
『
更
 
級
 
日
 
記
』

初
瀬
参
詣
記
事
の
考
察

原

順

子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ

 
『
更
級
日
記
』
の
研
究
は
現
在
で
は
既
に
、
阿
部
秋
生
氏
の
「
…
現
実
離
れ

の
し
た
夢
の
よ
う
な
世
界
に
偏
執
す
る
き
ら
い
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
平
安
中

期
の
女
性
と
し
て
最
も
普
通
に
近
い
生
活
を
し
て
い
た
性
格
の
人
で
あ
っ
た
、

と
思
わ
れ
る
。
」
、
更
に
「
平
凡
で
は
あ
る
が
、
問
題
に
し
て
然
る
べ
き
も
の
が

多
々
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
平
凡
な
ま
ま
の
日
記
で
終
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
は
、
あ
ま
り
に
素
直
で
、
世
間
し
ら
ず
の
受
領
の
娘
で
あ
っ
た
こ
ど

に
由
来
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
」
と
い
う
見
方
か
ら
抜
け
出
し
、
次
第
に
よ
り
作

品
の
価
値
を
認
め
そ
の
中
で
虚
構
が
認
め
ら
れ
る
方
向
に
あ
る
。
特
に
、
守
屋

 
 
ニ
 

省
吾
氏
は
「
現
実
を
軽
視
し
て
ひ
た
す
ら
雅
び
の
世
界
に
身
を
没
入
さ
せ
、
い

か
に
も
無
批
判
、
無
自
覚
な
ひ
と
り
の
女
を
描
出
し
、
そ
の
微
温
的
な
い
き
ざ

ま
を
綴
喜
し
た
の
は
あ
く
ま
で
作
者
孝
標
女
の
意
図
的
作
為
で
あ
っ
た
。
」
と
，

述
べ
、
作
品
に
描
か
れ
た
孝
斎
女
が
そ
の
ま
ま
実
際
の
作
者
の
人
生
で
は
な
い

問
題
を
考
察
さ
れ
た
こ
と
は
大
変
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
凡

な
女
性
の
記
録
と
い
ヶ
こ
と
で
は
な
く
、
作
品
中
の
登
場
人
物
孝
標
女
は
作
者

が
意
図
的
に
構
成
し
た
人
物
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
作
品
に
お
い
て
意
図
的
に

構
成
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
作
者
孝
雨
女
の
人
物
像
が
見
え
て
く
る
。
つ
ま
り
、

当
然
作
品
論
の
中
で
虚
構
や
作
為
の
問
題
が
出
て
く
る
。
私
も
、
本
作
品
に
お

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ
 

い
て
描
か
れ
て
い
る
作
者
が
孝
標
女
の
実
像
と
は
考
え
な
い
。
そ
し
て
犬
養
廉

氏
が
作
品
冒
頭
部
「
あ
づ
ま
路
の
道
の
果
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
方
に
生
ひ
出

で
た
る
人
…
」
に
『
源
氏
物
語
』
憧
憬
に
よ
る
浮
舟
を
想
定
し
て
の
虚
構
と
考

え
ら
れ
た
説
も
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
が
、
私
も
そ
れ
を
認
め
る
一
方
、
そ
の
部

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分
以
外
に
も
例
え
ば
「
葵
の
た
だ
三
筋
ば
か
り
あ
る
を
、
…
」
等
の
、
作
品
中

の
一
節
に
対
す
る
疑
問
を
検
討
し
、
虚
構
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
ま
た
石

 
 
 
 
 

原
昭
平
氏
等
の
『
更
級
日
記
』
を
物
語
か
ら
宗
教
へ
の
単
純
な
流
れ
と
い
う
こ

と
だ
け
で
は
な
く
、
物
語
と
宗
教
と
の
共
存
が
こ
の
作
品
の
基
調
を
な
し
て
い

る
と
考
え
る
論
も
出
て
き
た
。
私
も
、
物
語
憧
憬
と
信
仰
心
と
の
共
存
が
、
こ

の
作
品
の
基
調
を
な
し
て
い
る
と
考
え
、
今
日
ま
で
論
を
進
め
て
き
た
。
作
品

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
特
に
目
に
付
く
参
詣
記
事
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
も
考
察
し
て
き
た
が
、

本
論
で
は
特
に
大
嘗
会
御
盛
日
の
初
瀬
参
詣
出
立
記
事
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
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八
V
 
 
 
 
（
注
九
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
七
）

一
段
に
関
し
て
は
、
津
本
信
博
氏
・
守
屋
省
吾
氏
・
犬
養
廉
氏
等
の
説
に
異
論

は
な
い
が
、
今
回
私
は
少
し
違
っ
た
角
度
、
つ
ま
り
こ
れ
が
参
詣
の
紀
行
と
い

う
宗
教
的
な
ま
と
ま
り
を
持
ち
な
が
ら
作
品
全
体
の
基
調
で
あ
る
物
語
的
色
調

が
凝
縮
さ
れ
た
場
面
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
特
に
次
の
三
点
を
ポ
イ
ン
ト
に

し
て
考
察
を
進
め
た
い
。
ま
ず
（
一
）
特
に
こ
の
場
面
に
人
々
の
言
葉
や
会
話

（67）
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が
多
く
記
さ
れ
て
い
る
点
、
（
二
）
「
そ
こ
ら
ハ
桟
敷
ど
も
に
う
つ
る
と
て
」
の

一
節
に
つ
い
て
事
実
関
係
に
疑
問
が
あ
り
創
作
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
点
、
（
三
）

こ
の
場
面
が
「
音
に
の
み
」
の
詠
歌
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
点
、
で
あ
る
。
な
お

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
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十
）

『
更
級
日
記
』
本
文
引
用
は
「
新
潮
日
本
古
典
集
成
」
本
に
拠
る
。

（一

j
人
々
の
言
葉
や
会
話
が
多
く
記
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ

 
こ
の
会
話
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
津
本
信
博
氏
が
『
更
級
日
記
の
研
究
』

の
中
で
、
特
に
作
品
冒
頭
の
幾
つ
か
の
説
話
を
中
心
に
「
事
柄
を
生
の
形
で
紹

介
し
そ
こ
に
虚
構
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
た
。

本
論
で
取
り
あ
げ
る
大
嘗
会
御
寝
日
の
初
瀬
参
詣
出
立
記
事
で
は
、
人
々
の
言

葉
や
会
話
が
大
変
多
く
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
目
を
引
く
。
そ
の
内
容
を
見
る

と
冒
頭
部
で
は
、
御
喫
日
出
立
に
つ
い
て
の
周
囲
の
人
々
の
賛
否
の
言
葉
が
見

ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
…
月
日
多
か
り
、
そ
の
日
し
も
京
を
ふ
り
出
で
て
行
か

