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綜
藝
種
智
院
の
式

序
を

并
せ

た
り

し
ゆ
げ
い
し
ゆ
ち
ゐ
ん

し
き

じ
よ

あ
は

先
の
中
納
言
藤
原
朝
臣
三
守
卿
は
、
左
京
九
条
に
邸
宅
を
持
っ
て
い
て
、
土
地
は
二
町
あ
ま
り
、
家

あ
そ
ん
た
だ
も
り

屋
は
五
間
で
あ
る
。
東
隣
は
施
薬
慈
院
で
あ
り
、
西
は
真
言
宗
の
東
寺
に
近
い
。
南
は
葬
斂
の
地
に
近

せ
や
く
じ
い
ん

く
、
北
に
は
官
庫
が
立
っ
て
い
る
。
泉
は
南
と
北
に
こ
ん
こ
ん
と
湧
い
て
お
り
、
鏡
の
よ
う
に
清
ら
か
で

あ
る
。
小
川
は
東
と
西
を
さ
ら
さ
と
流
れ
て
お
り
、
溢
れ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。
風
が
松
や
竹
を
わ
た
れ
ば
、

あ
た
か
も
琴
箏
を
奏
で
る
が
ご
と
く
、
紅
梅
や
青
柳
は
雨
に
あ
ら
わ
れ
、
ま
さ
に
錦
繍
の
ご
と
く
に
美

こ
と

か
な

に
し
き

う
る
わ

し
い
。
春
に
は
鶯
が
囀
り
、
秋
に
は
鴻
雁
が
飛
ん
で
ゆ
く
。
猛
暑
の
候
も
こ
こ
は
別
天
地
で
、
清
涼

う
ぐ
い
す

さ
え
ず

か
り

と
き

さ
わ
や
か

さ
を
求
め
れ
ば
こ
こ
で
憩
む
。
西
方
に
は
、
四
神
相
応
の
白
虎
た
る
大
き
な
道
が
あ
り
、
南
方
に
は
朱
雀

や
す

び
や
つ
こ

す
ざ
く

に
あ
た
る
小
さ
な
沢
が
あ
る
。
僧
俗
の
者
が
散
策
す
る
な
ら
、
こ
と
さ
ら
に
遠
方
の
山
や
林
に
お
も
む
く

必
要
は
な
い
。
朝
夕
は
絶
え
間
な
く
車
馬
が
行
き
交
っ
て
い
る
。

貧
道
空
海
は
、
か
ね
て
よ
り
人
び
と
を
済
け
た
い
と
の
思
い
が
あ
り
、
ひ
そ
か
に
儒
・
道
・
仏
の
三
教

そ
れ
が
し

た
す

さ
ん
ご
う

を
学
ぶ
学
校
の
設
立
を
願
っ
て
い
た
。
ひ
と
た
び
こ
の
こ
と
を
発
表
す
る
と
、
三
守
卿
は
た
だ
ち
に
千

た
だ
も
り

金
に
も
値
す
る
お
屋
敷
を
提
供
さ
れ
た
。
売
買
の
契
約
、
金
銭
な
ど
は
全
く
度
外
視
し
、
た
だ
自
ら
の
未

来
の
菩
提
成
就
の
た
め
に
と
寄
贈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
昔
、
給
孤
独
が
黄
金
を
敷
き
な
ら
べ
て
買
い

ぼ
だ
い
じ
よ
う
じ
ゆ

き
つ
こ
ど
く

求
め
た
土
地
を
釈
尊
に
献
じ
た
と
い
う
、
仏
伝
の
よ
う
な
労
苦
を
い
た
す
こ
と
な
く
、
勝
軍
王
の
林
泉

し
よ
う
ぐ
ん
お
う

り
ん
せ
ん

に
も
匹
敵
す
る
吉
祥
の
地
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
私
の
本
願
は
た
ち
ま
ち
に
遂

げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
学
校
は
「
綜
藝
種
智
院
」
と
名
付
け
る
こ
と
に
し
た
。
試
み
に
学
則
（
式
）

を
つ
く
り
記
し
て
お
く
。

そ
も
そ
も
、
古
来
よ
り
の
九
流
・
六
芸
な
ど
の
学
問
は
、
世
間
を
善
く
す
る
た
め
の
舟
や
橋
の
よ

い
に
し
え

き
ゆ
う
り
ゆ
う

り
く
げ
い

う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
十
藏
・
五
明
と
い
っ
た
の
仏
の
教
え
や
学
問
は
、
人
び
と
の
た
め
の
ま
こ

