
『
栄
花
物
語
』
に
現
わ
れ
た
仏
教
思
想

蔵

田

敏

明

序

『
栄
花
物
語
』
に
は
『
法
華
経
』
に
関
す
る
記
述
が
多
い
。『
栄
花
物
語
』
の
成
立
が
、
正
編
（
巻
一
「
月
の
宴
」
か
ら
巻
三
十
「
つ

る
の
は
や
し
」）
は
末
法
（
一
〇
五
二
年
）
突
入
直
前
、
続
編
（
巻
三
十
一
「
殿
上
の
花
見
」
か
ら
巻
四
十
「
紫
野
」）
は
、
末
法
突
入
直

後
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
は
、
善
根
の
数
量
が
意
味
を
持
ち
、
自
力
往
生
を
目
指
す
浄
土
教
の
全
盛
期
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
罪
の
消
滅

に
効
果
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
『
法
華
経
』
は
貴
族
達
に
積
極
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。『
栄
花
物
語
』
の
主
要
人
物
で
あ
る
藤
原
道
長
も

ま
た
、『
御
堂
関
白
記
』『
権
記
』『
小
右
記
』
な
ど
を
み
て
わ
か
る
よ
う
に
熱
心
な
『
法
華
経
』
信
仰
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
藤
原
道

長
の
『
法
華
経
』
信
仰
に
関
す
る
研
究
は
よ
く
見
る
。

�

ま
た
『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
も
松
村
博
司
氏
が
「
仏
典
の
中
で
最
も
依
拠
す
る
所
の
多
い
の
は
法
華
経
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
同
経
が

天
台
宗
所
依
の
根
本
経
典
と
し
て
、
当
時
最
も
弘
通
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
当
然
の
現
象
で
あ
る
」と
指
摘
さ
れ
、
そ
の
引
用
法
に
つ
い

て
（
Ａ
）
経
文
の
一
部
を
引
用
し
た
も
の
、（
Ｂ
）
経
文
の
語
句
を
要
約
し
た
も
の
、（
Ｃ
）
経
文
の
内
容
に
拠
る
も
の
、
と
三
つ
に
分
類
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さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
、『
法
華
経
』
が
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
論
究
さ
れ
て
い
な
い
よ

う
で
あ
る
。

か
つ
て
私
は
、『
栄
花
物
語
』
を
創
っ
た
思
想
の
考
察
と
い
う
立
場
か
ら
、「
そ
ら
ご
と
」
拒
否
の
問
題
に
つ
い
て
『
三
宝
絵
詞
』
の
思

想
的
影
響
を
論
じ
、
末
法
を
直
前
に
控
え
た
『
栄
花
物
語
』
の
作
者
（
編
者
）
が
仏
法
を
賛
美
し
結
縁
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
物
語
を

�

�

執
筆
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
方
法
を
『
往
生
要
集
』
の
思
想
と
叙
述
の
仕
方
に
見
出
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
こ
と

が
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
栄
花
物
語
』
を
創
っ
た
思
想
の
考
察
と
い
う
立
場
か
ら
、『
栄
花
物
語
』
に
と
っ
て
『
法
華
経
』
が
、
い
か
な
る

意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
私
見
を
述
べ
た
い
。

周
知
の
如
く
『
栄
花
物
語
』
正
編
と
続
編
は
、
成
立
、
作
者
も
異
な
り
、
同
列
に
論
じ
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
正
編
に
限
る
こ
と
と
す
る
。

一

�

『
栄
花
物
語
』
は
、
山
中
裕
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
「
史
実
を
正
確
に
書
き
、
編
年
体
の
な
か
に
史
実
の
流
れ
を
情
緒
深
く
書
こ
う
と

し
た
も
の
」で
あ
る
。
つ
ま
り
、
編
年
体
で
著
し
た
歴
史
事
項
を
縦
軸
に
、
物
語
と
い
う
色
糸
が
絡
み
合
い
、
ま
る
で
綴
れ
織
り
の
よ
う

に
編
ま
れ
て
い
る
物
語
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
史
実
の
記
述
の
狭
間
に
紛
れ
る
よ
う
に
据
え
ら
れ
て
い
る
物
語
に
焦
点
を
あ
て
る
と
、
そ
の
特
徴
と
し
て
共
通
の
も
の
が
見

出
せ
る
。
そ
の
一
つ
に
親
子
の
愛
、
親
子
の
絆
を
主
題
と
し
て
い
る
話
が
あ
る
。
今
代
表
的
な
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
藤
原
道
長
が
権
力
を
握
る
切
っ
掛
け
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
長
徳
の
変
で
は
、
次
の
よ
う
な
物
語
が
挿
入
さ
れ
る
。

二
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は
か
な
く
て
夜
も
明
け
ぬ
れ
ば
、「
今
日
こ
そ
は
限
」
と
誰
�
�
も
お
ぼ
す
に
、
立
ち
の
か
ん
と
も
覚
さ
ず
、
御
声
も
惜
し
ま
せ
給

は
ず
。「
い
か
に
�
�
、
時
な
り
ぬ
」
と
せ
め
の
ゝ
し
る
に
、
宮
の
御
前
、
母
北
方
、
つ
と
と
ら
へ
て
、
さ
ら
に
ゆ
る
し
奉
ら
せ
給

は
ず
。
か
ゝ
る
由
を
奏
せ
さ
す
れ
ば
、「
几
帳
ご
し
に
宮
の
御
前
を
ひ
き
放
ち
奉
れ
」
と
宣
旨
頻
れ
ど
、
検
非
違
使
ど
も
ゝ
人
な
れ

ば
、
お
は
し
ま
す
屋
に
は
え
も
い
は
ぬ
物
共
も
上
り
た
ち
て
、
塗
籠
を
わ
り
の
ゝ
し
る
だ
に
い
み
じ
き
を
、
又「
い
か
で
か
宮
の
御

前
の
手
を
ひ
き
は
な
つ
事
は
あ
ら
む
」
と
、
い
と
恐
し
く
思
ひ
ま
は
し
て
、「
身
の
い
た
づ
ら
に
ま
か
り
な
り
て
後
は
、
い
と
び
ん

