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一
、
は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』
は
、
読
み
継
が
れ
権
威
化
・
古
典
化
さ
れ
て
い
く
中
で
、

そ
の
執
筆
契
機
が
伝
説
的
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
の
ち
に
『
源
氏
物

語
湖
月
抄
』（
延
宝
元
年
〈
一
六
七
三
〉
成
立
）
の
名
称
が
示
す
よ
う
に
、
湖
に

映
る
名
月
に
紫
式
部
が
感
興
を
覚
え
て
起
筆
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
受
容

さ
れ
て
い
く
。

　

そ
れ
は
「
八
月
十
五
日
の
月
が
湖
に
映
る
」
景
と
し
て
、『
河
海
抄
』
や

伝
為
氏
筆
「
源
氏
古
系
図
」
付
載
の
「
源
氏
物
語
の
お
こ
り
」（
以
下
、「
伝

為
氏
「
源
氏
物
語
の
お
こ
り
」」
と
記
す
）
に
表
さ
れ
た
の
だ
が
、
な
ぜ
こ
の
景

は
描
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
伝
為
氏
「
源
氏
物
語
の
お
こ
り
」
で
は
、
八
月

十
五
日
の
水
に
映
る
月
は
文
脈
に
お
い
て
必
然
性
が
な
い１
。『
河
海
抄
』
で

は
「
八
月
十
五
日
の
月
」
を
、『
源
氏
物
語
』
の
須
磨
流
謫
で
の
「
月
の
い

と
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
に
、
今
宵
は
十
五
夜
な
り
け
り
」（
須
磨
巻
）

と
関
係
付
け
る
。
し
か
し
須
磨
の
月
は
水
に
映
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
え
て

そ
う
表
現
し
た
意
図
が
何
か
存
す
る
は
ず
だ
。
ま
た
、
現
在
「
源
氏
の
間
」

が
存
す
る
石
山
寺
の
本
堂
内
か
ら
「
湖
」
を
見
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ

り２
、
地
理
的
合
理
性
を
無
視
し
て
「
湖
月
を
見
て
」
と
設
定
さ
れ
た
所
以
に

つ
い
て
も
考
え
た
い
。
中
世
に
お
け
る
注
釈
書
の
叙
述
が
拠
っ
た
当
時
の
思

想
の
一
端
を
、
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。

二
、『
源
氏
物
語
』
起
筆
伝
説
の
展
開

　

ま
ず
『
源
氏
物
語
』
の
起
筆
伝
説
を
、
現
存
記
事
に
お
い
て
内
容
の
近
い

も
の
を
ま
と
め
つ
つ
概
ね
成
立
の
早
い
順
に
、「
石
山
寺
の
月
」
に
注
意
し

て
整
理
す
る
。

　

起
筆
に
つ
い
て
叙
す
る
現
存
最
古
の
文
献
は
、
平
安
後
期
頃
成
立
の
『
古

本
説
話
集
』﹇
上
・
第
九
﹈
だ
が
、
物
語
発
想
の
場
面
は
見
え
ず
「
石
山
」

も
「
月
」
も
な
い
。
鎌
倉
中
期
ま
で
に
成
立
し
た
『
世
継
物
語
』﹇
第
五
﹈

も
こ
れ
に
近
似
す
る
。『
宝
物
集
』﹇
第
五
﹈（
治
承
四
年
〈
一
一
八
〇
〉
頃
成
立
）

は
紫
式
部
の
堕
地
獄
説
話
に
な
る
が
、
起
筆
の
契
機
に
は
ふ
れ
な
い
。
院
政

期
成
立
の
「
源
氏
一
品
経
表
白
」
は
紫
式
部
の
罪
障
に
狂
言
綺
語
の
文
芸
観

を
取
り
込
む
。『
今
鏡
』（
嘉
応
二
年
〈
一
一
七
〇
〉
頃
成
立
）
は
広
ま
っ
て
い

　

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

斎
　
藤
　
菜
穂
子
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た
堕
獄
説
話
に
対
し
て
、
紫
式
部
を
観
音
の
化
身
と
見
な
す
自
論
を
述
べ

る
。『
無
名
草
子
』（
正
治
二
年
〈
一
二
〇
〇
〉
頃
成
立
）
は
起
筆
の
時
は
描
か

ず
仏
の
霊
験
と
し
て
い
る
。
十
三
世
紀
半
ば
成
立
の
『
今
物
語
』
に
は
地
獄

に
堕
ち
て
苦
し
む
紫
式
部
の
供
養
が
書
か
れ
、
源
氏
供
養
は
そ
の
後
も
長
く

語
ら
れ
て
い
く３
。
こ
こ
ま
で
に
お
い
て
は
「
石
山
寺
」・「
月
」
の
語
は
見
い

だ
せ
な
い
。

　

阿
仏
尼
に
よ
る
『
阿
仏
の
文
』（
弘
長
三
年
〈
一
二
六
三
〉
頃
成
立４
）
に
は
、

若
き
ほ
ど
に
ま
た
い
た
く
お
よ
す
げ
た
る
も
に
く
き
こ
と
に
て
候
。
あ

ま
り
に
ふ
え
う
め
き
た
る
も
わ
ろ
く
候
へ
ば
、
遅
れ
過
ぎ
ぬ
ほ
ど
に
わ

た
ら
せ
お
は
し
ま
し
候
へ
。
人
丸
赤
人
が
跡
を
も
尋
ね
、
紫
式
部
が
石

山
の
浪
に
浮
か
べ
る
影
を
見
て
、
浮
舟
の
君
の
法
の
師
に
会
ふ
ま
で
こ

そ
か
た
く
と
も
、
月
の
色
花
の
に
ほ
ひ
も
お
ぼ
し
と
ど
め
て
、
む
も
れ

い
ふ
が
ひ
な
き
御
さ
ま
な
ら
で
、
か
ま
へ
て
歌
よ
ま
せ
お
は
し
ま
し
候

へ
。

と
、「
若
き
ほ
ど
」
の
人
に
向
け
て
「
遅
れ
過
ぎ
ぬ
ほ
ど
に
」
文
芸
に
取
り

組
む
べ
き
心
構
え
を
述
べ
る
箇
所
に
、「
紫
式
部
」
と
「
石
山
」
が
書
か
れ
る
。

傍
線
部
で
〈
人
丸
赤
人
の
跡
│
│
を
も
尋
ね
〉
と
〈
紫
式
部
の
（
石
山
の
浪

に
浮
か
ん
だ
）
影
│
│
を
見
て
〉
と
の
対
構
成
に
し
、
続
く
「
浮
舟
の
君
の

法
の
師
│
│
に
会
ふ
」
に
も
そ
れ
は
つ
な
が
っ
て
、
紫
式
部
の
面
影
を
思
う

尊
崇
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。「
浪
に
浮
か
べ
る
影
」
を
「
月
影
」
と
読
む

説
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
す
る
と
「
紫
式
部
が
月
光
を
見
て
」
と

な
り
対
構
成
が
崩
れ
る
う
え
に
、「
若
き
」
人
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
う
文

脈
か
ら
ず
れ
る
。
こ
こ
は
尊
い
先
人
の
「
跡
」
や
「（
面
）
影
」
に
思
い
を

寄
せ
る
べ
き
こ
と
を
主
意
と
し
て
い
る
の
だ
。
ま
た
こ
れ
に
先
行
す
る
『
千

載
和
歌
集
』「
い
さ
ぎ
よ
き
池
に
影
こ
そ
浮
か
び
ぬ
れ
沈
み
や
せ
ん
と
思
ふ

わ
が
身
を
」（
釈
教
歌
・
一
二
三
二
・
源
顕
仲
）
が
、
地
獄
に
沈
む
と
思
っ
て
い

た
も
の
の
寺
の
聖
な
る
水
に
自
分
の
影
が
浮
か
ん
だ
こ
と
を
救
わ
れ
た
と
詠

じ
て
い
る
の
が
参
考
に
な
る
。『
阿
仏
の
文
』
の
当
該
箇
所
の
、
罪
深
い
と

さ
れ
た
紫
式
部
の
「
影
」
が
「
石
山
の
浪
に
浮
か
」
ぶ
と
は
、
紫
式
部
の
救

済
を
も
示
唆
す
る
と
み
ら
れ
る
。
紫
式
部
を
観
音
の
化
身
と
す
る
『
今
鏡
』

な
ど
の
発
想
に
よ
っ
て
、
現
当
二
世
の
利
益
と
救
済
を
も
た
ら
す
観
音
菩
薩

を
本
尊
と
し
貴
族
の
崇
敬
を
集
め
て
い
た
石
山
寺
が
結
び
付
け
ら
れ
た５
と
考

え
ら
れ
よ
う
。

　

や
や
下
る
『
野
守
鏡
』﹇
上
﹈（
永
仁
三
年
〈
一
二
九
五
〉
頃
成
立
）
に
は
、「
石

山
の
観
音
其
風
情
を
し
め
し
給
ひ
け
る
と
な
む
、
申
し
つ
た
へ
て
侍
る
」
と
、

式
部
の
祈
り
を
石
山
の
観
音
が
叶
え
て
物
語
が
成
就
し
た
と
あ
る
が
、「
月
」

は
描
か
れ
な
い
。『
原
中
最
秘
抄
』（
貞
治
三
年
〈
一
三
六
四
〉
成
立
）
の
、
源

親
行
（
一
二
八
〇
年
頃
没
）
説
と
考
え
ら
れ
る
部
分６
に
は
、「
此
物
語
之
趣
石

山
の
観
音
の
御
利
生
な
り
」（
雲
隠
）・「
石
山
の
観
音
の
御
ち
か
ひ
に
て
作

出
し
た
り
と
も
い
へ
り
」（
夢
浮
橋
）
と
見
え
、
紫
式
部
観
音
説
も
加
え
る
が
、

「
月
」
に
は
触
れ
な
い
。

　

