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「
紫
式
部
日
記
」
の
方
法
と
浄
土
教
思
想

・
試
論広
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勝
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１

　
「
紫
式
部
日
記
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
、
寛
弘
五
年
か
ら
七
年
に
至
る
間

の
、
申
宮
彰
子
の
敦
成
親
王
出
生
、
敦
良
親
王
の
御
五
十
日
を
主
た
る
内
容
と

し
て
現
存
し
て
い
る
。
こ
の
日
記
が
公
的
記
録
的
な
女
房
日
記
の
性
格
を
も
つ

と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
、
こ
の
日
記
は
作
者

の
私
的
な
感
想
や
事
柄
の
叙
述
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
る
。
こ
の
公
私
に
ま
た
が

る
二
重
性
格
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
「
紫
式
部
日
記
」
の
特
質
を
求
め
る
こ

と
が
従
来
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
松
村
博
司
氏
は
、
「
こ
の
日
記

は
、
消
息
文
の
混
入
と
い
わ
れ
る
部
分
が
介
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
構
成
的

に
は
記
録
的
公
的
な
Ｈ
女
房
日
記
的
な
部
分
と
、
作
者
自
身
の
感
慨
．
心
境
．

閲
歴
な
ど
を
記
し
た
感
想
的
私
的
な
Ｈ
随
筆
的
な
部
分
と
に
二
分
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
見
え
る
」
と
し
て
、
さ
ら
に
、
　
「
両
者
は
相
交
錯
し
た
姿
に
お

い
て
遺
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
作
者
の
感
想
の
中
に
は
、
常
に
内
省

的
な
孤
蓼
の
姿
が
し
ば
し
ば
描
か
れ
て
、
日
記
全
体
に
深
刻
な
文
学
味
を
与
え

て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
こ
の
日
記
独
自
の
文
学
精
神
と
い
う
こ
と
が
で
き

　
　
　
註
１

る
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
さ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
間
題
は
、
親
王
出
生
を
め
ぐ
る
盛
事
を
書
き
留
め
る
と
い
う
日

記
の
主
想
を
変
質
せ
し
め
る
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
、
私
的
な
心
情
が
相
交
錯
し

つ
つ
位
置
を
占
め
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
こ
と

に
つ
い
て
、
　
「
皇
子
誕
生
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
道
長
自
身
日
記
を
つ
け
、
中

宮
職
で
も
、
公
式
の
記
録
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
女
房
の
臼
記
は
彰
子
方
の
私

的
な
記
録
と
し
て
、
そ
れ
ら
と
は
趣
向
の
か
わ
っ
た
、
す
な
わ
ち
、
才
能
あ
る

女
房
の
独
自
な
観
察
眼
に
よ
り
、
個
人
的
色
彩
に
い
ろ
ど
ら
れ
て
こ
そ
、
存
在

　
　
　
　
　
　
　
註
２

の
価
値
が
認
め
ら
れ
た
」
と
説
く
清
水
好
子
氏
の
見
解
が
あ
る
。
日
記
成
立
の

事
情
を
主
家
の
要
請
に
よ
る
親
王
出
生
の
記
録
と
い
う
こ
と
に
置
く
立
場
か
ら

み
た
ば
あ
い
に
氏
の
判
断
に
従
い
た
い
。
そ
う
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
視
点
を
作

者
そ
の
も
の
の
内
面
に
移
行
さ
せ
た
ば
あ
い
に
い
か
な
る
乙
と
に
な
る
の
で
あ



ろ
う
か
。
日
記
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
記
録
す
る
と
い
う
外
発
的
要
因
と
と
も

に
、
親
王
出
生
と
い
う
盛
大
な
出
来
事
を
眼
の
あ
た
り
に
見
聞
し
た
作
者
の
感

動
が
喚
起
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
内
発
的
な
動
機
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
主

家
の
栄
華
を
叙
述
す
る
、
い
わ
ゆ
る
公
的
記
録
的
部
分
に
も
、
記
録
者
そ
の
人

の
感
動
が
そ
の
ま
ま
に
表
出
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
そ

の
感
動
と
う
ら
は
ら
に
、
そ
れ
を
く
つ
が
え
す
ご
と
く
、
内
省
的
な
私
的
感
慨

が
ひ
き
つ
づ
い
て
語
り
出
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
日
記
の
あ
り
よ
う
で
あ
っ
た
。

私
事
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
公
事
に
か
か
る
記
述
ま
で
も
、
作
者
紫
式
部
の
内

面
を
く
ぐ
り
ぬ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
公
的
部
分
・

私
的
部
分
と
よ
ば
れ
る
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
記
録
者
ゑ
、
れ
自
体
の
心
底
を
露

わ
に
さ
し
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
み
、
の
両
者
に
関
す
る
そ
れ
ぞ

れ
の
叙
述
の
色
調
の
違
い
は
、
対
象
の
違
い
に
よ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
作
者
の

内
奥
に
あ
る
問
題
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
と
み
ら
れ
る
。
い
う
と
こ
ろ

の
、
日
記
の
二
重
性
は
、
作
者
の
精
神
構
造
の
二
重
性
に
由
来
す
る
、
と
い
う

こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
親
王
出
生
の
盛
儀
を
記
録
す
る
べ
き
立
場
に

い
た
紫
式
部
は
、
自
ら
の
感
動
を
基
底
に
お
い
て
、
申
宮
彰
子
を
軸
と
す
る
後

宮
世
界
の
優
美
さ
と
め
で
た
さ
と
を
日
記
の
主
題
と
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
中
で
ふ
る
ま
う
自
己
を
も
う
一
つ
の
自
己
が
凝
視
す
る
と
い
う
分

裂
し
た
わ
が
身
の
あ
り
さ
ま
を
同
時
に
書
き
記
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

紫
式
部
の
内
部
に
、
貴
族
杜
会
の
一
員
と
し
て
貴
族
的
情
趣
に
あ
こ
が
れ
る
志

　
　
　
　
　
　
「
紫
式
部
日
記
」
の
方
法
と
浄
土
教
思
想
・
試
論

向
と
、
そ
れ
を
そ
の
根
底
か
ら
否
定
し
っ
く
し
、
そ
こ
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
す

る
志
向
と
が
対
立
し
た
ま
ま
に
み
え
る
の
で
あ
る
。
紫
式
部
は
二
つ
の
柵
反
す

る
志
向
を
、
い
わ
ゆ
る
公
的
部
分
と
私
的
部
分
の
両
者
に
分
け
も
た
せ
て
、
と

い
う
よ
り
も
分
裂
し
た
ま
ま
に
形
象
し
つ
つ
、
そ
の
杣
剋
の
中
に
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
を
統
合
す
る
道
程
を
探
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
の
で
は
な

い
の
か
。
そ
の
と
き
、
日
記
文
学
の
方
法
は
、
単
な
る
記
録
の
方
法
で
あ
る
に

と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
、
作
者
そ
の
人
の
生
の
あ
り
か
た
を
模
索
す
る
方
法
と

し
て
立
ち
も
ど
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
み
、
の
問
い
に
せ
ま
る
作
者
の
現
実
認
識

の
姿
勢
の
根
幹
を
形
成
し
て
い
た
も
の
は
と
り
も
な
お
さ
ず
浄
土
教
的
思
想
で

あ
ろ
う
。
私
的
感
想
に
み
ら
れ
る
深
刻
な
内
省
的
苦
悩
は
そ
れ
に
よ
っ
て
裏
打

ち
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
栄
華
の
記
録
と
し
て
の
「
紫
式
部
日

記
」
が
、
作
者
の
内
実
に
立
ち
か
え
っ
た
と
き
に
、
憂
愁
の
念
の
濃
厚
な
現
世

拒
否
の
論
理
に
色
ど
ら
れ
る
と
い
う
点
に
、
こ
の
日
記
の
特
貫
が
あ
り
は
し
ま

い
か
。

註
－

註
２

松
村
博
司
氏

清
水
好
子
氏２

「
御
有
様
な
ど
の
、

「
紫
式
部
日
記
」

「
紫
式
部
論
」

　
（
ア
テ
ネ
文
庫
）

（
「
日
本
文
学
」
一
九
六
〇
年
七
月
号
）

い
と
さ
ら
な
る
こ
と
な
れ
ど
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五

う
き
世
の
な
ぐ
さ
め
に



　
　
　
　
　
　
「
紫
式
部
日
記
」
の
方
法
と
浄
土
教
思
想
・
試
論

は
、
か
か
る
御
前
を
こ
そ
た
づ
ね
ま
ゐ
る
べ
か
り
け
れ
と
、
う
っ
し
心
を
ば
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
３

き
た
が
へ
、
た
と
し
へ
な
く
よ
ろ
づ
忘
る
る
に
も
、
か
っ
は
あ
や
し
き
。
」

　
巻
頭
に
つ
づ
く
、
こ
の
一
文
に
は
、
作
者
紫
式
部
の
屈
折
し
た
精
神
構
造
の

あ
り
か
た
が
す
で
に
提
示
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
中
宮
の
御
前
に
お

い
て
、
憂
き
世
の
思
い
も
慰
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
「
よ
ろ
づ
忘
る
る
」
と

い
う
こ
と
ば
に
は
、
当
代
の
後
宮
の
女
主
人
公
で
あ
る
中
宮
の
も
と
に
お
け
る

思
わ
ぬ
深
さ
の
感
動
が
こ
め
ら
て
い
る
。
そ
れ
は
か
ね
て
の
本
意
に
は
ふ
さ
わ

し
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
抑
え
き
れ
な
か
っ
た
心
の
動
き
が

