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須
磨
の
暴
風
雨

―
―
『源
氏
物
語
』
に
お
け
る
神
々
の
諸
相
―
―

は

じ

め

に

『源
氏
物
語
』
須
磨

。
明
石
巻
で
、
光
源
氏

一
行
を
襲
う
暴
風
雨
は
、
光
源

氏
の
生
涯
最
大
の
危
機
で
あ
る
と
同
時
に
、
物
語
の
大
き
な
屈
折
点
と
し
て
重

大
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
暴
風
雨
に
つ
い
て

は
、
古
注
以
来
、
神
が
源
氏
に
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
て
い
る
と
す
る
感
応
説

と
、
源
氏
の
無
罪
の
主
張
に
対
す
る
神
の
怒
り
と
と
る
懲
罰
説
、
こ
の
全
く
対

極
に
あ
る
二
つ
の
説
が
並
び
立
っ
て
お
り
、
い
ま
だ
定
説
を
見
な
ぃ
唸

現
在
で

詢
″
巌
¨
輌
輌
帯
¶
せ
持
つ
多
義
的
な
構
造
こ
そ
が
暴
風
雨
の
本
質
で
あ
る
と

こ
の
よ
う
に
様
々
な
解
釈
を
許
す
原
因
は
、
ひ
と
え
に
こ
の
場
に
働
く
種
々

の

「異
界
の
力
」
に
あ
る
。
源
氏
が
祈
る

「八
百
よ
ろ
づ
の
神
」
「住
吉
の
神
」

「海
の
中
の
龍
王
」
に
加
え
、
桐
壷
院
の
霊
ま
で
も
が
顕
現
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が

誰
に
加
護
し
ど
の
よ
う
に
働
く
の
か
を
見
極
め
る
こ
と
は
難
し
い
。

本
稿
は
、
こ
れ
ら

「異
界
の
力
」
の
中
で
も
、
特
に
神
々
の
力
に
注
目
し
、

そ
れ
ら
の
働
き
を
整
理
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
暴
風
雨
の
複
雑
な
構
造
を

読
み
説
く
新
た
な
視
座
を
呈
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

藤

井
　
由
紀
子

一　
八

百

万

の

神

須
磨
退
去
か
ら

一
年
、
源
氏
は

「弥
生
の
朔
日
に
出
で
来
た
る
巳
の
日
」
（須

磨
　
一
一〇
八
頁
）
に
須
磨
の
海
浜
で
祓
を
行
う
。

海
の
面
う
ら
う
ら
と
な
ぎ
わ
た
り
て
、
行
く
方
も
し
ら
ぬ
に
、
来
し
方
行

く
先
思
し
つ
づ
け
ら
れ
て
、

源
氏
八
百
よ
ろ
づ
神
も
あ
は
れ
と
思
ふ
ら
む
犯
せ
る
罪
の
そ
れ
と
な
け

れ
ば

（須
磨
　
一
一〇
九
頁
）

源
氏
が
自
身
の
無
罪
を
訴
え
る
歌
を
詠
む
や
い
な
や
、
天
候
は
一
変
し
、
暴

風
雨
が
須
磨
の
地
を
襲
う
こ
と
と
な
る
。
暴
風
雨
は
そ
の
後

一
週
間
以
上
続
き
、

そ
の
激
し
さ
は
綾
々
語
ら
れ
て
い
く
わ
け
だ
が
、
そ
の
中
で
も
最
も
被
害
が
大

き
か
っ
た
の
が
、
次
に
あ
げ
る
落
雷
の
場
面
で
あ
る
。

ま
た
海
の
中
の
龍
王
、
よ
ろ
づ
の
神
た
ち
に
願
を
立
て
さ
せ
た
ま
ふ
に
、

引

劃

Ｊ

鼎

引

刻

劃

刊

劃

倒

剰

Π

司

Ｊ

刷

副

側

∃

刷

洲
引
洲
１
劉
冽
引
洲
剰
引
剰
副
矧
日
悧
『
劇
。
心
魂
な
く
て
、
あ
る
か
ぎ
り

と
の
た
ま
ふ
に
、



ま
ど
ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（明
石
　
一
一
一
七
頁
）

雷
は
源
氏

一
行
の
間
近
に
落
ち
、
源
氏
は
九
死
に
一
生
を
得
る
こ
と
と
な
る
。

い
わ
ば
暴
風
雨
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
い
え
る
こ
の
場
面
の
後
、
暴
風
雨
が

お
さ
ま
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
場
面
と
先
の
上
巳
の
祓
の
場
面
は
、

暴
風
雨
の
首
尾
と
し
て
呼
応
し
つ
つ
共
に
重
要
な
意
義
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
よ

ｎゝノ。さ
て
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
二
つ
の
場
面
に
お
け
る
源
氏
の
祈

り
の
対
象
が
、
い
ず
れ
も

「八
百
よ
ろ
づ
の
神
」
「よ
ろ
づ
の
神
た
ち
」
で
あ
る

こ
と
だ
。
源
氏
が

「八
百
万
の
神
」
に
祈
る
と
暴
風
雨
は
激
し
さ
を
増
す
。
こ

れ
は
い
っ
た
い
何
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

従
来
、
「八
百
万
の
神
」
に
つ
い
て
は
、
単
に

「多
く
の
神
々
」
と
注
さ
れ
る

程
度
で
、
格
別
な
関
心
は
向
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
「八
百
万
の
神
」

の
用
例
を
辿
り
見
て
い
く
と
、
そ
こ
に
一
つ
の
方
向
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

「八
百
万
の
神
」
は
、
『源
氏
物
語
』
中
に
は
他
に
用
例
を
見
出
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
同
時
代
の
物
語
や
和
歌
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
そ
う
多
く
は
な