十
三
世
紀
後
半
に
『
源
氏
物
語
』
の
起
筆
は
石
山
観
音
の
霊
験
説
話
に

な
っ
た
が
、「
月
」
ま
た
「
八
月
十
五
夜
の
水
に
映
る
月
」
は
見
え
な
い
の

で
あ
る
。

　

次
に
『
石
山
寺
縁
起
絵
巻
』（
石
山
寺
蔵
、
重
要
文
化
財
）
の
詞
書
（
以
下
「
縁

起
詞
書
」
と
記
す
）
を
検
討
す
る
。
絵
巻
全
七
巻
の
成
立
過
程
は
複
雑
で
、
源

氏
起
筆
を
描
く
巻
四
の
成
立
は
十
五
世
紀
末
で
あ
る
。
だ
が
近
年
の
研
究
で

詞
書
は
正
中
年
間
に
全
七
巻
分
成
立
し
て
い
た
と
さ
れ
る７
。
ま
た
真
言
寺
院
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だ
っ
た
石
山
寺
に
一
三
〇
〇
年
頃
東
大
寺
が
介
入
し
て
お
り
、
そ
れ
へ
の
対

抗
意
識
も
背
景
に
、
寺
の
独
立
性
と
京
の
貴
紳
と
の
つ
な
が
り
を
宣
揚
し
た

「
縁
起
」
が
制
作
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る８
。
巻
七
第
四
段
に
は
、
正

安
元
年
（
一
二
九
九
）、「
後
宇
多
院
当
時
の
留
記
を
開
き
て
、
叡
念
を
起
こ

し
御
座
し
ま
し
け
る
」
と
、
石
山
寺
縁
起
旧
記
を
後
宇
多
院
が
読
み
霊
験
あ

ら
た
か
だ
っ
た
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
て
、
貴
顕
へ
の
積
極
的
な
流
布
と
価
値

付
け
の
意
欲
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
を
や
や
遡
る
頃
に
世
に
語
ら
れ
て
い

た
（『
阿
仏
の
文
』・『
野
守
鏡
』）
石
山
寺
と
『
源
氏
物
語
』
と
の
関
わ
り
は
、

貴
族
の
興
味
を
惹
き
寺
独
自
の
価
値
付
け
を
高
め
る
も
の
で
あ
り
、
石
山
寺

側
が
早
々
に
縁
起
に
摂
取
し
た
可
能
性
は
高
く
、
や
は
り
正
中
年
間
に
は
書

き
込
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う９
。
該
当
部
分
を
引
用
す
る
。

…
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
ぬ
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
う
け
て
、
思
ひ
あ
へ

ぬ
風
情
を
書
き
続
け
け
る
。
彼
の
罪
障
懺
悔
の
為
に
、
大
般
若
経
を
一

部
書
き
て
、
奉
納
し
け
る
。﹇
第
一
段
﹈

起
筆
の
契
機
の
時
を
具
体
的
に
説
明
し
、
紫
式
部
が
石
山
参
籠
に
お
い
て
、

遙
か
に
湖
の
方
を
見
晴
ら
し
心
澄
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
発
想
が
導
か
れ

た
と
表
現
す
る
。
し
か
し
「
月
」
に
は
触
れ
な
い
。

　
『
河
海
抄
』﹇
巻
第
一
料
簡
﹈（
貞
治
元
年
〈
一
三
六
二
〉
頃
成
立
し
後
に
増
補
）

に
、「
月
」
が
「
八
月
十
五
夜
の
月
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

…
石
山
寺
に
通
夜
し
て
こ
の
事
を
祈
り
申
し
け
る
に
、
折
し
も
八
月
十

五
夜
の
月
湖
水
に
映
り
て
、
心
の
澄
み
わ
た
る
ま
ま
に
、
物
語
の
風
情

空
に
う
か
び
け
る
を
、
わ
す
れ
ぬ
さ
き
に
と
て
、
仏
前
に
あ
り
け
る
大

般
若
の
料
紙
を
本
尊
に
申
し
う
け
て
、
ま
づ
須
磨
・
明
石
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
て
、
と
は
侍
る
と
か
や
。
の
ち
に
罪
障
懺
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
。

「
縁
起
詞
書
」
の
表
現
と
多
く
重
な
る
。「
詞
書
」
を
も
と
に
、「
八
月
十
五

夜
」
の
名
月
が
水
に
映
っ
た
様
の
記
述
と
そ
れ
に
つ
な
が
る
須
磨
巻
の
説
明

を
追
加
し
て
お
り
、「
の
ち
に
罪
障
…
」
の
接
続
が
や
や
不
自
然
に
な
っ
て

い
る
。「
縁
起
詞
書
」
よ
り
も
下
る
だ
ろ
う
。

　
『
河
海
抄
』
よ
り
成
立
が
早
い
可
能
性
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
伝
為
氏
「
源

氏
物
語
の
お
こ
りＡ
」
を
見
る
。

…
石
山
に
ま
う
で
て
祈
り
申
す
に
、
八
月
十
五
夜
の
月
水
海
に
浮
か
び

て
あ
き
ら
か
な
る
を
み
て
、
心
の
澄
み
け
る
に
、
第
三
巻
を
こ
と
に
た

ぐ
ひ
な
く
つ
く
れ
り
と
て
紫
式
部
と
い
は
れ
た
り
。

『
河
海
抄
』
と
同
じ
く
「
八
月
十
五
夜
の
月
」
だ
。『
阿
仏
の
文
』・『
野
守
鏡
』

が
簡
略
な
表
現
で
起
筆
と
石
山
寺
と
の
つ
な
が
り
を
示
唆
し
て
月
に
触
れ
な

い
こ
と
と
比
べ
た
と
き
、
こ
の
書
き
物
が
そ
れ
ら
に
先
行
す
る
と
は
考
え
に

く
い
。
叙
述
内
容
が
重
な
る
『
河
海
抄
』
と
ほ
ぼ
同
時
代
と
見
る
の
が
穏
当

だ
ろ
う
。

　

起
筆
説
話
に
お
い
て
「
月
」
の
描
写
は
、
十
四
世
紀
半
ば
過
ぎ
成
立
の
『
河

海
抄
』・
伝
為
氏
「
源
氏
物
語
の
お
こ
り
」
に
な
り
、〈
八
月
十
五
夜
の
水
に

映
る
月
〉
と
し
て
現
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
に
注
釈
書
や
梗

概
書
に
お
い
て
こ
う
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
所
以
を
以
下
考
察
し
て
い

く
。
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三
、
平
安
朝
期
に
お
け
る
石
山
の
月

　

そ
も
そ
も
水
に
映
る
月
の
イ
メ
ー
ジ
は
石
山
寺
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
る

の
か
、
貴
族
の
心
性
を
表
す
和
歌
や
文
学
作
品
の
用
例
を
取
り
上
げ
て
分
析

す
る
。

　
「
石
山
の
月
」
は
和
歌
に
お
い
て
用
例
が
多
く
は
な
い
。
早
い
時
期
に
詠

ま
れ
た
歌
を
あ
げ
る
。

Ａ
い
つ
ま
で
か
影
と
ど
む
べ
き
石
山
の
谷
に
こ
も
れ
る
有
明
の
月
（『
山

田
法
師
集
』
一
二
「
石
山
に
百
日
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
ま
か
で
な
む
と
せ
し
こ
ろ
、

有
明
の
月
の
谷
に
う
つ
り
て
侍
り
し
か
ば
」）

Ｂ
有
明
の
月
の
そ
ら
に
て
山
の
端
の
ふ
か
く
も
そ
ら
に
し
り
に
け
る
か
な

（『
義
孝
集
』
四
二
「
石
山
の
峰
の
も
み
ぢ　

山
上
暁
月
」）

　

傍
線
部
の
よ
う
に
明
け
方
の
月
を
詠
む
歌
が
散
見
さ
れ
る
。『
公
任
集
』

（
三
八
三
）
に
も
「
あ
か
つ
き
月
夜
に
石
山
よ
り
い
で
給
ふ
と
て
…
」
の
詞
書

が
あ
る
。
参
詣
者
は
、
通
夜
で
祈
り
石
山
寺
を
離
れ
る
暁
方
に
眺
め
る
月
の

情
景
を
、
印
象
深
い
も
の
と
し
て
共
有
し
た
だ
ろ
う
。
ま
た
石
山
寺
は
岩
盤

に
乗
る
観
世
音
菩
薩
を
囲
う
山
岳
寺
院
で
あ
り
、
波
線
を
施
し
た
よ
う
に
、

「
谷
」
や
「
山
の
端
の
ふ
か
く
」
な
ど
高
低
差
や
距
離
の
感
覚
を
も
っ
て
月

光
が
捉
え
ら
れ
た
こ
と
も
意
に
留
め
て
お
き
た
い
。
石
山
の
「
水
に
映
る
月
」

や
「
八
月
十
五
日
の
月
」
が
和
歌
の
主
題
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

