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― 1 ― 『源氏物語』藤壺の死

『
源
氏
物
語
』
藤
壺
の
死

　
　
―
臨
終
場
面
に
お
け
る
光
源
氏
と
の
関
わ
り
か
ら
―

春
日
美
穂

　
　
　

は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』「
薄
雲
」
巻
に
お
い
て
、
藤
壺
が
薨
去
す
る
。
先
帝
の
娘

と
し
て
生
ま
れ
、
桐
壺
帝
に
入
内
し
な
が
ら
、
光
源
氏
と
密
通
す
る
と
い

う
波
乱
の
人
生
で
あ
っ
た
が
、
長
年
の
冷
泉
帝
へ
の
光
源
氏
の
後
見
に
感

謝
の
辞
を
述
べ
な
が
ら
、
光
源
氏
が
傍
ら
で
見
守
る
中
で
の
静
か
な
死
で

あ
っ
た
。

　

そ
の
死
は
、「
灯
火
な
ど
の
消
え
入
る
や
う
に
て
は
て
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
」 

（「
薄
雲
」
二
―
四
四
七
頁（

1
（

）
と
さ
れ
、『
河
海
抄
』
以
来
指
摘
さ
れ
る
よ

う
に
、
仏
入
滅
に
も
た
と
え
ら
れ
る
荘
厳
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
る（

（
（

。

　

死
の
描
写
の
後
に
は
、
諸
注
が
官
人
薨
卒
伝
の
影
響
が
み
ら
れ
る
と
指

摘
す
る（

（
（

記
述
が
続
く
。

　
　

 

か
し
こ
き
御
身
の
ほ
ど
と
聞
こ
ゆ
る
中
に
も
、
御
心
ば
へ
な
ど
の
、

世
の
た
め
に
も
あ
ま
ね
く
あ
は
れ
に
お
は
し
ま
し
て
、
豪
家
に
こ
と

寄
せ
て
、
人
の
愁
へ
と
あ
る
こ
と
な
ど
も
お
の
づ
か
ら
う
ち
ま
じ
る

を
、
い
さ
さ
か
も
さ
や
う
な
る
事
の
乱
れ
な
く
、
人
の
仕
う
ま
つ
る

こ
と
を
も
、
世
の
苦
し
み
と
あ
る
べ
き
こ
と
を
ば
と
ど
め
た
ま
ふ
。

功
徳
の
方
と
て
も
、
勧
む
る
に
よ
り
た
ま
ひ
て
、
い
か
め
し
う
め
づ
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ら
し
う
し
た
ま
ふ
人
な
ど
、昔
の
さ
か
し
き
世
に
み
な
あ
り
け
る
を
、

こ
れ
は
さ
や
う
な
る
こ
と
な
く
、
た
だ
も
と
よ
り
の
財
物
、
得
た
ま

ふ
べ
き
年
官
、
年
爵
、
御
封
の
も
の
の
、
さ
る
べ
き
限
り
し
て
、
ま

こ
と
に
心
深
き
こ
と
ど
も
の
限
り
を
し
お
か
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
何
と

わ
く
ま
じ
き
山
伏
な
ど
ま
で
惜
し
み
き
こ
ゆ
。
を
さ
め
た
て
ま
つ
る

に
も
、
世
の
中
響
き
て
悲
し
と
思
は
ぬ
人
な
し
。

（「
薄
雲
」
二
―
四
四
七
～
四
四
八
頁
）

　

藤
壺
の
死
の
描
写
が
薨
卒
伝
を
想
起
さ
せ
る
内
容
で
あ
る
こ
と
は
、
物

語
に
お
け
る
藤
壺
の
重
さ
が
感
じ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
国
母
と
し
て
の
藤

壺
の
後
半
生
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
藤
壺
の
心
ば
え
や

行
い
の
際
立
っ
た
様
が
次
々
と
語
ら
れ
る
内
容
は
、
確
か
に
他
の
ど
の
女

君
の
死
と
も
違
う
、
か
つ
て
の
中
宮
で
あ
り
、
現
在
女
院
た
る
藤
壺
の
死

を
語
る
筆
致
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
。
一
方
で
後
藤

幸
良
氏
は
、
藤
壺
の
死
の
表
現
が
「
消
え
入
る
」
と
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ

の
死
を
迎
え
る
過
程
そ
の
も
の
に
焦
点
を
当
て
て
美
的
に
荘
厳
さ
れ
て
い

る
こ
と
、そ
の
結
果
、藤
壺
へ
の
光
源
氏
の
熱
い
眼
差
し
が
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
と
と
も
に
、
藤
壺
の
内
部
は
闇
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
指
摘

さ
れ
て
い
る（

（
（

。
松
井
健
児
氏
は
、「
薄
雲
」
巻
の
藤
壺
の
死
が
公
的
な
死

で
あ
る
一
方
、「
朝
顔
」
巻
で
の
死
霊
と
し
て
の
出
現
は
、「
薄
雲
」
巻
で

は
な
し
え
な
か
っ
た
「
情
愛
の
表
現
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘
さ
れ
て
お
り（

（
（

、
藤
壺
の
死
に
つ
い
て
も
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
て

い
る
。

　

藤
壺
の
死
は
、
仏
入
滅
を
想
起
さ
せ
、
薨
卒
伝
の
形
式
を
持
っ
て
い
る

と
い
う
点
で
、『
源
氏
物
語
』の
中
で
他
に
類
を
見
な
い
形
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
死
に
ゆ
く
藤
壺
の
有
り
様
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た

か
、
死
に
ゆ
く
藤
壺
に
つ
い
て
、
物
語
が
何
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
か
に

つ
い
て
改
め
て
読
み
取
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

本
論
は
、
藤
壺
の
臨
終
場
面
の
表
現
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
藤
壺
の
死

が
い
か
な
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
　
　

一
、
死
を
看
取
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

　

藤
壺
の
死
は
、「
聞
こ
え
た
ま
ふ
ほ
ど
に
」（「
薄
雲
」
二
―
四
四
七
頁
）

と
あ
り
、
光
源
氏
に
自
ら
の
思
い
を
語
る
な
か
で
の
も
の
で
あ
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
、
障
屏
具
等
が
ふ
た
り
の
間
を
さ
え
ぎ
り
、
女
房
が
取
り
次
い
で

の
会
話
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
光
源
氏
に
礼
を
述
べ
な
が
ら
息
絶
え
る
と

い
う
藤
壺
の
最
期
の
、
ご
く
近
し
い
場
所
に
光
源
氏
が
立
ち
会
っ
て
い
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、
死
に
立
ち
会
い
、
そ
の
死
を
看
取
る
こ
と
に
は
い
か
な
る
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意
義
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
る
の
が
、
六
条
御

息
所
と
紫
の
上
の
例
で
あ
る
。
光
源
氏
は
、
六
条
御
息
所
の
死
を
看
取
っ

て
は
い
な
い
も
の
の
、
臨
終
が
近
い
御
息
所
か
ら
斎
宮
に
つ
い
て
の
依
頼

を
受
け
て
い
る
。
そ
の
際
光
源
氏
は
、「
か
か
る
御
遺
言
の
列
に
思
し
け

る
も
い
と
ど
あ
は
れ
に
な
む
」（「
澪
標
」
二
―
三
一
三
頁
）
と
語
っ
て
い

る
。
臨
終
近
き
場
に
立
ち
会
い
、
後
の
こ
と
を
託
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て