い
の
だ
が
、
そ
の
少
な
い
用
例
の
中
か
ら
、
今
、
『紫
式
部
日
記
』
に
見
ら
れ
る

次
の
用
例
を
あ
げ
て
お
く
。

月
ご
ろ
、
そ
こ
ら
さ
ぶ
ら
ひ
つ
る
殿
の
う
ち
の
僧
を
ば
、
さ
ら
に
も
い
は

ず
、
山
々
寺
々
を
た
づ
ね
て
、
験
者
と
い
ふ
か
ぎ
り
は
残
る
な
く
ま
ゐ
り

つ
ど
ひ
、
三
世
の
仏
も
い
か
に
翔
り
た
ま
ふ
ら
む
と
思
ひ
や
ら
る
。
陰
陽

師
と
て
、
世
に
あ
る
か
ぎ
り
召
し
集
め
て
、
八
百
万
の
神
も
耳
ふ
り
た
て

ぬ
は
あ
ら
じ
と
見
え
き
こ
ゆ
。
御
誦
経
の
使
ひ
、
た
ち
さ
わ
ぎ
く
ら
し
、

そ
の
夜
も
明
け
ぬ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

〓
一〇
頁
）

寛
弘
五
年
中
宮
彰
子
の
出
産
の
場
面
で
あ
る
。
陰
陽
師
た
ち
の
祈
薦
の
さ
ま

を

「八
百
万
の
神
も
耳
ふ
り
た
て
ぬ
は
あ
ら
じ
」
と
形
容
す
る
そ
の
基
底
に
は
、

「中
臣
祭
文
」
の
詞
章
と
の
連
結
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ

れ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
、
中
宮
の
出
産
と
い
う
極
め
て
緊
迫
し
た
場
面
で

あ
り
、
ま
た
、
生
ま
れ
て
く
る
子
が
次
代
の
天
皇
と
な
る
べ
き
皇
子
で
あ
る
と

い
う
点
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

次
に
、
和
歌
に
お
け
る
用
例
を
見
て
お
く
こ
と
と
し
よ
う
。

①
・　
承
平
四
年
、
中
宮
の
賀
し
侍
り
け
る
屏
風

み
そ
ぎ
し
て
思
ふ
事
を
ぞ
祈
り
つ
る
や
ほ
よ
ろ
づ
よ
の
神
の
ま
に
ま
に

翁
拾
遺
和
歌
集
』
賀

。
二
九
三

・
藤
原
伊
衡
）

②
・
承
暦
二
年
四
月
廿
八
日
、
殿
上
歌
合
、
祝

や
茅
Ｉ
ス
碁
∠
■

，
セ
？
力、
み
の
と
し
な
み
に
よ
る
ひ
る
ま
も
る
き
み
が
み

よ
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（匡
房
Ｉ
。
一
五
三
）

③
　
冬
の
日
も
は
か
な
く
暮
れ
て
、
大
嘗
会
の
い
そ
ぎ
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
さ

れ
ど
そ
の
日
は
た
だ
う
る
は
じ
う
ぞ
あ
る
。
…
…

御
神
楽
の
歌
、
同
じ
人

（＝
輔
親
）、

大
八
州
国
し
ろ
し
め
す
は
じ
め
よ
り
八
百
万
代
の
神
ぞ
ま
も
れ
る

翁
栄
花
物
語
』
ひ
か
げ
の
か
づ
ら
　
五

一
三
頁
）

①
は
中
宮
穏
子
五
十
賀
に
お
け
る
屏
風
歌
、
②
は

『江
帥
集
』
に
見
え
る
殿

上
歌
合
に
お
け
る
祝
歌
、
③
は
長
和
三
年
三
条
天
皇
の
大
嘗
会
の
神
楽
歌
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
先
に
見
た

『紫
式
部
日
記
』
の
用
例
同
様
、

い
ず
れ
の
歌
も
、
天
皇

（も
し
く
は
中
宮
な
ど
天
皇
に
近
し
い
人
々
）
と
の
関

わ
り
の
上
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
②
の

「よ
る

ひ
る
ま
も
る
」
や
、
③
の

「神
ぞ
ま
も
れ
る
」
に
頭
著
な
よ
う
に
、
「八
百
万
の

神
」
が
天
皇
を
守
護
す
る
存
在
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き

た
い
。



従
来
、
光
源
氏
の

「八
百
よ
ろ
づ
」
の
歌
は
、
祓
の
場
で
詠
ま
れ
た
と
い
う

点
か
ら
、
『延
喜
式
』
に
載
る

「大
祓
の
詞
」
の
章
句
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と

さ
れ
て
き
た
。
「大
祓
の
詞
」
の
該
当
部
を
次
に
あ
げ
て
お
く
。

コ

リ

卿

割

劃

∃

刷

剛

劃

刻

刻

到

引

劇

倒

園

国

コ

劉

到

創

副

翻

司

司

劃

到

∃

翻

刷

孫
の
命
は
、
豊
葦
原
の
水
穂
の
国
を
、
安
国
と
平
ら
け
く
知
ろ
し
め
せ
」

と
事
依
さ
し
ま
つ
り
き
。
か
く
依
さ
し
ま
つ
り
し
国
中
に
、
荒
ぶ
る
神
等

を
ば
神
間
は
し
に
間
は
し
た
ま
ひ
、
神
掃
ひ
に
掃
ひ
た
ま
ひ
て
、
語
問
ひ

し
磐
ね
樹
立
、
草
の
片
葉
を
も
語
止
め
て
、
天
の
磐
座
放
れ
、
天
の
八
重

雲
を
い
つ
の
千
別
き
に
千
別
き
て
、
天
降
し
依
さ
し
ま
つ
り
き
。
…
…

高
天
原
の

「皇
親
神
ろ
き

・
神
ろ
み
の
命
」
が

「八
百
万
の
神
」
を
集
め
て
、

葦
原
中
国
の
平
定
を
宣
言
す
る
箇
所
で
あ
る
。
「皇
親
神
ろ
き
ｏ神
ろ
み
の
命
」

と
は

「天
皇
が
む
つ
ま
じ
く
親
じ
む
」
神
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
、