む
も
、
い
と
も
の
ぐ
る
ほ
し
く
、
流
れ
て
の
物
語
と
も
な
り
ぬ
べ
き
こ
と
な
り
」

（
八
八
頁
）
と
「
は
ら
か
ら
な
る
人
」
が
反
対
し
て
も
、
「
ち
こ
ど
も
の
親
な

る
人
」
す
な
わ
ち
夫
俊
通
は
「
い
か
に
も
い
か
に
も
、
心
に
こ
そ
あ
ら
め
」
と

賛
成
し
、
良
頼
の
兵
衛
督
の
家
の
前
を
過
ぎ
る
時
に
は
、
「
あ
れ
は
も
の
詣
で

人
な
め
り
な
、
月
日
し
も
こ
そ
世
に
お
ほ
か
れ
」
と
非
難
さ
れ
て
も
「
仏
の
御

尋
か
な
ら
ず
見
給
ふ
べ
き
人
に
こ
そ
あ
め
れ
。
よ
し
な
か
し
。
物
見
で
、
か
う

こ
そ
思
ひ
た
つ
べ
か
り
け
れ
」
と
、
孝
下
女
に
と
っ
て
は
心
強
い
言
葉
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
「
…
と
ま
め
や
か
に
い
ふ
人
、
ひ
と
り
ぞ
あ
る
。
」

と
記
す
だ
け
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
余
韻
に
も
嬉
し
さ
が
感
じ
ら
れ
続
く
段

「
道
顕
証
な
ら
ぬ
先
に
と
、
夜
ふ
か
う
出
で
し
か
ば
、
立
ち
お
く
れ
た
る
人
々

も
待
ち
」
（
九
〇
頁
）
と
出
立
後
参
詣
の
旅
が
進
ん
で
い
く
記
述
へ
と
上
手
く

繋
が
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
途
中
「
あ
や
し
の
わ
ら
は
べ
」
の
他
．

「
下
衆
の
小
家
」
の
人
々
ま
で
も
が
見
物
に
出
掛
け
る
御
喫
の
日
に
、
嘲
笑
さ

れ
な
が
ら
も
そ
の
度
に
「
ひ
た
ぶ
る
に
仏
を
念
じ
た
て
ま
つ
り
て
」
等
の
信
仰

心
が
描
か
れ
る
構
図
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
降
紀
行
的
要
素
が
強
く
、
周

囲
の
情
景
や
人
々
の
描
写
が
多
く
な
っ
て
い
く
。
「
高
名
の
栗
駒
山
に
は
あ
ら

ず
や
」
（
九
一
頁
）
と
聞
い
て
、
「
い
と
も
の
お
そ
ろ
し
」
く
思
う
孝
若
女
に
は
、

か
つ
て
古
代
の
母
親
が
恐
ろ
し
が
っ
て
物
詣
に
は
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
な
か
っ

た
場
面
（
孝
標
女
二
十
六
～
八
歳
頃
か
）
等
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
も
、
「
あ
や
し
げ
な
る
小
家
」
「
い
み
じ
げ
な
る
小
家
」
で
の
人
々
の
会
話

を
多
く
記
し
た
こ
と
は
、
単
に
孝
標
女
の
旅
に
お
け
る
非
日
常
の
対
象
へ
の
興

味
か
ら
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
「
い
と
い
み
じ
う
わ
び
し
く
お

そ
ろ
し
」
と
言
い
な
が
ら
、
旅
中
の
自
然
風
物
よ
り
も
人
間
達
に
目
を
向
け
、

そ
れ
ら
の
言
葉
を
記
し
た
孝
標
女
の
作
家
的
資
質
を
も
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
思
う
。
ま
た
山
辺
の
寺
で
夢
告
を
受
け
る
場
面
は
、
作
品
中
の
夢
告

の
場
面
が
ど
れ
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
夢
告
の
言
葉
が
そ
の
ま
ま
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

…
「
何
し
に
お
は
し
つ
る
ぞ
」
と
問
ひ
た
ま
へ
ば
、
「
い
か
で
か
参
ら
ざ

ら
む
」
と
申
せ
ば
、
「
そ
こ
は
内
裏
に
こ
そ
あ
ら
む
と
す
れ
。
博
士
の
命

婦
を
こ
そ
よ
く
か
た
ら
は
め
」
と
の
た
ま
ふ
と
思
ひ
て
、
う
れ
し
く
頼
も

し
く
て
、
い
よ
い
よ
念
じ
た
て
ま
つ
り
て
、
…
（
中
略
）
…
御
堂
の
方
よ

り
、
「
す
は
稲
荷
よ
り
賜
は
る
験
の
杉
よ
」
と
て
、
物
を
投
げ
つ
る
や
う

に
す
る
に
、
う
ち
お
ど
ろ
き
た
れ
ば
、
夢
な
り
け
り
。
 
 
（
九
三
頁
）
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言
葉
や
会
話
の
記
述
に
つ
い
て
作
品
全
体
を
見
渡
す
と
、
『
更
級
日
記
』
が
『
蜻

蛉
日
記
』
の
よ
う
に
道
綱
母
と
出
家
と
い
う
特
定
の
人
間
関
係
が
中
心
で
は
な

い
こ
と
も
あ
っ
て
、
人
々
の
言
葉
や
会
話
を
そ
の
ま
ま
ま
と
め
て
記
し
た
箇
所

は
多
く
は
な
い
。
例
え
ば
上
京
の
旅
の
記
中
の
竹
芝
伝
説
・
富
士
川
伝
説
で
は

「
…
と
語
る
」
と
、
そ
の
ま
ま
伝
説
の
語
り
手
の
言
葉
を
記
す
形
が
取
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
こ
の
二
つ
の
伝
説
の
間
に
位
置
す
る
足
柄
山
の
記
述
で
は
、
月
も

な
い
夜
に
出
会
っ
た
遊
女
達
と
孝
聖
女
の
供
人
と
の
や
り
と
り
が
中
心
に
描
か

れ
て
い
る
。
上
京
の
旅
の
記
で
は
作
者
が
十
三
歳
と
い
う
幼
い
年
齢
で
あ
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
執
筆
時
の
作
者
が
記
憶
に
残
っ
た
供
人
達
の
会
話
を
所
々
に
記

し
な
が
ら
書
き
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
別
に
す

る
と
次
の
二
箇
所
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
作
者
十
五
歳
（
治
安
二
年