な
か
る
べ
し
。
と
く
�
�
」と
せ
め
申
せ
ば
、
ず
ち
な
く
て
出
で
さ
せ
給
に
、
松
君
い
み
じ
う
慕
ひ
聞
え
給
へ
ば
、
か
し
こ
く
か
ま

へ
て
率
て
か
く
し
奉
り
て
、
御
車
に
柑
子
・
た
ち
花
、
か
き
ほ
を
ゐ
る
御
ご
き
一
ば
か
り
御
餌
袋
に
入
れ
て
、
中
納
言
は
筵
張
の
車

に
乗
り
給
。
宮
の
お
は
し
ま
す
を
い
と
か
た
じ
け
な
く
覚
せ
ど
、
宮
の
御
前
、
母
北
方
も
続
き
た
ち
給
へ
れ
ば
、
近
う
御
車
寄
せ
て

乗
ら
せ
給
に
、
母
北
方
や
が
て
御
腰
を
抱
き
て
続
き
て
乗
ら
せ
給
へ
ば
、「
母
北
方
、
帥
の
袖
を
つ
と
と
ら
へ
て
乗
ら
む
と
侍
」
と

奏
せ
さ
す
れ
ば
、「
い
と
び
ん
な
き
事
也
。
ひ
き
放
ち
て
」と
あ
れ
ど
、
離
れ
給
べ
き
か
た
見
え
ず
。「
た
ゞ
山
崎
ま
で
行
か
む
�
�
」

�

と
た
ゞ
乗
り
に
乗
り
給
へ
ば
、
如
何
は
せ
ん
、
ず
ち
な
く
て
御
車
引
き
出
し
つ
。
長
徳
二
年
四
月
廿
四
日
な
り
け
り
。

（
巻
五
「
浦
�
�
の
別
」）

こ
れ
は
、
花
山
法
皇
を
射
殺
そ
う
と
し
た
罪
、
詮
子
（
一
条
天
皇
の
母
）
を
呪
っ
た
罪
、
私
事
で
大
元
帥
法
を
行
な
っ
た
罪
で
、
流
罪

に
処
せ
ら
れ
た
伊
周
と
隆
家
兄
弟
が
、
母
と
妹
で
あ
る
中
宮
定
子
と
別
れ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
強
調
さ
れ
る
の
は
、
子
を
思
う
母
の

行
動
と
心
情
で
あ
り
、
そ
れ
が
い
か
に
深
い
も
の
で
あ
る
か
が
生
き
生
き
と
語
ら
れ
、
真
に
迫
る
も
の
が
あ
る
。
特
に
母
が
、
罪
に
問
わ

れ
る
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
も
我
が
子
と
離
れ
が
た
く
、
少
し
で
も
同
乗
し
よ
う
と
す
る
描
写
は
せ
つ
な
く
、
単
な
る
歴
史
の
記
述
を
逸

脱
し
た
劇
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
ま
た
伊
周
に
と
っ
て
は
、
母
と
の
別
れ
で
あ
る
と
同
時
に
、
息
子
で
あ
る
松
君
と
の
別
れ
の
場
面
で
も

あ
り
、
二
世
代
に
わ
た
る
親
子
の
別
離
が
凝
縮
さ
れ
た
筆
致
に
よ
っ
て
巧
妙
に
描
か
れ
て
い
る
。
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次
の
例
は
、
道
長
が
宗
教
者
で
あ
り
な
が
ら
、
愛
す
る
子
顕
信
の
、
突
如
の
出
家
に
嘆
き
慌
て
る
場
面
で
あ
る
。

殿
の
御
前「
さ
て
も
い
か
に
思
ひ
立
ち
し
事
ぞ
。
何
事
の
憂
か
り
し
ぞ
。
我
を
つ
ら
し
と
思
ふ
事
や
あ
り
し
。
官
爵
の
心
も
と
な
く

覚
え
し
か
。
又
い
か
で
か
と
思
ひ
か
け
た
り
し
女
の
事
や
あ
り
し
。
異
事
は
知
ら
ず
、
世
に
あ
ら
ん
限
は
、
何
事
を
か
見
捨
て
ゝ
は

あ
ら
ん
と
思
ふ
に
、
心
憂
く
。
か
く
母
を
も
我
を
も
思
は
で
、
か
ゝ
る
事
」と
宣
ひ
続
け
て
泣
か
せ
給
へ
ば
、
い
と
心
慌
し
げ
に
お

ぼ
し
て
、
我
も
う
ち
泣
き
給
て
、「
さ
ら
に
何
事
を
か
思
ふ
給
へ
む
。
た
ゞ
稚
く
侍
し
折
よ
り
、
い
か
で
と
思
ひ
侍
り
し
に
、
さ
や

う
に
も
お
ぼ
し
め
し
か
け
ぬ
事
を
、
か
く
と
申
さ
ん
も
い
と
恥
し
う
侍
り
し
程
に
、
か
う
ま
で
し
な
さ
せ
給
ひ
に
し
か
ば
、
我
に
も

あ
ら
で
あ
り
き
侍
り
し
な
り
。
誰
に
も
�
�
、
中
�
�
か
く
て
こ
そ
、
仕
う
ま
つ
る
心
ざ
し
も
侍
ら
め
」
と
申
給
。

（
巻
十
「
ひ
か
げ
の
か
づ
ら
」）

こ
こ
で
の
道
長
は
、
巻
九
「
い
は
か
げ
」
ま
で
の
御
嶽
精
進
、
法
華
三
十
講
な
ど
を
行
う
熱
心
な
仏
道
修
行
者
の
姿
で
は
な
い
。
ど
う

し
て
出
家
を
し
た
の
か
、
何
か
つ
ら
い
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
、
原
因
は
、
親
で
あ
る
私
に
あ
る
の
か
、
出
世
の
こ
と
か
、
そ
れ
と
も
女
性

の
こ
と
か
と
問
い
つ
め
る
姿
は
俗
的
で
、
前
面
に
出
て
い
る
の
は
、
子
を
思
う
親
の
姿
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
歴
史
上
重
要

