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玉
鬘
の
初
瀬
詣
─
─
流
離
と
再
生
の
感
覚

毛
利
香
奈
子

一
、
は
じ
め
に
│
玉
鬘
と
物
詣

　『
源
氏
物
語
』
玉
鬘
巻
で
筑
紫
か
ら
上
京
し
た
玉
鬘
は
、
九
条
に
滞
在
し
な
が
ら
、
石
清
水
八
幡
宮
と
長
谷
寺
に
参
詣
し
て
い
る
。
石

清
水
八
幡
宮
に
つ
い
て
は
、
筑
紫
で
「
多
く
の
願
立
て
」（
玉
鬘
巻
─
一
〇
三
）
を
し
、
無
事
に
上
京
で
き
た
こ
と
に
対
す
る
願
ほ
ど
き

の
た
め
の
参
詣
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
長
谷
寺
は
、
再
び
願
立
て
の
た
め
の
物
詣
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
初

瀬
参
詣
に
よ
っ
て
誰
の
ど
ん
な
願
い
が
叶
っ
た
か
は
、
先
行
研
究
で
も
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
山
田
利
博
氏）

1
（

は
、
玉
鬘
が
、
初
瀬
の
霊
験
が
示
現
す
る
説
話
が
多
い
「
九
条
」
に
住
ん
で
い
た
こ
と
を
重
視
し
、「
玉
鬘
が

初
瀬
観
音
に
庇
護
さ
れ
て
一
応
の
幸
福
を
得
た
」
と
し
て
い
る
。
一
方
、
初
瀬
で
玉
鬘
と
再
会
を
は
た
し
た
、
右
近
の
願
い
が
叶
っ
た
と

す
る
論
考
も
あ
る
。
坂
本
共
展
氏）

（
（

は
、
初
瀬
で
の
祈
願
の
内
容
に
つ
い
て
、
玉
鬘
は
「
父
大
臣
と
の
再
会
と
自
身
の
幸
福
な
人
生
」
を
、

右
近
は
「
玉
鬘
が
源
氏
に
迎
え
ら
れ
幸
福
に
な
る
こ
と
」
を
願
っ
た
の
だ
と
整
理
し
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
陣
野
英
則）

（
（

氏
は
、
玉
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鬘
の
願
い
が
す
ぐ
に
叶
わ
な
い
こ
と
に
注
目
し
、「
こ
こ
で
の
霊
験
は
右
近
の
身
の
上
に
あ
ら
わ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
し
て

い
る
。
初
瀬
で
の
玉
鬘
と
右
近
の
再
会
が
、
そ
れ
ま
で
右
近
が
願
立
て
し
て
き
た
こ
と
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
重
く
と
ら
え
る
の
で
あ
れ

ば
、
後
者
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
玉
鬘
の
六
条
院
参
入
に
初
瀬
参
詣
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
そ
れ
を
霊
験
譚
の
枠
組
み
か
ら
読
み
解
く
こ
と
も
重
要
だ
が
、
願
か
け
の
対
象
で
あ
る
玉
鬘
自
身
が
初
瀬
に
赴
き
、
物
詣
し
た
こ

と
に
つ
い
て
も
、
も
う
少
し
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
平
安
時
代
の
女
性
の
物
詣
に
つ
い
て
は
、
木
幡
か
ほ
る
氏）

（
（

、
岡
崎
知
子
氏）

（
（

、
原
田
敦
子
氏）

（
（

の
論
究
が
あ
る
。
岡
崎
氏
は
物
詣
の
「
社
会

性
」
に
注
目
し
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

物
詣
は
、
方
違
え
な
ど
と
共
に
、
外
出
の
機
会
の
少
な
い
こ
の
こ
ろ
の
女
性
た
ち
に
と
っ
て
、
自
然
鑑
賞
の
よ
い
機
会
で
あ
り
、
ま

た
狭
隘
な
後
宮
や
閨
房
の
生
活
か
ら
よ
り
広
い
社
会
に
接
す
る
窓
で
も
あ
っ
た
。
平
生
家
の
中
に
閉
じ
籠
り
が
ち
な
彼
女
た
ち
は
、

広
い
外
界
の
自
然
に
自
ら
を
解
放
し
、
い
つ
も
と
は
違
っ
た
環
境
の
中
に
自
己
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
一
種
の
気
分
転
換

と
自
我
の
解
放
と
を
試
み
る
の
は
楽
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。�

（
三
二
）

原
田
敦
子
氏
は
「
物
詣
の
旅
は
、
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
経
済
的
に
も
、
多
大
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
要
し
た
。
そ
の
こ
と
が
逆
に
物
詣
の

高
揚
感
を
増
し
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
」
と
す
る
。
岡
崎
氏
の
考
察
に
つ
な
が
る
指
摘
で
あ
り
、
物
詣
は
霊
験
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
、
女
性
の
日
常
に
変
化
を
も
た
ら
す
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
徒
歩
で
初
瀬
へ
参
詣
し
た
玉

鬘
に
も
、
心
身
に
な
ん
ら
か
の
変
化
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
の
後
の
彼
女
の
生
き
方
が
大
き
く
変
化
し
て
い
く
こ

と
と
、
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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本
稿
で
は
、
霊
験
と
は
少
し
距
離
を
置
き
、
物
詣
の
旅
と
い
う
経
験
が
玉
鬘
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
か
を
、
今
一
度
捉
え
直
す
こ

と
を
試
み
た
い
。
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
玉
鬘
が
行
っ
た
二
回
の
物
詣
の
う
ち
、
彼
女
自
身
が
徒
歩
で
向
か
い
、
な
お
か
つ
記
事
も
長

い
、
初
瀬
参
詣
で
あ
る
。
以
下
、
玉
鬘
の
心
身
の
変
化
に
注
目
し
つ
つ
玉
鬘
巻
前
半
を
考
察
し
て
い
く
。

二
、
徒
歩
で
の
参
詣
│
疲
労
と
、
流
離
の
実
感

　
玉
鬘
巻
の
初
瀬
参
詣
の
記
事
を
読
み
進
め
る
と
、
玉
鬘
の
身
体
感
覚
に
つ
い
て
の
叙
述
が
増
え
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
石
清
水
参

詣
に
は
同
様
の
叙
述
は
見
ら
れ
な
い
。

　
ま
た
、
物
詣
の
旅
以
前
に
も
、
玉
鬘
は
筑
紫
か
ら
の
危
険
な
舟
旅
を
経
験
し
て
い
る
。
旅
の
期
間
や
危
険
性
か
ら
考
え
て
も
、
初
瀬
参

詣
よ
り
筑
紫
か
ら
の
道
中
の
方
が
、
刺
激
は
多
か
っ
た
だ
ろ
う
。
紫
式
部
自
身
も
、
父
の
越
前
赴
任
に
帯
同
し
、
舟
旅
を
経
験
し
て
い
る
。

琵
琶
湖
を
舟
で
移
動
す
る
と
き
の
歌
が
、『
紫
式
部
集
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

夕
立
し
ぬ
べ
し
と
て
、
空
の
曇
り
て
ひ
ら
め
く
に

か
き
曇
り
夕
立
つ
波
の
荒
け
れ
ば
浮
き
た
る
舟
ぞ
静
心
な
き

（『
紫
式
部
集
』
二
二
番
歌
─
二
〇
九
）

舟
の
揺
れ
と
不
安
な
心
と
を
重
ね
た
表
現
は
、『
源
氏
物
語
』
浮
舟
巻
に
も
み
ら
れ
る
。
匂
宮
と
共
に
、
舟
で
対
岸
の
小
屋
へ
と
向
か
う

浮
舟
の
詠
歌
で
あ
る
。



玉
鬘
の
初
瀬
詣
（
毛
利
）�

八
六

橘
の
小
島
の
色
は
か
は
ら
じ
を
こ
の
う
き
舟
ぞ
ゆ
く
へ
知
ら
れ
ぬ

（
浮
舟
巻
─
一
五
一
）

こ
の
よ
う
に
、
女
性
の
不
安
を
舟
と
共
に
表
現
し
た
紫
式
部
で
あ
れ
ば
、
玉
鬘
の
場
合
で
も
、
舟
旅
に
お
け
る
彼
女
の
心
情
を
、
よ
り
多