「八
百
万
の
神
」
と
天
皇
と
の
関
わ
り
は
動
か
な
い
。
そ
も
そ
も
、
傍
線
部
の

箇
所
は
、
次
の

『古
事
記
』
の
記
事
を
基
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

爾
く
し
て
、
高
御
産
巣
日
神

。
天
照
大
御
神
の
命
以
て
、
天
の
安
の
河
の

河
原
に
囚
目
囲
閤
Ｍ
一を
神
集
へ
集
へ
て
、
思
金
神
に
思
は
じ
め
て
、
詔
ひ

し
く
、
「此
の
葦
原
中
国
は
、
我
が
御
子
の
知
ら
さ
む
国
と
、
一言
依
し
て
賜

へ
る
国
ぞ
。
故
、
此
の
国
に
道
速
振
る
荒
振
る
国
つ
神
等
が
多
た
在
る
を

以
為
ふ
に
、
是
、
何
れ
の
神
を
使
は
し
て
か
言
趣
け
む
」
と
の
り
た
ま
ひ

き
。
爾
く
し
て
、
思
金
神
と
因
固
Ｈ
関
Ｍ
囲
と
、
議
り
て
白
し
し
く
、
「天
菩

比
神
、
是
遣
す
べ
し
」
と
ま
を
し
き
。
　
　
　
　
　
　
（上
　
九
九
頁
）

天
孫
降
臨
に
先
立
っ
て
、
葦
原
中
国
を

「言
趣
け
」
す
る
た
め
に
遣
わ
す
神

を
決
定
す
る
場
面
で
あ
る
。
「大
祓
の
詞
」
の

「皇
親
神
ろ
き
ｏ神
ろ
み
の
命
」

が
、
こ
こ
で
は

「高
御
産
巣
日
神

。
天
照
大
御
神
の
命
」
と
な
っ
て
い
る
の
だ

が
、
天
照
大
御
神
こ
そ
が
天
皇
と
最
も
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
神
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
天
照
大
御
神
は
、
皇
祖
神
で
あ
り
、
天
皇
の
守
護

呻
鋼

計

詳

艇

舒

卸

と の
輸
「
『
『
岬
昼

い

な
製

［

龍

や
和
歌
の
用
例
に
、
天
皇
守
護
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
こ
と
も
、
当
然
の
こ
と
と

し
て
納
得
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「八
百
万
の
神
」
と
は
、
「不
特
定
多
数
の
神
々
」
で
は
な
く

「天

皇
守
護
の
神
々
」
を
指
す
こ
と
ば
で
あ
っ
た
の
だ
。
源
氏
は
、
そ
の
よ
う
な
神
々

に
対
し
て
自
身
の
無
実
を
訴
え
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
引
き
起
こ

さ
れ
た
暴
風
雨
の
意
味
も
、
「八
百
万
の
神
」
と
の
関
わ
り
の
上
で
、
再
検
討
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
は
た
し
て
、
神
の
感
応
な
の
か
、
あ
る
い
は
懲
罰
な
の
か
。
次
節

に
お
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
　
鳴
　
　
る
　
　
神

須
磨
を
襲
っ
た
暴
風
雨
の
特
異
性
は
、
そ
れ
が
幾
日
も
続
い
た
こ
と
や
、
激

し
い
風
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
、
い
く
つ
も
の
要
因
が
絡
み
合
っ
て
描
き
出

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
、
特
に
強
調
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
が
、

雷
の
被
害
で
あ
る
。
「雷
鳴
り
ひ
ら
め
く
」
（須
磨
　
二
〇
九
頁
）、
「雷
鳴
り
静
ま

ら
で
」
（明
石
　
一
一
一
三
頁
）
と
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
そ
の
被
害
は
、
や
が
て
、
先

に
見
た
よ
う
な
大
規
模
な
落
雷
と
な
り
、
源
氏
の
生
命
を
脅
か
す
ま
で
に
至
る

の
で
あ
っ
た
。
源
氏
の
和
歌
に
対
す
る

「八
百
万
の
神
」
の
反
応
は
、
具
体
的

に
は

「雷
」
の
力
と
な
っ
て
顕
現
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な

「八
百
万
の
神
」
と

「雷
」
と
の
関
係
は
、
次
に
あ
げ

る

『古
事
記
』
の
一
節
を
想
起
さ
せ
る
。



是
に
、
天
照
大
御
神
の
詔
ひ
し
く
、
「亦
、
局
れ
の
神
を
遣
さ
ば
、
吉
け
む
」

と
の
り
た
ま
ひ
き
。
爾
く
し
て
、
思
金
神
と
諸
の
神
と
自
し
し
く
、
「天
の

安
の
河
の
河
上
の
天
の
石
屋
に
坐
す
、
名
は
伊
都
之
尾
羽
張
神
、
是
、
遣

す
べ
し
。
若
し
亦
、
此
の
神
に
非
ず
は
、
其
の
神
の
子
、
建
御
雷
之
男
神
、

此
遣
す
べ
し
。
…
…
」
と
ま
を
し
き
。
故
爾
く
し
て
、
天
迦
久
神
を
使
は

し
て
天
尾
羽
張
神
を
問
ひ
し
時
に
、
答
へ
て
白
さ
く
、
「恐
し
。
仕
へ
奉
ら

む
。
然
れ
ど
も
、
此
の
道
に
は
、
僕
が
子
、
建
御
雷
神
を
遣
す
べ
し
」
と

ま
を
し
て
、
乃
ち
貢
進
り
き
。
爾
く
し
て
、
天
鳥
船
神
を
回
御
目
□
に
副

へ
て
遣
し
き
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（上
　
一
〇
七
頁
）

こ
れ
は
、
前
節
で
見
た
、
「八
百
万
の
神
」
が
葦
原
中
国
を
平
定
す
る
神
を
決

定
す
る
場
面
に
続
く
箇
所
で
あ
る
。
第

一
、
第
二
の
使
者
と
し
て
遣
わ
さ
れ
た

天
菩
比
神
、
天
若
日
子
が
、
葦
原
中
国
の
王
た
る
大
国
主
神
に
従
っ
て
復
命
を

果
た
さ
な
か
っ
た
た
め
、
第
二
の
使
者
と
し
て
選
ば
れ
た
の
が
、
他
で
も
な
い
、

建
御
雷
神
と
い
う

「雷
神
」
で
あ
っ
た
。
こ
の

「雷
神
」
の
派
遣
に
よ
っ
て
初

め
て
大
国
主
神
の
国
譲
り
が
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

，）
」
に
、
「八
百
万
の
神
」

と

「雷
」
と
の
密
接
な
結
び
付
き
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

で
は
、
須
磨
巻
に
お
い
て
、
「八
百
万
の
神
」
は
「雷
神
」
の
威
力
を
も
っ
て
、

源
氏
に
何
を
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
読
み
説
く
た
め
に
、
物
語

を
賢
木
巻
ま
で
遡
り
た
い
。
実
は
、
こ
の

「雷
」
は
、
須
磨
の
地
に
あ
っ
て
唐

突
に
現
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
須
磨
巻
に
先
立
つ
賢
木
巻
に
は
、
ま
る
で

