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頼よ
り
の
ぶ信

の
葬
儀
を
終
え
た
景か

げ
ひ
ろ弘

は
、
さ
っ
そ
く
神
社
造
営
の
具
体
計
画
に
と
り
か
か
っ
た
。

清
盛
の
内
諾
を
得
て
い
る
も
の
の
、
詳
細
を
示
し
朝
廷
の
認
可
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
申
請
書
を
『
解げ

』
と
い
う
。

頼
信
の
遺
志
を
継
い
だ
景
弘
は
、
心
血
を
注
い
で
神
社
造
営
の
図
面
作
成
の
指
揮
に
当
た
っ
た
。

景
弘
が
ま
ず
決
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
海
上
に
建
設
す
る
こ
と
に
よ
る
幾
つ
か
の
懸
念
を
払

ふ
っ
し
ょ
く

拭
す
る
こ
と
に
加

え
、
「
北ほ

く
し
ん辰

」
へ
の
思
い
か
ら
本
殿
は
弥み

せ

ん山
の
真
北
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
位
置
は
御
笠
湾
の
中
央
し
か
な
い
…
と

考
え
て
い
た
。
景
弘
は
、
都
の
陰
陽
師
の
占
い
か
ら
、
社
殿
の
向
き
は
出
世
運
、
財
運
を
示
す
西
北
の
方
向
と
決
め
て
い
た
。

海
上
に
浮
か
ぶ
神
殿
に
は
、
確
か
な
技
術
が
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
創
意
工
夫
は
、
古
社
の
創
建
か
ら
も
学
ぶ

こ
と
が
あ
る
と
、
景
弘
は
考
え
て
い
た
。

「
数
百
年
に
一
度
の
、
大
あ
ら
し
…
そ
れ
は
天
地
を
壊
滅
さ
せ
る
よ
う
な
恐
ろ
し
い
被
害
を
も
た
ら
し
た
」

そ
の
台
風
や
山
津
波
に
も
崩
れ
ぬ
奥
の
院
の
構
造
に
、
景
弘
は
注
目
し
て
い
た
。

「
古
社
の
創
建
に
携
わ
っ
た
土
木
や
建
築
の
匠

た
く
み

…
」

景
弘
は
、
そ
う
し
た
先
人
の
知
恵
に
深
い
尊
敬
の
念
を
抱
い
て
い
た
。

景
弘
は
ま
ず
、
土
地
の
古
老
や
漁
師
の
長お

さ

か
ら
知
識
を
得
る
こ
と
を
始
め
た
。

そ
の
中
で
景
弘
を
悩
ま
せ
た
の
が
、
満
潮
時
に
は
社
殿
が
海
に
浮
か
ん
だ
よ
う
に
見
せ
る
た
め
、
砂
地
が
見
え
な
い
よ
う

平
ら
に
し
て
、
床
の
高
さ
を
揃そ

ろ

え
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
御
笠
湾
に
は
御ご

り
ょ
う
が
わ

霊
川
と
滝た

き
が
わ川

と
い
う
二
本
の
川
が

土
砂
と
共
に
流
れ
込
ん
で
い
る
し
、
数
十
年
に
一
度
は
土
石
流
も
起
こ
る
。
永
く
砂
浜
を
平
に
保
つ
こ
と
が
、
叶か

な

わ
な
い
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。

景
弘
の
下
し
た
決
断
は
、
二
つ
の
川
を
直
接
湾
内
に
流
れ
込
ま
な
い
よ
う
、
湾
に
沿
っ
た
新
た
な
川
を
造
る
と
い
う
、
大
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土
木
工
事
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
台
風
の
際
、
社
殿
が
祢
山
か
ら
吹
き
下
る
強
風
の
通
り
道
を
避
け
る
工
夫
や
、
定
期
的
に
発
生
す
る
大
潮
の
際
、

床
板
が
水
に
つ
か
っ
て
も
、
社
殿
に
影
響
な
い
よ
う
に
す
る
な
ど
、
地
域
に
伝
わ
る
故こ

ち智
を
最
大
限
活
用
し
た
。

こ
う
し
て
、
水
上
神
殿
と
い
う
前
例
の
な
い
神
社
建
造
物
に
つ
い
て
、
景
弘
は
多
く
の
匠

た
く
み

た
ち
と
工
法
や
精
度
に
つ
い
て

練
り
上
げ
て
い
っ
た
。

ま
た
、
社
殿
建
設
に
使
う
材
木
や
桧ひ

わ

だ皮
の
佐
伯
山
を
は
じ
め
近
隣
の
山
か
ら
の
切
り
出
し
の
手
配
、
京
都
か
ら
呼
ぶ
大
勢

の
宮
大
工
な
ど
の
宿
舎
の
確
保
、
資
材
や
人
員
の
輸
送
用
船
の
準
備
、
食
料
を
十
分
調
達
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
畑
の

