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公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
本
文
学
に
お
け
る
死
と
救
済
―
怪
異
の
視
点
か
ら
」〕

源
氏
物
語
に
お
け
る
死
と
救
済

藤　

本　

勝　

義

要
旨　

源
氏
物
語
で
は
重
要
な
人
物
で
死
ぬ
者
が
多
い
。
そ
れ
は
、
長
編
物
語
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
死
そ
の
も
の
の
意
味
が
あ

り
、
死
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
と
、
死
後
に
残
さ
れ
た
者
の
思
い
が
重
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
言
え
る
。
本
稿

で
は
、
死
の
も
た
ら
す
も
の
と
、
死
者
の
救
済
に
つ
い
て
考
察
し
、
仏
教
的
な
救
済
は
も
と
よ
り
、
源
氏
物
語
独
自
の
救
済
の
論

理
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
ず
、
物
の
怪
に
憑
依
さ
れ
た
人
物
を
取
り
上
げ
る
。
夕
顔
は
、
そ
の
死
が
娘
な
ど
に

は
知
ら
れ
な
い
た
め
、
菩
提
を
弔
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
成
仏
す
る
こ
と
が
か
な
り
遅
れ
た
。
葵
の
上
は
、
嘆
き
悲
し
む
光
源

氏
の
心
か
ら
の
哀
悼
に
よ
り
成
仏
し
た
と
考
え
て
よ
い
。
し
か
し
、
光
源
氏
が
そ
こ
ま
で
葵
の
上
を
愛
し
て
い
た
と
も
思
わ
れ
な

い
。
別
の
理
由
も
考
え
ら
れ
る
。
死
者
の
往
生
の
た
め
に
は
、
生
前
の
本
人
の
仏
道
へ
の
帰
依
と
、
残
さ
れ
た
者
の
供
養
が
要
請

さ
れ
た
。
勤
行
の
経
験
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
主
に
若
い
死
者
に
は
、
残
さ
れ
た
者
の
心
か
ら
の
追
善
供
養
が
必
要
で
あ
る
。
六

条
御
息
所
を
光
源
氏
が
、
心
を
こ
め
て
菩
提
を
弔
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
死
霊
と
な
る
六
条
御
息
所
の

物
語
と
も
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
源
氏
物
語
で
は
、
死
者
の
冥
福
に
関
し
て
、
追
善
供
養
と
精
神
的
救
済
が
要
請
さ
れ
て
い
る

か
の
よ
う
で
あ
る
。
紫
の
上
は
厚
い
信
仰
心
と
光
源
氏
の
心
底
か
ら
の
供
養
に
よ
っ
て
極
楽
往
生
し
た
。
次
に
、
亡
霊
と
し
て
夢

枕
に
立
つ
人
物
の
救
済
だ
が
、
桐
壺
院
は
、
光
源
氏
に
よ
る
大
々
的
な
追
善
供
養
に
よ
っ
て
救
わ
れ
、
極
楽
往
生
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
藤
壺
救
済
の
道
筋
は
、
身
代
わ
り
に
な
っ
て
で
も
救
い
た
い
と
い
う
光
源
氏
の
強
い
思
い
な
ど
で
、
は
っ
き
り
と
つ
け
ら
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れ
た
。
八
の
宮
は
、
中
の
君
が
「
幸
い
人
」
路
線
を
進
む
こ
と
で
、
心
の
平
安
を
得
て
成
仏
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
源
氏
物
語
以

外
の
作
品
で
は
、
光
源
氏
な
ど
個
人
が
、
心
の
底
か
ら
菩
提
を
弔
う
と
い
っ
た
、
あ
く
ま
で
物
語
の
精
緻
な
展
開
に
密
着
し
た
描

写
は
限
ら
れ
て
お
り
、
盛
大
な
葬
儀
を
行
う
こ
と
が
、
当
事
者
の
権
勢
を
示
す
こ
と
に
直
接
関
わ
っ
た
り
、
源
氏
物
語
に
は
決
し