く
の
紙
幅
を
割
い
て
描
き
こ
ん
だ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
本
文
中
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
海
賊
よ
り
も
大
夫
監
が
恐
ろ
し
い
と
感

じ
た
り
、「
い
と
あ
と
は
か
な
き
心
地
し
て
、
う
つ
ぶ
し
臥
し
た
ま
へ
り
」（
玉
鬘
巻
─
一
〇
〇
）
と
い
う
行
動
に
出
て
い
た
り
、
と
い
う

程
度
で
あ
る
。
旅
の
規
模
か
ら
考
え
れ
ば
、
玉
鬘
が
経
験
し
、
感
じ
取
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
叙
述
が
少
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
に
対
し
、
初
瀬
参
詣
の
往
路
で
は
、
玉
鬘
の
身
体
感
覚
と
連
動
し
て
、
心
の
変
化
に
つ
い
て
も
多
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
本

文
を
引
用
し
、
重
要
な
箇
所
に
傍
線
を
引
い
た
。

こ
と
さ
ら
徒
歩
よ
り
と
定
め
た
り
。
な
ら
は
ぬ
心
地
に
い
と
わ
び
し
く
苦
し
け
れ
ど
、
人
の
言
ふ
ま
ま
に
も
の
も
お
ぼ
え
で
歩
み
た

ま
ふ
。「
い
か
な
る
罪
深
き
身
に
て
、
か
か
る
世
に
さ
す
ら
ふ
ら
む
。
我
が
親
世
に
亡
く
な
り
た
ま
へ
り
と
も
、
我
を
あ
は
れ
と
思

さ
ば
、
お
は
す
ら
む
所
に
さ
そ
ひ
た
ま
へ
。
も
し
世
に
お
は
せ
ば
御
顔
見
せ
た
ま
へ
」
と
仏
を
念
じ
つ
つ
、
あ
り
け
む
さ
ま
を
だ
に

お
ぼ
え
ね
ば
、
た
だ
親
お
は
せ
ま
し
か
ば
と
ば
か
り
の
悲
し
さ
を
嘆
き
わ
た
り
た
ま
へ
る
に
、
か
く
さ
し
当
た
り
て
、
身
の
わ
り
な

き
ま
ま
に
、
と
り
返
し
い
み
じ
く
お
ぼ
え
つ
つ
、
か
ら
う
じ
て
椿
市
と
い
ふ
所
に
、
四
日
と
い
ふ
巳
の
刻
ば
か
り
に
、
生
け
る
心
地

も
せ
で
行
き
着
き
た
ま
へ
り
。
歩
む
と
も
な
く
、
と
か
く
つ
く
ろ
ひ
た
れ
ど
、
足
の
裏
動
か
れ
ず
わ
び
し
け
れ
ば
、
せ
ん
方
な
く
て

休
み
た
ま
ふ
。
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（
玉
鬘
巻
─
一
〇
四
─
一
〇
五
）

傍
線
部
か
ら
わ
か
る
の
は
、
徒
歩
で
の
参
詣
の
苦
し
さ
と
、
そ
の
疲
労
の
中
で
玉
鬘
の
感
情
が
動
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
在

の
京
都
市
か
ら
長
谷
寺
も
、
約
七
〇
㎞
の
距
離
が
あ
り
、
初
瀬
詣
に
慣
れ
た
右
近
で
あ
っ
て
も
、
京
か
ら
長
谷
寺
ま
で
二
日
間
か
か
っ
て

い
る
と
の
指
摘
も
あ
る）

7
（

。
岡
崎
知
子
氏）

8
（

は
、
貴
族
の
女
性
に
と
っ
て
困
難
な
徒
歩
詣
を
す
る
の
は
、「
骨
を
折
っ
て
詣
で
る
こ
と
が
功
徳

に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
」
だ
と
す
る
。
玉
鬘
の
場
合
も
、
九
条
で
の
不
如
意
な
生
活
を
打
開
す
る
た
め
に
、
よ
り
功
徳
を
高
め

ら
れ
る
徒
歩
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
困
難
な
徒
歩
詣
の
様
子
が
よ
く
わ
か
る
の
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
石
山
詣
の
記
事
で
あ
る
。
以
下
に
一
部
を
引
用
す
る
。

や
り
過
ご
し
て
、
い
ま
は
立
ち
て
ゆ
け
ば
、
関
う
ち
越
え
て
、
打
出
の
浜
に
死
に
か
へ
り
て
い
た
り
た
れ
ば
、
先
立
ち
た
り
し
人
、

舟
に
菰
屋
形
引
き
て
ま
う
け
た
り
。
も
の
も
お
ぼ
え
ず
は
ひ
乗
り
た
れ
ば
、
は
る
ば
る
と
さ
し
出
だ
し
て
ゆ
く
。
い
と
こ
こ
ち
、
い

と
わ
び
し
く
も
苦
し
う
も
、
い
み
じ
う
も
の
悲
し
う
思
ふ
こ
と
、
類
な
し
。
申
の
終
は
り
ば
か
り
に
、
寺
の
中
に
つ
き
ぬ
。
斎
屋
に

物
な
ど
敷
き
た
り
け
れ
ば
、
行
き
て
臥
し
ぬ
。
こ
こ
ち
せ
む
か
た
知
ら
ず
苦
し
き
ま
ま
に
、
臥
し
ま
ろ
び
ぞ
泣
か
る
る
。

（『
蜻
蛉
日
記
』
中
巻
─
二
〇
六
）

途
中
で
舟
に
も
乗
っ
て
い
る
が
、
傍
線
部
か
ら
は
い
か
に
徒
歩
の
旅
が
過
酷
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
石
山
寺
よ
り
も
さ
ら
に
遠
い
長
谷

寺
に
徒
歩
で
詣
で
た
玉
鬘
の
疲
労
は
、
も
っ
と
重
い
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　『
蜻
蛉
日
記
』
の
前
掲
引
用
部
分
の
前
後
で
は
、
道
綱
母
が
観
察
し
た
自
然
や
人
々
の
描
写
が
続
く
。「
た
だ
走
り
て
ゆ
き
も
て
ゆ
く
」
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（
中
巻
─
二
〇
四
）「
か
ら
う
し
て
行
き
過
ぎ
て
」（
中
巻
─
二
〇
五
）
と
、
か
な
り
急
い
で
移
動
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
い
み
じ

く
の
の
し
る
者
」「
馬
に
乗
り
た
る
者
あ
ま
た
」（
中
巻
─
二
〇
五
）
な
ど
、
す
れ
違
う
人
々
へ
の
印
象
は
、
こ
ま
か
な
観
察
を
も
と
に
具

体
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
玉
鬘
巻
の
初
瀬
参
詣
は
、
椿
市
に
到
着
し
て
か
ら
も
、
観
察
を
も
と
に
し
た
自
然
や
人
々
の
描

写
が
少
な
い
。
前
提
と
し
て
、
日
記
文
学
と
物
語
文
学
の
違
い
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
で
も
少
な
い
と
い
っ
て
い
い
だ

ろ
う
。
最
も
細
か
く
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
後
か
ら
到
着
し
た
右
近
が
、
玉
鬘
一
行
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
、
玉
鬘
本
人
の
存
在
を
確
信
し

て
い
る
部
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
徒
歩
で
旅
し
て
い
る
玉
鬘
が
、
何
か
を
観
察
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
心
境
が
変
化
し
た
様
子
は
読
み
取
れ

な
い
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
の
疲
労
に
よ
っ
て
、
周
囲
を
見
渡
す
余
裕
が
な
か
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
も
そ
も
玉
鬘
の
関
心

が
周
囲
に
向
い
て
い
な
い
た
め
に
、
心
が
動
か
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
肉
体
の
疲
労
を
実
感
し
た