じ
ゆ
う
ぞ
う

ご
み
よ
う

と
の
宝
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
過
去
・
現
在
・
未
来
に
お
わ
し
ま
す
如
来
が
た
も
、
い
ろ
い
ろ
な
学
問
を

学
ん
で
大
い
な
る
覚
り
を
成
就
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
菩
薩
、
賢
聖
の
方
が
た
も
、
こ
れ
ら
の
教
え
を
す
べ

ぼ
さ
つ

け
ん
じ
よ
う

て
習
得
し
て
全
き
智
慧
を
證
ら
れ
る
で
あ
る
。
一
つ
の
味
つ
け
だ
け
で
美
味
し
い
料
理
が
で
き
た
り
、
た

さ
と

だ
一
種
の
音
階
の
み
で
す
ば
ら
し
い
音
楽
を
奏
で
る
こ
と
な
ど
、
い
ま
だ
か
つ
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な

い
。
身
を
立
て
る
要
点
、
国
を
治
め
る
道
理
は
も
と
よ
り
、
生
死
の
苦
し
み
を
こ
の
世
で
断
じ
、
涅
槃
を

ね
は
ん

彼
岸
で
證
る
こ
と
も
、
こ
の
仏
の
教
え
と
世
間
の
種
々
の
学
問
を
修
め
る
こ
と
を
捨
て
て
は
、
誰
も
な

ひ
が
ん

さ
と

し
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
仏
法
伝
来
以
来
の
聖
帝
・
賢
臣
が
た
は
寺
院
を
建
立
さ
れ
て
、

せ
い
て
い

け
ん
し
ん

仏
道
を
讃
え
仰
い
で
弘
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

た
た

あ
お

し
か
し
な
が
ら
、
寺
院
の
僧
侶
た
ち
は
仏
教
の
経
典
の
み
を
専
ら
と
し
、
大
学
の
俊
才
た
ち
は
、
世
間
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の
学
術
書
だ
け
読
み
あ
さ
る
。
そ
の
た
め
儒
教
・
道
教
・
仏
教
の
三
教
の
典
籍
や
、
五
明
の
書
物
の
よ
う

に
互
い
に
異
な
っ
た
学
問
領
域
の
間
で
は
ま
っ
た
く
交
流
が
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
綜
芸
種
智
院
を
建
て
て
、

あ
ら
ゆ
る
学
問
全
般
に
わ
た
っ
て
多
く
の
学
匠
を
招
く
の
で
あ
る
。
こ
の
う
え
は
、
儒
教
・
道
教
・
仏
教

真
理
の
明
か
り
に
よ
っ
て
、
闇
夜
の
迷
路
に
惑
う
人
々
を
導
き
、
五
乗
の
教
え
に
よ
っ
て
人
々
を
覚
り
の

ご
じ
よ
う

世
界
へ
急
が
せ
よ
う
と
、
切
に
願
う
次
第
で
あ
る
。

あ
る
人
が
、
非
難
し
て
言
う
の
に
、
「
そ
れ
は
良
い
こ
と
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
事
業
は
先
人
た
ち
も
や

り
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
い
ま
だ
に
有
終
の
美
を
見
て
い
な
い
。
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
、
吉
備

き
び
の

真
備
の
儒
仏
二
教
院
と
石
上
宅
嗣
の
芸
亭
院
な
ど
、
こ
れ
ら
の
私
立
学
校
は
い
ず
れ
も
始
め
は

ま
き
び

じ
ゆ
ぶ
つ
じ
き
よ
う
い
ん

い
そ
の
か
み
の
や
か
つ
ぐ

う
ん
て
い
い
ん

良
か
っ
た
の
に
い
つ
の
ま
に
か
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
人
影
は
絶
え
て
、
そ
の
跡
す
ら
わ
か
ら
な
く
な
っ

て
い
る
で
は
な
い
か
」
と
。

答
え
て
言
う
、
「
物
事
の
興
廃
は
必
ず
人
に
よ
る
も
の
で
、
人
の
昇
沈
は
決
ま
っ
て
大
勢
に
支
持
さ
れ

る
真
理
に
則
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
大
海
は
多
く
の
河
川
が
集
ま
っ
て
深
く
な
り
、
須
弥
山
は
あ
ま