て
描
か
れ
な
か
っ
た
挿
話
を
記
す
な
ど
、
そ
の
質
の
違
い
が
際
立
つ
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
霊
に
憑
か
れ
た
者
、
夢
枕
に
立
つ
死
者
、
極
楽
往
生

は
じ
め
に

　

源
氏
物
語
に
は
死
ぬ
者
が
多
い
。
桐
壺
更
衣
、
夕
顔
、
葵
の
上
、
桐
壺
院
、
六
条
御
息
所
、
藤
壺
、
柏
木
、
紫
の
上
、
さ
ら
に
は
八

の
宮
、
大
君
な
ど
重
要
な
人
物
が
死
ん
で
い
く
。
平
安
時
代
の
他
の
作
品
で
は
、『
栄
花
物
語
』
を
除
く
と
描
か
れ
方
が
少
な
い
。『
栄

花
物
語
』
は
、
歴
史
物
語
と
し
て
の
性
格
上
、
多
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
源
氏
物
語
に
多
く
の
人
の
死
が
描
か
れ
る
の
は
、
長
編
物

語
ゆ
え
で
は
あ
る
が
、
無
論
、
そ
れ
よ
り
も
っ
と
重
要
な
意
味
が
あ
ろ
う
。
死
そ
の
も
の
の
意
味
が
あ
る
わ
け
で
、
多
く
、
死
で
終
わ

る
の
で
は
な
く
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
と
、
死
後
に
残
さ
れ
た
者
の
思
い
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
死
の
も
た
ら
す
も
の
と
、
死

者
の
救
済
に
つ
い
て
考
察
し
、
仏
教
的
な
救
済
は
も
と
よ
り
、
源
氏
物
語
独
自
の
救
済
の
論
理
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

Ⅰ　

物
の
怪
に
憑
依
さ
れ
た
人
物

一　

夕
顔
の
死

　

夕
顔
は
、
光
源
氏
の
密
か
な
恋
愛
沙
汰
の
果
て
に
、
何
某
の
院
に
て
物
の
怪
に
取
り
殺
さ
れ
た
。
四
十
九
日
の
法
事
を
営
ん
だ
翌

夜
、
光
源
氏
の
夢
に
、
何
某
の
院
で
枕
元
に
座
っ
て
い
た
女
の
姿
が
、
そ
の
ま
ま
の
様
子
で
現
れ
た
。
夕
顔
が
行
方
知
れ
ず
に
な
り
、

夕
顔
の
乳
母
は
仕
方
な
し
に
、
四
歳
の
玉
鬘
を
連
れ
て
筑
紫
へ
下
向
し
た
。
筑
紫
へ
着
い
た
後
の
乳
母
の
夢
は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
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た
。

夢
な
ど
に
、
い
と
た
ま
さ
か
に
見
え
た
ま
ふ
時
な
ど
も
あ
り
。
同
じ
さ
ま
な
る
女
な
ど
添
ひ
た
ま
う
て
見
た
ま
へ
ば
、
な
ご
り
心

地
あ
し
く
、
な
や
み
な
ど
し
け
れ
ば
、
な
ほ
世
に
亡
く
な
り
た
ま
ひ
に
け
る
な
め
り
、
と
思
ひ
な
る
も
い
み
じ
く
の
み
な
む
。

 

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
『
源
氏
物
語
』「
玉
鬘
」
巻
九
〇
頁
）

　

夕
顔
の
死
に
関
し
て
何
も
知
ら
な
い
乳
母
の
夢
に
、
夕
顔
と
と
も
に
、
光
源
氏
の
夢
に
現
れ
た
女
が
添
っ
て
見
え
る
と
す
る
の
は
、

語
り
手
が
読
者
を
強
く
意
識
し
、
夕
顔
急
死
の
場
面
を
想
起
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
さ
れ
る
（『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』