こ
の
暴
風
雨
を
予
見
す
る
か
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の

「雷
」
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

出
で
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
大
将
殿

（＝
源
氏
〉
よ
り
例
の
尽
き
せ
ぬ
こ
と
ど
も

聞
こ
え
た
ま
へ
り
。
「か
け
ま
く
も
か
し
こ
き
御
前
に
」
と
て
、
木
綿
に
つ

け
て
、
源
氏

嗣
闘
悧
囲
だ
に
こ
そ
、

八
州
も
る
国
つ
御
神
も
こ
こ
ろ
あ
ら
ば
飽
か
ぬ
わ
か
れ
の
な
か
を
こ
と

わ
れ

思
う
た
ま
ふ
る
に
、
飽
か
ぬ
心
地
し
は
べ
る
か
な
」
と
あ
り
。
・…
・・宮

（＝

秋
好
）
の
御
返
り
の
お
と
な
お
と
な
し
き
を
、
ほ
ほ
笑
み
て
見
ゐ
た
ま
へ

り
。
御
年
の
ほ
ど
よ
り
は
を
か
し
う
も
お
は
す
べ
き
か
な
、
と
た
だ
な
ら

ず
。
か
う
や
う
に
、
例
に
違
へ
る
わ
づ
ら
は
し
さ
に
、
必
ず
心
か
か
る
御

癖
に
て
、
「
い
と
よ
う
見
た
て
ま
つ
り
つ
べ
か
り
し
、
い
は
け
な
き
御
ほ
ど

を
、
見
ず
な
り
ぬ
る
こ
そ
ね
た
け
れ
。
世
の
中
定
め
な
け
れ
ば
、
対
面
す

る
や
う
も
あ
り
な
む
か
し
」
な
ど
思
す
。
　
　
　
　
（賢
木
　
八
四
頁
）

葵
巻
で
斎
宮
へ
の
卜
定
が
あ
っ
た
六
条
御
息
所
の
娘
後
の
秋
好
中
宮
の
、
本

格
的
な
伊
勢
へ
の
下
向
が
語
ら
れ
る
賢
木
巻
。
右
に
あ
げ
た
の
は
、
そ
の
桂
川

で
の
祓
の
場
面
で
あ
る
。
源
氏
は
、
「八
州
も
る
国
つ
御
神
」、
つ
ま
り
、
現
朱

雀
王
朝
の
宗
教
的
な
要
と
な
る
斎
宮
に
、
そ
の
母
御
息
所
と
の
別
れ
を
惜
じ
む

歌
を
送
る
。
斎
宮
か
ら
の
返
事
に
好
色
心
を
動
か
さ
れ
る
源
氏
の
態
度
は
、
そ

れ
だ
け
で
も
不
謹
慎
な
も
の
な
の
だ
が
、
さ
ら
に
源
氏
は

「世
の
中
定
め
な
け

れ
ば
、
対
面
す
る
や
う
も
あ
り
な
む
か
し
」
と
い
う
感
慨
ま
で
を
も
抱
く
の
で

あ
る
。
斎
宮
の
任
期
は
天
皇

一
代
限
り
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り

「世
の
中
定
め
な

け
れ
ば
」
と
い
う
源
氏
の
こ
と
ば
は
、
現
在
の
天
皇
で
あ
る
朱
雀
帝
の
退
位
も

し
く
は
崩
御
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、　
一
抹
の
ゆ
ゆ
し
さ
を
宿
し
た
も

の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
現
朝
廷
に
対
す
る
、
源
氏
の
微
妙
な
位
置
を
、

そ
こ
に
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
場
面
に
、　
一
つ
目
の

「雷
」
は
置
か
れ
て
い
る
。
「鳴
る
神
だ
に

こ
そ
」
と
、
斎
宮
へ
投
げ
か
け
ら
れ
た
こ
と
ば
は
、
次
に
あ
げ
る

『古
今
和
歌

集
』
の
歌
を
引
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

あ
ま
の
は
ら
ふ
み
と
ど
ろ
か
し
な
る
神
も
思
ふ
な
か
を
ば
さ
く
る
も
の
か



は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（恋
四

・
七
〇

一
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

思
う
仲
を
裂
か
な
い
と
言
わ
れ
た

「鳴
る
神
」。
し
か
し
、
そ
の

「鳴
る
神
」

が
、
思
う
仲
を
決
定
的
に
裂
く
場
面
と
し
て
、
他
で
も
な
い
、
源
氏
と
朧
月
夜

の
密
会
が
露
見
す
る
場
面
が
あ
っ
た
の
だ
。

い
と
忍
び
て
度
重
な
り
ゆ
け
ば
、
け
し
き
見
る
人
々
も
あ
る
べ
か
め
れ
ど
、

わ
づ
ら
は
じ
う
て
、
宮
に
は
さ
な
む
と
啓
せ
ず
。
大
臣
は
た
思
ひ
か
け
た

ま
は
ぬ
に
、
耐
＝
Ч
倒
列
日
倒
倒
到
倒
倒
到
Ч
引
剛
列
「
―
劉
＝
川
列
鳴
列

さ
わ
ぐ
暁
に
、
殿
の
君
達
、
宮
司
な
ど
立
ち
さ
わ
ぎ
て
、
こ
な
た
か
な
た

の
人
目
し
げ
く
、
女
房
ど
も
も
怖
ぢ
ま
ど
ひ
て
近
う
集
ひ
ま
ゐ
る
に
、
い

と
わ
り
な
く
出
で
た
ま
は
ん
方
な
く
て
、
明
け
は
て
ぬ
。

（賢
本
　
一
〓
一六
頁
）

源
氏
と
朧
月
夜
の
密
会
が
露
見
し
た
の
は
、
雷
雨
の
騒
ぎ
に
よ
っ
て
、
源
氏

が
退
出
し
え
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
露
見
が
、
源
氏
の
須
磨
退
去

の
直
接
的
な
原
因
と
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
天
照
大
御
神
に
仕