し
ゆ
み
せ
ん

た
の
山
と
比
較
で
き
る
か
ら
高
い
の
で
あ
る
。
大
き
な
建
物
は
多
く
の
資
材
に
よ
り
支
え
ら
れ
、
一
国
の

元
首
は
大
勢
の
部
下
の
扶
け
に
よ
っ
て
安
定
す
る
。
こ
の
よ
う
に
多
数
の
同
志
が
い
れ
ば
尽
き
る
こ
と
は

た
す

な
く
、
仲
間
が
少
な
け
れ
ば
傾
き
や
す
い
の
は
自
然
の
理
で
あ
る
。
今
、
私
の
願
う
と
こ
ろ
は
、
天
皇
陛

下
に
は
ご
許
可
を
下
し
た
ま
い
、
大
臣
、
太
政
大
臣
、
左
・
右
大
臣
が
た
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
貴
顕

名
門
の
方
が
た
や
各
宗
派
の
高
僧
方
が
志
を
同
じ
く
し
て
ご
援
助
く
だ
さ
る
な
ら
ば
、
こ
の
事
業
は
百
代

の
末
ま
で
も
続
け
ら
れ
る
で
し
ょ
う
」
と
。

非
難
し
た
者
が
言
う
、
「
そ
れ
な
ら
ば
結
構
で
し
ょ
う
」
と
。

或
い
は
ま
た
別
の
人
が
非
難
し
て
言
う
に
、
「
今
、
国
家
が
大
内
裏
の
中
に
大
学
寮
を
開
い
て
い
ろ
い

ろ
な
学
芸
を
勧
め
奨
励
し
て
い
る
。
雷
鳴
の
前
に
蚊
の
羽
音
が
か
き
消
さ
れ
る
よ
う
に
、
さ
さ
や
か
な
一

私
学
な
ど
が
太
刀
打
ち
で
き
よ
う
は
ず
も
な
い
」
と
。

答
え
て
言
う
、
「
大
唐
の
都
城
に
は
、
坊
ご
と
に
学
問
塾
が
開
か
れ
、
広
く
子
供
た
ち
の
教
育
を
し
て

お
り
、
県
ご
と
に
郷
学
が
設
け
ら
れ
、
広
く
学
童
を
指
導
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
優
秀
な
若
者
が
城
内
に

満
ち
て
お
り
、
六
芸
に
通
じ
た
者
が
国
中
に
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
今
、
こ
の
平
安
の
京
に
は
官

立
の
大
学
が
た
だ
一
つ
あ
る
だ
け
で
、
学
問
塾
は
一
つ
も
な
い
。
こ
の
た
め
に
、
経
済
的
に
困
難
な
家
の

子
弟
は
教
育
を
受
け
る
所
も
な
く
、
地
方
に
住
む
者
は
、
学
問
が
好
き
で
あ
っ
て
も
通
学
だ
け
で
疲
れ
て

し
ま
う
。
今
こ
の
学
校
を
建
て
、
ひ
ろ
く
教
育
を
施
し
て
人
び
と
を
救
お
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
ま
た
善

い
こ
と
で
は
な
い
か
」
と
。

非
難
し
た
者
が
言
う
、
「
も
し
そ
の
と
お
り
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
美
を
つ
く
し
善
を
つ
く
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し
て
、
太
陽
と
月
が
輝
き
を
争
う
ほ
ど
で
あ
り
、
天
と
地
は
と
も
に
永
久
を
競
う
で
あ
ろ
う
。
国
を
益
す

る
す
ぐ
れ
た
企
画
で
あ
り
、
人
を
利
す
る
す
ば
ら
し
い
智
慧
で
あ
る
」
と
。
わ
た
く
し
は
優
秀
で
は
な
い

が
、
九
仞
の
功
を
一
簣
に
欠
く
と
い
う
失
敗
し
な
い
た
め
に
、
最
後
ま
で
努
力
し
て
、
塵
ほ
ど
の
土
で

き
ゆ
う
じ
ん

こ
う

い
つ
き

あ
っ
て
も
国
土
八
方
の
飾
り
と
も
な
る
築
地
に
添
え
て
、
広
大
な
る
四
恩
の
徳
に
報
い
、
三
点
の
仏
果
を

さ
と
り

得
る
善
因
に
し
よ
う
と
願
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

師
を
招
く
章

『
論
語
』
に
い
う
、
「
住
む
の
は
仁
の
徳
に
富
ん
だ
人
が
多
く
い
る
場
所
が
よ
い
。
住
居
は
仁
厚
の
風

ろ
ん
ご

俗
が
あ
る
所
を
選
ば
な
け
れ
ば
、
知
性
あ
る
人
物
と
は
い
え
な
い
」
と
。
ま
た
同
じ
書
に
、
「
（
礼
・
楽
・