玉
鬘
三
七
頁
）。
乳
母
が
患
っ
た
の
は
、
夢
の
女
が
魔
性
の
も
の
ゆ
え
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
は
筑
紫
に
着
い
た
後
の
夢
の
た
め
、

夕
顔
の
死
か
ら
少
な
く
と
も
二
年
前
後
は
経
っ
て
い
る
。悪
夢
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、い
ま
だ
に
夕
顔
は
成
仏
し
て
い
な
い
こ
と
が
は
っ

き
り
し
て
い
る
。
し
か
し
、
死
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
乳
母
一
家
は
、
夕
顔
の
追
善
供
養
を
営
む
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

光
源
氏
は
夕
顔
の
死
後
一
か
月
以
上
病
に
伏
し
て
い
た
の
で
、
菩
提
を
弔
っ
た
の
は
四
十
九
日
の
法
要
で
、
そ
れ
も
世
間
体
な
ど
を

考
え
、
名
前
を
示
さ
ず
に
行
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
供
養
を
行
っ
た
と
し
て
も
細
々
と
で
あ
ろ
う
。
玉
鬘
や
乳
母
一
家
が
夕
顔
の
死
を

知
る
の
は
、
筑
紫
か
ら
上
京
し
た
後
な
の
で
、
そ
の
間
、
玉
鬘
ら
は
追
善
供
養
を
行
っ
て
は
い
な
い
。
光
源
氏
は
、
短
期
間
で
は
あ
っ

た
が
溺
愛
し
た
愛
人
の
死
ゆ
え
、
心
を
こ
め
て
菩
提
を
弔
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
夕
顔
が
い
つ
の
時
点
で
往
生
し
た
か
は
示
さ
れ
て

い
な
い
。
そ
れ
は
、
仮
に
い
つ
ま
で
も
成
仏
で
き
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
物
語
は
そ
の
こ
と
自
体
を
重
視
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

夕
顔
が
往
生
で
き
ず
恨
み
言
を
言
っ
た
り
、
物
の
怪
と
な
っ
た
り
す
る
物
語
展
開
は
意
味
が
な
く
、
全
く
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
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二　

葵
の
上
の
死
と
救
済

　

葵
の
上
は
六
条
御
息
所
の
生
霊
に
よ
っ
て
取
り
殺
さ
れ
た
が
、
光
源
氏
の
心
か
ら
の
哀
悼
に
よ
り
成
仏
し
た
と
考
え
て
よ
い
。

経
忍
び
や
か
に
読
み
た
ま
ひ
つ
つ
、「
法
界
三
昧
普
賢
大
士
」
と
う
ち
の
た
ま
へ
る
、
行
ひ
馴
れ
た
る
法
師
よ
り
は
け
な
り
。

 

（「
葵
」
四
九
頁
）

　

低
い
声
で
経
文
を
読
み
な
が
ら
「
法
界
三
昧
…
…
」
と
唱
え
る
光
源
氏
の
姿
は
、
勤
行
慣
れ
し
て
い
る
僧
侶
よ
り
優
れ
て
い
る
と
し

て
称
賛
さ
れ
て
い
る
。
誠
意
を
も
っ
て
葵
の
上
の
追
善
供
養
を
す
る
姿
勢
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、

大
将
の
君
は
、
二
条
院
に
だ
に
、
あ
か
ら
さ
ま
に
も
渡
り
た
ま
は
ず
、
あ
は
れ
に
心
深
う
思
ひ
嘆
き
て
、
行
ひ
を
ま
め
に
し
た
ま

ひ
つ
つ
明
か
し
暮
ら
し
た
ま
ふ
。 

（
五
〇
頁
）

と
あ
り
、
二
条
院
の
紫
の
上
の
も
と
へ
さ
え
、
ほ
ん
の
少
し
も
帰
ら
ず
、
し
み
じ
み
心
の
底
か
ら
嘆
き
、
仏
前
の
お
勤
め
に
専
心
し
て