続
い
て
、
平
安
朝
の
散
文
文
学
作
品
に
お
け
る
「
石
山
の
月
」
を
検
討
す

る
。
石
山
寺
の
参
籠
を
実
体
験
と
し
て
か
な
文
で
綴
る
日
記
文
学
が
参
考
に

な
ろ
う
。

　
『
蜻
蛉
日
記
』
の
石
山
詣
の
帰
途
に
、「
空
を
見
れ
ば
、
月
は
い
と
細
く
て
、

影
は
湖
の
面
に
う
つ
り
て
あ
り
。
風
う
ち
吹
き
て
湖
の
面
い
と
騒
が
し
う
、

さ
ら
さ
ら
と
騒
ぎ
た
り
」（
中
巻
・
天
禄
元
年
）
と
あ
る
。
夢
告
を
受
け
暁
方

に
寺
を
下
り
て
舟
に
乗
り
、
空
の
月
を
見
て
か
ら
そ
れ
を
辿
る
よ
う
に
水
に

映
る
月
光
へ
目
を
向
け
る
。
石
山
参
籠
で
浄
化
さ
れ
帰
京
す
る
際
の
聖
性
に

満
ち
た
暁
の
情
景
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
空
の
月
に
言
及
し
た
後
に
湖
面
の
月

を
述
べ
る
が
、『
河
海
抄
』・
伝
為
氏
「
源
氏
物
語
の
お
こ
り
」
は
映
る
月
の

み
を
象
徴
的
に
描
い
て
起
筆
の
契
機
と
し
て
い
た
こ
と
も
注
意
し
て
お
き
た

い
。

　
『
蜻
蛉
日
記
』
で
は
地
理
的
に
合
理
性
を
持
っ
た
描
写
だ
が
、『
河
海
抄
』

や
伝
為
氏
「
源
氏
物
語
の
お
こ
り
」
で
は
、
石
山
寺
本
堂
か
ら
は
見
え
な
い

湖
に
映
る
月
を
描
き
、
物
語
発
想
の
契
機
と
し
て
い
る
。
堂
に
い
て
月
を
認

め
る
こ
と
は
、
例
え
ば
『
更
級
日
記
』
の
再
度
の
石
山
詣
で
は
、「
蔀
を
お

し
上
げ
て
見
れ
ば
、
有
明
の
月
の
谷
の
底
さ
へ
く
も
り
な
く
澄
み
わ
た
り
」

と
、「
有
明
の
月
」
が
「
谷
の
底
」
ま
で
差
し
込
む
の
を
見
下
ろ
す
様
と
し

て
書
か
れ
た
。
谷
に
差
す
月
光
は
Ａ
歌
に
近
似
し
、
共
有
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ

だ
っ
た
。
先
の
『
蜻
蛉
日
記
』
に
も
、「
堂
は
高
く
て
、
下
は
谷
と
見
え
た
り
」

に
続
い
て
、「
二
十
日
月
、
夜
更
け
て
い
と
明
く
な
れ
ど
、
木
陰
に
も
り
て
、

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
来
し
か
た
ぞ
見
え
わ
た
り
た
る
。
見
お
ろ
し
た
れ
ば
、
麓

に
あ
る
泉
は
、
鏡
の
ご
と
見
え
た
り
」
と
堂
か
ら
谷
を
眺
め
下
ろ
し
、
木
陰

越
し
に
月
光
が
下
の
道
に
差
す
と
述
べ
、
麓
の
泉
も
鏡
の
よ
う
だ
と
表
す
。

先
述
し
た
よ
う
に
高
低
差
の
距
離
は
、
崖
の
上
に
建
つ
こ
と
の
多
い
観
音
霊

場
の
ひ
と
つ
で
あ
る
石
山
寺
の
特
徴
だ
っ
た
。

　

散
文
作
品
に
お
い
て
も
、
石
山
寺
で
「
水
に
映
る
月
」
が
表
現
さ
れ
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
遙
か
向
こ
う
の
「
湖
に
映
る
月
」
も
描
か
れ
な
い
。
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や
は
り
『
河
海
抄
』
な
ど
の
、
石
山
寺
に
い
な
が
ら
湖
に
映
る
月
を
眼
前
に

す
る
と
の
情
景
は
、
何
ら
か
の
意
図
を
も
っ
て
描
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

四
、「
月
│
水
│
身
」
か
ら
「
月
│
水
│
心
│
澄
む
」
へ

　
「（
琵
琶
湖
の
）
水
に
映
る
月
」
が
『
河
海
抄
』
な
ど
で
描
出
さ
れ
た
所
以

を
検
討
す
る
た
め
に
、「
水
に
映
る
月
」
の
表
現
の
歴
史
を
辿
る
。

　

早
い
例
は
漢
詩
文
に
見
ら
れ
、『
凌
雲
集
』（
弘
仁
五
年
〈
八
一
四
〉
成
立
）

に
小
野
永
見
「
遊
寺
」
の
「
水
月
非w
真
暁q　

空
花
是
偽
春
」
が
あ
る
。
水

に
映
る
月
（「
水
月
」）
の
実
体
の
な
さ
が
真
な
ら
ぬ
も
の
の
象
徴
と
さ
れ
る
。

そ
の
後
、「
水
月
」
と
「
空
観
」
を
結
び
つ
け
る
例
が
散
見
す
る
。「
空
観
」

と
は
仏
教
語
で
、「
一
切
の
も
の
は
、
こ
と
ご
と
く
因
縁
に
よ
っ
て
生
じ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
永
遠
不
変
の
自
我
や
実
体
と
い
っ
た
も
の
は
な
く
、
す
べ

て
空
で
あ
る
と
観
じ
る
こ
と
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）
だ
。
菅
原
淳
茂
は
「
水

月
之
相
応　

空
観
自
生
」（『
本
朝
文
粋
』
二
〇
九
「
八
月
十
五
夜
侍w
亭
子
院q

同
賦e

月
影
満w

秋
池z

応w

太
上
法
皇
製q

」）
と
、
水
に
映
る
月
の
さ
ま
が
空
観
を
導

く
と
詠
む
。
そ
の
父
道
真
も
「
偏
将w

水
月q

苦
空
観
」（『
菅
家
後
集
』
五
〇
六

「
晩
望w

東
山
遠
寺q

」）
と
、
水
月
に
よ
る
空
観
を
詠
じ
る
。
大
江
朝
綱
の
「
雖p 

観w

秋
月
波
中
影q　

未p

遁w

春
花
夢
裏
名q

」（『
和
漢
朗
詠
集
』「
無
常
」
七
九

四
）
は
「
波
中
影
」
と
表
し
、
水
に
映
る
月
を
観
し
て
も
煩
悩
か
ら
は
逃
れ

ら
れ
な
い
と
す
る
。
漢
籍
や
仏
教
的
発
想
を
知
悉
し
た
知
識
人
に
よ
っ
て
、

実
体
の
な
い
水
月
は
仏
教
の
「
空
」
の
観
念
を
導
く
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ

た
の
だ
っ
た
。

　

和
歌
に
お
い
て
水
に
映
る
月
は
、「
秋
の
月
波
の
そ
こ
に
ぞ
い
で
に
け
る

ま
つ
ら
ん
山
の
か
ひ
や
な
か
ら
ん
」（『
拾
遺
集
』
秋
部
・
一
七
二
・
大
中
臣
能
宣

「
水
に
月
の
や
ど
り
て
侍
り
け
る
を
」）
が
山
の
端
か
ら
で
な
く
波
の
底
か
ら
現

れ
た
月
の
興
趣
を
、「
照
る
月
の
い
は
ま
の
水
に
や
ど
ら
ず
は
た
ま
ゐ
る
数

を
い
か
で
知
ら
ま
し
」（『
金
葉
集
』
秋
部
・
一
八
一
・
源
経
信
）
が
水
の
玉
に
映

る
い
く
つ
も
の
月
と
い
う
機
知
を
表
現
す
る
な
ど
、
美
的
景
物
と
し
て
詠
じ

ら
れ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、「
維
摩
経
方
便
品
」
に
お
け
る
人
の
身
の
は

か
な
さ
を
譬
え
た
「
十
喩
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
詠
む
歌
が
散
見
さ
れ
る
。
早

い
例
で
は
、

Ｃ
水
の
上
に
や
ど
れ
る
夜
半
の
月
影
の
す
み
と
く
べ
く
も
あ
ら
ぬ
我
が
身

を
（『
公
任
集
』
二
九
〇
「（
ゆ
い
ま
ゑ
の
十
の
た
と
へ
）
此
身
水
の
月
の
ご
と
し
」）

がＢ
「
身
の
は
か
な
さ
」
の
観
念
を
叙
情
的
に
歌
う
。『
後
拾
遺
集
』
に
は
同

じ
「
十
喩
」
の
「
こ
の
身
水
月
の
ご
と
し
と
い
ふ
心
を
」
の
一
首
（
雑
六
誹

諧
歌
・
一
一
九
〇
・
小
弁
）
が
見
え
る
。『
千
載
集
』
に
も
「
維
摩
経
十
喩
、

此
身
如w

水
中
月q

と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
」
と
詞
書
さ
れ
る
「
釈
教
歌
」
部

の
詠
（
一
二
二
四
・
藤
原
永
範
）
が
あ
る
。「
水
に
映
る
月
」
は
漢
詩
の
例
と

同
じ
く
仏
教
思
想
を
背
景
に
、
経
文
由
来
の
「
身
の
は
か
な
さ
」
が
表
現
さ

れ
た
の
だ
っ
た
。

　