な
事
柄
と
も
思
え
な
い
個
人
の
出
家
を
特
筆
し
、
親
の
情
愛
を
描
い
て
い
る
。
明
ら
か
に
、
歴
史
の
流
れ
と
は
間
断
す
る
か
た
ち
で
、
ま

こ
と
し
や
か
な
描
写
を
挟
ん
で
い
る
。
し
か
も
そ
の
挿
話
に
見
え
る
特
性
は
、
劇
的
な
ま
で
に
深
遠
な
親
の
情
愛
で
あ
る
。

次
の
例
は
、
道
長
の
子
頼
通
が
、
物
の
怪
に
取
り
憑
か
れ
危
篤
状
態
に
陥
っ
た
場
面
で
あ
る
。

い
と
�
�
ゆ
ゝ
し
う
見
え
給
へ
ば
、
た
ゞ
御
顔
に
顔
を
当
て
ゝ
、
涙
を
流
し
て
お
は
し
ま
す
に
、
と
の
ゝ
御
前
、「
こ
ゝ
ら
の
年
頃

仕
う
ま
つ
り
つ
る
法
花
経
助
け
さ
せ
給
へ
。
こ
の
世
界
に
道
弘
め
さ
せ
給
ふ
事
、
多
く
は
某
が
仕
う
ま
つ
れ
る
事
な
り
。
こ
の
折
だ

四
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に
験
を
え
奉
ら
ず
な
り
、
御
恩
を
蒙
ら
で
は
、
何
時
を
か
期
せ
ん
」と
の
給
ひ
続
け
さ
せ
給
て
、
泣
く
�
�
寿
量
品
を
読
ま
せ
給
に
、

大
将
殿
う
ち
み
じ
ろ
き
給
て
、
う
ち
あ
ざ
笑
は
せ
給
ふ
。
殿
い
よ
�
�
涙
を
流
し
て
読
み
入
り
て
お
は
し
ま
す
。
御
前
近
く
候
ふ
女

房
の
、
日
頃
か
ゝ
る
事
も
な
か
り
つ
る
に
ぞ
、
御
物
ゝ
け
移
り
ぬ
る
。
い
と
け
高
く
や
む
ご
と
な
き
御
有
様
に
て
、
い
み
じ
く
泣
く
。

（
巻
十
二
「
た
ま
の
む
ら
ぎ
く
」）

こ
の
挿
話
が
あ
る
巻
は
、
三
条
天
皇
譲
位
と
後
一
条
天
皇
即
位
の
記
述
が
あ
り
、
政
治
の
流
れ
と
し
て
は
非
常
に
重
要
な
位
置
に
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
あ
た
り
の
政
治
事
情
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
ず
、
頼
通
病
悩
に
関
わ
る
記
述
に
相
当
量
の
紙
数
を
割
い
て

い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
強
調
さ
れ
る
の
は
、
父
道
長
と
母
倫
子
の
、
子
頼
通
を
思
う
情
愛
が
迫
真
の
表
現
で
も
っ
て
繰
り
返
し
描
か
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
親
が
子
を
思
う
物
語
を
『
栄
花
物
語
』
は
実
に
巧
み
に
挿
入
す
る
。
他
に
、
巻
二
十
六
「
楚
王
の
夢
」
で
、
娘
嬉
子
の
死

に
よ
っ
て
山
に
住
も
う
と
す
る
道
長
の
話
、
巻
二
十
七
「
こ
ろ
も
の
た
ま
」
で
、
娘
の
死
を
契
機
に
出
家
す
る
公
任
の
話
な
ど
が
注
目
さ

れ
る
。
で
は
な
ぜ
『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
に
男
女
の
恋
愛
物
語
で
は
な
く
、
親
が
子
を
思
う
物
語
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

二

周
知
の
ご
と
く
、『
法
華
経
』
に
は
多
く
の
比
喩
が
説
か
れ
て
お
り
、
な
か
で
も
法
華
七
喩
と
称
さ
れ
る
代
表
的
な
比
喩
が
あ
る
。
こ

の
中
の
「
譬
喩
品
」
の
三
車
火
宅
喩
、「
信
解
品
」
の
長
者
窮
子
喩
、
そ
し
て
道
長
が
頼
通
の
病
気
平
癒
の
た
め
に
読
ん
だ
「
如
来
寿
量

品
」に
あ
る
良
医
病
子
喩
の
三
つ
の
比
喩
は
、
親
の
子
に
対
す
る
情
愛
の
深
さ
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
の
衆
生
に
対
す
る
慈
悲
を
表

現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

―２３２ ―

五



三
車
火
宅
の
比
喩
は
、
猛
火
に
包
ま
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
の
中
で
遊
び
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
を
救
う
た
め

に
、
父
親
が
方
便
を
用
い
て
救
出
す
る
話
で
あ
る
。
長
者
窮
子
の
比
喩
は
、
流
浪
し
て
貧
窮
の
な
か
に
あ
る
息
子
を
、
巨
万
の
富
を
築
い

て
成
功
を
お
さ
め
て
い
た
父
親
が
探
し
出
し
、
恐
れ
を
な
す
子
に
対
し
、
父
で
あ
る
と
身
を
明
か
さ
ず
に
見
守
り
、
そ
し
て
励
ま
し
、
終

い
に
は
自
分
の
財
産
を
子
に
与
え
る
話
で
あ
る
。
そ
し
て
良
医
病
子
の
比
喩
は
、
毒
薬
を
飲
ん
で
苦
し
ん
で
い
る
子
ど
も
た
ち
を
助
け
よ

う
と
、
知
恵
の
あ
る
医
者
で
あ
る
父
親
が
、
方
便
を
用
い
て
子
に
良
薬
を
飲
ま
せ
る
話
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
比
喩
は
、
劇
性
（
文
学
性
）
を
内
包
し
て
い
る
。
こ
の
比
喩
の
劇
性
は
、
当
然
『
栄
花
物
語
』
正
編
の
作
者
（
編
者
）
に
と
っ

て
、
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
切
実
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