開
墾
な
ど
、
こ
こ
で
も
田た

ど
こ
ろ所

の
伊い

さ佐
や
速は

や
た
に谷

神
社
の
筑
祢
の
、
警け

ご
し
ゅ
う

固
衆
や
近
隣
の
長お

さ

た
ち
を
集
め
て
の
指
揮
ぶ
り
が
際
立
っ

た
。景

弘
は
都
に
上
り
、
父
頼
信
か
ら
聞
い
て
い
た
三
十
三
間
堂
の
建
設
に
関
わ
っ
た
宮
大
工
な
ど
の
紹
介
を
頼
ん
だ
。

清
盛
は
、
景
弘
を
呼
ん
で
、
と
り
あ
え
ず
と
革
袋
に
入
れ
た
砂
金
と
共
に
、
五
万
貫
の
宋
銭
を
下か

し賜
し
た
。
そ
れ
は
、

佐さ
さ
い
の
こ
お
り

西
郡
を
中
心
に
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
の
活
気
を
呈
し
た
。

景
弘
は
、
佐
伯
山
か
ら
伐き

り
出
し
た
木
材
を
太
綱
で
括く

く

り
、
大
勢
の
人
の
力
を
合
わ
せ
て
麓
へ
と
下
ろ
し
、
岸
で
待
ち
受

け
て
い
た
船
に
積
み
込
ん
で
厳
島
へ
と
運
ん
だ
と
、
土
地
の
伝
承
に
あ
る
。

井
ノ
口
明
神
と
い
う
祠

ほ
こ
ら

が
あ
る
。
こ
れ
が
、
景
弘
が
木
材
を
運
ば
せ
た
船
着
場
の
守
り
神
だ
と
い
わ
れ
る
。
小こ

ご

い

じ

ま

己
斐
嶋
と

記
述
が
あ
る
小
さ
な
岩
山
の
島
は
、
松
が
自
生
し
、
何
や
ら
一
幅
の
絵
を
見
る
よ
う
な
美
し
い
眺
め
で
あ
っ
た
。
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嚴
島
神
社
造
営
の
記
録
と
し
て
、
後
世
に
残
る
『
伊い

つ

き

し

ま

都
岐
島
社
神
主
佐
伯
景
弘
解げ

』
は
完
成
し
、
仁
安
三
年
（
一
一
六
八

年
）
十
一
月
、
朝
廷
に
提
出
さ
れ
た
。

嚴
島
神
社
の
造
営
工
事
が
始
ま
っ
た
の
は
、
翌
年
の
こ
と
で
あ
る
。
景
弘
は
四
十
才
。

平
家
納
経
か
ら
五
年
が
経た

っ
て
い
た
。

海
上
に
浮
か
ぶ
美
し
い
大
鳥
居
と
本
舞
台
。
両
翼
に
回
廊
を
巡
ら
せ
た
神
殿
の
壮
麗
さ
は
、
絵
図
面
を
描
か
せ
た
景
弘
自

身
で
さ
え
、
完
成
後
の
姿
を
想
像
し
た
だ
け
で
、
心
が
浮
き
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

建
設
が
進
む
に
つ
れ
、
見
物
に
来
る
参
拝
者
た
ち
の
群
れ
は
増
え
続
け
た
。

清
盛
が
出
家
し
た
の
は
、
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
年
）
の
二
月
の
頃
で
あ
っ
た
。

前
年
に
、
清
盛
は
太
政
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
、
自
身
こ
れ
以
上
な
い
高
位
へ
と
上
り
詰
め
て
い
た
。

し
か
し
、
原
因
不
明
の
熱
病
に
冒
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

熱
病
は
数
日
続
き
、
そ
の
間
、
清
盛
は
意
識
さ
え
朦も

う
ろ
う朧

と
し
て
過
ご
す
こ
と
が
あ
っ
た
。

春
に
は
、
後
白
河
上
皇
の
女
御
と
し
て
廷
に
上
っ
て
い
た
時
子
の
妹
で
あ
る
滋し

げ

こ子
が
、
妃

き
さ
き

と
し
て
建

け
ん
し
ゅ
ん
も
ん
い
ん

春
門
院
の
院
号
が
与

え
ら
れ
て
い
た
。

清
盛
の
正
妻
と
な
っ
た
時
子
が
嫁
い
で
き
た
の
は
二
十
才
前
。
そ
の
時
、
既
に
重し

げ
も
り盛

と
基も

と
も
り盛

の
二
人
は
先
妻
の
高

た
か
し
な
の
も
と
あ
き
ら

階
基
章

の
娘
の
間
に
生
ま
れ
て
い
た
。

時
子
が
生
ん
だ
最
初
の
子
は
宗む

ね
も
り盛

。
続
い
て
知と

も
も
り盛

・
重し

げ
ひ
ら衡

に
加
え
て
娘
の
徳と

く

こ子
を
産
ん
だ
。

時
子
も
出
家
し
、
二
位
ノ
尼
と
呼
ば
れ
た
。
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承
安
元
年
（
一
一
七
一
年
）
暮
に
、
清
盛
の
娘
徳
子
は
後
白
河
法
皇
の
猶ゆ