光
源
氏
は
、「
い
と
ど
あ
は
れ
」
と
い
う
感
慨
を
抱
い
て
い
る
。
自
身
と

六
条
御
息
所
の
宿
縁
の
深
さ
を
思
っ
て
の
感
慨
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
さ

ら
に
、「
若
菜
下
」
巻
、
紫
の
上
が
仮
死
す
る
場
面
に
お
い
て
、
女
三
の

宮
の
元
を
訪
れ
て
い
て
そ
の
場
に
立
ち
会
え
な
か
っ
た
光
源
氏
は
、「
い

と
あ
へ
な
く
限
り
な
り
つ
ら
ん
ほ
ど
を
だ
に
え
見
ず
な
り
に
け
る
こ
と
の

悔
し
く
悲
し
き
」（「
若
菜
下
」
四
―
二
三
四
頁
）
と
紫
の
上
に
訴
え
て
い

る
。
そ
の
死
を
看
取
る
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
光
源
氏
の
嘆
き

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
面
か
ら
は
、
死
に
立
ち
会
い
、
死
を
看
取
る
こ
と

が
、
少
な
く
と
も
光
源
氏
に
と
っ
て
、
死
に
ゆ
く
女
君
と
の
宿
縁
の
深
さ

を
感
じ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
藤
壺

の
臨
終
に
光
源
氏
が
立
ち
会
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
光
源
氏
に
と
っ
て
藤

壺
と
の
浅
か
ら
ぬ
宿
縁
を
痛
感
す
る
機
会
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
藤
壺
の
臨
終
に
光
源
氏
が
立
ち
会
っ
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の

に
は
大
き
な
疑
問
が
残
る
。
藤
壺
に
と
っ
て
光
源
氏
は
夫
で
も
血
縁
者
で

も
な
い
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
臨
終
の
場
、
し
か
も
女
君
の

死
の
場
に
、
親
族
で
は
な
い
他
者
が
い
る
の
は
奇
異
な
も
の
で
あ
る
と
い

え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
、
死
を
看
取
ら
れ
る
人
物
は
、
夕
顔
、
一
条
御

息
所
、紫
の
上
、大
君
の
四
人
で
あ
る
。夕
顔（「
夕
顔
」一
―
一
六
七
頁
）、

紫
の
上
（「
御
法
」
四
―
五
〇
六
頁
）
の
死
を
看
取
っ
た
の
は
光
源
氏
で

あ
る
。一
条
御
息
所
は
、娘
、落
葉
の
宮
が
そ
の
死
を
看
取
っ
て
い
る（「
夕

霧
」四
―
四
三
八
頁
）。大
君
は
薫
に
よ
っ
て
死
を
看
取
ら
れ
て
い
る（「
総

角
」
五
―
三
二
八
頁
）。
夕
顔
と
紫
の
上
に
つ
い
て
は
、
男
女
の
仲
に
あ
っ

た
光
源
氏
に
看
取
ら
れ
て
お
り
、
関
係
性
と
し
て
は
理
解
で
き
る
。
藤
壺

の
例
に
類
似
す
る
の
は
大
君
の
例
で
あ
ろ
う
。
藤
壺
と
同
じ
よ
う
に
、
男

女
の
仲
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
親
族
で
も
な
い
人
物
に
よ
っ
て
看

取
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
看
取
る
側
の
薫
と
光
源
氏
に
つ
い
て
も
、

臨
終
を
迎
え
る
女
性
に
思
い
を
寄
せ
て
い
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
一

方
で
薫
の
場
合
、
大
君
の
葬
送
の
場
に
立
ち
会
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ

て
お
り
（「
総
角
」
五
―
三
二
九
頁
）、
実
事
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
夫
に

類
す
る
立
場
と
し
て
振
る
舞
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た

薫
に
つ
い
て
、「
内
裏
よ
り
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、御
と
ぶ
ら
ひ
多
か
り
」

（「
総
角
」
五
―
三
三
一
頁
）
と
、
帝
か
ら
の
弔
問
ま
で
も
が
な
さ
れ
て
お

り
、
社
会
的
に
は
薫
が
夫
に
等
し
い
存
在
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
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が
わ
か
る
。し
た
が
っ
て
、薫
が
大
君
の
死
を
看
取
る
の
も
、周
囲
の
人
々

か
ら
当
然
の
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
光

源
氏
が
藤
壺
の
死
を
看
取
っ
た
こ
と
と
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。

　

以
上
の
例
か
ら
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
女
君
の
死
を
看
取
る
人

物
は
、
基
本
的
に
男
女
の
仲
に
あ
っ
た
人
、
あ
っ
た
と
周
囲
の
人
々
が
認

め
て
い
る
人
、
子
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る

と
、
藤
壺
の
死
を
光
源
氏
が
看
取
る
よ
う
に
描
か
れ
る
こ
と
こ
そ
が
藤
壺

と
光
源
氏
と
の
関
係
性
、
す
な
わ
ち
ふ
た
り
の
間
に
男
女
と
し
て
の
宿
縁

が
あ
っ
た
こ
と
を
結
果
的
に
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

さ
ら
に
考
え
た
い
こ
と
は
、
藤
壺
が
皇
妃
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

皇
妃
の
死
と
は
、
公
的
な
側
面
を
含
む
と
い
う
点
で
、
こ
れ
以
前
に
検
討

し
た
女
君
と
は
分
け
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
以
上
の
点

か
ら
、
多
く
の
皇
妃
の
死
が
描
か
れ
る
『
栄
花
物
語
』
の
な
か
で
、『
源

氏
物
語
』
前
後
の
時
代
の
皇
妃
で
、
臨
終
に
立
ち
会
っ
た
人
物
が
明
記
さ

れ
て
い
る
事
例
を
確
認
し
て
み
た
い
。

　

以
下
は
、
村
上
天
皇
后
、
安
子
の
臨
終
の
場
面
で
あ
る
。

　
　

 

御
は
ら
か
ら
の
殿
ば
ら
、
君
達
、
心
を
惑
は
し
た
ま
ふ
。
か
か
る
ほ

ど
に
、
お
ほ
か
た
の
御
心
地
よ
り
も
、
例
の
御
事
の
け
は
ひ
さ
へ
添

ひ
て
苦
し
が
ら
せ
た
ま
へ
ば
、
い
と
ど
、
御
し
つ
ら
ひ
し
、
御
誦
経

な
ど
、
そ
こ
ら
の
僧
の
声
さ
し
あ
ひ
た
る
ほ
ど
に
、
い
み
じ
う
、
宮

は
息
だ
に
せ
さ
せ
た
ま
は
ず
、（
中
略
）
や
が
て
消
え
入
ら
せ
た
ま

ひ
に
け
り
。

　
　

 （
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
栄
花
物
語
』

巻
第
一
「
月
の
宴
」
一
―
四
四
～
四
五
頁
）

　

出
産
か
ら
臨
終
を
迎
え
た
安
子
の
死
を
看
取
っ
た
の
は
、
兄
弟
で
あ
る

伊
尹
、
兼
通
、
兼
家
ら
で
あ
る（

（
（

。
そ
の
後
、
宮
中
よ
り
子
ど
も
た
ち
も
呼

ば
れ
て
い
る
。
夫
で
あ
る
帝
が
皇
妃
の
臨
終
や
死
後
の
行
事
に
立
ち
会
う

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
子
ど
も
た
ち
は
立
ち
会
え
た
こ
と
が
わ
か
る
例
で