特
に
「
寿
量
品
」
に
あ
る
次
の
よ
う
な
箇
所
で
あ
る
。

父
作
是
念
。
此
子
可
愍
。
為
毒
所
中
。
心
皆
�
倒
。
雖
見
我
喜
。
求
策
救
療
。
如
是
好
薬
。
而
不
肯
服
。
我
今
当
設
方
便
。
令
服
此
薬
。

即
作
是
言
。
汝
等
当
知
。
我
今
衰
老
。
死
時
已
至
。
是
好
良
薬
。
今
留
在
此
。
汝
可
取
服
。
勿
憂
不
差
。
作
是
教
已
。
復
至
他
国
。

遺
使
還
告
。
汝
父
已
死
。
是
時
諸
子
。
聞
父
背
喪
。
心
大
憂
悩
。
而
作
是
念
。
若
父
在
者
。
慈
愍
我
等
。
能
見
救
護
。
今
者
捨
我
。

�

遠
喪
他
国
。
自
惟
孤
露
。
無
復
恃
怙
。
常
懐
悲
感
。
心
逐
醒
悟
。
乃
知
此
薬
。
色
香
味
美
。
即
取
服
之
。
毒
病
皆
癒
。

（
下
巻

二
四
〜
二
八
頁

傍
線
は
筆
者
）

父
の
方
便
に
よ
っ
て
、
毒
の
回
り
の
浅
い
子
ど
も
は
す
ぐ
に
薬
を
飲
ん
だ
が
、
毒
が
効
い
て
し
ま
っ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
は
、
父
の
い

う
こ
と
を
疑
い
、
薬
を
飲
も
う
と
し
な
い
。
そ
こ
で
父
は
身
を
隠
し
、
他
国
で
亡
く
な
っ
た
と
偽
り
、
子
ど
も
た
ち
は
深
い
悲
し
み
に
目

を
覚
ま
し
、
そ
し
て
薬
を
口
に
し
た
。
父
の
愛
が
な
す
方
便
に
、
子
ど
も
た
ち
の
命
は
救
わ
れ
た
と
い
う
部
分
で
あ
る
。

こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
劇
性
（
文
学
性
）
は
、「
方
便
」
と
し
て
の
父
の
死
を
子
が
「
悲
感
（
か
な
し
み
）
を
懐
」
く
こ
と
に
よ
っ

六
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て
「
醒
悟
（
め
ざ
め
）」
る
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
親
と
子
と
い
う
深
い
絆
、
親
と
子
の
情
愛
が
劇
性
（
文
学
性
）
を
獲
得
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
宗
教
へ
と
昇
華
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
こ
こ
に
、『
法
華
経
』
と
文
学
の
結
合
を
み
た
の
で
あ
る
。

三

『
法
華
経
』
と
文
学
を
繋
ぐ
も
の
と
し
て
は
、
勧
学
会
が
有
名
で
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
作
者
（
編
者
）
が
、
勧
学
会
を
意
識
し
て
い

た
こ
と
は
、
巻
十
五
「
う
た
が
ひ
」
に
お
い
て
、
道
長
の
邸
に
集
ま
っ
た
僧
侶
や
公
卿
た
ち
を
、『
三
宝
絵
詞
』
の
「
比
叡
坂
本
勧
学
会
」

の
箇
所
を
文
飾
と
し
て
用
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

月
の
夜
、
花
の
朝
に
は
、
物
の
音
を
吹
き
合
せ
調
べ
、
殿
ば
ら
僧
だ
ち
、
経
の
中
の
心
を
歌
に
詠
み
、
文
に
作
ら
せ
給
ふ
。
あ
る
は

「
百
千
万
劫
の
菩
薩
の
種
、
八
十
三
年
の
功
徳
の
林
」、
又
、「
願
は
く
は
今
生
世
俗
文
字
の
業
、
狂
言
綺
語
の
誤
を
も
て
、
か
へ
し

て
当
来
世
ゞ
讃
仏
乗
の
因
、
転
法
輪
の
縁
と
せ
ん
」な
ど
、
誦
し
給
ふ
も
尊
く
面
白
し
。
ま
い
て
御
戒
受
あ
ま
た
度
に
な
り
ぬ
れ
ば
、

御
衣
の
袖
に
一
乗
の
珠
を
か
け
て
、
御
け
し
き
ど
も
明
か
に
な
り
ま
さ
る
。
皆
経
の
心
を
詠
ま
せ
給
ふ
に
、
四
条
大
納
言
の
御
歌

の
、
中
に
世
に
伝
り
興
を
留
め
た
り
。
寿
量
品
の
常
在
霊
鷲
山
を
、

出
で
入
る
と
人
は
見
れ
ど
も
世
と
共
に
鷲
の
峯
な
る
月
は
の
ど
け
し
」
又
、
普
門
品
、

世
を
救
ふ
中
に
は
誰
か
入
ら
ざ
ら
ん
普
き
門
を
人
し
さ
ゝ
ね
ば
」。
こ
れ
を
集
り
て
誦
し
給
も
、
げ
に
と
聞
え
た
り
。
さ
て
も

同
じ
心
一
筋
な
れ
ば
か
ゝ
ず
。

（
巻
十
五
「
う
た
が
ひ
」）
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ま
た
、『
栄
花
物
語
』
に
は
、
こ
の
記
述
の
少
し
後
に
、『
三
宝
絵
詞
』
を
資
料
と
し
て
、
道
長
の
参
加
し
た
一
年
間
の
仏
事
が
簡
略
に

記
述
し
て
あ
る
。
し
か
し
、
作
者
（
編
者
）
は
、
勧
学
会
を
こ
の
中
に
は
入
れ
ず
、
道
長
が
こ
の
世
に
法
華
経
を
弘
め
た
こ
と
を
強
調
し

た
内
容
と
結
び
合
わ
せ
て
詳
述
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
華
経
と
文
学
を
繋
ぐ
勧
学
会
の
思
想
は
、『
栄
花
物
語
』
の
作
者
（
編
者
）
に

