
能要
旨
能
《
源
氏
供
養
》
は
『
源
氏
供
養
草
子
」
を
典
拠
と
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
《
源
氏
供
養
》
は
石
山
寺
を
供
養
の
舞

台
と
し
、
ま
た
供
養
の
依
頼
者
で
あ
る
紫
式
部
が
実
は
石
山
の
観
音
で
あ
っ
た
と
い
う
大
き
な
相
違
を
有
す
る
。
本
稿
で
は
、
石
山
寺
と
い
う

紫
式
部
伝
承
の
磁
場
に
注
目
し
、
紫
式
部
が
観
音
の
化
身
で
あ
っ
た
と
す
る
言
説
や
、
源
氏
の
間
と
い
う
特
殊
な
宗
教
空
間
、
崇
拝
の
対
象
と

な
っ
た
で
あ
ろ
う
紫
式
部
画
像
、
そ
し
て
歌
人
達
の
紫
式
部
を
尊
崇
す
る
文
芸
行
為
を
通
し
て
、
石
山
寺
に
お
い
て
源
氏
供
養
が
な
さ
れ
て
い

た
可
能
性
を
追
究
し
、
《
源
氏
供
養
》
が
制
作
さ
れ
た
背
景
の
一
斑
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

八
源
氏
供
養
ｖ
制
作
の
背
景
ｌ
石
山
寺
に
お
け
る
紫
式
部
信
仰

小

林
健
二
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《
源
氏
供
養
》
は
、
「
糺
河
原
勧
進
猿
楽
日
記
』
に
よ
る
と
寛
正
五
年
（
一
四
六
Ｗ
）
四
月
五
日
の
勧
進
能
で
観
世
又
三
郎
が
演
じ
た
の

が
記
録
上
の
初
出
で
あ
り
、
十
五
世
紀
の
半
ば
に
は
成
立
し
て
い
た
能
で
あ
る
。
能
勢
朝
次
氏
の
「
演
能
曲
目
調
査
資
料
」
に
よ
る
と
慶

長
ま
で
に
五
○
回
の
演
能
記
録
が
見
え
、
室
町
期
を
通
じ
て
の
人
気
演
目
で
あ
っ
た
。
（
１
）
作
者
付
け
資
料
を
見
る
と
、
観
世
長
俊
の
直
談

を
吉
川
兼
将
が
編
し
た
大
永
四
年
（
一
五
二
四
）
奥
書
の
『
能
本
作
者
注
文
」
に
は
「
世
阿
弥
作
」
と
し
、
永
正
十
三
年
（
一
五
一
六
）

常
門
孫
川
郎
の
奥
書
を
有
す
る
金
春
系
作
者
付
「
自
家
伝
抄
」
で
は
「
世
阿
弥
作
」
「
禅
竹
作
（
但
し
異
作
と
と
重
出
す
る
も
の
の
、
す

で
に
先
学
が
述
べ
る
よ
う
に
世
阿
弥
や
禅
竹
の
作
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
作
者
に
つ
い
て
は
未
詳
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

そ
の
構
成
と
梗
概
を
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集
』
に
所
収
さ
れ
る
《
源
氏
供
養
》
の
前
付
け
に
従
っ
て
示
す
と
次
の
様
で
あ
る
。
（
２
）

１
ワ
キ
の
登
場
安
居
院
法
印
（
ワ
キ
）
と
従
僧
（
ワ
キ
連
）
が
石
山
寺
に
参
詣
す
る
。

２
シ
テ
・
ワ
キ
の
応
対
道
す
が
ら
里
の
女
（
シ
テ
）
が
忽
然
と
現
れ
、
法
印
に
源
氏
の
供
養
を
頼
み
、
自
分
が
紫
式
部
で
あ
る
こ
と

３
ア
イ
の
物
語
り
所
の
男
（
ア
イ
）
が
紫
式
部
の
こ
と
を
語
る
。

４
ワ
キ
の
侍
受
け
法
印
は
府
山
寺
で
源
氏
供
養
し
、
紫
式
部
の
菩
提
を
弔
お
う
と
す
る
が
、
半
信
半
疑
で
跨
踏
う
。

５
後
ジ
テ
の
登
場
紫
式
部
（
後
ジ
テ
）
が
舞
装
束
の
姿
で
恥
じ
ら
い
つ
、
登
場
す
る
。

６
ワ
キ
・
シ
テ
の
応
対
紫
式
部
は
素
性
を
明
か
し
、
法
印
は
源
氏
を
供
養
す
る
。

７
シ
テ
・
ワ
キ
の
応
対
紫
式
部
は
供
養
の
布
施
を
申
し
出
る
が
、
法
印
は
そ
れ
を
謝
絶
し
て
舞
を
所
望
す
る
。
紫
式
部
は
前
奏
舞

を
ほ
の
め
か
し
て
消
え
る
。

｜
は
じ
め
に
ｌ
《
源
氏
供
養
》
と
い
う
能
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８
シ
テ
の
語
り
舞
紫
式
部
は
『
源
氏
物
語
』
の
巻
名
を
織
り
込
ん
だ
源
氏
表
白
に
基
づ
く
観
無
常
欣
求
浄
土
の
曲
舞
を
舞
う
。

９
シ
テ
の
詠
嘆
紫
式
部
は
回
向
の
力
を
頼
み
、
無
常
の
世
を
詠
嘆
す
る
。

Ⅲ
結
語
紫
式
部
は
石
山
観
音
の
再
誕
で
あ
り
、
源
氏
物
語
は
無
常
告
知
の
方
便
で
あ
る
と
告
げ
る
。

右
の
よ
う
に
全
十
段
か
ら
成
る
が
、
構
成
の
頂
点
は
『
源
氏
物
語
」
の
巻
名
を
織
り
込
ん
だ
源
氏
表
白
の
曲
舞
を
歌
い
舞
う
第
８
段
に

な
ろ
う
。
源
氏
表
白
の
曲
舞
こ
そ
が
本
曲
の
中
心
で
あ
り
、
見
せ
所
と
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
ワ
キ
の
安
居
院
法
印
は
、
本
説
と
な
る
「
源

削
氏
供
養
草
子
」
に
よ
る
と
、
安
居
院
聖
覚
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
聖
覚
（
仁
安
二
年
〈
二
六
七
〉
～
嘉
禎
一
兀
年
〈
一
一
三
五
〉
）
は
澄

部式
憲
の
息
で
、
父
の
拓
い
た
唱
導
説
法
の
道
を
嗣
い
で
名
手
と
い
わ
れ
、
『
源
氏
表
白
』
の
作
者
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
「
源
氏
表
白
』
は

紫渇
源
氏
供
養
の
際
に
唱
え
ら
れ
た
も
の
で
、
『
源
氏
物
語
』
の
巻
名
を
織
り
込
ん
だ
仮
名
文
の
表
白
文
で
あ
る
。

お
こ
れ
ま
で
の
《
源
氏
供
養
》
の
研
究
と
し
て
は
、
小
西
甚
一
氏
「
作
品
研
究
「
源
氏
供
養
上
が
あ
り
、
「
本
曲
が
『
源
氏
物
語
』
の
表

に峅
白
を
典
拠
と
し
て
構
想
さ
れ
た
の
は
、
疑
い
の
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
」
と
、
そ
の
典
拠
と
し
て
「
源
氏
表
白
』
で
あ
る
こ
と
を
確
認
さ
れ
た
。

甜
（
３
）
そ
の
後
、
伊
藤
正
義
氏
は
「
《
源
氏
供
養
》
解
題
」
に
お
い
て
、

皇
扉

北
月

《
源
氏
供
養
》
が
こ
の
「
源
氏
物
語
表
白
』
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
と
す
る
の
は
、
『
謡
曲
拾
葉
抄
」
以
来
の
通
説
で
あ
る
。
た
し
か

の作

に
本
曲
の
ク
セ
は
、
『
源
氏
表
白
』
を
抄
出
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
と
『
源
氏
表
白
」
が
一
曲

制

の
構
想
上
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
同
一
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
結
論
を
先
に
す
れ
ば
、
《
源
氏
供
養
》
の
直
接
的

；養供

典
拠
と
し
て
は
、
南
北
朝
に
は
成
立
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
て
い
る
「
源
氏
供
養
草
子
」
を
比
定
し
た
い
。
（
４
）

氏源く
と
、
よ
り
直
接
的
な
典
拠
と
し
て
『
源
氏
供
養
草
子
』
を
提
示
さ
れ
た
。
そ
の
梗
概
を
赤
木
文
庫
旧
蔵
甲
本
に
よ
っ
て
次
に
示
そ
う
。

能

三
月
中
旬
の
こ
ろ
、
安
居
院
の
聖
覚
が
縁
行
道
し
て
い
る
と
、
貴
く
美
し
い
女
房
と
尼
君
と
が
訪
れ
、
出
家
し
た
も
の
の
一
源
氏
物
語
』

を
舞
う
。
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伊
藤
氏
の
『
源
庁

も
事
実
で
あ
る
。

給
へ
、
供
養
お
は
り
ぬ
れ
は
、
か
ね
う
均
、
〔
プ
奥
や
と
り
の
け
ぬ
（
６
）

と
、
供
養
が
終
わ
っ
た
後
に
鐘
を
打
ち
、
経
典
を
置
い
た
机
を
取
り
除
く
こ
と
を
受
け
て
の
表
現
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

伊
藤
氏
の
『
源
氏
供
養
草
子
』
典
拠
説
は
首
肯
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
両
者
を
比
べ
る
と
な
お
次
の
よ
う
な
重
要
な
相
違
点
が
あ
る
こ
と

け
給
へ
と
も
ろ
と
も
に
鋼
州
側
副
料
引
ｕ
ｄ
ｌ
回
刷
測
剃
刻
削
胤
澗
河
川
劇
（
５
）

と
鐘
を
打
ち
鳴
ら
し
て
供
養
を
終
え
る
と
こ
ろ
は
、
物
語
草
子
で
尼
公
が
「
か
ね
う
ち
な
ら
し
て
」
と
打
鐘
を
再
三
請
う
こ
と
と
、
さ
ら
に
、

か
れ
も
、
夢
の
う
き
は
し
の
所
な
り
、
あ
さ
な
ゆ
ふ
な
に
、
来
迎
引
接
を
、
ね
か
ひ
わ
た
る
へ
し
、
南
無
西
方
極
楽
弥
陀
善
逝
、
ね

か
は
く
は
、
証
言
き
、
よ
の
あ
や
ま
り
を
、
ひ
る
か
へ
し
て
、
紫
式
部
、
六
し
ゆ
の
苦
け
ん
を
、
す
ぐ
ひ
給
へ
、
南
無
一
乗
妙
典
、

当
来
た
う
し
弥
勒
慈
尊
、
て
ん
法
り
ん
の
、
え
ん
と
し
て
、
こ
れ
を
も
て
あ
そ
は
ん
人
、
こ
と
く
ノ
ー
、
安
養
の
浄
刹
に
、
む
か
へ

段
の
〔
ク
セ
〕
の
最
後
で
、

が
忘
れ
ら
れ
ず
、
そ
の
『
源
氏
物
語
』
を
料
紙
と
し
て
『
法
華
経
』
を
書
写
し
た
の
で
供
養
し
て
ほ
し
い
と
申
し
出
る
。
そ
こ
で
聖

覚
は
即
座
に
物
語
の
巻
名
を
織
り
込
ん
だ
『
源
氏
表
白
』
を
唱
え
て
供
養
し
た
の
で
、
尼
君
た
ち
は
喜
び
砂
金
百
両
を
包
ん
で
布
施

と
し
た
。
二
人
の
素
性
に
不
審
を
抱
い
た
聖
覚
が
帰
る
跡
を
付
け
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
尼
君
は
法
勝
寺
の
東
の
裏
、
草
川
あ
た
り
に
入

っ
て
い
っ
た
。
こ
の
後
、
他
の
諸
本
で
は
尼
君
の
素
性
を
「
中
関
白
の
娘
」
「
准
三
后
」
と
明
ら
か
に
す
る
。

右
の
「
源
氏
供
養
草
子
』
と
能
《
源
氏
供
養
》
を
並
べ
る
と
、
〈
安
居
院
聖
覚
の
も
と
に
曰
く
あ
り
げ
な
女
性
が
訪
れ
「
源
氏
物
語
」
の

供
養
を
依
頼
し
、
聖
覚
は
そ
れ
に
応
え
て
供
養
を
す
る
〉
と
い
う
基
本
的
な
構
造
は
共
通
す
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
さ
ら
に
、
能
の
第
８

▽
源
氏
供
養
を
行
う
場
所
が
、
草
子
で
は
聖
覚
居
宅
の
持
仏
堂
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
能
で
は
聖
覚
が
石
山
寺
に
参
詣
し
て
、
そ
こ
で

夢
の
浮
橋
を
う
ち
渡
り
身
の
来
迎
を
願
ふ
く
し
南
無
や
西
方
弥
陀
如
来
狂
言
綺
語
を
ふ
り
捨
て
て
紫
式
部
が
後
の
世
を
肋

へ

6
匹－コ
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能《源氏供養》制作の背景一ｲT山寺における紫式部信仰

ま
ず
は
能
の
典
拠
と
さ
れ
た
『
源
氏
供
養
草
子
』
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。
『
源
氏
供
養
草
子
」
の
伝
本
は
、
松
本
隆
信
氏
・
徳
江

元
正
氏
な
ど
に
よ
り
早
く
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
た
が
、
伊
藤
正
義
氏
が
能
の
典
拠
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
以
降
も
、
廣
田
収
氏
・
伊
藤
慎
吾
氏
．

恋
田
知
子
氏
に
よ
っ
て
新
し
い
伝
本
が
加
え
ら
れ
、
現
在
次
の
九
本
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
諸
本
の
位
置
づ
け
を
行
っ
て
お
く

と
一
曲
を
結
ぶ
よ
う
に
、
供
養
の
依
頼
者
で
あ
る
紫
式
部
が
、
実
は
石
山
の
観
音
で
あ
っ
た
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
”
つ
ま
り
は
石
山

寺
に
お
け
る
観
音
と
紫
式
部
が
一
体
で
あ
る
と
す
る
観
音
信
仰
が
背
景
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
点
に
注
目
し