あ
る
。
冷
泉
帝
女
御
、
超
子
が
頓
死
し
た
際
に
は
、
兄
弟
で
あ
る
道
隆
、

道
兼
、
道
長
ら
が
立
ち
会
い
（
巻
第
二
「
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
」
一
―

一
〇
八
～
一
〇
九
頁
）、
花
山
帝
女
御
忯
子
の
死
去
に
際
し
て
は
、
父
、

為
光
が
立
ち
会
っ
て
い
る
（
巻
第
二
「
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
」
一
―

一
三
〇
頁
）。

　

以
下
は
、
一
条
天
皇
の
后
、
定
子
の
臨
終
の
場
面
で
あ
る
。

　
　

 「
御
殿
油
近
う
持
て
来
」
と
て
、
帥
殿
御
顔
を
見
た
て
ま
つ
り
た
ま

ふ
に
、
む
げ
に
な
き
御
気
色
な
り
。
あ
さ
ま
し
く
て
か
い
探
り
た
て

ま
つ
り
た
ま
へ
ば
、
や
が
て
冷
え
さ
せ
た
ま
ひ
に
け
り
。
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（
巻
第
七
「
と
り
べ
野
」
一
―
三
二
六
頁
）

　

安
子
と
同
じ
よ
う
に
、
出
産
と
と
も
に
臨
終
を
迎
え
た
定
子
の
死
を
、

伊
周
や
隆
家
な
ど
兄
弟
達
が
看
取
っ
て
い
る
。
以
下
、
詮
子
の
死
を
看
取

る
道
長
（
巻
第
七
「
と
り
べ
野
」
一
―
三
五
三
頁
）、
御
匣
殿
の
死
を
看

取
る
伊
周
と
隆
家
（
巻
第
八
「
は
つ
は
な
」
一
―
三
六
九
頁
）、
遵
子
の

死
を
看
取
る
公
任
（
巻
第
十
二
「
た
ま
の
む
ら
ぎ
く
」
二
―
九
二
頁
）
と
、

兄
弟
が
皇
妃
の
死
を
看
取
る
例
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
。皇
妃
以
外
に
は
、

延
子
の
死
を
看
取
る
顕
光
（
巻
第
十
六
「
も
と
の
し
づ
く
」
二
―
二
〇
五

頁
）、
東
宮
敦
良
親
王
妃
嬉
子
の
死
を
看
取
る
道
長
（
巻
第
二
十
六
「
楚

王
の
ゆ
め
」
二
―
五
〇
七
頁
）
と
、
父
親
が
看
取
る
例
も
確
認
で
き
る
。

さ
ら
に
、
娍
子
の
死
を
看
取
る
小
一
条
院
と
禔
子
内
親
王
（
巻
第
二
十
五

「
み
ね
の
月
」
二
―
四
六
六
～
四
六
七
頁
）
の
よ
う
に
子
ど
も
が
母
親
の

死
を
看
取
る
と
い
う
場
面
も
確
認
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
の
『
栄
花
物
語
』
の
例
か
ら
は
、
皇
妃
の
死
を
看
取
る
人
物
と

し
て
は
兄
弟
が
最
も
多
く
、
以
下
父
親
、
子
ど
も
の
例
が
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
皇
妃
が
、
死
を
迎
え
る
場
と
し
て
自
身
の
実

家
に
戻
っ
て
い
る
こ
と
が
大
き
く
関
係
し
て
い
よ
う
。『
源
氏
物
語
』
に

お
い
て
も
、
桐
壺
更
衣
は
桐
壺
帝
に
引
き
留
め
ら
れ
つ
つ
も
、
母
北
の
方

の
懇
願
に
よ
り
里
下
が
り
が
許
さ
れ
、
実
家
で
死
を
迎
え
て
い
る
。
死
の

床
に
あ
る
皇
妃
を
迎
え
る
実
家
の
人
々
が
、
そ
の
死
を
看
取
る
の
は
当
然

と
も
い
え
よ
う
。

　

以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
本
来
藤
壺
の
臨
終
を
看
取
る
べ
き
は
、

兄
で
あ
る
兵
部
卿
宮
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
事
実
、「
賢
木
」
巻
で

の
藤
壺
の
出
家
に
立
ち
会
い
、
動
揺
し
、
悲
し
み
の
涙
を
流
す
の
は
兄
兵

部
卿
宮
で
あ
っ
た
（「
賢
木
」
二
―
一
三
〇
～
一
三
一
頁
）。
し
か
し
、
藤

壺
の
病
悩
か
ら
冷
泉
帝
の
行
幸
（「
薄
雲
」
二
―
四
四
三
頁
）、
そ
し
て
臨

終
ま
で
兵
部
卿
宮
が
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
本
来
そ
こ
に
い
る
は
ず
の

兵
部
卿
宮
を
あ
え
て
描
か
な
い
こ
と
で
、
光
源
氏
と
の
関
係
性
の
み
が
浮

か
び
上
が
る
よ
う
に
描
く
物
語
の
筆
致
が
あ
る
の
で
あ
る
。
田
坂
憲
二
氏

は
、「
澪
標
」
巻
に
お
い
て
光
源
氏
が
、
新
帝
と
新
東
宮
の
伯
父
と
い
う

立
場
を
利
用
し
、
鬚
黒
と
兵
部
卿
宮
が
連
帯
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、

兵
部
卿
宮
に
は
「
峻
厳
に
断
罪
す
る
か
の
如
き
対
応
」
を
と
り
、
鬚
黒
一

族
に
は
融
和
的
な
態
度
を
と
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
が（

（
（

、
兄
兵
部
卿
宮
は
藤

壺
か
ら
最
期
の
言
葉
を
残
さ
れ
る
対
象
と
し
て
も
除
外
さ
れ
て
お
り
、
藤

壺
死
後
の
冷
泉
帝
の
後
見
と
し
て
選
ば
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
確
に
な
る
。

　

兄
兵
部
卿
宮
が
描
か
れ
な
い
一
方
で
、『
岷
江
入
楚
』
は
、
藤
壺
臨
終

場
面
に
光
源
氏
が
立
ち
会
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、「
薄
雲
の
臨
終
の
さ

ま
也
源
氏
君
縁
あ
り
て
此
臨
終
に
あ
ひ
給
ふ
也（

（
（

」
と
し
て
い
る
。
仏
入
滅

に
も
た
と
え
ら
れ
る
荘
厳
な
藤
壺
の
臨
終
場
面
に
は
、
は
っ
き
り
と
光
源
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氏
と
の
男
女
の
宿
縁
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　

二
、
事
の
乱
れ

　

藤
壺
臨
終
場
面
が
、
光
源
氏
と
の
男
女
の
宿
縁
に
収
斂
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
死
を
看
取
ら
れ
る
と
い
う
状
況
以
外
に
、
臨
終
に
か
か
わ
る
表
現

か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

藤
壺
臨
終
場
面
に
は
、「
事
の
乱
れ
な
く
」
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
る
。

「
な
く
」
と
打
ち
消
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、『
源
氏
物
語
』
の
「
事
の
乱

れ
」
の
用
例
を
確
認
す
る
と
、
そ
れ
は
、
男
女
の
あ
や
ま
り
を
想
起
さ
せ

る
表
現
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
以
下
、
用
例
を
確
認
す
る
と
、

ま
ず
、
朱
雀
院
が
女
三
の
宮
を
出
家
さ
せ
る
こ
と
を
決
意
す
る
際
、
女
三

の
宮
が
出
家
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
男
女
の
あ
や
ま
り
を
犯
す
可
能
性
を