十
二
世
紀
末
頃
ま
で
用
例
の
見
え
る
こ
の
「
月
│
水
│
身
」
と
重
な
り
な

が
ら
交
替
す
る
よ
う
に
現
れ
る
の
が
、「
月
│
水
│
心
」
を
詠
む
和
歌
で
あ

る
。
勅
撰
和
歌
集
に
お
け
る
初
例
は
次
の
『
後
拾
遺
集
』
歌
と
な
る
。

Ｄ
み
く
さ
ゐ
し
お
ぼ
ろ
の
し
み
づ
底
す
み
て
心
に
月
の
影
は
浮
か
ぶ
や

（
雑
三
・
一
〇
三
六
・
素
意
「
良
暹
法
師
大
原
に
こ
も
り
ゐ
ぬ
と
き
き
て
つ
か
は

し
け
る
」）

僧
侶
同
士
の
挨
拶
歌
で
、
水
に
浮
か
ぶ
月
の
よ
う
に
心
は
澄
ん
で
い
る
かＣ
と
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の
問
い
か
け
に
、
返
歌
（
一
〇
三
七
）
は
「
す
む
名
ば
か
り
ぞ
」
と
応
じ
る
。

ま
た
『
金
葉
集
』
の
「
池
み
づ
に
今
宵
の
月
を
う
つ
し
も
て
心
の
ま
ま
に
わ

が
物
と
見
る
」（
一
八
〇
・
白
河
院
「
寛
治
八
年
八
月
十
五
夜
鳥
羽
殿
に
て
翫
池
上

月
と
い
へ
る
こ
と
を
よ
ま
せ
給
ひ
け
る
」）
は
、
中
秋
名
月
の
光
の
美
し
さ
を
自

在
に
感
受
す
る
満
足
を
詠
む
。

　
「
月
│
水
│
心
」
の
和
歌
に
は
仏
教
的
発
想
に
基
づ
く
歌
と
美
的
感
性
に

よ
る
歌
が
あ
り
、
と
も
に
水
に
映
る
月
は
、
心
澄
ん
で
よ
ろ
こ
ば
し
い
あ
り

よ
う
と
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
先
の
「
月
│
水
│
身
」
の
「
澄
む
こ

と
が
で
き
な
い
我
が
身
」
と
異
な
る
。
こ
の
「
月
│
水
│
心
」
に
お
け
る
肯

定
的
な
「
澄
む
」
に
は
、「
月
│
心
│
澄
む
」
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
た
イ

メ
ー
ジ
が
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
検
討
す
る
。

　

そ
れ
は
『
金
葉
集
』
に
数
例
見
出
せ
るＤ
。「
い
づ
く
に
も
今
宵
の
月
を
見

る
人
の
心
や
お
な
じ
そ
ら
に
す
む
ら
ん
」（
秋
部
・
一
八
二
・
藤
原
忠
教
「
翫
明

月
と
い
ふ
事
を
よ
め
る
」）
は
、
明
月
に
よ
っ
て
心
澄
む
こ
と
は
「
い
づ
く
に
も
」

と
普
遍
性
が
あ
る
と
す
る
。「
三
笠
山
も
り
く
る
月
の
清
け
れ
ば
神
の
心
も

す
み
や
し
ぬ
ら
ん
」（
秋
部
・
二
〇
三
・
藤
原
顕
輔
「
詠
月
歌
」）
は
月
光
か
ら
春

日
明
神
の
心
を
忖
度
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
「
月
光
に
よ
っ
て
心
が
澄
む
」

と
い
う
清
冷
な
景
と
情
を
詠
じ
る
。

　

ま
た
次
の
歌
に
注
意
し
た
い
。

Ｅ
よ
と
と
も
に
心
の
う
ち
に
す
む
月
を
あ
り
と
知
る
こ
そ
は
る
る
な
り
け

れ
（
雑
部
下
・
六
四
二
・
澄
成
「
常
住
心
月
輪
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
」）

こ
こ
で
主
題
と
な
っ
て
い
る
「
心
月
輪
」
は
仏
教
用
語
で
、
密
教
の
修
行
に

お
い
て
行
者
が
自
身
の
「
心
」
を
清
浄
で
円
満
な
「
月
輪
」
だ
と
観
じ
仏
の

悟
り
の
本
体
と
同
一
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
観
想
を
「
月
輪
観
」
と

言
っ
た
。
山
田
昭
全
は
、「
月
輪
観
を
通
じ
て
お
の
れ
の
心
が
円
く
清
浄
だ

と
自
覚
し
た
修
行
者
」
は
「
彼
自
身
が
大
日
如
来
と
同
等
の
境
地
に
立
っ
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
禅
観
の
目
的
を
完
全
に
達
成
し
た
修
行

者
は
、
そ
の
ま
ま
仏
に
な
っ
た
（
＝
即
身
成
仏
し
た
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
」

と
説
明
し
、
月
輪
観
が
平
安
時
代
末
に
流
行
し
た
こ
と
を
述
べ
るＥ
。『
後
拾

遺
集
』
に
は
「
月
の
輪
に
心
を
か
け
し
ゆ
ふ
べ
よ
り
よ
ろ
づ
の
事
を
夢
と
み

る
か
な
」（
雑
六
誹
諧
歌
・
一
一
八
八
・
覚
超
「
月
輪
観
を
よ
め
る
」）
が
見
え
て
、

月
輪
観
は
す
で
に
和
歌
の
主
題
に
な
り
勅
撰
集
に
採
ら
れ
貴
族
に
も
認
知
さ

れ
て
い
た
。
平
安
時
代
後
期
に
経
文
が
題
と
し
て
用
い
ら
れ
無
常
観
を
詠
ん

だ
歌
も
増
加
し
、「
釈
教
歌
」
が
『
千
載
集
』
で
独
立
し
た
部
立
に
な
っ
た

の
だＦ
が
、
そ
こ
に
お
い
て
月
輪
観
流
行
期
の
『
新
古
今
集
』
全
二
十
巻
の
巻

軸
歌
（「
釈
教
歌
」
部
）
が
月
輪
観
を
詠
む
歌
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

Ｆ
闇
晴
れ
て
心
の
空
に
澄
む
月
は
西
の
山
辺
や
近
く
な
る
ら
む
」（
一
九

七
八
・
西
行
「
観
心
を
よ
み
侍
り
け
る
」）

詠
者
は
自
己
の
心
の
本
性
の
観
照
で
あ
る
「
観
心
」
を
仏
性
の
暗
喩
の
「
月
」

に
拠
っ
て
行
っ
て
い
て
、
月
輪
観
を
モ
チ
ー
フ
と
す
るＧ
歌
だ
。
こ
れ
が
「
釈

教
歌
」
の
一
首
か
つ
巻
軸
歌
で
あ
る
こ
と
は
、
当
時
の
貴
族
の
精
神
性
に
月

輪
観
は
深
く
影
響
を
与
え
て
い
た
と
言
え
る
。
月
輪
観
に
つ
い
て
の
「
月
│

心
│
澄
む
」
の
用
例
が
散
見
す
る
な
か
で
も
、
こ
の
歌
の
存
在
は
重
視
さ
れ

る
。

　

前
掲
山
田
論
が
月
輪
観
と
関
わ
っ
て
、「
中
世
の
和
歌
文
学
は
心
を
肯
定

す
る
と
こ
ろ
の
密
教
的
思
考
法
を
基
盤
に
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
」
と
述
べ

る
の
は
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。「
月
」
と
と
も
に
「
心
│
澄
む
」
と
す

る
表
現
は
中
世
に
な
る
頃
に
は
月
輪
観
と
結
び
つ
き
、
Ｃ
歌
に
お
け
る
澄
め
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な
い
「
身
」
は
、
こ
こ
に
お
い
て
肯
定
的
な
仏
教
性
を
ま
と
っ
た
澄
む
「
心
」

と
な
る
の
だＨ
。

　
「
月
│
心
│
澄
む
」
に
釈
教
の
イ
メ
ー
ジ
が
濃
く
な
る
こ
と
と
、「
月
│
水

│
心
│
澄
む
」
の
仏
教
要
素
を
含
ん
だ
発
想
は
重
な
っ
て
く
る
。
Ｄ
歌
は
僧

同
士
の
機
知
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
貴
族
に
も

「
月
│
水
│
心
│
澄
む
」
こ
と
が
仏
と
の
結
び
つ
き
と
し
て
詠
わ
れ
る
。

Ｇ
照
る
月
の
心
の
水
に
す
み
ぬ
れ
ば
や
が
て
こ
の
身
に
光
を
ぞ
さ
す
（『
千

載
集
』
釈
教
歌
・
一
二
一
八
・
藤
原
教
長
「
即
身
成
仏
の
心
を
」）

は
「
釈
教
歌
」
部
に
載
り
、
心
に
水
を
湛
え
て
い
る
よ
う
な
清
浄
な
あ
り
よ

う
を
い
う
仏
教
語
「
心
水
」
を
用
い
て
、
ま
さ
に
月
輪
観
に
拠
っ
て
即
身
成

仏
す
る
こ
と
を
詠
じ
るＩ
。「
心
の
水
」
は
和
歌
に
折
々
詠
み
込
ま
れ
、例
え
ば
、

Ｈ
く
も
り
な
く
む
な
し
き
空
に
す
む
月
も
心
の
水
に
や
ど
る
な
り
け
り

（『
続
後
撰
集
』
釈
教
歌
・
六
二
三
・
素
覚
「
法
文
百
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
に
、