う

し子
と
し
て
入じ

ゅ
だ
い内

し
、
高
倉
天
皇
の
女
御
と
な
っ

て
い
た
。

清
盛
は
、
六
波
羅
の
屋
敷
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら
西
八
条
に
建
て
た
別
邸
で
過
ご
し
て
い
た
。

西
八
条
の
館
は
、
奈
良
時
代
の
熊
野
神
社
に
繋つ

な

が
る
若
一
王
子
を
祀ま

つ

る
社
が
あ
り
、
後
に
屋
敷
の
鎮
守
と
し
て
祀ま

つ

ら
れ
た
。

伊
勢
平
氏
は
元
々
が
海
の
武
人
。
喫
水
の
深
い
大
船
の
寄
港
が
難
し
い
住
吉
の
湊

み
な
と

に
代
え
て
大お

お

わ

だ

輪
田
の
泊

と
ま
り

へ
の
宋
船
の
寄
港

を
考
え
て
い
た
清
盛
に
と
っ
て
は
、
そ
の
往
来
に
も
都
合
よ
く
、
こ
の
西
八
条
の
館
は
公く

げ家
た
ち
か
ら
要
ら
ざ
る
干
渉
も
少

な
く
、
居
心
地
の
い
い
屋
敷
で
あ
っ
た
。

翌
年
の
春
、
清
盛
は
、
後
白
河
院
を
福
原
の
館
に
招
い
た
。
福
原
は
、
大
輪
田
の
湊

み
な
と

を
目
の
前
に
し
た
瀬
戸
の
内
海
を
見

下
ろ
す
漁
村
で
あ
っ
た
が
、
清
盛
は
、
早
く
か
ら
こ
こ
に
新
し
い
自
分
の
本
拠
地
の
建
設
を
望
ん
で
き
て
い
た
。

こ
の
頃
の
清
盛
の
気
分
は
、
海
の
向
こ
う
へ
の
逸は

や

る
気
持
ち
を
抑
え
か
ね
て
い
た
。
清
盛
に
、
平
家
一
門
の
守
護
神
で
あ

る
社
殿
造
営
を
決
め
さ
せ
た
理
由
に
は
、
清
盛
自
身
の
心
の
裡う

ち

の
、
抑
え
よ
う
の
な
い
高
揚
感
が
あ
っ
た
。

清
盛
は
、
高
熱
に
魘う

な

さ
れ
る
と
床
に
臥ふ

せ
て
昏こ

ん
こ
ん々

と
眠
り
続
け
、
熱
が
下
が
る
と
別
人
の
よ
う
に
な
っ
た
。

熱
が
治
ま
っ
た
清
盛
は
、
床
に
臥ふ

せ
っ
て
い
た
時
間
を
惜
し
む
か
の
よ
う
に
福
原
の
館
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
指
図
を

し
て
過
ご
し
た
。

「
福
原
の
別
邸
…
」

福
原
の
建
設
と
嚴
島
神
社
の
造
営
は
、
清
盛
の
心
中
で
し
っ
か
り
繋つ

な

が
っ
て
い
る
こ
と
を
、
景
弘
は
知
っ
て
い
た
。
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承
安
四
年
（
一
一
七
四
年
）
の
春
。

造
営
成
っ
た
嚴
島
神
社
へ
、
後
白
河
法
皇
は
建け

ん
し
ゅ
ん
も
ん
い
ん
し
げ
こ

春
門
院
滋
子
を
伴
い
、
三
月
の
十
六
日
に
京
都
を
出
発
。
福
原
を
経
由
し
、

大
船
を
仕
立
て
て
二
十
六
日
に
厳
島
に
到
着
し
た
…
と
、
『
梁

り
ょ
う
じ
ん
ひ
し
ょ
う

塵
秘
抄
口く

で
ん
し
ゅ
う

伝
集
』
に
は
、
書
か
れ
て
い
る
。

大
船
は
、
清
盛
が
用
意
し
た
宋
船
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
代
に
天
皇
家
や
院
が
后
妃
を
連
れ
て
海
路
を
遥は

