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『源氏物語』宇治の阿闍梨と横川僧都（増田高士）

『
源
氏
物
語
』
宇
治
の
阿
闍
梨
と
横
川
僧
都

│
│
僧
の
媒
介
機
能
に
よ
る
「
内
部
と
外
部
」
の
生
成
力
学
│
│

増
　
田
　
高
　
士

﹇
キ
ー
ワ
ー
ド
:
①
宇
治
の
阿
闍
梨
　
②
横
川
僧
都
　
③
媒
介
　
④
内
部
と
外
部
　
⑤
骸
﹈

は
じ
め
に

　﹃
源
氏
物
語
﹄
の
続
篇
﹁
宇
治
十
帖
﹂
に
は
︑
そ
の
は
じ
ま
り
に
宇
治
の
阿
闍
梨
︑
終
わ
り
に
横
川
僧
都
と
い
う
二
人
の
僧
が

登
場
す
る
︒
こ
の
両
者
に
つ
い
て
︑
媒
介
機
能
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
︵
以
下
︑
紛
ら
わ
し
い
場
合
を
除
き
︑
そ
れ
ぞ
れ
を

﹁
阿
闍
梨
﹂︑﹁
僧
都
﹂
と
表
記
す
る
︶︒
宇
治
の
阿
闍
梨
は
京
と
宇
治
の
橋
渡
し
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
で
﹁
宇
治
十
帖
﹂
の
世
界

を
ひ
ら
く
切
っ
先
と
し
て
あ
り
︑
横
川
僧
都
は
浮
舟
を
宇
治
か
ら
小
野
に
連
れ
て
い
く
と
同
時
に
︑
小
野
︵
浮
舟
︶
と
京
を
つ
な

げ
る
媒
介
者
と
し
て
︑
や
は
り
物
語
空
間
を
切
り
ひ
ら
い
て
い
く
か
ら
で
あ
る
︒

　
媒
介
機
能
を
扱
う
上
で
︑﹁
内
部
と
外
部
﹂
と
い
う
観
点
を
導
入
し
て
お
き
た
い
︒﹁
宇
治
十
帖
﹂
は
︑
宇
治
を
舞
台
と
す
る
物

語
で
あ
り
︑
京
の
外
部
空
間
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る︶

1
︵

︒
し
か
し
︑
そ
も
そ
も
京
に
と
っ
て
の
外
部
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
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く
た
め
に
は
︑
京
と
宇
治
が
何
ら
か
の
接
点
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
と
い
う
よ
り
も
︑
接
点
を
も
つ
こ
と
そ
れ
自
体
が
外

部
の
生
成
と
同
時
的
な
の
で
あ
り
︑
単
に
物
語
の
舞
台
が
京
の
周
辺
に
移
行
し
た
と
い
う
問
題
で
は
な
い
︒
三
田
村
雅
子
﹇
一
九

九
六
﹈
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
︑
宇
治
と
い
う
外
部
は
単
に
京
の
外
側
に
存
在
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
︑
疎
外
さ
れ
︑
外
側
に

追
い
や
ら
れ
た
も
の
が
充
満
す
る
世
界
と
し
て
の
外
部
︑
そ
し
て
そ
の
外
部
が
内
部
を
支
え
る
論
理
と
し
て
あ
る
こ
と
を
論
じ
て

い
る
︒
示
唆
に
富
む
指
摘
で
あ
る︶

2
︵

︒

　
先
行
論
に
は
︑
二
人
の
僧
の
典
拠
と
な
る
人
物
や
仏
典
に
関
す
る
指
摘
︑
あ
る
い
は
人
物
像
を
考
察
し
た
も
の
は
多
々
あ
る
が
︑

媒
介
機
能
に
特
化
し
て
論
じ
た
も
の
は
見
受
け
ら
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
物
語
に
お
け
る
僧
の
働
き
を
考
え
る
上
で
︑
隔
た
っ
た
空

間
を
横
断
し
な
が
ら
空
間
や
人
物
関
係
を
接
続
し
て
い
く
機
能
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
︒
以
下
︑
二
人
の
僧
が
物
語
に
ど
の
よ

う
に
関
与
し
︑
物
語
に
何
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
を
考
察
し
て
い
く
︒

一
　
僧
の
媒
介
機
能

　
ま
ず
︑
正
篇
の
僧
の
役
割
と
特
徴
を
確
認
し
て
お
く
︒
僧
の
役
割
は
多
様
で
あ
り
︑
加
持
祈
禱
を
担
当
す
る
場
合
も
多
々
あ
る

が
︑
本
節
で
は
媒
介
機
能
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
た
い︶

3
︵

︒
具
体
的
に
は
︑﹁
若
紫
﹂
巻
の
北
山
の
僧
都
︑﹁
薄
雲
﹂
巻
の
夜
居
の
僧

都
︑﹁
夕
霧
﹂
巻
の
阿
闍
梨
の
三
者
を
例
に
︑
媒
介
者
と
し
て
の
働
き
を
確
認
す
る
︒

　
ま
ず
︑﹁
若
紫
﹂
巻
の
北
山
の
僧
都
で
あ
る
︒
源
氏
が
﹁
瘧わ

ら
は
や
み
病
﹂
と
な
り
︑﹁
北
山
﹂
の
﹁
な
に
が
し
寺
﹂
に
加
持
祈
禱
を
受
け

に
赴
く
︵
若
紫
巻
①
一
八
三
︶︒
そ
し
て
僧
都
の
僧
坊
で
幼
い
少
女
を
垣
間
見
す
る
︒
後
の
紫
の
上
で
あ
る
が
︑
源
氏
は
こ
の
少

女
に
衝
撃
を
受
け
る
︒
注
意
し
た
い
の
は
︑
こ
の
垣
間
見
の
後
に
源
氏
が
僧
都
か
ら
少
女
の
素
性
を
聞
く
と
い
う
展
開
で
あ
る
︒
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僧
都
の
妹
で
あ
る
尼
君
の
娘
と
兵
部
卿
宮
と
の
間
に
生
ま
れ
た
の
が
紫
の
上
で
あ
る
と
い
う
系
譜
の
情
報
に
よ
っ
て
︑
源
氏
は

﹁
親
王
の
御
筋
に
て
︑
か
の
人
に
も
か
よ
ひ
き
こ
え
た
る
に
や
と
︑
い
と
ど
あ
は
れ
に
見
ま
ほ
し
﹂︵
同
一
九
六
︶
と
︑
紫
の
上
が

藤
壺
と
血
縁
で
あ
る
こ
と
を
知
る
︒
こ
の
情
報
に
よ
っ
て
︑
源
氏
は
紫
の
上
を
引
き
取
る
こ
と
を
固
く
決
意
す
る
︒
源
氏
と
藤
壺
︑

源
氏
と
紫
の
上
と
い
う
関
係
は
物
語
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
り
︑
後
に
は
女
三
の
宮
と
の
関
係
に
も
か
か
わ
っ
て

く
る
︒
物
語
の
核
心
部
分
を
な
す
情
報
が
僧
都
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
情
報
の
媒
介
機
能
が
確
認
で
き
る
︒

　
次
に
︑﹁
薄
雲
﹂
巻
に
登
場
す
る
夜
居
の
僧
都
を
検
討
す
る
︒﹁
次
々
の
御
祈
り
の
師
に
て
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
僧
都
︑
故
宮
に
も
い

と
や
む
ご
と
な
く
親
し
き
も
の
に
お
ぼ
し
た
り
し
を
⋮
﹂︵
薄
雲
巻
③
一
六
九
︱
一
七
〇
︶
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
僧
都
は

藤
壺
と
源
氏
の
関
係
︑
つ
ま
り
冷
泉
帝
の
出
生
の
秘
密
を
明
か
し
て
し
ま
う
︒
第
一
部
世
界
の
最
大
の
秘
事
と
も
い
え
る
出
来
事

を
冷
泉
帝
本
人
が
知
る
と
い
う
重
要
な
展
開
は
︑
夜
居
の
僧
都
に
よ
る
秘
密
の
暴
露
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
も
う
一
例
は
﹁
夕
霧
﹂
巻
の
阿
闍
梨
で
あ
る
︒
一
条
御
息
所
が
も
の
の
け
に
悩
ま
さ
れ
て
小
野
に
静
養
す
る
こ
と
に
な
り
︑
落

葉
の
宮
も
一
緒
に
小
野
に
移
る
︒
そ
こ
に
夕
霧
が
訪
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
夕
霧
の
恋
物
語
が
本
格
的
に
始
ま
る
︒
夕
霧
は
落
葉

の
宮
に
想
い
を
打
ち
明
け
て
実
事
の
な
い
ま
ま
に
一
夜
を
共
に
す
る
︒
問
題
は
︑
そ
の
こ
と
が
阿
闍
梨
に
よ
っ
て
一
条
御
息
所
の

耳
に
入
る
と
い
う
展
開
で
あ
る
︒﹁
日
中
の
御
加
持
果
て
て
︑
阿
闍
梨
一
人
と
ど
ま
り
て
︑
な
ほ
陀
羅
尼
読
み
た
ま
ふ
﹂︵
夕
霧
巻

⑥
三
〇
︶
と
あ
る
よ
う
に
︑
加
持
僧
と
し
て
側
に
い
た
阿
闍
梨
は
︑﹁
い
と
聖
だ
ち
︑
す
く
す
く
し
き
律
師
に
て
︑
ゆ
く
り
も
な

く
﹂︵
同
三
〇
︶︑
夕
霧
が
落
葉
の
宮
の
も
と
に
い
つ
か
ら
通
っ
て
い
る
の
か
を
質
問
す
る
︒
一
条
御
息
所
は
そ
の
事
実
を
否
定
す

る
も
の
の
︑
阿
闍
梨
は
確
か
に
夕
霧
が
朝
帰
り
し
た
様
子
を
目
撃
し
た
弟
子
が
い
る
と
︑
ず
け
ず
け
と
言
い
放
つ
︒
一
条
御
息
所

は
こ
の
新
情
報
に
面
食
ら
う
が
︑
そ
れ
が
事
実
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
︑
阿
闍
梨
の
情
報
を
信
じ
て
し
ま
う
︒

　﹁
夕
霧
﹂
巻
で
は
︑
阿
闍
梨
の
情
報
が
誤
解
を
と
も
な
っ
て
伝
達
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
阿
闍
梨
の
発
言
に
よ
れ
ば
︑
情
報
の
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出
所
は
﹁
こ
の
法
師
ば
ら
な
む
︑
大
将
殿
の
出
で
た
ま
ふ
な
り
け
り
と
︑
昨
夜
も
御
車
も
返
し
て
と
ま
り
た
ま
ひ
に
け
る
と
︑

口
々
に
申
し
つ
る
﹂︵
同
三
一
︶
と
い
う
よ
う
に
︑
弟
子
た
ち
の
目
撃
談
が
根
拠
に
な
っ
て
い
る
︒
僧
た
ち
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
が
物
語
を
動
か
し
て
い
る
こ
と
が
表
面
化
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
点
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
︒

　
以
上
︑
三
例
を
も
と
に
︑
僧
に
よ
る
情
報
の
媒
介
機
能
を
確
認
し
た
が
︑
い
ず
れ
も
物
語
を
動
か
す
た
め
に
重
要
な
情
報
が
僧

か
ら
他
の
作
中
人
物
に
伝
達
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒﹁
若
紫
﹂
巻
で
は
紫
の
上
が
僧
都
の
身
内
と
い
う
こ
と
も
あ
る

が
︑﹁
薄
雲
﹂
巻
の
例
は
僧
と
い
う
立
場
だ
か
ら
こ
そ
知
り
得
た
秘
密
で
も
あ
り
︑﹁
夕
霧
﹂
巻
も
一
条
御
息
所
の
加
持
祈
禱
を
担

っ
て
い
た
僧
だ
か
ら
こ
そ
情
報
の
媒
介
が
可
能
で
あ
っ
た
︒
僧
は
そ
の
活
動
範
囲
や
人
物
と
の
つ
な
が
り
が
一
般
の
女
房
た
ち
と