と
っ
て
、
多
く
の
仏
教
年
中
行
事
の
中
で
特
別
で
あ
り
重
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
作
者
（
編
者
）
が
い
か
に
文
学

に
お
け
る
「
狂
言
綺
語
」
の
問
題
を
意
識
し
て
い
た
か
が
窺
え
る
。
従
っ
て
、
ま
ず
そ
う
い
っ
た
思
想
の
基
と
な
る
白
居
易
の
「
願
は
く

は
今
生
世
俗
文
字
の
業
、
狂
言
綺
語
の
誤
を
も
て
、
か
へ
し
て
当
来
世
ゞ
讃
仏
乗
の
因
、
転
法
輪
の
縁
と
せ
ん
」と
い
う
詩
句
は
当
然
提

示
し
、
そ
れ
に
倣
っ
て
実
践
し
た
藤
原
公
任
の
釈
教
歌
を
次
に
載
せ
、
最
後
に
作
者
（
編
者
）
自
身
も
「
げ
に
」
と
同
意
す
る
と
い
う
も

の
に
な
っ
て
い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
文
芸
は
仏
教
で
い
う
三
業
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
口
業
に
あ
た
る
。
口
業
に
は
妄
語
・
両
舌
・
悪
口
・

綺
語
の
四
つ
が
あ
る
。
虚
構
で
あ
る
こ
と
と
巧
み
に
言
葉
を
飾
る
こ
と
が
最
も
基
本
的
手
段
で
あ
る
以
上
、
妄
語
と
綺
語
の
罪
を
免
れ
な

い
。
勧
学
会
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
慶
滋
保
胤
は
、「
勧
学
院
仏
名
廻
文
」
の
詩
序
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

�

況
復
春
苑
鳴
レ
硯
、
以
レ
花
称
レ
雪
、
秋
籬
染
レ
筆
、
仮
レ
菊
号
レ
金
。
妄
語
之
咎
難
レ
逃
、
綺
語
之
過
何
避
。

花
を
雪
に
喩
え
、
黄
菊
を
黄
金
と
号
し
て
い
る
の
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
。
オ
ー
バ
ー
な
表
現
が
罪
を
作
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
同
じ
勧
学
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
源
為
憲
が
書
い
た
『
三
宝
絵
詞
』
の
序
文
を
み
て
み
る
と
、
物
語
批
判
の
部
分
で
、
物
語
の
多

�

さ
を
「
お
ほ
あ
ら
き
の
も
り
の
草
よ
り
も
し
げ
く
、
あ
り
そ
み
の
は
ま
の
ま
さ
ご
よ
り
も
多
か
れ
ど
」
と
、
非
常
に
誇
張
し
た
比
喩
表
現

に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
『
三
宝
絵
詞
』
は
仏
教
説
話
集
で
あ
り
、
為
憲
が
こ
れ
を
記
し
た
こ
と
は
、
善
根
に
こ
そ
な
る
も
の
の
、
罪

に
な
る
は
ず
が
な
い
。
比
喩
に
よ
る
誇
張
も
目
的
が
仏
教
と
関
わ
っ
て
い
れ
ば
、
別
に
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
。

八
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ま
た
、『
法
華
経
』「
安
楽
行
品
」
に
は

不
親
近
。
諸
外
道
。
梵
志
。
尼
�
子
等
。
及
造
世
俗
文
筆
。
讃
詠
外
書
。
及
路
伽
耶
陀
。
逆
路
伽
耶
陀
者
。
（
中
巻

二
四
四
頁
）

と
あ
り
、
文
芸
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
一
方
で
、「
方
便
品
」
を
見
る
と
、

乃
至
童
子
戯
。
聚
沙
為
仏
塔
。
如
是
諸
人
等
。
皆
已
成
仏
道
。

（
上
巻

一
一
四
頁
）

乃
至
童
子
戯
。
若
草
木
及
筆
。
或
以
指
爪
甲
。
而
書
作
仏
像
。
如
是
諸
人
等
。
漸
漸
積
功
徳
。
具
足
大
悲
心
。
皆
已
成
仏
道
。

（
上
巻

一
一
四
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
た
と
え
戯
れ
や
遊
び
で
あ
っ
て
も
、
仏
教
と
結
び
つ
い
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
功
徳
に
な
る
と
解
釈
で
き
る
。
そ
れ
を
作

者
側
か
ら
み
た
時
ど
う
な
る
か
。
仏
教
と
ど
う
い
う
形
で
あ
れ
関
わ
っ
て
い
れ
ば
、
文
芸
と
い
う
罪
あ
る
行
為
で
あ
っ
て
も
功
徳
に
な
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
勧
学
会
の
有
様
を
詳
述
し
て
い
る
作
者
か
ら
み
る
と
、『
法
華
経
』
の
比
喩
と
「
方
便
品
」
の
記
述
は
重
要
な
意
味
を
持
っ

て
い
た
。
テ
ー
マ
や
設
定
が
仏
教
と
関
わ
る
こ
と
は
無
論
の
こ
と
、
内
容
が
似
て
い
た
り
、
文
飾
と
し
て
仏
教
語
を
使
用
し
た
り
し
て
い

る
だ
け
で
も
、
功
徳
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、「
方
便
品
」の
た
と
え
戯
れ
で
あ
っ
て
も
功
徳
と
な
る
例
は
、
保
胤
、
為
憲
も
注
目
し
て
い
る
。
保
胤
は
、「
五
言
暮
秋
勧

�

学
会
於
二
禅
林
寺
一
聴
レ
講
二
法
華
経
一
同
賦
三
聚
レ
沙
為
二
仏
塔
一
」
と
い
う
詩
賦
を
詠
み
、
為
憲
は
『
三
宝
絵
詞
』
の
僧
宝
九
「
石
塔
」
に
、

―２２８ ―
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「
乃
至
童
子
の
た
は
ぶ
れ
に
、
い
さ
ご
を
あ
つ
め
て
仏
の
塔
と
な
し
し
は
、
み
な
す
で
に
仏
に
な
り
に
き
」
と
載
せ
て
い
る
。

