘
の
〈
喩
〉
で
あ
る
「
山
吹
」
が
登
場
し
た

こ
と
に
関
し
て
、上
原
作
和
氏
は
、「
山
吹
」は
紫
の
上
と
秋
好
を
中
心
と
し
た「
春

秋
を
領
導
す
る
女
た
ち
の
物
語
」
の
空
間
か
ら
光
源
氏
の
色
好
み
の
空
間
へ
と
、

「
テ
ク
ス
ト
の
〈
臨
界
点
〉
を
繋
ぐ
バ
イ
ア
ス
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を

論
じ
る
（「
恍
惚
の
光
源
氏
―
「
胡
蝶
の
舞
」
の
陶
酔
と
覚
醒
」『
系
図
を
よ
む
／

地
図
を
よ
む　

物
語
時
空
論
』勉
誠
出
版
、二
〇
〇
一
年
、一
五
四
～
一
五
五
頁
）。

（
（6
） 

岡
部
明
日
香
氏
「『
源
氏
物
語
』
胡
蝶
卷
冒
頭
場
面
の
引
用
表
現
―
漢
詩
文
と
和

歌
的
世
界
の
交
錯
―
」（『
論
叢 

源
氏
物
語 
3　

引
用
と
想
像
力
』
新
典
社
、

二
〇
〇
一
年
）。

（
（7
） 

針
本
正
行
氏
「
少
女
巻
の
春
秋
論
」（『
平
安
女
流
文
学
の
研
究
』
桜
楓
社
、

一
九
九
二
年
、
三
三
九
頁
）。

（
（（
） 

同
注
（
（7
）
針
本
氏
論
文
。

（
（（
） 

秋
好
が
、「
秋
を
好
む
」
と
さ
れ
る
の
は
、「
薄
雲
」
巻
光
源
氏
が
秋
好
に
春
秋
の

優
劣
の
話
題
を
唐
突
に
も
ち
か
け
た
場
面
に
由
来
す
る
。
藤
壺
が
崩
御
し
た
年
の

秋
、
光
源
氏
が
秋
好
に
、
春
と
秋
、
ど
ち
ら
の
季
節
を
好
む
の
か
と
問
い
か
け
た

と
こ
ろ
、「
ま
し
て
い
か
が
思
ひ
分
き
は
べ
ら
む
。
げ
に
い
つ
と
な
き
中
に
、
あ

や
し
と
聞
き
し
夕
こ
そ
、
は
か
な
う
消
え
た
ま
ひ
に
し
露
の
よ
す
が
に
も
思
ひ
た

ま
へ
ら
れ
ぬ
べ
け
れ
」（「
薄
雲
」
㈡
―
四
六
二
頁
）
と
、
春
秋
の
優
劣
を
定
め
る

こ
と
は
難
し
い
と
断
っ
た
う
え
で
、
母
、
六
条
御
息
所
が
亡
く
な
っ
た
秋
の
季
節

に
縁
が
あ
る
、
と
明
か
し
て
い
た
。
一
方
、
紫
の
上
は
「
薄
雲
」
巻
の
春
秋
争
い

に
直
接
関
与
せ
ず
、
彼
女
に
は
春
の
女
性
と
し
て
の
自
覚
が
芽
生
え
て
い
な
か
っ

た
。

（
50
） 

六
条
院
が
落
成
し
て
人
々
が
移
り
住
む
場
面
に
は
、「
こ
の
町
々
の
中
の
隔
て
に

は
、
塀
ど
も
廊
な
ど
を
、
と
か
く
行
き
通
は
し
て
、
け
近
く
を
か
し
き
間
し
な
し

た
ま
へ
り
」（「
少
女
」
㈢
―
八
一
頁
）
と
あ
り
、
光
源
氏
は
、
六
条
院
に
住
ま
う

女
性
た
ち
の
交
流
を
円
滑
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
、
六
条
院
を
造
営
し
た
。

（
5（
） 

山
田
利
博
氏
「
秋
好
中
宮
論
―
そ
の
機
能
的
側
面
に
つ
い
て
の
考
察
―
」（『
宮
崎

大
学
教
育
学
部
紀
要 

人
文
科
学
』
第
八
三
号
、
一
九
九
七
年
九
月
、
七
頁
（
一

～
一
五
頁
））。

（
5（
） 

同
注
（
（6
）
岡
部
氏
論
文
、
一
九
〇
頁
。
岡
部
氏
は
、「
光
源
氏
の
願
っ
た
女
君

達
と
の
理
想
の
生
活
が
、
神
仙
境
で
の
常
春
の
風
景
に
表
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
を
相
対
化
し
、
現
実
の
四
季
の
営
み
の
春
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
秋
好
中
宮
の

視
線
は
、
彼
女
自
身
が
意
識
し
な
く
と
も
、
光
源
氏
の
理
想
の
特
異
性
と
そ
こ
に

潜
む
矛
盾
を
鋭
く
突
い
て
い
る
」
と
論
じ
る
。

（
53
） 

髙
木
和
子
氏「
儀
礼
の
歌
に
お
け
る
私
情
―
朱
雀
院
と
秋
好
中
宮
の
贈
答
歌
」（『
源

氏
物
語
再
考
―
長
編
化
の
方
法
と
物
語
の
深
化
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
、

二
一
七
頁
）。

（
5（
） 

紫
の
上
が
、
光
源
氏
以
外
の
人
間
に
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
時
、
秋

好
へ
の
手
紙
の
遣
い
と
し
て
夕
霧
が
登
場
し
た
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
（「
胡
蝶
」

㈢
―
一
七
二
頁
）。
こ
の
後
、
夕
霧
は
か
の
「
野
分
」
の
日
に
、
紫
の
上
を
垣
間

見
て
、「
春
の
曙
の
霞
の
間
よ
り
、
お
も
し
ろ
き
樺
桜
の
咲
き
乱
れ
た
る
を
見
る

心
地
」（「
野
分
」
㈢
―
二
六
五
頁
）
で
あ
る
と
評
価
、
認
め
ら
れ
る
。「
胡
蝶
」

巻
の
季
御
読
経
の
場
面
に
お
い
て
、紫
の
上
が
秋
好
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
、ま
た
、

視
点
人
物
の
夕
霧
が
こ
こ
に
登
場
し
た
こ
と
は
、
こ
の
先
、
玉
鬘
や
明
石
の
君
と

い
っ
た
六
条
院
世
界
の
女
君
た
ち
と
比
べ
ら
れ
、
評
価
さ
れ
て
い
く
中
で
、
紫
の

上
が
自
分
の
存
在
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
か
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
令
和
二
年
度
國
學
院
大
學
國
文
學
會
一
月
例
会
で
の
口
頭
発
表
を

も
と
に
執
筆
し
ま
し
た
。
発
表
時
に
ご
教
示
戴
き
ま
し
た
先
生
方
に
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。