て
、
《
源
氏
供
養
》
が
制
作
さ
れ
た
背
景
に
石
山
寺
に
お
け
る
紫
式
部
に
対
す
る
信
仰
が
あ
り
、
そ
れ
を
儀
礼
化
し
た
源
氏
供
養
の
法
会
が

あ
っ
た
可
能
性
を
考
察
し
た
い
。

と
、
終
曲
に
お
い
て
、

供
養
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
石
山
寺
が
供
養
の
場
と
な
る
こ
と
。

▽
源
氏
の
供
養
を
依
頼
す
る
の
が
、
草
子
で
は
読
者
で
あ
る
尼
君
で
あ
る
の
に
、
能
で
は
物
語
の
作
者
で
あ
る
紫
式
部
で
あ
り
、
実
は
石

山
の
観
音
で
あ
っ
た
と
す
る
。
紫
式
部
が
石
山
観
音
の
化
身
で
あ
る
こ
と
。

他
に
も
細
々
と
し
た
相
違
は
見
出
さ
れ
る
が
、
突
き
詰
め
る
と
一
番
の
違
い
は
右
の
よ
う
に
供
養
の
場
が
石
山
寺
で
あ
る
と
い
う
こ
と

り よ
く
よ
く
物
を
案
ず
る
に
よ
く
よ
く
物
を
案
ず
る
に
紫
式
部
と
申
す
は
か
の
石
山
の
観
世
音
仮
り
に
こ
の
世
に
現
れ
て
か
か
る

源
氏
の
物
語
こ
れ
も
思
へ
ば
夢
の
世
と
人
に
知
ら
せ
ん
御
方
便
げ
に
有
難
き
誓
ひ
か
な
恩
へ
ぱ
夢
の
浮
橋
も
夢
の
間
の
言
葉
な

二
『
源
氏
供
養
草
子
』
の
諸
本
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⑨
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
本
、
大
永
元
年
（
一
五
二
二
写
、
一
冊
。
外
題
「
源
氏
供
養
」
。
本
文
十
丁
。
勧
修
寺
、
並
び
に
田
中
讓
氏

可
斗
陸
し
稠
○
（
Ｍ
）

⑧
天
理
図
書
館
蔵
本
、
一
冊
。
『
国
籍
類
書
』
第
二
一
八
冊
。
元
和
・
寛
永
頃
の
写
。
外
題
「
源
氏
供
養
双
紙
」
。
本
文
三
十
九
丁
。
（
哩

⑦
赤
木
文
庫
旧
蔵
乙
本
、
絵
巻
一
軸
。
酒
井
抱
一
旧
蔵
。
外
題
「
源
氏
供
養
物
語
」
。
絵
四
図
。
箱
書
「
絵
訶
尊
鎮
法
親
王
真
跡
」
。
（
里

①
赤
木
文
庫
旧
蔵
甲
本
、
一
軸
。
伝
後
崇
光
院
筆
（
極
札
有
）
。
外
題
な
し
。
内
題
「
源
氏
供
養
」
。
絵
巻
か
ら
の
転
写
本
。
（
７
）

②
藤
井
隆
氏
蔵
本
、
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
写
、
一
冊
。
後
補
題
筆
「
源
氏
供
養
の
さ
う
し
／
付
源
氏
表
白
」
。
内
題
「
源
氏
表
白
」
・

本
文
七
丁
。
仮
名
表
白
と
合
綴
。
（
８
）

③
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
甲
本
、
桂
宮
本
。
一
冊
。
霊
元
天
皇
辰
筆
。
外
題
「
源
氏
物
語
表
白
聖
覚
作
」
。
本
文
九
丁
。
（
９
）

④
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
乙
本
、
桂
宮
本
。
一
冊
。
外
題
「
源
氏
供
養
草
子
」
。
内
題
「
源
氏
く
や
う
の
さ
う
し
」
。
本
文
八
丁
。
③
と
ほ
ぼ
同
文
。

⑤
実
相
院
蔵
本
、
一
冊
。
外
題
・
内
題
な
し
。
本
文
九
丁
。
ｎ
）

⑥
島
原
図
書
館
松
平
文
庫
蔵
本
、
一
冊
。
外
題
「
源
氏
不
審
抄
」
。
本
文
八
丁
。
（
、
）

以
上
、
Ａ
～
Ｄ
の
四
系
統
に
分
類
さ
れ
、
中
で
も
Ａ
系
統
の
伝
本
が
六
本
と
多
く
、
こ
の
系
統
が
優
勢
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
る
。

最
古
本
は
①
の
伝
後
崇
光
院
筆
の
赤
木
文
庫
旧
蔵
甲
本
だ
が
、
極
札
に
記
さ
れ
る
後
崇
光
院
筆
に
確
証
は
な
い
。
現
在
は
行
方
不
明
で
実

［
Ｄ
系
統
］

［
Ｃ
系
統
］

［
Ｂ
系
統
］

こ
と
は
、
坐

［
Ａ
系
統
］

旧
蔵
。

能
と
の
関
係
を
探
る
う
え
で
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
諸
先
学
の
説
を
勘
案
し
て
系
統
別
に
示
す
と
次
の
様
で
あ
る
。
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能《源氏供養》 仰信

つ
ぜ
ん
と
し
て
う

部式
の
宮
と
そ
申
け
れ

紫る

ほ
し
菩
提
を
そ
と

けお

を
供
養
し
給
ふ
と

に塒
と
、
聖
覚
が
供
養
を
依

甜
注
目
す
べ
き
は
Ｄ
系

呈
皐背

最
も
古
く
、
恋
田
知
子

の帷
が
か
な
り
の
分
量
で
説

帝

見
で
き
な
い
が
、
『
室
町
時
代
物
語
大
成
」
の
口
絵
写
真
か
ら
の
印
象
で
は
室
町
期
の
写
本
と
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
が
絵

巻
の
訶
書
を
転
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
早
く
か
ら
こ
の
物
語
が
絵
を
伴
っ
て
書
写
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
点
で
も
興
味
深
い
。
（
嘔
）

Ｂ
系
統
の
赤
木
文
庫
乙
本
は
挿
絵
四
図
を
有
す
る
絵
巻
で
、
源
氏
供
養
の
後
に
、
尼
君
は
聖
覚
を
頻
繁
に
召
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
浮
き

名
が
立
っ
た
と
い
う
尾
鰭
が
付
き
、
さ
ら
に
一
行
阿
闇
梨
の
説
話
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
Ａ
系
統
を
も
と
に
よ
り
話
が
増
幅
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
物
語
化
が
な
さ
れ
た
も
の
が
Ｃ
系
統
の
国
籍
類
吉
本
で
あ
り
、
供
養
の
後
に
、

お
た
ま
き
に
は
り
を
つ
く
る
ご
と
く
に
あ
と
を
ひ
か
へ
て
ゆ
く
程
に
…
…
お
ん
じ
や
う
じ
の
ひ
か
し
ふ
る
き
や
し
ろ
の
ま
へ
に
て
こ

つ
ぜ
ん
と
し
て
う
せ
給
ふ
き
い
の
お
も
ひ
を
な
し
か
た
は
ら
に
た
ち
よ
り
あ
る
人
に
此
あ
り
さ
ま
を
と
ひ
け
れ
は
こ
れ
は
し
ゆ
く
う

と
、
聖
覚
が
供
養
を
依
頼
し
た
女
性
を
紫
式
部
の
亡
霊
か
と
疑
う
と
こ
ろ
な
ど
、
能
を
踏
ま
え
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

注
目
す
べ
き
は
Ｄ
系
統
の
歴
博
本
で
あ
る
。
大
永
元
年
（
一
五
二
二
の
書
写
奥
書
を
有
し
、
年
記
を
持
つ
も
の
で
は
現
存
本
の
中
で

最
も
古
く
、
恋
田
知
子
氏
が
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
物
語
の
展
開
は
他
本
と
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
植
物
・
器
物
に
対
す
る
供
養
の
様
相

が
か
な
り
の
分
量
で
説
か
れ
る
こ
と
、
天
台
談
義
所
で
あ
る
成
菩
提
院
二
世
慶
舜
作
の
「
三
十
六
人
歌
仙
開
眼
供
養
表
白
』
な
ら
び
に
伝

聖
徳
太
子
作
の
『
明
法
抄
・
孔
子
論
』
と
合
写
さ
れ
る
こ
と
、
勧
修
寺
と
い
う
寺
院
に
伝
来
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
唱
導
色
が
極
め
て
濃

い
伝
本
で
あ
る
。
（
Ｕ
歴
博
本
で
重
視
す
べ
き
は
、
小
峯
和
明
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
他
の
諸
本
で
は
法
会
を
略
し
て
表
白
が
唱
え
ら

れ
る
の
に
対
し
て
、
源
氏
供
養
の
法
会
の
一
環
と
し
て
唱
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
小
峯
氏
は
「
法
会
文
芸
と
し
て
の
源

氏
供
養
ｌ
表
白
か
ら
物
語
へ
」
に
お
い
て
、

を
供
養
し
給
ふ
と
か
や
応
）

ほ
し
菩
提
を
そ
と
ひ
給
ひ
け
る

ほ
う
ゐ
ん
聞
召
さ
て
は
い
に
し

さ
て
は
い
し
山
の
観
世
音
せ
い
か
く
け
ん
し
給
ひ
し
ゆ
し
や
う
さ
い
と
の
た
め
に
ほ
け
き
や
う
一５

の
む
ら
さ
き
式
部
の
ぱ
う
れ
い
や
ら
ん
と
の
た
ま
い
い
よ
ｊ
、
あ
は
れ
を
も
よ
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【
紫
式
部
堕
地
獄
と
源
氏
供
養
の
伝
説
】

源
氏
供
養
、
す
な
わ
ち
『
源
氏
物
語
』
を
供
養
す
る
と
い
う
宗
教
行
為
の
根
底
に
は
、
物
語
の
作
者
で
あ
る
紫
式
部
が
妄
語
戒
を
犯
し

た
罪
に
よ
り
地
獄
に
堕
ち
た
と
す
る
、
紫
式
部
堕
地
獄
の
思
想
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
早
く
は
平
康
頼
の
書
い
た
『
宝
物
集
』

「
三
礼
法
則
な
ど
を
ぱ
略
し
給
ひ
た
り
き
。
凡
皆
成
仏
道
の
妙
理
龍
女
得
道
の
法
門
、
細
々
と
釈
し
給
ひ
た
り
け
る
。
提
婆
品
の
讃
談

に
い
た
っ
て
、
尼
御
前
も
狭
を
し
ぼ
り
、
女
房
も
涙
を
流
し
給
へ
り
。
〈
略
〉
鷲
峯
説
法
の
春
の
花
は
五
障
三
従
の
霞
に
ほ
こ
ろ
び
、

龍
女
成
道
の
秋
の
月
は
十
如
実
相
」
云
々
と
法
会
の
次
第
が
描
か
れ
、
聖
覚
と
女
房
と
が
歌
の
贈
答
を
交
わ
し
、
「
施
主
段
」
が
浪
々

と
語
ら
れ
、
源
氏
巻
名
を
織
り
込
ん
だ
句
が
展
開
さ
れ
る
。
赤
木
本
な
ど
で
は
、
「
三
礼
以
下
、
常
の
事
な
れ
ば
」
「
三
礼
し
て
け
ひ

う
ち
な
ら
し
て
」
と
あ
る
だ
け
で
、
す
ぐ
に
源
氏
巻
名
句
に
移
る
が
、
歴
博
本
で
は
、
法
会
の
法
則
次
第
が
た
ど
ら
れ
、
源
氏
巻
名

句
は
「
施
主
段
」
の
一
環
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
法
会
の
次
第
に
即
し
て
叙
述
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
（
翌

と
、
法
会
の
次
第
の
中
で
表
白
が
唱
え
ら
れ
、
よ
り
法
会
の
実
態
に
則
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味

で
は
歴
博
本
は
「
源
氏
供
養
草
子
』
の
本
来
の
姿
を
伝
え
て
い
る
可
能
性
を
有
し
て
お
り
、
他
の
諸
本
と
は
一
線
を
画
せ
る
と
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
諸
本
の
展
開
を
考
え
る
際
に
、
歴
博
本
か
ら
Ａ
系
統
、
さ
ら
に
Ｂ
系
統
、
さ
ら
に
Ｃ
系
統
へ
と
位
置
づ
け
る
こ
と

は
な
お
も
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
私
案
に
よ
る
一
応
の
分
類
を
示
す
と
、
歴
博
本
を
Ｉ
類
と
し
、
他
本
す
べ
て
を
Ⅱ
類
と
分
け
て
伝

本
整
理
を
す
べ
き
と
考
え
る
。
と
も
あ
れ
、
本
題
か
ら
ず
れ
る
の
で
、
能
作
者
が
ど
の
伝
本
に
拠
っ
た
か
も
含
め
て
、
詳
し
く
は
別
稿
で

論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

三
石
山
寺
に
お
け
る
紫
式
部
伝
承
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能《源氏供養》 制作の背景一石山寺における紫式部信仰

巻と
－産矛、

と
、
こ
れ
も
傍
線
に
あ
る
ご
と
く
、
夢
の
中
に
式
部
が
虚
言
故
に
地
獄
へ
堕
ち
た
苦
し
み
を
訴
え
、
複
数
の
歌
人
達
が
「
源
氏
物
語
」
の

巻
名
を
織
り
込
ん
だ
和
歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
紫
式
部
を
供
養
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
物
語
が
作
ら
れ
て
二
百
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
、
作
者
の
紫
式
部
が
地
獄
に
堕
ち
た
説
が
起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、

一
方
で
は
、
こ
れ
ほ
ど
優
れ
た
物
語
を
書
い
た
式
部
は
、
た
だ
人
で
は
な
く
観
音
の
化
身
で
あ
ろ
う
と
い
う
二
律
背
反
し
た
思
想
も
起
こ

っ
て
く
る
。
平
安
時
代
末
の
嘉
応
二
年
（
二
七
○
）
以
降
に
書
か
れ
た
「
今
鏡
』
の
「
作
り
物
語
の
行
方
」
に
は
、
『
源
氏
物
語
』
を
書