菩
薩
清
涼
月
、
遊w

於
畢
竟
空q

の
心
を
」）

は
、
空
の
月
が
「
心
の
水
」
に
映
る
こ
と
を
仏
性
の
感
応
と
し
て
い
る
。
ま

た
、Ｉ

な
が
む
れ
ば
心
の
底
ぞ
澄
み
ま
さ
る
三
井
の
清
水
に
映
る
月
影
（『
玉

葉
集
』
釈
教
歌
・
二
六
九
〇
・
道
珍
「（
釈
教
の
心
を
）」）

は
、
三
井
寺
の
名
高
い
清
水
に
映
る
月
影
を
眺
め
て
心
澄
む
と
歌
う
も
の

で
、
参
詣
す
る
貴
族
の
信
仰
心
を
反
映
し
て
も
い
る
。

　

Ｇ
・
Ｈ
・
Ｉ
歌
は
仏
性
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
水
に
映
る
月
光
に
よ
っ
て
心

「
澄
む
」
と
詠
じ
、
仏
と
の
同
一
化
が
感
受
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
、
大

乗
仏
教
に
お
い
て
根
本
的
な
仏
の
身
体
の
あ
り
方
「
三
身
」（
法
身
・
報
身
・

応
身
﹇
化
身
と
も
﹈）
の
思
想
が
背
景
に
あ
ろ
う
。「
法
身
」
は
宇
宙
の
真
如
そ

の
も
の
と
し
て
の
永
遠
身
、「
報
身
」
は
仏
性
の
も
つ
属
性
で
衆
生
は
そ
れ

を
受
け
て
成
仏
で
き
る
受
用
身
、「
応
身
」
は
衆
生
の
前
に
現
れ
る
現
実
身

（
具
体
身
）
で
あ
る
。「
念
仏
三
昧
宝
王
論
」（
巻
中
）
に
は
「
法
身
者
如w

月
之

軆a

報
身
者
如w

月
之
光a

化
身
者
如w

月
之
影a

萬
水
之
内
皆
有p

月
焉
」

と
、
仏
の
応
身
（
化
身
）
は
機
縁
に
従
っ
て
現
れ
て
水
に
映
る
月
光
の
よ
う

に
世
界
に
遍
在
す
る
と
説
明
さ
れ
るＪ
。
水
に
映
る
月
の
光
は
仏
の
顕
現
と
認

め
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

　

そ
れ
に
つ
い
て
、「
水
の
お
も
に
光
を
わ
け
て
や
ど
る
な
り
同
じ
み
空
の

秋
の
夜
の
月
」（『
続
拾
遺
集
』
釈
教
歌
・
一
三
七
四
・
道
宝
「
仏
真
法
身
猶
如w

虚
空q

応p

物
現p

形
如w

水
中
月q

と
い
へ
る
心
を
」）
が
参
考
に
な
る
。
詞
書
に
お
い
て
、

「
真
法
身
」
が
そ
の
姿
を
応
身
と
し
て
現
す
の
は
水
の
有
り
よ
う
そ
れ
ぞ
れ

に
映
る
月
の
よ
う
な
も
の
だ
と
す
る
「
金
光
明
経
」
の
一
節
を
引
き
、
水
に

宿
る
月
光
に
仏
を
感
受
す
る
と
詠
じ
て
い
る
。
勅
撰
集
に
採
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
仏
性
観
は
十
三
世
紀
後
半
に
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
Ｇ
歌

は
「
照
る
月
の
心
の
水
に
す
み
ぬ
れ
ば
」「
や
が
て
」
と
心
の
水
に
澄
む
月

が
そ
の
ま
ま
自
己
の
身
の
「
光
」
に
な
る
と
詠
じ
、
Ｈ
歌
は
究
極
絶
対
の
空

に
あ
る
「
菩
薩
清
涼
月
」
も
自
己
の
「
心
の
水
」
に
宿
っ
て
い
る
と
詠
嘆
し
、

ま
た
Ｉ
歌
で
は
「
清
水
に
映
る
月
影
」
を
眺
め
る
こ
と
で
心
の
底
ま
で
も
澄

み
ま
さ
っ
て
い
く
と
述
べ
る
。
こ
れ
ら
も
み
な
水
に
映
る
月
光
に
よ
っ
て
仏

性
を
身
に
受
け
る
こ
と
を
歌
う
も
の
で
、
三
身
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
月
│
水
│
心
│
澄
む
」
の
表
現
は
中
世
に
な
る
頃
か
ら
の
、「
月
輪
観
」

へ
の
関
心
の
高
ま
り
、「
心
水
」
と
い
う
観
念
の
広
が
り
、
ま
た
大
乗
の
仏

性
観
へ
の
理
解
の
深
ま
り
を
背
景
に
し
て
、
清
浄
性
や
仏
と
の
合
一
性
へ
の
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希
求
と
結
ば
れ
た
の
だ
っ
た
。『
河
海
抄
』
に
は
「
式
部
は
檀
那
贈
僧
正
ノ

許
可
を
蒙
て
天
台
一
心
三
観
の
血
脉
に
入
れ
り
」（
巻
第
一
料
簡
）
と
あ
り
、

中
世
に
色
濃
く
な
る
仏
教
イ
メ
ー
ジ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

だ
。『
源
氏
物
語
』
の
起
筆
伝
説
を
広
汎
に
論
じ
た
伊
井
春
樹
は
『
河
海
抄
』

に
天
台
教
学
が
様
々
に
摂
取
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
物
語
を
「
仏
道

の
方
便
の
書
と
す
る
評
価
が
一
般
的
で
あ
っ
た
時
代
の
思
想
」
と
意
味
づ
け

てＫ
お
り
、
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。「
水
に
映
る
月
」
が
「
心
澄
む
」
と
と
も

に
起
筆
の
契
機
と
し
て
『
河
海
抄
』
に
象
徴
的
に
組
み
込
ま
れ
た
の
は
、
右

に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
当
時
の
釈
教
的
発
想
や
表
現
を
背
景
に
し
た
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
聖
な
る
琵
琶
湖
と
の
距
離

　

ま
た
、『
河
海
抄
』
で
は
「
湖
水
に
映
り
て
」、
伝
為
氏
「
源
氏
物
語
の
お

こ
り
」
で
は
「
水
海
に
浮
か
び
て
」
と
、
石
山
寺
で
琵
琶
湖
に
映
る
月
を
見

る
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
琵
琶
湖
と
関
わ
る
「
心
澄
む
」
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。

　

琵
琶
湖
は
古
代
か
ら
の
聖
地
でＬ
、
琵
琶
湖
の
水
に
映
る
月
を
「
澄
む
」
と

詠
む
和
歌
は
多
い
。『
千
載
集
』
神
祇
歌
の
「
い
つ
と
な
く
鷲
の
た
か
ね
に

す
む
月
の
ひ
か
り
を
や
ど
す
志
賀
の
唐
崎
」（
一
二
七
六
・
性
憲
「
日
吉
大
宮
の

本
地
を
お
も
ひ
て
よ
み
侍
り
け
る
」）
で
は
、
七
瀬
祓
所
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
琵

琶
湖
西
側
の
志
賀
の
唐
崎
が
霊
鷲
山
の
仏
の
光
（
月
光
）
を
宿
す
と
表
し
、

院
政
期
か
ら
喧
伝
さ
れ
た
本
地
垂
迹
思
想
に
拠
っ
て
い
るＭ
。
ま
た
Ｉ
歌
は
、

琵
琶
湖
畔
三
井
寺
の
世
に
知
ら
れ
た
清
水
に
映
る
月
影
を
眺
め
て
、「
心
の

底
ぞ
澄
み
ま
さ
る
」
と
「
釈
教
の
心
を
」
詠
じ
て
い
た
。

　

琵
琶
湖
に
関
わ
る
水
は
神
祇
・
釈
教
の
心
と
つ
な
が
っ
て
「
澄
む
」
も
の

だ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
の
現
存
起
筆
説
話
に
お
い
て
初
め
て
物
語
発
想
の

瞬
間
を
綴
る
『
石
山
寺
縁
起
絵
巻
』
詞
書
に
は
「
月
」
は
描
か
れ
ず
、「
水

海
の
方
、
遙
々
と
見
渡
さ
れ
て
、
心
澄
み
て
」
と
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

Ａ
・
Ｂ
歌
や
先
掲
『
蜻
蛉
日
記
』・『
更
級
日
記
』
と
同
様
に
本
堂
か
ら
の
高

さ
と
距
離
の
実
感
を
も
っ
て
瀬
田
川
を
遡
る
湖
の
方
を
望
む
さ
ま
を
叙
し

た
。「
詞
書
」
は
石
山
寺
の
地
理
的
特
性
を
も
と
に
、
紫
式
部
が
聖
な
る
「
水

海
の
方
」
を
「
遙
々
と
」
眺
め
や
り
「
心
澄
」
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
は

発
想
さ
れ
た
と
す
る
。一
方
、こ
れ
よ
り
や
や
下
る
『
河
海
抄
』・
伝
為
氏
「
源

氏
物
語
の
お
こ
り
」
は
そ
の
距
離
感
を
有
さ
ず
、
琵
琶
湖
に
映
る
月
を
目
に

し
た
こ
と
を
執
筆
契
機
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
三
身
」
理
念
に
よ
り
水
月