え
る
斎
宮
へ
と
不
用
意
に
投
げ
か
け
ら
れ
た

「鳴
る
神
」
の
こ
と
ば
は
、
朧
月

夜
と
の
密
会
を
露
見
さ
せ
、
源
氏
を
須
磨
へ
と
追
い
詰
め
、
や
が
て
、
暴
風
雨

と
な
っ
て
源
氏
の
命
を
も
奪
わ
ん
と
す
る
力
と
な
っ
て
働
く
、
と
言
え
よ
う
か
。

つ
ま
り
、
賢
木
巻
に
見
ら
れ
る

「雷
」
は
、
斎
宮

・
尚
侍
と
い
う
、
朱
雀
朝

に
と
っ
て
、
政
治
的

・
宗
教
的
に
重
要
な
女
性
と
源
氏
と
の
関
係
を
貫
き
、
源

氏
の
臣
下
に
あ
る
ま
じ
き
不
遜
な
振
る
舞
い
を
浮
き
彫
り
に
す
る
機
能
を
有
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
「雷
」
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
た
源
氏
の
王
権
へ
の
侵
犯

性
を
鑑
み
る
と
き
、
須
磨
の
地
で
起
こ
る
暴
風
雨
を
神
の
感
応
と
と
る
こ
と
は
、

も
は
や
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

『古
事
記
』
神
話
に
お
い
て
、
強
大
な
支
配
力
を
持
ち
、
幾
多
の
神
々
を
従

わ
せ
る
求
心
力
を
も
兼
ね
備
え
た
大
国
主
神
の
前
に
、
「八
百
万
の
神
」
に
よ
っ

て
突
き
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
王
権
の
正
統
性
で
あ
っ
た
。
大
国
主
神
は
、
地
上

の
真
の
支
配
者
と
は
な
り
え
な
い
。
光
源
氏
も
ま
た
、
「八
百
万
の
神
」
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
た
暴
風
雨
に
よ
っ
て
、
今
ま
さ
に
、
王
権
か
ら
疎
外
さ
れ
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
い
か
に
王
的
資
質
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
よ
う

と
も
、
源
氏
は
臣
下
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
暴
風
雨
は
、
朝
廷
へ
の
冒
漬
を
繰

り
返
す
源
氏
に
対
す
る
、
天
皇
守
護
の

「八
百
万
の
神
」
が
下
し
た
懲
罰
で
あ

っ
た
の
だ
。

で
は
、
源
氏
は
、
い
か
に
し
て
こ
の
苦
境
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
暴
風
雨
を
動
か
す
も
う
ひ
と
つ
の
神
の
力
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

〓
一　
住
　
士
口
　
の
　
神

暴
風
雨
を
引
き
起
こ
し
た
「八
百
万
の
神
し、
そ
れ
が
天
皇
を
守
護
す
る
神
々

で
あ
る
こ
と
は
、
前
節
ま
で
に
検
討
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
実
は
、
暴
風
雨

の
場
面
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な

「八
百
万
の
神
」
と
実
に
対
照
的
な
位
置
に

あ
る
神
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
他
で
も
な
い
、
「住
吉
の
神
」
で
あ
っ
た
。

暴
風
雨
が
そ
の
激
し
さ
を
増
し
て
い
く
中
、
源
氏
は

「住
吉
の
神
」
に
祈
り

を
捧
げ
る
。

い
ろ
い
ろ
の
幣
吊
捧
げ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
源
氏
「住
吉
め
神
登
近
き
境
を
鎮

め
護
り
た
ま
ふ
。
ま
こ
と
に
逃
を
垂
れ
た
ま
ふ
神
な
ら
ば
助
け
た
ま
へ
」

と
、
多
く
の
大
願
を
立
て
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
（明
石
　
一
一
三
ハ
頁
）

「住
吉
の
神
」
は

「近
き
境
を
鎮
め
護
り
た
ま
ふ
」
神
、
い
わ
ば
、
辺
境
の

神
で
あ
っ
て
、
天
皇
を
守
護
す
る
中
央
の
神
で
あ
る

「八
百
万
の
神
」
と
は
対

極
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
暴
風
雨
が
鎮
ま
っ
た
後
、
源
氏
は
、
次
の
よ
う
な
歌
を
詠
む
。



海
に
ま
す
神
の
た
す
け
に
か
か
ら
ず
は
潮
の
や
ほ
あ
ひ
に
さ
す
ら
へ
な
ま

し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（明
石
　
一
一
一
八
頁
）

こ
こ
で
、
源
氏
が
、
自
身
を
助
け
た
神
を

「海
に
ま
す
神
」
と
認
識
し
て
い

る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「海
に
ま
す
神
」
に
つ
い
て
は
、
「住
吉
の
神
」
か

「海
龍
王
」
か
、
と
、

見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
「海
龍
王
」
は
、
夙
に
若
紫
巻
に
お
い
て
、
明
石
君
が

「海
龍
王
の
后
に
な
る
べ
き
い
つ
き
む
す
め
員
若
紫
　
一
一七
八
頁
）
と
評
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
従
来
の
源
氏
研
究
で
は
、
あ
た
か
も
明
石

一
族
の
守
護
神
の
よ
う

に
扱
わ
れ
る
向
き
が
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
も
源
氏
を
助
け
る
力
と
な
っ

て
働
く
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
だ
が
、
し
か
し
、
明
石
君
が

「海
龍
王
の
后
」

と
な
る
の
は
、
明
石
入
道
の
「思
ひ
お
き
つ
る
宿
世
違
は
ば
宍
若
紫
　
一
一七
八
頁
〉

と
い
う
状
況
が
到
来
し
た
と
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
、
須
磨
巻
の
状
況
と
重
ね
合

わ
せ
る
な
ら
ば
、
明
石
君
が
源
氏
と
巡
り
会
う
こ
と
か
な
わ
ぬ
状
況
、
つ
ま
り
、

源
氏
が
暴
風
雨
の
さ
な
か
命
を
落
と
す
、
と
い
う
負
の
運
命
が
透
け
て
見
え
る

こ
と
を
押
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
源
氏
は
、
夢
で
見
た

「そ
の

さ
ま
と
も
見
え
ぬ
人
」
を
海
龍
王
の
使
者
と
思
い
、
「さ
は
海
の
中
の
龍
王
の
、

い
と
い
た
う
も
の
め
で
す
る
も
の
に
て
、
見
入
れ
た
る
な
り
け
り
」
（須
磨
　
二

一
〇
頁
）
と
、
心
理
的
な
圧
迫
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
暴
風
雨
が
止
ん
だ