射
・
御
・
書
・
数
の
）
六
芸
に
遊
ぶ
」
と
い
う
主
旨
の
言
葉
も
あ
る
。『
大
日
経
』
い
う
、「
ま
ず
阿
闍
梨

り
く
げ
い

だ
い
に
ち
き
よ
う

あ
じ
や
り

は
、
（
中
略
）
衆
芸
を
兼
ね
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
」
と
。
『
十
地
経
論
』
に
い
う
、
「
菩
薩
は
菩
提
を
成
就

じ
ゆ
う
じ
き
よ
う
ろ
ん

す
る
た
め
に
、
ま
ず
（
声
・
工
巧
・
医
・
因
・
内
の
）
五
分
野
の
学
問
を
研
究
し
て
法
を
求
め
る
べ
き
で

あ
る
」
と
。
そ
れ
ゆ
え
に
か
の
善
財
童
子
は
百
十
の
城
を
巡
っ
て
五
十
三
人
の
師
を
尋
ね
求
め
、
常
啼

ぜ
ん
ざ
い
ど
う
じ

し
ろ

め
ぐ

じ
よ
う
た
い

菩
薩
は
常
に
一
市
に
哭
し
て
一
所
懸
命
に
般
若
の
法
を
求
め
続
け
た
。
し
た
が
っ
て
、
良
識
を
得
る
た

い
つ
し

こ
く

め
に
は
仁
者
の
処
に
住
む
べ
き
で
あ
り
、
覚
り
を
成
就
す
る
た
め
に
は
五
分
野
の
学
問
の
法
を
学
ぶ
べ

と
こ
ろ

さ
と

き
で
あ
る
。
法
を
求
め
る
な
ら
必
ず
大
勢
の
師
に
習
う
べ
き
で
あ
り
、
学
問
を
進
め
て
ゆ
く
た
め
に
は
衣

食
の
資
も
必
要
で
あ
る
。
以
上
の
四
者
が
備
わ
り
、
そ
し
て
事
業
は
完
成
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
処
・
法

た
す
け

・
師
・
資
の
四
つ
の
条
件
を
具
え
て
多
く
の
人
々
を
利
益
し
救
済
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
処
あ

り
、
法
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
師
を
欠
い
た
な
ら
ば
理
解
は
得
ら
れ
な
い
。
ゆ
え
に
最
初
に
師
を
招
請
す

る
の
で
あ
る
。
師
に
二
種
類
あ
り
、
一
つ
は
仏
教
、
二
つ
は
世
俗
で
あ
る
。
前
者
は
仏
教
経
典
に
つ
い
て

伝
え
教
え
、
後
者
は
仏
教
以
外
の
典
籍
を
教
え
弘
め
る
。
仏
法
も
世
間
の
学
問
も
と
も
に
学
ぶ
べ
き
で
あ

る
と
は
、
私
の
師
の
正
し
い
お
言
葉
で
あ
る
。

一
つ
、
仏
教
者
に
よ
る
伝
受
の
こ
と
。

右
、
顕
密
二
教
を
学
ぶ
こ
と
は
僧
侶
の
本
分
で
あ
る
。
仏
典
以
外
の
書
物
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら

ば
、
一
般
の
教
師
に
任
す
べ
き
で
あ
る
。
仏
教
の
経
典
・
論
書
の
勉
学
を
心
に
願
う
者
は
、
仏
門
の
師

き
よ
う
て
ん

ろ
ん
じ
よ

に
習
う
べ
き
で
あ
る
。
教
え
る
者
は
、
心
は
（
慈
・
悲
・
喜
・
捨
の
）
四
無
量
心
、（
布
施
・
愛
語
・
利
行

じ
ひ

き
し
や

し
む
り
よ
う
し
ん

ふ
せ

あ
い
ご

り
ぎ
よ
う

・
同
時
の
）
四
摂
法
に
住
し
て
、
労
苦
を
厭
わ
ず
、
出
身
で
差
別
す
る
こ
と
な
く
、
よ
ろ
し
く
指
導
伝
授

ど
う
じ

し
し
よ
う
ぼ
う

い
と

す
べ
き
で
あ
る
。
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一
つ
、
俗
教
の
博
士
の
教
受
の
こ
と
。