睦
一
〇
二
二
）
の
姉
と
の
語
ら
い
の
場
面
で
あ
る
。
内
容
は
主
に
侍
従
大
納
言

（
藤
原
行
成
）
の
御
女
の
転
生
と
い
う
猫
に
つ
い
て
で
「
五
月
ば
か
り
、
夜
更

く
る
ま
で
物
語
を
読
み
で
起
き
る
た
れ
ば
、
来
つ
ら
む
方
も
見
え
ぬ
に
、
猫
の

い
と
な
ご
ヶ
鳴
い
た
る
を
」
（
三
八
頁
）
で
始
ま
る
、
幻
想
的
で
独
特
な
一
段

で
あ
る
。
続
く
『
長
恨
歌
』
を
求
め
て
の
贈
答
歌
の
一
段
を
は
さ
ん
で
位
置
さ

れ
た
、
や
は
り
姉
と
の
語
ら
い
も
姉
の
「
た
だ
今
、
ゆ
く
へ
な
く
飛
び
失
せ
な

ば
、
い
か
が
思
ふ
べ
き
」
（
四
一
頁
）
と
い
う
一
言
は
不
思
議
な
雰
囲
気
を
醸

し
出
し
、
「
荻
の
葉
、
荻
の
葉
」
と
女
を
呼
び
応
答
の
な
い
ま
ま
に
帰
っ
て
い

く
先
払
い
の
声
を
聞
き
な
が
ら
歌
を
詠
み
夜
明
け
ま
で
二
人
で
語
り
明
か
す
と

い
う
、
こ
の
辺
り
一
連
が
物
語
的
色
調
の
濃
い
描
写
と
な
っ
て
い
る
。
も
う
一

箇
所
は
作
者
三
十
六
歳
（
長
久
四
年
“
一
〇
四
三
）
の
時
、
祐
子
内
親
王
家
出

仕
で
の
源
資
通
や
女
房
と
の
春
秋
謳
（
八
○
頁
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
作
品
中
で

も
特
に
物
語
的
場
面
と
し
て
注
目
さ
れ
資
通
の
言
葉
を
中
心
に
描
か
れ
る
。
そ

『
更
級
日
記
』

初
瀬
参
詣
記
事
の
考
察
一

こ
に
は
詠
歌
を
含
め
て
全
部
で
十
二
の
言
葉
が
記
さ
れ
る
が
そ
の
う
ち
八
つ
ま

で
が
資
通
の
言
葉
と
な
っ
て
い
る
。
言
葉
の
引
用
と
い
う
点
で
は
量
的
に
も
初

瀬
参
詣
に
匹
敵
し
、
内
容
は
琵
琶
、
箏
の
琴
・
横
笛
と
劇
通
の
得
意
の
音
楽
諜

か
ら
春
秋
の
優
劣
諦
へ
と
展
開
し
翌
年
（
長
久
四
年
1
1
一
〇
四
三
）
の
管
弦
の

遊
び
、
又
の
年
の
春
の
場
面
へ
と
結
局
は
「
加
島
見
て
鳴
門
の
浦
に
漕
が
れ
三

つ
る
心
は
得
き
や
磯
の
あ
ま
人
」
（
八
六
頁
）
と
詠
ん
で
そ
の
後
会
う
こ
と
は

な
か
っ
た
、
と
い
う
孝
丹
碧
の
心
情
を
描
い
た
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
初
瀬
参

詣
記
事
に
人
々
の
言
葉
や
会
話
が
特
に
多
く
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
述

べ
た
姉
と
の
語
ら
い
や
源
資
通
謳
に
見
ら
れ
る
、
物
語
的
色
調
を
濃
く
持
つ
も

の
と
し
て
理
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
二
）
「
そ
こ
ら
、
桟
敷
ど
も
に
う
つ
る
と
て
」
（
八
九
頁
）
の
一
節
に
お
い
て

事
実
関
係
に
疑
問
が
あ
り
、
創
作
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
。

 
孝
標
女
一
行
は
「
そ
の
あ
か
つ
き
」
に
京
を
出
発
し
二
条
大
路
を
行
程
に
選

ん
で
通
っ
て
行
っ
た
。
後
に
掲
げ
る
資
料
の
古
記
録
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
こ

の
時
代
で
は
大
嘗
会
の
御
旗
の
場
所
は
殆
ど
「
二
条
白
河
」
と
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
、
二
条
大
路
は
御
薗
の
時
に
は
賑
わ
う
場
所
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

作
者
邸
が
一
条
近
辺
に
位
置
し
て
い
た
と
し
て
も
二
条
大
路
ま
で
に
が
か
っ
た

時
間
は
大
し
て
問
題
と
し
な
く
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
あ
か
つ
き
し
時

に
は
「
そ
こ
ら
、
桟
敷
ど
も
に
う
つ
る
と
て
、
行
き
ち
が
ふ
馬
も
車
も
、
徒
歩

人
も
」
と
、
見
物
の
た
め
桟
敷
へ
移
動
す
る
貴
族
達
で
既
に
か
な
り
混
雑
し
て

い
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
先
に
御
あ
か
し
持
た
せ
、
と
も
の
人
々
浄
衣

す
が
た
」
の
作
者
一
行
は
物
見
の
人
々
と
は
逆
行
し
て
い
っ
た
わ
け
で
、
御
亀

日
の
光
景
と
し
て
は
異
様
で
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
理
解
で
き
よ
う
。
一
生
に
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一
度
の
大
嘗
会
の
御
薗
で
あ
る
か
ら
、
早
朝
か
ら
見
物
の
場
所
を
確
保
し
よ
う

と
す
る
人
々
で
賑
わ
い
、
混
雑
し
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、

「
そ
こ
ら
、
桟
敷
ど
も
に
う
つ
る
と
て
、
行
き
ち
が
ふ
馬
も
車
も
、
徒
歩
人
も
」

と
予
め
桟
敷
を
用
意
で
き
る
身
分
の
人
々
、
す
な
わ
ち
「
貴
族
達
」
が
早
朝
既

に
大
勢
出
て
い
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
貴
族
達
が
桟
敷
が
あ

る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
夜
深
い
暁
頃
か
ら
二
条
大
路
へ
到
着
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ま
ず

孝
標
準
一
行
が
出
発
し
た
時
刻
に
つ
い
て
そ
の
表
現
を
確
認
し
た
い
と
思
う
。

「
そ
の
あ
か
つ
き
に
京
を
い
つ
る
に
」
（
八
九
頁
）
の
他
に
「
道
顕
証
な
ら
ぬ

さ
き
に
と
夜
深
う
出
で
し
か
ば
」
（
九
〇
頁
）
ま
た
「
夜
深
く
出
で
し
か
ば
、
人
々

困
じ
て
、
や
ひ
ろ
う
ち
と
い
ふ
所
に
と
ど
ま
り
て
」
（
九
一
頁
）
と
、
「
あ
か
つ

き
」
即
ち
夜
深
い
時
刻
と
繰
り
返
し
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
「
夜
深
し
」

と
い
う
の
は
明
け
方
か
ら
見
て
ま
だ
夜
の
気
配
が
十
分
残
っ
て
い
る
頃
の
こ
と

と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
記
事
の
十
月
二
十
五
日
は
ユ
リ
ウ
ス
暦
の

十
一
月
二
十
五
日
に
相
当
し
、
季
節
か
ら
考
え
て
も
一
行
が
出
発
し
た
時
刻
は

午
前
五
時
に
近
い
頃
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
時
刻
頃
か

ら
二
条
大
路
が
既
に
桟
敷
へ
移
る
貴
族
達
や
そ
の
従
者
達
で
賑
わ
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
ら
は
天
皇
の
出
御
を
見
る
こ
と
が
目
的
と
思
わ
れ
る
。

天
皇
の
出
御
を
待
っ
て
見
物
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
性
寺
の
大
門
で
後
続
の