こ
と
を

「海
龍
王
」
に
感
謝
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
や
は
り
、
こ
の

「海
に

ま
す
神
」
は
、
「住
吉
の
神
」
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の

「海
に
ま
す
神
」
に
つ
い
て
、
柳
井
滋
氏
は

「「海
に
ま
す
神
」

と
い
う
他
の
用
例
は
見
出
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
表
現

は

「あ
め
に
ま
す
」
神
で
あ
ろ
う
。
天
上
に
い
る
神
、
海
に
い
る
神
と
い
う
こ

と
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
か
一

こ
こ
で
ヽ
「八
百
万
の
神
」
の
原
初
的
な
イ

メ
ー
ジ
が
、
一員
天
原
の
神
々
に
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。
一員

天
原
に
お
わ
し
ま
す

「八
百
万
の
神
」
と
は
、
つ
ま
り

「天
に
ま
す
神
」
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
「天
に
ま
す
」
八
百
万
の
神
と

「海
に
ま
す
」
住
吉
の
神
。
こ

こ
に
も
、
両
者
の
対
比
的
な
表
現
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
須

磨
。明
石
巻
に
お
い
て
、
「八
百
万
の
神
」
と

「住
吉
の
神
」
は
、
常
に
対
照
的

な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
「住
吉
の
神
」
が
、
こ
の
暴
風
雨
の
場
面
に
お
い
て
果
た
す
役
割
と
は

何
か
。
そ
れ
に
は
、
こ
の
神
の
持
つ
性
格
が
、
深
く
関
わ
っ
て
く
る
と
思
わ
れ

２つ
。

亦
、
表
筒
男
。中
筒
男
・底
筒
男
三
神
、
誨
へ
ま
つ
り
て
日
は
く
、
ヨ
ロ
が

和
魂
、
大
津
の
淳
中
倉
の
長
峡
に
居
さ
し
む
べ
し
。
便
ち
因
り
て
往
来
船

を
看
さ
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
是
に
、
神
の
教
の
随
に
鎮
め
坐
さ
し
め
た
ま

ひ
、
則
ち
平
に
海
を
度
る
こ
と
得
た
ま
ふ
。
　

　

（巻
九
　
四
二
九
頁
）

「住
吉
の
神
」
は
、
右
の

『日
本
書
紀
』
の
記
事
に
見
え
る
よ
う
に
、
航
海

の
安
全
を
司
る
神
で
あ
っ
た
。
荒
ぶ
る
波
風
を
鎮
め
る
神
、
そ
の
よ
う
な

「住

吉
の
神
」
の
性
格
を
、
「八
百
万
の
神
」
と
の
対
比
の
構
図
に
あ
て
は
め
れ
ば
、

自
ず
と
、
暴
風
雨
の
構
造
が
浮
か
ん
で
く
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
「八

百
万
の
神
」
が
源
氏
へ
の
懲
罰
と
し
て
暴
風
雨
を
起
こ
し
た
の
に
対
し
、
「住
吉

の
神
」
は
源
氏
を
助
け
る
た
め
に
暴
風
雨
を
鎮
め
る
働
き
を
し
て
い
る
の
で
あ

る
、
と
。
多
義
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
暴
風
雨
の
構
造
は
、
「八
百
万
の
神
」

と

「住
吉
の
神
」
の
対
比
の
構
図
を
視
座
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
簡
潔
に
捉
え

直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
、
暴
風
雨
の
後
源
氏
を
迎

え
に
や
っ
て
く
る
明
石
入
道
の
言
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
す
べ
て
を
引
用
し
て

お
く
。

昌
目
日
同
開
日
囲
囲
に
、
さ
ま
こ
と
な
る
物
の
告
げ
知
ら
す
る
こ
と
は
ベ



り
し
か
ば
、
信
じ
が
た
き
こ
と
と
思
う
た
ま
へ
し
か
ど
、
『十
三
日
に
あ
ら

た
な
る
し
る
し
見
せ
む
。
舟
よ
そ
ひ
設
け
て
、
必
ず
、
雨
風
止
ま
ば
こ
の

浦
に
を
寄
せ
よ
』
と
、
か
ね
て
示
す
こ
と
の
は
べ
り
し
か
ば
、
こ
こ
ろ
み

に
舟
の
よ
そ
ひ
を
設
け
て
待
ち
は
べ
り
し
に
、
い
か
め
し
き
雨
風
、
雷
の

お
ど
ろ
か
し
は
べ
り
つ
れ
ば
、
他
の
朝
廷
に
も
、
夢
を
信
じ
て
国
を
助
く

る
た
ぐ
ひ
多
う
は
べ
り
け
る
を
、
用
ゐ
さ
せ
た
ま
は
ぬ
ま
で
も
、
こ
の
い

ま
し
め
の
日
を
過
ぐ
さ
ず
、
こ
の
よ
し
を
告
げ
申
し
は
べ
ら
ん
と
て
、
舟

出
だ
し
は
べ
り
つ
る
に
、
あ
や
し
き
風
細
う
吹
き
て
、
こ
の
浦
に
着
き
は

べ
る
こ
と
、
ま
こ
と
に
神
の
し
る
べ
違
は
ず
な
ん
。
こ
こ
に
も
、
も
し
知

ろ
し
め
す
こ
と
や
は
べ
り
つ
ら
ん
と
て
な
む
。
い
と
憚
り
多
く
は
べ
れ
ど
、

こ
の
よ
し
申
し
た
ま
へ
」
と
言
ふ
。
　
　
　
　
　
（明
石
　
一
〓
一
一
頁
）

明
石
入
道
は
、
こ
こ
で
、
「住
吉
の
神
」
の
霊
験
を
語
る
。

従
来
の
感
応
説
は
、
入
道
が
夢
を
見
た

「去
ぬ
る
朔
日
」
が
、
暴
風
雨
の
起

こ
っ
た
日
よ
り
も
前
に
位
置
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
「
い
か
め
し
き
雨
風
、
雷
の

お
ど
ろ
か
し
は
べ
り
つ
れ
ば
」
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
「住
吉
の
神
」
と
暴

風
雨
と
が
密
接
に
関
わ
り
合
う
こ
と
が
読
み
と
れ
る
こ
と
、
こ
の
二
点
を
最
大

の
根
拠
と
し
て
、
暴
風
雨
は

「住
吉
の
神
」
の
感
応
と
し
て
起
こ
っ
た
も
の
で

あ
る
、
と
結
論
付
け
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、　
一
読
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、