は
異
な
っ
て
お
り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
︑
僧
に
し
か
知
り
得
な
い
情
報
を
僧
独
自
の
ル
ー
ト
で
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
物
語
を
動

か
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
加
え
て
︑
僧
た
ち
本
人
に
は
情
報
の
伝
達
が
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
の
か
意
識
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
つ
い
口
を
つ
い
て
出

て
し
ま
っ
た
情
報
や
︑
よ
か
れ
と
思
っ
て
伝
え
た
情
報
が
物
語
を
動
か
す
と
い
う
特
徴
が
あ
る
︒
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
媒
介
機
能
で

あ
る
が
ゆ
え
に
物
語
を
推
進
さ
せ
る
力
学
と
し
て
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
以
上
の
よ
う
な
機
能
は
宇
治
の
阿
闍

梨
や
横
川
僧
都
に
も
活
か
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

二
　
薫
と
宇
治
を
媒
介
す
る
阿
闍
梨

　
以
下
︑
宇
治
の
阿
闍
梨
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
︒
阿
闍
梨
は
一
見
目
立
た
な
い
よ
う
に
み
え
る
が
︑
実
は
多
く
の
巻
に
登
場

す
る
︒
巻
名
を
列
挙
す
る
と
﹁
橋
姫
﹂
巻
︑﹁
椎
本
﹂
巻
︑﹁
総
角
﹂
巻
︑﹁
早
蕨
﹂
巻
︑﹁
宿
木
﹂
巻
︑﹁
蜻
蛉
﹂
巻
︑﹁
手
習
﹂
巻
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で
あ
る
︒

　
阿
闍
梨
に
関
す
る
先
行
論
も
確
認
し
て
お
く
︒
阿
闍
梨
の
行
動
原
理
に
つ
い
て
は
︑
原
岡
文
子
﹇
二
〇
〇
三
﹈︑
中
哲
裕
﹇
二

〇
〇
五
﹈
が
源
信
の
﹃
往
生
要
集
﹄
を
典
拠
と
し
て
︑
八
の
宮
に
対
す
る
阿
闍
梨
の
仏
教
的
な
言
動
を
分
析
し
て
い
る
︒
ま
た
︑

阿
闍
梨
の
人
物
論
的
な
分
析
も
あ
る
︒
た
と
え
ば
鈴
木
裕
子
﹇
一
九
九
九
﹈
は
阿
闍
梨
の
行
動
原
理
に
女
人
の
罪
障
深
さ
か
ら
く

る
姉
妹
へ
の
排
除
と
八
の
宮
を
往
生
さ
せ
た
い
と
い
う
﹁
欲
望
﹂
が
潜
ん
で
い
る
と
指
摘
す
る
︒
一
方
︑
小
西
真
智
子
﹇
一
九
七

八
﹈
は
中
の
君
と
阿
闍
梨
の
贈
答
歌
を
分
析
し
て
︑
阿
闍
梨
の
中
の
君
に
対
す
る
思
い
や
り
の
ま
な
ざ
し
を
読
み
取
る
︒
先
行
論

の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
阿
闍
梨
の
行
動
原
理
を
仏
典
に
求
め
る
も
の
や
︑
阿
闍
梨
の
内
面
︑
あ
る
い
は
人
物
像
を
論
じ
た
も
の
に
整
理

で
き
る
︒

　
本
稿
で
は
先
行
論
を
参
照
し
つ
つ
も
︑
媒
介
機
能
と
い
う
視
角
に
こ
だ
わ
る
︒
ま
ず
本
節
で
は
︑
薫
と
宇
治
と
を
媒
介
す
る
阿

闍
梨
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
実
は
︑
阿
闍
梨
の
媒
介
機
能
を
指
摘
す
る
こ
と
自
体
は
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
︒
阿
闍
梨
が
八
の

宮
と
薫
の
橋
渡
し
を
し
た
と
い
う
の
は
す
で
に
原
岡
文
子
﹇
二
〇
〇
三
﹈
や
三
角
洋
一
﹇
二
〇
一
一
﹈
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お

り
︑
物
語
を
読
め
ば
自
明
の
こ
と
で
も
あ
る
︒
し
か
し
︑
阿
闍
梨
が
薫
と
宇
治
を
結
び
つ
け
た
と
指
摘
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で

あ
り
︑
そ
の
接
続
の
意
義
に
つ
い
て
︑
よ
り
追
求
し
た
考
察
が
必
要
で
あ
る
︒

　
以
下
︑
具
体
的
に
は
︑
阿
闍
梨
が
薫
と
八
の
宮
を
媒
介
す
る
点
︑
薫
に
宇
治
の
姉
妹
に
関
す
る
情
報
を
伝
え
る
点
︑
薫
の
垣
間

見
に
間
接
的
に
関
与
し
て
い
る
点
の
三
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
︒
そ
の
上
で
︑
薫
に
と
っ
て
宇
治
と
は
何
か
を
考
え
て

み
た
い
︒

　
宇
治
の
阿
闍
梨
は
﹁
橋
姫
﹂
巻
の
序
盤
で
初
登
場
す
る
際
︑
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
る
︒

　
こ
の
宇
治
山
に
︑
聖
だ
ち
た
る
阿
闍
梨
住
み
け
り
︒
才
い
と
か
し
こ
く
て
︑
世
の
お
ぼ
え
も
軽
か
ら
ね
ど
︑
を
さ
を
さ
公
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事
に
も
出
で
つ
か
へ
ず
籠
り
ゐ
た
る
に
︑
こ
の
宮
の
︑
か
く
近
き
ほ
ど
に
住
み
た
ま
ひ
て
︑
さ
び
し
き
御
さ
ま
に
︑
尊
き
わ

ざ
を
せ
さ
せ
た
ま
ひ
つ
つ
︑
法
門
を
読
み
な
ら
ひ
た
ま
へ
ば
︑
尊
が
り
き
こ
え
て
︑
常
に
参
る
︒ 

︵
橋
姫
巻
⑥
二
六
四
︶

阿
闍
梨
は
朝
廷
の
法
要
に
も
滅
多
に
顔
を
出
す
こ
と
な
く
宇
治
山
に
籠
っ
て
い
た
が
︑
傍
線
部
の
よ
う
に
︑
八
の
宮
と
出
会
う
こ

と
で
仏
道
を
介
し
て
親
交
を
深
め
て
い
く
︒

　
阿
闍
梨
は
﹁
冷
泉
院
に
も
親
し
く
さ
ぶ
ら
ひ
て
︑
御
経
な
ど
教
へ
き
こ
ゆ
る
人
な
り
け
り
﹂︵
橋
姫
巻
⑥
二
六
五
︶
と
あ
る
よ

う
に
︑
冷
泉
院
と
も
親
交
が
あ
り
︑﹁
八
の
宮
の
⋮
︹
中
略
︺
⋮
心
深
く
思
ひ
す
ま
し
た
ま
へ
る
ほ
ど
︑
ま
こ
と
の
聖
の
お
き
て

に
な
む
見
え
た
ま
ふ
﹂︵
同
二
六
五
︶
と
︑
冷
泉
院
に
八
の
宮
の
こ
と
を
伝
え
る
︒
薫
も
そ
こ
に
居
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑

八
の
宮
の
情
報
は
冷
泉
院
の
み
な
ら
ず
︑
薫
に
も
伝
わ
る
の
で
あ
る
︒
八
の
宮
が
﹁
俗
聖
﹂︵
同
二
六
五
︶
で
あ
る
こ
と
に
薫
は

関
心
を
も
つ
︒

　
さ
ら
に
阿
闍
梨
は
姫
君
た
ち
の
情
報
も
提
供
す
る
︒
阿
闍
梨
は
﹁
も
の
の
音
め
づ
る
阿
闍
梨
﹂︵
同
二
六
六
︶
と
い
わ
れ
て
お

り
︑
姫
君
た
ち
の
演
奏
の
素
晴
ら
し
さ
を
褒
め
称
え
る
︒
こ
の
場
面
で
姫
君
た
ち
の
情
報
が
薫
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
点
が
と
く
に

重
要
で
あ
る
︒

　
そ
し
て
︑
京
か
ら
帰
っ
た
阿
闍
梨
は
八
の
宮
の
も
と
へ
向
か
い
︑
冷
泉
院
の
手
紙
︑
そ
し
て
薫
の
こ
と
を
伝
え
る
︒
八
の
宮
は

薫
の
こ
と
を
﹁
心
は
づ
か
し
げ
な
る
法
の
友
﹂︵
同
二
六
九
︶
と
評
し
て
い
る
よ
う
に
︑
仏
道
を
介
し
て
二
人
の
親
交
が
深
め
ら

れ
て
い
く
︒
京
と
宇
治
と
を
連
結
さ
せ
︑
物
語
が
ひ
ら
か
れ
て
い
く
切
っ
先
に
位
置
す
る
の
が
宇
治
の
阿
闍
梨
な
の
で
あ
る
︒

　
薫
が
宇
治
に
通
う
よ
う
に
な
っ
て
三
年
が
経
過
し
︑
そ
の
年
の
晩
秋
に
も
薫
は
宇
治
を
訪
問
す
る
︒
は
じ
め
て
薫
が
姉
妹
を
垣

間
見
す
る
と
い
う
出
来
事
と
か
か
わ
る
箇
所
で
あ
る
︒
こ
の
時
の
八
の
宮
と
阿
闍
梨
の
動
き
に
注
意
し
て
お
き
た
い
︒

　
秋
の
末
つ
か
た
︑
四
季
に
あ
て
て
し
た
ま
ふ
御
念
仏
を
︑
こ
の
川
面
は
︑
網
代
の
波
も
︑
こ
の
こ
ろ
は
い
と
ど
耳
か
し
か
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ま
し
く
静
か
な
ら
ぬ
を
︑
と
て
︑
か
の
阿
闍
梨
の
住
む
堂
の
寺
に
う
つ
ろ
ひ
た
ま
ひ
て
︑
七
日
の
ほ
ど
行
ひ
た
ま
ふ
︒
姫
君

た
ち
は
︑
い
と
心
細
く
︑
つ
れ
づ
れ
ま
さ
り
て
な
が
め
た
ま
ひ
け
る
こ
ろ
︑
中
将
の
君
︑
久
し
く
参
ら
ぬ
か
な
と
︑
思
ひ
出

で
き
こ
え
た
ま
ひ
け
る
ま
ま
に
︑
有
明
の
月
の
︑
ま
だ
夜
深
く
さ
し
出
づ
る
ほ
ど
に
出
で
立
ち
て
︑
い
と
忍
び
て
︑
御
供
に

人
な
ど
も
な
く
て
︑
や
つ
れ
て
お
は
し
け
り
︒ 

︵
橋
姫
巻
⑥
二
七
一
︱
二
七
二
︶

宇
治
川
の
波
音
の
騒
が
し
さ
の
た
め
に
︑
八
の
宮
は
阿
闍
梨
の
住
む
寺
に
移
動
し
て
勤
行
に
励
む
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
こ
の

八
の
宮
の
不
在
と
並
行
し
て
語
ら
れ
る
の
が
薫
の
宇
治
来
訪
と
垣
間
見
な
の
で
あ
る
︒
と
い
う
こ
と
は
︑
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
︑

阿
闍
梨
と
八
の
宮
の
熱
心
な
仏
道
修
行
に
よ
っ
て
薫
の
垣
間
見
の
条
件
が
整
え
ら
れ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
り
︑
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル

な
恋
の
媒
介
者
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
も
そ
も
︑
姉
妹
の
情
報
を
は
じ
め
て
薫
の
耳
に
入
れ
た
の
も
阿
闍
梨