考
え
る
場
面
に
み
ら
れ
る
。

　
　

 「
さ
る
御
本
意
あ
ら
ば
、
い
と
尊
き
こ
と
な
る
を
、
さ
す
が
に
限
ら

ぬ
命
の
ほ
ど
に
て
、行
く
末
遠
き
人
は
、か
へ
り
て
事
の
乱
れ
あ
り
、

世
の
人
に
譏
ら
る
る
や
う
あ
り
ぬ
べ
き
こ
と
に
な
ん
、
な
ほ
憚
り
ぬ

べ
き
」
な
ど
の
た
ま
は
せ
て
、　　
　
　
（「
柏
木
」
四
―
三
〇
五
頁
）

　

次
の
場
面
は
、
夕
霧
が
花
散
里
に
落
葉
の
宮
の
一
件
を
説
明
す
る
場
面

で
あ
る
。
夫
柏
木
の
死
後
間
も
な
い
落
葉
の
宮
と
の
関
係
が
「
事
の
乱
れ
」

と
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

さ
が
な
く
、
事
が
ま
し
き
も
、
し
ば
し
は
な
ま
む
つ
か
し
う
、
わ
づ

ら
は
し
き
や
う
に
憚
ら
る
る
こ
と
あ
れ
ど
、
そ
れ
に
し
も
従
ひ
は
つ

ま
じ
き
わ
ざ
な
れ
ば
、
事
の
乱
れ
出
で
来
ぬ
る
後
、
我
も
人
も
憎
げ

に
あ
き
た
し
や
。　　
　
　
　
　
　
　
　
（「
夕
霧
」
四
―
四
七
〇
頁
）

　

次
の
場
面
は
、
母
、
女
三
の
宮
の
あ
ま
り
に
若
い
出
家
に
、
薫
が
、
男

女
の
あ
や
ま
り
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
場
面
で
あ
る
。

　
　

 

宮
も
か
く
盛
り
の
御
容
貌
を
や
つ
し
た
ま
ひ
て
、
何
ば
か
り
の
御
道

心
に
て
か
、
に
は
か
に
お
も
む
き
た
ま
ひ
け
ん
、
か
く
、
思
は
ず
な

り
け
る
事
の
乱
れ
に
、か
な
ら
ず
う
し
と
思
し
な
る
ふ
し
あ
り
け
ん
、

人
も
ま
さ
に
漏
り
出
で
知
ら
じ
や
は
、
な
ほ
つ
つ
む
べ
き
事
の
聞
こ

え
に
よ
り
、我
に
は
気
色
を
知
ら
す
る
人
の
な
き
な
め
り
、と
思
ふ
。

（「
匂
兵
部
卿
」
五
―
二
四
頁
）

　

以
上
の
例
は
皆
、
男
女
の
あ
や
ま
り
や
望
ま
し
く
な
い
関
係
を
示
す
例
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で
あ
る
。
そ
れ
を
考
え
た
際
、
藤
壺
の
「
事
の
乱
れ
」
の
用
例
も
、
男
女

の
関
係
に
収
斂
さ
れ
る
表
現
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

田
中
隆
昭
氏（

（
（

、
久
富
木
原
玲
氏（

（1
（

が
、
こ
の
藤
壺
の
薨
卒
伝
に
薬
子
の
薨

卒
伝
の
揺
曳
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。特
に
、久
富
木
原
氏
の
、「
事
の
乱
れ
」

と
「
乱
り
が
は
し
き
こ
と
」
が
響
き
合
っ
て
お
り
、「「
事
の
乱
れ
な
く
」

と
記
さ
れ
た
藤
壺
の
崩
御
記
事
を
い
わ
ば
内
側
か
ら
、
ま
さ
し
く
「
事
の

乱
れ
」
の
事
実
が
た
し
か
に
存
在
し
た
こ
と
を
暴
き
出
し
て
い
る
の
で
あ

る
」
と
の
指
摘
は
、
物
語
内
の
用
例
か
ら
も
首
肯
さ
れ
る
。

　

藤
壺
の
臨
終
場
面
は
、
光
源
氏
と
の
男
女
の
宿
縁
が
、
そ
し
て
密
通
の

事
実
が
改
め
て
刻
み
込
ま
れ
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

三
、
人
の
愁
へ
と
な
る
こ
と
―
後
見
な
き
冷
泉
帝

　
「
薄
雲
」
巻
の
藤
壺
臨
終
場
面
に
つ
い
て
、
光
源
氏
に
看
取
ら
れ
て
い

る
こ
と
、
事
の
乱
れ
が
想
起
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
が
、

臨
終
の
場
面
の
な
か
で
も
う
ひ
と
つ
考
え
て
お
き
た
い
表
現
が
あ
る
。
そ

れ
は
、「
豪
家
に
こ
と
寄
せ
て
、
人
の
愁
へ
と
あ
る
こ
と
な
ど
も
お
の
づ

か
ら
う
ち
ま
じ
る
を
、
い
さ
さ
か
も
さ
や
う
な
る
事
の
乱
れ
な
く
」
と
い

う
本
文
の
「
愁
へ
」
に
つ
い
て
の
箇
所
で
あ
る
。「
豪
家
」
と
は
権
威
や

権
勢
を
さ
す
語
で
あ
り（

（（
（

、
藤
壺
ほ
ど
の
身
分
や
立
場
で
あ
れ
ば
、
権
威
や

権
勢
を
か
さ
に
き
て
人
の
愁
え
と
な
る
こ
と
も
起
こ
る
は
ず
で
あ
る
の

に
、
事
の
乱
れ
が
な
か
っ
た
と
藤
壺
を
讃
え
る
文
脈
で
あ
る
。
確
か
に
、

光
源
氏
と
の
「
事
の
乱
れ
」
は
隠
蔽
さ
れ
、
世
間
に
明
ら
か
に
な
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
藤
壺
は
本
当
に
「
人
の
愁
へ
と
あ
る
こ
と
」
が

な
か
っ
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

以
下
の
場
面
は
、
宇
治
八
の
宮
が
冷
泉
帝
の
東
宮
時
代
に
政
争
に
巻
き

込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。

　
　

 

源
氏
の
大
殿
の
御
弟
、
八
の
宮
と
ぞ
聞
こ
え
し
を
、
冷
泉
院
の
春
宮

に
お
は
し
ま
し
し
時
、朱
雀
院
の
大
后
の
横
さ
ま
に
思
し
か
ま
へ
て
、

こ
の
宮
を
世
の
中
に
立
ち
継
ぎ
た
ま
ふ
べ
く
、
わ
が
御
時
、
も
て
か

し
づ
き
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
け
る
騒
ぎ
に
、

（「
橋
姫
」
五
―
一
二
五
頁
）

　

こ
の
政
争
の
主
な
原
因
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
朱
雀
院
の
大

后
の
横
さ
ま
」
な
様
子
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
弘
徽
殿
大
后
の
介

入
を
許
す
素
地
が
冷
泉
帝
側
に
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
を

端
的
に
あ
ら
わ
す
の
は
、
冷
泉
帝
に
後
見
が
い
な
い
こ
と
が
物
語
に
た
び

た
び
描
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
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帝
お
り
ゐ
さ
せ
た
ま
は
む
の
御
心
づ
か
ひ
近
う
な
り
て
、
こ
の
若
宮