右
、
九
経
九
流
、
三
玄
三
史
、
七
略
七
代
や
、
も
し
く
は
詩
歌
・
銘
賦
等
の
文
学
作
品
の
、
原
文

き
ゆ
う
け
い
き
ゆ
う
り
ゆ
う

さ
ん
げ
ん
さ
ん
し

し
ち
り
や
く
し
ち
だ
い

し
い
か

め
い
ふ

や
訳
、
文
法
あ
る
い
は
概
説
な
ど
に
精
通
し
て
い
た
り
、
ま
た
一
部
の
書
、
一
帙
の
本
な
ど
で
若
者
に
教

育
で
き
る
者
は
、
教
師
と
し
て
綜
芸
種
智
院
に
来
て
い
た
だ
き
た
い
。
も
し
僧
侶
の
中
で
一
般
の
典
籍
の

こ
こ

学
習
を
希
望
す
る
者
が
い
る
と
き
は
優
秀
で
品
行
方
正
な
人
が
そ
れ
ぞ
れ
よ
ろ
し
く
伝
授
し
て
い
た
だ
き

た
い
。
も
し
若
い
学
徒
が
教
養
学
問
を
を
志
望
す
る
な
ら
ば
、
儒
教
の
教
師
は
、
慈
悲
の
心
を
も
ち
、
忠

孝
を
念
頭
に
お
い
て
、
身
分
や
貧
富
で
隔
て
る
こ
と
な
く
適
宜
に
指
導
し
て
、
人
を
教
え
る
こ
と
を
倦
む

こ
と
の
な
い
よ
う
に
さ
れ
た
い
。
三
界
の
あ
ら
ゆ
る
人
々
は
み
な
わ
が
子
で
あ
る
と
は
大
覚
世
尊
の
お
言

葉
で
あ
り
、
世
界
中
は
み
な
兄
弟
で
あ
る
と
は
聖
人
孔
子
の
名
言
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
を
よ
く
よ
く

仰
が
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
つ
、
師
と
弟
子
の
糧
食
の
こ
と
。

「
そ
も
そ
も
人
間
は
ぶ
ら
下
げ
ら
れ
た
瓢
で
は
な
い
」
と
は
孔
子
の
道
理
の
言
葉
で
あ
り
、
「
人
は
み

ひ
さ
ご

な
食
に
よ
っ
て
生
き
る
者
で
あ
る
」
と
は
釈
尊
の
話
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
道
を

弘
め
よ
う
と
思
う
の
で
あ
れ
ば
、
必
ず
そ
の
人
々
に
飲
食
を
与
え
な
け
ば
な
ら
な
い
。
僧
侶
・
一
般
人
、

あ
る
い
は
教
師
、
あ
る
い
は
学
生
を
区
別
せ
ず
、
学
問
を
志
す
者
に
は
み
な
等
し
く
給
費
す
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
わ
た
く
し
空
海
は
、
平
素
よ
り
清
貧
を
旨
と
し
て
い
る
の
で
、
ま
だ
充
分
に
必
要
経
費
を
支
弁

で
き
な
い
。
と
り
あ
え
ず
若
干
の
物
資
を
入
れ
て
費
用
に
充
て
た
の
で
あ
る
。
も
し
、
国
を
益
し
、
人
を

利
せ
ん
と
す
る
意
志
が
あ
り
、
迷
い
か
ら
抜
け
出
て
覚
り
を
證
そ
う
と
志
し
求
め
る
人
が
い
る
な
ら
ば
、

さ
と

し
よ
う

私
と
同
様
に
、
た
と
え
僅
か
で
あ
っ
て
も
寄
付
し
て
、
わ
が
願
い
に
協
賛
せ
ら
れ
よ
。
世
々
に
生
ま
れ
生

ま
れ
て
、
一
緒
に
仏
の
教
え
に
よ
っ
て
多
く
の
人
々
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
し
た
い
の
で
あ
る
。

天
長
五
年
（
八
二
八
）
十
二
月
十
五
日

大
僧
都
空
海
記
す

【
文
責
＝
宇
垣
泰
明
】