ま
た
『
三
宝
絵
詞
』「
法
花
寺
の
花
厳
会
」
の
中
に
、

（
前
略
）比
丘
尼
の
い
は
く
、『
我
れ
昔
の
世
を
思
ひ
み
れ
ば
、
い
さ
め
る
女
と
な
れ
り
き
。
た
は
ぶ
れ
に
、
く
さ
ぐ
さ
の
き
ぬ
を
き

か
へ
つ
つ
、
こ
ゑ
を
か
へ
こ
と
ば
を
か
へ
て
人
々
の
さ
ま
を
ま
な
び
し
に
、
尼
の
衣
を
き
て
尼
の
ま
ね
を
し
き
。
此
の
事
功
徳
に
な

り
に
け
れ
ば
、
迦
葉
仏
の
時
に
あ
ひ
て
人
に
生
れ
て
尼
と
な
れ
り
き
、
そ
の
時
に
た
う
と
き
ゆ
か
り
を
た
の
み
て
お
ご
れ
る
思
ひ
を

な
し
、
あ
し
き
心
を
お
こ
し
て
思
ひ
き
。
罪
を
つ
く
り
戒
を
や
ぶ
る
事
多
か
り
し
か
ば
、
地
獄
に
落
ち
に
き
。
し
ば
ら
く
を
も
き
苦

び
を
ば
う
け
し
を
、
と
く
人
の
道
に
生
れ
に
た
り
。
昔
の
善
根
に
よ
り
て
今
釈
迦
如
来
に
あ
ひ
た
て
ま
つ
り
て
、
つ
ひ
に
な
ほ
尼
と

な
り
て
羅
漢
の
位
を
え
た
り
。
是
れ
を
思
ひ
て
、「
た
と
ひ
戒
を
や
ぶ
る
と
い
ふ
と
も
、
と
く
道
を
う
け
つ
れ
ば
、
な
を
尼
の
形
と

な
れ
」
と
す
す
む
る
な
り
』
と
い
ひ
き
」。

（
一
三
七
頁
）

と
い
う
箇
所
が
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
源
為
憲
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
の
か
、
総
序
に
も
、

た
だ
一
日
一
夜
の
出
家
の
功
徳
、
諸
の
事
の
中
に
比
ひ
無
し
、
仏
界
み
な
喜
び
給
ひ
、
魔
軍
は
悉
く
振
ふ
。
生
死
の
海
の
船
・
涅
槃

の
山
の
粮
な
り
、
と
讃
め
給
へ
り
。
茲
れ
に
因
り
て
、
波
羅
門
暫
し
の
程
酔
ひ
て
僧
の
形
に
成
り
し
か
ば
、
此
の
故
に
後
に
法
を
聞

き
、
蓮
花
色
が
戯
れ
に
尼
の
衣
を
服
け
る
は
、
其
の
力
に
今
に
仏
に
遇
ひ
奉
れ
り
。
酔
ひ
の
迷
ひ
・
戯
れ
の
衣
に
成
り
し
だ
に
善
根

遂
に
空
し
か
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
賢
き
心
・
実
の
志
し
な
る
は
功
徳
い
よ
い
よ
量
り
難
し
。

（
四
頁
）

と
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
た
と
え
戯
れ
ご
と
の
真
似
を
し
た
も
の
、
表
面
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
仏
教
と
関
わ
っ
て
い
れ
ば
善

一
〇
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根
と
な
り
功
徳
と
な
る
と
い
う
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
文
学
者
に
と
っ
て
仏
教
と
の
関
係
は
重
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
考
え
方
は
、
あ
く
ま
で
、
文
芸
が
仏
教
に
支
配
さ
れ
た
関
係
に
な
る
。
そ
れ
は
、
文
芸
の
論
理
よ
り
仏
教
の
論
理
の
優
先
を

意
味
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
文
芸
が
仏
教
の
実
践
の
為
の
道
具
と
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

四

『
栄
花
物
語
』
作
者
（
編
者
）
は
、『
法
華
経
』
の
「
譬
喩
品
」
の
三
車
火
宅
喩
と
「
信
解
品
」
の
長
者
窮
子
喩
を
次
の
よ
う
に
、
文

飾
と
し
て
使
う
。

さ
て
も
花
山
院
は
三
界
の
火
宅
を
出
で
さ
せ
給
て
、
四
衢
道
の
な
か
の
露
地
に
お
は
し
ま
し
歩
ま
せ
給
ひ
つ
ら
ん
御
足
の
裏
に
は

千
輻
輪
の
文
お
は
し
ま
し
て
、
御
足
の
跡
に
は
い
ろ
�
�
の
蓮
開
け
、
御
位
上
品
上
生
に
の
ぼ
ら
せ
給
は
む
は
知
ら
ず
、
こ
の
世
に

は
九
重
の
宮
の
う
ち
の
燈
火
消
え
て
、
た
の
み
仕
う
ま
つ
る
男
女
は
暗
き
よ
に
惑
ひ
、
あ
は
れ
に
悲
し
く
な
ん
。

（
巻
二
「
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
」

傍
線
は
筆
者
）

か
の
信
解
品
の
窮
子
の
や
う
な
る
召
し
集
め
て
は
、「
今
各
な
ど
に
ぞ
給
は
す
べ
き
。
ま
め
に
仕
ふ
ま
つ
る
べ
し
」
な
ど
、
召
し
仰

せ
ら
る
ゝ
も
、
さ
ま
�
�
め
で
た
し
。

（
巻
十
八
「
た
ま
の
う
て
な
」

傍
線
は
筆
者
）

し
か
し
、
親
の
子
に
対
す
る
情
愛
の
深
さ
を
比
喩
と
し
て
使
用
し
た
三
つ
の
う
ち
、「
如
来
寿
量
品
」
に
あ
る
良
医
病
子
喩
だ
け
が
、

文
飾
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

―２２６ ―

一
一



そ
こ
で
、
先
に
例
と
し
て
挙
げ
た
、
巻
十
二
「
た
ま
の
む
ら
ぎ
く
」
の
頼
通
が
、
物
の
怪
に
取
り
憑
か
れ
た
場
面
に
立
ち
戻
っ
て
み
る