人
々
を
待
っ
て
い
る
場
面
で
、
「
田
舎
よ
り
物
見
に
の
ぼ
る
者
ど
も
、
水
の
回

る
る
や
う
に
ぞ
見
ゆ
る
や
。
す
べ
て
道
も
さ
り
あ
へ
ず
。
…
」
と
記
さ
れ
る
こ

と
か
ら
も
、
前
も
っ
て
物
見
の
人
々
が
集
ま
っ
て
く
る
頃
に
天
皇
の
出
御
が

あ
っ
た
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
こ
で
古
記
録
に
見
ら
れ
る
御
襖
の
天
皇
出
御

の
時
刻
を
確
認
し
た
い
。
村
上
天
皇
か
ら
後
三
八
天
皇
ま
で
の
大
嘗
会
御
産
出

御
記
事
を
次
に
示
し
た
。
天
皇
名
の
次
の
（
）
に
は
御
瑛
の
行
わ
れ
た
年
月

日
及
び
そ
の
場
所
を
、
『
大
嘗
会
御
通
日
々
』
『
日
本
紀
略
』
『
明
代
略
記
』
等

に
よ
っ
て
記
し
、
各
々
の
記
事
の
出
典
は
引
用
文
末
に
記
し
た
。

村
上
天
皇
（
天
慶
九
年
1
1
九
四
六
、
十
月
廿
八
日
・
三
老
者
鴨
河
）

 
・
廿
八
日
、
乙
酉
、
天
晴
、
是
日
有
大
嘗
会
御
僧
…
（
中
略
）
…
午
二
剋
参
着
、

 
 
帯
弓
箭
翁
忌
上
座
、
主
上
御
出
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『
九
暦
逸
文
』

 
・
廿
八
日
、
苔
虫
齊
王
立
車
二
迂
路
見
物
、
午
一
刻
検
非
違
使
尉
已
下
巡
検

 
 
為
重
、
 
二
刻
天
皇
幸
鴨
河
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『
式
部
王
学
』

冷
泉
天
皇
（
安
和
元
年
1
一
九
六
八
、
十
月
廿
六
日
・
二
條
玉
東
河
）

 
・
廿
六
日
皇
子
。
天
皇
喫
干
東
河
。
依
大
嘗
会
也
。
 
 
'
 
『
日
本
紀
略
』

圓
融
天
皇
（
天
禄
元
年
1
1
九
七
〇
、
十
月
廿
六
日
・
二
條
末
東
河
）

 
・
廿
六
日
、
甲
午
、
天
皇
御
子
墨
書
、
依
大
嘗
会
喫
也
、
 
 
『
日
本
紀
略
』

花
山
天
皇
（
寛
和
元
年
涯
九
八
五
、
十
月
廿
五
日
・
二
様
末
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ

 
．
廿
五
日
、
乙
丑
…
今
日
御
意
也
、
…
午
四
貼
大
御
南
殿
、
 
『
小
右
記
』

 
・
廿
五
日
、
乙
丑
、
大
嘗
会
御
壷
。
圏
闘
閏
］
 
 
 
 
『
日
本
零
墨
』

一
條
天
皇
（
寛
和
二
年
1
1
九
八
六
、
十
月
廿
三
日
・
二
百
末
）

 
・
十
月
廿
三
日
、
戊
午
、
天
皇
生
干
東
河
、
依
大
嘗
会
心
。

『
日
本
紀
略
』

三
條
天
皇
（
寛
弘
九
年
1
1
一
〇
一
二
、
閏
十
月
廿
七
日
・
二
條
末
羅
河
）
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・
廿
七
日
、
引
回
、
…
侃
御
出
、
申
二
鮎
従
美
丁
付
御
出
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『
御
堂
関
白
記
』

・
閏
十
月
廿
七
日
。
辛
子
。
二
條
末
。
…
午
二
峰
打
進
鼓
。
二
二
竿
打
行
鼓
。

御
出
南
門
。
 
御
喫
申
二
鮎
。
還
御
戌
二
鮎
。
 
 
『
大
嘗
会
御
喫
日
例
』

．後

ua；1，M

  孝

。

六

十
月
廿
三
日
・
郁
芳
門
末
東
漸
）

 
 
 
 
 
（
注
十
二
）

 
 
 
 
『
範
國
記
』
に
よ
り
推
定

後
朱
雀
天
皇
（
長
元
九
年
1
1
一
〇
三
六
、
十
月
廿
九
日
・
下
翼
以
北
）

 
・
長
元
九
年
十
月
廿
九
日
、
癸
酉
、
天
晴
、
大
嘗
会
御
襖
也
、
…
（
略
）
…

 
 
［
霊
感
］
…
（
略
）
…
作
法
音
感
長
和
例
也
。
 
 
 
 
 
『
範
簿
記
』

後
冷
泉
天
皇
ぐ
水
承
元
年
目
一
〇
四
六
、

 
・
廿
五
日
辛
々
。
天
皇
御
襖
東
河
。

十
月
廿
五
日
置
東
女
）

『
扶
桑
略
記
』

後
三
都
天
皇
八
治
暦
四
年
H
一
〇
六
八
、
十
月
廿
八
日
・
三
二
末
）

 
・
廿
八
日
丁
霊
、
…
（
略
）
…
大
嘗
会
御
盛
行
幸
也
、
耳
垂
留
守
、
相
具
少
将

 
 
巳
刻
参
内
、
…
亥
二
業
還
御
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『
帥
記
』

 
村
上
天
皇
で
は
『
九
暦
逸
文
』
で
「
午
二
割
参
着
、
帯
弓
箭
就
殿
上
座
、
主

上
御
出
」
ま
た
『
吏
部
筆
記
』
「
午
一
刻
検
非
違
使
尉
已
下
巡
検
當
路
、
口
U

刻
天
皇
主
知
河
 
 
で
、
出
御
は
午
前
十
 
時
半
角
で
あ
る
。
花
山
天
皇
は
後

の
『
日
本
紀
略
』
で
、
「
大
嘗
会
御
尋
、
□
囲
 
・
『
小
右
記
』
で

「
午
四
黙
認
（
出
力
）
御
南
殿
 
 
と
昼
十
二
時
半
頃
で
あ
る
。
三
條
天
皇

『
更
級
日
記
』

初
瀬
参
詣
記
事
の
考
察
i

は
『
御
堂
関
白
記
』
に
、
「
申
二
貼
従
美
言
門
御
出
 
 
・
『
大
嘗
会
御
冠
日

例
』
で
「
午
二
丁
打
進
鼓
。
同
二
鮎
打
行
鼓
。
御
出
南
門
。
團
］

還
御
戌
二
黙
」
と
午
後
三
時
半
頃
と
見
え
る
。
後
一
條
天
皇
に
つ
い
て
は
具
体

的
な
時
刻
の
記
事
が
見
ら
れ
な
い
が
次
の
後
朱
雀
天
皇
の
記
事
よ
り
推
定
で
き

る
の
で
、
ま
ず
後
朱
雀
天
皇
の
『
範
旧
記
』
を
見
た
い
。
「
大
嘗
会
御
三
也
、

口
閣
］
…
（
中
略
）
…
作
法
皆
准
長
和
例
也
 
 
の
記
述
か
ら
、
御
亭
の

方
法
・
や
り
方
は
長
和
の
例
即
ち
後
一
條
天
皇
の
そ
れ
に
倣
っ
て
行
な
わ
れ
出

御
が
午
後
一
時
か
ら
三
時
の
問
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
先
の
後
一
條
天
皇
の
出