で
あ
り
︑
薫
が
姉
妹
へ
急
接
近
し
て
い
く
き
っ
か
け
に
阿
闍
梨
は
度
々
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
さ
て
︑
こ
こ
で
薫
に
と
っ
て
宇
治
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
考
え
て
お
き
た
い
︒
そ
も
そ
も
薫
が
宇
治
に
通
う
こ
と
に
な
っ
た

き
っ
か
け
は
八
の
宮
の
﹁
俗
聖
﹂
と
し
て
の
生
き
方
に
関
心
を
持
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
︑
そ
の
よ
う
な
道
心
の
根
底
に
は
自
身
の

出
生
へ
の
疑
問
が
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
に
京
で
の
華
や
か
な
生
活
や
出
世
に
も
あ
ま
り
関
心
を
示
さ
な
い
と
い
う
︑
厭
世
的
な
思
想

に
染
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
薫
が
自
身
の
問
題
か
ら
目
を
背
け
る
か
の
よ
う
に
︑
道
心
と
称
し
て
宇
治
と
い
う
外

部
に
足
を
運
ぶ
よ
う
に
な
る
点
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
︒

　
そ
れ
に
加
え
て
︑
宇
治
の
姉
妹
に
つ
い
て
も
︑
京
に
お
け
る
薫
の
女
性
関
係
と
の
対
置
と
し
て
考
え
た
い
︒
と
い
う
の
も
︑
薫

は
大
君
に
心
惹
か
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
れ
は
た
ま
た
ま
宇
治
に
大
君
と
い
う
美
女
が
い
た
か
ら
と
い
う
単
純
な
話
で
は

な
い
︒
京
で
の
薫
の
憧
憬
は
女
一
の
宮
で
あ
る
が
︑
正
面
か
ら
女
一
の
宮
と
の
恋
愛
に
向
き
合
う
こ
と
は
な
い
︒
そ
う
か
と
い
っ

て
﹁
宿
木
﹂
巻
に
あ
る
よ
う
な
女
二
の
宮
と
の
結
婚
で
満
足
す
る
こ
と
も
な
い
︒
一
方
︑
性
欲
を
満
た
す
た
め
に
女
房
と
戯
れ
る



82

学習院大学人文科学論集 XXXII（2023）

こ
と
は
欠
か
さ
な
い
薫
で
も
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
対
女
性
関
係
を
ふ
ま
え
る
必
要
が
あ
り
︑
京
で
は
く
す
ぶ
っ
て
い
た
欲
望
を
向

け
る
対
象
と
し
て
︑
外
部
と
し
て
の
宇
治
の
姉
妹
を
位
置
付
け
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
以
上
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
︑
阿
闍
梨
は
物
語
を
ひ
ら
く
切
っ
先
と
し
て
あ
る
わ
け
だ
が
︑
そ
れ
は
単
に
空
間
的
な
接
続
を
意

味
す
る
の
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
薫
に
と
っ
て
の
宇
治
と
は
︑
薫
の
内
部
か
ら
発
生
し
た
外
部
と
い
う
意
味
を
も
つ
︒
そ
の
過
程

に
か
か
わ
る
の
が
媒
介
者
と
し
て
の
阿
闍
梨
で
あ
る
点
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
︒
と
い
う
の
も
︑
こ
の
外
部
生
成
の
過
程
は
薫

の
み
な
ら
ず
︑
大
君
に
と
っ
て
の
八
の
宮
と
い
う
問
題
に
も
関
連
す
る
か
ら
で
あ
る
︒

三
　
大
君
と
八
の
宮
を
隔
て
る
阿
闍
梨

　
本
節
で
は
阿
闍
梨
の
媒
介
機
能
に
つ
い
て
︑
大
君
と
八
の
宮
の
関
係
の
変
化
を
軸
に
考
察
す
る
︒
と
く
に
問
題
と
し
た
い
の
は

反
媒
介
と
も
い
え
る
機
能
で
あ
る
︒
具
体
的
に
は
︑
阿
闍
梨
が
八
の
宮
と
姉
妹
を
引
き
離
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
点
を
特
化
し
て

扱
う
︒
そ
れ
に
加
え
て
︑
八
の
宮
が
大
君
の
夢
に
あ
ら
わ
れ
な
い
こ
と
︑
大
君
の
死
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
︒

　﹁
橋
姫
﹂
巻
に
続
く
翌
年
の
七
月
︑
薫
は
久
し
ぶ
り
に
宇
治
を
訪
れ
る
︒
八
の
宮
は
薫
に
対
し
て
︑
姫
君
た
ち
の
後
見
を
依
頼

す
る
︒
そ
し
て
八
の
宮
は
姫
君
た
ち
に
も
死
後
の
身
の
処
し
方
に
つ
い
て
言
い
残
し
た
後
︑
山
寺
に
籠
る
︒
そ
の
後
︑
八
の
宮
の

具
合
が
悪
化
し
︑
阿
闍
梨
は
付
き
添
っ
て
看
病
す
る
︒

　
阿
闍
梨
つ
と
さ
ぶ
ら
ひ
て
つ
か
う
ま
つ
り
け
り
︒﹁
は
か
な
き
御
な
や
み
と
見
ゆ
れ
ど
︑
限
り
の
た
び
に
も
お
は
し
ま
す

ら
む
︒
君
た
ち
の
御
こ
と
︑
何
か
お
ぼ
し
嘆
く
べ
き
︒
人
は
皆
︑
御
宿
世
と
い
ふ
も
の
異
々
な
れ
ば
︑
御
心
に
か
か
る
べ
き

に
も
お
は
し
ま
さ
ず
﹂
と
︑
い
よ
い
よ
お
ぼ
し
離
れ
る
べ
き
こ
と
を
聞
こ
え
知
ら
せ
つ
つ
︑﹁
今
さ
ら
に
な
出
で
た
ま
ひ
そ
﹂
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と
︑
い
さ
め
申
す
な
り
け
り
︒ 

︵
椎
本
巻
⑥
三
二
二
︱
三
二
三
︶

注
意
し
た
い
の
は
︑
阿
闍
梨
が
八
の
宮
に
姫
君
た
ち
へ
の
思
い
を
断
ち
切
ら
せ
︑
下
山
を
諦
め
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
阿
闍

梨
は
意
地
悪
く
父
と
娘
た
ち
を
引
き
離
そ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
八
の
宮
の
極
楽
往
生
を
考
え
て
の
制
止
な
の
だ
が
︑

結
果
的
に
は
︑
皮
肉
に
も
阿
闍
梨
が
八
の
宮
と
娘
た
ち
を
引
き
離
し
た
ま
ま
︑
八
の
宮
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
︒

　
さ
ら
に
︑
阿
闍
梨
は
八
の
宮
の
遺
体
に
対
面
す
る
こ
と
を
も
制
止
す
る
︒

　
阿
闍
梨
︑
年
ご
ろ
契
り
お
き
た
ま
ひ
け
る
ま
ま
に
︑
後
の
御
こ
と
も
よ
ろ
づ
に
つ
か
う
ま
つ
る
︒﹁
亡
き
人
に
な
り
た
ま

へ
ら
む
御
さ
ま
容
貌
を
だ
に
︑
今
一
度
見
た
て
ま
つ
ら
む
﹂
と
お
ぼ
し
の
た
ま
へ
ど
︑﹁
今
さ
ら
に
︑
な
で
ふ
さ
る
こ
と
か

は
べ
る
べ
き
︒
日
ご
ろ
も
︑
ま
た
あ
ひ
見
た
ま
ふ
ま
じ
き
こ
と
を
聞
こ
え
知
ら
せ
つ
れ
ば
︑
今
は
ま
し
て
︑
か
た
み
に
御
心

と
ど
め
た
ま
ふ
ま
じ
き
御
心
づ
か
ひ
を
︑
な
ら
ひ
た
ま
ふ
べ
き
な
り
﹂
と
の
み
聞
こ
ゆ
︒
お
は
し
ま
し
け
る
御
あ
り
さ
ま
を

聞
き
た
ま
ふ
に
も
︑
阿
闍
梨
の
あ
ま
り
さ
か
し
き
聖
心
を
︑
憎
く
つ
ら
し
と
な
む
お
ぼ
し
け
る
︒ 

︵
椎
本
巻
⑥
三
二
四
︶

姫
君
た
ち
は
八
の
宮
と
も
う
一
度
対
面
し
た
い
と
望
む
が
︑
阿
闍
梨
は
そ
れ
を
拒
絶
す
る
︒
結
局
︑
八
の
宮
と
姫
君
た
ち
の
対
面

は
阿
闍
梨
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
︑
八
の
宮
の
死
に
際
し
て
︑
姫
君
た
ち
を
引
き
離
す
障
壁
と
し
て
機
能
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
︒

　
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
言
動
の
根
拠
を
阿
闍
梨
の
内
面
の
問
題
や
仏
典
資
料
に
求
め
た
い
の
で
は
な
い
︒
阿
闍
梨
の
意
図
の
如
何

で
は
な
く
︑
反
媒
介
と
も
い
え
る
機
能
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒
と
い
う
の
も
︑
媒
介
と
反
媒
介
は
﹁
内
部
と
外
部
﹂
と
い
う

観
点
か
ら
み
れ
ば
表
裏
一
体
の
働
き
だ
か
ら
で
あ
る
︒
大
君
に
と
っ
て
︑
外
部
の
内
部
化
さ
れ
た
八
の
宮
と
い
う
視
角
か
ら
考
え

て
み
た
い
︒

　
大
君
と
中
の
君
に
と
っ
て
︑
父
の
臨
終
に
立
ち
会
え
な
か
っ
た
意
味
は
重
く
︑
今
後
の
身
の
処
し
方
に
つ
い
て
︑
く
り
返
し
父
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の
遺
言
を
反
芻
す
る
こ
と
に
な
る
︒
と
く
に
大
君
は
自
身
と
中
の
君
の
身
の
処
し
方
を
考
え
る
際
に
︑
父
を
遺
言
と
い
う
形
で
内

部
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
最
終
的
に
そ
れ
を
口
実
に
薫
と
結
ば
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
く
︑
と
い
う
物
語
展
開
と
な
っ
て
い

る
︒
た
と
え
ば
﹁
総
角
﹂
巻
で
匂
宮
が
宇
治
へ
紅
葉
狩
に
行
く
機
会
を
利
用
し
て
中
の
君
を
訪
問
す
る
計
画
が
頓
挫
し
た
時
︑
大

君
は
父
の
遺
言
を
反
芻
す
る
︒

　
こ
れ
こ
そ
は
︑
か
へ
す
が
へ
す
︑
さ
る
心
し
て
世
を
過
ぐ
せ
︑
と
の
た
ま
ひ
お
き
し
は
︑
か
か
る
こ
と
も
や
あ
ら
む
の
い

さ
め
な
り
け
り
︑
⋮
︹
中
略
︺
⋮
︑
や
う
の
も
の
と
人
笑
へ
な
る
こ
と
を
添
ふ
る
あ
り
さ
ま
に
て
︑
な
き
御
影
を
さ
へ
な
や

ま
し
た
て
ま
つ
ら
む
が
い
み
じ
さ
︑
な
ほ
わ
れ
だ
に
︑
さ
る
も
の
思
ひ
に
沈
ま
ず
︑
罪
な
ど
い
と
深
か
ら
ぬ
さ
き
に
︑
い
か

で
亡
く
な
り
な
む
︑
と
お
ぼ
し
沈
む
に
︑
⋮
︹
後
略
︺
⋮
︒ 

︵
総
角
巻
⑦
八
三
︶

八
の
宮
の
死
後
︑
大
君
に
と
っ
て
父
は
外
部
と
し
て
ア
ク
セ
ス
不
可
能
な
位
置
に
お
り
︑
父
の
意
志
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
遺

言
﹁
お
ぼ
ろ
け
の
よ
す
が
な
ら
で
︑
人
の
言
に
う
ち
な
び
き
︑
こ
の
山
里
を
あ
く
が
れ
た
ま
ふ
な
﹂︵
椎
本
巻
⑥
三
一
五
︶
と
い