「住
吉
の
神
」
の
お
告
げ
は
、
雨
が
止
ん
だ
ら
舟
を
出
せ
、
と
い
う
こ
と
だ
け

で
あ
り
、
入
道
が

「ま
こ
と
に
神
の
し
る
べ
違
は
ず
な
ん
」
と
言
っ
た
の
も
、

暴
風
雨
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
で
は
な
く
、
嵐
の
さ
な
か
に
も
関
わ
ら
ず

順
風
に
護
ら
れ
て
無
事
須
磨
に
辿
り
つ
い
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
こ
で
も
、
「住
吉
の
神
」
の
力
は
、
暴
風
雨
を
鎮
め
る
も
の
と
し
て
働
い
て
い

る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

明
石
入
道
の
、
明
石
君
を
源
氏
に
奉
ろ
う
と
い
う
意
志
は
、
既
に
、
暴
風
雨

が
起
こ
る
直
前
、
物
語
の
上
で
表
明
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

。
こ
の
君

（＝
源
氏
）
か
く
て
お
は
す
と
聞
き
て
、
母
君
に
語
ら
ふ
や
う
、
入

道
「桐
壺
更
衣
の
御
腹
の
、
源
氏
の
光
る
君
こ
そ
、
朝
廷
の
御
か
し
こ
ま
り

に
て
、
須
磨
の
浦
に
も
の
し
た
ま
ふ
な
れ
。
吾
子
の
御
宿
世
に
て
、
お
ぼ

え
ぬ
こ
と
の
あ
る
な
り
。
い
か
で
か
か
る
つ
い
で
に
、
こ
の
君
に
奉
ら
む
」

と
い
ぶ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（須
磨
　
一
一〇

一
頁
）

。
こ
の
む
す
め

（日
明
石
君
）
す
ぐ
れ
た
る
容
貌
な
ら
ね
ど
、
な
つ
か
し
う
あ

て
は
か
に
、
心
ば
せ
あ
る
さ
ま
な
ど
ぞ
、
げ
に
や
む
ご
と
な
き
人
に
劣
る

ま
じ
か
り
け
る
。
・…
‥
父
君
（日
入
道
）、
と
こ
ろ
せ
く
思
ひ
か
し
づ
き
て
、

年
に
二
た
び
住
吉
に
詣
で
さ
せ
け
り
。
神
の
御
じ
る
し
を
ぞ
、
人
知
れ
ず

頼
み
思
ひ
け
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（須
磨
　
一
一〇
三
頁
）

そ
し
て
、
そ
の
願
い
が

「住
吉
の
神
」
を
頼
み
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
暴
風
雨
に
先
立
つ
「去
ぬ
る
朔
日
」
に
、
「住
吉
の

神
」
が
、
源
氏
を
明
石
の
地
に
呼
び
込
む
方
向
で
、
入
道
の
夢
に
な
ん
ら
か
の

お
告
げ
を
示
し
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
は
ず
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
夢

は
た
だ

「信
じ
が
た
き
こ
と
」
と
語
ら
れ
る
だ
け
で
、
暴
風
雨
を
起
こ
す
予
言

と
は
読
み
と
れ
な
い
。

ま
た
、
「
い
か
め
し
き
雨
風
、
雷
の
お
ど
ろ
か
し
は
べ
り
つ
れ
ば
」
も
、
入
道

が
暴
風
雨
を

「住
吉
の
神
」
の
力
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
と
読
み
説
く

必
然
性
は
な
く
、
た
だ
、
事
態
の
尋
常
な
ら
ざ
る
を
悟

っ
た
と
考
え
れ
ば
い
い

も
の
で
あ
ろ
う
。

た
し
か
に
、
こ
の
入
道
の
言
に
よ
っ
て
、
「住
吉
の
神
」
と
暴
風
雨
と
は
密
接

に
関
わ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
暴
風
雨
を
起
こ
す
力
と

し
て
で
は
な
く
、
鎮
め
る
力
と
し
て
の
関
わ
り
で
あ
っ
た
の
だ
。
実
際
、
暴
風

雨
は
一
方
的
に
荒
れ
狂
っ
て
い
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。



。
暮
れ
ぬ
れ
ば
、
雷
す
こ
し
鳴
り
や
み
て
、
風
ぞ
夜
も
吹
く
。
供
人
「多
く
立

て
つ
る
願
の
力
な
る
べ
し
」
「い
ま
し
ば
し
が
で
あ
勇
層
■
浪
に
引
か
れ
て

入
り
ぬ
べ
か
り
け
り
」
コ
局
潮
と
い
ふ
も
の
に
な
む
、
と
り
あ
へ
ず
人
損
は

る
る
と
は
聞
け
ど
、
い
と
か
か
る
こ
と
は
、
ま
だ
知
ら
ず
」
と
言
ひ
あ
ヘ

リ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（須
磨
　
一
一
一
〇
頁
）

。
あ
や
し
き
海
人
ど
も
な
ど
の
、
貴
き
人
お
は
す
る
所
と
て
、
集
ま
り
参
り

て
、
聞
き
も
知
り
た
ま
は
ぬ
こ
と
ど
も
を
さ
へ
づ
り
あ
へ
る
も
、
い
と
め

づ
ら
か
な
れ
ど
、
え
追
ひ
も
払
は
ず
。
海
人
Ｊ
魚
留
響
い
率
し
ば
し
上
ま
ざ

引
劃
ｄ
力ゝ―
日
「
副
＝
「
剰
測
剰
詔
劉
釧
引
「
副
ｕ
ｏ
神
の
助
け
お
ろ
か
な
ら

ざ
り
け
り
」
と
言
ふ
を
聞
き
た
ま
ふ
も
、
い
と
心
細
じ
と
言
へ
ば
お
ろ
か

な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（明
石
　
一
一
一
八
頁
）

一
時
的
に
せ
よ
、
嵐
の
上
ん
だ
様
子
が
語
ら
れ
、
反
実
仮
想
の
形
で
不
幸
中

の
幸
い
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
、
暴
風
雨
を
鎮
め
よ
う
と
す
る