る
ば
る々

旅
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
初
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

大
船
に
は
、
自
ら
迎
え
た
景
弘
が
付
き
添
い
、
多
く
の
警
護
の
軍
勢
を
従
え
た
物
々
し
い
船
団
で
、
そ
れ
は
清
盛
の
威
光

を
示
す
最
大
級
の
催
し
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
時
の
最
高
権
力
者
を
迎
え
る
清
盛
に
と
っ
て
も
、
生
涯
で
最
高
の
見
せ
場
に

な
っ
た
。

御
座
舟
に
は
後
白
河
法
皇
と
建
春
門
院
が
乗
船
し
、
景
弘
は
恭

う
や
う
やし

く
傍そ

ば

に
傅

か
し
ず

い
て
い
た
。

御
座
舟
と
曳ひ

き
舟
の
絢け

ん
ら
ん爛

な
海
上
絵
巻
は
、
鉦か

ね

太
鼓
の
音
に
厳
か
に
進
み
、
漕こ

ぎ
舟
の
櫓ろ

か

い櫂
は
、
勇
壮
な
掛
け
声
と
共
に

波な
み
し
ぶ
き

飛
沫
を
あ
げ
た
。

「
海
に
浮
か
ぶ
壮
麗
な
朱
の
大
鳥
居
と
神
殿
…
」

こ
の
景
観
は
、
院
の
一
行
や
公く

ぎ
ょ
う卿

た
ち
の
間
で
、
最
も
豪ご

う
し
ゃ奢

な
も
の
と
称
え
ら
れ
た
。

こ
の
時
も
、
内な

い

し侍
が
船
団
に
同
行
し
、
嚴
島
神
社
で
も
、
景
弘
は
芙ふ

よ

う蓉
が
手
塩
に
か
け
た
内
侍
を
揃そ

ろ

え
て
い
た
。

そ
の
中
の
一
人
、
伊
予
の
滾に

ぎ
た
つ燵

の
社
の
娘
だ
っ
た
と
い
う
巫み

こ女
は
、
黒
目
勝
ち
の
大
き
な
瞳
と
碧

み
ど
り

な
す
黒
髪
に
、
い
つ
も

好
ん
で
身
に
つ
け
る
墨
染
め
の
衣
か
ら
、
「
黒く

ろ
な
い
し

内
侍
」
と
呼
ば
れ
た
。

爾じ

ら

い来
、
嚴
島
神
社
で
は
内
侍
と
呼
ば
れ
た
巫み

こ女
が
常
に
数
十
人
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
そ
れ
は
江
戸
時
代
ま
で
続

い
た
と
い
う
。
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景
弘
は
、
田
所
の
伊
佐
を
は
じ
め
、
速
谷
神
社
の
筑つ

く

ね祢
に
力
を
尽
く
さ
せ
、
近
隣
の
佐
伯
一
族
の
郎
党
だ
け
で
な
く
、
佐

西
郡
の
豪
族
た
ち
に
も
合
力
さ
せ
、
家
屋
敷
を
提
供
さ
せ
、
あ
る
い
は
接
待
の
た
め
の
男
女
を
召
し
出
し
て
い
た
。

「
こ
の
我
ら
が
土
地
の
総
結
集
力
…
を
、
お
見
せ
す
る
」

田
所
の
伊
佐
も
、
そ
う
嘯

う
そ
ぶ

い
て
い
た
。

宿
坊
や
宴
席
の
た
め
の
新
築
・
改
築
、
あ
る
い
は
家
具
調
度
を
揃そ

ろ

え
る
だ
け
で
も
、
膨
大
な
費
用
が
掛
っ
た
。

景
弘
は
、
近
隣
の
「
海
の
幸
・
山
の
幸
」
を
集
め
、
料
理
人
を
京
の
都
か
ら
招
き
、
地
元
で
も
、
総
動
員
さ
せ
た
。