示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど
の
感
歎
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に

全
的
に
自
己
を
投
入
し
お
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
激
し
い
感
動
に
ゆ
り
う
ご

か
さ
れ
た
自
己
を
、
「
あ
や
し
き
」
こ
と
と
し
て
、
す
ぐ
に
も
う
一
つ
の
自
己

が
冷
徹
に
凝
視
す
る
。

　
こ
う
し
た
あ
り
さ
ま
が
、
こ
の
一
段
が
指
し
示
す
紫
式
部
の
姿
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
わ
か
る
よ
う
に
、
行
為
と
内
省
、
そ
の
絶
え
ざ
る
く
り
か
え
し
に

紫
式
部
の
苦
悶
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
紫
式
部
の
精
神
の
あ
り
か
た
に
つ
い

て
、
秋
山
慶
氏
は
「
作
者
の
ひ
た
す
ら
に
美
に
さ
そ
わ
れ
る
、
あ
る
い
は
美
を

発
見
し
て
ゆ
く
志
向
と
、
現
実
に
生
き
る
こ
と
の
苦
渋
に
目
ざ
め
る
倫
理
的
な

志
向
と
の
せ
め
ぎ
あ
う
矛
盾
的
な
人
問
構
造
が
、
ゆ
く
り
な
く
も
こ
こ
に
総
体

的
な
表
現
を
と
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
は
、
も
は
や
式
部
の
日

記
執
筆
の
い
と
な
み
が
、
主
家
の
期
待
や
要
請
に
よ
る
日
次
記
で
あ
る
と
か
な
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六

い
と
か
の
次
元
を
こ
え
た
、
高
度
の
個
性
的
文
学
創
造
の
領
域
に
属
し
て
し
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
４

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
指
摘
さ
れ
た
。
氏
の
い

わ
れ
る
矛
盾
的
な
人
間
構
造
を
示
す
紫
式
部
の
像
は
、
そ
の
精
神
の
極
を
相
反

す
る
二
方
向
に
も
ち
つ
つ
、
そ
の
間
を
不
安
定
な
ま
ま
に
た
ゆ
た
っ
て
い
る
と

み
ら
れ
る
。

　
紫
式
部
の
精
神
に
お
い
て
対
立
す
る
肯
定
と
否
定
、
讃
美
と
批
判
と
の
極
点

は
、
「
身
」
と
「
心
」
と
が
そ
れ
ぞ
れ
に
担
う
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
式
部
集

五
五
の
「
数
な
ら
ぬ
心
に
身
を
ぱ
ま
か
せ
ね
ど
身
に
し
た
が
ふ
は
心
な
り
け

り
」
、
同
五
六
「
心
だ
に
い
か
な
る
身
に
か
か
な
ふ
ら
ん
お
も
ひ
し
れ
ど
も
お
も

　
　
　
　
註
５

ひ
し
ら
れ
ず
」
な
ど
は
、
そ
う
し
た
紫
式
部
の
人
間
観
を
う
か
が
わ
せ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
今
井
源
衛
氏
の
「
こ
と
に
自
分
自
身
　
　
ひ
い
て
は
人
問
そ

の
も
の
　
　
を
『
身
』
と
『
心
』
と
い
う
二
元
的
存
在
と
見
、
両
者
の
相
関
関

係
の
中
に
自
分
の
具
体
的
な
姿
を
見
出
し
て
い
る
の
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
か
も

　
　
註
６

し
れ
な
い
」
と
い
う
見
解
が
摘
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
「
身
」
　
　
現
実

世
界
内
存
在
と
、
　
「
心
」
　
　
理
想
世
界
内
存
在
と
の
懸
隔
に
紫
式
部
の
苦
悩

が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
律
背
反
的
な
あ
り
よ
う
は
、
日
記
全

体
を
通
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
先
に
み
た
日
記
の
二
重
性
と
い
う
構
成
は
、
ま
さ
に
、
そ
の
「
身
」
と

「
心
」
の
相
対
立
す
る
世
界
の
志
向
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
身
」

が
安
住
し
は
て
よ
う
と
す
る
現
実
的
世
界
は
、
紫
式
部
に
と
っ
て
藤
原
摂
関
制



貴
族
杜
会
の
現
実
に
他
な
ら
ず
、
日
記
に
あ
っ
て
は
、
今
ま
さ
に
わ
が
身
を
置

い
て
い
る
宮
廷
杜
会
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お
け
る
讃
美
と
肯
定
の
志

向
は
、
親
王
出
生
記
録
と
い
う
責
務
と
重
な
り
つ
つ
、
い
わ
ゆ
る
公
的
部
分
と

し
て
表
象
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
　
「
心
」
が
あ
く
な
く
求
め
て
や
ま
な
い

理
想
的
世
界
は
、
両
極
に
分
解
し
は
て
た
わ
が
身
を
合
め
て
虚
妄
の
現
実
を
超

剋
し
た
と
こ
ろ
に
定
立
し
う
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
現
実
否
定
と
批

判
の
志
向
は
、
喜
び
と
感
動
に
影
を
お
と
す
ご
と
く
行
ｍ
に
点
綴
さ
れ
る
私
的

感
想
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
消
息
文
を
中
心
と
し
た
私
的
部
分
に

表
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
紫
式
部
は
相
反
す
る
想
念
を
、
な
お
も
相
反
す
る
ま

ま
に
、
日
記
の
二
重
性
の
う
ち
に
表
現
し
つ
つ
、
そ
の
両
極
の
狭
問
に
自
ら
の

生
を
定
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
「
『
事
と
心
』
と
い
ひ
、

『
身
と
心
』
と
い
ひ
『
世
と
戎
』
と
い
ひ
、
二
元
的
な
対
立
を
立
て
て
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
７

綜
合
に
な
や
む
の
が
式
部
の
思
惟
傾
向
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
容
認
さ
れ
よ

う
。　

「
身
」
に
対
し
て
「
心
」
を
も
っ
て
生
き
る
こ
と
を
願
望
し
つ
つ
、
な
お

も
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
し
か
も
、
生
身
の
人
問
の
う
ち
に
あ
る

心
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
ほ
ど
鋭
く
、
理
想
的
世
界
内
の
「
心
」
で
あ
る
こ
と
に

耐
え
て
は
い
な
い
。
日
記
に
い
う
、
　
「
さ
も
残
せ
る
こ
と
な
く
思
ひ
し
る
身
の

う
さ
か
な
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
　
「
な
ほ
世
に
し
た
が
ひ
ぬ
る
心
か
」
と
臼
問

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
が
実
状
で
あ
る
。
そ
し
て
、
深
部
へ
深
部
へ
と
自
己
解

　
　
　
　
　
　
「
紫
式
部
日
記
」
の
方
法
と
浄
土
教
思
想
・
試
論

体
の
苦
悩
の
淵
に
お
ち
こ
む
の
が
紫
式
部
で
あ
る
。
そ
の
深
淵
に
お
け
る
精
神

の
営
み
の
原
点
は
「
う
っ
し
心
」
の
究
明
に
よ
っ
て
実
態
が
表
わ
れ
る
と
思
わ

れ
る
。
多
屋
頼
俊
氏
は
そ
れ
に
っ
い
て
「
彼
女
わ
世
俗
的
な
も
の
に
心
お
引
か

れ
な
い
の
で
わ
な
い
。
世
間
的
な
美
が
感
ぜ
ら
れ
な
い
の
で
わ
な
い
。
し
か
し

彼
女
の
胸
の
底
に
わ
、
そ
う
し
た
世
問
的
な
も
の
に
酔
わ
な
い
、
醒
め
た
る
心

－
う
つ
し
心
が
常
に
ひ
か
え
て
い
て
、
世
問
的
な
も
の
に
引
か
れ
よ
う
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
８

る
心
お
引
き
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
お
お
む
ね
の
把

握
は
こ
れ
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
な
お
、
考
を
重
ね
る
た
め
に
、
従

来
か
ら
の
註
釈
の
う
ち
、
今
、
眼
に
ふ
れ
え
た
も
の
の
な
か
か
ら
主
な
る
見
解

を
列
挙
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
１
　
こ
こ
の
う
つ
し
心
は
現
心
に
て
其
な
き
は
物
狂
ほ
し
き
な
り
此
も
あ
ま

　
り
こ
こ
ろ
行
て
物
狂
ほ
し
き
さ
ま
な
る
を
云
な
る
へ
し
（
足
立
稲
直
氏
「
紫

　
式
部
日
記
解
」
）

　
２
　
現
心
に
て
、
い
ま
我
心
の
底
に
、
お
ぼ
ろ
げ
な
ら
ず
、
深
く
思
ひ
と
り

　
た
る
心
を
い
ふ
。
後
々
に
も
、
か
か
る
心
ば
へ
あ
ま
た
見
え
て
、
こ
の
式
部

　
が
心
、
た
だ
、
仏
の
道
に
ふ
か
く
思
ひ
い
り
て
、
か
か
る
ま
じ
ら
ひ
な
ど

　
は
、
こ
の
ま
し
か
ら
ぬ
さ
ま
な
れ
ば
、
し
か
、
仏
の
道
に
思
ひ
い
り
た
る
う

　
っ
し
心
を
ば
引
た
が
へ
て
、
御
ま
へ
な
る
ほ
ど
は
、
御
あ
り
さ
ま
な
ど
の
す

ぐ
れ
さ
せ
給
へ
る
に
よ
り
て
、
よ
ろ
づ
う
き
こ
と
も
わ
す
ら
れ
ぬ
と
な
り
。

　
（
清
水
宣
昭
氏
「
紫
式
部
日
記
註
釈
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