い
た
紫
式
部
が
妄
語
戒
に
よ
っ
て
地
獄
に
堕
ち
た
と
す
る
説
の
反
論
と
し
て
、

こ
の
世
の
こ
と
だ
に
知
り
が
た
：
侍
れ
ど
も
、
唐
土
に
白
楽
天
と
申
け
る
人
は
、
七
十
の
巻
物
作
り
て
、
こ
と
ば
を
い
ろ
へ
、
た
と

夢
に
み
え
た
り
け
り
と
て
、
歌
よ
み
ど
も
の
よ
り
あ
ひ
て
、
一
日
経
か
き
て
、
供
養
し
け
る
は
、
お
ぼ
え
給
ふ
ら
ん
も
の
を
。
（
坦

と
あ
っ
て
、
十
二
世
紀
に
は
紫
式
部
が
夢
の
中
で
堕
地
獄
の
苦
患
を
訴
え
、
歌
人
達
が
集
ま
っ
て
経
（
法
華
経
で
あ
ろ
う
）
を
書
写
し
て

供
養
を
し
た
こ
と
が
見
え
、
十
三
世
紀
半
ば
に
藤
原
信
実
が
編
ん
だ
「
今
物
語
』
に
は
、

あ
る
人
の
夢
に
、
そ
の
正
体
も
な
き
も
の
、
影
の
や
う
な
る
が
み
え
け
る
を
、
「
あ
れ
は
な
に
人
ぞ
」
と
た
づ
ね
け
れ
ば
、
「
紫
式
部

巻
第
五
に
、

た
し
。
源
氏
の
物
語
の
名
を
具
し
て
、
な
も
あ
み
だ
仏
と
い
ふ
奇
を
、
巻
ご
と
に
人
ノ
ー
に
よ
ま
せ
て
、
わ
が
く
る
し
み
を
と
ぶ
ら

ひ
た
ま
へ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
「
い
か
や
う
に
よ
む
べ
き
に
か
」
と
尋
ね
け
る
に
、

き
り
つ
ぼ
に
ま
よ
は
ん
や
み
も
は
る
ば
か
り
な
も
あ
み
だ
仏
と
つ
ね
に
い
は
な
ん

少
一
蜜
．
、
勺
ト
ク
牛
‘
ノ
ー
リ
○
（
犯
）

と
ぞ
い
ひ
け
る
。

ち
か
く
は
、

』
仁
Ｌ
、
ｉ
ｌ
Ｌ
〆
切
〃

、
人
の
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と
あ
る
の
が
そ
れ
で
、
唐
の
白
楽
天
が
文
殊
の
化
身
で
あ
る
こ
と
を
引
き
合
い
に
し
て
、
『
源
氏
物
語
』
の
執
筆
は
、
妙
音
観
音
が
仏
法
を

説
い
て
人
々
を
導
く
た
め
に
女
人
と
な
っ
て
現
れ
た
と
論
じ
る
の
で
あ
る
＄
そ
し
て
、
観
音
化
身
説
か
ら
の
連
想
で
あ
ろ
う
か
、
紫
式
部

が
観
音
菩
薩
を
本
尊
と
す
る
石
山
寺
で
こ
の
物
語
を
書
い
た
と
す
る
説
も
早
い
こ
ろ
か
ら
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
鎌
倉
時
代
後

期
の
永
仁
三
年
（
一
二
九
五
）
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
『
野
守
鏡
』
上
に
は
、
「
源
氏
物
語
も
、
紫
式
部
い
の
り
申
し
け
る
に
よ
り
て
、
石
山

の
観
音
其
風
情
を
し
め
し
給
ひ
け
る
と
な
む
、
申
し
っ
た
へ
て
侍
る
」
（
翌
と
、
紫
式
部
が
石
山
の
観
音
に
祈
念
し
た
利
生
に
よ
り
物
語
が

成
就
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
阿
仏
尼
は
『
庭
の
訓
』
で
、
「
人
丸
赤
人
が
跡
を
も
尋
ね
、
紫
式
部
が
石
山
の
浪
に
浮
べ
る
影
を
見

て
、
浮
舟
の
君
の
法
の
師
に
逢
ふ
迄
こ
そ
難
く
と
も
、
月
の
色
花
の
匂
も
思
し
と
ど
め
て
、
埋
れ
、
言
ふ
甲
斐
無
き
御
様
な
ら
で
、
か
ま

へ
て
歌
詠
ま
せ
ま
し
ま
し
候
へ
」
（
翌
と
、
石
山
寺
で
の
物
語
創
作
を
灰
め
か
す
表
現
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
物
語
中
の
登
場
人
物
を
系
図
の
形
で
整
理
し
て
書
き
示
し
た
『
源
氏
物
語
古
系
図
』
の
中
で
増
補
系
と
さ
れ
る
『
伝
為
氏
本
源

氏
古
系
図
』
序
の
部
分
に
「
源
氏
物
語
の
お
こ
り
」
と
し
て
、

源
氏
の
物
語
の
お
こ
り
は
村
上
の
御
む
す
め
選
子
上
東
門
院
に
御
消
息
あ
り
て
春
の
日
の
つ
れ
ノ
ー
に
侍
る
に
さ
る
へ
き
物
語
給
は

ら
ん
と
申
さ
せ
給
へ
る
に
女
院
式
部
越
前
守
為
時
女
を
め
し
て
い
か
な
る
を
か
ま
い
ら
す
へ
き
と
お
ほ
せ
ら
れ
あ
は
す
る
に
式
部
が

申
さ
く
落
窪
岩
屋
な
と
は
め
つ
ら
し
け
な
く
や
あ
た
ら
し
く
い
て
、
御
覧
せ
さ
せ
た
ま
ひ
た
ら
ん
は
申
さ
せ
給
た
る
か
ひ
侍
り
な
ん

と
申
す
に
さ
ら
は
お
も
ひ
は
か
ら
ひ
て
さ
も
つ
く
り
い
て
、
む
や
と
仰
ら
れ
け
れ
は
こ
、
ろ
み
に
も
し
や
と
て
石
山
に
ま
う
て
、
い

ひ
を
と
り
て
、
人
の
心
を
す
、
め
給
へ
り
な
ど
聞
え
給
も
、
文
殊
の
化
身
と
こ
そ
樫

を
作
り
出
し
給
て
、
説
き
置
き
給
へ
る
は
、
こ
と
に
虚
妄
な
ら
ず
と
こ
そ
は
侍
れ
。

こ
そ
、
人
を
道
引
給
な
れ
、
な
ど
い
へ
ば
、

へ

21
ー

文
殊
の
化
身
と
こ
そ
は
申
め
れ
。
仏
も
書
嶮
経
な
ど
い
ひ
て
、
な
き
事

女
の
御
身
に
て
、
さ
ば
か
り
の
こ
と
を
作
り
給

日
三
十
／
＋
し
リ
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識
著
『
河
海
抄
』
に
は

供氏
此
物
語
の
起
こ

源

よ
り
な
れ
た
て

く能 制作の背景一石山寺における紫式部信仰

と 釈よ
書 こ う

、

と
、
紫
式
部
が
石
山
寺
の
観
音
に
祈
念
し
て
湖
水
に
映
る
月
影
を
見
て
物
語
を
書
き
起
こ
し
た
と
い
う
、
物
語
起
筆
説
も
語
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。
（
妬
）
右
の
説
は
室
町
時
代
初
期
に
作
ら
れ
た
「
源
氏
物
語
』
の
梗
概
害
で
あ
る
『
源
氏
大
鏡
』
序
の
「
物
語
の
お
こ
り
」
に
も
引

か
れ
る
説
で
、
（
※
）
部
分
に
「
天
台
六
十
巻
に
表
し
て
、
巻
の
か
ず
（
を
）
六
十
帖
に
さ
だ
め
、
巻
ご
と
に
名
を
か
へ
て
、
近
代
の
う
ち

に
め
づ
ら
し
く
も
や
さ
し
か
ら
ん
事
を
此
内
に
作
入
て
、
す
ゑ
の
世
に
つ
た
へ
ば
や
と
思
ふ
心
う
か
べ
る
」
弱
）
を
加
え
て
、
伝
え
ら
れ
る

此
物
語
の
起
こ
り
に
説
々
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
西
宮
左
大
臣
安
和
二
年
太
宰
権
帥
に
左
遷
せ
ら
れ
給
ひ
し
か
ば
、
藤
式
部
お
さ
な
く

よ
り
な
れ
た
て
ま
つ
り
て
思
ひ
な
げ
き
け
る
比
、
大
斎
院
（
選
子
内
親
王
）
よ
り
、
上
東
門
院
へ
め
づ
ら
か
な
る
草
子
や
侍
る
と
尋

申
さ
せ
給
け
る
に
、
う
つ
ほ
・
竹
と
り
や
う
の
古
物
か
た
り
は
め
な
れ
た
れ
ば
、
あ
た
ら
し
く
つ
く
り
い
だ
し
て
た
て
ま
つ
る
べ
き

紫
式
部
が
石
山
観
音
の
化
身
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
、
同
じ
く
南
北
朝
期
の
貞
治
年
間
初
頭
に
足
利
義
詮
に
献
上
さ
れ
た
四
辻
善
成

の
紫
式
部
が
観
音
の
化
身
で
あ
る
と
い
う
思
想
と
、
紫
式
部
は
石
山
寺
で
源
氏
物
語
を
執
筆
し
た
と
い
う
説
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
注

の
世
界
で
融
合
す
る
こ
と
に
な
る
。
南
北
朝
期
の
貞
治
元
年
（
一
三
六
四
）
に
河
内
方
で
あ
る
源
親
行
が
著
し
た
『
原
中
最
秘
紗
』
に
は
、

私
云
、
此
物
語
は
内
外
典
を
始
め
と
し
て
、
君
子
父
子
の
た
、
ず
ま
ひ
、
夫
婦
兄
弟
の
ま
じ
は
り
雲
霞
雪
月
の
あ
そ
び
詩
歌
管
弦
の

道
ま
で
も
か
き
の
こ
せ
る
事
な
き
か
。
凡
以
白
居
易
之
文
集
、
比
紫
式
部
源
氏
と
古
来
よ
り
申
伝
た
り
。
詞
の
優
艶
更
無
比
類
ゆ
へ
也
・

是
を
ま
な
び
ぱ
、
仁
義
徳
行
の
道
に
も
達
ぬ
く
し
。
こ
れ
を
た
し
な
ま
ば
菩
提
得
脱
の
た
よ
り
と
も
な
り
ぬ
く
し
。
ｕ
洲
洲
剰
凶
口
判

に つ
く
れ
り
と
て
紫
式
部
と
い
は
れ
た
り

め
り
年
す
に
八
月
十
五

ﾖ｜をま云世紫な
る

○
〃
叱
厩
噂
立
Ｅ
グ

へ
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け
る
ゆ
へ
に
よ
り
て
此
名
あ
り
。
武
蔵
野
の
義
也
と
も
い
へ
り
。
或
又
作
者
観
音
化
身
也
云
々
。

と
、
作
者
（
紫
式
部
）
が
観
音
の
化
身
で
あ
る
説
を
わ
ざ
わ
ざ
書
き
加
え
る
の
で
あ
る
。

時
代
は
下
る
が
、
天
文
二
十
四
年
（
一
五
五
五
）
に
三
条
西
公
条
が
著
し
た
『
石
山
月
見
記
』
は
、
公
条
達
の
石
山
寺
で
の
観
月
を
伝

え
聞
い
た
天
竜
寺
の
江
心
承
董
が
贈
っ
た
一
文
を
載
せ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
、

洛
城
之
東
十
余
里
程
而
有
寺
、
日
石
山
廼
如
意
輪
観
音
堅
坐
之
霊
場
也
…
…
灰
聞
昔
紫
式
部
懇
祈
有
感
而
、
作
源
氏
五
十
四
帖
、
丁

三
五
佳
辰
而
、
始
筆
於
須
磨
之
巻
突
、
昭
謂
剣
訓
則
創
矧
剰
判
刑
司
創
矧
剰
剥
制
捌
劉
劉
訓
凹
、
弱
）

と
、
か
つ
て
紫
式
部
が
彼
の
地
で
「
源
氏
物
語
』
を
執
筆
し
た
こ
と
と
共
に
、
傍
線
部
の
よ
う
に
観
音
と
紫
式
部
の
一
体
説
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
時
代
は
下
っ
て
、
慶
長
七
年
（
一
六
○
二
）
に
近
衛
植
家
の
息
女
花
屋
玉
栄
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
源
氏
の
注
釈
害
『
玉

り
て
、
心
の
す
み
わ
た
る
ま
、
に
、
物
か
た
り
の
風
情
空
に
う
か
び
け
る
を
、
わ
す
れ
ぬ
さ
き
に
と
て
、
仏
前
に
有
り
け
る
大
般
若

の
料
紙
を
本
尊
に
申
し
う
け
て
、
ま
づ
す
ま
・
あ
か
し
の
両
巻
を
か
き
は
じ
め
け
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
須
磨
の
巻
に
こ
よ
ひ
は
十
五

夜
な
り
け
り
と
お
ぼ
し
い
で
、
、
と
は
侍
る
と
か
や
。
の
ち
に
罪
障
徴
悔
の
た
め
に
、
般
若
一
部
六
百
巻
を
み
づ
か
ら
か
き
て
奉
納

し
け
る
。
い
ま
に
彼
寺
に
あ
り
と
云
々
。
弱
）

と
、
石
山
寺
に
お
い
て
紫
式
部
が
「
源
氏
物
語
」
を
執
筆
し
た
経
緯
を
開
陳
し
、
さ
ら
に
、

…
…
或
説
云
一
条
院
の
御
め
の
と
こ
の
子
也
。
上
東
門
院
へ
ま
い
ら
せ
ら
る
、
と
て
我
ゆ
か
り
の
物
な
り
哀
と
思
食
せ
と
申
さ
せ
給

て
い
る
。
さ
《

栄
集
」
で
は
、

し
‐
《
’
１
）
、

な
に
を
わ
き
ま
ふ
る
事
も
な
く
、
ふ
つ
ほ
う
を
も
こ
、
ｚ

ん
よ
り
ひ
き
入
れ
て
、
ふ
つ
た
う
に
入
し
め
ん
た
め
に
、

式
部
に
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
石
山
寺
に
通
夜
し
て
こ
の
事
を
祈
り
申
け
る
に