に
仏
の
現
れ
を
見
て
、
ま
た
「
月
輪
観
」
を
背
景
に
水
に
映
る
月
と
澄
む
心

を
重
ね
る
も
の
で
、
湖
が
近
く
に
あ
る
印
象
を
与
え
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

琵
琶
湖
畔
で
か
た
わ
ら
の
清
水
に
映
る
月
に
目
を
向
け
て
心
澄
む
と
す
る
Ｉ

歌
と
近
く
、
こ
の
歌
の
発
想
が
直
後
に
成
立
す
る
『
河
海
抄
』
に
影
響
を
与

え
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　
「
縁
起
詞
書
」
に
お
い
て
石
山
寺
本
堂
か
ら
湖
の
方
を
遙
か
に
望
ん
で
「
心

澄
み
」
が
導
か
れ
る
と
描
か
れ
た
の
は
、
様
々
な
縁
起
説
話
を
集
成
す
る

「
縁
起
詞
書
」
が
起
筆
の
契
機
を
も
た
ら
す
に
十
分
な
霊
験
を
す
で
に
内
包

し
て
お
り
、
そ
し
て
寺
社
縁
起
は
史
実
と
同
等
と
み
な
さ
れ
て
い
てＮ
本
堂
か

ら
「
水
海
の
方
〜
遙
々
と
」
と
い
う
地
理
的
整
合
性
を
重
視
し
た
か
ら
と
言

え
よ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
こ
の
縁
起
の
成
立
に
は
石
山
寺
独
自
の
価
値
付

け
が
も
く
ろ
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
寺
固
有
の
地
理
は
不
正
確
に
は
で
き

な
い
。
一
方
『
河
海
抄
』
や
伝
為
氏
「
源
氏
物
語
の
お
こ
り
」
で
は
、
霊
験
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性
を
自
ら
表
現
し
て
物
語
起
筆
の
契
機
に
説
得
力
を
持
た
せ
る
必
要
が
あ
っ

た
。
そ
こ
で
、
当
時
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
仏
教
理
念
に
拠
る
「
水
に
映
る

月
│
澄
む
」
の
発
想
を
摂
取
し
、
聖
な
る
琵
琶
湖
に
映
る
仏
性
の
月
光
を
受

け
て
「
心
澄
む
」
と
表
現
し
て
、
聖
典
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
『
源
氏
物
語
』

起
筆
の
霊
験
性
を
確
保
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
石
山
寺
の
場
に
即
し
た
霊
験

の
宣
揚
が
意
図
さ
れ
た
「
縁
起
」
と
は
異
な
っ
て
、
注
釈
書
・
梗
概
書
で
は

当
時
の
仏
教
・
文
芸
思
潮
に
拠
る
こ
と
で
説
話
の
形
成
が
な
さ
れ
た
の
だ
っ

た
。

六
、
八
月
十
五
夜
月
の
意
味

　

最
後
に
、『
河
海
抄
』・
伝
為
氏
「
源
氏
物
語
の
お
こ
り
」
で
執
筆
契
機
を

「
八
月
十
五
夜
」
と
し
て
い
る
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
先
述
し
た
よ

う
に
、『
河
海
抄
』
で
は
須
磨
巻
の
「
今
宵
は
十
五
夜
」
と
結
び
つ
け
る
の

だ
が
、
中
秋
名
月
に
ふ
さ
わ
し
い
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

文
脈
に
お
け
る
必
然
性
に
は
乏
し
い
。
こ
の
頃
ま
で
の
「
八
月
十
五
夜
の
月
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
探
り
、
こ
の
景
物
導
入
の
所
以
を
捉
え
た
い
。

　
「
八
月
十
五
夜
の
月
」
は
十
世
紀
半
ば
に
は
屏
風
歌
の
歌
題
と
し
て
の
用

例
が
多
く
、「
水
」
が
詠
み
込
ま
れ
る
も
の
も
少
な
か
ら
ず
見
え
る
。「
こ
と

の
ね
も
池
の
底
ひ
も
大
空
の
さ
や
け
き
月
に
ひ
か
れ
て
ぞ
す
む
」（
尊
経
閣
本

『
元
輔
集
』
二
七
「
八
月
十
五
夜
、
人
の
家
の
池
に
舟
ど
も
う
け
て
、
乗
り
て
こ
と
ひ

く
と
こ
ろＯ
」）
は
貴
族
の
優
雅
な
暮
ら
し
に
お
け
る
中
秋
の
月
光
の
美
を
詠

う
。
八
月
十
五
夜
月
は
、「
底
ひ
も
│
│
ひ
か
れ
て
ぞ
す
む
」
な
ど
格
別
に

明
る
く
澄
ん
だ
光
と
表
現
さ
れ
、
そ
れ
は
中
秋
の
感
覚
と
し
て
共
有
さ
れ
る

も
の
だ
っ
た
。
本
稿
で
は
以
下
、
先
に
も
検
討
し
た
「
澄
む
」
の
語
と
中
秋

明
月
の
組
み
合
わ
せ
に
着
目
し
考
察
す
る
。

　

勅
撰
集
で
は
『
金
葉
集
』
以
降
に
用
例
が
散
見
す
る
。「
水
き
よ
み
や
ど

れ
る
秋
の
月
さ
へ
や
千
代
ま
で
君
と
す
ま
む
と
す
ら
む
」（『
詞
花
集
』
秋
・
九

四
・
源
順
「
三
条
太
政
大
臣
の
家
に
て
、
八
月
十
五
夜
に
水
上
月
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め

る
」）
は
、
水
に
映
る
月
を
「
千
代
ま
で
」「
澄
む
」
と
永
続
性
を
も
っ
て
詠
い
、

予
祝
的
な
賀
の
要
素
が
あ
る
。『
玉
葉
集
』
以
降
「
賀
」
部
に
も
入
集
し
、「
雲

の
う
へ
に
光
さ
し
そ
ふ
秋
の
月
や
ど
れ
る
池
も
千
代
や
す
む
べ
き
」（『
玉
葉

集
』
賀
歌
・
一
〇
七
一
・
藤
原
為
家
「
同
（
建
保
）
六
年
八
月
十
五
夜
、
中
殿
に
て
池

月
久
明
と
云
ふ
こ
と
を
講
ぜ
ら
れ
侍
り
け
る
に
」）
も
、「
千
代
」「
澄
む
」
と
強

調
し
て
い
る
。
中
世
に
な
る
頃
か
ら
、
八
月
十
五
日
の
月
は
慶
賀
を
表
す
に

ふ
さ
わ
し
い
明
る
く
澄
ん
だ
景
物
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

　

八
月
十
五
夜
月
の
特
別
な
光
は
神
祇
・
釈
教
と
関
わ
っ
て
も
詠
ま
れ
た
。

Ｊ
宮
柱
た
つ
る
今
宵
の
秋
の
月
ま
た
い
く
た
び
か
め
ぐ
り
あ
ふ
べ
き
（『
続

古
今
集
』
神
祇
歌
・
六
九
六
・
荒
木
田
延
季
「
文
永
二
年
八
月
十
五
夜
内
宮
の

御
柱
だ
て
に
あ
た
り
て
侍
り
け
れ
ば
よ
め
る
」）

Ｋ
ひ
と
り
の
み
波
ま
に
宿
る
月
を
み
て
昔
の
友
や
面
影
に
た
つ
（『
玉
葉

集
』
雑
歌
四
・
二
三
一
七
・
全
性
「
元
暦
元
年
世
の
中
騒
が
し
く
侍
り
け
る
比
、

平
行
盛
備
前
の
道
を
か
た
む
と
て
壇
の
浦
と
申
す
所
に
侍
り
け
る
に
、
八
月
十

五
夜
月
隈
な
き
に
、
過
ぎ
に
し
年
は
経
正
、
忠
度
朝
臣
な
ど
も
ろ
と
も
に
侍
り

け
る
を
、
い
か
ば
か
り
あ
は
れ
な
る
ら
む
と
思
ひ
や
ら
れ
て
そ
の
由
申
し
つ
か

は
す
と
て
」）

Ｊ
歌
は
中
秋
満
月
に
お
い
て
伊
勢
の
神
祇
を
詠
む
。
Ｋ
歌
は
仏
教
的
発
想
に

よ
っ
て
、
亡
き
平
家
公
達
の
霊
魂
を
「
壇
の
浦
」
の
水
に
映
る
「
く
ま
な
き
」

中
秋
名
月
に
見
て
い
る
。
澄
み
ま
さ
る
中
秋
満
月
の
光
は
、
十
二
世
紀
末
頃
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か
ら
神
祇
・
釈
教
に
も
つ
な
が
る
非
日
常
性
の
顕
現
の
表
象
と
し
て
歌
わ
れ

て
お
り
、
十
三
世
紀
・
十
四
世
紀
に
は
勅
撰
集
に
採
ら
れ
て
そ
の
発
想
は
認

知
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
中
世
の
前
期
か
ら
中
期
に
移
る
に
し
た
が
っ
て
、
八
月
十
五
夜

は
特
に
文
雅
の
時
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
く
。
八
月
十
五

夜
に
は
歌
会
な
ど
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
勅
撰
和
歌
集
に
お
い
て
「
八
月
十
五

日
」
の
折
柄
の
歌
で
あ
る
と
明
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。「
八
月
十
五
」