日
々
を
過
ご
し
て
い
る
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

亡
き
魂
ぞ
い
と
ど
悲
し
き
寝
し
床
の
あ
く
が
れ
が
た
き
心
な
ら
ひ
に

君
な
く
て
塵
積
も
り
ぬ
る
と
こ
な
つ
の
露
う
ち
払
ひ
い
く
夜
寝
ぬ
ら
む 

（
六
五
頁
）

　

亡
き
葵
の
上
に
直
接
語
り
か
け
る
よ
う
な
歌
で
あ
り
、
し
か
も
他
人
の
目
を
予
想
し
な
い
歌
反
故
ゆ
え
、
光
源
氏
の
悲
痛
な
心
情
を
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表
現
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
光
源
氏
の
沈
痛
な
長
々
し
い
追
悼
場
面
が
続
く
。
ま
さ
に
愛
妻
の
死
を
心
か
ら
悼
む
風
情
で
あ
る
。
し
か

し
何
か
釈
然
と
し
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
葵
の
上
を
愛
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
た
か
も
、
生
前
の
葵
の
上
へ
の
不
実

を
相
殺
す
る
か
の
よ
う
な
感
じ
も
す
る
。
も
っ
と
も
、
権
勢
家
と
し
て
の
道
を
歩
む
源
氏
が
、
結
婚
後
、
多
数
の
女
と
関
わ
り
合
っ
て

き
て
も
、
一
人
の
子
も
な
し
て
い
な
い
中
で
（
不
義
の
子
・
冷
泉
院
は
除
く
）、
初
め
て
跡
継
ぎ
の
子
を
生
み
、
し
か
も
出
産
直
後
に

死
去
し
た
正
妻
を
い
と
し
く
思
う
の
は
不
自
然
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、
取
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
印
象
も
受
け
る
。
光
源
氏
が
菩
提
を
弔
う
こ
と
に
よ
り
、
葵
の
上
の
極
楽
往
生
が
図
ら
れ
る
わ
け

で
、
ど
う
も
、
葵
の
上
の
往
生
自
体
が
何
よ
り
も
重
視
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
死
者
の
往
生
の
た
め
に
は
、
生
前
の
本
人
の

仏
道
へ
の
帰
依
と
、
残
さ
れ
た
者
の
供
養
が
要
請
さ
れ
た
。
勤
行
の
経
験
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
主
に
若
い
死
者
に
は
、
残
さ
れ
た
者

の
心
か
ら
の
追
善
供
養
が
必
要
で
あ
る
。
葵
の
上
の
場
合
、
残
さ
れ
た
両
親
は
当
然
だ
が
、
光
源
氏
自
身
の
姿
勢
が
重
要
で
あ
っ
た
。

後
に
触
れ
る
六
条
御
息
所
を
、
光
源
氏
が
、
心
を
こ
め
て
菩
提
を
弔
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
無
論
そ
れ
は
、
死
霊
と
な

る
六
条
御
息
所
の
物
語
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
が
。
葵
の
上
の
成
仏
は
一
つ
に
、
紫
の
上
が
光
源
氏
と
結
ば
れ
、
正
妻
へ
の
道

を
進
む
物
語
と
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
葵
の
上
は
、
冥
界
に
彷
徨
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
源
氏
物
語
で
は
、

死
者
の
冥
福
に
関
し
て
、
追
善
供
養
と
精
神
的
救
済
が
要
請
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

三　

紫
の
上
の
死
と
救
済

　

紫
の
上
は
、
六
条
御
息
所
の
死
霊
に
よ
っ
て
仮
死
状
態
に
な
っ
た
が
、
源
氏
の
懸
命
な
看
護
に
よ
り
蘇
生
し
た
。
出
家
の
望
み
を
持

ち
続
け
る
が
、
決
し
て
源
氏
に
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
紫
の
上
は
在
俗
の
ま
ま
、
仏
道
に
厚
く
帰
依
し
続
け
る
。