ろ
が
け
ず
、
た
だ
五
よ
く
に
の
み
ぢ
や
く
し
て
、
ざ
い
ど
う
ふ
か
き
人
を
ゑ

い
し
や
ま
の
く
わ
ん
を
ん
女
人
に
む
ま
れ
、
む
ら
さ
き
し
き
ぶ
と
な
り
、

お
り
し
も
八
月
十
五
夜
の
月
湖
水
に
う
つ
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能《源氏供養》 Ｉ側
｛
「
石
山
寺
縁
起
』
の
畦

部式
紫
式
部
が
石
山
寺
一

紫脳
説
く
『
石
山
寺
縁
起
毎

期
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

寺山

紫
式
部
は
、
右
小

石

ら
ん
物
語
や
侍
っ

星
晁背

当
寺
に
七
か
日
垂

の作

と
り
あ
へ
い
程
』

制

と
、
衆
生
を
仏
法
に
引
き
入
れ
る
た
め
に
石
山
寺
の
観
音
が
紫
式
部
と
あ
ら
わ
れ
て
物
語
を
作
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
観
音
が
紫
式
部
に

化
身
し
て
衆
生
を
済
度
す
る
と
い
う
『
今
鏡
』
以
来
の
考
え
が
石
山
寺
を
核
と
し
て
存
続
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
る
。

以
上
、
こ
れ
ま
で
今
更
の
よ
う
に
周
知
の
資
料
を
あ
げ
て
、
紫
式
部
が
石
山
観
音
の
化
身
で
あ
る
説
と
、
石
山
寺
に
お
け
る
紫
式
部
の

「
源
氏
物
語
』
執
筆
説
を
見
て
き
た
の
は
、
中
世
に
お
い
て
石
山
寺
を
磁
場
と
し
て
そ
れ
ら
の
説
が
融
合
し
、
ま
た
伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
確
認
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

【
「
石
山
寺
縁
起
』
の
紫
式
部
伝
承
】

紫
式
部
が
石
山
寺
で
『
源
氏
物
語
』
を
執
筆
し
た
こ
と
、
な
ら
び
に
紫
式
部
は
観
音
の
化
身
で
あ
っ
た
と
す
る
説
は
石
山
寺
の
来
歴
を

く
『
石
山
寺
縁
起
絵
巻
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
『
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」
巻
四
に
記
さ
れ
る
紫
式
部
の
石
山
寺
に
お
け
る
物
語
起
筆
伝
承

こ
こ
に
記
さ
れ
る
内
容
は
『
河
海
抄
』
に
記
さ
れ
る
物
語
執
筆
の
伝
承
と
重
な
る
が
、
傍
線
を
施
し
た
よ
う
に
、
〈
紫
式
部
が
物
語
を
執

あ
り
き
と
ぞ
。

紫
式
部
は
、
右
少
弁
藤
原
為
時
朝
臣
が
女
、
上
東
門
院
の
女
房
に
て
侍
り
け
る
に
、
一
条
院
の
御
叔
母
、
選
子
内
親
王
よ
り
珍
し
か

ら
ん
物
語
や
侍
る
と
、
女
院
へ
申
さ
れ
た
り
け
る
を
、
式
部
に
仰
せ
ら
れ
て
、
作
ら
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
こ
の
事
を
祈
り
申
さ
む
と
て
、

当
寺
に
七
か
日
籠
り
侍
り
け
る
に
、
水
海
の
方
、
遙
々
と
見
渡
さ
れ
て
、
心
澄
み
て
様
々
の
風
情
、
眼
に
遮
り
、
心
に
浮
か
み
け
る
を
、

と
り
あ
へ
い
程
に
て
、
料
紙
な
ど
の
用
意
も
無
か
り
け
れ
ば
、
大
般
若
の
料
紙
の
内
陣
に
あ
り
け
る
を
、
心
の
中
に
本
尊
に
申
し
受

け
て
、
思
ひ
あ
へ
ぬ
風
情
を
書
き
続
け
け
る
。
彼
の
罪
障
熾
悔
の
為
に
、
大
般
若
経
を
一
部
害
き
て
、
奉
納
し
け
る
・
今
に
当
時
に

利
〕
釧
刎
矧
詞
“
割
引
刈
○
刈
刎
刎
姻
祠
訓
剤
‐
○
（
帥
）

局
と
て
、

観
音
の
化
身
と
も
申
し

此
の
物
語
書
き
け
る
所
を
ば
源
氏
の
間
と
名
付
け
て
、
其
の
所
変
わ
ら
李
皇
玉
冒
創
創
る

伝
え
侍
り
。

へ
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奉
納
し
け
る
・
今
に
当
時
に

。
彼
の
式
部
を
ぱ
日
本
紀
の
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杲
守
は
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
生
れ
で
至
徳
四
年
（
一
三
八
七
）
の
没
、
洞
院
公
賢
の
息
で
あ
る
。
文
学
史
の
面
で
は
至
徳
二
年

（
一
三
八
五
）
十
月
十
八
日
に
張
行
さ
れ
た
『
石
山
百
韻
』
の
連
衆
の
一
人
で
、
良
基
の
発
句
「
月
は
山
風
ぞ
し
ぐ
れ
に
に
ほ
の
海
」
の
脇
に
「
さ

ざ
波
さ
む
き
夜
こ
そ
ふ
け
ぬ
れ
」
を
付
け
る
な
ど
十
一
句
が
載
り
、
『
新
千
載
集
』
以
下
の
勅
撰
作
者
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
『
石
山
寺
絵
訶
』

と
『
石
山
寺
縁
起
絵
巻
』
に
お
け
る
巻
四
の
詞
害
の
当
該
部
分
を
比
べ
る
と
ほ
と
ん
ど
異
同
が
な
く
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
杲
守
以
前
か
ら

〈
紫
式
部
が
源
氏
の
問
で
物
語
を
執
筆
し
た
〉
と
い
う
寺
伝
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
源
氏
の
間
が
、
石
山
寺
に
お
い

て
源
氏
供
養
が
な
さ
れ
た
空
間
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
し
よ
う
。

筆
し
た
場
所
を
源
氏
の
間
と
名
付
け
て
今
も
あ
る
〉
と
、
説
い
て
い
る
の
は
縁
起
に
独
自
の
内
容
と
し
て
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
源
氏
の
間
は
現
在
で
も
石
山
寺
の
本
堂
に
あ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
縁
起
絵
巻
は
序
に
あ
た
る
部
分
か
ら
正
中
年
間
（
二
三
四
～
六
）
の
成
立
と
さ
れ
る
が
、
全
七
巻
が
制
作
時
の
原
形
を

保
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
巻
一
～
三
は
元
の
形
で
存
し
て
お
り
、
巻
五
が
そ
れ
に
次
い
で
古
態
を
有
し
、
巻
四
は
室
町
期
の
転
写
本
で
、

巻
六
・
七
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
転
写
本
と
い
う
よ
う
に
、
複
雑
な
構
成
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
問
題
の
紫
式
部
の
話
が
出
て

く
る
巻
四
は
後
の
転
写
本
な
の
で
あ
る
。
こ
の
巻
の
詞
害
は
三
条
西
実
隆
が
明
応
六
年
（
一
四
九
七
）
に
執
筆
し
た
こ
と
が
確
実
で
あ
り
、

絵
は
土
佐
光
信
か
周
辺
の
土
佐
家
絵
師
の
手
に
な
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
る
。
（
翌
と
す
る
と
、
右
の
紫
式
部
物
語
執
筆
の
説
も
、
果
た

し
て
実
隆
が
二
百
年
前
の
原
訶
書
を
写
し
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
新
し
く
取
り
入
れ
た
説
な
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
の
こ
と
に
関
し

て
は
梅
津
次
郎
氏
が
紹
介
さ
れ
た
『
石
山
寺
絵
訶
』
の
出
現
で
解
決
す
る
こ
と
と
な
っ
た
“
梅
津
氏
は
「
研
究
資
料
、
京
都
国
立
博
物
館

蔵
「
石
山
寺
絵
詞
」
」
に
お
い
て
、
『
石
山
寺
絵
詞
』
は
詞
書
の
み
の
資
料
で
、
そ
の
筆
蹟
を
全
巻
一
筆
と
認
め
ら
れ
、
そ
れ
が
現
存
す
る

絵
巻
の
巻
一
・
二
・
三
の
詞
害
と
同
筆
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
筆
者
は
石
山
寺
座
主
で
あ
っ
た
杲
守
の
筆
と
判
断
さ
れ
る
と
の
見
解
を
述

く
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
繭
）
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鋤
Ａ
『
藤
原
隆

供氏
は
は
の

源

誌
奉

く能

【
歌
人
達
の
源
氏
供
養
一

さ
て
、
そ
れ
で
は
源
氏
供
養
と
い
う
宗
教
行
為
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
た
か
を
文
献
資
料
か
ら
探
っ
て
い
こ
う
。
ま
ず
は
、
安
居

院
聖
覚
の
父
で
あ
る
澄
憲
作
の
『
源
氏
一
品
経
」
が
手
掛
か
り
と
な
る
。
澄
憲
（
大
治
元
年
（
二
二
六
）
～
建
仁
三
年
（
一
二
○
三
）
）

則
は
藤
原
通
憲
（
信
西
）
の
息
、
天
台
僧
と
な
っ
て
説
法
唱
導
の
名
手
と
な
り
、
安
居
院
流
唱
導
の
祖
と
い
わ
れ
る
。
澄
憲
は
『
源
氏
一
品
経
』
で
、

胡
〈
地
獄
に
堕
ち
た
紫
式
部
が
霊
と
な
っ
て
人
に
腫
き
、
夢
生
ロ
に
よ
っ
て
罪
根
の
重
い
こ
と
を
訴
え
た
の
で
、
禅
定
比
丘
尼
を
大
施
王
と
し
て
、

紫焔
作
者
の
幽
魂
を
救
い
、
見
聞
の
諸
人
を
済
度
す
べ
く
、
道
俗
貴
賤
に
か
か
わ
ら
ず
、
『
法
華
経
』
二
十
八
品
を
書
写
し
て
、
巻
々
の
端
に
『
源

期
氏
物
語
』
の
巻
名
を
宛
て
て
、
煩
悩
を
菩
提
に
転
じ
よ
う
と
し
た
〉
と
記
し
て
い
る
。
前
に
あ
げ
た
『
宝
物
集
』
に
歌
人
達
が
寄
り
合
っ
て
『
法

塒
華
経
」
を
書
写
し
て
供
養
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
が
、
同
じ
趣
旨
で
行
な
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
よ
う
。

石
一
と
こ
ろ
で
、
『
源
氏
一
品
経
』
に
登
場
す
る
大
施
主
禅
定
比
丘
尼
で
あ
る
が
、
後
藤
丹
治
氏
の
「
源
氏
一
品
経
と
源
氏
表
白
」
に
よ
り
、

景背
藤
原
俊
成
の
後
妻
で
あ
る
美
福
門
院
加
賀
で
あ
る
こ
と
が
考
証
さ
れ
て
い
る
。
罰
）
そ
し
て
、
そ
の
人
が
施
主
と
な
っ
て
源
氏
供
養
を
行
っ

の昨
た
折
に
作
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
和
歌
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

市勤
Ａ
壼
滕
原
隆
信
集
』
元
久
本
「
釈
教
」
九
五
三
番

夢
の
う
ち
も
ま
も
る
ち
か
ひ
の
し
る
し
あ
ら
ぱ
な
が
き
ね
ぶ
り
を
さ
ま
せ
と
ぞ
思
ふ
弱
）

Ｂ
「
新
勅
撰
利
歌
集
」
「
釈
教
歌
」
六
○
二
番

紫
式
部
が
れ
う
に
一

四
源
氏
供
養
の
実
態品

経
せ
ら
れ
し
に
、

だ
ら
に
品
を
と
り
て
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源
氏
の
一
品
く
や
う
し
け
る
と
こ
ろ
の
潤
謝
に
信
解
品
止
宿
草
庵
の
こ
こ
ろ
を

か
り
そ
め
の
い
ほ
り
む
す
び
し
こ
と
の
え
に
け
ふ
よ
り
の
り
の
は
な
や
ひ
ら
け
ん
翁
）

Ａ
は
加
賀
と
先
夫
為
経
（
寂
超
）
と
の
間
に
生
ま
れ
た
隆
信
の
和
歌
で
あ
り
、
詞
書
か
ら
一
源
氏
一
品
経
』
供
養
の
際
に
陀
羅
尼
品
に

宛
て
ら
れ
た
巻
の
和
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
が
窺
え
る
。
「
母
の
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
通
憲
が
「
源
氏
一
品
経
」
を
唱
え
た
折
の
作
歌
の
可

能
性
も
あ
ろ
う
。
Ｂ
は
俊
成
夫
婦
の
女
婿
で
あ
る
宗
家
が
薬
草
瞼
品
に
宛
て
ら
れ
た
「
若
菜
」
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
も
「
源
氏

一
品
経
』
供
養
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
詞
書
か
ら
分
か
る
。
Ｃ
の
中
御
門
大
納
言
も
宗
家
の
こ
と
で
あ
り
、
Ｂ
と
同
時

期
の
『
源
氏
一
品
経
』
供
養
に
際
し
て
の
詠
歌
か
、
そ
れ
と
も
ま
た
別
の
法
会
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、

Ｂ
の
和
歌
に
「
若
紫
」
の
巻
名
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
に
、
Ｃ
に
は
詠
み
込
ま
れ
て
い
な
い
の
で
、
一
応
、
別
の
機
会
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
も
信
解
品
に
そ
く
し
た
和
歌
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
澄
憲
の
『
源
氏
一
品
経
』
の
記
述
を
踏
ま
え
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
が
『
法
華
経
」
の
一
品
を
写
経
の
上
で
、
そ
の
巻
に
即
し
た
和
歌
を
手
向
け
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
「
中
御
門
大
納
言
殿
集
」
の

詞
書
に
は
「
源
氏
の
一
品
供
養
し
け
る
と
こ
ろ
の
法
会
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
源
氏
供
養
の
法
会
が
な
さ
れ
、
そ
の
場
で
和
歌
が
詠
ま
れ