の
用
例
は
、『
続
古
今
集
』
ま
で
は
一
桁
で
推
移
す
る
が
、『
続
拾
遺
集
』・『
新

後
撰
集
』
に
な
っ
て
十
四
例
と
増
え
、
そ
の
後
若
干
の
増
減
が
あ
り
、『
新

千
載
集
』
に
至
っ
て
三
十
七
例
を
数
え
る
。
各
集
の
総
歌
数
に
差
異
は
あ
る

が
、
八
月
十
五
日
の
詠
歌
と
明
示
し
て
勅
撰
集
に
採
ら
れ
る
例
が
増
加
す
る

傾
向
が
確
認
さ
れ
、
中
秋
十
五
夜
は
文
雅
を
愉
し
む
時
と
認
め
ら
れ
て
い
く

こ
と
が
分
か
る
。
特
に
『
新
千
載
集
』
に
お
い
て
は
総
歌
数
自
体
が
多
い
も

の
の
用
例
が
激
増
し
、
恋
部
（
一
一
四
一
番
歌
以
降
八
首
）
な
ど
に
ま
で
書
き

表
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
同
時
期
の
『
河
海
抄
』
に
「
八
月
十
五
夜
」
が
描

き
込
ま
れ
た
背
景
と
し
て
一
考
さ
れ
る
。

　

中
世
に
八
月
十
五
日
の
月
は
、
澄
み
わ
た
る
非
日
常
的
な
光
と
し
て
慶
賀

や
神
祇
・
釈
教
の
歌
に
詠
じ
ら
れ
、
文
雅
の
時
と
し
て
の
認
識
も
高
ま
っ
て

い
っ
た
。『
河
海
抄
』
な
ど
は
そ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
を
摂
取
す
る
こ
と
で
、

誉
れ
高
い
『
源
氏
物
語
』
の
起
筆
の
契
機
の
必
然
性
を
確
保
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。

七
、〈
湖
水
に
映
る
八
月
十
五
夜
月
〉
の
定
着

　

以
上
、『
河
海
抄
』・
伝
為
氏
「
源
氏
物
語
の
お
こ
り
」
の
、「
湖
に
映
る

八
月
十
五
夜
月
に
よ
っ
て
心
澄
む
」
と
い
う
起
筆
の
モ
チ
ー
フ
は
、
聖
典
化

さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
『
源
氏
物
語
』
の
起
筆
の
契
機
と
し
て
十
分
な
仏
教
的
霊

威
を
示
す
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
。
具
体
的
に
は
、
中
世

に
入
る
頃
か
ら
認
知
さ
れ
て
い
っ
た
「
月
│
水
│
心
│
澄
む
」
と
い
う
「
水

に
映
る
月
を
観
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
澄
み
仏
と
一
体
化
す
る
」
イ
メ
ー
ジ

と
、
と
り
わ
け
澄
ん
で
神
祇
・
釈
教
の
色
合
い
も
帯
び
文
雅
の
時
と
し
て
も

認
め
ら
れ
て
き
た
「
八
月
十
五
日
の
月
」
を
取
り
込
ん
で
描
出
さ
れ
た
情
景

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

こ
の
景
物
は
王
朝
的
な
雰
囲
気
を
含
み
つ
つ
仏
の
霊
験
を
象
徴
的
に
表
す

も
の
で
、
本
地
は
観
音
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
紫
式
部
の
『
源
氏

物
語
』
の
起
筆
に
ふ
さ
わ
し
く
、
そ
の
後
も
流
布
し
て
い
く
。
伝
為
氏
「
源

氏
物
語
の
お
こ
り
」
を
元
に
加
筆
し
た
室
町
初
期
の
『
源
氏
大
鏡
』、
こ
の

『
源
氏
大
鏡
』
に
近
似
す
る
『
源
氏
増
鏡Ｐ
』、
そ
し
て
秀
吉
自
筆
本
「
源
氏
物

語
の
お
こ
り
」（
専
修
大
学
図
書
館
蔵
）
等
に
は
、「（
八
月
）
十
五
夜
の
月
」・「
湖

に
浮
か
び
て
」・「
心
│
澄
み
」
が
書
か
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
れ
ら
の
表
現
は

『
河
海
抄
』
を
摂
取
す
る
『
明
星
抄
』
を
介
し
て
『
湖
月
抄
』
に
受
け
継
が

れ
る
。

　

現
在
の
石
山
寺
「
源
氏
の
間
」
か
ら
も
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
八

月
十
五
夜
月
が
湖
水
に
映
る
景
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
中
世
初
期
か
ら
前
期
に

お
け
る
仏
教
思
潮
や
文
芸
の
動
向
を
注
釈
書
が
摂
取
し
た
こ
と
で
作
ら
れ
、

定
着
し
て
い
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

※
本
文
引
用
は
、『
源
氏
物
語
』・『
蜻
蛉
日
記
』・『
更
級
日
記
』・『
和
漢
朗
詠
集
』

は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
、『
阿
仏
の
文
』・『
凌
雲
集
』
は
『
群
書
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類
従
』（『
阿
仏
の
文
』
は
『
乳
母
の
ふ
み
』
に
拠
る
）
に
、『
野
守
鏡
』
は
『
日

本
歌
学
大
系　

四
』
に
、『
原
中
最
秘
抄
』
と
伝
為
氏
筆
「
源
氏
古
系
図
」
付

載
「
源
氏
物
語
の
お
こ
り
」
は
『
源
氏
物
語
大
成　

七
』
に
、『
石
山
寺
縁
起

絵
巻
』
詞
書
は
『
日
本
絵
巻
大
成　

18
』
に
、『
河
海
抄
』
は
玉
上
琢
彌
『
紫

明
抄
・
河
海
抄
』
に
、『
本
朝
文
粋
』
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
、『
菅

家
後
集
』
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
、「
念
仏
三
昧
宝
王
論
」
は
『
浄
土

宗
全
書　

六
』
に
、
和
歌
は
『
新
編
国
歌
大
観
』（『
金
葉
集
』
は
二
度
本
）〈
Ｗ

ｅ
ｂ
版
〉
に
拠
っ
た
。
表
記
を
私
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

注（
１

）　

宮
川
葉
子
「
源
氏
物
語
起
筆
伝
説
の
作
者
│
│
澄
憲
作
「
源
氏
一
品
経
表
白
」

と
の
関
連
を
中
心
と
し
て
│
│
」（
上
坂
信
男
編
『
源
氏
物
語
の
思
惟
と
表
現
』

一
九
九
七
年
、
新
典
社
）
は
先
行
す
る
漢
詩
に
よ
っ
て
こ
の
月
の
描
写
が
意
味

を
持
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
が
、
そ
れ
ら
の
詩
句
が
読
者
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い

た
と
は
考
え
に
く
い
。

（
２

）　

当
時
の
「
水
海
」（
琵
琶
湖
）
は
現
在
の
瀬
田
川
の
一
部
も
指
し
た
が
、
石

山
寺
の
傍
ら
の
瀬
田
川
は
湖
と
数
キ
ロ
の
距
離
が
あ
り
、
ま
た
本
堂
か
ら
は
そ

の
瀬
田
川
も
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
３

）　

源
氏
供
養
に
つ
い
て
は
小
峯
和
明
『
中
世
法
会
文
芸
論
』（
二
〇
〇
九
年
、

笠
間
書
院
）、
小
林
健
二
「
能
《
源
氏
供
養
》
制
作
の
背
景
│
│
石
山
寺
に
お

け
る
紫
式
部
信
仰
│
│
」『
描
か
れ
た
能
楽　

芸
能
と
絵
画
が
織
り
な
す
文
化

史
』（
二
〇
一
九
年
、
吉
川
弘
文
館
）
に
詳
し
い
。

（
４

）　

岩
佐
美
代
子
『
宮
廷
女
流
文
学
読
解
考　

中
世
編
』（
一
九
九
九
年
、
笠
間

書
院
）
に
拠
り
一
二
六
三
年
頃
の
阿
仏
尼
作
と
し
、
田
渕
句
美
子
『
女
房
文
学

史
論
│
│
王
朝
か
ら
中
世
へ
│
│
』（
二
〇
一
九
年
、
岩
波
書
店
）
に
拠
り
『
阿

仏
の
文
』
の
名
称
を
用
い
る
。

（
５

）　

寺
本
直
彦
「
源
氏
物
語
受
容
と
そ
の
周
辺
の
諸
問
題
」『
源
氏
物
語
受
容
史

論
考　

続
編
』（
一
九
八
四
年
、
風
間
書
房
）
の
考
察
に
同
意
さ
れ
る
。

（
６

）　

日
向
一
雅
「
源
氏
物
語
の
歴
史
的
文
化
論
的
研
究
│
│
注
釈
史
に
お
け
る
儒

教
的
言
説
と
物
語
の
方
法
│
│
」（『
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
年
報
』
二
〇

〇
九
年
三
月
）
の
把
握
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

（
７

）　

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

山
寺
縁
起
絵
巻
集
成
』
二
〇
一
六
年
、
中
央
公
論
美
術
出
版
）。

（
８

）　

注（
７

）に
同
じ
。

（
９

）　

あ
る
い
は
逆
に
、
紫
式
部
と
観
音
と
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
石
山
寺
側
で
作

り
上
げ
ら
れ
た
「
石
山
寺
に
お
け
る
起
筆
説
」
が
、『
阿
仏
の
文
』
や
『
野
守
鏡
』

に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
も
あ
る
。

（
10
）　

注（
１

）宮
川
論
。
東
望
歩
「『
源
氏
物
語
』
起
筆
に
関
す
る
大
斎
院
説
話
に

つ
い
て
」（『
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
』
二
〇
一
〇
年
十
一
月
）
は
前
後
関
係