景
弘
は
、
大お

お

の野
の
赤あ

か
ひ
と人

に
命
じ
て
、

「
こ
の
佐
伯
の
辺
り
、
手
を
尽
く
し
て
四
里
四
方
の
産
物
を
集
め
よ
…
」

と
、
改
め
て
膳
ノ
司
の
役
目
を
与
え
た
。

景
弘
は
、
こ
の
機
に
、
思
い
切
っ
た
人
の
登
用
を
図
っ
た
。

「
己
が
役
に
立
つ
と
い
う
思
い
こ
そ
、
束
ね
に
力
を
示
す
も
の
…
」

景
弘
は
、
小こ

さ
ぎ
ま
る

鷺
丸
に
、
そ
う
語
っ
た
。

海
か
ら
遠
く
離
れ
た
京
の
都
に
あ
っ
て
は
、
貴
族
と
い
え
ど
も
、
殆

ほ
と
ん

ど
新
鮮
な
魚
介
に
あ
り
つ
け
る
こ
と
は
叶か

な

わ
な
か
っ

た
。

「
懐
か
ら
物
を
取
り
出
す
よ
う
に
、
魚
が
獲と

れ
申
す
…
」

安
芸
の
海
山
の
幸
に
、
客
は
、
一
様
に
「
喝
采
」
の
言
葉
を
送
っ
た
。

こ
の
贅ぜ

い

を
凝
ら
し
た
新
鮮
な
食
材
の
膳
は
、
こ
の
安
芸
地
方
に
定
着
し
、
こ
の
地
に
住
む
庶
民
の
間
で
も
、
「
四
里
四
方
」

と
い
う
言
葉
と
共
に
、
後
の
世
ま
で
豊
か
な
調
理
や
献
立
の
文
化
と
し
て
継
が
れ
た
。　
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安
元
二
年
（
一
一
七
六
年
）
十
月
。

平
家
一
門
に
よ
る
「
千
僧
供
養
」
の
法
要
が
、
嚴
島
神
社
で
盛
大
に
行
わ
れ
た
。

こ
の
壮
大
さ
は
、
前
代
未
聞
だ
と
称た

た

え
ら
れ
た
。

清
盛
と
正
室
時
子
、
重
盛
は
じ
め
一
族
が
揃そ

ろ

っ
て
厳
島
へ
や
っ
て
き
た
。

大
鳥
居
と
共
に
鮮
や
か
な
朱
塗
り
を
見
せ
る
神
殿
の
舞
殿
と
回
廊
に
、
一
族
の
者
に
加
え
て
千
人
を
超
す
僧
ら
が
並
び
、

そ
の
壮
麗
な
法
要
の
儀
式
は
、
遠
く
離
れ
た
対
岸
の
浦う

ら
ざ
と里

か
ら
も
、
そ
の
煌き

ら

び
や
か
な
様
子
は
窺

う
か
が

い
知
れ
た
。

夜
に
な
っ
て
か
ら
の
大
鳥
居
の
外
ま
で
灯と

も

し
た
「
万ま

ん
ど
う
ろ
う

灯
籠
」
の
明
か
り
は
、
対
岸
の
地
御
前
の
社
や
景
弘
の
屋
敷
や
近
隣

の
家
々
に
ま
で
届
き
、
ま
る
で
不
夜
城
の
観
を
呈
し
て
い
た
。

景
弘
は
、
筑
祢
に
図
り
、
宮
中
で
も
滅
多
に
使
わ
ぬ
雪
洞
・
行あ

ん
ど
ん灯

を
館
の
隅
々
に
置
き
、
大
き
な
蝋ろ

う
そ
く燭

の
灯
を
絶
や
さ
な

か
っ
た
。
夜
会
に
は
、
座
敷
に
明
か
り
を
点と

も

す
長

ち
ょ
う
け
い

檠
・
短た

ん
け
い檠

を
贅ぜ

い
た
く沢

に
置
き
、
随
行
し
て
き
た
女
房
た
ち
も
夜
の
暗
さ
を
忘

れ
た
。

松た
い
ま
つ明

を
掲
げ
た
平
家
一
門
の
侍
た
ち
や
、
景
弘
の
配
下
の
地
侍
た
ち
も
、
一
里
に
亘わ

た

っ
て
浜
み
ち
に
居
並
び
、
警
護
の
た

め
の
船
上
か
ら
の
篝か

が
り
び火

の
明
か
り
も
絶
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

千
僧
供
養
の
前
夜
、
厳
島
で
行
わ
れ
た
万
灯
会
は
、
社
殿
の
東
西
か
ら
大
鳥
居
を
挟
む
形
で
柵
を
巡
ら
し
、
三
尺
の
間
隔

で
上
下
に
高
々
と
松た

い
ま
つ明

を
点と

も

ら
せ
た
。
そ
の
一
大
光
明
の
模
様
は
、

「
海
底
、
ひ
と
え
に
火
を
敷
く
が
如ご

と

し
」
と
、
『
伊い

つ

き

し

ま

せ

ん

そ

う

く

よ

う

に

っ

き

都
岐
島
千
僧
供
養
日
記
』
に
も
あ
る
。

折
か
ら
、
厳
島
の
弥
山
の
峰
々
や
麓
に
は
、
紅
葉
の
錦
で
飾
ら
れ
、
谷
を
下
る
清
水
に
流
れ
る
鮮
や
か
な
落
葉
の
風
情
も
、
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京
丹
後
の
そ
れ
と
は
一
味
異
な
り
、
都
人
を
堪
能
さ
せ
て
い
た
。