っ
た
言
葉
を
内
部
に
抱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
大
君
の
物
語
が
お
し
進
め
ら
れ
て
い
く︶

4
︵

︒
し
か
し
︑
八
の
宮
の
遺
言
の
示
す
と
こ

ろ
が
曖
昧
な
こ
と
も
あ
り
︑
右
の
よ
う
な
大
君
の
解
釈
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る︶

5
︵

︒
大
君
は
父
と
い
う
外
部
を
内
部
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
︑
そ
の
遺
言
に
背
く
自
分
を
罪
深
い
と
自
責
し
︑
痛
め
つ
け
︑
死
を
見
据
え
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
な
八
の
宮
と

い
う
外
部
の
内
部
化
の
き
っ
か
け
を
作
っ
て
い
る
の
も
阿
闍
梨
の
媒
介
機
能
な
の
で
あ
る
︒

　
さ
ら
に
︑
以
上
の
こ
と
と
関
連
す
る
の
が
︑
夢
に
あ
ら
わ
れ
る
八
の
宮
で
あ
る
︒﹁
総
角
﹂
巻
で
大
君
が
死
を
意
識
し
︑
病
床

に
臥
す
と
い
う
物
語
展
開
の
中
で
︑
八
の
宮
が
夢
に
あ
ら
わ
れ
る
箇
所
が
二
つ
あ
る
︒
一
度
目
は
中
の
君
の
夢
で
あ
り
︑
二
度
目

は
阿
闍
梨
の
夢
で
あ
る
︒
一
方
︑
大
君
の
夢
に
は
八
の
宮
が
あ
ら
わ
れ
な
い
︒
大
君
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
︒

　
親
の
い
さ
め
し
言
の
葉
も
︑
か
へ
す
が
へ
す
思
ひ
出
で
ら
れ
た
ま
ひ
て
悲
し
け
れ
ば
︑
罪
深
か
な
る
底
に
は
よ
も
し
づ
み
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た
ま
は
じ
︑
い
づ
こ
に
も
い
づ
こ
に
も
︑
お
は
す
ら
む
方
に
迎
へ
た
ま
ひ
て
よ
︑
か
く
い
み
じ
く
も
の
思
ふ
身
ど
も
を
う
ち

捨
て
た
ま
ひ
て
︑
夢
に
だ
に
見
え
た
ま
は
ぬ
よ
︑
と
思
ひ
続
け
た
ま
ふ
︒ 

︵
総
角
巻
⑦
九
三
︶

　︹
大
君
︺﹁
亡
せ
た
ま
ひ
て
の
ち
︑
い
か
で
夢
に
も
見
た
て
ま
つ
ら
む
と
思
ふ
を
︑
さ
ら
に
こ
そ
見
た
て
ま
つ
ら
ね
﹂
と
て
︑

⋮
︹
後
略
︺
⋮
︒ 

︵
同
⑦
九
四
︶

八
の
宮
か
ら
大
君
に
対
し
て
︑
何
の
応
答
も
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る︶

6
︵

︒
一
方
︑
中
の
君
の
夢
で
は
︑
八
の
宮
は
﹁
い
と
も

の
お
ぼ
し
た
る
け
し
き
に
て
︑
こ
の
わ
た
り
に
こ
そ
ほ
の
め
き
た
ま
ひ
つ
れ
﹂︵
総
角
巻
⑦
九
四
︶
と
い
う
様
子
で
あ
り
︑
阿
闍

梨
の
夢
に
も
八
の
宮
が
現
れ
る
︒

　︹
阿
闍
梨
︺﹁
い
か
な
る
所
に
お
は
し
ま
す
ら
む
︒
さ
り
と
も
涼
し
き
方
に
ぞ
︑
と
思
ひ
や
り
た
て
ま
つ
る
を
︑
先
つ
こ
ろ
の

夢
に
な
む
見
え
お
は
し
ま
し
し
︒
俗
の
御
か
た
ち
に
て
︑
世
の
中
を
深
う
厭
ひ
離
れ
し
か
ば
︑
心
と
ま
る
こ
と
な
か
り
し 

を
︑い
さ
さ
か
う
ち
思
ひ
し
こ
と
に
乱
れ
て
な
む
︑
た
だ
し
ば
し
願
ひ
の
所
を
隔
た
れ
る
を
思
ふ
な
む
︑
い
と
く
や
し
き
︑

す
す
む
る
わ
ざ
せ
よ
︑
と
い
と
さ
だ
か
に
仰
せ
ら
れ
し
を
︑
⋮
︹
中
略
︺
⋮
︒
さ
て
は
思
う
た
ま
へ
得
た
る
こ
と
は
べ
り 

て
︑
常
不
軽
を
な
む
つ
か
せ
は
べ
る
﹂
な
ど
申
す
に
︑
君
も
い
み
じ
う
泣
き
た
ま
ふ
︒
⋮
︹
中
略
︺
⋮
︒
い
か
で
︑
か
の
ま

だ
定
ま
り
た
ま
は
ざ
ら
む
さ
き
に
ま
で
て
︑
同
じ
所
に
も
︑
と
聞
き
臥
し
た
ま
へ
り
︒ 

︵
総
角
巻
⑦
一
〇
一
︱
一
〇
二
︶

阿
闍
梨
の
説
明
に
よ
れ
ば
︑
一
つ
目
の
傍
線
部
の
よ
う
に
︑
八
の
宮
は
い
さ
さ
か
気
に
か
か
る
こ
と
が
あ
っ
て
極
楽
往
生
で
き
て

い
な
い
と
い
う
︒
そ
れ
は
娘
た
ち
の
こ
と
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
阿
闍
梨
は
二
つ
目
の
傍
線
部
の
よ
う
に
﹁
常

不
軽
﹂
を
行
う
︒
阿
闍
梨
が
八
の
宮
の
往
生
を
生
前
か
ら
よ
く
気
に
か
け
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
︑﹁
常
不
軽
﹂
は
往
生
し

て
い
な
い
八
の
宮
を
諫
め
︑
し
っ
か
り
と
往
生
さ
せ
る
た
め
の
行
と
考
え
ら
れ
る︶

7
︵

︒

　
こ
れ
は
あ
の
世
と
こ
の
世
を
つ
な
ぐ
阿
闍
梨
の
媒
介
機
能
と
も
い
え
る
が
︑
大
君
に
と
っ
て
は
︑
八
の
宮
が
往
生
で
き
て
い
な
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い
事
実
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
ら
れ
る
と
同
時
に
︑
自
分
に
は
父
か
ら
何
の
応
答
も
な
い
こ
と
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
結
果
で

も
あ
る
︒
八
の
宮
の
死
後
︑
物
語
は
徹
底
し
て
八
の
宮
を
大
君
の
外
部
に
置
く
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
︒

　
薫
と
大
君
の
死
別
に
も
ふ
れ
て
お
き
た
い
が
︑
先
行
論
に
す
ぐ
れ
た
分
析
が
あ
る
︒
神
田
龍
身
﹇
一
九
九
二
﹈
に
よ
る
﹁
死
別

に
よ
り
二
人
の
愛
は
永
遠
化
さ
れ
た
﹂
と
い
う
指
摘
︑
三
田
村
雅
子
﹇
一
九
九
六
﹈
に
よ
る
﹁
大
君
は
つ
い
に
﹁
隔
て
﹂
の
向
こ

う
側
の
存
在
︑
薫
の
︿
外
部
﹀
で
あ
り
ぬ
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
薫
の
永
遠
の
思
慕
と
憧
憬
を
手
に
入
れ
て
い
る
﹂
と
の
指
摘
で
あ

る
︒
薫
に
と
っ
て
︑
大
君
は
死
別
に
よ
っ
て
永
久
に
外
部
化
さ
れ
た
わ
け
だ
が
︑
い
い
か
え
れ
ば
︑
大
君
は
薫
の
中
に
永
遠
の
女

性
と
し
て
内
部
化
さ
れ
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
も
い
え
る
︒
そ
れ
が
薫
の
﹁
骸
﹂
へ
の
執
着
を
形
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
︑
詳

し
く
は
第
五
節
で
述
べ
る
︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑﹁
宇
治
十
帖
﹂
は
﹁
内
部
と
外
部
﹂
の
生
成
力
学
に
よ
っ
て
物
語
を
お
し
進
め
て
い
る
︒
薫
に
と
っ
て
は
内

部
の
外
部
化
で
あ
る
宇
治
︑
大
君
に
と
っ
て
は
外
部
の
内
部
化
で
あ
る
父
と
自
ら
の
死
︑
そ
の
先
に
あ
る
薫
と
大
君
の
死
別
に
︑

阿
闍
梨
の
媒
介
機
能
が
深
く
か
か
わ
っ
て
お
り
︑
物
語
を
お
し
進
め
る
力
学
た
り
え
て
い
る
︒
ま
た
︑
そ
の
媒
介
機
能
と
は
ア
イ

ロ
ニ
カ
ル
な
も
の
で
あ
る
︒
薫
と
宇
治
を
結
び
つ
け
た
の
は
仏
道
で
あ
り
︑
恋
愛
と
は
無
縁
の
契
機
が
結
果
的
に
は
薫
と
大
君
の

接
点
を
も
た
ら
し
た
︒
さ
ら
に
は
︑
八
の
宮
の
往
生
を
願
う
が
ゆ
え
に
姉
妹
と
八
の
宮
が
隔
て
ら
れ
︑
父
が
大
君
の
外
部
と
し
て

徹
底
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
後
の
物
語
展
開
を
促
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
媒
介
機
能
は
正
篇
の
僧
の
機
能
を
ふ
ま
え
な
が

ら
も
︑
よ
り
物
語
展
開
に
食
い
込
ま
せ
る
形
で
方
法
化
し
た
も
の
と
い
え
る
︒
後
述
す
る
が
︑
以
上
は
横
川
僧
都
に
も
共
通
す
る

機
能
で
あ
る
︒
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四
　
孤
独
の
指
標
と
し
て
の
阿
闍
梨

　
大
君
を
失
っ
た
中
の
君
に
つ
い
て
も
︑
宇
治
の
阿
闍
梨
と
の
関
連
を
考
え
て
み
た
い
︒﹁
早
蕨
﹂
巻
で
ひ
と
り
残
さ
れ
た
身
の

上
を
中
の
君
に
実
感
さ
せ
︑
中
の
君
の
物
語
と
し
て
切
り
替
わ
る
節
目
に
も
阿
闍
梨
が
関
与
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

　﹁
早
蕨
﹂
巻
の
冒
頭
︑
阿
闍
梨
か
ら
見
舞
い
が
あ
り
︑
中
の
君
は
新
春
の
贈
答
を
す
る
︒
阿
闍
梨
の
見
舞
い
は
﹁
椎
本
﹂
巻
に

も
あ
っ
た
︒
八
の
宮
が
亡
く
な
っ
た
春
に
﹁
聖
の
坊
よ
り
︑﹁
雪
消
え
に
摘
み
て
は
べ
る
な
り
﹂
と
て
︑
沢
の
芹
︑
蕨
な
ど
奉
り

た
り
﹂︵
椎
本
巻
⑥
三
四
六
︶
と
あ
り
︑
時
節
の
見
舞
い
が
届
く
︒
こ
の
時
︑
中
の
君
と
大
君
は
父
を
偲
ん
で
歌
を
詠
み
交
わ
し

て
い
る
︒

　︹
大
君
︺
君
が
を
る
峰
の
蕨
と
見
ま
し
か
ば
知
ら
れ
や
せ
ま
し
春
の
し
る
し
も

　︹
中
の
君
︺
雪
ふ
か
き
汀
の
小
芹
誰
が
た
め
に
摘
み
か
は
や
さ
ん
親
な
し
に
し
て 

︵
椎
本
巻
⑥
三
四
六
︶

大
君
の
歌
は
︑﹁
父
が
存
命
で
折
り
取
っ
た
峰
の
蕨
で
あ
っ
た
な
ら
︑
春
の
訪
れ
た
し
る
し
と
も
頷
け
る
の
に
﹂
の
意
で
あ
る
︒