こ
と
に
よ
る
心
の
動
き
は
、
本
文
中
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
特
に
、
玉
鬘
巻
の
前
掲
引
用
本
文
の
二
重
傍
線
部
に
あ
る
、「
さ
す
ら
ふ
」
身
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
考
察
を

加
え
た
い
。
こ
れ
は
、
お
ぼ
つ
か
な
い
足
取
り
で
ふ
ら
ふ
ら
と
歩
く
肉
体
の
感
覚
と
連
動
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
浮

舟
巻
に
お
い
て
、
舟
に
揺
ら
れ
る
浮
舟
は
「
ゆ
く
へ
知
ら
れ
ぬ
」（
浮
舟
巻
─
一
五
一
）
と
い
う
不
安
を
抱
い
て
い
た
。
玉
鬘
は
徒
歩
に

よ
っ
て
同
様
の
不
安
を
覚
え
た
こ
と
に
な
る
が
、
揺
れ
の
規
模
が
小
さ
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
舟
は
大
き
く
揺
れ
る
乗
り
物

で
は
あ
る
が
、
ダ
イ
レ
ク
ト
な
刺
激
と
い
う
意
味
で
は
、
自
ら
の
足
で
歩
く
行
為
の
方
が
強
く
そ
の
身
に
感
じ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
徒
歩
に
よ
っ
て
蓄
積
し
た
疲
労
は
、
玉
鬘
の
中
の
「
生
け
る
心
地
も
せ
で
」
と
い
う
感
覚
を
引
き
だ
し
、
そ
れ
は
「
我
が
親
世
に
亡
く

な
り
た
ま
へ
り
と
も
、
我
を
あ
は
れ
と
思
さ
ば
、
お
は
す
ら
む
所
に
さ
そ
ひ
た
ま
へ
」（
点
線
部
）
と
い
う
心
境
に
重
な
っ
て
く
る
。
徒

歩
詣
の
疲
労
は
、
功
徳
の
前
に
、
ま
ず
玉
鬘
に
流
離
の
身
で
あ
る
こ
と
の
実
感
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
、
単
な
る
喩
で
は
な
い
、
彼
女

に
と
っ
て
は
こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
中
で
最
も
「
死
」
に
近
い
感
覚
を
抱
か
せ
た
。
ど
ち
ら
も
玉
鬘
に
と
っ
て
、
大
き
な
変
化
だ
っ
た
と
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い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
尋
常
な
ら
ざ
る
疲
労
が
蓄
積
し
た
流
離
の
身
は
、
椿
市
か
ら
さ
ら
に
山
道
を
登
り
、
御
堂
へ
と
歩
を
進
め
る
こ
と

に
な
る
。
極
限
状
態
の
心
身
は
、
夜
の
御
堂
の
暗
闇
の
中
で
、
ど
ん
な
変
化
に
さ
ら
さ
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

三
、
母
胎
か
ら
の
再
生
│
「
恥
」
の
自
覚

　
夕
暮
れ
に
椿
市
を
出
発
し
た
玉
鬘
一
行
は
、
石
段
を
登
り
、
本
堂
へ
と
向
か
う
。
夜
の
間
は
局
に
て
、「
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
行
ひ
の

紛
れ
、
騒
が
し
き
に
も
よ
ほ
さ
れ
て
、
仏
拝
み
た
て
ま
つ
る
」（
玉
鬘
巻
─
一
一
一
）。
そ
し
て
、
夜
明
け
と
共
に
御
堂
を
出
て
、「
坊
に

下
り
ぬ
」（
玉
鬘
巻
─
一
一
三
）
─
─
こ
の
行
程
を
三
日
繰
り
返
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
、
山
の
上
の
御
堂
に
籠
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

先
行
研
究
で
も
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、「
再
生
」
が
ひ
と
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
西
郷
信
綱
氏）

9
（

は
長
谷
寺
に
つ
い
て
「「
こ
も
り
く
の
泊
瀬
」
の
コ
モ
リ
ク
も
、
籠
り
奥
ま
っ
た
初
瀬
の
景
観
に
帰
す
る
だ
け
で
は
皮
相

で
、
神
話
的
に
は
そ
れ
は
豊
穣
の
源
た
る
母
胎

0

0

を
意
味
し
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
実
は
、
母
胎
に
擬
せ
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
と
こ

ろ
こ
そ
、
観
音
が
示
現
す
る
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
地
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
母
胎
た
る

籠
り
の
空
間
に
入
り
、
出
て
く
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

だ
か
ら
夢
を
得
る
と
と
も
に
参
籠
は
終
り
、
人
々
は
下
山
し
、
物
忌
み
を
解
き
、
ふ
た
た
び
俗
界
に
も
ど
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

た
だ
た
ん
に
俗
界
に
も
ど
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
一
種
の
よ
み
が
え
り
、
再
生
と
し
て
の
還
俗
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
で
に
何
度

も
い
っ
た
と
お
り
、「
こ
も
り
く
」
初
瀬
は
母
胎
で
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
の
御
堂
に
「
こ
も
る
」
の
は
死
ん
で
あ
ら
た
に
生
ま
れ
変

っ
て
く
る
た
め
で
あ
り
、
現
に
人
々
は
お
の
が
じ
し
の
運
命
の
未
来
を
夢
の
告
げ
の
な
か
に
授
か
る
の
で
あ
っ
た
。�

（
一
〇
〇
）
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夜
の
間
籠
っ
て
い
た
母
胎
か
ら
、
夜
明
け
と
と
も
に
山
道
（
産
道
）
を
通
っ
て
下
山
す
る
と
い
う
動
き
は
、
確
か
に
人
の
誕
生
と
重
な
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
西
郷
氏
が
い
う
夢
告
げ
を
き
っ
か
け
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
生
ま
れ
変
わ
り
を
可
能
に
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は

ど
こ
か
ら
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
夢
告
げ
と
共
に
、
そ
れ
に
値
す
る
何
か
が
ギ
フ
ト
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
桜

井
徳
太
郎
氏）

（1
（

は
、
霊
山
や
霊
場
の
神
聖
性
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
る
。

そ
の
神
聖
性
を
、
た
だ
在
所
に
お
け
る
神
仏
に
祈
願
す
る
だ
け
で
は
十
分
に
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
、
み
ず
か
ら
異
郷

の
地
に
身
体
を
運
ん
で
実
感
す
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
日
常
生
活
の
労
働
に
明
け
暮
れ
る
俗
世
の

人
生
に
お
い
て
、
身
の
安
全
と
旺
盛
な
生
活
力
の
持
続
を
は
か
る
た
め
に
、
神
仏
の
超
自
然
的
な
霊
威
を
期
待
す
る
だ
け
で
は
十
分

で
な
い
。
直
接
そ
れ
を
身
に
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
活
性
化
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
（
中
略
）
…
つ
ま
り
、
人
々
は
聖
な

る
他
界
に
身
を
投
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
衰
え
弱
ま
っ
た
生
命
力
を
賦
活
し
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
る
活
力
を
発
揮
す
る
、
そ
う
い
う

自
然
の
摂
理
を
学
び
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。�

（
二
三
）

夢
告
げ
や
霊
験
の
よ
う
な
現
象
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
初
瀬
に
籠
る
行
為
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
て
、「
生
ま
れ
変
わ
り
」

に
近
い
変
化
を
遂
げ
た
上
で
下
山
す
る
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
「
生
ま
れ
変
わ
り
」
の
感
覚
は
、
籠
も
っ
た
と

き
の
状
態
が
「
死
」
に
近
け
れ
ば
近
い
ほ
ど
、
強
烈
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
徒
歩
で
参
詣
す
る
こ
と
は
、
苦
労
し
て
功
徳
を

積
む
と
い
う
以
前
に
、
も
っ
と
単
純
に
、「
死
」
に
肉
薄
す
る
よ
う
な
心
身
の
ダ
メ
ー
ジ
を
負
う
、
と
い
う
の
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
。