　
　
　
　
　
「
紫
式
部
日
記
」
の
方
法
と
浄
土
教
思
想
・
試
論

３
　
た
し
か
な
心
。
正
気
。
あ
ま
り
に
心
ゆ
き
て
物
狂
ほ
し
き
さ
ま
な
る
を

云
ふ
。
　
（
永
野
忠
一
氏
「
紫
式
部
日
記
評
釈
」
）

４
　
中
宮
の
御
前
に
居
れ
ば
あ
ま
り
の
嬉
し
さ
に
本
心
も
失
せ
て
有
頂
天
に

な
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
　
（
宮
田
和
一
郎
氏
「
紫
式
部
日
記
講
義
」
）

５
　
沈
ん
で
ゐ
る
自
分
の
現
在
の
心
を
す
っ
か
り
か
へ
て
し
ま
っ
て
。
（
玉

井
幸
助
氏
「
紫
式
部
日
記
」
）

６
　
現
実
の
心
。
紫
式
部
は
、
こ
の
う
き
世
を
思
ひ
き
っ
て
出
家
し
て
、
仏

道
修
行
す
る
の
が
現
実
の
実
相
に
目
ざ
め
た
人
間
の
態
度
で
あ
る
と
考
え
る

よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
（
阿
部
秋
生
氏
「
紫
式
部
日
記
全
釈
」
）

７
　
平
常
の
心
。
（
池
田
勉
氏
「
紫
式
部
日
記
」
）

８
　
現
実
の
境
遇
、
自
己
の
運
命
に
対
し
て
目
ざ
め
て
い
る
平
常
の
心
と
う

っ
て
か
わ
っ
て
。
（
池
田
亀
鑑
・
秋
山
慶
両
氏
「
紫
式
部
日
記
」
）

９
　
本
心
・
正
気
の
意
だ
が
、
仏
の
道
に
深
く
思
ひ
い
り
た
る
心
と
解
す
る

は
い
か
が
で
あ
ろ
う
。
式
部
が
出
家
入
道
を
希
求
せ
る
如
き
意
味
の
感
懐
を

洩
ら
す
こ
と
は
、
こ
の
日
記
に
も
度
々
見
え
て
い
る
が
、
な
お
直
ち
に
「
現

心
」
即
「
菩
提
心
」
と
断
じ
去
る
根
拠
と
は
な
し
難
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
世

は
穣
土
ぞ
と
思
い
し
み
た
る
日
頃
の
本
心
を
さ
す
と
見
る
ぺ
き
で
は
な
か
ろ

う
か
。
　
（
池
田
亀
鑑
氏
「
紫
式
部
日
記
」
）

１
０
　
正
常
の
心
・
平
常
の
生
活
感
情
。
（
曽
沢
太
吉
・
森
重
敏
両
氏
「
紫
式

部
日
記
新
釈
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

　
こ
れ
ら
を
み
る
と
お
お
よ
そ
次
の
ご
と
く
ま
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
１
　
足
立
稲
直
氏
説
の
系
列
…
…
本
心
・
正
常
心
な
ど
の
一
般
的
語
義
を
明

　
ら
か
に
す
る
に
と
ど
め
て
、
そ
の
実
態
に
ま
で
た
ち
い
た
ら
な
い
も
の
。

　
２
　
清
水
宣
昭
氏
説
の
系
列
…
…
仏
道
に
深
く
思
い
入
っ
た
心
と
み
て
、
明

　
ら
か
に
仏
道
帰
依
の
志
向
が
あ
る
と
す
る
も
の
。
小
室
由
三
氏
の
「
紫
式
部

　
全
釈
」
も
こ
の
立
場
を
と
る
。

　
３
　
池
田
亀
鑑
氏
の
説
に
代
表
さ
れ
る
ご
と
く
、
作
者
の
内
面
に
迫
ろ
う
と

　
し
て
、
憂
き
世
の
思
い
に
う
ち
沈
ん
だ
心
情
を
ひ
き
出
し
て
は
い
る
が
、
な

　
お
そ
れ
と
仏
道
精
進
と
は
同
一
で
は
な
い
と
す
る
も
の
。

　
こ
れ
ら
の
三
っ
の
見
方
が
あ
る
。
一
般
的
な
意
味
内
容
を
把
握
す
る
も
の
か

ら
、
現
実
批
判
に
至
る
も
の
、
さ
ら
に
仏
道
帰
依
へ
と
深
化
し
た
と
み
る
も

の
、
な
ど
で
あ
る
。
紫
式
部
の
真
情
は
、
は
た
し
て
こ
の
い
ず
れ
の
地
点
に
位

置
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
も
と
も
と
「
う
つ
し
心
」
の
語
義
は
、
「
た
し
か
な
る
心
」
　
「
常
の
心
」
「
正

気
」
（
北
山
渓
太
氏
「
源
氏
物
語
辞
典
」
）
と
い
う
に
と
ど
ま
る
。
吉
沢
義
則
氏

「
源
氏
物
語
新
釈
」
索
引
に
よ
れ
ば
、
十
八
の
用
例
が
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ

も
、
右
の
語
義
の
範
囲
内
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
限
り
で
は
、
曽
沢
太

吉
・
森
重
敏
両
氏
の
説
か
れ
る
ご
と
く
、
「
平
常
の
生
活
感
情
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
次
に
問
わ
れ
る
の
は
、
紫
式
部
の
内
奥
に
「
現

に
た
だ
い
ま
在
る
心
」
が
い
か
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で



あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
頃
の
紫
式
部
の
心
情
を
表
出
し
た
と
思
わ

れ
る
「
紫
式
部
集
」
の
歌
を
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
が
散
在
し
て
い
る
。

「
世
の
は
か
な
き
事
を
な
げ
く
こ
ろ
」
（
集
四
八
）
「
世
を
常
な
し
と
お
も
ふ
」

（
集
五
四
）
「
こ
の
世
を
う
し
と
い
と
ふ
」
（
集
五
四
）
「
身
を
お
も
は
ず
な
り
と

な
げ
く
」
（
集
五
五
）
「
身
の
う
さ
」
（
集
五
七
）
「
う
き
こ
と
を
お
も
ひ
み
だ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
９

て
」
（
集
五
八
）
「
う
き
世
」
（
集
五
九
）
な
ど
で
あ
る
。
無
常
の
世
に
生
き
る

わ
が
身
の
憂
さ
の
思
い
が
著
し
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
式
部
集
に
お

い
て
作
者
が
こ
う
し
た
心
情
を
吐
露
し
た
の
は
夫
宣
孝
の
死
の
直
後
か
ら
宮
仕

え
に
か
け
て
の
時
期
で
あ
る
。
日
記
に
い
う
「
う
つ
し
心
」
も
ま
た
同
質
の
も

の
で
あ
る
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、
式
部
集
五
七
の

「
は
じ
め
て
内
わ
た
り
を
み
る
に
も
も
の
あ
は
れ
な
れ
ば
身
の
う
さ
は
心
の
う

ち
に
し
た
ひ
き
て
い
ま
こ
こ
の
へ
ぞ
お
も
ひ
み
だ
る
る
」
は
出
仕
時
の
感
慨
で

あ
っ
て
、
旦
記
に
ひ
き
っ
が
れ
て
い
る
心
情
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
る
と
こ

ろ
、
紫
式
部
の
内
面
的
感
慨
は
、
そ
の
集
約
と
し
て
の
「
う
つ
し
心
」
の
実
態

に
お
い
て
、
自
ら
の
境
遇
に
思
い
入
る
沈
欝
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
紫

式
部
は
貴
族
杜
会
の
直
中
に
生
き
て
あ
り
つ
つ
、
「
身
」
と
「
心
」
と
い
う
矛

盾
相
剋
す
る
二
っ
の
志
向
の
間
に
漂
泊
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
自
己
の
存
在
を

も
合
め
て
、
全
て
を
憂
き
世
の
事
と
み
て
そ
こ
か
ら
の
脱
却
を
希
求
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
う
つ
し
心
」
と
し
て
、
日
記
作
者
の
心
底
に
位
置
を
占

め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
こ
こ
に
厭
離
穣
土
の
一
念

　
　
　
　
　
　
「
紫
式
部
日
記
」
の
方
法
と
浄
土
教
思
想
・
試
論

を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
穣
土
の
思
い
が
、
池
田
亀
鑑
氏
説
の
ご
と

く
、
な
お
も
仏
道
精
進
と
結
び
っ
か
ぬ
か
ど
う
か
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て

も
、
少
な
く
と
も
、
作
者
が
出
世
問
的
な
姿
勢
の
う
ち
に
生
の
可
能
性
を
探
り

出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
か
か
わ
っ
た
と
き

に
、
「
紫
式
部
日
記
」
は
、
単
な
る
主
家
繁
栄
の
記
録
に
と
ど
ま
ら
ず
、
作
者

そ
れ
自
体
の
生
の
模
索
の
記
録
た
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
自
己
否
定
の
極
限
は
、
し
ば
し
ば
、
強
烈
な
自
意
識
を
よ
び
お
こ
す
。
紫
式