中
の
君
の
歌
は
姉
に
同
調
し
な
が
ら
︑﹁
雪
深
い
小
芹
を
誰
の
た
め
に
摘
み
取
っ
て
楽
し
め
る
の
だ
ろ
う
か
︑
親
も
い
な
い
の
に
﹂

の
意
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
見
舞
い
の
品
に
つ
い
て
小
町
谷
照
彦
﹇
一
九
八
四
﹈
は
﹁
蕨
・
芹
・
土
筆
な
ど
は
宇
治
よ
り
も
さ
ら
に

奥
深
い
山
を
表
現
す
る
景
物
で
あ
り
︑
亡
き
八
の
宮
と
か
か
わ
り
深
い
阿
闍
梨
が
姫
君
た
ち
と
か
か
わ
り
を
持
ち
︑
故
人
を
偲
び

合
う
媒
体
と
な
っ
て
い
る
﹂
と
指
摘
す
る
が
︑
さ
ら
に
い
え
ば
阿
闍
梨
自
身
が
そ
の
媒
体
な
の
で
は
な
い
か
︒

　
一
年
後
の
﹁
早
蕨
﹂
巻
の
冒
頭
で
は
︑
独
り
残
さ
れ
た
中
の
君
に
同
じ
春
が
め
ぐ
っ
て
く
る
と
い
う
場
面
で
あ
り
︑
阿
闍
梨
か

ら
見
舞
い
が
届
く
︒
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阿
闍
梨
の
も
と
よ
り
︑﹁
年
あ
ら
た
ま
り
て
は
︑
何
ご
と
か
お
は
し
ま
す
ら
む
︒
御
い
の
り
祈
禱
は
た
ゆ
み
な
く
仕
う
ま

つ
り
は
べ
り
︒
今
は
︑
一
と
こ
ろ
の
御
事
を
な
む
︑
や
す
か
ら
ず
念
じ
き
こ
え
さ
す
る
﹂
な
ど
聞
こ
え
て
︑
蕨
︑
つ
く
づ
く

し
を
か
し
き
籠
に
入
れ
て
︑﹁
こ
れ
は
童
べ
の
供
養
し
て
は
べ
る
初
穂
な
り
﹂
と
て
奉
れ
り
︒
手
は
い
と
あ
し
う
て
︑
歌
は

わ
ざ
と
が
ま
し
く
ひ
き
放
ち
て
ぞ
書
き
た
る
︒

﹁
君
に
と
て
あ
ま
た
の
春
を
つ
み
し
か
ば
常
を
忘
れ
ぬ
初
蕨
な
り

御
前
に
詠
み
申
さ
し
め
た
ま
へ
﹂
と
あ
り
︒
⋮
︹
中
略
︺
⋮
︑
返
り
事
書
か
せ
た
ま
ふ
︒

こ
の
春
は
た
れ
に
か
見
せ
む
な
き
人
の
か
た
み
に
つ
め
る
峰
の
早
蕨 

︵
早
蕨
巻
⑦
一
二
五
︱
一
二
七
︶

見
舞
い
の
品
物
は
﹁
蕨
︑
つ
く
づ
く
し
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
蕨
﹂
と
﹁
つ
く
し
︵
土
筆
︶﹂
で
あ
る
︒
蕨
は
巻
名
で
も
あ
る
重
要
語
だ

が
︑
注
意
し
た
い
の
は
︑﹁
椎
本
﹂
巻
で
大
君
が
蕨
を
和
歌
に
詠
み
込
ん
で
い
た
点
で
あ
る
︒
大
君
は
︑
も
し
父
が
折
り
取
っ
た

蕨
で
あ
っ
た
な
ら
と
詠
ん
で
い
た
わ
け
だ
が
︑﹁
早
蕨
﹂
巻
で
は
そ
の
歌
を
詠
ん
だ
大
君
さ
え
も
が
不
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒

そ
れ
を
強
調
す
る
よ
う
に
︑﹁
蕨
︑
つ
く
づ
く
し
を
か
し
き
籠
に
入
れ
て
⋮
﹂
と
あ
り
︑
阿
闍
梨
の
和
歌
に
も
﹁
蕨
﹂
が
詠
ま
れ

て
い
る
︒
中
の
君
の
和
歌
に
も
あ
る
通
り
︑
も
は
や
誰
に
見
せ
て
よ
い
の
か
も
わ
か
ら
な
い
︑
形
見
と
し
て
の
﹁
蕨
﹂
で
あ
る
︒

　
中
の
君
に
と
っ
て
︑
阿
闍
梨
と
の
贈
答
が
大
君
の
死
を
ま
ざ
ま
ざ
と
実
感
さ
せ
る
指
標
と
な
っ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
ろ
う
︒

そ
れ
は
父
と
姉
が
も
は
や
ア
ク
セ
ス
不
能
の
外
部
に
隔
た
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
大
君
の
生
前
に
は
︑
大

君
と
中
の
君
が
独
立
し
て
物
語
内
を
動
く
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
が
︑﹁
早
蕨
﹂
巻
以
降
は
大
君
の
死
と
い
う
外
部
化
に
よ
っ
て
中

の
君
の
物
語
が
独
立
し
て
動
き
出
す
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
よ
う
な
物
語
展
開
の
節
目
に
弾
み
を
つ
け
る
役
割
を
阿
闍
梨
が
担
っ
て

い
る
の
で
あ
る
︒
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五
　
薫
の
欲
望
構
造
と
阿
闍
梨

　
こ
こ
で
︑
薫
に
と
っ
て
大
君
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
考
え
て
お
き
た
い
︒
こ
れ
は
浮
舟
と
横
川
僧
都
に
関
連
す
る
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
薫
は
大
君
と
の
死
別
に
よ
っ
て
永
遠
に
隔
て
ら
れ
る
こ
と
で
︑
大
君
を
永
遠
の
憧
憬
対
象
と
し
て
内
面
化
し

え
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
︒

　
こ
れ
と
関
わ
る
の
が
薫
に
と
っ
て
の
﹁
骸か

ら

﹂︑
つ
ま
り
遺
体
の
問
題
で
あ
る
︒
薫
の
﹁
骸
﹂
へ
の
こ
だ
わ
り
は
度
々
言
及
さ
れ

る
︒
大
君
が
亡
く
な
っ
た
場
面
で
は
︑
そ
の
死
体
を
ま
じ
ま
じ
と
見
な
が
ら
︑
奇
妙
に
も
エ
ロ
ス
を
感
じ
る
薫
の
姿
が
描
か
れ
て

い
る
︒
そ
し
て
薫
は
︑
大
君
を
﹁
虫
の
殻
の
や
う
に
て
も
見
る
わ
ざ
な
ら
ま
し
か
ば
﹂︵
総
角
巻
⑦
一
一
〇
︶
と
思
う
︒
周
囲
の

人
々
が
薫
を
話
題
に
す
る
時
に
も
︑﹁
中
納
言
殿
の
︑
骸
を
だ
に
と
ど
め
て
見
た
て
ま
つ
る
も
の
な
ら
ま
し
か
ば
と
︑
朝
夕
に
恋

ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
め
る
に
﹂︵
早
蕨
巻
⑦
一
二
七
︶
と
︑
大
君
の
﹁
骸
﹂
へ
の
こ
だ
わ
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒

　
実
は
薫
が
匂
宮
を
中
の
君
の
も
と
に
導
く
場
面
で
︑
薫
自
身
は
大
君
と
対
面
し
︑
男
女
の
関
係
を
結
ぼ
う
と
試
み
れ
ば
可
能
で

あ
っ
た
場
面
が
あ
る
︵
総
角
巻
⑦
五
〇
︱
五
三
︶︒
し
か
し
︑
薫
は
そ
れ
を
放
棄
す
る
こ
と
で
大
君
と
の
﹁
へ
だ
て
﹂
を
保
っ
た

ま
ま
大
君
と
死
別
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
も
そ
も
薫
は
京
の
女
性
か
ら
目
を
背
け
る
形
で
宇
治
へ
向
か
っ
た
わ
け
だ
が
︑
大
君
と

結
ば
れ
な
い
ま
ま
の
死
別
も
そ
の
延
長
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒
中
心
か
ら
目
を
逸
ら
し
︑
よ
り
周
縁
へ
︑
よ
り
外
部
へ
と
︑
自

身
の
欲
望
を
向
け
る
対
象
を
求
め
て
さ
ま
よ
う
の
が
薫
で
あ
る
︒
そ
し
て
薫
は
大
君
が
自
分
を
好
い
て
い
る
と
い
う
自
覚
が
あ
る

か
ら
こ
そ
︑
目
の
前
の
大
君
に
も
正
面
か
ら
向
き
合
う
の
で
は
な
く
︑
肉
体
だ
け
が
あ
っ
て
魂
の
宿
ら
な
い
も
の
︑
つ
ま
り
遺
体

こ
そ
が
自
身
の
愛
を
最
大
限
に
発
揮
で
き
る
究
極
の
媒
体
で
あ
る
と
し
て
︑
死
別
を
受
け
入
れ
た
の
で
は
な
い
か
︒
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で
は
︑
阿
闍
梨
は
薫
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
か
︒
大
君
の
死
後
︑﹁
宿
木
﹂
巻
で
薫
は
阿
闍
梨
に
対
し
て
︑
八
の
宮
邸
の

今
後
の
扱
い
に
つ
い
て
語
る
︒﹁
な
ほ
寝
殿
を
失
ひ
て
︑
異
ざ
ま
に
も
造
り
か
へ
む
の
心
に
て
な
む
﹂︵
宿
木
巻
⑦
二
二
八
︶
と
あ

り
︑
阿
闍
梨
の
寺
の
近
く
に
堂
を
建
て
る
と
い
う
わ
け
だ
が
︑
こ
の
時
に
阿
闍
梨
が
引
き
合
い
に
出
す
話
に
注
意
し
た
い
︒﹁
昔
︑

別
れ
を
悲
し
び
て
︑
屍
を
包
み
て
あ
ま
た
の
年
頸
に
掛
け
て
は
べ
り
け
る
人
も
︑
仏
の
御
方
便
に
て
な
む
︑
か
の
屍
の
囊
を
捨
て

て
︑
つ
ひ
に
聖
の
道
に
も
入
り
は
べ
り
に
け
る
﹂︵
同
二
二
八
︶
と
︑
愛
す
る
人
を
失
っ
た
人
が
そ
の
屍
に
長
年
こ
だ
わ
っ
て
い

た
例
を
出
す
︒
諸
注
釈
で
も
典
拠
は
不
明
と
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
が
︑
重
要
な
の
は
薫
が
い
ま
だ
に
大
君
の
﹁
骸
﹂
に
こ
だ

わ
っ
て
い
る
こ
と
を
阿
闍
梨
が
す
っ
ぱ
抜
い
て
お
り
︑
そ
の
執
着
を
捨
て
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒

　
し
か
し
︑
薫
は
阿
闍
梨
の
話
の
よ
う
に
︑﹁
骸
﹂
へ
の
執
着
を
捨
て
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
浮
舟
の
存
在
を
知
る

こ
と
に
よ
っ
て
︑
大
君
の
代
わ
り
に
﹁
昔
お
ぼ
ゆ
る
人ひ

と

形が
た

﹂︵
同
二
二
一
︶
と
し
て
の
浮
舟
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
︒
そ
し
て
︑

薫
の
﹁
骸
﹂
へ
の
こ
だ
わ
り
は
浮
舟
の
失
踪
後
も
意
識
さ
れ
て
い
る
︒﹁
蜻
蛉
﹂
巻
で
は
浮
舟
の
遺
体
が
な
い
こ
と
が
度
々
強
調

さ
れ
て
お
り
︑
薫
自
身
も
﹁
骸
を
だ
に
尋
ね
ず
︑
あ
さ
ま
し
く
て
も
や
み
ぬ
る
か
な
﹂︵
蜻
蛉
巻
⑧
一
三
五
︶
と
い
う
よ
う
に
︑