本
堂
に
至
る
ま
で
の
行
程
で
多
く
の
ダ
メ
ー
ジ
を
感
じ
て
お
く
こ
と
で
、「
こ
も
り
」
の
空
間
で
得
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
さ
ら
に
増
幅
し
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て
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
生
ま
れ
変
わ
り
」
の
感
覚
を
も
強
く
し
て
い
く
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
、
極
度
の
疲
労
に
晒
さ
れ
た
玉
鬘
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
「
生
ま
れ
変
わ
り
」
を
経
験
し
た
か
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。
椿
市
で

の
玉
鬘
と
、
御
堂
を
下
り
て
大
徳
の
坊
に
と
ど
ま
る
玉
鬘
と
を
比
較
す
る
。

右
近
は
、
人
知
れ
ず
目
と
ど
め
て
見
る
に
、
中
に
う
つ
く
し
げ
な
る
後
手
の
い
と
い
た
う
や
つ
れ
て
、
四
月
の
単
衣
め
く
も
の
に
着

こ
め
た
ま
へ
る
髪
の
す
き
か
げ
、
い
と
あ
た
ら
し
く
め
で
た
く
見
ゆ
。
心
苦
し
う
か
な
し
と
見
た
て
ま
つ
る
。（

玉
鬘
巻
─
一
一
〇
）

明
け
ぬ
れ
ば
、
知
れ
る
大
徳
の
坊
に
下
り
ぬ
。
物
語
心
や
す
く
と
な
る
べ
し
。
姫
君
の
、
い
た
く
や
つ
れ
た
ま
へ
る
恥
づ
か
し
げ
に

思
し
た
る
さ
ま
、
い
と
め
で
た
く
見
ゆ
。�

（
玉
鬘
巻
─
一
一
三
）

ひ
と
つ
め
は
、
御
堂
に
上
る
前
、
椿
市
に
逗
留
し
て
い
る
場
面
の
本
文
で
あ
る
。
ふ
た
つ
め
は
、
御
堂
で
一
夜
を
過
ご
し
、
大
徳
の
坊
に

下
り
て
き
た
場
面
の
本
文
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
右
近
が
玉
鬘
の
様
子
を
見
て
い
る
。
傍
線
部
の
よ
う
に
、
右
近
は
、
玉
鬘
の
「
や
つ

れ
」
た
姿
を
、「
め
で
た
く
見
ゆ
」
と
評
し
て
い
る
。
ふ
た
つ
の
場
面
で
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
玉
鬘
が
「
や
つ
れ
」
た
自
分
の
姿
を

「
恥
づ
か
し
」（
二
重
傍
線
部
）
と
感
じ
て
い
る
よ
う
な
そ
ぶ
り
を
見
せ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
椿
市
で
は
玉
鬘
が
右
近

の
存
在
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
大
徳
の
坊
で
は
右
近
の
存
在
を
認
識
し
て
い
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

そ
れ
こ
そ
が
玉
鬘
の
自
意
識
の
変
化
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
右
近
の
存
在
を
、
そ
し
て
彼
女
に
見
つ
め
ら
れ
る
自
分

自
身
を
意
識
し
た
か
ら
こ
そ
、「
や
つ
れ
」
た
自
分
の
姿
を
、
き
ま
り
が
悪
い
と
感
じ
た
の
だ
。
右
近
の
視
線
と
は
、
玉
鬘
が
六
条
院
世
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界
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
か
ど
う
か
を
見
極
め
る
、
い
わ
ば
審
判
の
ま
な
ざ
し
で
あ
る）

（（
（

。
筑
紫
で
は
意
識
し
よ
う
が
な
か
っ
た
六
条
院
と
い

う
世
界
と
、
自
分
自
身
と
を
、
リ
ン
ク
さ
せ
た
た
め
に
、
見
劣
り
す
る
自
分
を
恥
じ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　「
恥
」
の
芽
生
え
は
、
内
大
臣
の
娘
と
し
て
の
意
識
が
、
玉
鬘
の
中
で
復
活
し
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、

初
瀬
参
詣
の
「
こ
も
り
」
に
よ
っ
て
息
を
吹
き
返
し
た
の
は
、
流
離
に
よ
っ
て
風
化
し
て
い
た
都
の
女
性
と
し
て
の
自
覚
や
矜
持
、
そ
し

て
そ
れ
を
実
感
で
き
る
「
感
受
性
」
で
あ
る
。
玉
鬘
が
父
内
大
臣
と
の
再
会
を
御
堂
で
祈
願
し
た
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ

け
で
彼
女
の
奥
底
に
沈
め
ら
れ
た
都
の
感
覚
が
蘇
る
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
右
近
が
「
い
か
で
か
く
生
ひ
出
で
た
ま
ひ
け
む
、
と
お
と

ど
を
う
れ
し
く
思
ふ
」（
玉
鬘
巻
─
一
一
七
）
と
認
め
る
よ
う
に
、
玉
鬘
は
筑
紫
に
お
い
て
も
、
乳
母
ら
に
よ
っ
て
、
姫
君
に
ふ
さ
わ
し

い
教
育
を
受
け
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る）

（1
（

。
し
か
し
、
遠
隔
地
で
得
ら
れ
る
感
覚
に
は
限
界
が
あ
る
だ
ろ
う
。
自
ら
の
足
で
歩
き
、
都
を
肌

で
感
じ
た
初
瀬
詣
が
、
都
人
と
し
て
の
目
覚
め
─
─
「
生
ま
れ
変
わ
り
」
の
き
っ
か
け
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
次
節
で
は
、
玉
鬘
の
「
生

ま
れ
変
わ
り
」
を
推
し
進
め
た
要
因
を
も
う
少
し
具
体
的
に
探
る
た
め
に
、
も
う
一
度
、
御
堂
に
お
い
て
玉
鬘
が
ど
の
よ
う
な
経
験
を
し

た
の
か
を
見
直
し
て
い
く
。

四
、
局
の
移
動
│
鄙
か
ら
、
都
へ

　
玉
鬘
の
変
化
を
辿
る
上
で
考
察
を
加
え
た
い
の
は
、
御
堂
に
お
け
る
局
の
移
動
で
あ
る
。
以
下
に
本
文
を
引
用
す
る
。

い
と
騒
が
し
く
、
人
詣
で
こ
み
て
の
の
し
る
。
右
近
が
局
は
、
仏
の
右
の
方
に
近
き
間
に
し
た
り
。
こ
の
御
師
は
、
ま
だ
深
か
ら
ね

ば
に
や
、
西
の
間
に
遠
か
り
け
る
を
、［
右
近
］「
な
ほ
こ
こ
に
お
は
し
ま
せ
」
と
尋
ね
か
は
し
言
ひ
た
れ
ば
、
男
ど
も
を
ば
と
ど
め
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て
、
介
に
か
う
か
う
と
言
ひ
あ
は
せ
て
、
こ
な
た
に
移
し
た
て
ま
つ
る
。［
右
近
］「
か
く
あ
や
し
き
身
な
れ
ど
、
た
だ
今
の
大
殿
に

な
む
さ
ぶ
ら
ひ
は
べ
れ
ば
、
か
く
か
す
か
な
る
道
に
て
も
、
ら
う
が
は
し
き
こ
と
は
は
べ
ら
じ
と
頼
み
は
べ
る
。
田
舎
び
た
る
人
を

ば
、
か
や
う
の
と
こ
ろ
に
は
、
よ
か
ら
ぬ
生
者
ど
も
の
、
侮
ら
は
し
う
す
る
も
か
た
じ
け
な
き
こ
と
な
り
」
と
て
、
物
語
い
と
せ
ま

ほ
し
け
れ
ど
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
行
ひ
の
紛
れ
、
騒
が
し
き
に
も
よ
ほ
さ
れ
て
、
仏
拝
み
た
て
ま
つ
る
。