御
の
時
刻
も
こ
れ
と
同
じ
頃
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
次
の
本
論
箇
所
の
後

冷
泉
天
皇
に
つ
い
て
は
諸
記
録
に
具
体
的
時
刻
の
記
載
が
見
ら
れ
な
か
っ
た

が
、
『
栄
華
物
語
』
巻
第
三
十
六
・
後
冷
泉
帝
の
記
述
に
「
御
階
・
大
嘗
会
な

ど
例
の
事
な
り
。
…
（
中
略
）
…
作
法
・
有
様
さ
き
ぐ
に
変
る
事
な
し
。
い
と

め
で
た
し
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
や
は
り
先
例
に
倣
っ
て
御
書
が
行
な
わ

れ
出
御
の
時
刻
も
「
未
申
」
の
い
ず
れ
に
せ
よ
、
午
後
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と

と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
更
に
資
料
に
は
掲
げ
て
い
な
い
が
、

堀
河
天
皇
で
は
「
申
剋
計
行
幸
。
 
略
如
例
わ
」
（
『
御
喫
行
幸
服
飾
部
類
』
）
、

そ
し
て
鳥
羽
天
皇
で
は
「
午
了
許
出
御
南
殿
、
其
儀
如
常
」
（
『
見
性
』
）
と

十
一
時
か
ら
昼
の
一
時
頃
の
出
御
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
御
潔
が

儀
式
と
し
て
大
体
に
お
い
て
作
法
に
則
っ
て
行
な
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
平
安
中

期
以
降
の
天
皇
の
御
喫
出
御
時
刻
は
、
「
午
の
刻
以
降
未
申
の
刻
」
つ
ま
り
早

く
て
も
昼
頃
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
村
上
天
皇
以
前

の
例
は
資
料
に
は
掲
げ
て
い
な
い
が
、
わ
か
る
用
例
と
し
て
は
清
和
天
皇
が
午

前
八
時
半
・
陽
成
天
皇
が
午
後
二
時
・
光
孝
天
皇
が
午
前
十
時
半
・
醍
醐
天
皇

が
午
前
十
一
時
そ
し
て
朱
雀
天
皇
が
午
前
九
時
半
と
い
う
記
事
が
見
ら
れ
た
。
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ま
た
、
『
江
家
次
第
』
巻
第
十
四
の
「
大
嘗
会
御
蚕
定
」
（
新
訂
増
補
故
實
叢

書
）
の
内
容
を
見
る
と
「
寅
二
刻
打
装
束
鼓
」
か
ら
始
ま
り
、
「
次
第
司
検
校

標
豊
里
」
「
検
非
違
使
佐
以
下
巡
検
當
路
事
」
等
と
、
そ
の
蒔
刻
は
記
さ
れ
て

い
な
い
が
、
出
御
に
至
る
ま
で
に
各
役
職
の
儀
式
は
殆
ど
が
大
内
裏
の
中
で
行

な
わ
れ
て
お
り
、
暁
方
か
ら
物
見
の
貴
族
達
が
桟
敷
に
駆
け
付
け
る
意
味
は
あ

ま
り
無
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
早
く
か
ら
の
検
非
違
使
巡
検
前
に
見
物
人
が
出

て
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
法
性
寺
の
描
写
の
よ
う
に
後
に
も
っ
と
南
か

ら
人
々
が
上
っ
て
来
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
検
非
違
使
巡
検
後
に
見
物
人
を
入

れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
「
あ
か
つ
き
に
京
を
い
」

で
て
間
も
な
い
二
條
大
路
が
一
般
の
人
々
は
勿
論
、
桟
敷
に
移
動
す
る
貴
族
達

で
賑
わ
う
と
描
い
た
こ
と
に
は
、
ひ
と
つ
の
虚
構
が
あ
っ
た
と
見
倣
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

 
ま
た
、
孝
標
準
の
信
仰
心
の
問
題
は
こ
の
前
の
年
辺
り
か
ら
注
目
さ
れ
始
め

る
。
作
者
三
十
八
歳
（
寛
徳
二
年
臣
一
〇
四
五
年
）
の
「
今
は
、
昔
の
よ
し
な

し
心
も
く
や
し
か
り
け
り
と
の
み
思
ひ
知
り
果
て
」
の
一
節
を
境
に
、
石
山
・

初
瀬
・
鞍
馬
と
こ
れ
ま
で
に
な
く
参
詣
記
事
が
連
続
し
て
記
さ
れ
る
。
こ
の
御

三
日
の
初
瀬
出
立
の
一
段
は
そ
れ
ら
の
中
心
と
し
て
位
置
さ
れ
、
述
べ
た
よ
う

に
一
つ
の
虚
構
に
よ
っ
て
信
仰
心
が
強
調
さ
れ
る
だ
け
の
意
味
は
あ
る
だ
ろ

う
。
ま
た
こ
の
段
で
は
夢
告
の
記
事
も
注
目
さ
れ
る
。
作
品
中
十
一
あ
る
夢
の

記
事
の
う
ち
五
例
が
参
詣
等
等
で
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
孝
標
女
二

十
六
歳
（
長
元
六
年
1
1
一
〇
三
三
）
の
清
水
参
籠
か
ら
僧
に
よ
る
代
参
の
初
瀬

参
詣
（
長
元
八
年
H
一
〇
三
五
年
・
二
十
入
歳
）
、
更
に
石
山
参
詣
（
寛
徳
二
．

年
弱
一
〇
四
五
・
三
十
八
歳
）
、
そ
し
て
本
箇
所
の
初
瀬
参
詣
と
、
・
連
続
す
る

参
詣
記
事
で
各
々
夢
告
を
受
け
て
い
る
。
今
各
々
の
夢
告
に
つ
い
て
詳
述
し
な

い
が
参
詣
先
は
い
ず
れ
も
観
音
信
仰
で
名
高
い
寺
で
あ
り
噛
こ
の
記
事
に
は
山

辺
の
寺
で
の
出
仕
の
夢
と
長
谷
寺
で
の
神
杉
の
夢
と
の
二
つ
が
登
場
す
る
。
前

の
山
辺
の
寺
で
の
夢
告
「
そ
こ
は
内
裏
に
こ
そ
あ
ら
む
と
す
れ
。
博
士
の
命
婦

を
こ
そ
よ
く
か
た
ら
は
め
」
に
よ
っ
て
「
う
れ
し
く
た
の
も
し
く
て
、
い
よ
く

念
じ
た
て
ま
つ
」
（
九
三
頁
）
り
長
谷
寺
参
籠
で
神
杉
を
賜
る
夢
を
見
る
。
実

際
出
仕
に
つ
い
て
は
五
十
歳
の
記
事
「
…
時
々
立
ち
出
で
ば
、
な
に
な
る
べ
く

も
な
か
め
り
。
」
（
一
〇
四
頁
）
・
の
状
況
と
な
る
が
、
神
杉
の
こ
と
も
夫
を
失
っ

て
後
の
悔
恨
「
初
瀬
に
て
前
の
た
び
、
『
稲
荷
よ
り
賜
ふ
験
の
杉
よ
』
と
て
投

げ
出
で
ら
れ
し
を
、
出
で
し
ま
ま
に
稲
荷
に
詣
で
た
ら
ま
し
か
ば
、
か
か
ら
ず

や
あ
ら
ま
し
。
」
（
一
〇
七
一
八
頁
）
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
登
場
人
物
と
し
て
の