﹁
骸
﹂
へ
の
執
心
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
薫
に
対
し
て
も
阿
闍
梨
は
か
か
わ
っ
て
い
る
︒
浮
舟
の
失
踪
後
︑
本
文
に
﹁
阿
闍
梨
は
︑
い
ま
は
律
師
な
り
け
り
︒

召
し
て
︑
こ
の
法
事
の
こ
と
お
き
て
さ
せ
た
ま
ふ
﹂︵
同
一
三
五
︶
と
あ
り
︑﹁
四
十
九
日
の
わ
ざ
﹂
を
﹁
か
の
律
師
の
寺
に
て
な

む
せ
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
﹂︵
同
一
四
〇
︶
と
あ
る
︒
浮
舟
の
四
十
九
日
の
法
要
を
執
り
行
っ
た
の
は
律
師
と
な
っ
た
阿
闍
梨
な
の

で
あ
る
︒
な
お
か
つ
︑﹁
手
習
﹂
巻
で
は
小
野
を
訪
ね
て
き
た
紀
伊
の
守
の
発
言
に
み
え
る
よ
う
に
︑
一
周
忌
の
法
要
に
も
阿
闍

梨
が
か
か
わ
っ
て
い
る
︒

　︹
紀
伊
の
守
︺﹁
⋮
︹
前
略
︺
⋮
︒
故
宮
の
御
女
に
通
ひ
た
ま
ひ
し
を
︑
ま
づ
一
所
は
一
年
亡
せ
た
ま
ひ
に
き
︒
そ
の
御
お
と
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う
と
︑
ま
た
し
の
び
て
す
ゑ
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
り
け
る
を
︑
去
年
の
春
ま
た
亡
せ
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
︑
そ
の
御
果
て
の
わ

ざ
せ
さ
せ
た
ま
は
む
こ
と
︑
か
の
寺
の
律
師
に
な
む
︑
さ
る
べ
き
こ
と
の
た
ま
は
せ
て
︑
⋮
︹
後
略
︺
⋮
﹂

 

︵
手
習
巻
⑧
二
四
五
︶

浮
舟
の
一
周
忌
を
営
む
の
も
阿
闍
梨
で
あ
る
︒
阿
闍
梨
は
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
媒
介
機
能
と
し
て
﹁
骸
﹂
へ
の
執
着
の
原
因
と
も
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
︑
大
君
の
死
後
は
薫
の
執
着
を
鎮
め
よ
う
と
す
る
役
割
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

　
た
し
か
に
︑
浮
舟
の
﹁
骸
﹂
が
な
い
こ
と
は
薫
に
と
っ
て
︑
く
す
ぶ
る
欲
望
を
不
発
に
終
わ
ら
せ
る
一
つ
の
契
機
た
り
え
て
い

る
︒
大
君
の
﹁
人
形
﹂
と
し
て
の
浮
舟
で
あ
り
︑
さ
ら
に
は
そ
の
﹁
骸
﹂
さ
え
も
な
い
こ
と
で
︑
薫
の
欲
望
は
機
能
不
全
に
陥
る

し
か
な
い
︒
物
語
が
﹁
蜻
蛉
﹂
巻
で
終
わ
る
の
な
ら
ば
︑
薫
の
欲
望
は
不
発
弾
の
ま
ま
放
置
さ
れ
︑
徐
々
に
沈
静
化
さ
れ
て
い
く

の
か
も
し
れ
な
い
︒

　
し
か
し
︑
物
語
は
横
川
僧
都
と
い
う
も
う
一
人
の
媒
介
機
能
を
用
い
て
浮
舟
の
生
存
情
報
を
薫
に
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑

薫
の
欲
望
は
再
燃
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒
ま
た
︑
僧
都
は
浮
舟
に
と
っ
て
の
小
野
と
い
う
外
部
を
生
成
す
る
媒
介
の
役
割
も
果
た
す
︒

以
上
の
点
を
次
節
以
降
で
詳
し
く
扱
う
︒

六
　
浮
舟
と
小
野
を
媒
介
す
る
僧
都

　
本
節
で
は
僧
の
媒
介
機
能
を
ふ
ま
え
て
︑
横
川
僧
都
が
浮
舟
と
小
野
を
接
続
し
た
こ
と
の
意
味
︑
つ
ま
り
浮
舟
に
と
っ
て
の
小

野
と
は
何
か
を
考
察
す
る
︒
僧
都
に
つ
い
て
の
先
行
論
は
多
々
あ
る
︒
主
に
は
人
物
像
を
分
析
し
た
論
考
︑
源
信
を
モ
デ
ル
と
指

摘
す
る
論
考
︑﹁
夢
浮
橋
﹂
巻
の
手
紙
が
還
俗
を
勧
奨
し
て
い
る
の
か
否
か
と
い
う
解
釈
を
め
ぐ
る
議
論
が
あ
り
︑
稿
者
も
増
田
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高
士
﹇
二
〇
二
三
﹈
に
お
い
て
︑
僧
都
に
関
す
る
先
行
論
を
整
理
し
な
が
ら
手
紙
の
重
要
性
を
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る︶

8
︵

︒

　
一
方
︑
僧
都
の
媒
介
機
能
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
︒
媒
介
機
能
は
物
語

を
読
め
ば
自
明
の
こ
と
で
は
あ
る
︒
し
か
し
︑
宇
治
の
阿
闍
梨
と
の
対
応
関
係
を
考
え
る
こ
と
で
︑﹁
宇
治
十
帖
﹂
全
体
を
通
底

す
る
問
題
と
し
て
考
察
し
た
い
︒

　
ま
ず
︑
物
語
の
流
れ
を
確
認
し
て
お
く
︒
僧
都
は
﹁
手
習
﹂
巻
の
冒
頭
に
︑﹁
そ
の
こ
ろ
︑
横
川
に
︑
な
に
が
し
僧
都
と
か
い

ひ
て
︑
い
と
尊
き
人
住
み
け
り
﹂︵
手
習
巻
⑧
一
七
三
︶
と
紹
介
さ
れ
る
︒
僧
都
に
は
﹁
八
十
あ
ま
り
の
母
﹂
と
﹁
五
十
ば
か
り

の
妹
尼
﹂
が
い
た
が
︑
阿
闍
梨
が
付
き
添
っ
て
の
初
瀬
詣
の
帰
り
に
母
親
の
具
合
が
悪
く
な
り
︑﹁
宇
治
の
わ
た
り
に
知
り
た
り

け
る
人
の
家
﹂
で
休
む
こ
と
に
な
る
︵
同
一
七
三
︶︒
僧
都
は
山
籠
り
し
て
い
た
が
︑
母
親
を
心
配
し
て
下
山
す
る
こ
と
に
な
る
︒

そ
の
際
︑
僧
都
た
ち
は
生
死
の
境
を
さ
ま
よ
う
浮
舟
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
︒

　
発
見
し
た
浮
舟
を
助
け
る
と
い
う
判
断
を
下
す
の
は
僧
都
で
あ
る
︒
僧
都
は
﹁
そ
の
命
絶
え
ぬ
を
見
る
見
る
捨
て
む
こ
と
︑
い

み
じ
き
こ
と
な
り
﹂︵
同
一
七
八
︶
と
言
い
︑
浮
舟
を
介
抱
す
る
︒
そ
の
後
︑
浮
舟
は
僧
都
た
ち
に
よ
っ
て
小
野
に
連
れ
て
来
ら

れ
︑
僧
都
の
決
死
の
修
法
に
よ
っ
て
病
状
が
回
復
す
る
︒
浮
舟
に
と
っ
て
は
死
の
淵
か
ら
生
の
世
界
へ
の
横
断
︑
そ
し
て
宇
治
か

ら
小
野
と
い
う
空
間
の
横
断
が
な
さ
れ
た
わ
け
だ
が
︑
そ
れ
は
僧
都
の
媒
介
機
能
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
あ
る
︒
浮
舟
に

と
っ
て
︑
小
野
と
い
う
外
部
空
間
を
切
り
ひ
ら
い
た
の
は
僧
都
で
あ
り
︑
こ
れ
は
宇
治
の
阿
闍
梨
が
薫
を
宇
治
の
世
界
へ
結
び
つ

け
た
の
と
同
様
の
働
き
と
い
え
る
︒

　
一
方
︑
小
野
と
い
う
外
部
が
浮
舟
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒
浮
舟
は
一
度

自
死
を
試
み
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
か
さ
れ
た
と
い
う
意
識
が
あ
り
︑
小
野
と
い
う
土
地
で
は
過
去
と
の
か
か
わ
り
を
断
つ
こ
と

に
よ
っ
て
︑
ひ
っ
そ
り
と
生
き
る
こ
と
を
決
意
す
る
︒
し
か
し
︑
小
野
の
人
々
は
浮
舟
を
放
っ
て
は
お
か
な
い
︒
妹
尼
は
浮
舟
を
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亡
き
娘
の
代
わ
り
と
し
て
珍
重
し
︑
そ
の
娘
婿
で
あ
る
中
将
も
浮
舟
に
懸
想
す
る
︒
妹
尼
と
中
将
は
結
託
す
る
よ
う
に
し
て
︑
自

分
た
ち
の
期
待
に
沿
う
よ
う
な
関
係
を
浮
舟
に
求
め
る
︒
周
囲
の
老
尼
君
た
ち
も
そ
れ
に
便
乗
す
る
よ
う
な
言
動
を
み
せ
て
い
る
︒

浮
舟
に
と
っ
て
︑
小
野
は
決
し
て
安
住
の
地
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
こ
れ
以
上
の
行
く
あ
て
が
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
る
ぶ
ん
︑

自
死
を
試
み
る
前
よ
り
も
追
い
詰
め
ら
れ
た
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
︒

　
重
要
な
の
は
︑
小
野
で
の
人
間
関
係
が
た
ま
た
ま
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
︑
外
部
と
し
て
の
小
野

が
浮
舟
の
内
面
の
外
部
化
さ
れ
た
土
地
と
し
て
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
妹
尼
と
の
関
係
に
し
て
も
︑
浮
舟
自
身

の
結
婚
問
題
︑
あ
る
い
は
失
踪
前
に
実
の
母
︵
中
将
の
君
︶
に
悩
み
を
打
ち
明
け
る
こ
と
が
な
く
関
係
を
断
絶
し
て
し
ま
っ
た
と

い
う
問
題
を
内
包
し
た
も
の
と
い
え
る
︒
中
将
と
の
関
係
に
し
て
も
︑
物
語
が
度
々
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
︑
薫
と
の
関
係
を
浮

舟
に
想
起
さ
せ
る
存
在
と
し
て
あ
る
︒
母
や
薫
︑
匂
宮
と
の
過
去
の
関
係
が
︑
妹
尼
や
中
将
を
通
し
て
再
度
表
面
化
し
て
く
る
の

で
あ
り
︑
た
ま
た
ま
小
野
で
も
同
じ
こ
と
が
起
こ
っ
た
と
い
う
問
題
で
は
な
い
︒
浮
舟
の
内
部
の
問
題
が
外
部
化
し
た
も
の
が
小

野
で
あ
り
︑
そ
れ
は
薫
が
内
面
の
外
部
化
と
し
て
宇
治
に
通
う
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
と
対
応
関
係
に
あ
る︶

9
︵

︒
さ
ら
に
い
え
ば
︑
浮

舟
に
と
っ
て
︑
外
部
と
し
て
の
小
野
は
そ
れ
以
上
ど
こ
に
も
逃
げ
場
の
な
い
︑
自
身
を
圧
迫
し
て
く
る
外
部
と
し
て
あ
り
︑
浮
舟

物
語
は
浮
舟
を
中
心
に
据
え
つ
つ
︑
よ
り
煮
詰
ま
っ
た
方
向
に
進
ん
で
い
く
の
で
あ
る
︒

　
浮
舟
が
選
択
し
た
逃
げ
道
と
し
て
の
出
家
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
も
よ
い
︒
出
家
を
執
り
行
っ
た
の
も
僧
都
で
あ
る
︒
浮
舟
に