（
玉
鬘
巻
─
一
一
〇
─
一
一
一
）

当
初
、
玉
鬘
一
行
の
局
は
本
尊
か
ら
遠
く
離
れ
た
西
の
間
だ
っ
た
が
、
そ
こ
か
ら
、
本
尊
の
右
の
方
に
あ
っ
た
右
近
の
局
に
移
動
し
て
い

る
こ
と
が
、
傍
線
部
か
ら
わ
か
る
。
右
近
が
こ
れ
ま
で
も
た
び
た
び
初
瀬
を
参
詣
し
て
い
る
こ
と
は
、
玉
鬘
の
再
会
に
つ
い
て
の
法
師
の

発
言
「
た
ゆ
み
な
く
祈
り
申
し
は
べ
る
験
に
こ
そ
は
べ
れ
」（
玉
鬘
巻
─
一
一
二
）
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
右
近
の
局

が
よ
り
良
い
場
所
に
用
意
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
局
を
移
動
し
て
き
た
玉
鬘
に
対
し
、
右
近
は
自
身
に
つ
い
て
「
か
く
あ
や
し
き
身
な
れ
ど
、
た
だ
今
の
大
殿
に
な
む
さ
ぶ
ら
ひ
は
べ
れ

ば
」（
二
重
傍
線
部
）
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
源
氏
の
存
在
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
、
重
要
で
あ
ろ
う
。
源
氏
が
支
配
す
る
六
条

院
が
、
現
在
の
右
近
の
居
場
所
で
あ
り
、
彼
女
の
属
性
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る）

（1
（

。
こ
れ
に
加
え
て
、
西
の
間
か
ら

の
移
動
に
つ
い
て
、
右
近
が
豊
後
介
に
「
か
う
か
う
と
言
ひ
あ
は
せ
て
」（
玉
鬘
巻
─
一
一
〇
）
と
相
談
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
局
と
、
そ
こ
に
い
る
人
物
は
以
下
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

　
西
の
間

　
　
　
豊
後
介
・
男
ど
も
＝
鄙
・
筑
紫

　
右
近
の
局
　
　
右
近
　
　
　
　
　
＝
都
・
六
条
院
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こ
の
ふ
た
つ
の
局
の
間
を
、
玉
鬘
は
三
条
を
伴
っ
て
移
動
し
た
の
で
あ
る
。
局
の
移
動
は
、
規
模
こ
そ
縮
小
し
て
い
る
が
、
筑
紫
か
ら

六
条
院
の
移
動
に
重
な
る
事
象
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
玉
鬘
は
、
筑
紫
か
ら
上
京
し
た
も
の
の
、
初
瀬
参
詣
ま
で
の
間
は
九

条
に
住
ま
っ
て
い
た
。
九
条
は
「
昔
知
れ
り
け
る
人
の
残
り
た
り
け
る
」（
玉
鬘
巻
─
一
〇
二
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
通
り
、
太
宰
少
弐

の
古
い
知
り
合
い
の
居
所
で
あ
り
、
筑
紫
の
気
配
が
残
る
場
所
で
あ
る
。「
は
か
ば
か
し
き
人
の
住
み
た
る
わ
た
り
に
も
あ
ら
ず
、
あ
や

し
き
市
女
、
商
人
の
中
に
て
」（
玉
鬘
巻
─
一
〇
二
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
周
辺
の
人
々
と
交
わ
る
こ
と
も
な
く
、
玉
鬘
が
接
し
た
の
は

筑
紫
の
関
係
者
に
限
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
都
に
い
な
が
ら
、
鄙
の
気
配
が
濃
厚
な
場
所
に
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
本
当
の
意
味
で

都
に
触
れ
た
と
は
い
い
難
い
。
つ
ま
り
、
玉
鬘
は
、
長
谷
寺
の
御
堂
で
右
近
の
局
に
移
動
し
た
こ
と
で
、
は
じ
め
て
都
人
と
そ
の
空
間
に

触
れ
た
の
で
あ
る
。

　
右
近
の
局
へ
と
移
動
し
て
き
た
三
条
の
祈
り
と
、
そ
れ
に
対
す
る
右
近
の
批
判
に
は
、
よ
り
わ
か
り
や
す
く
鄙
と
都
の
対
立
が
表
れ
て

い
る
。
三
条
が
玉
鬘
の
将
来
に
「
大
弐
の
北
の
方
」「
当
国
の
受
領
の
北
の
方
」（
玉
鬘
巻
─
一
一
一
）
を
望
む
の
に
対
し
、
右
近
は
「
い

た
く
こ
そ
田
舎
び
に
け
れ
な
」「
御
方
し
も
、
受
領
の
妻
に
て
品
定
ま
り
て
お
は
し
ま
さ
む
よ
」（
玉
鬘
巻
─
一
一
二
）
と
応
答
し
て
い
る
。

三
条
の
願
望
と
は
、
太
宰
少
弐
一
家
の
願
望
で
あ
り
、
玉
鬘
が
そ
の
願
い
に
長
年
浸
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
い
つ
し
か

そ
れ
は
、
玉
鬘
自
身
に
も
浸
透
し
、
彼
女
の
中
に
わ
ず
か
に
残
る
都
人
と
し
て
の
意
識
を
風
化
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

右
近
の
局
で
右
近
が
願
う
の
は
、
受
領
の
妻
ど
こ
ろ
か
、
六
条
院
へ
の
参
入
で
あ
る
。
実
父
内
大
臣
と
玉
鬘
の
再
会
を
願
っ
て
い
た
太
宰

少
弐
で
さ
え
も
、
さ
す
が
に
そ
こ
ま
で
は
考
え
が
及
ば
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
鄙
で
は
思
い
つ
く
は
ず
も
な
い
、
そ
の
大
そ
れ
た
願
い
の
対

象
と
な
っ
た
こ
と
で
、
玉
鬘
の
中
の
都
人
と
し
て
の
因
子
が
疼
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
「
こ
も
り
」
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
加
わ
り
、
都
人
と
し
て
の
玉
鬘
の
再
生
─
─
「
生
ま
れ
変
わ
り
」
が
成
っ
た
の
で
あ
る
。
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試
み
に
、
初
瀬
詣
の
帰
り
に
宇
治
へ
立
ち
寄
っ
た
浮
舟
の
場
合
も
確
認
し
た
い
。
以
下
、
宇
治
へ
や
っ
て
き
た
車
を
下
り
る
浮
舟
と
、

そ
れ
を
見
る
薫
の
場
面
の
本
文
を
引
用
す
る
。

車
は
高
く
、
下
る
る
所
は
く
だ
り
た
る
を
、
こ
の
人
々
は
や
す
ら
か
に
下
り
な
し
つ
れ
ど
、
い
と
苦
し
げ
に
や
や
み
て
、
ひ
さ
し
く

下
り
て
ゐ
ざ
り
入
る
。
濃
き
袿
に
、
撫
子
と
思
し
き
細
長
、
若
苗
色
の
小
袿
着
た
り
。
四
尺
の
屏
風
を
、
こ
の
障
子
に
そ
へ
て
立
て

た
る
が
上
よ
り
見
ゆ
る
穴
な
れ
ば
残
る
と
こ
ろ
な
し
。
こ
な
た
を
ば
う
し
ろ
め
た
げ
に
思
ひ
て
、
あ
な
た
ざ
ま
に
向
き
て
ぞ
添
ひ
臥

し
ぬ
る
。［
女
房
］「
さ
も
苦
し
げ
に
思
し
た
り
つ
る
か
な
。
泉
川
の
舟
渡
り
も
、
ま
こ
と
に
、
今
日
は
、
い
と
恐
ろ
し
く
こ
そ
あ
り

つ
れ
。
こ
の
二
月
に
は
、
水
の
少
な
か
り
し
か
ば
よ
か
り
し
な
り
け
り
。
い
で
や
、
歩
く
は
、
東
国
路
を
思
へ
ば
、
い
づ
こ
か
恐
ろ

し
か
ら
ん
」
な
ど
、
二
人
し
て
、
苦
し
と
も
思
ひ
た
ら
ず
言
ひ
ゐ
た
る
に
、
主
は
音
も
せ
で
ひ
れ
臥
し
た
り
。
腕
を
さ
し
出
で
た
る