警
標
女
は
夢
告
を
受
け
て
も
そ
の
ま
ま
功
徳
を
伴
わ
ず
に
過
ご
し
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
の
は
、
御
硬
日
に
物
見
の
人
々
か
ら
非
難
さ
れ
な
 
 
幻

が
ら
も
参
詣
へ
向
か
う
程
の
、
警
標
女
の
持
つ
信
仰
心
の
一
面
で
あ
る
と
考
え
 
 
臼

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
作
品
前
後
の
流
れ
か
ら
見
る
と
、
そ
の
信
仰
心
も
将

来
や
後
世
ま
で
を
も
念
じ
た
わ
け
で
は
な
い
限
り
あ
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
，

（
※
）
宇
治
の
渡
り
i
『
紫
の
物
語
』
想
起
に
つ
い
て

 
当
時
宇
治
近
辺
の
土
地
は
、
京
か
ら
奈
良
へ
の
道
筋
に
当
た
り
、
文
芸
方
面

の
素
養
豊
か
な
女
性
た
ち
に
と
っ
て
は
物
語
世
界
を
も
想
起
さ
せ
る
名
高
い
場

所
で
あ
っ
た
。
『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
の
道
六
三
の
初
瀬
詣
で
も
宇
治
院
を
過
ぎ

て
後
、
『
か
も
の
物
語
』
と
い
う
散
逸
物
語
を
想
起
し
て
い
る
。
「
明
く
れ
ば
、

川
渡
り
て
い
く
に
、
柴
垣
し
わ
た
し
て
あ
る
家
ど
も
を
見
る
に
、
い
つ
れ
な
ら

む
、
か
も
の
物
語
の
家
な
ど
思
ひ
い
く
に
い
と
そ
あ
は
れ
な
る
。
」
（
安
和
元
年



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ニ
 

九
月
、
道
綱
母
三
十
三
歳
）
（
本
文
引
用
は
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に

拠
る
。
一
九
五
頁
）
ま
た
『
源
氏
物
語
』
手
習
巻
横
川
の
僧
都
が
長
谷
参
詣
の

帰
り
に
こ
の
宇
治
殿
に
宿
っ
た
時
の
宿
守
の
言
葉
で
も
、
「
お
は
し
ま
さ
ば
や
。

い
た
づ
ら
な
る
院
の
寝
殿
に
こ
そ
は
べ
る
め
れ
、
物
詣
の
人
は
常
に
ぞ
宿
り
給

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
十
四
）

ふ
。
」
（
日
本
古
典
文
学
全
集
本
（
六
）
二
六
八
頁
）
、
更
に
夢
浮
橋
巻
僧
都
が

薫
に
語
る
言
葉
「
か
し
こ
に
は
べ
る
尼
ど
も
の
、
初
瀬
に
願
は
べ
り
て
詣
で
て

帰
り
け
る
道
に
、
宇
治
院
と
い
ふ
所
に
と
ど
ま
り
て
は
べ
り
け
る
に
」
（
（
六
）

三
六
一
頁
）
他
に
お
い
て
も
、
h
宇
治
の
院
」
は
初
瀬
参
詣
の
途
上
立
ち
寄
る

場
所
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
『
更
級
日
記
』
の
こ
の
箇
所
で
も
、
漸
く
辿
り

着
い
た
宇
治
の
渡
り
で
、
ま
ず
「
心
お
ご
り
し
た
る
け
し
き
」
の
舟
の
舵
取
り

に
眼
を
や
っ
た
後
「
紫
の
物
語
に
、
宇
治
の
宮
の
む
す
め
ど
も
の
こ
と
あ
る
を

…
浮
舟
の
女
君
の
、
か
・
る
所
に
や
あ
ゆ
け
む
な
ど
、
ま
つ
思
ひ
出
で
ら
る
。
」

と
、
何
よ
り
も
ま
ず
『
源
氏
物
語
』
宇
治
の
物
語
を
思
い
起
こ
し
て
い
る
。
孝

標
女
に
と
っ
て
「
宇
治
」
と
い
え
ば
即
ち
物
語
の
世
界
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し

か
し
こ
こ
の
一
段
は
大
嘗
会
御
煎
日
に
人
々
と
は
逆
方
向
に
参
詣
に
進
ん
で
行

く
作
者
の
信
心
深
い
姿
を
描
く
こ
と
で
始
ま
っ
て
い
る
。
物
見
の
人
々
か
ら
非

難
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
都
度
仏
へ
の
思
い
を
強
く
持
っ
て
き
た
が
、
宇
治
近
辺

を
通
れ
ば
や
は
り
『
源
氏
物
語
』
が
思
い
起
こ
さ
れ
描
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。
と
れ
は
矛
盾
で
あ
る
と
か
作
者
の
構
成
力
の
稚
拙
さ
と
い
う
こ

と
で
は
あ
る
ま
い
。
初
瀬
参
詣
の
前
年
「
今
は
、
昔
の
よ
し
な
し
心
も
く
や
し

か
り
け
り
と
の
み
思
ひ
知
り
果
て
」
（
八
六
頁
）
た
と
言
い
切
り
、
孝
石
女
自

身
功
徳
を
積
む
決
心
を
し
た
。
し
か
し
執
筆
す
る
孝
心
女
に
と
っ
て
は
信
仰
か

物
語
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
こ
れ
ら
二
つ
の
世
界
の
間
を
心
が
行
っ
た
り
来

た
り
し
て
お
り
、
孝
三
女
の
中
で
、
信
仰
の
世
界
と
物
語
の
世
界
と
が
共
存
し

『
更
級
日
記
』
1
」
初
瀬
参
詣
記
事
の
考
察
一

て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
三
）
本
生
が
「
音
に
の
み
聞
き
わ
た
り
こ
し
宇
治
川
の
網
代
の
波
も
今
日
ぞ

か
ぞ
ふ
る
」
の
詠
歌
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
。

 
初
瀬
参
詣
の
一
段
の
最
後
が
歌
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
れ
ま
で
の