部
の
場
合
も
そ
の
よ
う
で
あ
る
。

　
「
か
く
、
か
た
が
た
に
つ
け
て
、
一
ふ
し
の
思
ひ
い
で
、
と
る
べ
き
こ
と
な

く
て
、
過
ぐ
し
侍
り
ぬ
る
人
の
、
こ
と
に
行
く
す
ゑ
の
た
の
み
も
な
き
こ
そ
、

な
ぐ
さ
め
思
ふ
か
た
だ
に
侍
ら
ね
ど
、
心
す
ご
う
も
て
な
す
身
ぞ
と
だ
に
思
ひ

侍
ら
じ
。
」

　
こ
れ
に
よ
る
と
現
在
ま
で
の
生
涯
は
虚
し
か
っ
た
。
今
後
も
そ
う
で
あ
る
だ

ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
か
え
っ
て

「
心
す
ご
う
も
て
な
す
身
ぞ
と
だ
に
思
ひ
侍
ら
じ
」
と
い
う
強
靱
な
衿
侍
が
あ

る
。
そ
し
て
、
負
の
極
を
正
の
極
へ
と
切
り
か
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
可

能
性
は
自
己
の
不
安
定
な
存
在
を
そ
の
本
貫
に
至
る
ま
で
、
ど
れ
ほ
ど
凝
視
し

つ
づ
け
る
か
に
か
か
わ
る
。
そ
の
不
安
な
り
懐
疑
を
い
か
に
意
識
上
に
把
え
る

か
、
と
い
う
こ
と
に
生
の
方
向
を
探
り
出
す
こ
と
の
一
切
の
モ
チ
ー
フ
が
あ

る
。
そ
れ
が
身
の
上
を
書
き
記
す
日
記
文
学
の
方
法
と
の
出
会
い
を
必
然
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



　
　
　
　
　
　
「
紫
式
部
日
記
」
の
方
法
と
浄
土
教
思
想
・
試
論

も
の
に
す
る
の
で
あ
る
。
つ
き
と
め
な
い
で
い
ら
れ
な
い
と
き
に
、
現
象
は
写

実
的
精
神
の
対
象
た
る
素
材
へ
と
転
化
す
る
。
「
紫
式
部
日
記
」
の
ば
あ
い
も
、

こ
こ
に
、
公
の
栄
華
の
記
録
か
ら
わ
が
身
の
生
の
記
録
へ
の
変
質
が
用
意
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
つ
き
動
か
し
て
い
っ
た
も
の
が
、
他
な
ら
ぬ
憂
き
世
に

お
け
る
「
身
」
と
「
心
」
と
の
分
裂
の
不
安
に
根
源
を
置
く
「
う
つ
し
心
」
で

あ
っ
た
。

　
作
者
自
ら
の
感
動
の
対
象
で
あ
り
、
慶
祝
の
記
録
の
対
象
で
も
あ
る
晴
れ
の

儀
式
も
、
ひ
と
た
び
「
う
つ
し
心
」
の
想
念
を
通
し
て
み
ら
れ
た
と
き
に
は
、

一
切
が
作
者
そ
れ
自
身
の
暗
渚
た
る
心
象
風
景
に
変
質
し
て
し
ま
う
。

　
「
行
幸
ち
か
く
な
り
ぬ
と
て
、
殿
の
う
ち
を
い
よ
い
よ
つ
く
り
み
が
か
せ
給

ふ
。
世
に
お
も
し
ろ
き
菊
の
根
を
た
づ
ね
つ
つ
掘
り
て
ま
ゐ
る
。
色
々
う
つ
ろ

ひ
た
る
も
、
黄
な
る
が
見
ど
こ
ろ
あ
る
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
植
ゑ
た
て
た
る
も
、

朝
霧
の
た
え
ま
に
見
わ
犬
し
た
る
は
、
げ
に
老
も
し
ぞ
き
ぬ
べ
き
心
地
す
る

に
、
な
ぞ
や
、
ま
し
て
、
思
ふ
こ
と
の
す
こ
し
も
な
の
め
な
る
身
な
ら
ま
し
か

ば
、
す
き
ず
き
し
く
も
も
て
な
し
、
若
や
ぎ
て
、
っ
ね
な
き
世
を
も
す
ぐ
し
て

ま
し
、
め
で
た
き
こ
と
、
お
も
し
ろ
き
こ
と
を
見
聞
く
に
つ
け
て
も
、
た
だ
思

ひ
か
け
た
り
し
心
の
引
く
か
た
の
み
強
く
て
、
も
の
う
く
、
思
は
ず
に
、
な
げ

か
し
き
こ
と
の
ま
さ
る
ぞ
、
い
と
く
る
し
き
。
」

　
一
条
天
皇
行
幸
は
道
長
一
門
に
と
っ
て
、
そ
の
権
勢
の
確
立
に
至
る
途
上
で

も
極
め
て
重
大
な
出
来
事
の
一
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
栄
華
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

記
録
に
欠
か
せ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
眼
目
で
さ
え
あ
る
。
作
者
の
筆
致
は
そ

の
重
々
し
さ
を
伝
え
る
に
ふ
さ
わ
し
く
事
実
を
積
み
上
げ
る
た
し
か
さ
で
す
す

め
ら
れ
て
い
く
。
そ
こ
に
は
紫
式
部
の
視
線
も
動
じ
る
こ
と
な
く
確
固
た
る
も

の
と
し
て
在
る
。
そ
し
て
そ
の
存
在
の
確
か
さ
は
「
老
い
も
し
ぞ
き
ぬ
べ
き
心

地
す
る
」
と
い
う
感
動
と
な
っ
て
結
実
す
る
。
そ
の
限
り
に
と
ど
ま
れ
ば
、
晴

儀
の
叙
述
に
ふ
さ
わ
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
一
転
し
て
「
な
ぞ
や
」
以
下
、
筆
者

個
人
の
苦
衷
が
語
り
出
さ
れ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
紫
式
部
は
行
幸
を
待
つ

土
御
門
殿
の
華
麗
に
異
を
唱
え
る
に
急
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
自
ら
も
共
感
を

も
っ
て
そ
の
場
に
身
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
一
方
で
は
、

感
動
の
強
さ
と
反
比
例
し
て
、
そ
の
世
界
か
ら
は
み
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
自
ら

を
熟
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
場
面
が
晴
れ
や
か
で
あ
れ
ば

あ
る
ほ
ど
、
作
者
の
内
面
を
通
し
て
み
た
あ
り
さ
ま
は
対
照
的
に
暗
さ
が
際
立

つ
。
い
う
と
こ
ろ
の
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
は
「
う
つ
し
心
」
と
内
実
に

お
い
て
一
つ
で
あ
ろ
う
。
描
き
と
ら
れ
る
対
象
の
全
て
が
、
そ
の
心
に
引
き
よ

せ
ら
れ
た
と
き
に
、
貴
族
的
情
趣
に
富
む
客
観
的
世
界
か
ら
、
反
現
実
の
主
観

的
世
界
の
表
象
手
段
に
と
転
換
す
る
の
で
あ
る
。
行
幸
当
日
も
そ
の
例
外
で
は

あ
り
え
な
い
。

　
「
御
輿
む
か
へ
奉
る
。
船
楽
い
と
お
も
し
ろ
し
。
寄
す
る
を
見
れ
ば
、
駕
輿

丁
の
、
さ
る
身
の
ほ
ど
な
が
ら
階
よ
り
の
ぼ
り
て
、
い
と
く
る
し
げ
に
う
っ
ぷ

し
ふ
せ
る
、
な
に
の
こ
と
ご
と
な
る
、
高
き
ま
じ
ら
ひ
も
、
身
の
ほ
ど
か
ぎ
り



あ
る
に
、
い
と
や
す
げ
な
し
か
し
と
見
る
。
」

　
こ
れ
は
単
な
る
同
情
で
は
あ
り
え
な
い
。
っ
ま
る
と
こ
ろ
外
界
に
仮
証
さ
れ

た
作
者
の
内
面
の
流
露
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、

全
て
が
自
己
に
回
帰
し
て
く
る
の
が
「
紫
式
部
日
記
」
の
特
色
で
あ
る
。
作

者
の
視
線
に
捕
捉
さ
れ
た
対
象
は
、
作
者
主
体
に
っ
い
て
の
冷
厳
な
批
判
と
な

っ
て
か
え
っ
て
く
る
。
そ
う
し
た
内
省
的
な
自
己
回
帰
の
性
格
は
、
こ
の
日
記

全
体
の
方
法
と
し
て
共
通
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
自
己
自
身
が
深
刻

な
孤
愁
に
も
と
づ
く
「
う
っ
し
心
」
な
り
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
な
り
に
規

定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
描
き
と
ら
れ
る
対
象
に
作
者
主
体
を
移
入
さ
せ
て

い
く
媒
介
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
紫
式
部
日
記
」
の
世
界
と
そ
れ
を
構
成

す
る
も
の
と
し
て
の
「
う
つ
し
心
」
の
関
連
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

註
３
　
池
田
亀
鑑
・
秋
山
度
両
氏
校
注
「
紫
式
部
日
記
」
　
本
文
引
用
は
以

　
下
同
じ

註
４
　
秋
山
度
氏
「
紫
式
部
日
記
の
世
界
」
（
「
源
氏
物
語
の
世
界
」
所
収
）

註
５
　
南
波
浩
先
生
「
校
本
紫
式
部
集
」

註
６
　
今
井
源
衛
氏
「
紫
式
部
」

註
７
　
酉
片
侶
三
氏
「
紫
式
部
の
観
照
と
思
索
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和