た
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ｄ
「
実
材
母
集
」
一
四
一
～
五
番

紫
式
部
た
め
と
て
結
縁
経
供
養
し
侍
り
け
る
と
こ
ろ
に
、
薬
草
瞼
品
を
お
く
り
侍
る
と
て
権
大
納
言
宗
家

法
の
雨
に
我
も
や
ぬ
れ
む
む
つ
ま
し
き
わ
か
む
ら
さ
き
の
草
の
ゆ
か
り
に
禿
）

Ｃ
「
中
御
門
大
納
言
殿
集
」
時
雨
亭
文
庫
蔵
本

次
は
藤
原
実
材
の
母
と
娘
達
の
和
歌
の
や
り
取
り
を
記
し
た
も
の
で
、
こ
れ
も
周
知
の
資
料
で
あ
る
。

源
氏
の
も
の
が
た
り
を
あ
さ
夕
見
侍
り
し
こ
ろ
、

む
ら
さ
き
し
き
ぶ
を
夢
に
見
侍
り
て
、
か
の
菩
提
の
た
め
に
、
法
花
経
供
養
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姉講四
娘を年実

探三：％；ゞ§’
さ
せ
な
ど
し
て
、
霊
判
詞
．
劇
訓
閏
側
Ⅵ
ｕ
開

の
り
な
ら
ぬ
こ
と
や
は
あ
る
と
む
ら
さ
き
の
ふ
か
き
心
を
た
づ
ね
て
ぞ
と
ふ

を
り
し
も
む
ら
雨
う
ち
そ
そ
き
た
り
し
よ
ひ
の
ほ
ど
、
お
と
と
む
す
め

む
ら
さ
き
の
く
さ
葉
も
い
ま
や
も
え
い
で
ん
こ
よ
ひ
い
ち
み
の
雨
そ
そ
く
な
り

い
ま
や
こ
の
み
の
り
の
あ
め
に
む
ら
さ
き
の
か
れ
に
し
野
べ
の
く
さ
も
も
ゆ
ら
ん

瘤
幽
内
謁
洲
罰
剥
釧
劃
旬
、
あ
れ
む
す
め
の
も
と
へ
や
る
と
て

な
に
は
え
の
あ
ま
の
す
さ
び
も
み
の
り
ぞ
と
か
き
お
く
あ
と
は
あ
は
れ
と
は
見
よ

光
あ
る
の
り
の
た
ま
も
を
か
き
お
く
や
さ
と
り
な
ぎ
さ
の
あ
ま
の
こ
の
た
め
（
墾

材
の
母
は
も
と
白
拍
子
、
は
じ
め
平
親
清
の
妻
と
な
り
数
人
の
子
を
も
う
け
た
が
、
後
に
西
園
寺
公
経
の
妾
と
な
り
、
実
材
（
文
永

〈
一
二
六
八
〉
没
）
を
生
ん
だ
。
こ
こ
で
も
夢
に
見
た
紫
式
部
の
菩
提
を
弔
っ
て
法
華
経
供
養
を
し
た
と
あ
る
が
、
注
意
す
べ
き
は

行
っ
た
と
記
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
源
氏
供
養
の
法
会
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
か
ろ
う
。
さ
ら
に
、
実
材
の
母
は

に
源
氏
講
式
を
書
い
て
与
え
た
と
あ
る
が
、
こ
の
講
式
に
つ
い
て
、
寺
本
直
彦
氏
は
、

実
材
卿
母
集
の
「
源
氏
講
式
を
か
き
て
」
は
、
源
氏
講
式
全
体
の
次
第
を
書
い
た
の
で
は
な
く
て
、
い
わ
ゆ
る
楽
曲
の
講
式
、
仏
徳

を
讃
嘆
し
た
詞
章
で
表
白
に
当
た
る
も
の
を
書
い
た
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
そ
の
表
白
は
、
女
性
と
い
う
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
澄
憲

作
の
源
氏
一
品
経
表
白
の
よ
う
な
漢
文
体
の
も
の
で
は
な
く
、
や
は
り
和
歌
集
心
躰
抄
抽
肝
要
に
「
源
氏
講
式
」
と
称
せ
ら
れ
て
い

る
よ
う
な
、
本
来
仮
名
文
の
源
氏
表
白
で
あ
っ
た
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
弱
）

か
へ
し
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ま
た
、
人
麿
影
供
の
具
体
的
な
内
容
を
記
し
た
柿
本
講
式
に
よ
る
と
、
は
じ
め
に
人
麿
の
真
影
を
掛
け
て
か
ら
、
傳
供
、
惣
礼
頌
、
着
座
、

法
用
、
表
白
と
一
般
の
講
式
の
ス
タ
イ
ル
と
変
わ
ら
ず
に
行
わ
れ
た
よ
う
だ
。
表
白
以
下
三
段
に
わ
た
る
式
文
は
〈
一
、
和
歌
を
ほ
め
、
二
、

人
丸
を
ほ
め
、
三
、
素
意
を
の
ぶ
〉
の
三
段
か
ら
成
る
が
、
す
べ
て
和
漢
混
清
文
で
綴
ら
れ
て
お
り
、
『
源
氏
表
白
」
と
同
じ
体
裁
で
あ
る
。

さ
て
、
源
氏
供
養
の
法
会
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
人
麿
影
供
が
参
考
に
な
る
こ
と
が
先
学
に
よ
り
説
か

れ
て
い
る
。
和
）
人
麿
影
供
は
、
元
永
元
年
（
二
一
八
）
六
月
十
六
日
、
藤
原
顕
季
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
、
歌
聖
柿
本
人
麿
を
祭
る
儀

式
で
あ
る
。
歌
人
た
ち
は
人
麿
を
神
格
化
し
、
肖
像
を
掲
げ
和
歌
を
献
じ
る
こ
と
で
和
歌
の
道
を
継
ぐ
証
し
と
し
た
。
「
古
今
著
聞
集
」
な

ど
に
よ
れ
ば
、
人
麿
影
供
は
六
条
家
に
お
い
て
は
歌
道
継
承
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
敦
光
の
著
し
た
「
人
麿
影
供
和
歌
』

の
前
半
に
置
か
れ
る
漢
文
体
の
「
柿
本
影
供
記
」
に
は
、
影
供
の
際
に
は
、
ま
ず
「
著
烏
帽
子
直
衣
、
左
手
操
紙
、
右
手
握
筆
、
年
齢
六

旬
餘
之
人
也
」
と
い
う
人
麿
の
画
像
が
掛
け
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
以
後
、
烏
帽
子
を
被
り
、
左
手
に
紙
、
右
手
に
筆
を
持
っ
た
直

衣
姿
の
老
歌
仙
と
い
う
人
麿
像
が
定
着
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
、
有
名
な
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
絵
も
こ
の
ス
タ
イ
ル
を
踏
襲
す
る
こ
と
に

と
解
さ
れ
、
和
歌
と
と
も
に
送
ら
れ
た
源
氏
講
式
は
源
氏
表
白
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
実
材
の
母
は
娘
達
と
「
溝
」
、
す
な

わ
ち
源
氏
供
養
を
行
っ
た
の
で
あ
り
、
前
に
あ
げ
た
中
御
門
大
納
言
が
源
氏
の
一
品
経
供
養
し
た
「
法
会
」
を
行
っ
た
と
い
う
の
も
、
源

氏
供
養
の
法
会
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
法
会
の
場
で
表
白
が
唱
え
ら
れ
、
来
ら
れ
な
か
っ
た
姉
娘
に
は
和
歌
と
共
に
表
白
を
送
っ
た
の

で
あ
る
。
送
ら
れ
た
表
白
は
も
ち
ろ
ん
『
源
氏
表
白
』
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
美
福
門
院
加
賀
が
施
主
と
な
っ
て
行
わ
れ
た
藤
原
俊

成
の
周
辺
で
の
法
会
と
い
い
、
こ
の
藤
原
実
材
の
母
が
催
し
た
法
会
と
い
い
、
源
氏
供
養
の
実
態
は
、
歌
人
達
が
少
人
数
集
っ
て
行
わ
れ
た
、

極
私
的
な
営
み
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

《
炉
壱
ブ
（
》
○

【
源
氏
供
養
と
人
麿
影
供
一
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「
人
麿
影
供
」
と
「
源
氏
供
養
」
、
こ
の
二
つ
は
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
「
准
三
宮
」
で
「
中
関
白
の
女
」
の
モ
デ
ル
と
し
て
藤
原
通

子
が
考
え
ら
れ
て
来
た
の
も
こ
の
点
か
ら
首
肯
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
周
知
の
ご
と
く
「
人
麿
影
供
」
は
元
永
元
年
（
二
一
八
）

六
月
十
六
日
藤
原
顕
季
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
通
子
の
母
は
顕
輔
女
、
即
ち
、
彼
女
は
顕
季
の
曾
孫
に
あ
た
る
。
母
の
兄

弟
に
は
人
麿
像
の
相
伝
を
受
け
た
清
輔
が
い
る
。
こ
う
血
脈
を
辿
っ
て
み
る
と
、
こ
の
源
氏
供
養
の
背
景
に
は
、
歌
の
家
、
六
条
藤

家
の
、
ラ
イ
バ
ル
御
子
左
家
を
意
識
し
た
、
新
し
い
文
化
創
出
の
あ
り
か
た
が
窺
え
る
よ
う
で
あ
る
。
（
磐

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
は
源
氏
供
養
は
人
麿
影
供
と
同
様
に
正
式
な
宗
教
行
事
で
は
な
く
、
歌
人
達
に
よ
っ
て
営

ま
れ
て
き
た
、
極
め
て
私
的
な
宗
教
儀
礼
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
『
源
氏
供
養
草
子
』
は
ま
さ
し
く
そ
の
法
会
を
物
語
化
し
た

も
の
と
言
え
、
そ
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
歴
博
本
「
源
氏
供
養
草
子
』
が
法
会
の
実
態
を
写
し
た
も
の
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
こ
と

は
前
章
で
述
べ
た
ご
と
く
で
あ
る
。

柿
本
講
式
の
著
者
に
つ
い
て
は
、
山
田
昭
全
氏
が
「
柿
本
講
式
ｌ
報
告
並
び
に
翻
刻
ｌ
」
に
お
い
て
、
文
治
四
年
か
五
年
の
こ
ろ
、
安

居
院
澄
憲
作
の
『
和
歌
政
所
一
品
経
供
養
表
白
』
を
手
本
と
し
て
、
俊
惠
が
書
き
、
そ
し
て
演
じ
た
も
の
と
考
証
さ
れ
て
い
る
。
（
虹
）
と
す

る
と
、
源
氏
表
白
と
同
じ
く
安
居
院
に
関
わ
る
表
白
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

【
源
氏
供
養
に
お
け
る
紫
式
部
画
像
｝

さ
て
、
人
麿
影
供
が
人
麿
像
を
掛
け
て
行
わ
れ
た
よ
う
に
、
源
氏
供
養
に
お
い
て
も
紫
式
部
の
画
像
を
掛
け
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
考
え

ま
た
、
安
藤
亨
子
氏
は
、

五
源
氏
供
養
と
紫
式
部
聖
像
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ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
に
ど
の
よ
う
な
図
像
が
掛
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

武
笠
朗
氏
「
源
氏
供
養
と
普
賢
十
羅
刹
女
像
」
は
、
美
術
史
研
究
の
視
点
か
ら
『
源
氏
一
品
経
供
養
』
法
会
の
本
尊
と
し
て
、
和
装
の

十
羅
刹
女
像
が
描
か
れ
た
「
普
賢
十
羅
刹
女
像
図
」
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
の
紫
式
部
画
像
へ
の
展
開

を
考
え
る
う
え
で
示
唆
的
な
説
で
あ
る
。
扇
）

と
、
紫
式
部
の
画
像
を
掛
け
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
れ
、
時
代
は
下
る
が
、
九
条
植
通
が
弘
治
元
年
（
一
五
五
五
）
閏
十
月
か

ら
開
始
し
た
源
氏
物
語
聴
聞
を
永
禄
三
年
（
一
五
六
○
）
十
一
月
に
終
了
し
た
こ
と
を
記
念
し
て
、
同
月
十
一
日
に
開
催
し
た
源
氏
物
語

寛
宴
を
傍
証
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
『
源
氏
物
語
寛
宴
記
」
に
よ
れ
ば
、
寛
宴
は
「
雲
隠
」
を
含
む
五
十
五
首
の
巻
名
和
歌
、
観
音
法
楽
の

三
十
首
和
歌
、
連
歌
百
韻
の
三
部
か
ら
成
る
が
、
巻
名
和
歌
に
関
し
て
は
、
紫
式
部
影
を
懸
け
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
宮

川
葉
子
氏
は
「
詠
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
の
系
譜
ｌ
源
氏
供
養
の
伝
流
を
軸
と
し
て
ｌ
」
で
、
「
紫
式
部
影
を
懸
け
て
行
っ
た
こ
と
を
勘
案
す

る
と
初
期
の
源
氏
供
養
に
回
帰
し
た
い
植
通
の
思
い
が
窺
え
る
よ
う
に
思
う
」
と
考
察
さ
れ
て
い
る
。
弱
）

『
寛
宴
記
」
に
「
石
山
寺
を
図
し
て
。
紫
式
部
此
趣
向
を
思
ひ
め
ぐ
ら
す
か
た
ち
。
則
如
意
輪
観
音
の
尊
像
を
観
じ
て
。
絵
所
土
佐
将

監
に
図
さ
し
む
」
と
、
如
意
輪
観
音
を
か
た
ど
っ
た
紫
式
部
像
を
土
佐
将
監
に
描
か
せ
た
と
あ
る
の
は
、
源
氏
供
養
に
お
い
て
ど
の
よ
う

な
画
像
が
掛
け
ら
れ
て
い
た
か
を
知
る
上
で
興
味
深
い
記
事
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
土
佐
将
監
は
土
佐
光
茂
の
こ
と
で
あ
る
が
、
光
茂

ま
た
、
伊
井
春
樹
氏
は
「
源
氏
物
語
の
伝
説
』
に
お
い
て
、

〈
源
氏
供
養
〉
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
た
の
か
分
か
ら
な
い
。
・
・
・
…
紫
式
部
の
像
な
ど
を
掛
け
、
供
養
の