年
ご
ろ
、
私
の
御
願
に
て
書
か
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
け
る
法
華
経
千
部
、
急
ぎ
て
供
養
じ
た
ま
ふ
。
わ
が
御
殿
と
思
す
二
条
院
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に
て
ぞ
し
た
ま
ひ
け
る
。
…
…
仏
の
道
に
さ
へ
通
ひ
た
ま
ひ
け
る
御
心
の
ほ
ど
な
ど
を
、
院
は
い
と
限
り
な
し
と
見
た
て
ま
つ
り

た
ま
ひ
て
、
…
… 

（「
御
法
」
四
九
五
頁
）

　

死
期
の
近
づ
い
た
紫
の
上
は
、
自
身
の
発
願
と
し
て
書
か
せ
た
法
華
経
千
部
を
、
二
条
院
で
供
養
す
る
。
仏
道
の
儀
式
に
深
く
通
じ

て
い
る
紫
の
上
に
、
光
源
氏
は
感
服
し
て
い
る
。
紫
の
上
は
仏
道
に
帰
依
し
、
か
つ
現
世
に
執
着
す
る
こ
と
な
し
に
、
比
較
的
静
か
に

死
を
迎
え
た
。
し
か
し
、
源
氏
の
悲
嘆
は
際
立
ち
、
七
日
七
日
の
法
要
も
取
り
仕
切
れ
ず
、
夕
霧
が
万
事
世
話
を
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ

る
。「
幻
」
巻
で
は
、
季
節
の
推
移
に
従
い
、
庭
前
の
植
物
等
に
則
し
て
紫
の
上
の
思
い
出
に
耽
り
、
虚
け
者
の
よ
う
な
日
々
を
送
る
。

追
善
供
養
と
し
て
は
、
一
周
忌
に
、
紫
の
上
が
作
ら
せ
て
お
い
た
極
楽
の
曼
荼
羅
（
浄
土
変
相
図
）
な
ど
の
供
養
を
さ
せ
る
記
事
が
あ

る
程
度
で
、
あ
と
は
専
ら
悲
嘆
に
沈
み
、
追
憶
す
る
描
写
ば
か
り
で
あ
る
。

　

妻
の
死
の
服
喪
は
三
か
月
だ
が
、
源
氏
は
紫
の
上
死
後
、
実
に
一
年
数
か
月
も
実
質
的
に
喪
に
服
し
た
。
そ
の
間
、
公
的
な
場
へ
は

一
切
顔
を
出
し
て
い
な
い
。
紫
の
上
は
厚
い
信
仰
と
源
氏
の
供
養
に
よ
っ
て
極
楽
往
生
し
た
。
二
度
と
誰
か
の
夢
枕
に
立
つ
こ
と
は
な

い
。
ま
さ
に
、
心
か
ら
死
者
を
悼
み
追
想
す
る
精
神
が
、
死
者
を
救
済
し
た
体
で
あ
る
。

四　

女
三
の
宮
の
出
家

　

女
三
の
宮
は
、
六
条
御
息
所
の
死
霊
に
よ
っ
て
出
家
を
促
さ
れ
、
父
朱
雀
院
に
懇
願
し
尼
と
な
る
。
し
か
し
、
御
息
所
の
憑
霊
と
は

別
に
、
不
義
の
子
を
抱
こ
う
と
し
な
い
光
源
氏
と
の
、
今
後
の
生
活
に
絶
望
し
た
女
三
の
宮
の
、
追
い
詰
め
ら
れ
た
精
神
が
重
要
で
あ

る
。
憑
霊
に
よ
る
だ
け
な
ら
、
出
家
後
に
現
世
へ
の
未
練
が
生
じ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
し
か
し
、
女
三
の
宮
の
出
家
生
活
は
ほ
ぼ

安
定
し
、
俗
世
へ
の
未
練
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
は
な
い
。
彼
女
の
不
義
密
通
の
罪
な
ど
は
、
若
く
し
て
出
家
し
、
長
い
期
間
の
仏
道
生