力
を
た
し
か
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

従
来
の
説
は
、
い
ず
れ
も
、
暴
風
雨
を
起
こ
す
力
の
み
に
眼
目
を
置
い
て
い

た
た
め
、
「住
吉
の
神
」
に
重
き
を
お
け
ば
、
暴
風
雨
の
す
べ
て
を
そ
の
力
に
よ

る
も
の
と
解
釈
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
暴
風
雨
を
鎮
め
る
力
を
そ

こ
に
認
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
構
造
は
矛
盾
な
く
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

「八
百
万
の
神
」
と

「住
吉
の
神
」
は
、
二
つ
の
対
極
的
な
力
と
な
っ
て
、

暴
風
雨
と
源
氏
の
運
命
を
を
動
か
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

お
　
わ
　
り
　
に

以
上
、
「八
百
万
の
神
」
と

「住
吉
の
神
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
考
察
し
、

そ
の
対
比
の
構
図
を
視
座
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
複
雑
と
言
わ
れ
る
須
磨
の

暴
風
雨
の
構
造
を
読
み
説
い
て
き
た
。

本
稿
で
は
、
須
磨

の
暴
風
雨

の
み
に
論
点
を
絞

っ
た
た
め
、
都
で
起

こ
る
「
も

の
の
さ
と
し
」
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
か

っ
た
。
贅
言
を
弄
す
る
な
ら
ば
、
王

権

へ
の
侵
犯
に
よ
る
罪
が
源
氏

に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
侵
犯
を
許
し
た
朱
雀

帝
も
ま
た
王
と
し
て
の
資
質
を
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
「
も
の
の
さ
と

し
」
の
結
果
、
朱
雀
帝
は
退
位
す
る
こ
と
と
な
る
。
光
源
氏
と
朱
雀
帝
、
両
者

が
王
権
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
こ
そ
が
、
須
磨

の
暴
風
雨

の
真
意
だ

っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

従
来

の
王
権
論
で
は
、
須
磨

。
明
石
巻

の
苦
難
は
、
源
氏
が
王
権

に
よ
り
近

づ
く
た
め
の

「死
と
再
生
」
の
過
程
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
源
氏
は
、

澪
標
巻
以
降
、
着
実

に
、
臣
下
と
し
て
の
栄
達

の
道
を
歩
ん
で
い
く
。
「宿
世
遠

か
り
け
り
」
（澪
標
　
二
七
六
頁
）
と
い
う
源
氏

の
述
懐

は
、
須
磨

の
暴
風
雨
を
経

験
し
て
初
め
て
辿
り
着
く
こ
と
の
で
き
た
境
地
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

圧̈（１
）

須
磨
の
暴
風
雨
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
の
中
で
、
今
回
特
に
参
照
し
た
も
の
を
以

下
に
あ
げ
て
お
く
。

柳
井
滋
「源
氏
物
語
と
霊
験
諄
の
交
渉
」
翁
源
氏
物
語

研
究
と
資
料
―
古
代
文
学
論

叢
第
一
輯
―
し
武
蔵
野
書
院

Ｓ
“
）

深
沢
三
千
男

「光
源
氏
の
運
命
」
含
源
氏
物
語
の
形
成
」
桜
楓
社

Ｓ
イ
）

林
田
孝
和

「須
磨
の
あ
ら
し
」
貧
野
州
国
文
学
」
２２

Ｓ
５３
・
・０
）

阿
部
好
臣
「源
氏
物
語
の
朱
雀
院
を
考
え
る
１
序
章
・王
権
を
越
え
る
も
の
―
，」
η
日

本
文
学
」
器

Ｈ
ｌ
・
３
）

山
田
利
博

「須
磨
の
嵐
―
反
転
す
る
テ
ク
ス
ト
の
構
造
―
」
翁
文
学
生
叩学
』
Ⅲ

Ｈ

６
・
３
）

豊
島
秀
範

「須
磨
・
明
石
巻
に
お
け
る
信
仰
と
文
学
の
基
層
」
３
物
語
史
研
究
』
お

う
ふ
う

Ｈ
６
）

河
添
房
江

「須
磨
か
ら
明
石
へ
し
３
源
氏
物
語
表
現
史
」
輸
林
書
房

Ｈ
ｌＯ
）

（２
）

〓
一谷
邦
明

「須
磨
流
離
の
表
現
構
造
」
η
物
語
文
学
の
方
法
Ｈ
」
有
精
堂

Ｈ
ｌ
）

（３
）
　
『古
事
記
』
に
見
ら
れ
る

「八
百
万
の
神
」
の
用
例
は
、
他
に
、
天
の
石
屋
戸
の



場
面
に
集
中
的
に
見
ら
れ
る
の
み
だ
が
、
こ
こ
で
の

「八
百
万
の
神
」
と
は
、
天
照

大
御
神
を
石
屋
戸
か
ら
引
き
出
す
た
め
に
集
ま
っ
た
神
々
を
指
し
て
い
て
、
「八
百
万

の
神
」
が
、
天
照
大
御
神
を
そ
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
頂
点
に
い
た
だ
く
高
天
原
の
神
々

で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
ち
な
み
に
、
「日
本
書
紀
」
に
お
け
る
当
該
場
面
で
は
、

「八
百
万
の
神
」
に
あ
た
る
神
々
は

「
八
十
万
神
」
「八
十
諸
神
」
と
表
現
さ
れ
て
い

２
つ
。

（４
）

前
掲
〈１
）柳
井
論
文

※

『源
氏
物
語
」
本
文
の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
全
集

（小
学
館
）
に
よ
っ
た
。

そ
の
他
の
引
用
は
、
以
下
の
通
り
。

・
『古
今
和
歌
集
」
「拾
遺
和
歌
集
彗
…
…
新
編
国
歌
大
観

（角
川
書
店
）

・
『江
帥
集
』
…
…
私
家
集
大
成

（明
治
書
院
）

。
「大
祓
の
詞
」
…
…
日
本
古
典
文
学
大
系

『古
事
記

祝
詞
」
（岩
波
書
店
）
収
載

「六

月
の
晦
の
大
祓
」

。
「古
事
記
』
『日
本
書
紀
」
『紫
式
部
日
記
」
「栄
花
物
語
』
…
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集

（小
学
館
）

な
お

「大
祓
の
詞
」
「古
事
記
」
「日
本
書
紀
」
は
、
訓
読
も
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
に

よ

っ
た
。

―
―
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
―
―