こ
の
「
千
僧
法
要
」
に
お
け
る
景
弘
の
接
待
は
、
僧
や
平
家
侍
た
ち
を
も
て
な
し
た
内
侍
だ
け
で
な
く
、
宿
坊
や
宴
席
の

豪ご
う
し
ゃ奢

な
こ
と
と
い
っ
た
ら
、
こ
の
世
の
も
の
と
思
え
ぬ
豪
華
さ
を
誇
っ
た
。

清
盛
一
行
の
滞
在
は
、
二
十
日
間
に
及
ん
だ
が
、
景
弘
の
も
て
な
し
は
、
住
吉
の
湊

み
な
と

で
船
を
仕
立
て
た
時
か
ら
、
始
ま
っ

て
い
た
。

片
道
七
日
間
を
費
や
し
た
船
旅
の
道
中
も
、
景
弘
は
万
全
な
警
護
に
目
を
光
ら
せ
た
だ
け
で
な
く
、
船
上
の
一
行
を
飽
か

さ
ず
愉た

の

し
ま
せ
た
。

船
旅
の
無ぶ

り
ょ
う聊

を
慰
め
る
役
を
受
け
持
っ
た
の
は
、
内
侍
た
ち
で
あ
る
。

い
つ
か
の
宇
治
の
平
等
院
で
、
景
弘
が
目
に
し
た
阿
弥
陀
堂
内
の
長な

げ

し押
の
上
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
「
空
中
供
養
菩
薩
」

が
楽
器
を
奏
で
る
天
女
さ
な
が
ら
の
巫み

こ女
た
ち
。
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
歌
舞
音
曲
の
舞
台
に
平
家
一
門
悉

こ
と
ご
とく

酔
い
痴し

れ

て
い
た
。

千
僧
供
養
は
大
潮
の
三
日
間
が
選
ば
れ
て
行
わ
れ
た
。

満
月
の
夜
、
海
面
は
社
殿
の
床
下
ま
で
達
し
、
ま
さ
に
海
上
社
殿
の
観
を
呈
し
た
。
こ
の
厳
島
の
浜
辺
は
、
自
然
が
見
せ

る
最
も
壮
大
な
海
の
嘉か

て

ん典
を
繰
り
展ひ

ろ

げ
て
い
た
。

清
盛
は
、
潮
の
満
ち
干
き
で
次
第
に
穏
や
か
に
な
っ
て
い
く
厳
島
の
瀬
戸
の
風
景
に
、
深
い
感
動
を
覚
え
て
い
た
。

清
盛
の
法
名
「
浄
海
」
は
、こ
の
目
の
前
の
瀬
戸
の
よ
う
に
鎮
ま
っ
て
く
る
海
に
心
の
平
安
を
準

な
ぞ
ら

え
た
も
の
に
違
い
な
か
っ

た
。嚴

島
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
舞
楽
は
大
陸
よ
り
渡
っ
て
き
た
朝
廷
の
祭さ

い

し祀
の
楽
舞
で
あ
り
、
大
社
大
寺
で
盛
ん
に
舞
わ
れ
、
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古
式
の
ま
ま
の
姿
で
後
の
世
ま
で
長
く
嚴
島
神
社
に
遺の

こ

さ
れ
た
。

こ
の
舞
楽
こ
そ
、
清
盛
の
土
産
で
あ
っ
た
。

ど
こ
か
異
国
の
香
り
が
す
る
こ
の
舞
楽
に
、
清
盛
は
華
や
か
な
文
明
の
光
を
感
じ
て
い
た
。

当
時
、
宮
中
で
し
か
目
に
で
き
ぬ
も
の
を
、
清
盛
は
、
こ
の
海
の
守
護
神
で
あ
る
嚴
島
神
社
に
も
雅
楽
と
し
て
定
着
さ
せ

て
い
た
。

一
方
で
、
景
弘
は
、
肩
の
凝
ら
ぬ
愉た

の

し
い
伎ぎ

が

く楽
の
舞
を
巫み

こ女
た
ち
に
舞
わ
せ
た
。

景
弘
は
、
内
侍
に
い
い
つ
け
、
美
し
い
打う

ち

ぎ衣
姿
や
白し

ら
び
ょ
う
し

拍
子
姿
で
舞
わ
せ
、
舞
台
だ
け
で
な
く
宴
席
の
平
家
一
門
に
も
傅

か
し
ず

か

せ
た
。

高
倉
天
皇
と
清
盛
の
娘
徳
子
が
厳
島
へ
訪
れ
た
こ
と
は
、
清
盛
に
と
っ
て
も
景
弘
に
と
っ
て
も
、
生
涯
の
最
も
晴
れ
舞
台