　
四
年
十
月
号
）

註
８
　
多
屋
頼
俊
氏
「
源
氏
物
語
の
思
想
」

　
　
　
　
　
「
紫
式
部
日
記
」
の
方
法
と
浄
土
教
思
想
・
試
論

註
９
　
南
波
浩
先
生
の
御
教
示
を
え
て
、

３

「
校
本
紫
式
部
集
」
よ
り
引
用

　
「
旦
記
は
、
作
家
が
、
自
分
が
危
険
な
変
身
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
を
予
感

し
た
場
合
に
、
自
己
確
認
の
た
め
に
打
ち
た
て
る
一
連
の
目
印
を
あ
ら
わ
し
て

註
１
０

い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
平
安
時
代
の
女
流
日
記
文
学
に
っ
い
て
も
あ
て
は
ま

る
。
「
蜻
貯
日
記
」
を
は
じ
め
と
す
る
一
群
の
も
の
は
、
い
ず
れ
も
が
作
者
個

人
の
生
活
体
験
を
通
し
て
抱
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
不
安
動
揺
と
、
そ
の

た
め
の
苦
悩
と
を
負
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
閉
塞
的
な
状
況
の
中
で
、
自

ら
の
生
の
あ
り
方
を
探
り
求
め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
日
記
文
学
の
成
立
の
要

因
が
あ
ろ
う
。
先
に
み
た
ご
と
く
、
栄
華
の
記
録
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
紫
式
部

日
記
」
も
ま
た
、
そ
れ
が
作
者
の
明
ら
か
な
自
意
識
と
、
現
実
で
の
ゆ
き
所
な

さ
に
よ
る
不
安
か
ら
の
転
進
の
企
図
を
も
つ
が
た
め
に
、
そ
れ
ら
女
流
日
記
文

学
の
系
譜
に
同
列
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
日
記
文
学
は
、
一
つ
の
生
活
記
録
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
作
者
主
体
の
ゆ
き

づ
ま
り
の
中
か
ら
、
見
失
な
わ
れ
た
あ
る
べ
き
存
在
を
希
求
し
よ
う
と
す
る
時

点
に
出
発
点
が
あ
っ
た
。
「
紫
式
部
日
記
」
に
お
い
て
、
そ
れ
は
、
現
実
的
存

在
と
し
て
の
「
身
」
を
も
っ
て
理
想
的
存
在
と
し
て
の
「
心
」
に
至
ろ
う
と
す

る
願
望
に
始
発
す
る
。
し
か
し
、
紫
式
部
の
意
識
内
容
と
し
て
、
「
身
」
と
い

い
「
心
」
と
い
う
、
現
実
肯
定
と
現
実
批
判
の
両
杣
は
、
そ
の
基
盤
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



　
　
　
　
　
　
「
紫
式
部
日
記
」
の
方
法
と
浄
土
教
思
想
・
試
論

て
、
貴
族
社
会
と
そ
こ
に
お
け
る
紫
式
部
の
存
在
の
し
か
た
に
根
ざ
し
て
い

る
。　

紫
式
部
は
、
貴
族
社
会
と
の
疎
隔
を
感
じ
な
が
ら
、
貴
族
階
級
と
い
う
一
つ

の
ま
と
ま
り
に
は
連
帯
感
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
お
い
て
社
会
的
存
在
そ
の

も
の
も
成
り
立
た
な
い
。
紫
式
部
は
貴
族
階
級
の
一
員
と
し
て
の
み
生
き
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
貴
族
性
は
、
と
り
わ
け
、
貫
族
社
会
固
有
の
情

趣
の
う
ち
に
発
揮
さ
れ
て
い
た
。
申
宮
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
道
長
一
家
・
同

僚
や
そ
の
他
の
人
々
の
言
動
に
情
趣
を
看
取
し
て
日
記
に
描
き
残
し
て
い
る
。

こ
と
に
、
日
記
に
し
ば
し
ば
み
え
る
「
絵
に
か
き
た
る
」
「
物
語
に
ほ
め
た
る
」

と
い
う
こ
と
ば
に
こ
め
ら
れ
た
美
的
情
緒
的
な
鋭
敏
な
感
受
性
に
把
え
ら
れ
た

描
写
に
そ
れ
は
表
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
貴
族
と
し
て
の
連
帯
を
も

ち
う
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
紫
式
部
は
後
宮
を
申
心
と
す
る
貴
族
社
会
の
中

に
自
ら
を
存
在
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
も

で
き
が
た
い
。
貴
族
階
級
と
い
う
共
同
体
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
と
き
は
実
感

を
も
っ
て
在
っ
た
。
日
記
の
主
題
で
あ
っ
た
親
王
出
生
と
い
う
大
事
に
対
し

て
、
記
録
者
紫
式
部
は
集
団
の
成
員
と
し
て
直
面
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ

に
も
た
ら
さ
れ
る
感
動
は
、
ひ
と
り
紫
式
部
の
も
の
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
背
後

に
あ
る
後
宮
全
体
と
の
統
一
的
な
も
の
と
し
て
喚
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
同
じ
親
王
出
生
を
「
か
か
る
世
の
中
の
光
の
い
で
お
は
し
ま
し

た
る
こ
と
」
と
記
述
し
た
と
た
ん
に
、
自
己
の
位
置
と
の
あ
ま
り
に
も
大
き
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

隔
た
り
を
痛
感
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
「
外
枠
と
し
て
の
連
帯
的
・
同
根
的

性
格
と
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
日
一
日
と
進
ん
で
ゆ
く
争
い
難
い
解
体
崩
壊
の

　
　
　
　
　
註
１
１

感
情
の
二
重
性
格
」
が
、
紫
式
部
の
み
な
ら
ず
、
貴
族
杜
会
全
般
に
の
し
か
か

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
階
級
分
化
が
進
行
し
て
い
た
こ
と
は
、
日
記
に
も
記
さ

れ
て
い
る
。
親
王
宣
下
の
日
す
ら
、
同
じ
藤
原
で
あ
り
な
が
ら
、
閨
閥
の
争
い

の
た
め
に
、
門
流
を
異
に
す
る
も
の
は
拝
礼
の
列
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
上
層
貴
族
の
政
争
の
陰
に
中
下
層
民
の
生
活
は
い
よ
い
よ
不

自
由
に
な
り
、
困
窮
の
一
途
を
た
ど
る
。
そ
う
し
た
事
態
は
、
　
「
ひ
き
は
ぎ
」

の
出
現
と
し
て
日
記
に
露
呈
し
て
い
る
。
そ
う
で
な
く
て
さ
え
、
宮
廷
自
体
が

華
麗
さ
と
う
ら
は
ら
に
、
権
謀
術
数
の
う
ず
ま
く
場
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
摂
関
制
杜
会
の
構
造
に
っ
な
が
っ
て
い
く
。
紫
式
部
が

ど
れ
ほ
ど
正
当
に
認
識
し
え
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
　
「
よ
ろ
づ

忘
る
る
に
も
か
っ
は
あ
や
し
き
」
と
冷
厳
な
内
省
の
視
線
を
向
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
も
、
こ
う
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
混
迷
の
度
を
加
え
る
貴
族

社
会
の
二
重
性
が
、
そ
の
ま
ま
に
日
記
に
定
着
し
た
紫
式
部
の
精
神
構
造
の
二

面
性
と
し
て
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
紫
式
部
の
統
一
的
主
体
の
回
復
は
、
主
観
的
感
性
的
救
い
の

な
か
に
求
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ひ
と
と
き
の
な
ぐ
さ
め
に
終
っ
て
、

真
の
解
決
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
。
あ
の
中
宮
の
「
御
有
様
」
が
「
う
き
世
の

な
ぐ
さ
め
」
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
よ
り
深
い
憂
愁
の
も
と
で



し
か
な
か
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
分
裂
し
た
自
己
の
存

在
を
再
び
統
合
す
る
に
は
客
観
的
論
理
的
認
識
が
不
可
欠
と
な
る
の
で
あ
る
。

紫
式
部
の
思
想
の
実
態
が
問
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
思
想
の
領
域
に
お
い
て
、
こ
の
時
代
を
代
表
す
る
も
の
は
浄
土
教
思
想
に
他

な
ら
な
い
。
　
「
紫
式
部
日
記
」
に
つ
い
て
み
て
も
、
反
現
実
的
な
憂
愁
を
軸
と

す
る
「
う
っ
し
心
」
も
ま
た
、
浄
土
教
的
思
想
に
導
か
れ
て
、
厭
離
蔵
土
・
欣

求
浄
土
の
求
道
心
に
収
敏
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
日
記
末
尾
近
く
の
次

の
一
文
は
、
そ
れ
を
考
察
す
る
手
が
か
り
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
「
い
か
に
、
い
ま
は
言
忌
し
侍
ら
じ
。
人
、
と
い
ふ
と
も
か
く
い
ふ
と
も
、