が
、
ま
ろ
ら
か
に
を
か
し
げ
な
る
ほ
ど
も
、
常
陸
殿
な
ど
い
ふ
べ
く
は
見
え
ず
、
ま
こ
と
に
あ
て
な
り
。

（
宿
木
巻
─
四
八
九
─
四
九
〇
）

浮
舟
は
徒
歩
で
の
参
詣
で
は
な
か
っ
た
が
、
疲
れ
切
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
傍
線
部
）。
薫
の
ま
な
ざ
し
を
通
し
た
描
写
で
あ
る
た
め
、

浮
舟
自
身
が
参
詣
の
疲
労
を
ど
う
感
じ
て
い
た
か
は
読
み
取
れ
な
い
。
そ
の
後
、
疲
れ
が
見
え
な
い
二
人
の
女
房
に
よ
っ
て
、
中
将
の
君

と
弁
の
尼
の
薫
物
の
違
い
が
話
題
に
さ
れ
、「
中
将
の
君
＝
鄙
、
弁
の
尼
＝
都
」
と
い
う
評
価
が
示
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
玉
鬘
巻
に
お
け

る
右
近
と
同
様
の
存
在
を
探
す
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
浮
舟
と
薫
の
仲
立
ち
を
す
る
弁
の
尼
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う）

（1
（

。
そ
し
て
弁
の

尼
に
は
、
東
国
に
は
な
い
、「
京
人
は
な
ほ
い
と
こ
そ
み
や
び
か
に
い
ま
め
か
し
け
れ
」（
宿
木
巻
─
四
九
一
）
と
感
じ
ら
れ
る
セ
ン
ス
が

あ
る
と
い
う
。
す
る
と
、
浮
舟
が
初
瀬
参
詣
の
前
後
で
都
人
に
接
近
し
た
の
は
、
下
山
し
、
宇
治
に
到
着
し
て
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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初
瀬
参
詣
は
今
回
（
四
月
）
が
初
め
て
で
は
な
く
、
二
月
に
も
行
わ
れ
、
そ
こ
で
初
め
て
弁
の
尼
は
浮
舟
と
対
面
し
た
と
さ
れ
る）

（1
（

。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
初
瀬
の
「
こ
も
り
」
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
共
に
、
都
の
人
間
に
接
近
し
た
の
で
は
な
い
。

　
そ
の
後
薫
と
弁
の
尼
が
対
話
す
る
場
面
で
も
、
浮
舟
は
臥
せ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
よ
う
や
く
弁
の
尼
に
起
こ
さ
れ
た
際
に
は
、「
尼
君

を
恥
ぢ
ら
ひ
て
、
そ
ば
み
た
る
」（
宿
木
巻
─
四
九
三
）
と
い
う
行
動
に
出
て
い
る
が
、
前
掲
本
文
で
の
「
あ
な
た
ざ
ま
に
向
き
て
」（
二

重
傍
線
部
）
と
ほ
ぼ
同
じ
行
動
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
都
の
雰
囲
気
に
合
わ
せ
て
行
動
を
変
え
て
い
る
様
子
は
見
出
せ
な
い
。
変
化
が
あ
っ

た
な
ら
、「
そ
ば
み
た
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
薫
に
顔
を
見
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
ま
で
用
心
し
て
、
行
動
し
た
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
こ
の
時

彼
女
を
見
て
し
ま
っ
た
薫
に
よ
っ
て
「
か
ば
か
り
通
ひ
き
こ
え
た
ら
ん
人
」（
宿
木
巻
─
四
八
三
）
─
─
大
君
の
よ
く
似
た
形
代
と
し
て

の
役
割
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
、
浮
舟
の
変
化
を
余
儀
な
く
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
薫
と
の
出
会
い
は
、
参
詣
し
た
初
瀬
の
霊
験
に
よ
る

も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
浮
舟
自
身
が
初
瀬
参
詣
と
い
う
行
程
を
繰
り
返
す
中
で
、
都
人
と
し
て
の
自
覚
が
芽
生
え
た
と
は
い
い
難
い
。

　
浮
舟
の
場
合
は
、
そ
も
そ
も
ひ
と
り
で
初
瀬
に
参
詣
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
弁
の
尼
は
浮
舟
の
初
瀬
参
詣
に
つ
い
て
、
以

下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

［
弁
の
尼
］「
…
ま
た
、
こ
の
月
に
も
詣
で
て
、
今
日
帰
り
た
ま
ふ
な
め
り
。
行
き
帰
り
の
中
宿
に
は
、
か
く
睦
び
ら
る
る
も
、
た
だ
過

ぎ
に
し
御
け
は
ひ
を
尋
ね
き
こ
ゆ
る
ゆ
ゑ
な
ん
は
べ
め
る
。
か
の
母
君
は
、
さ
は
る
こ
と
あ
り
て
、
こ
の
た
び
は
、
独
り
も
の
し
た

ま
ふ
め
れ
ば
、
か
く
お
は
し
ま
す
と
も
、
何
か
は
も
の
し
は
べ
ら
ん
と
て
」

（
宿
木
巻
─
四
九
五
）

傍
線
部
を
読
む
限
り
、
今
回
以
外
は
、
実
母
で
あ
る
中
将
の
君
と
共
に
、
初
瀬
に
籠
っ
て
い
た
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
今
回
の
、
中
将
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の
君
不
在
の
初
瀬
参
詣
が
、
浮
舟
の
中
に
沈
め
ら
れ
た
八
の
宮
と
の
血
の
つ
な
が
り
を
喚
起
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
を

浮
舟
自
身
が
実
感
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、
玉
鬘
と
の
違
い
だ
ろ
う
。
浮
舟
は
、
東
屋
巻
に
至
る
と
、
弁
の
尼
に
八
の
宮
と
の
つ
な
が

り
を
見
出
す
よ
う
に
な
る
の
だ
が）

（1
（

、
宿
木
巻
の
段
階
で
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。
東
屋
巻
で
弁
の
尼
と
睦
ぶ
様
子
に
し
て
も
、
八
の
宮
の

娘
で
あ
る
と
い
う
自
覚
や
矜
持
が
浮
舟
の
中
で
復
活
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
一
方
で
、
薫
か
ら
は
、
八
の
宮
の
娘
と
し
て
の
意
識

を
強
烈
に
持
っ
て
い
た
大
君
の
形
代
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
く
。
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
浮
舟
が
宇
治
を
離
れ
る
ひ
と
つ
の
要
因
に
な
っ
た
だ

ろ
う
。
浮
舟
の
行
動
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
捉
え
直
し
て
み
る
と
、
宇
治
で
の
入
水
未
遂
も
、
初
瀬
の
「
こ
も
り
」
に
お
け
る
「
生
ま
れ
変
わ

り
」
が
不
完
全
だ
っ
た
─
─
あ
る
い
は
、
変
化
を
自
覚
し
な
か
っ
た
こ
と
が
遠
因
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
今
一
度
玉
鬘
に
話
を
戻
し
た
い
。
玉
鬘
は
、
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
流
離
と
「
死
」
に
近
い
感
覚
を
得
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
局
を
移
動

し
、
身
近
に
右
近
の
存
在
を
感
じ
、
願
い
の
対
象
と
な
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
、
都
人
と
し
て
の
自
分
自
身
を
実
感
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
局
の
移
動
を
経
て
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
な
、「
や
つ
れ
」
た
姿
を
し
た
自
分
自
身
を
、
き
ま
り
が
悪
い
と
感
じ
る
意
識
が
芽
生

え
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
結
果
だ
け
を
見
れ
ば
、
玉
鬘
は
右
近
の
願
望
に
飲
み
込
ま
れ
た
よ
う
で
も
あ
る）

（1
（

。
た
だ
、
玉
鬘
が
無
防
備
に
右
近

に
そ
の
身
を
ゆ
だ
ね
、
右
近
の
思
い
通
り
に
操
ら
れ
た
と
す
る
に
は
、
慎
重
で
あ
り
た
い
。
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
通
り
、
初
瀬
参
詣