と
な
っ
た
。

治
承
四
年
（
一
一
八
〇
年
）
九
月
。

景
弘
は
、こ
の
時
の
功
に
よ
り
従
五
位
を
授
か
り
、　

安
芸
一
国
だ
け
で
な
く
、
瀬
戸
内
の
西
播
磨
か
ら
淡
路
、
讃
岐
、
備
前
、

そ
し
て
安
芸
灘
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
伊
予
灘
に
至
る
広
い
海
域
に
も
、
力
が
及
ん
で
い
た
。

「
父
が
、
い
つ
か
訓
じ
て
く
れ
た
、
歩
み
の
か
ぎ
り
…
と
い
う
こ
と
」

父
が
い
う
歩
み
の
限
り
と
は
、
行
動
範
囲
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
増
え
れ
ば
、
自
ず
と
責
任
も
重
く
な
る
…
と
い
う

こ
と
を
、
景
弘
は
肝
に
銘
じ
て
い
た
。

安
芸
守
と
し
て
の
景
弘
は
、
国
守
と
し
て
善
政
を
布し

い
た
。
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「
手
を
組
む
こ
と
で
大
き
な
利
を
得
る
…
」

と
い
う
景
弘
の
施
策
は
、
大
き
な
包
容
力
を
持
っ
て
国
の
郡
・
郷
に
豊
か
な
実
り
を
も
た
ら
し
て
い
た
。

「
父
頼
信
の
い
う
、
命
の
温ぬ

く

も
り
の
あ
る
内
海
…
そ
れ
は
、
人
々
の
暮
ら
し
の
温ぬ

く

も
り
…
」

景
弘
は
、
造
営
成
っ
た
嚴
島
神
社
の
壮
麗
な
佇

た
た
ず

ま
い
が
、
未み

ら
い
え
い
ご
う

来
永
劫
、
こ
の
国
の
人
々
の
繁
栄
を
も
た
ら
し
、
安
ら
か
な

日
々
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
っ
て
欲
し
い
も
の
と
願
っ
た
。

平
家
に
あ
ら
ざ
れ
ば
人
に
非あ

ら

ず
…
そ
ん
な
比
喩
を
口
に
し
た
者
が
い
た
ほ
ど
の
栄
華
で
あ
っ
た
が
、
安
元
二
年
（
一
一
七
六

年
）
の
建
春
門
院
滋
子
の
死
去
は
、
平
家
の
最
初
の
暗
い
翳か

げ

り
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
追
い
討
ち
を
か
け
た
の
が
、
三
年
後
の

清
盛
の
長
男
重
盛
の
死
で
あ
っ
た
。

福
原
に
お
い
て
宋
と
の
交
易
に
専
念
し
て
い
た
清
盛
の
、
後
白
河
院
と
の
対
立
も
そ
の
翳か

げ

り
の
一
つ
で
あ
っ
た
か
も
知
れ

な
か
っ
た
。

養
和
元
年
（
一
一
八
一
年
）
清
盛
の
死
後
、
あ
れ
ほ
ど
強

き
ょ
う
じ
ん

靭
な
組
織
と
互
い
の
助
け
合
い
を
誇
っ
た
瀬
戸
内
の
警
固
衆
の

結
束
が
、
い
つ
か
時
を
経
る
に
従
い
、
緩
ん
で
き
て
い
た
。

そ
れ
は
、
公く

げ家
化
し
て
い
っ
た
平
家
一
門
の
多
く
が
都
か
ら
出
て
行
く
こ
と
を
せ
ず
、
絆

き
ず
な

が
失
わ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
起

因
し
て
い
た
。

後
白
河
院
の
子
、
以も

ち
ひ
と
お
う

仁
王
の
決
起
は
、
源
氏
の
復
権
へ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
た
。

木
曾
義
仲
の
都
へ
の
進
撃
は
、
傍
若
無
人
な
乱
暴
ぶ
り
で
都
人
の
眉
を
顰ひ

そ

め
さ
せ
た
が
、
平
家
の
侍
は
、
も
う
以
前
の
よ

う
な
武
人
の
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。
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か
つ
て
清
盛
が
助
命
し
た
源
頼
朝
や
源
義
経
の
軍
勢
に
敗
れ
た
平
家
は
、
讃
岐
の
屋
島
へ
と
退
き
、
つ
い
に
壇
ノ
浦
で
海

の
藻も

く

ず屑
と
消
え
た
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
時
代
の
移
り
変
わ
り
に
、
景
弘
は
、
自
分
の
国
を
守
る
こ
と
に
全
精
力
を
か
け
た
。