た
だ
呵
弥
陀
仏
に
た
ゆ
み
な
く
経
を
な
ら
ひ
侍
ら
む
。
世
の
厭
は
し
き
こ
と

は
、
す
べ
て
露
ば
か
り
心
も
と
ま
ら
ず
な
り
に
て
侍
れ
ば
、
聖
に
な
ら
む
に
、

耀
怠
す
べ
う
も
侍
ら
ず
。
た
だ
ひ
た
み
ち
に
そ
む
き
て
も
、
雲
に
の
ぼ
ら
ぬ
ほ

ど
の
た
ゆ
た
ふ
べ
き
や
う
な
む
侍
る
べ
か
な
る
。
そ
れ
に
や
す
ら
ひ
侍
る
な

り
。
年
も
は
た
よ
き
ほ
ど
に
な
り
も
て
ま
か
る
。
い
た
う
こ
れ
よ
り
老
い
ぼ
れ

て
、
は
た
め
つ
ら
に
そ
経
よ
ま
ず
、
心
も
い
と
ど
た
ゆ
さ
ま
さ
り
侍
ら
む
も
の

を
、
心
深
き
人
ま
ね
の
や
う
に
侍
れ
ど
、
い
ま
は
た
だ
、
か
か
る
か
た
の
こ
と

を
ぞ
思
ひ
給
ふ
る
。
そ
れ
、
罪
ふ
か
き
人
は
、
ま
た
か
な
ら
ず
し
も
か
な
ひ
侍

ら
じ
。
さ
き
の
世
し
ら
る
る
こ
と
の
み
お
ほ
く
侍
れ
ば
、
よ
ろ
づ
に
つ
け
て
ぞ

悲
し
く
侍
る
。
」

　
紫
式
部
は
、
身
の
置
き
ど
こ
ろ
の
な
い
不
安
を
、
日
記
の
中
に
凝
縮
し
て
呈

　
　
　
　
　
　
「
紫
式
部
日
記
」
の
方
法
と
浄
土
教
思
想
・
試
論

示
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
人
間
存
在
そ
の
も
の
の
不
安
定
性
と
し
て
把
握
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
救
済
の
道
筋
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
浄
土
教
思
想
は

い
う
ま
で
も
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
救
い
を
信
じ
、
念
仏
に
よ
り
阿
弥
陀
仏
の
極

楽
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
に
お
い
て
碓
固
た
る

理
念
を
与
え
た
の
は
源
信
の
「
往
生
要
集
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
厭
離
穣
土
・

欣
求
浄
土
を
教
え
て
い
る
。
阿
よ
り
も
ま
ず
そ
の
こ
と
が
、
貴
族
社
会
で
の
様

々
な
悲
運
に
遭
遇
し
て
無
常
を
体
得
さ
せ
ら
れ
た
人
々
の
心
情
と
結
び
っ
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
　
「
往
生
要
集
」
は
麟
生
浄
土
の
方
法
と
し
て
諸
極
の
実
践
行
業

を
説
き
、
そ
の
中
で
も
「
予
が
如
き
頑
魯
の
者
」
に
ふ
さ
わ
し
い
行
業
は
念
仏

の
一
門
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
紫
式
部
も
ま
た
、
こ
の
「
往
生
要
集
」
を
は
じ

め
と
す
る
源
信
の
教
え
に
大
き
い
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
自
己
解
体
を
も
た
ら
す
体
験
の
一
切
を
あ
げ
て
、
世
の
実
休
を
悟
っ
て
絶

対
的
な
浄
土
に
揚
棄
す
る
こ
と
を
願
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
現
実
と
理
想
の
隔
絶
に
あ
え
ぐ
自
意
識
は
、
っ
い
に
は
、
そ
の
無
力
さ
が
人

問
性
の
有
限
性
の
認
識
に
と
到
達
す
る
。
そ
し
て
、
貴
族
社
会
の
矛
盾
に
よ
っ

て
余
儀
な
く
さ
れ
た
自
己
分
裂
の
苦
悩
を
、
人
問
存
在
に
負
わ
さ
れ
た
ど
う
に

も
な
ら
な
い
宿
世
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
宗
教
的
世
界
へ
と
転
回
し
て
ゆ
く
契
機

が
あ
る
。
「
自
己
が
置
か
れ
て
い
る
現
在
の
絶
望
の
状
態
は
、
す
べ
て
自
己
に

原
因
し
て
お
り
、
従
っ
て
自
分
自
身
に
は
、
そ
れ
を
打
破
す
る
力
を
欠
如
す
る

と
い
う
無
力
感
・
孤
独
感
が
、
そ
の
最
終
的
な
救
済
を
、
浄
土
教
に
求
め
し
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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「
紫
式
都
日
記
」
の
方
法
と
浄
土
教
思
想
・
試
論

　
　
　
　
註
１
２

る
の
で
あ
る
」
と
い
う
田
村
円
澄
氏
の
考
察
は
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
浄
土
教

思
想
受
容
の
事
情
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
紫
式
部
も
ま
た
、
こ

こ
に
指
摘
さ
れ
た
当
時
の
一
般
的
な
も
の
の
考
え
方
に
よ
り
つ
つ
、
そ
の
人
生

な
り
社
会
な
り
を
み
つ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
実
執
着
と
現
実
出
離
、
身
と

心
の
相
剋
葛
藤
に
よ
る
人
間
性
解
体
の
悲
哀
は
、
実
の
と
こ
ろ
藤
原
摂
関
制
社

会
の
矛
盾
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
状
況
に
追
い
こ
ま
れ
た

の
は
わ
が
身
に
負
う
て
い
る
前
世
以
来
の
宿
業
の
結
果
で
あ
る
と
み
る
意
識

が
、
浄
土
教
思
想
に
う
ら
打
ち
さ
れ
て
、
内
省
的
・
懐
疑
的
な
資
質
と
あ
い
ま

っ
て
深
め
ら
れ
る
。
そ
の
点
に
紫
式
部
の
認
識
の
特
質
が
あ
る
。

　
紫
式
部
の
自
己
認
識
の
し
か
た
は
「
こ
よ
な
く
立
ち
馴
れ
に
け
る
も
、
う
と

ま
し
の
身
の
ほ
ど
と
お
ぼ
ゆ
」
と
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
も
う
か
が
い
知
ら
れ

る
。
讃
美
と
肯
定
の
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
以
上
に
批
判
と
否
定
の
対

象
で
あ
っ
た
は
ず
の
、
宮
廷
世
界
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
、
そ
こ
に
埋
没
し
て
い
く
。
紫
式
部
の
「
身
」
と

「
心
」
の
対
時
す
る
不
安
の
根
本
原
因
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。
紫
式
部
は
、
こ
の

悲
衷
を
「
身
の
ほ
ど
」
の
う
と
ま
し
さ
の
結
果
と
し
て
運
命
的
に
受
け
と
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
承
認
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
も
紫
式
部
の
思
惟
の
一
特
質
が

あ
る
。
こ
の
「
身
の
ほ
ど
」
の
認
識
に
お
い
て
、
解
体
し
て
い
く
自
己
を
わ
ず

か
に
つ
な
ぎ
と
め
る
方
途
を
求
め
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
。
阿
部
秋
生
氏
に
よ

れ
は
「
『
身
の
ほ
ど
』
　
　
わ
が
身
に
備
は
っ
て
い
る
格
　
　
い
は
ば
受
領
の
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家
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
た
と
い
ふ
こ
と
も
含
め
て
の
宿
命
的
な
も
の
に
よ
る
の

だ
と
解
釈
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
か
う
い
ふ
こ
と
を
い
ふ
時
に

は
、
そ
れ
が
救
ひ
が
た
い
致
命
傷
と
し
て
、
何
か
絶
望
的
な
響
き
を
さ
へ
帯
び

　
　
　
　
　
　
註
１
３

て
聞
え
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
ら
の
不
安
を
、
「
身
の
ほ

ど
」
に
集
約
し
て
示
さ
れ
る
人
問
存
在
そ
の
も
の
が
宿
命
的
に
背
負
っ
て
い
る

問
題
と
し
て
理
解
し
た
と
き
に
、
紫
式
部
の
苦
悩
と
そ
の
救
済
の
探
求
は
、
現

世
の
み
な
ら
ず
三
世
に
わ
た
る
こ
と
が
ら
と
な
っ
て
く
る
。
浄
土
教
思
想
と
の

接
点
は
こ
こ
に
あ
る
と
い
え
る
。
世
の
不
安
・
無
常
を
痛
感
さ
せ
る
さ
ま
ざ
ま

な
体
験
と
認
識
と
が
、
人
間
存
在
を
超
え
た
阿
弥
陥
仏
の
救
い
を
求
め
る
も
の

と
し
た
の
で
あ
る
。

　
紫
式
部
が
宿
命
的
な
「
身
の
ほ
ど
」
と
し
て
意
識
し
た
不
安
定
さ
不
自
由
さ

は
、
も
と
も
と
、
当
時
の
貴
族
杜
会
全
般
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
貴
族
社
会
そ
の
も
の
の
不
安
定
性
を
は
ら
む
摂
関
体
制
そ
れ

自
体
が
天
皇
を
頂
点
と
す
る
血
縁
関
係
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
の
を
は
じ
め

と
し
て
、
貴
族
杜
会
に
存
在
す
る
人
々
の
杜
会
的
経
済
的
な
栄
達
没
落
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
出
自
や
性
の
違
い
な
ど
に
よ
る
は
ず
の
「
身
の
ほ
ど
」
に
よ
っ
て
一

切
が
す
で
に
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
社
会
的
地
位

の
固
定
化
が
、
人
為
の
及
ば
な
い
宿
世
の
結
果
で
あ
る
と
受
け
取
ら
れ
た
の
で

で
あ
る
。
宿
世
と
い
う
も
の
は
前
世
に
お
い
て
為
し
た
業
の
応
酬
と
し
て
人
々

を
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
の
意
志
の
力
に
よ
っ
て
動
か
し
え
な
い