を
坊
に
と
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
御
後
見
し
た
ま
ふ
べ
き
人

お
は
せ
ず
、
御
母
方
、
み
な
親
王
た
ち
に
て
、
源
氏
の
公
事
知
り
た

ま
ふ
筋
な
ら
ね
ば
、
母
宮
を
だ
に
動
き
な
き
さ
ま
に
し
お
き
た
て
ま

つ
り
て
、
強
り
に
と
思
す
に
な
む
あ
り
け
る
。

（「
紅
葉
賀
」
一
―
三
四
七
頁
）

　

桐
壺
帝
は
自
ら
の
譲
位
を
見
据
え
、
冷
泉
帝
立
坊
を
希
望
す
る
。
し
か

し
、
そ
の
気
が
か
り
と
な
っ
た
の
は
、「
御
後
見
し
た
ま
ふ
べ
き
人
」
が

い
な
い
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
藤
壺
の
兄
、
兵
部
卿
宮
は
、「
親
王
た
ち

に
て
、
源
氏
の
公
事
知
り
た
ま
ふ
筋
な
ら
ね
ば
」
と
い
う
形
で
当
初
よ
り

後
見
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。
桐
壺
帝
は
、
藤
壺
を
中
宮
に
し
て
立
場
を

強
め
、
後
見
の
な
い
冷
泉
帝
の
立
場
を
も
強
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

桐
壺
帝
は
、
退
位
後
も
な
お
、「
御
後
見
の
な
き
を
う
し
ろ
め
た
う
思
ひ

き
こ
え
て
」（「
葵
」
二
―
一
七
頁
）
と
冷
泉
帝
を
気
遣
い
、
自
ら
の
死
に

際
し
て
も
、「
大
将
に
も
、朝
廷
に
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
べ
き
御
心
づ
か
ひ
、

こ
の
宮
の
御
後
見
し
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
を
か
へ
す
が
へ
す
の
た
ま
は
す
」

（「
賢
木
」
二
―
九
七
頁
）
と
光
源
氏
に
後
見
を
依
頼
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

桐
壺
帝
の
言
葉
を
守
る
光
源
氏
も
ま
た
、「
ま
た
後
見
仕
う
ま
つ
る
人
も

は
べ
ら
ざ
め
る
に
、
春
宮
の
御
ゆ
か
り
、
い
と
ほ
し
う
思
ひ
た
ま
へ
ら
れ

は
べ
り
て
」（「
賢
木
」
二
―
一
二
四
頁
）
と
、
冷
泉
帝
に
後
見
が
い
な
い

た
め
、
自
身
が
そ
れ
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
光
源
氏
が
須
磨
に
退
去
し
、
そ
の
間
に
先
述
の
冷
泉
帝
廃
太

子
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
が
後
に
明
ら
か
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
こ
と
を
ふ

ま
え
て
朱
雀
帝
が
、
自
ら
の
退
位
と
冷
泉
帝
へ
の
譲
位
を
考
え
た
際
、
や

は
り
、「
朝
廷
の
御
後
見
」（「
明
石
」
二
―
二
六
二
頁
）
を
す
る
人
物
が

必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
冷
泉
帝
は
常
に
後
見
の

不
在
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
頼
り
と
な
る
の
は
光
源
氏
だ
け

で
あ
り
、
そ
の
光
源
氏
も
須
磨
明
石
に
退
去
す
る
事
態
と
な
っ
て
い
る
冷

泉
帝
の
状
況
は
、
弘
徽
殿
大
后
ら
を
中
心
と
す
る
一
派
に
よ
っ
て
、
廃
太

子
が
計
画
さ
れ
る
素
地
が
冷
泉
帝
側
に
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
状
況
は
必
ず
し
も
藤
壺
だ
け
が
作
り
出
し
た
わ
け
で

は
な
く
、桐
壺
帝
が
冷
泉
帝
を
立
太
子
さ
せ
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
桐
壺
帝
が
光
源
氏
の
立
太
子
を
あ
き
ら
め
た
理
由
は
、「
御

後
見
す
べ
き
人
」
が
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。

　
　

 

明
く
る
年
の
春
、
坊
定
ま
り
た
ま
ふ
に
も
、
い
と
ひ
き
越
さ
ま
ほ
し

う
思
せ
ど
、
御
後
見
す
べ
き
人
も
な
く
、
ま
た
、
世
の
う
け
ひ
く
ま

じ
き
こ
と
な
り
け
れ
ば
、
な
か
な
か
あ
や
ふ
く
思
し
憚
り
て
、
色
に

も
出
だ
さ
せ
た
ま
は
ず
な
り
ぬ
る
を
、　　
（「
桐
壺
」
一
―
三
七
頁
）
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後
見
の
い
な
い
皇
子
は
、
本
来
東
宮
に
な
れ
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
こ

と
は
、
桐
壺
帝
自
身
が
重
々
理
解
し
て
い
た
の
だ
。
冷
泉
帝
立
太
子
は
、

母
藤
壺
が
先
帝
の
皇
女
で
あ
っ
た
こ
と
、
及
び
、
光
源
氏
が
後
見
に
つ
く

こ
と
が
想
定
さ
れ
た
ゆ
え
に
、
桐
壺
帝
が
断
行
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

の
よ
う
な
背
景
の
な
か
で
の
光
源
氏
の
須
磨
退
去
は
、
藤
壺
と
し
て
は
想

定
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、
幼
い
東
宮
で
あ
る
冷
泉
帝
が
廃
太
子
の
危
機

に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
は
、
藤
壺
ひ
と
り
の
力
で
阻
止
で
き
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
世
の
乱
れ
の
も
と
と
な
っ
た

と
い
う
事
実
が
あ
る
の
だ
。藤
壺
は「
人
の
愁
へ
」と
な
る
こ
と
が
な
か
っ

た
よ
う
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
冷
泉
帝
の
例
と
対

照
的
な
の
が
今
上
帝
で
あ
る
。

　
　

 

大
将
は
、
こ
の
中
将
は
同
じ
右
の
次
将
な
れ
ば
、
常
に
呼
び
と
り
つ

つ
、
ね
む
ご
ろ
に
語
ら
ひ
、
大
臣
に
も
申
さ
せ
た
ま
ひ
け
り
。
人
柄

も
い
と
よ
く
、
朝
廷
の
御
後
見
と
な
る
べ
か
め
る
下
形
な
る
を
、
な

ど
か
は
あ
ら
む
と
思
し
な
が
ら
、　　
　
（「
藤
袴
」
三
―
三
四
二
頁
）

今
上
帝
に
は
お
じ
鬚
黒
が
控
え
て
お
り
、「
朝
廷
の
御
後
見
と
な
る
べ
か

め
る
下
形
」
と
確
た
る
後
見
と
し
て
描
か
れ
て
い
る（

（1
（

。
実
際
、
今
上
帝
が

即
位
す
る
と
す
ぐ
に
、
鬚
黒
が
右
大
臣
と
な
っ
て
政
権
を
担
当
し
て
い
る

（「
若
菜
下
」
四
―
一
六
五
頁
）。
朱
雀
帝
も
ま
た
、
そ
の
是
非
は
ひ
と
ま

ず
お
く
と
し
て
も
、
右
大
臣
と
い
う
強
力
な
後
見
の
も
と
、
治
世
を
行
っ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
後
見
が
お
ら
ず
、
実
際
に
廃
太
子
の

危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
冷
泉
帝
の
よ
う
な
不
安
定
な
東
宮
の
存
在
は
、
世
の