で
は
、
玉
鬘
自
身
が
肉
体
を
動
か
し
、
肌
で
感
じ
、
そ
の
心
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
様
子
が
見
出
せ
る
。
そ
れ
を
領
導
し
た
の
が
、
右
近

の
願
望
や
初
瀬
の
霊
験
な
の
だ
と
し
て
も
、
そ
こ
に
玉
鬘
の
実
感
や
自
覚
が
伴
っ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
右
近
が
ど
ん
な
に
玉
鬘

を
六
条
院
風
に
仕
立
て
上
げ
よ
う
と
し
た
と
し
て
も
、
玉
鬘
に
そ
れ
を
受
け
止
め
る
用
意
が
な
け
れ
ば
、
右
近
ひ
と
り
が
空
回
る
だ
け
で
、

六
条
院
の
主
人
で
あ
る
源
氏
を
幻
滅
さ
せ
る
だ
け
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
玉
鬘
が
、
自
身
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
や
、
右
近
が
求
め
る
も
の
を

敏
感
に
察
知
し
、
そ
れ
に
順
応
す
る
よ
う
に
変
化
で
き
た
か
ら
こ
そ
、
六
条
院
参
入
が
成
功
し
た
の
だ
。
つ
ま
り
、
六
条
院
参
入
を
可
能

に
し
た
要
因
の
ひ
と
つ
は
、
玉
鬘
の
「
感
受
性
」
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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五
、
お
わ
り
に
│
「
染
ま
る
」
玉
鬘

　
六
条
院
参
入
後
の
玉
鬘
は
、
多
く
の
求
婚
者
た
ち
に
対
応
し
つ
つ
、
身
を
処
す
賢
い
女
君
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
く）

（1
（

。
そ
れ
は
源
氏
に

「
こ
の
君
を
な
ん
本
に
す
べ
き
」（
藤
袴
巻
─
三
四
六
）
と
い
わ
し
め
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
秋
山
虔
氏）

（1
（

は
、
玉
鬘
の
身
の
処
し
方
に
つ
い
て
、

以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

し
か
も
そ
う
し
た
か
れ
ら
（
引
用
者
注
：
求
婚
者
た
ち
）
が
、
つ
ね
に
光
源
氏
の
選
択
に
よ
っ
て
玉
鬘
と
の
交
渉
の
機
会
が
与
え
ら

れ
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
要
す
る
に
彼
女
が
、
相
手
に
即
応
し
て
そ
の
態
度
を
決
定
し
、
か
つ
交
渉
の
中
に
新
し
く
自
他
を
発
見

し
て
ゆ
く
と
い
う
よ
う
な
主
体
的
な
姿
勢
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
光
源
氏
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
る
規
範
に
即
し
、
そ
の

か
ぎ
り
で
そ
う
し
た
男
性
た
ち
と
対
応
す
る
の
に
意
匠
を
凝
ら
し
演
技
を
磨
き
あ
げ
る
ほ
か
に
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

�

（
一
二
四
）

藤
本
勝
義
氏）

11
（

は
、
そ
ん
な
玉
鬘
を
「
し
た
た
か
な
精
神
力
と
行
動
力
を
も
っ
」
た
女
君
と
称
し
て
い
る
。
相
手
に
即
応
す
る
演
技
力
─
─

そ
れ
は
し
な
や
か
さ
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
玉
鬘
の
「
染
ま
り
や
す
さ
」
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
傾
向
は
、
特
に
六
条
院
参
入

後
に
顕
著
だ
が
、
本
稿
で
確
認
し
て
き
た
初
瀬
参
詣
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
乳
母
や
三
条
を
含
む
筑
紫
の
人
々
の
願
望
に
浸
さ
れ

て
い
た
玉
鬘
は
、
初
瀬
に
て
右
近
の
願
望
に
触
れ
る
こ
と
で
、
変
化
し
た
。
そ
れ
は
右
近
の
願
望
に
「
染
ま
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
秋
山
氏
が
指
摘
す
る
、
源
氏
を
は
じ
め
と
し
た
男
君
た
ち
か
ら
の
要
請
に
合
わ
せ
て
対
応
し
て
い
く
様
子
に
、
通
じ
る
も
の
で
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あ
る
。
相
手
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
自
ら
を
変
化
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
も
、
た
だ
流
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
彼
女
自
身
の
実
感
や
自
覚

が
伴
っ
て
い
る
こ
と
は
、
前
節
ま
で
で
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
感
覚
が
根
幹
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
染
ま
り
や
す
さ
」
は
、
玉

鬘
自
身
の
し
た
た
か
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
玉
鬘
の
六
条
院
参
入
後
、
彼
女
が
思
い
の
ほ
か
魅
力
的
で
あ
る
こ
と
を
嬉
し
く
思
っ
た
源
氏
は
、
紫
の
上
に
「
さ
る
山
が
つ
の
中
に
年

経
た
れ
ば
、
い
か
に
い
と
ほ
し
げ
な
ら
ん
と
侮
り
し
を
、
か
へ
り
て
心
恥
づ
か
し
き
ま
で
な
む
見
ゆ
る
」（
玉
鬘
巻
─
一
三
一
）
と
報
告

し
て
い
る
。
振
り
返
れ
ば
、
紫
の
上
は
、
理
想
の
女
君
を
求
め
た
源
氏
が
、
二
条
院
に
引
き
取
り
、
手
ず
か
ら
教
育
を
施
し
た
女
君
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
紫
の
上
が
、
源
氏
以
外
の
男
君
に
と
っ
て
の
求
婚
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
紫
の
上
は
源

氏
の
み
に
よ
っ
て
「
染
め
ら
れ
た
」
女
君
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
玉
鬘
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
源
氏
の
思
惑
に
飲
み
込
ま
れ
る
以
前
に
、
右

近
の
願
い
や
求
め
を
感
受
し
、
そ
れ
に
「
染
ま
」
っ
た
状
態
で
六
条
院
に
や
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
は
、
源
氏
以
外
の
男
君
の
求
め
に
応
じ

て
、「
染
ま
る
」
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
同
じ
く
「
染
ま
る
」
紫
の
上
と
玉
鬘
だ
が
、
ふ
た
り
の
間
に
あ
る
違
い
は
、
次
第
に
埋
め
が
た
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
望
ん
だ
出
家

も
か
な
わ
ず
、
源
氏
に
よ
っ
て
養
育
さ
れ
た
二
条
院
に
籠
も
り
、
あ
く
ま
で
も
源
氏
の
手
の
内
で
亡
く
な
っ
て
い
く
の
が
紫
の
上
で
あ
る
。

玉
鬘
は
と
い
え
ば
、
源
氏
の
欲
望
や
思
惑
を
外
れ
て
、
源
氏
を
魅
了
し
つ
つ
も
、
髭
黒
大
将
と
の
結
婚
へ
と
進
ん
で
い
く
。
当
然
な
が
ら
、

若
紫
巻
の
こ
ろ
の
源
氏
と
、
玉
鬘
巻
の
こ
ろ
の
源
氏
と
で
は
、
年
齢
に
差
が
あ
り
、
女
君
に
求
め
る
も
の
に
も
違
い
が
あ
る
。
そ
の
こ
と

も
ま
た
、
玉
鬘
の
運
命
を
左
右
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
稿
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。
紫
の
上
と
玉
鬘
に
つ
い
て
、
敢
え
て
女
君
側

の
違
い
だ
け
を
言
及
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
源
氏
の
支
配
圏
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
源
氏
ひ
と
り
を
感
じ
て
そ
の
影
響
を
受
け
る
の
か
、
あ

る
い
は
他
の
男
君
に
も
感
化
さ
れ
る
の
か
と
い
う
違
い
は
、
女
君
の
そ
の
後
を
左
右
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
玉
鬘
の
六
条
院
参
入
に
お
け
る
源
氏
の
誤
算
─
─
そ
れ
も
ま
た
、
初
瀬
で
再
生
し
た
玉
鬘
の
豊
か
な
「
感
受
性
」
だ
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っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
付
記
）『
源
氏
物
語
』
の
本
文
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
り
、『
源
氏
物
語
大
成
』（
中
央
公
論
社
）『
源
氏