参
詣
記
事
と
の
繋
が
り
に
お
い
て
疑
問
を
持
つ
見
方
も
あ
る
が
、
行
き
の
宇
治

で
浮
舟
を
感
慨
深
く
想
起
し
た
場
所
で
あ
る
の
で
、
帰
り
の
こ
の
場
面
で
再
び

宇
治
に
思
い
を
馳
せ
て
歌
を
詠
ん
だ
と
し
て
も
そ
れ
は
自
然
な
こ
と
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
時
節
柄
宇
治
川
に
据
え
ら
れ
て
い
た
網
代
は
、
都
の
人
々
に

と
っ
て
興
趣
の
対
象
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
橋
姫
巻
に
お
い
て
も
、
宇
治
の

八
の
宮
の
山
荘
の
様
子
「
網
代
の
け
は
ひ
近
く
耳
か
し
が
ま
し
き
川
の
わ
た
り

に
て
」
（
（
五
）
一
一
八
頁
）
を
、
ま
た
晩
秋
薫
が
山
荘
を
訪
れ
た
折
に
も
「
秋

の
二
つ
方
、
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
ご
ろ
は
い
と
ど
耳
か
し
が
ま
し
く
静
か
な
ら
ぬ
を
と
て
」
（
（
五
）
＝
一
七

頁
）
で
「
網
代
の
け
は
ひ
」
が
描
か
れ
、
孝
標
女
の
心
に
深
く
留
め
ら
れ
て
い

た
こ
と
も
あ
っ
て
「
音
に
の
み
聞
き
わ
た
り
こ
し
」
と
自
然
に
歌
が
詠
ま
れ
た

の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
歌
の
前
の
「
い
み
じ
う
風
の
吹
く
日
」
に
「
宇
治
の

渡
り
」
を
す
る
一
節
に
し
て
も
、
数
年
後
の
泉
か
ら
の
上
京
の
際
に
描
か
れ
た

大
津
の
浦
で
の
嵐
の
様
子
が
『
源
氏
物
語
』
須
磨
・
明
石
巻
の
嵐
や
濡
標
巻
田

蓑
の
島
の
日
暮
れ
方
の
描
写
が
念
頭
に
あ
る
と
同
時
に
、
「
よ
し
な
き
物
語
歌
」

（一

Z
七
頁
）
と
い
う
よ
う
に
歌
を
詠
む
こ
と
自
体
が
物
語
的
世
界
を
表
す
と

理
解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
音
に
の
み
」
の
歌
で
閉
じ
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
、
宇
治
の
渡
り
で
『
源
氏
物
語
』
想
起
を
描
写
し
た
と
同
じ
よ
う

に
、
物
語
的
基
調
の
表
れ
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

［73）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
 
 
 

 
『
更
級
日
記
』
の
『
源
氏
物
語
』
享
受
等
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
石
川
徹
氏
・

 
（
注
十
六
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
十
七
）

犬
養
廉
氏
を
始
め
、
寺
本
直
彦
再
思
の
多
く
の
論
に
拠
る
が
、
こ
の
初
瀬
記

事
に
限
っ
て
み
て
も
い
く
つ
か
の
フ
レ
ー
ズ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
夜
を
あ

か
す
ほ
ど
、
千
年
を
過
ぐ
す
心
地
す
。
か
ら
う
じ
て
明
け
た
つ
ほ
ど
に
、
」
・
「
あ

や
し
げ
な
る
下
衆
の
小
家
」
の
部
分
が
各
々
夕
顔
巻
の
フ
レ
ー
ズ
「
…
夜
の
明

く
る
ほ
ど
の
久
し
さ
、
千
夜
を
過
ぐ
さ
む
心
地
し
た
ま
ふ
。
か
ら
う
じ
て
鳥
の

声
は
る
か
に
聞
こ
ゆ
る
に
…
」
（
（
一
）
二
四
三
頁
）
・
「
『
花
の
名
は
囲
め
き
て
、

か
う
あ
や
し
き
垣
根
に
な
ん
咲
き
は
べ
り
け
る
』
と
申
す
。
げ
に
い
と
小
家
が

ち
に
む
つ
か
し
げ
な
る
わ
た
り
の
…
」
（
（
一
）
二
一
〇
頁
）
等
を
踏
ま
え
て
い

る
点
、
更
に
「
い
み
じ
う
風
の
吹
く
日
」
の
渡
り
の
部
分
に
は
、
濡
標
巻
須
磨

の
嵐
の
描
写
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
『
更
級

日
記
』
「
…
夕
潮
た
だ
満
ち
に
満
ち
来
る
さ
ま
、
と
り
も
あ
へ
ず
、
入
江
の
鶴

の
声
惜
し
ま
ぬ
も
を
か
し
く
見
ゆ
。
」
（
「
〇
三
～
四
頁
）
の
箇
所
は
『
源
氏
物

語
』
濡
標
巻
「
夕
潮
満
ち
来
て
、
入
江
の
鶴
も
声
惜
し
ま
ぬ
ほ
ど
の
あ
は
れ
な

る
を
り
か
ら
な
れ
ば
に
や
、
人
目
も
つ
つ
ま
ず
あ
ひ
見
ま
ほ
し
く
さ
へ
思
さ

る
。
」
（
（
二
）
二
九
七
頁
）
、
他
に
須
磨
巻
等
を
踏
ま
え
て
い
よ
う
。
一
方
語
彙

の
面
で
は
、
孝
標
女
一
行
が
「
下
衆
の
小
家
」
に
宿
を
取
っ
た
折
、
そ
の
家
の

者
達
の
話
を
聞
い
て
「
い
と
む
く
む
く
し
く
を
か
し
」
（
九
二
頁
）
と
記
し
た
「
む

く
一
し
」
と
い
う
語
は
「
む
く
つ
け
し
」
と
は
別
に
、
同
時
代
の
他
の
作
品

に
お
い
て
も
本
箇
所
と
『
源
氏
物
語
』
に
二
例
あ
る
の
み
の
よ
う
で
あ
る
。
夕

顔
巻
で
夕
顔
を
亡
く
し
た
後
の
場
面
「
…
こ
の
人
を
空
し
く
し
な
し
て
ん
事
の
、

い
み
じ
く
思
さ
る
る
に
添
へ
て
、
大
方
の
む
く
む
く
し
さ
た
と
、
へ
ん
方
な
し
。
」

（（

黶j

�
l
三
頁
）
、
東
屋
巻
で
薫
が
宇
治
の
隠
れ
屋
に
浮
舟
を
訪
ね
た
場
面

で
、
宿
直
人
が
「
あ
や
し
き
声
」
で
様
々
に
言
い
合
う
の
を
聞
い
て
、
「
む
く

む
く
し
く
聞
き
な
ら
は
ぬ
心
地
し
給
ふ
」
（
（
六
）
八
四
頁
）
と
感
慨
を
述
べ
て

い
る
。
特
に
東
屋
巻
で
あ
や
し
き
声
の
東
の
里
人
達
の
会
話
を
聞
い
て
「
む
く

む
く
し
」
と
言
っ
て
い
る
点
で
は
、
語
の
意
味
と
し
て
は
も
と
よ
り
状
況
に
お

い
て
も
、
『
更
級
日
記
』
の
こ
の
場
面
と
符
合
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