儀
式
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
折
に
詠
ま
れ
た
の
が
、
『
今
物
語
』
に
見
え
る
よ
う
な
、
巻
名
和
歌
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

続
い
て
参
加
者
一
人
一
人
に
、
法
華
経
二
十
八
品
を
分
担
し
て
書
写
さ
せ
、
そ
れ
を
す
べ
て
一
所
に
集
め
て
仏
前
に
奉
納
し
た
に
違

い
か
《
い
ｏ
ｎ
）
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能《源氏供養》 Ｉ側
者
は
十
五
年
く
《

部式
歌
仙
絵
の
よ
う
ゞ

紫焔
平
成
二
十
二
年
に

恥
こ
の
画
像
は
硫

峅
新
し
い
表
装
が
坐

拓
う
だ
。
そ
れ
が
峰

皇
皐背

て
懸
け
ら
れ
て
》

の昨
も
想
像
さ
れ
る
。

帝

の
描
い
た
紫
式
部
画
像
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
宮
川
氏
は
ら
さ
に
、
石
山
寺
蔵
の
「
紫
式
部
画
像
」
と
称
さ
れ
る
類
は
全
て
式
部
が
右

手
に
筆
を
握
り
、
紙
と
硯
が
眼
前
に
配
さ
れ
る
構
図
で
、
人
麿
影
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
佐
竹
本

三
十
六
歌
仙
絵
の
女
流
歌
人
た
ち
の
姿
と
は
明
ら
か
に
趣
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
石
山
寺
蔵
の
伝
狩
野
孝
信
筆
と
さ
れ
る
紫
式

部
像
は
そ
の
構
図
で
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
長
ら
く
源
氏
の
間
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
石
山
寺
に
は
「
紫
式
部
聖
像
」
と
称
さ
れ
る
画
像
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
近
年
、
寺
内
で
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
稿

者
は
十
五
年
く
ら
い
前
の
春
に
石
山
寺
の
豊
浄
殿
に
展
示
さ
れ
て
い
る
の
を
遇
目
し
た
が
、
一
目
で
そ
の
大
き
さ
に
圧
倒
さ
れ
、
こ
れ
は

歌
仙
絵
の
よ
う
な
単
な
る
観
賞
用
で
は
な
く
、
礼
拝
の
対
象
で
あ
ろ
う
と
の
確
信
を
持
っ
た
。
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
た
が
、

平
成
二
十
二
年
十
二
月
に
幸
い
に
も
熟
覧
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
の
で
そ
の
詳
細
を
報
告
し
よ
う
。

こ
の
画
像
は
紙
本
着
色
の
一
幅
で
、
寸
法
は
縦
が
一
八
一
・
七
糎
で
横
が
一
四
○
・
○
糎
と
い
う
大
幅
の
も
の
で
あ
る
。
修
復
が
な
さ
れ

新
し
い
表
装
が
施
さ
れ
て
い
る
。
白
畑
よ
し
氏
の
解
説
に
よ
る
と
、
か
つ
て
は
香
煙
に
よ
り
図
柄
が
分
か
ら
な
い
く
ら
い
汚
れ
て
い
た
よ

う
だ
。
そ
れ
が
修
復
に
よ
っ
て
か
な
り
明
か
に
な
っ
た
が
、
画
面
に
は
多
く
の
損
傷
や
剥
落
が
存
し
て
お
り
、
長
い
間
信
仰
の
対
象
と
し

て
懸
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
る
。
四
周
は
補
修
の
た
め
に
裁
断
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
、
修
復
前
は
さ
ら
に
大
き
か
っ
た
こ
と

そ
の
図
柄
は
、
女
房
姿
の
紫
式
部
が
右
手
に
筆
を
持
ち
、
左
手
は
机
の
上
に
置
い
た
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
式
部
の
前
に
は
文
机
が
あ
り
、

机
の
上
に
は
料
紙
と
硯
・
水
挿
し
・
筆
二
本
が
置
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
人
麿
影
と
同
じ
構
図
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
前
に
壺
形
の
花
器

が
置
か
れ
、
楊
柳
ら
し
き
も
の
が
差
し
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
背
景
は
暗
褐
色
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
お
り
、
雲
英
と
胡
粉
を
効
果
的
に
用
い

て
式
部
が
闇
の
中
か
ら
浮
き
出
て
く
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
式
部
の
周
囲
に
は
金
泥
で
物
語
絵
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
で
、
白
畑
氏

［
石
山
寺
蔵
の
紫
式
部
聖
像
一

－79－



さ
て
、
こ
の
画
像
で
重
要
な
の
は
、
式
部
の
前
に
花
瓶
が
置
か
れ
そ
こ
に
柳
が
差
し
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
楊
柳
観

音
を
か
た
ど
っ
た
姿
で
あ
り
、
聖
像
と
称
さ
れ
る
の
も
そ
れ
故
で
あ
ろ
う
。
他
の
紫
式
部
の
画
像
と
は
そ
こ
が
決
定
的
に
異
な
る
。
石
山

寺
で
の
紫
式
部
信
仰
や
源
氏
供
養
を
考
え
る
場
合
に
重
要
な
資
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
今
ま
で
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
平
成

八
年
に
石
山
寺
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
石
山
寺
縁
起
絵
巻
』
の
図
録
に
付
録
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
だ
け
に
止
ま
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
α
為
）

次
の
ペ
ー
ジ
に
図
録
か
ら
転
載
し
て
、
そ
の
画
像
の
図
版
を
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。

に
よ
る
と
『
源
氏
物
語
』
か
ら
六
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
、
肉
眼
で
は
ど
の
よ
う
な
図
柄
か
を
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
。

ま
た
、
上
方
に
は
金
泥
で
四
十
八
行
に
わ
た
っ
て
賛
文
が
書
か
れ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
読
め
な
い
が
、
前
半
に
は
「
上
東
門

院
此
源
氏
物
語
」
と
か
「
大
般
若
経
以
六
百
巻
写
是
」
な
ど
と
見
え
る
か
ら
、
石
山
寺
に
お
け
る
紫
式
部
の
『
源
氏
物
語
」
起
筆
伝
承
が

記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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こ
の
画
像
を
Ｘ
線
写
真
に
よ
り
精
査
さ
れ
た
美
術
史
研
究
の
白
畑
よ
し
氏
の
報
告
を
次
に
抄
出
し
よ
う
。
白
畑
氏
は
『
今
鏡
」
や
『
石

山
寺
縁
起
絵
巻
』
に
記
さ
れ
る
紫
式
部
の
源
氏
物
語
石
山
執
筆
伝
説
に
触
れ
た
あ
と
、
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
文
献
上
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
観
音
の
化
身
を
意
味
す
る
よ
う
な
絵
像
が
石
山
寺
に
所
在
し
て
い
た
こ
と
が
先
頃
知
ら

こ
の
大
幅
の
画
面
は
永
年
を
経
て
そ
の
間
に
香
煙
等
に
さ
ら
さ
れ
た
故
か
、
全
体
が
肉
眼
で
は
は
っ
き
り
と
は
見
難
い
状
態
の
ま
ま

で
あ
っ
た
。
た
だ
紫
式
部
と
思
わ
れ
る
顔
容
が
白
く
浮
き
出
て
見
え
る
の
と
共
に
、
そ
の
上
方
に
緑
青
（
絵
具
）
で
四
十
八
行
と
い

う
長
文
の
賛
（
絵
の
内
容
に
通
じ
る
文
章
や
詩
歌
を
記
す
）
が
記
し
て
あ
る
こ
と
で
、
従
来
知
ら
れ
て
い
た
近
世
の
制
作
の
紫
式
部

像
と
は
異
な
っ
て
、
深
い
意
味
を
合
む
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

そ
れ
が
こ
の
度
修
復
さ
れ
た
結
果
、
画
面
が
か
な
り
明
ら
か
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
Ｘ
線
写
真
に
よ
っ
て
紫
式
部
像
以
外
の
図
が
あ
る

こ
と
も
解
っ
た
の
で
あ
る
。
紫
式
部
像
と
共
に
同
両
面
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
源
氏
物
語
五
十
四
帖
中
の
六
帖
の
各
々
の
場
面
の
図

で
あ
る
と
推
察
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
線
描
の
い
わ
ゆ
る
白
描
画
で
あ
る
が
、
一
般
の
墨
の
線
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
賛
文
と
同
じ
く

緑
青
に
よ
る
線
で
あ
り
、
極
め
て
珍
し
い
例
で
あ
る
。
或
い
は
初
め
か
ら
画
面
の
背
景
が
暗
色
で
あ
っ
た
故
と
想
像
さ
れ
る
。

そ
う
し
た
意
味
の
全
体
の
内
容
に
つ
い
て
、
或
い
は
賛
文
に
記
し
て
あ
る
か
と
考
え
る
が
、
い
ま
は
そ
の
四
十
八
行
の
大
半
の
文
字

は
消
え
て
い
て
判
読
が
難
し
い
。
た
だ
そ
の
中
で
、
初
行
に
読
ま
れ
る
「
源
氏
水
相
観
之
図
」
の
文
句
は
極
め
て
注
目
さ
れ
る
意
味

を
含
む
も
の
と
考
え
る
。
そ
れ
は
先
述
の
石
山
寺
縁
起
絵
巻
第
四
巻
の
訶
害
に
読
ま
れ
た
意
味
で
あ
る
。
紫
式
部
が
水
面
に
ま
る
で

物
語
の
絵
の
よ
う
に
映
し
出
さ
れ
た
形
相
を
眺
め
て
、
源
氏
物
語
が
ひ
ら
め
い
た
と
い
う
意
味
に
通
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
賛
文
の
「
水

相
観
」
（
冥
想
に
よ
っ
て
感
得
す
る
仏
教
的
な
幻
想
）
に
一
致
す
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
源
氏
物
語
は
仏
縁
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た

１
と
い
、
つ
こ
‐
と
、
と
か
す
（
》
。

れ
る
に
至
っ
た
。
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十
四
世
紀
末
か
ら
十
五
世
紀
初
め
頃
の
作
で
あ
る
う
と
推
察
さ
れ
る
。

全
文
を
あ
げ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
右
の
抄
出
部
分
か
ら
で
も
こ
の
画
像
の
重
要
性
は
わ
か
ろ
う
。
白
畑
氏
は
、
こ
の
紫
式
部

像
は
石
山
寺
の
本
尊
で
あ
る
観
世
音
菩
薩
の
化
身
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
で
あ
る
と
考
証
さ
れ
、
十
四
世
紀
末
か
ら
十
五
世
紀
初
め
頃
の
作

と
推
察
さ
れ
て
い
る
。
白
畑
氏
が
Ｘ
線
写
真
で
解
読
さ
れ
た
文
末
の
「
戊
申
白
露
」
が
、
十
四
世
紀
末
か
ら
十
五
世
紀
初
め
の
「
戊
申
」

と
な
る
と
、
応
安
元
年
（
一
三
六
八
）
か
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
さ
に
能
楽
が
大
成
さ
れ
た
時
代
と
重
な

る
の
で
あ
る
。
こ
の
画
像
が
香
煙
に
よ
っ
て
す
す
け
て
い
た
こ
と
は
、
実
際
に
掛
け
ら
れ
て
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ

て
お
り
、
石
山
寺
に
お
け
る
源
氏
供
養
の
法
会
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

女
性
と
共
通
し
た
優
稚
な
趣
き
で
、
机
の
前
に
坐
っ
て
筆
と
思
わ
れ
る
も
の
を
握
り
思
い
を
こ
ら
し
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
し
か
し

顔
の
表
情
に
は
持
に
き
び
し
い
迫
力
を
こ
め
て
い
て
近
寄
り
難
い
よ
う
な
尊
厳
な
雰
囲
気
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る
の
は
特
殊
で
あ
る
。

し
か
も
ほ
の
暗
い
空
間
か
ら
浮
き
出
た
と
い
う
よ
う
な
幽
玄
な
神
秘
感
が
追
究
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

制
作
期
に
つ
い
て
は
賛
文
の
終
り
に
「
戊
申
白
露
」
の
文
字
が
あ
る
が
、
年
号
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
っ
き
り
と
は
し
な
い
。

全
体
の
作
風
、
特
に
紫
式
部
の
姿
は
鎌
倉
～
室
町
時
代
に
か
け
て
の
か
な
り
の
遺
品
の
あ
る
絵
巻
や
三
十
六
歌
仙
絵
等
の
女
人
の
姿

と
比
較
し
、
ま
た
六
図
の
源
氏
絵
の
様
式
が
鎌
倉
末
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
の
白
描
画
と
相
似
し
て
い
る
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
、

本
尊
観
世
音
菩
薩
の
化
身
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る

「
水
相
観
」
の
文
字
と
共
に
、
さ
ら
に
こ
の
紫
式
部
像
の
意
味
が
仏
縁
に
結
び
つ
く
と
思
わ
れ
る
具
体
的
な
例
は
、
そ
の
姿
の
下
方

に
壷
の
よ
う
な
器
が
具
え
て
あ
る
が
、
そ
の
中
に
楊
枝
（
柳
）
と
思
わ
れ
る
も
の
が
さ
し
入
れ
て
あ
る
。
柳
は
仏
教
で
は
吉
祥
木
で

一
切
樹
木
の
王
と
さ
れ
、
密
教
の
香
水
加
持
法
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
。
石
山
寺
で
香
水
加
持
は
秘
法
と
し
て
い
ま
に
伝
え
ら
れ
て

い
る
由
で
あ
る
。
こ
の
香
水
加
持
の
意
味
が
示
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

闇
の
中
に
示
現
し
た
こ
と
と
共
に
こ
の
紫
式
部
像
は
当
寺

・
紫
式
部
の
姿
、
衣
裳
に
つ
い
て
は
、
中
世
の
宮
仕
え
の

の
を
握
り
思
い
を
こ
ら
し
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
し
か
し
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【
源
氏
の
間
と
源
氏
供
養
】

石
山
寺
で
源
氏
供
養
が
な
さ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
そ
の
有
力
な
場
所
が
源
氏
の
間
で
あ
る
。
本
堂
の
正
堂
と
礼
堂
の
間
に
源
氏
の
間