愁
え
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
だ
。
事
実
、
光
源
氏
は
帰
京
後
す
ぐ
に
冷
泉
帝

の
後
見
と
し
て
致
仕
大
臣
に
摂
政
を
依
頼
し
て
い
る
（「
澪
標
」
二
―

二
八
二
～
二
八
三
頁
）。
冷
泉
帝
が
一
一
歳
で
即
位
し
た
幼
帝
で
あ
る
と

い
う
点
も
あ
る
が
、
後
見
の
少
な
さ
を
補
う
目
的
も
大
き
か
っ
た
と
い
え

よ
う（

（1
（

。
さ
ら
に
、
冷
泉
帝
は
即
位
後
も
後
見
が
少
な
い
存
在
と
し
て
語
ら

れ
続
け
る
。

　

藤
壺
が
、
前
斎
宮
を
冷
泉
帝
に
入
内
さ
せ
よ
う
と
し
た
理
由
は
「
御
後

見
」（「
澪
標
」
二
―
三
二
二
頁
）
に
さ
せ
よ
う
と
い
う
思
い
か
ら
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
、「
薄
雲
」
巻
で
、
太
政
大
臣
が
亡
く
な
っ
た
場
面
に
お
い

て
も
、
依
然
と
し
て
冷
泉
帝
は
「
と
り
た
て
て
御
後
見
し
た
ま
ふ
べ
き
人

も
な
き
」（「
薄
雲
」
二
―
四
四
二
頁
）
と
描
か
れ
る
。
後
見
の
な
い
冷
泉

帝
の
姿
は
物
語
の
中
で
繰
り
返
し
語
ら
れ
、
後
見
が
な
い
か
ら
こ
そ
の
懸

念
、
混
乱
が
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
本
来
な
ら
ば
国
母
藤
壺
と

そ
の
一
族
が
後
見
と
し
て
帝
を
支
え
る
べ
き
だ
が
、
親
王
で
あ
る
と
い
う

点
で
兵
部
卿
宮
の
存
在
は
語
ら
れ
ず
、ひ
た
す
ら
に
後
見
の
な
い
冷
泉
帝
、
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ひ
い
て
は
そ
の
母
で
あ
る
藤
壺
の
姿
が
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
を
考
え
た
と
き
、「
豪
家
に
こ
と
寄
せ
て
、
人
の
愁
へ
と
あ

る
こ
と
」
が
な
か
っ
た
と
い
う
文
脈
は
、
少
な
く
と
も
冷
泉
帝
の
東
宮
時

代
の
藤
壺
が
「
豪
家
」
で
あ
っ
た
の
か
、
藤
壺
の
存
在
が
「
人
の
愁
へ
」

と
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。
む
し
ろ
、

「
豪
家
」
と
呼
べ
る
べ
き
盤
石
な
立
場
を
築
く
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
冷

泉
帝
・
藤
壺
母
子
に
よ
っ
て
、
廃
太
子
の
計
画
と
い
う
、
最
も
人
の
愁
え

と
な
る
べ
き
事
態
が
出
来
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
藤
壺
の
臨
終

場
面
の
記
述
と
は
、
世
の
愁
え
と
な
る
よ
う
な
事
の
乱
れ
を
起
こ
さ
な

か
っ
た
と
描
か
れ
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
世
の
愁
え
と
な
り
、
事
の
乱
れ

ま
で
も
が
起
き
た
藤
壺
を
こ
そ
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
記
述
と
な
っ
て
い
た

の
だ
。

　

冷
泉
帝
の
後
見
に
つ
い
て
は
、
藤
壺
死
後
、
冷
泉
帝
が
夜
居
の
僧
都
よ

り
秘
事
を
密
奏
さ
れ
、
光
源
氏
へ
の
譲
位
、
及
び
、
光
源
氏
の
親
王
へ
の

復
位
を
打
診
し
た
際
も
、「
世
の
中
の
御
後
見
し
た
ま
ふ
べ
き
人
な
し
」

（「
薄
雲
」
二
―
四
五
七
頁
）
と
、
し
か
る
べ
き
後
見
が
い
な
く
な
っ
て
し

ま
う
と
い
う
理
由
で
光
源
氏
は
、
譲
位
は
も
ち
ろ
ん
、
親
王
へ
の
復
位
に

つ
い
て
も
申
し
出
を
断
っ
て
い
る
。
後
見
の
問
題
は
、
藤
壺
の
死
後
も
な

お
、
冷
泉
帝
の
課
題
と
し
て
描
か
れ
続
け
て
い
る
。

　

そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
藤
壺
臨
終
場
面
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
る
と
、

藤
壺
は
あ
く
ま
で
光
源
氏
に
冷
泉
帝
の
後
見
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

「
内
裏
の
御
後
見
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
こ
と
、
年
ご
ろ
思
ひ
知
り
は
べ
る

こ
と
多
か
れ
ど
、
何
に
つ
け
て
か
は
そ
の
心
寄
せ
こ
と
な
る
さ
ま
を
も
漏

ら
し
き
こ
え
む
と
の
み
、
の
ど
か
に
思
ひ
は
べ
り
け
る
を
」（「
薄
雲
」
二

―
四
四
六
頁
）
と
礼
を
述
べ
た
う
え
で
、
そ
の
謝
意
を
日
常
的
に
伝
え
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
残
念
に
思
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
光
源
氏
へ
の
愛
情
を
示
す
表
現
は
全
く
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を

改
め
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
藤
壺
が
光
源
氏
を
、
男
君
と
し
て
ど
う

思
っ
て
い
た
か
は
全
く
描
か
れ
ず
、
冷
泉
帝
の
後
見
と
な
っ
て
く
れ
た
、

そ
の
点
に
の
み
触
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
光
源
氏
へ
の
個
人
的

な
思
い
を
読
み
取
る
余
地
は
な
い（

（1
（

。

　

む
し
ろ
、
藤
壺
本
人
の
発
言
か
ら
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
も

関
わ
ら
ず
、
物
語
本
文
は
、「
事
の
乱
れ
」「
愁
へ
」
と
い
う
語
に
よ
り
、

光
源
氏
と
の
密
通
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
冷
泉
帝
の
後
見
の
な

さ
を
深
く
刻
み
込
ん
で
い
る
の
だ
。
藤
壺
本
人
が
光
源
氏
を
ど
の
よ
う
に

思
っ
て
い
た
か
は
描
か
れ
な
い
。
し
か
し
、
物
語
は
、
臨
終
の
場
面
と
い

う
藤
壺
の
最
期
を
描
く
場
面
に
お
い
て
、
藤
壺
の
人
生
が
光
源
氏
と
の
密

通
に
集
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
残
酷
に
描
き
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

今
井
源
衛
氏
は
、
六
国
史
の
薨
卒
伝
に
つ
い
て
、
編
纂
事
務
担
当
者
の
個

人
的
な
見
識
才
能
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る（

（1
（

。
藤
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壺
臨
終
場
面
に
お
い
て
も
、
物
語
が
選
び
取
っ
た
藤
壺
の
一
生
と
は
、
最

終
的
に
光
源
氏
と
の
密
通
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

一
方
で
、
藤
壺
自
身
が
選
び
取
っ
た
光
源
氏
と
の
関
係
と
は
、
あ
く
ま

で
冷
泉
帝
の
後
見
と
し
て
の
光
源
氏
と
の
関
係
の
み
で
あ
り
、
愛
情
、
愛

情
に
ま
つ
わ
る
恨
み
は
少
な
く
と
も
表
面
上
に
は
一
切
描
か
れ
な
い（

（1
（

。
仮

に
、
藤
壺
が
光
源
氏
に
愛
情
を
抱
い
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
こ
と