と
、
そ
れ
が
、
い
か
に
『
法
華
経
』「
如
来
寿
量
品
」
を
意
識
し
て
い
た
か
わ
か
る
。
こ
の
話
は
、
三
条
天
皇
の
娘
と
頼
通
の
縁
談
が
持

ち
上
が
っ
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
、
頼
通
が
重
病
に
陥
る
。
さ
ま
ざ
ま
の
物
の
怪
や
貴
船
明
神
な
ど
が
出
現
す
る
も
な
か
な
か
解
決
し
な

い
。
そ
こ
で
、
と
う
と
う
父
親
で
あ
る
道
長
自
ら
が
、『
法
華
経
』
の
「
寿
量
品
」
を
読
み
そ
の
効
験
を
願
う
。
す
る
と
頼
通
の
妻
で
あ

る
隆
姫
の
父
親
、
具
平
親
王
の
物
の
怪
が
登
場
す
る
。
具
平
親
王
は
慶
滋
保
胤
を
師
と
す
る
熱
心
な
法
華
経
信
仰
者
で
あ
る
。
そ
の
親
王

が
、
娘
可
愛
さ
に
、
物
の
怪
と
な
っ
て
頼
通
を
危
篤
状
態
に
陥
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
道
長
は
親
が
子
を
思
う
真
実
に
め
ざ
め
、
頼
通
の
結

婚
話
を
破
談
に
す
る
約
束
を
す
る
。

道
長
側
か
ら
は
、
父
の
愛
が
、『
法
華
経
』
の
力
に
よ
っ
て
子
の
命
を
救
う
。
具
平
親
王
の
側
か
ら
み
る
と
、
父
の
愛
が
、『
法
華
経
』

の
力
に
よ
っ
て
道
長
に
「
真
実
の
心
」
を
目
覚
め
さ
せ
、
子
（
隆
姫
）
を
救
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
作
品
中
で
道
長
が
読
む
の
が
「
寿

量
品
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
寿
量
品
」
に
あ
る
、
父
の
愛
が
な
す
方
便
に
毒
を
飲
ん
だ
病
気
の
子
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と

を
連
想
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
作
者
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
仏
教
的
物
語
の
世
界
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
王
朝
時
代
は
、
察
す
る
こ
と
の
で
き
る
力
が
必
要
と
さ
れ
、
評
価
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
例
え
ば
『
枕
草
子
』
の

�

四
十
二
段
を
み
て
み
る
。

小
一
条
済
時
の
小
白
河
邸
で
行
わ
れ
る
法
華
八
講
の
見
聞
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
講
義
が
始
ま
り
、
清
少
納
言
が
講
師
の
話
を
少

し
聞
い
て
中
座
し
よ
う
と
す
る
の
を
、
殿
上
人
た
ち
が
口
う
る
さ
く
非
難
す
る
。
そ
の
中
で
、
た
だ
ひ
と
り
藤
原
義
懐
だ
け
が
、「
や
や
、

ま
か
り
ぬ
る
も
よ
し
」
と
い
っ
て
笑
う
。
そ
れ
に
対
抗
し
て
清
少
納
言
は
「
五
千
の
中
に
い
ら
せ
た
ま
は
ぬ
や
う
も
あ
ら
じ
」
と
言
い
返

し
た
と
あ
る
。
義
懐
も
清
少
納
言
も
、『
法
華
経
』「
方
便
品
」の
内
容
を
知
っ
て
、
お
互
い
に
そ
れ
を
察
し
て
の
会
話
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
方
便
品
」
に
「
是
如
増
上
慢
人
退
亦
佳
」
と
あ
り
、
義
懐
は
、「
釈
迦
が
法
を
説
こ
う
と
し
た
と
き
、
五
千
人
の
増
上
慢
が
席

を
立
っ
て
退
い
た
。
し
か
し
釈
迦
は
、
そ
れ
を
制
止
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
清
少
納
言
に
「
退
出
す
る
の
も
よ
い
」

一
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と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
清
少
納
言
を
増
上
慢
と
同
じ
だ
と
非
難
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
清
少
納
言
は「
自
分
を
釈
迦
に
喩

え
る
あ
な
た
こ
そ
五
千
人
の
中
に
入
る
側
、
つ
ま
り
増
上
慢
で
し
ょ
う
」
と
言
い
返
し
た
と
い
う
。
法
華
八
講
と
い
う
舞
台
だ
か
ら
こ

そ
、『
法
華
経
』
の
文
句
で
応
対
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
お
も
し
ろ
い
。
し
か
し
、
ど
こ
に
も
『
法
華
経
』
の
文
字
は
出
て
こ
な
い
。
察

す
る
力
が
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。

こ
う
い
っ
た
時
代
で
あ
る
の
で
、
道
長
が
な
ぜ
「
寿
量
品
」
を
読
ん
だ
か
は
、
当
時
の
知
識
人
は
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

三
つ
の
比
喩
の
中
、
二
つ
は
文
飾
と
し
て
、
一
つ
は
、「
良
医
病
子
」
と
い
う
連
想
か
ら
、
道
長
が
『
法
華
経
』「
寿
量
品
」
を
読
ん
で

子
を
病
か
ら
救
う
と
い
う
物
語
を
創
り
上
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。

結

『
栄
花
物
語
』
作
者
（
編
者
）
に
と
っ
て
『
法
華
経
』
は
、
文
芸
と
仏
教
を
繋
ぐ
も
の
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
一

つ
に
、『
法
華
経
』
の
親
の
子
に
対
す
る
情
愛
の
深
さ
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
の
慈
悲
を
表
現
し
て
い
た
「
譬
喩
品
」
の
三
車
火
宅

喩
、「
信
解
品
」
の
長
者
窮
子
喩
、「
如
来
寿
量
品
」
の
良
医
病
子
品
の
比
喩
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。

�

当
時
の
時
代
状
況
に
つ
い
て
、
多
屋
頼
俊
氏
の
指
摘
が
あ
る
。

「
功
徳
を
積
む
」
と
い
う
事
に
立
脚
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
法
華
経
を
読
誦
し
た
り
、
書
写
し
た
り
、
解
説
し
た
り
す
る
事
に
依
っ