を
不
明
と
す
る
。

（
11
）　

国
枝
利
久
「
維
摩
経
十
喩
と
和
歌
│
│
釈
教
歌
研
究
の
基
礎
的
作
業
（
六
）

│
│
」（『
仏
教
大
学
研
究
紀
要
』
一
九
八
〇
年
三
月
）
が
述
べ
る
よ
う
に
、
そ

も
そ
も
「
維
摩
経
十
喩
」
に
「
此
身
如
水
中
月
」
の
喩
は
存
せ
ず
、
公
任
の
思

い
違
い
に
よ
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
12
）　

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

成
』（
一
九
九
九
年
、
若
草
書
房
）
の
「
水
草
の
茂
る
水
に
映
る
月
は
、
仏
法

の
喩
に
な
り
う
る
」
と
の
指
摘
に
合
致
す
る
。

（
13
）　

橋
本
不
美
男
『
院
政
期
の
歌
壇
史
研
究
』（
一
九
六
六
年
、
武
蔵
野
書
院
）

が
指
摘
す
る
、
堀
川
朝
初
期
の
歌
境
の
細
分
化
・
深
化
ま
た
堀
川
院
歌
壇
の
崩

壊
に
よ
る
中
世
の
萌
芽
と
関
わ
ろ
う
。

（
14
）　

山
田
昭
全
「
月
輪
観
と
中
世
和
歌
」『
山
田
昭
全
著
作
集　

第
三
巻　

釈
教

歌
の
展
開
』（
二
〇
一
二
年
、
お
う
ふ
う
）
が
詳
細
に
説
明
す
る
。

（
15
）　

有
吉
保
編
『
和
歌
文
学
辞
典
』（
一
九
九
一
年
、
桜
楓
社
）「
釈
教
歌
」
の
項

目
か
ら
。

（
16
）　

注（
14
）山
田
論
は
月
輪
観
を
教
理
的
に
整
備
し
た
覚
鑁
か
ら
西
行
へ
の
つ
な

が
り
を
述
べ
る
。

（
17
）　

半
沢
幹
一
「
古
代
和
歌
に
お
け
る
「
身
」
と
「
心
」
│
│
表
現
の
対
比
性
を

中
心
と
し
て
│
│
」（『
文
芸
研
究
』
一
九
九
八
年
三
月
）
の
、「
身
」
に
比
し
て
、

「
心
」
は
主
従
性
に
お
い
て
主
に
な
る
一
方
自
己
同
一
性
を
強
く
主
張
し
な
い

と
の
理
解
は
、
仏
性
に
重
な
る
「
心
」
と
し
て
頷
か
れ
る
。

（
18
）　

注（
12
）渡
部
論
が
指
摘
す
る
、『
千
載
集
』
の
月
に
お
け
る
仏
威
と
の
感
応
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が
認
め
ら
れ
る
。

（
19
）　

大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
唐
中
期
仏
教
思
想
研
究
会
編
著
『
念
佛
三
昧
寶

王
論
の
研
究
』（
二
〇
〇
九
年
、
ノ
ン
ブ
ル
社
）、『
総
合
仏
教
大
辞
典
』（
二
〇

〇
五
年
、
法
蔵
館
）「
仏
身
」
を
参
照
。

（
20
）　

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

和
出
版
）。

（
21
）　

琵
琶
湖
は
日
本
唯
一
の
「
古
代
湖
」
で
あ
り
、
縄
文
時
代
か
ら
人
が
住
ん
で

い
た
可
能
性
が
遺
跡
等
か
ら
考
え
ら
れ
、
ま
た
京
都
方
面
か
ら
は
「
東
方
浄
土
」

と
見
な
さ
れ
て
も
い
た
。
周
囲
の
山
々
か
ら
水
が
注
ぎ
込
み
、
地
下
水
も
湧
き

出
て
い
る
そ
の
湖
水
は
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
。

（
22
）　

平
田
英
夫
「
神
域
の
月
の
風
景
│
│
神
祇
歌
の
生
成
│
│
」『
和
歌
的
想
像

力
と
表
現
の
射
程　

西
行
の
作
歌
活
動
』（
二
〇
一
三
年
、
新
典
社
）
は
、
院

政
期
頃
か
ら
の
本
地
垂
迹
思
想
と
関
わ
っ
て
月
は
鏡
と
重
な
り
神
と
仏
を
結
び

付
け
る
機
能
を
持
つ
と
論
じ
、「
い
つ
と
な
く
」
歌
も
引
用
し
て
神
祇
と
釈
教

は
切
り
離
せ
な
い
と
指
摘
し
て
お
り
、
同
意
さ
れ
る
。
ま
た
注（
12
）渡
部
論
に

お
け
る
「
水
に
映
る
月
自
体
神
意
の
顕
現
」
と
の
考
え
を
稿
者
も
認
め
つ
つ
起

筆
説
話
に
あ
る
「
心
」・「
澄
む
」
と
の
関
わ
り
に
注
視
し
て
い
る
。

（
23
）　

注（
７

）に
同
じ
。

（
24
）　

田
島
智
子
『
屏
風
歌
の
研
究
』（
二
〇
〇
七
年
、
和
泉
書
院
）
は
、「
安
和
二

年
（
九
六
九
）
七
月
二
十
一
日
左
大
臣
師
尹
五
十
賀
屏
風
」
と
す
る
。

（
25
）　

稲
賀
敬
二
「
中
世
源
氏
物
語
梗
概
書
」『
源
氏
物
語
の
研
究
│
│
成
立
と
伝

流
│
│
』（
一
九
六
七
年
、
笠
間
書
院
）、
寺
本
直
彦
「
宗
祇
と
源
氏
物
語
」『
源

氏
物
語
受
容
史
論
考
』（
一
九
七
〇
年
、
風
間
書
房
）
に
詳
細
に
整
理
さ
れ
て

い
る
。

新　

刊　

紹　

介

岩
下
紀
之
監
修

日
比
野
浩
信
・
小
椋
愛
子
・
田
﨑
未
知
編
著

『
連
歌
断
簡
資
料
集
』

　

編
著
者
、
日
比
野
浩
信
所
蔵
の
連
歌
関
係
の
断

簡
の
影
印
に
、
翻
刻
と
解
題
を
付
し
た
も
の
。
以

下
、伝
承
筆
者
と
所
収
資
料
の
一
部
を
列
挙
す
る
。

　

素
眼
「
菟
玖
波
集
切
」（
二
葉
）、
池
田
正
能
「
竹

林
抄
切
」（
三
葉
）、広
幢
「
竹
林
抄
切
」、行
助
「
竹

林
抄
切
」、
山
崎
宗
鑑
「
犬
筑
波
集
切
」、
武
田
元

信
「
下
葉
切
」、
飛
鳥
井
頼
孝
「
老
葉
注
切
」、
宗

長
「
老
葉
注
切
」（
二
葉
）、
十
市
遠
忠
「
老
葉
注

切
」、
周
桂
「
老
葉
注
切
」、
寿
慶
「
老
葉
注
切
」

（
二
葉
）、
細
川
幽
斎
「
老
葉
注
切
」、
猪
苗
代
兼

純
「
芝
草
句
内
岩
橋
切
」、
専
順
「
専
順
句
集
切
」、

溝
杙
柳
江
「
紹
芳
連
歌
切
」、
三
条
西
実
隆
「
壁

草
切
」、
万
里
小
路
惟
房
「
春
夢
草
切
」（
二
葉
）、

白
河
雅
喬
「
永
享
十
二
年
十
月
十
五
日
百
韻
切
」、

橋
本
公
夏
「
十
花
千
句
注
切
」、
未
詳
「
伊
勢
千

句
注
切
」、
尭
孝
「
称
名
院
追
善
千
句
注
切
」（
二

葉
）、
紹
巴
「
五
吟
一
日
千
句
切
」、
良
恕
法
親
王

「
慶
長
五
年
十
月
二
十
五
日
和
漢
切
」、
杉
原
賢

盛
・
宗
祇
「（
未
詳
句
集
注
切
）」、
霊
元
院
「
宗

長
百
番
連
歌
合
切
」（
二
葉
）、
未
詳
「
式
目
歌

切
」、
増
運
「
連
珠
合
璧
集
切
」（
二
葉
）、
後
土

御
門
院
「
古
今
連
談
集
切
」、
円
空
「
さ
さ
め
ご

と
切
」（
二
葉
）、
冷
泉
持
為
「
さ
さ
め
ご
と
切
」

（
二
葉
）、
徳
大
寺
公
維
「
老
の
す
さ
み
切
」、
後

柏
原
院
「
若
草
記
切
」、
邦
輔
親
王
「
詞
林
三
知

抄
切
」
な
ど
。
な
お
、
未
詳
断
簡
も
あ
り
、
本
書

が
研
究
の
端
緒
と
な
ろ
う
。

　

連
歌
の
専
門
家
で
な
く
と
も
、
日
比
野
浩
信

『
は
じ
め
て
の
古
筆
切
』（
和
泉
書
院
二
〇
一
九

年
）
で
古
筆
切
の
見
方
を
学
習
し
た
読
者
は
、
そ

の
応
用
編
と
し
て
本
書
を
手
に
取
る
の
も
良
い
だ

ろ
う
。

（
二
〇
二
一
年
三
月
一
〇
日　

和
泉
書
院　

Ａ
５

判　

二
三
四
頁　

本
体
三
二
〇
〇
円
）
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