は
一
切
描
か
れ
ず
、
冷
泉
帝
の
後
見
と
し
て
の
み
光
源
氏
と
対
峙
す
る
自

制
的
な
振
る
舞
い
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に（

（1
（

、
藤
壺
そ
の
人
の
有
り
様
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
の
だ
。

　
　
　

四
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
藤
壺
臨
終
場
面
に
お
け
る
「
事
の
乱
れ
」「
愁
へ
」
に
着
目
し

な
が
ら
、
藤
壺
の
臨
終
場
面
が
光
源
氏
と
の
密
通
を
か
た
ど
り
、
世
の
愁

え
と
な
っ
た
藤
壺
の
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

　

太
田
敦
子
氏
は
、
同
じ
く
臨
終
場
面
の
「
財
物
」
を
「
さ
る
べ
き
限
り
」

（「
薄
雲
」
二
―
四
四
七
頁
）
捧
げ
た
と
い
う
表
現
に
着
目
さ
れ
、
仏
事
に

対
す
る
篤
い
志
に
、
藤
壺
の
内
面
が
抱
え
る
罪
の
意
識
が
大
き
か
っ
た
こ

と
を
指
摘
さ
れ
る（

（1
（

。
こ
の
指
摘
か
ら
、「
事
の
乱
れ
」「
愁
へ
」
だ
け
で
は

な
く
、
藤
壺
の
臨
終
を
書
き
記
す
物
語
の
方
法
と
し
て
、
幾
重
に
も
藤
壺

の
抱
え
る
罪
、
す
な
わ
ち
光
源
氏
と
の
密
通
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る

こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
る
。

　

湯
淺
幸
代
氏
は
、先
帝
の
皇
女
の
入
内
と
い
う
点
に
つ
い
て
着
目
さ
れ
、

歴
史
上
の
先
帝
皇
女
の
入
内
か
ら
鑑
み
て
、
帝
の
寵
愛
を
期
待
す
る
こ
と

が
難
し
い
こ
と
、
物
語
の
藤
壺
も
桐
壺
更
衣
の
身
代
わ
り
で
あ
り
、
歴
史

上
の
皇
女
た
ち
の
よ
う
に
、「
薄
倖
の
妃
」と
な
る
可
能
性
を
示
唆
し
つ
つ
、

光
源
氏
と
の
密
通
、
冷
泉
帝
の
即
位
な
ど
の
独
自
の
展
開
を
見
せ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
す
る（

（1
（

。
し
か
し
、
結
果
的
に
桐
壺
更
衣
の
身
代
わ
り
と
な
っ

た
こ
と
も
、
光
源
氏
と
密
通
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
も
藤
壺
自
身
が
選

ん
だ
道
で
は
な
い
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
小
嶋
菜
温
子
氏
が
「
あ
や
に
く

な
運
命
に
よ
っ
て
、
理
想
的
な
女
性
像
を
踏
み
外
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ

れ
、
そ
の
魂
の
平
安
を
か
き
乱
さ
れ
ず
に
お
か
な
か
っ
た（

11
（

」
と
藤
壺
と
六

条
御
息
所
の
二
人
と
を
あ
わ
せ
て
検
証
さ
れ
た
こ
と
は
大
変
示
唆
的
で
あ

る
。
藤
壺
自
身
は
、
最
後
ま
で
自
制
的
で
あ
り
、
光
源
氏
と
も
冷
泉
帝
の

後
見
と
し
て
連
帯
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
物
語
は
残
酷
な
筆
致
で
藤

壺
の
罪
を
最
後
ま
で
あ
ぶ
り
だ
す
。

　

さ
ら
に
藤
壺
は
こ
の
の
ち
、「
い
み
じ
く
恨
み
た
ま
へ
る
御
気
色
」（「
朝

顔
」
二
―
四
九
四
頁
）
で
光
源
氏
の
夢
に
現
れ
る
。
そ
れ
を
「
お
そ
は
る

る
心
地
」（「
朝
顔
」
二
―
四
九
五
頁
）
と
感
じ
る
光
源
氏
か
ら
は
、
藤
壺
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が
物
の
怪
と
お
ぼ
し
き
も
の
と
し
て
現
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。な
ぜ
、

藤
壺
が
そ
の
よ
う
な
形
で
光
源
氏
の
元
に
現
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
も
、藤
壺
臨
終
の
場
面
に
鍵
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。死
の
間
際
で
あ
っ

て
さ
え
、
あ
く
ま
で
光
源
氏
を
冷
泉
帝
の
後
見
と
し
て
見
よ
う
と
し
た
藤

壺
の
思
い
を
無
に
す
る
よ
う
に
、
光
源
氏
が
藤
壺
の
こ
と
を
漏
ら
し
た
こ

と
に
一
因
が
あ
る
と
い
え
よ
う（

1（
（

。

　

藤
壺
臨
終
場
面
と
は
、
死
す
る
と
き
ま
で
自
制
を
保
ち
、
光
源
氏
と
、

冷
泉
帝
の
後
見
と
し
て
対
峙
し
よ
う
と
し
た
藤
壺
自
身
の
思
い
と
藤
壺
の

罪
と
を
描
き
出
す
物
語
の
相
克
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

注（1
） 

本
文
の
引
用
は
小
学
館
刊
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
に
よ
り
、
巻

名
・
巻
数
・
頁
数
を
付
す
。
傍
線
等
は
適
宜
補
っ
て
い
る
。

（
（
） 『
河
海
抄
』
が
、『
法
華
経
』「
安
楽
行
品
」
の
影
響
を
指
摘
し
て
以
来
、
諸
注
が

そ
れ
を
受
け
継
い
で
い
る
（
玉
上
琢
彌
編
『
紫
明
抄
・
河
海
抄
』
角
川
書
店　

三
五
九
頁
）。

（
（
） 

岩
波
書
店
新
日
本
古
典
文
学
大
系
脚
注
、
小
学
館
刊
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
頭

注
な
ど
。
咲
本
英
恵
氏
は
、
藤
壺
の
死
の
描
写
に
つ
い
て
、
誄
の
形
を
と
っ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
（「
藤
壺
宮
と
紫
上
の
死
後
の
語
り
―
誄
と
の
関
わ
り
か

ら
―
」
中
古
文
学
会
二
〇
一
八
年
度
春
季
大
会
資
料
）。

（
（
） 

後
藤
幸
良
氏
「
桐
壺
更
衣
の
死
―
仏
教
受
容
の
様
相
を
め
ぐ
っ
て
」（『
源
氏
物
語

と
東
ア
ジ
ア
』
新
典
社　

二
〇
一
〇
年
）。

（
（
） 

松
井
健
児
氏
「
藤
壺
を
夢
に
見
る
―
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
の
叙
述
―
」（「
駒

澤
国
文
」
五
三
号　

二
〇
一
六
年
）。

（
（
） 

新
編
全
集
頭
注
巻
第
一
「
月
の
宴
」
一
―
四
四
頁
頭
注
。

（
（
） 

田
坂
憲
二
氏「
鬚
黒
一
族
と
式
部
卿
宮
家
―
源
氏
物
語
に
お
け
る〈
政
治
の
季
節
〉・

そ
の
二
―
（『
源
氏
物
語
の
人
物
と
構
想
』
和
泉
書
院　

一
九
九
三
年
）。

（
（
） 

源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
『
岷
江
入
楚
』「
薄
雲
」
二
八
〇
頁
。