は
現
存
し
、
そ
の
「
作
り
合
」
と
称
さ
れ
る
空
間
の
建
造
は
、
建
築
史
研
究
に
よ
る
と
室
町
時
代
に
ま
で
遡
る
と
さ
れ
、
巧
）
現
在
で
も
二

間
続
き
の
部
屋
の
奥
に
は
紫
式
部
像
が
掛
け
ら
れ
、
往
事
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
間
の
部
屋
は
「
紫
式
部
聖
像
」
を

掛
け
る
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
聖
像
が
大
き
す
ぎ
て
著
し
く
空
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
損
な
う
の
で
あ
る
。
こ
の
聖
像
は
、
そ
の
大
き
さ
か
ら
本

堂
の
壁
に
掛
け
て
礼
拝
さ
れ
る
の
に
相
応
し
く
、
そ
の
一
角
が
源
氏
の
間
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
源
氏
の
間
が
単
に
紫
式
部
が
『
源
氏
物
語
』
を
書
い
た
旧
跡
と
し
て
だ
け
の
理
由
で
残
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
。
や
は
り
、

『
源
氏
物
語
」
と
紫
式
部
に
関
す
る
特
殊
な
信
仰
空
間
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
す
る
と
最
も
相
応
し
い
の
は
源
氏
供
養
の
法
会
で

あ
り
、
そ
れ
を
背
景
と
し
て
能
《
源
氏
供
養
》
が
作
ら
れ
た
可
能
性
も
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

源
氏
の
間
が
は
じ
め
て
文
献
資
料
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
前
に
紹
介
し
た
「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
』
巻
四
の
式
部
が
石
山
寺
で
『
源
氏
物
語
』

を
執
筆
し
た
段
で
あ
る
。
た
だ
し
、
巻
四
の
詞
害
は
実
隆
の
転
写
で
あ
っ
た
が
、
杲
守
の
原
本
を
忠
実
に
写
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
正
中

年
間
に
は
源
氏
の
間
が
実
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
の
後
、
歌
僧
正
広
（
応
永
十
九
〈
一
四
一
二
〉
～
明
応
二
年
〈
一
四
九
三
〉
）
の
『
松
下
集
」
に
、

六
月
二
日
、
都
へ
の
ぼ
り
、
聖
寿
寺
の
養
光
庵
に
着
き
侍
る
、
去
年
九
月
十
二
日
、
新
御
所
様
〈
常
徳
院
殿
〉
江
州
御
動
座
あ
り
、

細
川
右
京
兆
も
大
津
に
居
給
ふ
、
さ
様
之
儀
に
同
十
三
日
、
三
井
寺
仏
地
院
へ
越
え
、
上
原
豊
前
守
申
次
に
て
十
五
日
対
面
申
す
、

六
石
山
寺
に
お
け
る
紫
式
部
信
仰
と
源
氏
供
養
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能《源氏供養》制作の背景一石山寺における紫式部信仰

次
日
舟
に
て
石
山
へ
、
仏
地
院
同
道
に
て
、
昔
老
僧
、
古
仏
地
院
長
算
誘
引
あ
り
て
此
寺
へ
ま
ゐ
り
、
源
氏
の
間
に
て
、
こ
れ
よ
り

も
な
が
れ
し
水
の
源
を
わ
づ
か
に
く
め
る
す
ゑ
を
し
ぞ
思
ふ
、
と
か
き
給
ひ
し
こ
と
、
今
の
や
う
に
お
ぼ
え
侍
る
に
、
当
仏
地
院
長

元
一
首
か
き
て
法
楽
に
と
申
さ
る
に

源
を
わ
ず
か
に
汲
む
も
す
ゑ
絶
え
て
は
か
な
く
残
る
水
茎
の
跡
屈
）

と
あ
っ
て
、
正
広
が
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）
に
石
山
寺
に
詣
で
た
時
に
、
師
匠
で
あ
っ
た
正
徹
が
二
十
年
前
に
源
氏
の
問
で
柱
に
書
い

た
「
こ
れ
よ
り
も
な
が
れ
し
水
の
源
を
わ
づ
か
に
く
め
る
す
ゑ
を
し
ぞ
思
ふ
」
と
い
う
和
歌
を
見
つ
け
、
自
ら
も
勧
め
ら
れ
る
ま
ま
に
「
源

を
わ
ず
か
に
汲
む
も
す
ゑ
絶
え
て
は
か
な
く
残
る
水
茎
の
跡
」
と
詠
ん
だ
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
十
五
世
紀
の
後
半
に
も
源
氏
の
間
は

た
し
か
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

か
ら
も
知
ら
れ
る
。

に
日
を
、
く
ら
ん
も
心
う
し
、
か
の
源
氏
の
間
の
あ
た
り
に
て
十
百
韻
の
連
歌
を
と
申
せ
し
か
ぱ
、
…
…
こ
と
し
天
文
廿
四
年
八
月

十
四
日
に
お
も
ひ
た
ち
、
…
…
か
の
御
寺
に
ひ
つ
じ
の
時
ば
か
り
に
つ
き
ぬ
、
弱
）

公
条
は
紫
式
部
が
八
月
十
五
夜
に
紫
式
部
が
『
源
氏
物
語
』
を
染
筆
し
た
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
、
宗
養
や
紹
巴
の
連
歌
師
を
伴
っ
て
石

源
氏
の
間
が
文
芸
人
に
と
っ
て
特
別
な
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
次
の
三
条
西
公
条
の
『
石
山
月
見
記
』
天
文
二
十
四
年
（
一
五
五
五
）

去
年
の
秋
比
、
源
氏
物
語
の
事
な
ど
、
か
れ
こ
れ
物
語
し
て
、
八
月
十
五
夜
石
山
寺
に
て
、
か
の
式
部
が
筆
を
た
て
し
昔
の
事
、
或

説
な
が
ら
か
た
り
つ
た
へ
た
る
、
あ
は
れ
通
夜
し
て
、
か
し
こ
の
月
見
侍
ら
ば
や
と
申
て
、
す
で
に
お
も
ひ
た
ち
、
俄
に
法
楽
の
た
め
、

か
の
名
号
を
上
に
す
へ
て
、
十
五
首
の
吾
を
つ
づ
り
し
か
ど
も
、
さ
は
る
事
あ
り
て
む
な
し
く
過
し
侍
り
、
こ
の
事
を
金
后
き
こ
し

め
し
つ
け
て
、
さ
ら
ば
参
詣
あ
る
べ
き
よ
し
あ
り
、
も
と
よ
り
此
物
語
に
ふ
け
り
給
て
、
蓬
屋
に
日
々
お
は
し
ま
し
て
、
読
申
一
部

の
功
を
と
げ
お
は
し
ま
し
け
り
、
又
宗
養
法
師
、
紹
巴
法
師
、
こ
れ
も
同
聴
の
と
も
が
ら
な
れ
ば
、
い
ざ
な
ひ
侍
し
に
、
い
た
づ
ら
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山
寺
を
訪
れ
源
氏
の
間
で
の
連
歌
を
企
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は
、
公
条
の
父
の
実
隆
も
天
文
二
年
（
一
五
三
三
）
十
月
初
旬
に
『
詠

源
氏
物
語
巻
々
和
歌
」
を
石
山
寺
に
奉
納
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
源
氏
の
間
に
納
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
実
隆
は
石
山
寺
の

本
尊
で
あ
る
如
意
輪
観
音
の
名
号
を
「
に
ほ
ひ
こ
よ
い
ま
は
冬
よ
り
梅
も
さ
く
わ
が
よ
の
は
る
に
お
し
な
く
て
み
ん
」
と
、
和
歌
の
各
句

の
冠
と
沓
に
置
い
た
和
歌
も
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
仏
の
名
号
を
和
歌
に
詠
み
込
む
の
は
、
伝
為
兼
夛
詠
源
氏
物
語
巻
名
和
歌
」

や
「
源
氏
六
十
三
首
之
寄
」
に
あ
る
型
の
変
形
で
あ
り
、
源
氏
供
養
を
意
識
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
罰
）

さ
ら
に
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
ま
で
下
る
が
、
石
山
寺
蔵
の
里
村
紹
巴
筆
『
石
山
千
句
』
の
奥
書
に
、

右
千
句
者
廿
八
年
を
ふ
る
夢
の
う
き
橋
た
、
も
て
き
て
わ
っ
か
に
ひ
と
り
ふ
た
り
み
た
り
残
り
け
り
世
か
は
り
け
る
に
お
も
は
す
も

か
の
寺
の
外
護
山
岡
対
州
御
心
ひ
と
つ
に
て
名
あ
る
一
切
経
伝
読
の
料
所
を
も
あ
ら
た
め
て
寄
付
あ
れ
は
堂
塔
の
う
は
ふ
き
な
と
を

見
て
老
の
目
を
し
ほ
り
あ
け
て
書
写
の
功
を
終
け
れ
は
源
氏
の
間
に
お
さ
め
た
て
ま
つ
り
ぬ
（
里

と
あ
っ
て
、
紹
巴
が
二
十
八
年
前
の
天
文
二
十
四
年
に
張
行
さ
れ
た
千
句
を
書
写
し
、
源
氏
の
間
に
奉
納
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

【
江
戸
時
代
の
紫
式
部
霊
前
へ
の
文
芸
奉
納
｝

中
世
に
お
け
る
文
人
達
の
源
氏
の
間
に
対
す
る
特
別
な
思
い
入
れ
の
例
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、
近
世
に
お
い
て
も
文
芸
者
達
の
石

山
寺
に
お
け
る
紫
式
部
を
尊
崇
す
る
念
は
強
く
、
北
村
季
吟
・
松
平
吉
里
・
鴨
祐
為
・
松
平
定
信
・
北
村
季
文
・
堀
田
正
敦
な
ど
に
よ
っ

て
『
源
氏
物
語
」
の
巻
名
を
織
り
込
ん
だ
和
歌
が
詠
ま
れ
て
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
歌
人
達
が
、
源
氏
の
間
に
掛
け
ら
れ
た
紫
式

部
の
尊
像
に
作
品
を
奉
納
し
て
い
る
こ
と
は
、
源
氏
供
養
を
意
識
し
た
文
芸
行
為
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。

そ
の
様
相
が
よ
く
わ
か
る
例
と
し
て
鴨
祐
為
の
「
源
氏
須
磨
巻
訶
沓
冠
歌
」
の
場
合
を
あ
げ
よ
う
。
祐
為
は
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）

の
八
月
十
五
日
の
夜
に
石
山
寺
を
訪
れ
て
い
る
。
伝
承
に
よ
る
と
、
八
月
十
五
夜
は
紫
式
部
が
『
源
氏
物
語
」
を
執
筆
し
た
と
さ
れ
る
日

で
あ
る
。
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作
と
、
紫
式
部
の
尊
像
の
前
に
奉
納
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
に
下
っ
て
か
ら
の
例
で
あ
る
が
、
歌
人
達
が
源
氏
の
間
に
参
集
し

制識
て
紫
式
部
を
尊
崇
し
、
『
源
氏
物
語
」
の
巻
名
を
織
り
込
ん
だ
和
歌
を
詠
じ
て
、
紫
式
部
の
尊
像
に
奉
納
す
る
と
い
う
、
紫
式
部
に
対
す
る

剛
崇
拝
の
構
造
は
室
町
期
に
遡
っ
て
も
基
本
的
に
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
際
に
「
源
氏
表
白
』
を
唱
え
る
と
い
う

源く
源
氏
供
養
の
法
会
も
行
わ
れ
、
そ
こ
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
画
像
が
「
紫
式
部
聖
像
」
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

能

残
念
な
が
ら
、
石
山
寺
に
お
い
て
源
氏
供
養
を
行
っ
た
と
い
う
記
録
は
寺
の
内
外
に
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
石
山
寺
を
磁
場
と
し
た

制作の背景一石山寺における紫式部信仰

と 月の
に尊鴨

、

紫ほら此そ像祐す
式した月れを為と
部きめ下を拝はそ
一一DL‐一一一V士、ノー、

鴨
祐
為
は
須
磨
・
明
石
の
本
文
を
織
り
込
ん
だ
沓
冠
和
歌
を
詠
む
の
で
あ
る
が
、
傍
線
部
の
よ
う
に
ま
ず
源
氏
の
間
に
導
か
れ
紫
式
部

の
尊
像
を
拝
し
て
、
式
部
と
同
じ
く
湖
水
に
映
る
月
影
を
見
な
が
ら
和
歌
を
詠
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
八

月
に
そ
れ
を
清
書
し
て
納
め
る
が
、
そ
の
折
も
、

此
月
下
の
百
首
、
い
さ
、
か
お
も
ふ
所
あ
る
に
つ
き
て
、
今
年
葉
月
十
五
目
登
山
せ
し
つ
ゐ
て
に
清
書
の
一
巻
を
中
出
し
、
か
き
あ

珍
し
と
お
ほ
ゆ
る
け
し
き
し
て

か
ね
て
今
夜
は
紫
式
部
尊
前
に
参
龍
せ
む
と
思
ふ
あ
ら
ま
し
し
き
り
に
、
手
を
折
て
か
そ
へ
し
け
ふ
の
日
の
朝
よ
り
雨
降
出
ぬ
れ
と
、

思
ひ
た
ち
し
を
此
ま
、
に
は
や
ま
し
と
む
ま
の
と
き
な
ら
む
と
お
も
ふ
こ
ろ
よ
り
、
石
山
寺
に
ま
か
る
、
粟
津
の
松
は
ら
す
き
行
ほ

と
に
や
、
雨
は
れ
て
、
時
の
ま
に
雲
の
塵
吹
は
ら
ふ
し
か
の
浦
か
せ
も
心
あ
る
か
と
た
と
る
ノ
ー
蟇
そ
ふ
こ
ろ
登
山
す
、
法
師
達
も

ほ
る
、
ち
か
き
年
は
と
に
か
く
に
曇
り
て
小
雨
さ
へ
そ
ほ
ふ
り
し
に
、
今
夜
は
お
も
ふ
こ
と
な
く
は
れ
て
、
清
光
浪
上
に
う
か
ふ
、

か
の
須
磨
明
石
の
巻
を
お
も
ひ
出
て
、
仮
名
を
上
下
□
口
句
□
□
そ
ふ
れ
は
、
百
首
の
数
に
成
ぬ
る
も
、
月
下
の
露
の
恵
あ
さ
か
ら