「
我
ら
が
仕
え
た
る
主
君
は
清
盛
ど
の
。
平
家
に
は
非あ

ら

ず
…
」

と
い
う
思
い
が
、
景
弘
に
は
あ
っ
た
。

佐
西
郡
の
実
り
は
、
清
盛
の
繁
栄
を
支
え
て
き
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
成
果
の
一
つ
が
嚴
島
神
社
造
営
で
あ
っ
た
。

「
小
さ
な
魚
は
、
群
れ
て
集
団
と
な
り
、
強
い
敵
に
立
ち
向
か
う
」

景
弘
は
、
子
ど
も
の
頃
、
大
野
の
赤
人
か
ら
諭
さ
れ
た
教
え
を
、
ず
っ
と
心
に
留
め
て
い
た
。

「
弱
い
も
の
を
苛

さ
い
な

ん
で
は
な
ら
ぬ
」

と
、
母
は
常
日
頃
戒
め
て
い
た
。

こ
の
訓お

し

え
も
、
生
涯
景
弘
の
安
芸
守
と
し
て
の
政
務
に
生
か
さ
れ
て
い
た
。

「
都
に
異
変
が
あ
っ
て
も
、
我
が
領
地
は
安
泰
で
あ
ら
ね
ば
な
る
ま
い
…
」

こ
の
景
弘
の
時
代
を
超
え
た
壮そ

う

と図
に
は
、
未み

ら
い
え
い
ご
う

来
永
劫
安
芸
国
に
は
嚴
島
神
社
と
い
う
「
類

た
ぐ
い
ま
れ

稀
な
美
し
い
守
り
神
」
が
存
在

す
る
と
い
う
強
い
自
負
が
裏
打
ち
さ
れ
て
あ
っ
た
。

清
盛
と
嚴
島
神
社
の
盛
名
の
陰
に
隠
れ
て
、
佐
伯
景
弘
の
名
は
地
元
で
も
知
ら
れ
て
い
な
い
。

年
間
三
百
万
人
以
上
の
観
光
客
が
や
っ
て
く
る
と
い
う
宮
島
。
そ
れ
を
支
え
る
嚴
島
神
社
の
造
営
に
心
血
を
注
い
だ
景
弘

こ
そ
地
元
の
英
雄
で
あ
る
。
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西さ
い
ぎ
ょ
う

行
法
師
は
、
晩
年
に
頼
朝
に
召
さ
れ
、
和
歌
の
道
に
つ
い
て
講
を
求
め
ら
れ
た
。

そ
の
時
、
頼
朝
は
、
か
つ
て
都
一
と
言
わ
れ
え
た
佐
藤
義の

り
き
よ清

の
武
士
と
し
て
の
盛
名
に
も
触
れ
、
刀
術
者
の
話
に
も
及
ん

だ
。
あ
る
い
は
西
行
は
佐
伯
景
弘
と
の
因
縁
に
つ
い
て
も
語
っ
た
か
も
知
れ
ず
、
後
の
佐
伯
家
へ
の
処
遇
に
も
好
影
響
が
あ
っ

た
こ
と
は
推
察
で
き
た
。

九
百
年
が
過
ぎ
、
今
も
広
島
県
下
に
は
、
九
十
を
越
す
嚴
島
神
社
が
あ
る
。

鎌
倉
幕
府
の
成
立
で
源
氏
に
よ
る
武
家
政
治
が
始
ま
る
が
、
佐
伯
景
弘
は
、
頼
朝
を
中
心
と
し
た
政
権
と
巧
妙
に
立
ち
回

り
、
平
家
と
関
係
深
い
嚴
島
神
社
を
少
し
も
損
な
う
こ
と
な
く
未
来
に
伝
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

愛
媛
、
香
川
県
な
ど
に
景
弘
の
面
影
を
偲し

の

ぶ
山
車
の
幕
絵
が
残
っ
て
い
る
。
豪ご

う
ほ
う
ら
い
ら
く

放
磊
落
な
武
者
絵
は
、
か
つ
て
こ
の
辺
り

に
君
臨
し
た
景
弘
の
足
跡
を
僅
か
に
残
し
て
い
る
。

嚴
島
神
社
と
宮
島
の
自
然
林
。

こ
う
し
て
現
在
目
の
前
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
の
す
ば
ら
し
き
遺
産
を
、
世
の
た
め
に
活
用
す
る
こ
と
こ
そ
、
私
た
ち

に
と
っ
て
も
、
こ
れ
を
遺の

こ

し
て
く
れ
た
人
た
ち
へ
の
恩
返
し
と
い
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。