（
（
） 

田
中
隆
昭
氏
「
六
国
史
后
妃
伝
と
藤
壺
の
宮
崩
御
の
記
事
」（『
源
氏
物
語　

歴
史

と
虚
構
』
勉
誠
社　

一
九
九
三
年
）。

（
10
） 

久
富
木
原
玲
氏
「
藤
壺
造
型
の
位
相
―
逆
流
す
る
『
伊
勢
物
語
』
前
史
―
」（『
源

氏
物
語
と
和
歌
の
論
―
異
端
へ
の
ま
な
ざ
し
』
青

舎　

二
〇
一
七
年　

四
七
六

頁
）。

（
11
） 

小
学
館
刊
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』（
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
）。

（
1（
） 

斎
藤
紗
代
氏
は
、
冷
泉
帝
へ
の
尚
侍
出
仕
が
決
ま
っ
て
い
た
玉
鬘
を
鬚
黒
が
自
分

の
も
の
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
現
東
宮
の
「
下
形
」
と
し
て
の
自
覚
が
あ
っ
た

こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
（「『
源
氏
物
語
』
鬚
黒
に
つ
い
て
の
一
考
察
」『
成
蹊
国
文
』

三
五
号　

二
〇
〇
二
年
三
月
）。
今
上
帝
の
後
見
と
し
て
、
盤
石
な
立
場
に
あ
る

と
い
う
鬚
黒
の
意
識
が
垣
間
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
今
上
帝
の
後
見
が
確
た
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
1（
） 

湯
淺
幸
代
氏
は
、
光
源
氏
が
太
政
大
臣
を
招
聘
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
盤
石
な
国

家
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
、
一
族
の
利
益
を
優
先
す
る
摂
関
と
は
異
な
る
形
を
作

り
上
げ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
（「
澪
標
巻
の
光
源
氏
―
宿
世
の
自
覚
と
予
言
実

現
に
向
け
て
―
」『
源
氏
物
語
の
史
的
意
識
と
方
法
』
新
典
社　

二
〇
一
八
年
）。

し
か
し
、
摂
政
を
設
置
す
る
前
提
と
し
て
冷
泉
帝
が
幼
帝
で
あ
り
、
後
見
が
必
要

で
あ
る
と
い
う
要
素
は
不
可
欠
で
あ
る
。

（
1（
） 

新
編
全
集
頭
注
は
、
藤
壺
の
言
葉
に
光
源
氏
が
「
自
分
に
対
す
る
藤
壺
の
愛
情
の

告
白
を
感
じ
取
る
の
で
あ
る
」（「
薄
雲
」
二
―
四
四
六
頁
）
と
注
を
付
す
が
、
本

文
を
読
む
か
ぎ
り
で
は
、
愛
情
の
告
白
と
は
読
め
な
い
こ
と
を
い
ま
一
度
確
認
す



― 1（ ― 『源氏物語』藤壺の死

る
必
要
が
あ
る
。

（
1（
） 

今
井
源
衛
氏
「
漢
文
伝
に
つ
い
て
の
一
問
題
―
『
類
従
国
史
』「
人
」
部
」（『
今

井
源
衛
著
作
集 
第
八
巻
』
笠
間
書
院　

二
〇
〇
五
年
）。

（
1（
） 

鈴
木
宏
子
氏
は
、「
賢
木
」
巻
の
藤
壺
の
光
源
氏
へ
の
返
歌
に
つ
い
て
、
藤
壺
母

子
が
朱
雀
帝
の
治
世
を
生
き
抜
く
た
め
に
、
光
源
氏
の
心
を
馴
致
す
る
こ
と
を
求

め
た
も
の
で
あ
る
一
方
、
感
情
を
理
性
に
よ
っ
て
相
対
化
し
統
御
す
る
こ
と
を
光

源
氏
に
求
め
る
こ
と
は
、
藤
壺
自
身
の
姿
と
も
重
な
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
（「
光

源
氏
の
渇
愛
―
物
語
の
歌
を
読
む
豊
か
さ
―
」『
王
朝
和
歌
の
想
像
力
―
古
今
集

と
源
氏
物
語
―
』笠
間
書
院　

二
〇
一
二
年
）。藤
壺
は
臨
終
の
間
際
ま
で
ま
さ
に
、

感
情
を
理
性
に
よ
っ
て
統
御
す
る
こ
と
を
選
ん
で
い
た
と
い
え
よ
う
。

（
1（
） 

藤
井
由
紀
子
氏
は
、「
藤
壺
の
宮
の
「
女
心
」
が
現
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
花
宴
巻

の
和
歌
」
に
、「
直
接
的
な
愛
情
表
現
は
見
ら
れ
な
い
」
と
し
た
う
え
で
、「『
源

氏
物
語
』
の
本
文
は
，
あ
く
ま
で
禁
欲
的
に
，
藤
壺
の
宮
の
姿
を
描
き
出
し
て
い

る
の
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
首
肯
さ
れ
る
（「
相
思
相
愛
と
い
う
「
誤

解
」
―
光
源
氏
と
藤
壺
の
宮
の
場
合
―
」（「
清
泉
女
子
大
学
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研

究
所
年
報
」
第
二
五
巻　

二
〇
一
七
年
）。

（
1（
） 

太
田
敦
子
氏
「
藤
壺
中
宮
と
財
物
―
「
薄
雲
」
巻
を
始
発
と
し
て
―
」（
二
〇
一
八

年
度
國
學
院
大
學
国
文
学
会
春
季
大
会
資
料
）。

（
1（
） 

湯
淺
幸
代
氏
「
藤
壺
宮
入
内
の
論
理
―
「
先
帝
」
の
語
義
検
証
と
先
帝
皇
女
の
入

内
に
つ
い
て
―
」（『
源
氏
物
語
の
史
的
意
識
と
方
法
』）。

（
（0
） 

小
嶋
菜
温
子
氏
「
藤
壺
宮
と
六
条
御
息
所
の
「
罪
」
と
亡
魂
―
秋
好
中
宮
に
み
る

故
・
前
坊
家
と
六
条
院
」（『
源
氏
物
語
へ　

源
氏
物
語
か
ら
』
笠
間
書
院　

二
〇
〇
七
年　

九
二
頁
）。

（
（1
） 

柳
井
滋
氏
は
、
藤
壺
の
死
霊
の
出
現
の
背
景
に
、
光
源
氏
の
恋
慕
こ
そ
が
藤
壺
の

苦
患
の
原
因
で
あ
る
と
訴
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
（「
源
氏
物
語
の

仏
教
思
想
」『
源
氏
物
語
研
究
集
成
第
六
巻　

源
氏
物
語
の
思
想
』
風
間
書
房　

二
〇
〇
一
年　

一
八
二
頁
）。

付
記

　

本
論
は
、
二
〇
一
八
年
七
月
八
日
に
金
沢
大
学
で
行
わ
れ
た
日
本
文
学
協
会
第
三
八

回
研
究
発
表
大
会
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
を
礎
と
し
て
い
る
。
席
上
ご
指
導
く

だ
さ
っ
た
方
々
に
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
本
論
はJSPS

科
研
費1（K

1（（（（

の

研
究
成
果
の
一
環
で
あ
る
。