ら
た
め
て
ふ
た
圃
ひ
式

ほ
し
き
は
か
り
に
な
む

（
躯
）

ひ
式
部
尊
の
霊
前
に
お
さ
む
、
今
夜
の
早
吟
こ
と
さ
ら
歌
の
や
う
に
も
あ
ら
す
、
霊
前
の
ち
り
芥
か
き
も
す
て
ま

源
氏
間
と
い
ふ
に
伴
は
る
、
先
式
部
の
尊
影
を
拝
し
て
海
つ
ら
を
望
め
は
、

月
そ
山
の
は
に
さ
し
の
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紫
式
部
と
観
音
を
一
体
と
す
る
信
仰
や
、
紫
式
部
を
崇
拝
し
た
空
間
と
画
像
の
存
在
、
そ
し
て
、
歌
人
達
が
紫
式
部
を
尊
崇
し
て
き
た
文

芸
行
為
の
軌
跡
か
ら
、
源
氏
供
養
の
法
会
が
な
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
い
か
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
紫
式
部
に
対
す
る

信
仰
を
背
景
と
し
て
、
能
の
《
源
氏
供
養
》
が
作
ら
れ
た
可
能
性
を
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

（
８
）
『
未
刊
御
伽
草
子
と
研
究
』
、

に
翻
刻
本
文
が
掲
載
さ
れ
る
。

（
９
）
『
源
氏
物
語
の
伝
説
』
（
昭
和
、

へ へ へ へ へ へへ戸
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『
能
楽
源
流
考
』
（
昭
和
十
三
年
、
岩
波
書
店
）
・

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集
』
上
（
昭
和
六
十
一
年
、
新
潮
社
）
・

小
西
甚
一
「
作
品
研
究
「
源
氏
供
養
」
」
亀
観
世
』
昭
和
四
十
七
年
四
月
）
。

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集
』
上
（
昭
和
六
十
一
年
、
新
潮
社
）
・

本
文
は
観
世
流
の
光
悦
本
に
拠
る
。
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集
』
上
、
昭
和
六
十
一
年
、
新
潮
社
）
。

引
用
本
文
は
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
第
四
（
昭
和
五
十
一
年
、
角
川
書
店
）
所
収
の
翻
刻
に
よ
る
。

『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
第
四
に
翻
刻
と
冒
頭
部
分
の
写
真
が
口
絵
と
し
て
載
る
。
そ
の
解
題
に
は
「
本
書
に
は
、
後
崇
光
院
（
貞

成
親
王
’
一
四
五
六
年
莞
）
の
筆
と
す
る
極
め
が
何
枚
も
付
し
て
あ
る
。
近
藤
喜
博
氏
は
、
本
書
の
筆
跡
は
そ
れ
に
ほ
ぼ
誤
り
な
か

ろ
う
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
本
書
は
も
と
「
具
注
暦
」
の
裏
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
証
あ
り
と
言
わ
れ
た
」
と
あ
る
が
、

後
崇
光
院
筆
が
定
か
で
は
な
い
こ
と
は
本
文
に
述
べ
た
通
り
。
現
在
は
行
方
不
明
。

『
未
刊
御
伽
草
子
と
研
究
』
四
（
昭
和
四
十
二
年
、
未
刊
国
文
資
料
）
、
及
び
『
御
伽
草
子
新
集
』
（
昭
和
六
十
三
年
、
和
泉
書
院
）

（
昭
和
出
版
、
昭
和
五
十
一
年
）
。
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（
略
）
小
峯
和
明
「
法
会
文
芸
と
し
て
の
源
氏
供
養
ｌ
表
白
か
ら
物
語
へ
」
（
『
源
氏
物
語
と
和
歌
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』

成
十
九
年
、
の
ち
『
中
世
法
会
文
芸
論
』
（
平
成
二
十
一
年
、
和
泉
書
院
）
に
所
収
）
。

（
岨
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
「
宝
物
集
』
（
平
成
五
年
、
岩
波
書
店
）
。

（
別
）
中
世
の
文
学
『
今
物
語
・
隆
房
集
・
東
斎
随
筆
』
（
昭
和
五
十
四
年
、
三
弥
井
書
店
）
・

（
別
）
「
今
鏡
本
文
及
び
総
索
引
』
（
昭
和
五
十
九
年
、
笠
間
書
院
）
。

へへへ

121110
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廣
田
収
「
〈
資
料
紹
介
〉
実
相
院
蔵
『
源
氏
供
養
草
子
筐
（
『
人
文
学
』
一
七
六
、
平
成
十
六
年
十
二
月
）
。

伊
藤
慎
吾
「
源
氏
供
養
草
子
」
言
お
伽
草
子
事
典
」
平
成
十
四
年
、
東
京
堂
出
版
）
・

「
室
町
時
代
物
語
大
成
」
第
四
に
翻
刻
本
文
と
、
ｕ
絵
に
挿
絵
の
一
図
が
載
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
日
本
の
美
術
』
「
お
伽
草
子
」
に

挿
絵
四
図
の
う
ち
三
図
が
図
版
と
し
て
載
る
。
う
ち
一
図
は
カ
ラ
ー
。
「
室
町
時
代
物
語
大
成
』
の
解
題
に
は
「
酒
井
抱
一
の
旧
蔵

本
で
あ
る
。
箱
蓋
の
表
に
「
絵
詞
尊
鎮
法
親
王
真
蹟
」
と
記
し
て
あ
る
の
も
抱
一
の
筆
か
。
尊
鎮
法
親
王
筆
の
真
偽
は
明
か
で
な

い
。
室
町
末
期
乃
至
江
戸
初
期
の
製
作
の
よ
う
に
見
え
る
」
と
あ
る
。
現
在
は
行
方
不
明
。

徳
江
元
正
「
國
籍
類
書
本
「
源
氏
供
養
双
紙
』
を
篠
り
て
」
（
壱
ブ
リ
こ
六
十
四
号
、
昭
和
五
十
一
年
。
後
に
「
源
氏
供
養
讃
の

系
譜
」
と
改
題
し
て
「
室
町
藝
能
史
論
孜
」
（
昭
和
五
十
九
年
、
三
弥
井
書
店
）
に
収
録
）
に
一
部
の
翻
刻
が
載
る
。

恋
田
知
子
昌
源
氏
供
養
草
子
』
考
ｌ
寺
院
文
化
圏
の
物
語
草
子
Ｉ
（
『
女
と
仏
の
室
町
ｌ
物
語
草
子
論
』
平
成
二
十
年
、
笠
間
書
院
）

に
翻
刻
が
載
る
。

世
界
思
想
社
、
平
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（
〃
）
「
日
本
歌
学
大
系
」
第
四
巻
（
昭
和
四
十
八
年
、
風
間
書
房
）
。

（
路
）
『
阿
仏
尼
全
集
』
（
昭
和
三
十
三
年
、
風
間
書
房
）
。

（
別
）
『
為
氏
本
源
氏
古
系
図
」
前
田
家
本
二
源
氏
物
語
大
成
」
十
三
、
昭
和
六
十
年
、
中
央
公
論
社
）
伝
為
氏
筆
。
凡
例
に
「
鎌
倉
中
期

ヲ
下
ラ
ザ
ル
書
写
ノ
巻
子
本
一
巻
」
と
あ
る
。

（
妬
）
紫
式
部
が
観
音
の
霊
験
に
よ
り
湖
面
に
映
る
月
影
を
見
て
「
源
氏
物
語
」
の
構
想
を
得
た
と
す
る
の
は
、
あ
る
い
は
水
月
観
音
の
信

仰
と
も
関
係
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
水
月
観
音
は
三
十
三
観
音
の
一
つ
で
、
画
像
で
は
補
陀
洛
山
の
水
辺
の
岩
上
に
座
し
て
水
面
の

月
を
眺
め
て
い
る
姿
で
描
か
れ
る
。
後
に
あ
げ
る
「
紫
式
部
聖
像
」
の
水
相
観
と
も
合
わ
せ
て
考
え
て
見
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
恥
）
石
田
穣
二
・
茅
場
康
雄
編
「
源
氏
大
鏡
〔
改
訂
版
〕
』
（
古
典
文
庫
第
五
○
八
冊
、
平
成
元
年
）
。

（
〃
）
「
源
氏
物
語
大
成
』
巻
七
（
昭
和
三
十
一
年
、
中
央
公
論
社
）
。

（
路
）
「
紫
明
抄
・
河
海
抄
』
（
昭
和
四
十
三
年
、
角
川
書
店
）
・

（
羽
）
「
石
山
寺
月
見
記
』
石
山
寺
文
化
財
綜
合
調
査
団
篇
『
石
山
寺
資
料
叢
書
』
文
学
篇
第
一
（
平
成
八
年
、
法
蔵
館
）
。

（
別
）
碧
沖
洞
叢
書
第
八
十
七
輯
『
源
語
研
究
資
料
集
』
昭
和
四
十
四
年
）
・

（
別
）
「
日
本
絵
巻
大
成
』
十
八
（
昭
和
五
十
三
年
、
中
央
公
論
社
）
。

（
塊
）
相
澤
正
彦
「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
第
四
、
五
巻
の
絵
師
に
つ
い
て
」
（
「
日
本
美
術
史
の
杜
村
重
寧
先
生
・
星
山
晋
也
先
生
古
稀
記
念

論
文
集
』
平
成
二
十
年
、
竹
林
舎
）
。

（
銘
）
梅
津
次
郎
「
研
究
資
料
、
京
都
国
立
博
物
館
蔵
「
石
山
寺
絵
詞
」
」
（
「
美
術
研
究
」
一
三
六
号
、
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
）
。

（
別
）
後
藤
丹
治
「
源
氏
一
品
経
と
源
氏
表
白
」
（
「
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
五
年
九
月
）
。

（
弱
）
『
新
編
国
歌
大
観
第
四
巻
私
家
集
編
」
（
昭
和
六
十
一
年
、
角
川
書
店
）
。
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山付弓宮へ武安山
岸 さ石川且笠藤田
常れ睾葉を朗亨昭
人乏縁王参令子全
而本鐸課照涯頑糯

鋤
（
侶
）
『
新
編
国
歌
大
観

剛
（
棚
）
石
山
寺
文
化
財

伽
（
型
（
運
を
参
照
◎

能

（
邪
）
「
新
編
国
歌
大
観
第
一
巻
私
家
集
編
」
（
昭
和
五
十
八
年
、
角
川
書
店
）
・

（
訂
）
『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
中
世
私
家
集
こ
（
平
成
六
年
、
朝
日
新
聞
社
）
・

（
銘
）
『
新
編
国
歌
大
観
第
七
巻
私
家
集
編
』
（
昭
和
六
十
四
年
、
角
川
書
店
）
。

（
羽
）
寺
本
直
彦
「
源
氏
講
式
に
つ
い
て
」
（
「
源
氏
物
語
受
容
史
論
考
』
昭
和
四
十
五
年
、
風
間
書
房
）
。

（
靴
）
山
田
昭
全
「
柿
本
人
麿
影
供
の
成
立
と
展
開
ｌ
仏
教
と
文
学
と
の
接
触
に
視
点
を
置
い
て
」
含
大
正
大
學
研
究
紀
要
文
學
部

教
學
部
』
五
十
一
、
昭
和
四
十
一
年
三
月
）
。

（
似
）
山
田
昭
全
「
柿
本
講
式
ｌ
報
告
並
び
に
翻
刻
ｌ
」
『
中
世
文
学
の
展
開
と
仏
教
」
平
成
十
二
年
、
お
う
ふ
う
）
。

（
蛆
）
安
藤
亨
子
「
源
氏
供
養
草
子
」
二
体
系
物
語
文
学
史
』
四
、
有
精
堂
、
平
成
元
年
）

（
鴨
）
武
笠
朗
（
「
源
氏
供
養
と
普
賢
十
羅
刹
女
像
」
「
源
氏
物
語
と
江
戸
文
化
ｌ
可
視
化
さ
れ
る
雅
俗
』
森
話
社
、
平
成
二
十
年
）
。

（
別
）
石
山
寺
文
化
財
綜
合
調
査
団
篇

宮
川
葉
子
（
「
詠
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
の
系
譜
ｌ
源
氏
供
養
の
伝
流
を
軸
と
し
て
ｌ
」
（
「
和
歌
文
学
研
究
』
六
十
二
号
、
平
成
三
年
四
月
）
。

「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」
（
平
成
八
年
、
石
山
寺
）
。
こ
の
付
録
と
し
て
「
紫
式
部
聖
像
」
が
図
版
掲
載
さ
れ
、
白
畑
よ
し
氏
の
解
説
が

付
さ
れ
る
。
本
稿
に
掲
載
の
図
版
も
こ
れ
を
転
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

山
岸
常
人
「
伽
藍
の
す
が
た
」
（
「
石
山
寺
の
信
仰
と
歴
史
」
平
成
二
十
年
、
思
文
閣
出
版
）
。

『
新
編
国
歌
大
観
第
八
巻
私
家
集
編
」
（
平
成
二
年
、
角
川
書
店
）
。

石
山
寺
文
化
財
綜
合
調
査
団
篇
「
石
山
寺
資
料
叢
書
」
文
学
篇
第
一
（
平
成
八
年
、
法
蔵
館
）
。

「
石
山
寺
資
料
叢
書
』
文
学
篇
第
一
（
平
成
八
年
、
法
蔵
館
）
。

佛
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［
付
記
］

石
山
寺
蔵
「
紫
式
部
聖
像
」
の
調
査
と
図
版
の
掲
載
に
つ
い
て
は
、
石
山
寺
の
鷲
尾
遍
隆
座
主
と
石
山
寺
文
化
財
調
査
団
団
長
で
あ
る

奥
田
勲
先
生
に
ご
高
配
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
深
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。
本
稿
は
国
文
学
研
究
資
料
館
基
幹
研
究
「
王
朝
文
学
の
流
布

と
継
承
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
塊
）
『
石
山
要
記
」
第
十
二
に
所
収
さ
れ
る
。
石
山
寺
文
化
財
綜
合
調
査
団
篇
「
石
山
寺
資
料
叢
書
」
寺
誌
篇
第
一
（
平
成
十
八
年
、
法
蔵
館
）
。
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