も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
も
宿
世
の
因
縁
は
予
知
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。

そ
し
て
、
人
々
の
多
く
は
、
貴
族
杜
会
に
お
い
て
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
種

々
の
失
望
と
悲
哀
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
「
心
憂
き
宿
世
」
の
重
圧
を
思
い
知

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
さ
も
残
せ
る
こ
と
な
く
思
ひ
知
る
身
の
う
さ
か

な
」
と
嘆
か
ず
に
お
ら
れ
な
い
紫
式
部
も
ま
た
そ
の
枠
外
で
は
な
い
。
そ
し
て

動
か
し
が
た
い
宿
世
を
担
い
つ
つ
、
そ
の
罪
障
の
消
滅
の
た
め
に
道
を
求
め
て

い
た
。
そ
れ
が
、
日
記
の
終
わ
り
近
く
に
到
達
し
た
地
点
で
あ
り
、
そ
の
営
み

の
中
核
と
な
っ
た
の
が
浄
土
教
思
想
で
あ
っ
た
。
現
実
杜
会
へ
の
批
判
と
絶
望

と
が
浄
土
教
思
想
に
領
導
さ
れ
っ
っ
、
ひ
た
す
ら
な
求
道
心
と
な
り
、
「
世
の

厭
は
し
き
こ
と
は
、
す
べ
て
露
ば
か
り
心
も
と
ま
ら
ず
な
り
に
て
侍
れ
ば
、
聖

に
な
ら
む
に
、
解
怠
す
べ
う
も
侍
ら
ず
」
と
い
う
心
境
に
な
る
。
こ
こ
に
至
っ

て
、
不
安
と
動
揺
に
基
礎
を
置
く
「
う
っ
し
心
」
は
、
厭
離
穣
土
・
欣
求
浄
土

の
求
道
心
と
し
て
の
帰
結
を
み
る
の
で
あ
る
。

註
１
０

註
ｕ

註
１
２

註
１
３

モ
ー
リ
ス
・

今
井
源
衛
氏

田
村
円
澄
氏

阿
部
秋
生
氏

ブ
ラ
ン
シ
ョ
「
文
学
空
間
」

「
源
氏
物
語
」
（
岩
波
講
座
日
本
文
学
史
所
収
）

「
日
本
仏
教
思
想
史
研
究
　
浄
土
教
篇
」

「
源
氏
物
語
研
究
序
説
」

「
紫
式
部
日
記
」
の
方
法
と
浄
土
教
思
想
・
試
論

４

　
栄
華
の
記
録
に
、
そ
の
背
後
か
ら
憂
愁
の
想
念
を
た
だ
よ
わ
せ
、
つ
い
に
人

生
的
問
い
の
記
録
に
変
貫
せ
し
め
た
「
紫
式
部
日
記
」
の
形
成
は
、
藤
原
氏
専

制
の
貴
族
社
会
の
現
実
と
作
者
主
体
と
の
問
に
あ
る
い
や
し
が
た
い
矛
盾
に
つ

い
て
の
自
覚
を
某
盤
と
し
て
い
た
。
深
沢
三
千
男
氏
の
い
う
、
「
式
部
の
い
わ

ば
場
違
い
さ
え
感
じ
さ
せ
る
深
刻
ぷ
り
は
む
し
ろ
貧
埜
に
隠
れ
た
苦
悶
を
蒐
集

し
共
鳴
し
て
止
ま
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
苦
悶
が
栄
華
と
い
う
く
現
実
Ｖ
の

裏
面
に
密
着
し
、
栄
華
の
重
み
そ
の
も
の
が
必
然
的
に
そ
の
文
え
手
に
課
す
る

　
　
　
　
　
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ネ
ル
ギ
ー

苦
悶
へ
の
忍
耐
の
力
自
体
が
栄
華
桐
維
持
の
力
に
転
化
す
る
、
栄
華
桐
と
苦
悶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
１
４

と
の
杣
即
不
離
の
機
構
が
露
呈
さ
れ
て
い
る
の
を
知
る
事
が
で
き
よ
う
」
と
の

見
方
は
、
氏
の
い
う
栄
華
の
重
み
の
構
造
を
端
的
に
指
し
示
し
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
栄
華
相
と
苦
悶
の
相
即
不
離
の
機
構
を
、
紫
式
部
は
「
栄
華
柵
の

発
現
」
の
た
め
に
と
い
う
こ
と
で
は
た
し
て
容
認
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
栄

華
と
苦
悶
と
は
表
裏
一
体
の
関
係
を
な
し
つ
つ
、
対
立
相
剋
す
る
二
極
に
作
者

主
体
を
分
解
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
苦
渋
が
仏
教
の
い

う
人
問
存
在
の
罪
障
の
認
知
へ
と
つ
き
遊
ん
で
ゆ
く
と
こ
ろ
に
「
紫
式
部
日

記
」
の
精
神
の
真
相
が
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
現
実
杜
会
へ
の
定
着
と
飛
翔
、
二
つ
の
相
反
す
る
精
神
の
問
に
あ
っ
て
、
そ

れ
を
ど
の
よ
う
に
統
一
し
て
不
安
動
揺
よ
り
自
ら
を
解
放
す
る
か
が
、
日
記
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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「
紫
式
部
日
記
」
の
方
法
と
浄
土
教
思
想
・
試
論

最
初
か
ら
の
紫
式
部
の
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
解
決
の
方
向
は
、
当
時

の
代
表
的
思
想
で
あ
る
浄
土
教
思
想
と
き
わ
め
て
密
接
な
か
か
わ
り
を
も
つ
こ

と
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
浄
土
教
思
想
が
歴
史
杜
会
の
現
実

と
そ
こ
に
生
き
る
人
問
に
つ
い
て
の
作
者
の
認
識
の
論
理
と
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

　
日
記
と
い
う
散
文
文
学
の
方
法
に
よ
っ
て
、
生
の
新
た
な
あ
り
方
を
定
立
し

よ
う
と
す
る
要
求
を
も
つ
に
至
っ
た
紫
式
部
は
、
そ
れ
を
貫
徹
す
る
思
想
に
お

い
て
浄
土
教
思
想
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
紫

式
部
は
直
ち
に
出
家
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
は
考
え
て
は
い
な
い
。

「
た
だ
ひ
た
み
ち
に
そ
む
き
て
も
、
雲
に
の
ぼ
ら
ぬ
ほ
ど
の
た
ゆ
た
ふ
べ
き
や

う
な
む
侍
る
べ
か
な
る
」
と
い
う
迷
い
を
、
求
道
の
決
意
に
ひ
き
つ
づ
い
て
記

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
遼
巡
は
い
か
な
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
紫
式
部
の
文
学
と
浄
土
教
思
想
の
関
連
に
つ
い
て
の
問
い
か
け
が
こ
こ

に
提
起
さ
れ
よ
う
。

　
紫
式
部
は
「
心
か
ら
彼
岸
に
憧
れ
、
そ
こ
に
救
わ
れ
る
こ
と
を
確
信
し
て
ゐ

る
の
と
は
全
く
事
情
を
異
に
し
て
、
仏
道
精
神
の
心
を
か
た
め
る
反
面
、
又
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
１
５

れ
を
深
く
凝
視
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
そ

れ
は
何
故
で
あ
る
の
か
。
一
つ
に
は
幼
い
娘
を
抱
え
て
の
出
家
に
た
め
ら
い
が

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
低
迷
は
深
く
は
な
っ
た
で
は
あ

ろ
う
。
が
、
そ
こ
に
根
本
的
原
因
が
あ
る
と
は
認
め
が
た
い
。
娘
を
は
じ
め
と
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す
る
現
世
の
絆
の
も
と
に
あ
っ
て
、
紫
式
部
は
な
お
か
つ
求
道
に
徹
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
「
心
深
き
人
ま
ね
の
や
う
に
侍
れ
ど
、
い
ま
は
た
だ
、
か
か
る
か

た
の
こ
と
を
ぞ
思
ひ
給
ふ
る
」
と
重
ね
て
仏
道
帰
依
の
決
意
を
記
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
紫
式
部
の
い
う
「
雲
に
の
ぼ
ら
ぬ
ほ
ど
」
の
迷
い

は
、
現
世
へ
の
執
着
の
た
め
に
出
家
の
志
が
鈍
っ
て
「
な
ま
う
か
び
」
（
「
源
氏

物
語
」
帝
木
巻
）
に
な
る
の
を
恐
れ
た
た
め
も
あ
ろ
う
が
、
よ
り
大
き
く
は
、

自
ら
の
生
の
根
源
そ
の
も
の
の
不
安
定
さ
へ
の
認
識
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
さ
に
そ
れ
は
「
う
と
ま
し
の
身
の
ほ
ど
」
と
し
て
紫
式
部
を
求
道
へ
と

か
り
た
て
た
も
の
で
あ
っ
た
。
今
、
そ
の
重
圧
が
よ
う
や
く
そ
こ
に
解
決
を
得

よ
う
と
し
た
仏
道
帰
依
す
ら
不
安
に
さ
せ
る
。
「
罪
ふ
か
き
人
は
、
ま
た
か
な

ら
ず
し
も
か
な
ひ
侍
ら
じ
。
さ
き
の
世
し
ら
る
る
こ
と
の
み
お
ほ
く
侍
れ
ば
、

よ
ろ
づ
に
か
け
て
ぞ
悲
し
く
侍
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
お
の
れ
の
宿
業
の
た
め