と
っ
て
は
周
囲
と
の
関
係
を
断
ち
︑
こ
れ
以
上
自
分
に
構
っ
て
ほ
し
く
な
い
と
い
う
意
図
で
敢
行
し
た
出
家
で
あ
る
︒
し
か
し
︑

結
果
と
し
て
は
中
将
を
遠
ざ
け
る
効
果
は
な
く
︑﹁
夢
浮
橋
﹂
巻
で
は
︑
還
俗
を
勧
奨
す
る
と
も
取
れ
る
よ
う
な
手
紙
が
僧
都
か

ら
浮
舟
宛
に
届
く
こ
と
に
な
る
︒
僧
都
は
浮
舟
と
外
部
︵
小
野
の
人
々
︶
と
の
関
係
を
変
え
う
る
き
っ
か
け
︵
出
家
︶
を
与
え
て

い
る
よ
う
に
み
え
て
︑
そ
の
実
︑
浮
舟
に
と
っ
て
は
皮
肉
な
結
果
し
か
も
た
ら
し
て
い
な
い
︒
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こ
の
よ
う
な
機
能
は
宇
治
の
阿
闍
梨
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
︒
阿
闍
梨
は
八
の
宮
の
往
生
を
叶
え
る
こ
と
が
行
動
原
理
だ
っ
た

よ
う
に
︑
僧
都
に
と
っ
て
も
浮
舟
の
生
を
願
っ
て
助
け
︑
浮
舟
の
安
穏
を
願
っ
て
出
家
さ
せ
る
と
い
う
行
動
原
理
が
読
み
取
れ
る

も
の
の
︑
そ
れ
が
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
も
浮
舟
本
人
を
追
い
詰
め
る
結
果
を
生
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
︒

七
　
浮
舟
と
薫
を
媒
介
す
る
僧
都

　
横
川
僧
都
の
媒
介
機
能
に
つ
い
て
︑
よ
り
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
働
き
を
考
え
て
お
き
た
い
︒
僧
都
が
女
一
の
宮
の
病
の
祈
禱
を

行
う
た
め
に
下
山
し
た
際
︑
明
石
中
宮
に
浮
舟
の
情
報
を
流
し
て
し
ま
う
箇
所
で
あ
る
︒﹁
宇
治
︱
横
川
︱
小
野
︱
京
﹂
と
い
う

空
間
の
横
断
は
こ
れ
ま
で
登
場
し
て
き
た
僧
の
中
で
も
随
一
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
ゆ
え
に
︑
浮
舟
に

と
っ
て
は
外
部
が
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
同
時
に
薫
に
と
っ
て
は
﹁
骸
﹂
へ
の
執
着
を
再
燃
さ
せ
る
こ
と
で
も
あ
る
︒

　
女
一
の
宮
が
回
復
し
た
後
︑
中
宮
が
僧
都
を
﹁
夜
居
に
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ふ
﹂
と
あ
り
︑
し
ば
ら
く
語
ら
っ
た
後
に
僧
都
は
そ

の
﹁
つ
い
で
﹂
に
︑﹁
い
と
あ
や
し
く
稀
有
の
こ
と
を
な
む
見
た
ま
へ
し
⋮
﹂
と
︑
浮
舟
を
発
見
し
て
か
ら
の
出
来
事
を
事
細
か

に
中
宮
に
説
明
す
る
︵
手
習
巻
⑧
二
三
三
︱
二
三
四
︶︒
ま
た
︑
浮
舟
が
出
家
し
た
こ
と
︑
妹
尼
が
浮
舟
を
﹁
亡
せ
に
し
女
子
の

代
り
に
﹂
し
て
い
る
こ
と
も
話
し
て
し
ま
い
︑﹁
も
の
よ
く
言
う
僧
都
﹂
と
評
さ
れ
て
し
ま
う
始
末
な
の
で
あ
る
︵
同
二
三
三
︱

二
三
四
︶︒

　
中
宮
は
す
で
に
宇
治
で
女
性
が
行
方
不
明
に
な
っ
た
こ
と
を
聞
き
知
っ
て
お
り
︑
そ
の
情
報
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
︑
話
題
の
女

性
が
浮
舟
で
あ
る
こ
と
を
推
測
す
る
︒
中
宮
は
こ
の
情
報
を
薫
だ
け
に
は
伝
え
て
お
く
べ
き
と
判
断
し
︑
薫
も
浮
舟
の
居
所
を
知

る
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
薫
は
自
ら
横
川
に
赴
き
︑
僧
都
と
対
面
し
て
浮
舟
へ
の
仲
介
を
依
頼
す
る
︒
僧
都
は
浮
舟
と
薫
の
関
係
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を
知
っ
て
衝
撃
を
受
け
︑
曖
昧
な
内
容
の
手
紙
を
小
野
に
送
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
展
開
が
浮
舟
と
薫
の
両
者
に
と
っ
て
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
た
い
︒
浮
舟
に
と
っ
て
は
外
部
が
拡
大
す
る
こ
と

で
あ
る
が
︑
重
要
な
の
は
そ
の
外
部
が
浮
舟
本
人
の
根
本
的
な
問
題
そ
の
も
の
の
回
帰
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
︒
切
り
捨
て
よ

う
と
し
た
過
去
が
︑
薫
と
の
再
会
と
い
う
可
能
性
を
皮
切
り
に
再
び
迫
っ
て
く
る
可
能
性
が
急
激
に
高
ま
っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し

て
お
り
︑
そ
れ
は
浮
舟
に
と
っ
て
︑
よ
り
深
刻
な
内
部
の
問
題
そ
の
も
の
と
し
て
の
外
部
な
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
に
僧
都
に
は

﹁
宇
治
︱
横
川
︱
小
野
︱
京
﹂
と
い
う
︑
よ
り
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
媒
介
機
能
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
︒
僧
都
の
媒
介

機
能
は
浮
舟
に
と
っ
て
ど
こ
に
も
逃
げ
場
の
な
い
外
部
︑
内
部
の
回
帰
と
し
て
の
外
部
を
生
成
す
る
過
程
と
対
応
関
係
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

　
そ
し
て
︑
薫
に
と
っ
て
こ
の
展
開
が
意
味
す
る
も
の
は
何
か
︒
薫
に
と
っ
て
も
小
野
︵
浮
舟
︶
と
い
う
外
部
が
生
成
さ
れ
る
道

が
ひ
ら
か
れ
た
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
︑﹁
骸
﹂
へ
の
執
着
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
欲
望
の
再
燃
で
あ
る
︒

浮
舟
の
﹁
骸
﹂
が
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
︑
ま
た
︑
阿
闍
梨
の
営
む
法
要
に
よ
っ
て
︑
薫
の
執
心
は
な
だ
め
ら
れ
︑
ゆ
る
や
か
に
静

ま
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た
の
だ
が
︑
浮
舟
の
生
存
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
大
君
の
﹁
人
形
﹂
で
あ
る
浮
舟
へ
の
欲
望
を

再
燃
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
意
味
で
︑
物
語
は
﹁
宇
治
十
帖
﹂
の
序
盤
で
阿
闍
梨
の
媒
介
機
能
を
契
機
に
形
成

し
た
薫
の
欲
望
を
︑
僧
都
に
よ
っ
て
再
び
問
題
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
薫
に
と
っ
て
︑﹁
殻
﹂
さ
え
も
な
い
浮
舟
で
は
い
け
な

い
の
で
あ
っ
て
︑
大
君
の
﹁
人
形
﹂
と
し
て
の
浮
舟
は
絶
対
手
元
に
置
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒﹁
夢
浮
橋
﹂
巻
で
は
︑

薫
と
浮
舟
の
再
会
ま
で
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
︑
そ
れ
は
語
る
ま
で
も
な
く
︑
薫
の
欲
望
を
再
燃
さ
せ
る
過
程
を
語
る
こ
と
に
よ

っ
て
自
然
と
想
起
さ
れ
る
展
開
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

　﹁
宇
治
十
帖
﹂
の
は
じ
ま
り
に
お
い
て
︑
阿
闍
梨
の
媒
介
機
能
は
薫
と
宇
治
の
接
続
を
果
た
し
た
が
︑
大
君
の
死
後
︑
浮
舟
の
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失
踪
と
﹁
骸
﹂
の
散
逸
に
よ
っ
て
薫
の
欲
望
は
不
発
に
終
わ
り
沈
静
化
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
︒
し
か
し
︑
僧
都
の
媒
介
機
能
が

そ
れ
を
再
燃
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
一
貫
し
て
薫
を
終
わ
り
な
き
大
君
思
慕
と
い
う
迷
妄
の
道
へ
と
彷
徨
わ
せ
る
︒
阿
闍
梨
と

僧
都
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
媒
介
機
能
は
﹁
宇
治
十
帖
﹂
全
体
を
支
え
る
力
学
と
い
え
る
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

　
最
後
に
︑
媒
介
機
能
と
﹁
内
部
と
外
部
﹂
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
︑﹁
宇
治
十
帖
﹂
を
扱
っ
た
他
の
論
考
と
の
関
連
性
を
述
べ

て
お
き
た
い
︒

　
ま
ず
︑﹁
内
部
と
外
部
﹂
は
﹁
へ
だ
て
﹂
と
﹁
し
る
べ
﹂
の
議
論
に
か
か
わ
る
︒﹁
宇
治
十
帖
﹂
は
空
間
的
に
京
か
ら
隔
た
っ
て

い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑﹁
へ
だ
て
﹂
や
﹁
し
る
べ
﹂
と
い
う
語
が
代
表
す
る
よ
う
に
︑
多
様
な
隔
て
と
仲
介
役
を
駆
使
し
て

物
語
を
お
し
進
め
て
い
く
こ
と
は
先
学
の
指
摘
に
あ
る
通
り
で
あ
る
︒
室
内
の
物
に
よ
る
﹁
へ
だ
て
﹂
が
﹁
間
柄
の
問
題
﹂
で
あ

る
と
指
摘
し
た
末
沢
明
子
﹇
一
九
九
三
﹈
や
︑﹁
へ
だ
て
﹂
と
し
て
の
宇
治
川
に
注
目
し
た
安
藤
徹
﹇
一
九
九
三
﹈︑
自
然
の
﹁
へ

だ
て
﹂
と
し
て
霧
に
注
目
し
た
三
田
村
雅
子
﹇
一
九
九
六
﹈
が
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
論
を
う
け
て
鈴
木
淑
子
﹇
二
〇
〇
五
﹈

は
大
君
と
薫
︑
中
の
君
と
匂
宮
︑
浮
舟
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
﹁
へ
だ
て
﹂
を
論
じ
て
い
る
︒

　
ま
た
︑﹁
し
る
べ
﹂
に
つ
い
て
も
︑
先
の
三
田
村
論
文
に
指
摘
が
あ
る
︒﹁
宇
治
十
帖
﹂
に
は
多
く
の
﹁
し
る
べ
﹂
が
登
場
す
る

が
︑
そ
れ
は
単
に
行
動
の
主
体
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
﹁
し
る
べ
﹂
こ
そ
が
主
体
と
し
て
動
く
物
語
と
し

て
あ
る
︒
男
女
関
係
に
お
け
る
仲
介
役
の
女
房
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
齋
木
泰
孝
﹇
一
九
九
六
﹈
の
論
考
が
あ
る
が
︑
男
女
関
係

に
限
ら
ず
と
も
︑
薫
と
自
身
の
過
去
を
接
続
す
る
弁
︑﹁
東
屋
﹂
巻
で
浮
舟
の
結
婚
騒
動
に
絡
む
仲
人
︑﹁
手
習
﹂
巻
で
匂
宮
を
宇
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治
へ
手
引
き
す
る
﹁
し
る
べ
﹂
の
内
記
等
︑
仲
介
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
多
様
で
あ
る
︒
な
に
よ
り
︑
主
人
公
の
薫
自
身
も
匂
宮