 
更
に
『
蜻
蛉
日
記
』
の
初
瀬
参
詣
（
安
和
元
年
九
月
、
道
綱
母
三
十
二
・
三

歳
）
と
の
関
連
は
明
ら
か
だ
が
、
単
に
御
尽
日
・
地
名
・
語
彙
の
共
通
や
類
似

だ
け
で
は
な
く
、
『
蜻
蛉
日
記
』
で
は
画
家
の
言
葉
が
、
『
更
級
日
記
』
で
は
作

品
中
唯
一
の
夫
俊
通
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
何
よ
り
も
参
詣
出
立
記

事
の
最
初
の
部
分
が
両
作
品
共
に
夫
の
言
葉
を
記
し
な
が
ら
「
あ
か
つ
き
方
」

に
、
一
種
昂
揚
し
た
気
分
で
出
立
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
昂
揚
し

た
気
分
が
参
詣
記
事
一
段
の
筆
致
と
な
っ
て
綴
ら
れ
て
い
く
と
い
う
一
つ
の
 
 
切

ト
ー
ン
は
、
明
ら
か
に
他
の
冷
静
な
散
文
の
部
分
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
よ
 
 
防
U

う
に
感
じ
ら
れ
る
。

 
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
出
立
時
刻
の
問
題
を
始
め
会
話
の
多
用
や
詠
歌
で
の
、

し
め
く
く
り
が
作
品
に
お
い
て
物
語
的
構
成
を
支
え
る
要
素
と
な
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
た
。
御
身
日
の
参
詣
出
立
と
、
信
仰
心
の
篤
さ
を
作

為
つ
ま
り
一
種
の
虚
構
を
用
い
て
強
調
す
る
が
、
同
時
に
宇
治
の
渡
り
で
『
源

氏
物
語
』
が
想
起
さ
れ
詠
歌
で
参
詣
記
事
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
一
段
に

即
し
て
検
討
し
た
時
、
初
瀬
参
詣
と
い
う
宗
教
性
の
強
い
紀
行
文
の
中
で
、
功

徳
に
励
む
孝
標
女
の
姿
が
描
か
れ
な
が
ら
併
せ
て
物
語
的
志
向
も
強
く
描
か
れ

て
い
る
。
参
詣
記
事
と
い
う
ほ
ん
の
一
場
面
で
は
あ
る
が
、
信
仰
心
と
物
語
世

界
憧
憬
の
心
が
共
存
す
る
と
い
う
、
作
品
本
体
の
基
調
が
凝
縮
さ
れ
た
描
写
と



な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
更
に
今
後
作
品
の
他
の
部
分
に
つ
い
て
も
こ
の

よ
う
な
点
を
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
等
を
検
討
し
て
い
き

た
い
。

一二三四五山ノ、七九八

注

阿
部
秋
生
氏
「
更
級
日
記
一
平
安
女
流
日
記
研
究
の
問
題
点
と
そ
の

整
理
」
『
國
文
学
 
解
釈
と
鑑
賞
』
 
七
一
頁
 
昭
和
三
十
六
年
二
月

守
屋
省
吾
氏
『
平
安
後
期
日
記
文
学
論
-
更
級
日
記
・
讃
岐
典
侍
日
記
』

一
〇
三
頁
 
昭
和
五
十
八
年
五
月

犬
養
 
廉
氏
「
更
級
日
記
」
解
説
 
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
 
昭

和
五
十
八
年

私
論
「
『
更
級
日
記
』
論
-
上
京
旅
出
の
一
節
よ
り
一
「
葵
の
た
だ

三
筋
ば
か
り
あ
る
を
、
『
世
ば
な
れ
て
か
か
る
山
中
に
し
も
生
ひ
け
む

よ
』
と
、
人
々
あ
は
れ
が
る
」
に
つ
い
て

『
新
樹
』
（
梅
光
女
学
院
大
学
大
学
院
）
九
 
平
成
六
年
九
月

石
原
昭
平
氏
「
更
級
日
記
の
終
末
-
紫
日
記
・
末
法
・
兄
の
影
一
」

『
源
氏
物
語
と
そ
の
周
辺
』
 
平
成
三
年
十
一
月
 
二
一
四
頁

「『

X
級
日
記
』
物
詣
論
」
 
平
成
四
年
十
二
月
二
十
一
日
 
 
「
日
記

文
学
懇
話
会
」
に
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
。

津
本
信
博
氏
「
更
級
日
記
 
日
記
と
紀
行
の
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
」
『
解

釈
と
鑑
賞
』
 
五
〇
頁
 
平
成
元
年
十
二
月

同
注
二
 
、

犬
養
 
廉
氏
「
更
級
日
記
の
虚
構
性
-
実
人
生
と
そ
の
自
画
像
1
」

『
國
文
学
』
 
八
九
頁
 
昭
和
四
十
四
年
五
月

『
更
級
日
記
』

初
瀬
参
詣
記
事
の
考
察
1

十十
一

十
二

十
三

十
四

十
五

十
六

十
七

秋
山
 
慶
氏
校
注
『
更
級
日
記
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
 
平
成
四
年
四

月津
本
信
博
氏
『
更
級
日
記
の
研
究
』
 
二
二
五
頁
 
昭
和
五
十
七
年
七

月

『
範
國
記
』
は
、
國
立
公
文
書
館
蔵
内
閣
文
庫
本
『
範
國
朝
臣
記
』
に

拠
る
。

木
村
正
中
氏
・
伊
牟
田
経
久
氏
校
注
・
訳
『
蜻
蛉
日
記
』
日
本
古
典
全

集
 
昭
和
六
十
年
二
月

今
井
源
衛
先
生
喝
阿
部
秋
生
氏
・
秋
山
慶
氏
校
注
・
訳
『
源
氏
物
語
』

日
本
古
典
文
学
全
集

石
川
 
徹
氏
「
源
氏
物
語
の
影
響
を
受
け
た
平
安
後
期
の
文
学
」
『
國

語
と
國
文
学
』
 
昭
和
三
十
一
年
十
月

犬
養
 
廉
氏
「
更
級
日
記
臆
断
」
『
律
語
國
文
研
究
』
 
昭
和
三
十
五

年
十
月
．
『
平
安
朝
日
記
H
』
 
昭
和
五
十
年
十
一
凋

寺
本
直
彦
氏
「
更
級
日
記
『
宇
治
の
渡
り
』
の
段
註
解
」
『
青
山
語
文
』

（
国
文
学
年
次
同
論
文
集
3
）
 
昭
和
六
十
一
年
・
「
更
級
日
記
の
拠

る
源
氏
物
語
の
本
文
」
『
熊
本
大
学
国
語
国
文
研
究
』
（
国
文
学
年
次
別

論
文
集
3
）
 
昭
和
六
十
一
年

（75）