物
語
別
本
集
成
』（
桜
楓
社
）『
河
内
本
源
氏
物
語
校
異
集
成
』（
風
間
書
房
）
に
て
異
同
を
確
認
し
た
。『
蜻
蛉
日
記
』
の
本
文
引
用
は
、

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
り
、『
紫
式
部
集
』
の
本
文
引
用
は
、『
和
歌
文
学
大
系
』（
明
治
書
院
）
に
よ
っ
た
。

註（
1
）　
山
田
利
博
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
初
瀬
と
石
山
─
玉
鬘
物
語
と
浮
舟
物
語
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
国
文
学
研
究
』
八
七
号
、
早
稲
田
大
学
国
文

学
会
、
一
九
八
五
年
）

（
（
）　
坂
本
共
展
「
霊
験
」（『
別
冊
国
文
学

　
源
氏
物
語
事
典
』
学
燈
社
、
一
九
八
九
年
）

（
（
）　
陣
野
英
則
「
玉
鬘
と
弁
の
お
も
と
─
求
婚
譚
に
お
け
る
「
心
浅
き
」
女
房
の
重
要
性
」（『
端
役
で
光
る
源
氏
物
語
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
九

年
）

（
（
）　
木
幡
か
ほ
る
「
平
安
文
学
に
現
れ
た
物
詣
」（『
立
教
日
本
文
学
』
第
三
九
号
、
立
教
大
学
日
本
文
学
会
、
一
九
七
七
年
）

（
（
）　
岡
崎
知
子
「
平
安
朝
女
性
の
物
詣
」（『
平
安
朝
女
流
作
家
の
研
究
』
法
蔵
館
、
一
九
六
七
年
）

（
（
）　
原
田
敦
子
「
物
詣
の
旅
」（『
王
朝
文
学
と
交
通
』
竹
林
舎
、
二
〇
〇
九
年
）

（
7
）　『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
頭
注
（
一
一
八
─
一
八
）

（
8
）　
前
掲
注
（
（
）
岡
崎
氏
論
文
と
同
じ
。

（
9
）　
西
郷
信
綱
「
長
谷
寺
の
夢
」（『
古
代
人
と
夢
』
平
凡
社
、
一
九
七
五
年
）

（
10
）　
桜
井
徳
太
郎
「
聖
地
と
他
界
観
」（『
仏
教
民
俗
大
系
（

　
聖
地
と
他
界
観
』
名
著
出
版
、
一
九
八
七
年
）

（
11
）　
三
田
村
雅
子
「
召
人
の
ま
な
ざ
し
か
ら
」（『
源
氏
物
語
　
感
覚
の
論
理
』
有
精
堂
出
版
、
一
九
九
六
年
）
で
は
、「
や
が
て
訪
れ
た
機
会
に
玉
鬘

そ
の
人
を
観
察
し
、
そ
の
美
し
さ
や
気
品
、
教
養
の
程
度
を
一
々
確
認
す
る
右
近
の
視
線
に
は
、
こ
の
田
舎
育
ち
の
姫
君
が
六
条
院
と
い
う
晴
が
ま
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し
い
世
界
に
入
っ
て
い
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
否
か
を
厳
し
く
吟
味
す
る
色
あ
い
が
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
こ
に
は
一
種
の
「
冷
や

や
か
さ
」
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
1（
）　
原
岡
文
子
「
玉
鬘
考
─
交
換
・
交
通
・
流
離
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
源
氏
物
語
と
そ
の
展
開
』
竹
林
舎
、
二
〇
一
四
年
）
で
は
、
筑
紫
と
い
う
交
易

の
中
心
地
を
流
離
す
る
玉
鬘
に
注
目
し
、「
筑
紫
を
さ
す
ら
う
玉
鬘
は
、
そ
の
地
の
文
物
に
触
れ
る
こ
と
で
確
か
に
六
条
院
に
ふ
さ
わ
し
い
姫
君
と

し
て
の
在
り
方
を
育
ん
だ
の
だ
」
と
の
指
摘
が
あ
り
、
首
肯
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
都
人
と
直
に
接
し
、
文
物
で
は
得
ら
れ
な
い
実
感
を
得
た
で
あ

ろ
う
瞬
間
を
重
視
し
た
。

（
1（
）　
前
掲
注
（
11
）
三
田
村
氏
論
文
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
右
近
は
紫
の
上
付
き
の
女
房
で
あ
り
な
が
ら
、
夕
顔
の
代
わ
り
も
務
め
る
召
人
で
も
あ

っ
た
。
そ
の
意
味
で
も
、
右
近
の
身
に
は
、
六
条
院
世
界
の
気
配
や
価
値
観
が
、
濃
く
刻
ま
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
1（
）　
同
様
の
指
摘
が
、
注
（
1
）
山
田
氏
論
文
に
も
あ
る
。

（
1（
）　
弁
の
尼
の
「
こ
の
二
月
に
な
ん
、
初
瀬
詣
の
た
よ
り
に
は
じ
め
て
対
面
し
て
は
べ
り
し
」（
宿
木
巻
─
四
九
五
）
と
い
う
発
言
か
ら
わ
か
る
。

（
1（
）　
三
条
の
小
屋
を
訪
れ
た
弁
の
尼
に
対
し
、
浮
舟
は
「
昔
語
も
し
つ
べ
き
人
の
来
た
れ
ば
、
う
れ
し
く
て
呼
び
入
れ
た
ま
ひ
て
、
親
と
聞
こ
え
け
る

人
の
御
あ
た
り
の
人
と
思
ふ
に
、
睦
ま
し
き
な
る
べ
し
」（
東
屋
巻
─
八
九
）
と
感
じ
て
い
る
。

（
17
）　
木
谷
眞
理
子
「
初
瀬
」（『
源
氏
物
語
研
究
集
成
第
十
巻

　
源
氏
物
語
の
自
然
と
風
土
』
風
間
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
で
は
、「
右
近
と
の
再
会
以

後
、
そ
の
田
舎
者
ぶ
り
を
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
乳
母
た
ち
は
、
六
条
院
の
美
々
し
さ
に
圧
倒
さ
れ
、
右
近
の
、
玉
鬘
を
六
条
院
へ
と
い
う
願
い

に
丸
め
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
玉
鬘
自
身
も
、
右
近
の
願
い
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
く
と
考
え
た
。

（
18
）　
原
岡
文
子
「『
源
氏
物
語
』
の
流
離
─
玉
鬘
物
語
を
中
心
に
─
」（『
王
朝
文
学
と
交
通
』
竹
林
舎
、
二
〇
〇
九
年
）
で
は
、「
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で

流
離
し
、
交
通
の
中
心
、
要
に
生
き
た
玉
鬘
は
、「
も
の
」
と
し
て
流
通
を
身
に
負
い
な
が
ら
も
い
か
に
も
賢
く
身
を
処
し
、
光
源
氏
そ
の
人
か
ら

も
巧
み
に
身
を
翻
し
、
あ
る
距
離
を
保
ち
続
け
た
。
そ
の
賢
さ
が
、
流
離
を
経
て
結
果
的
に
そ
の
人
の
幸
福
を
導
く
、
と
い
う
物
語
の
枠
組
み
が
見

え
て
こ
よ
う
」
と
す
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
賢
さ
は
、
彼
女
の
感
覚
に
根
差
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

（
19
）　
秋
山
虔
「
玉
鬘
を
め
ぐ
っ
て
」（『
源
氏
物
語
の
世
界
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
）

（
（0
）　
藤
本
勝
義
「“
ゆ
か
り
”
超
越
の
女
君
─
玉
鬘
」（『
人
物
で
読
む
『
源
氏
物
語
』
第
十
三
巻
─
玉
鬘
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
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