て
与
え
ら
れ
る
功
徳
は
計
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
凡
夫
の
罪
障
も
ま
た
計
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
計
る
べ

か
ら
ざ
る
功
徳
と
計
る
べ
か
ら
ざ
る
罪
障
と
を
差
し
引
き
し
た
ら
、
黒
字
が
出
る
か
赤
字
が
出
る
か
、
そ
れ
は
閻
羅
王
庁
で
精
算
し
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て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
で
は
安
心
立
命
は
で
き
る
筈
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
法
華
経
の
場
合
だ
け
で
な
く
、

弥
陀
仏
名
を
称
す
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

安
心
立
命
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
て
、
罪
得
る
文
学
は
、
仏
教
の
ル
ー
ル
を
踏
ま
え
て
、
仏
教
と
手
を
結
ぶ
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
、
末
法
当
来
を
直
前
に
控
え
た
『
栄
花
物
語
』
正
編
作
者
（
編
者
）
は
、
文
学
の
考
え
方
よ
り
も
仏
教
の
論
理
を
優
先
さ
せ
た
。

そ
こ
に
普
通
に
文
学
作
品
と
し
て
読
む
と
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
や
不
統
一
が
起
こ
っ
た
。
例
え
ば
、
巻
十
五
「
う
た
が
ひ
」
で
は
、
釈
迦
に

な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
道
長
で
あ
る
ゆ
え
に
、
出
家
に
際
し
て
上
品
上
生
が
約
束
さ
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
巻
三
十「
つ
る
の
は
や

�

し
」
で
は
下
品
下
生
に
し
か
往
生
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
れ
も
、「
下
品
と
い
ふ
と
も
足
む
ぬ
べ
し
」
と
詠
ん
だ
保
胤
の
考
え
方
や
、
極

�

楽
の
位
を
問
題
に
し
な
い
『
往
生
要
集
』
の
立
場
を
、
道
長
個
人
の
一
貫
性
よ
り
優
先
さ
せ
た
結
果
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
藤
原
道

長
と
い
う
中
心
人
物
を
、
仏
教
の
論
理
に
従
っ
て
、
釈
迦
に
な
ぞ
ら
え
た
り
、
凡
夫
に
し
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
道
長
だ

け
で
な
く
、
花
山
天
皇
や
円
融
天
皇
な
ど
、
脇
の
人
物
に
も
い
え
る
。

さ
ら
に
釈
迦
が
悟
り
を
開
い
て
間
も
な
い
け
れ
ど
も
数
多
く
の
弟
子
が
出
来
た
こ
と
が
書
か
れ
た
『
法
華
経
』
の
巻
十
五
「
従
地
涌
出

品
」
と
、
道
長
が
出
家
し
て
か
ら
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
経
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
種
々
行
っ
た
仏
事
が
数
え
切
れ
な
い
こ
と
を
述
べ
た

『
栄
花
物
語
』
巻
十
五
「
う
た
が
ひ
」
と
の
内
容
を
呼
応
さ
せ
る
。
十
五
と
十
五
の
数
字
を
合
致
さ
せ
る
た
め
、
編
年
体
を
無
視
す
る
と

い
う
こ
と
ま
で
行
う
。
明
ら
か
に
、
登
場
人
物
や
歴
史
の
流
れ
よ
り
、
仏
教
の
論
理
が
優
先
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
物

語
が
、
作
者
や
読
者
に
と
っ
て
、
仏
教
的
に
は
実
践
躬
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
栄
花
物
語
』
作
者
（
編
者
）
は
、
仏
法
を
賛
美
し
結
縁
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
物
語
を
執
筆
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
そ
の
方
法

を
『
往
生
要
集
』
と
と
も
に
、『
法
華
経
』
に
も
そ
の
思
想
と
叙
述
の
仕
方
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
四

―２２３ ―



注①
『
栄
花
物
語
の
研
究
』（
刀
江
書
院

昭
和
３１
年
）
二
九
九
頁
〜
三
〇
一
頁
。
但
し
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
た
。

②

拙
稿
「『
栄
花
物
語
』
の
思
想
―
―
『
三
宝
絵
詞
』
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（「
愛
知
女
子
短
期
大
学
国
語
国
文
」
平
成
５
年
３
月
）

③

拙
稿
「『
栄
花
物
語
』
の
思
想
―
―
『
往
生
要
集
』
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（「
文
芸
論
叢
」
平
成
５
年
１１
月
）

④

歴
史
物
語
講
座
第
二
巻
『
栄
花
物
語
』（
風
間
書
房

平
成
９
年
）
五
頁

⑤

日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
使
用
。
但
し
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
た
。
以
下
の
引
用
も
同
じ
。

⑥

岩
波
文
庫
使
用
。
但
し
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
た
。
以
下
の
引
用
も
同
じ
。

⑦

新
古
典
文
学
大
系
二
十
七
『
本
朝
文
粋
』
巻
第
十
三
（
岩
波
書
店
）
三
五
一
頁

⑧

東
洋
文
庫
（
平
凡
社
）
使
用
。
以
下
の
引
用
も
同
じ
。

⑨

新
古
典
文
学
大
系
二
十
七
『
本
朝
文
粋
』
巻
第
十
（
岩
波
書
店
）
二
九
三
頁

⑩

日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
使
用
。

⑪
『
多
屋
頼
俊
著
作
集
』
第
五
巻
（
法
蔵
館

平
成
４
年
）
四
一
四
頁

⑫
『
栄
花
物
語
』
第
十
八
「
た
ま
の
う
て
な
」
で
、
尼
が
「
十
方
仏
土
の
中
に
は
西
方
を
も
て
望
と
す
。
九
品
蓮
台
の
間
に
は
、
下
品
と
い
ふ
と
も

足
む
ぬ
べ
し
」
と
保
胤
の
詩
を
と
り
あ
げ
て
賛
美
し
て
い
る
。

⑬

大
文
第
十
第
二
参
照
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