に
極
楽
往
生
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
雛
わ
し
い
の
で
あ
る
。
宿
世
の
因
縁
は
前

世
と
現
世
と
の
因
果
関
係
だ
け
で
な
く
、
必
然
的
に
来
世
に
も
及
ぷ
も
の
で
あ

る
。
し
か
も
、
人
間
が
知
り
う
る
の
は
現
世
の
み
で
あ
る
か
ら
、
あ
く
ま
で
も

そ
れ
に
も
と
づ
い
て
の
み
前
世
を
推
量
し
来
世
を
予
知
で
き
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
紫
式
部
の
場
合
、
貴
族
杜
会
の
中
で
主
体
を
立
て
て
生
き
よ
う
と
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
、
自
己
分
裂
の
苦
悩
を
避
け
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
絶
望

的
悲
衷
を
通
し
て
自
ら
の
宿
世
を
痛
感
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
憂
愁
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
宿
業
の
罪
の
重
圧
を
よ
り



深
刻
に
思
わ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
給
果
、
来
世
に
か
け
た
呵
弥
陀
仏
の
救
済
さ
え

も
成
就
し
そ
う
に
な
い
と
い
う
絶
望
感
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
と
い
え

る
。　

紫
式
部
は
そ
の
生
き
る
貴
族
杜
会
の
現
実
に
絶
望
し
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
の

救
済
の
道
と
し
て
仏
の
慈
悲
に
あ
ず
か
る
こ
と
に
も
絶
望
す
る
。
ま
さ
に
二
重

の
絶
望
の
申
に
の
め
り
こ
ん
で
い
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
浄
土
教
思
想
へ
の
回
心
の
契
機
と
な
っ
た
憂
愁
の
内
実
に
つ
い

て
は
な
お
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
紫
式
部
は
、
貴
族
社
会
に
お
い
て

満
た
さ
れ
ぬ
心
を
抱
き
、
そ
の
行
き
所
な
さ
の
解
決
を
仏
逝
に
求
め
て
は
い

た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
当
時
の
人
々
の
宗
教
的
態
度
と
同
様
に
「
厭
わ
し
い
現

実
と
は
人
間
の
絶
対
悪
と
云
う
よ
う
な
倫
理
的
な
も
の
で
は
な
い
。
誕
歌
さ
る
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べ
く
し
て
満
し
得
な
い
そ
の
現
実
が
忌
わ
し
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
基

底
を
置
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
う
と
ま
し
き
身
の
ほ
ど
」
と
い
い
、
「
つ

た
な
き
宿
世
」
と
い
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
貴
族
杜
会
に
お
け
る
存
在
へ

の
絶
望
と
輩
艮
と
を
内
容
と
し
て
も
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
宗
教
的
回
心
へ

と
ゆ
り
動
か
し
て
い
っ
た
「
身
」
と
「
心
」
の
対
立
も
ま
た
わ
が
身
を
置
く
貴

族
杜
会
の
現
実
と
、
求
め
て
や
ま
な
い
理
想
的
世
界
と
の
疎
隔
感
に
由
来
し
て

い
た
。
そ
こ
で
は
、
「
身
」
即
「
心
」
、
「
質
悩
」
即
「
菩
提
」
の
宗
教
的
諦
念

に
よ
る
救
い
は
未
だ
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
此
岸
に
お
い

て
得
ら
れ
な
い
も
の
を
彼
岸
に
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
に
求
道
の
真
意
が
あ

　
　
　
　
　
　
「
紫
式
部
日
記
」
の
方
法
と
浄
土
教
思
想
・
試
論

る
。
本
来
そ
れ
は
宗
教
的
心
情
と
い
う
よ
り
は
、
貴
族
杜
会
の
場
に
お
い
て
、

人
問
性
の
あ
る
べ
き
姿
を
確
立
す
る
方
向
に
進
む
べ
き
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
ゑ
、
れ
が
本
竹
一
的
に
人
問
性
の
絶
対
否
定
に
立
脚
す
る
宗
教
的
思
想
に

お
い
て
道
筋
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
家
永
三
郎
氏
は
「
中
古

の
時
代
思
潮
の
内
に
生
じ
た
彼
岸
へ
の
志
向
は
、
然
し
な
が
ら
、
真
の
彼
岸
へ

投
帰
す
べ
く
猶
頗
る
遠
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
は
浄
土
を
求
め
な

が
ら
、
そ
の
所
謂
浄
土
と
は
真
に
此
岸
と
絶
対
の
否
定
を
隔
て
て
杣
見
る
彼
岸

で
は
な
く
、
む
し
ろ
此
岸
の
理
想
的
形
態
を
彼
岸
に
投
射
さ
せ
る
こ
と
に
よ
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り
、
現
実
世
界
内
に
擬
想
的
に
構
出
せ
ら
れ
た
浄
土
の
幻
影
で
あ
っ
た
」
と
い

わ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
、
い
う
と
こ
ろ
の
遣
心
と
は
、
阿
弥
陀
仏

の
慈
悲
に
よ
る
往
生
浄
土
を
欣
求
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
貴
族
社
会
の
矛
盾
に

原
因
す
る
悲
衷
か
ら
の
脱
却
を
主
た
る
意
図
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
と
き
、
真
の
意
味
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
人
間
の
生
き
る
現
世
を
否
定
し

つ
く
し
た
彼
岸
に
あ
る
仏
土
で
は
な
く
、
も
と
も
と
人
問
の
場
に
お
い
て
こ
そ

求
め
ら
れ
る
は
ず
の
、
全
体
的
人
問
性
を
定
立
す
べ
き
所
と
し
て
の
新
た
な
世

界
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
浄
土
教
的
思
想
は
、
き
わ
め
て
現
実
主
義
的
な

立
場
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
特
異
さ
に
こ
そ
、

浄
土
教
思
想
と
文
学
と
の
接
点
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
も
浄
土
教
思
想

の
受
容
者
の
中
心
と
な
っ
た
中
下
層
貴
族
、
と
り
わ
け
知
識
人
た
ち
は
、
同
時
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「
紫
式
部
日
記
」
の
方
法
と
浄
土
教
思
想
・
試
論

に
平
安
時
代
文
学
の
作
者
と
も
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
浄
土
教
思
想
と
文
学
と

の
か
か
わ
り
が
作
者
の
主
体
内
部
の
問
題
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
紫
式
部
に

っ
い
て
も
ま
た
同
じ
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
存
在
を
そ
の
本

質
に
至
る
ま
で
把
握
し
て
、
そ
の
解
体
を
と
り
と
め
よ
う
と
す
る
写
実
精
神

に
も
と
づ
く
日
記
文
学
の
方
法
と
、
そ
れ
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
到
達
し
た
浄

土
教
思
想
と
は
、
と
も
に
摂
関
制
社
会
の
も
た
ら
す
矛
盾
か
ら
の
脱
却
と
い
う

共
通
の
課
題
を
背
負
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
「
紫
式
部
日
記
」
が
そ

の
認
識
の
論
理
を
浄
土
教
思
想
の
う
ち
に
求
め
よ
う
と
し
た
の
も
故
な
し
と
し

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
両
者
が
、
本
質
的
機
能
に
お
い
て
相
違
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
た
。
浄
土
教
思
想
は
、
人
間
存
在
の
有
限
性
に

も
と
づ
く
の
に
対
し
て
、
文
学
は
そ
の
絶
対
性
に
基
礎
を
お
く
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
対
立
相
違
に
、
再
び
も
た
ら
さ
れ
る
方
位
喪
失
の
不
安
が
あ
る
。
紫
式
部

の
ば
あ
い
、
人
間
性
の
無
限
の
可
能
性
に
向
っ
て
の
営
為
を
文
学
の
方
法
に
よ

っ
て
は
た
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
主
要
な
欲
求
が
あ
っ
た
よ
う
に
み
え

る
。
そ
れ
と
浄
土
教
思
想
と
の
埋
め
が
た
い
ず
れ
が
、
求
道
に
自
己
の
全
て
を

か
け
る
の
を
た
め
ら
っ
た
そ
の
こ
と
の
う
ち
に
表
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ

た
の
か
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
紫
式
部
の
文
学
は
、
浄
土
教
思
想
に
文
え
ら
れ

つ
つ
、
し
か
も
そ
れ
と
対
立
矛
盾
す
る
中
か
ら
生
成
し
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
が
は
た
し
て
い
か
な
る
質
の
も
の
と
成
り
え
た
の
で
あ
る
か
が
問

わ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
ま
で
く
る
と
、
「
紫
式
部
日
記
」
の
世
界
を
超
え

て
、
「
源
氏
物
語
」

註
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註
１
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註
１
６

註
１
７
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の
世
界
に
入
り
こ
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

深
沢
三
千
男
氏
「
栄
華
の
重
み
１
紫
式
部
日
記
と
源
氏
物
語
の
一
接

点
１
」
（
「
文
学
」
　
一
九
六
七
年
五
月
号
）

森
岡
常
失
氏
「
源
氏
物
語
の
研
究
」

井
上
光
貞
氏
「
浄
土
教
の
成
立
」
　
（
日
本
歴
史
学
講
座
所
収
）

家
永
三
郎
氏
「
上
代
仏
教
思
想
史
研
究
」
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