と
中
の
君
の
﹁
し
る
べ
﹂
と
し
て
振
る
舞
う
の
で
あ
り
︑﹁
宇
治
十
帖
﹂
は
﹁
し
る
べ
﹂
こ
そ
が
主
体
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
跋
扈

す
る
物
語
と
し
て
あ
る
︒

　
そ
の
よ
う
な
物
語
に
お
い
て
︑
阿
闍
梨
と
僧
都
の
媒
介
機
能
は
隔
た
っ
た
空
間
を
接
続
す
る
と
い
う
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
も
の

で
あ
る
こ
と
︑
そ
し
て
僧
独
自
の
行
動
原
理
に
よ
っ
て
媒
介
が
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
機
能
し
て
し
ま
う
こ
と
が
最
大
の
特
徴
と
い
え

る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
物
語
の
表
層
と
深
層
を
深
く
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
︒

注
︵
1
︶　
新
た
な
物
語
の
舞
台
が
な
ぜ
宇
治
な
の
か
と
い
う
点
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
︒
近
年
の
歴
史
学
の
研
究
成
果
と
し
て
︑
稗
田
尚
人
﹇
二

〇
一
六
﹈
は
宇
治
を
道
長
の
政
治
的
戦
略
に
よ
る
別
業
経
営
と
指
摘
し
て
い
る
︒
物
語
と
直
接
か
か
わ
ら
せ
る
に
は
慎
重
で
あ
り
た
い
が
︑

宇
治
を
単
な
る
周
縁
と
位
置
付
け
る
考
え
方
を
修
正
す
る
上
で
示
唆
に
富
む
論
考
で
あ
る
︒

︵
2
︶　
媒
介
と
は
︑
す
で
に
あ
る
Ａ
と
Ｂ
を
接
続
す
る
だ
け
で
は
な
く
︑
Ａ
に
と
っ
て
の
Ｂ
︵
あ
る
い
は
Ｂ
に
と
っ
て
の
Ａ
︶
と
い
う
関
係
性

の
発
生
過
程
そ
の
も
の
と
し
て
あ
る
︒
そ
れ
を
﹁
内
部
と
外
部
﹂
と
い
う
観
点
で
考
え
る
な
ら
ば
︑
外
部
と
は
そ
れ
自
体
が
独
立
し
て
外

側
に
位
置
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
内
部
と
の
関
係
に
お
い
て
生
成
さ
れ
た
外
部
と
し
て
あ
る
こ
と
に
な
る
︒
安
藤
徹
﹇
一
九
九
三
﹈
が
鋭

く
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
重
要
な
の
は
﹁
隔
て
る
こ
と
と
繫
ぐ
こ
と
は
︑
ど
ち
ら
が
先
か
後
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
︑
同
時
的
に
表
裏
の

関
係
﹂
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
問
題
を
物
語
論
と
し
て
考
え
る
上
で
︑︿
異
人
﹀
の
創
出
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
論
じ
る

赤
坂
憲
雄
﹇
一
九
九
二
﹈
も
参
考
に
な
っ
た
︒

︵
3
︶　
作
中
の
僧
の
役
割
を
わ
か
り
や
す
く
整
理
し
た
も
の
と
し
て
中
哲
裕
﹇
二
〇
〇
五
﹈
が
あ
る
︒

︵
4
︶　
内
部
化
さ
れ
た
父
に
関
す
る
箇
所
は
︑
以
下
の
記
述
に
も
見
受
け
ら
れ
る
︒
❶
︹
大
君
︺﹁
⋮
何
ご
と
に
も
後
れ
そ
め
に
け
る
う
ち
に
︑

こ
の
の
た
ま
ふ
め
る
筋
は
︑
い
に
し
へ
も
︑
さ
ら
に
か
け
て
︑
と
あ
ら
ば
か
か
ら
ば
な
ど
︑
行
く
末
の
あ
ら
ま
し
ご
と
に
と
り
ま
ぜ
て
の
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た
ま
ひ
置
く
こ
と
も
な
か
り
し
か
ば
⋮
﹂︵
総
角
巻
⑦
一
三
︱
一
四
︶︑
❷
今
は
と
て
山
に
登
り
た
ま
ひ
し
夕
べ
の
御
さ
ま
な
ど
︑
た
だ
今

の
こ
こ
ち
し
て
︑
い
み
じ
く
恋
し
く
悲
し
く
お
ぼ
え
た
ま
ふ
︵
同
三
九
︶︑
❸
︹
匂
宮
の
こ
と
を
︺
あ
だ
め
き
た
ま
へ
る
や
う
に
︑
故
宮

も
聞
き
伝
へ
た
ま
ひ
て
︑
か
や
う
に
気
近
き
ほ
ど
ま
で
は
︑
お
ぼ
し
寄
ら
ざ
り
し
も
の
を
⋮
︵
同
八
一
︶︑
❹
︹
大
君
︺﹁
⋮
亡
き
人
の
御
い

さ
め
は
か
か
る
こ
と
に
こ
そ
︑
と
見
は
べ
る
ば
か
り
な
む
︑
い
と
ほ
し
か
り
け
る
﹂
と
て
⋮
︵
同
八
九
︶︒

︵
5
︶　
匂
宮
に
つ
い
て
︑
八
の
宮
の
評
価
は
た
し
か
に
低
い
︒﹁
わ
ざ
と
懸
想
だ
ち
て
も
も
て
な
さ
じ
︒
な
か
な
か
心
と
き
め
き
に
も
な
り
ぬ

べ
し
︒
い
と
好
き
た
ま
へ
る
親
王
な
れ
ば
⋮
﹂︵
椎
本
巻
⑥
三
一
一
︶
と
の
発
言
が
あ
り
︑
中
の
君
に
は
社
交
辞
令
程
度
の
文
通
に
と
ど

め
て
お
く
よ
う
に
助
言
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
本
当
に
匂
宮
と
の
結
婚
を
認
め
な
い
の
な
ら
ば
︑
文
通
を
さ
せ
な
い
等
の
対
応
を
す
る
の

で
は
な
い
か
︒
つ
ま
り
八
の
宮
は
匂
宮
と
の
結
婚
を
全
く
認
め
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵
6
︶　
大
君
の
夢
に
八
の
宮
が
あ
ら
わ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
笹
生
美
貴
子
﹇
二
〇
二
三
﹈
の
指
摘
が
あ
り
参
考
に
な
っ
た
が
︑
本
稿
で
は

﹁
内
部
と
外
部
﹂
と
い
う
問
題
意
識
に
よ
っ
て
考
察
し
た
︒

︵
7
︶　
常
不
軽
は
先
行
論
に
も
指
摘
が
あ
る
︒
原
岡
文
子
﹇
二
〇
〇
三
﹈
は
﹁﹃
往
生
要
集
﹄
的
な
修
道
に
よ
っ
て
終
に
救
い
を
得
ら
れ
な
か

っ
た
八
の
宮
に
対
し
て
︑
法
の
師
た
る
阿
闍
梨
が
︑
そ
の
反
省
︑
対
策
を
常
不
軽
に
選
び
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
常
不
軽
を
め
ぐ
る
そ
の

信
仰
の
在
り
方
の
積
極
性
が
評
価
さ
れ
て
い
る
﹂
と
指
摘
す
る
︒
原
岡
論
文
に
対
し
て
︑
佐
藤
勢
紀
子
﹇
二
〇
〇
八
﹈
は
常
不
軽
が
在
家

菩
薩
に
ふ
さ
わ
し
い
行
と
し
て
あ
る
こ
と
に
注
目
し
︑
阿
闍
梨
か
ら
八
の
宮
へ
手
向
け
ら
れ
た
行
で
あ
る
と
指
摘
す
る
︒

︵
8
︶　
僧
都
の
手
紙
が
還
俗
を
勧
奨
し
て
い
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
多
様
な
見
解
が
あ
る
が
︑
極
め
て
妥
当
な
見
解
と
し
て
今
井
久
代
﹇
二

〇
〇
二
﹈
の
指
摘
が
あ
る
︒
今
井
論
文
は
﹁
薫
と
の
縁
に
従
う
こ
と
で
還
俗
な
ど
と
い
っ
た
御
仏
の
救
い
を
頼
み
得
ぬ
事
態
に
至
る
の
も

覚
悟
し
つ
つ
︑
薫
の
も
と
へ
戻
り
無
量
の
仏
の
救
い
を
﹁
な
ほ
頼
ま
せ
た
ま
へ
﹂
と
語
っ
た
手
紙
﹂
と
指
摘
す
る
︒

︵
9
︶　
鷲
山
茂
雄
﹇
二
〇
〇
六
﹈
は
浮
舟
が
小
野
の
人
々
と
い
う
周
囲
を
映
し
出
す
鏡
と
指
摘
し
て
お
り
首
肯
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
は
﹁
内
部
と

外
部
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
︑
周
囲
も
浮
舟
の
内
面
を
映
し
出
す
鏡
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

※
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
本
文
は
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹄︵
新
潮
社
︶
に
よ
り
︑
巻
名
︑
冊
数
︑
頁
数
を
付
し
た
︒
適
宜
︑
表
記
を
改
め
︑
傍
線

等
を
付
し
た
箇
所
が
あ
る
︒
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﹁
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﹂
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追
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う
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︵
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︱
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︱
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史
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﹂　﹃
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史
文
化
社
会
論
講
座
紀
要
﹄
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︑
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﹂　﹃
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文
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史
　
第
3
巻
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一
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一
二
世
紀
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文
学
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岩

波
書
店

鷲
山
茂
雄
﹇
二
〇
〇
六
﹈　﹁
横
川
僧
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小
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人
々
︱
宇
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十
帖
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論
拾
遺
︱
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源
氏
物
語
の
語
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と
主
題
﹄
第
四
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第
六
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武
蔵

野
書
院
　
↑
初
出
一
九
九
二
年
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“ In The Tale of G

enji, The A
jari of U

ji and The Yogaw
a M

onk  

︱The G
enerative D

ynam
ics of “ Inside and O

utside”  through the M
ediating Function of the M

onks

︱”

M
A

SU
D

A
, Takashi

　The subjects of this study are the A
jari of U

ji and the Yogaw
a m

onk in the Ten U
ji C

hapters of The Tale of G
enji. In 

particular, the m
ediating function of the tw

o m
onks in the tale w

ill be exam
ined. In considering the m

ediating function, it 
is im

portant to consider the perspective of “ inside and outside” .

　The A
jari of U

ji fulfills the function of bringing U
ji and K

aoru together. It is im
portant to note that U

ji is “ outside as 
inside”  for K

aoru. K
aoru is unable to establish a deep rom

antic relationship w
ith the fem

ale the First Prcisess in K
yoto, 

and he turns his desires tow
ard the great lord of U

ji as a m
eans of escaping to U

ji. It is the A
jari of U

ji w
ho perform

s the 
m

ediating function that brings the internal problem
s to light. This cascades into the issue of the father for the O

igim
i and 

the O
igim

i for the N
akanokim

i.

　A
fter the death of the lord, A

jari advises K
aoru to quell his attachm

ent to the lord, but K
aoru’ s attachm

ent shifts to 
U

kifune. H
ow

ever, U
kifune also disappears, and the funeral is held w

ithout even her body. This could have calm
ed dow

n 
K

aoru’ s obsession, but the appearance of the Yokogaw
a m

onk brought inform
ation of U

kifune’ s survival to the capital. 
K

aoru’ s desire for U
kifune is rekindled w

hen he learns this inform
ation. The A

jari of U
ji and the Yokogaw

a m
onk are the 

driving force that consistently propels the story forw
ard w

hile fulfilling an interm
ediary function at the beginning and end 

of “ Ten U
ji C

hapters” .
︵
日
本
語
日
本
文
学
専
攻
　
博
士
後
期
課
程
三
年
︶