活
に
よ
っ
て
希
薄
に
な
り
、
確
実
に
極
楽
往
生
へ
の
道
を
歩
み
続
け
る
の
で
あ
る
。
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五　

浮
舟
の
出
家

　

浮
舟
は
、
薫
や
匂
宮
と
の
関
係
を
清
算
す
べ
く
、
入
水
し
よ
う
と
し
て
果
た
せ
ず
意
識
不
明
と
な
っ
た
。
横
川
の
僧
都
に
救
わ
れ
、

浮
舟
に
憑
依
し
て
い
た
法
師
の
死
霊
が
正
体
を
現
す
。
そ
の
後
、
僧
都
に
懇
願
し
出
家
を
果
た
し
て
救
済
さ
れ
た
は
ず
だ
が
、
生
存
し

て
い
る
こ
と
や
居
所
を
薫
に
知
ら
れ
、
安
ら
ぎ
の
生
活
を
乱
さ
れ
る
。
浮
舟
は
無
論
ま
だ
救
済
さ
れ
て
は
い
な
い
。
何
よ
り
も
、
本
人

の
気
持
以
外
の
救
済
を
妨
げ
る
障
害
が
あ
る
。「
夢
浮
橋
」
巻
の
後
、
浮
舟
の
救
済
は
あ
る
の
か
、
極
め
て
覚
束
な
い
。
横
川
の
僧
都

か
ら
還
俗
を
勧
め
ら
れ
た
と
取
る
な
ら
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
浮
舟
自
身
の
考
え
は
定
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
気
持
が
男
君

に
よ
っ
て
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
障
害
さ
え
な
け
れ
ば
、
浮
舟
は
確
実
に
救
済
さ
れ
る
道
を

進
む
に
違
い
な
い
。

Ⅱ　

亡
霊
と
し
て
夢
枕
に
立
つ
人
物
と
救
済

一　

桐
壺
院

　

桐
壺
院
は
、
須
磨
謫
居
中
の
源
氏
の
夢
に
現
れ
、
在
位
中
、
過
失
は
な
か
っ
た
が
、
知
ら
ぬ
う
ち
に
犯
し
た
罪
ゆ
え
に
成
仏
で
き
な

い
と
す
る
。
し
か
し
、
物
語
で
は
光
源
氏
を
都
へ
召
還
す
べ
く
動
く
。
こ
の
辺
り
は
、
周
知
の
よ
う
に
菅
公
説
話
を
下
敷
き
に
し
て
い

る
展
開
で
も
あ
り
、
桐
壺
院
は
息
子
が
気
が
か
り
な
だ
け
で
夢
枕
に
立
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
子
ゆ
え
の
闇
」
と
い
う
わ

け
で
も
な
い
。
故
院
は
守
護
霊
と
し
て
、
光
源
氏
を
救
済
す
る
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。
光
源
氏
は
、
須
磨
流
謫
前
に
故
院
の
山
稜
に

拝
し
、
除
名
処
分
に
な
っ
た
悲
運
等
を
切
々
と
訴
え
る
が
、
そ
の
折
、
生
前
そ
の
ま
ま
の
故
院
の
姿
を
は
っ
き
り
と
見
た
。
こ
の
こ
と

は
、
後
に
光
源
氏
と
朱
雀
帝
の
夢
枕
に
立
ち
、
光
源
氏
を
召
還
へ
と
導
く
展
開
と
関
っ
て
い
よ
う
。

　

桐
壺
院
は
、
復
権
し
た
源
氏
に
よ
る
大
々
的
な
追
善
供
養
と
し
て
の
法
華
八
講
な
ど
に
よ
っ
て
、
救
済
さ
れ
極
楽
往
生
し
た
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
供
養
は
当
然
、
光
源
氏
の
父
院
へ
の
深
い
愛
と
感
謝
の
気
持
が
結
び
つ
い
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
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二　

藤
壺

　

藤
壺
は
、
冷
泉
院
の
将
来
を
危
惧
し
、
密
事
の
露
顕
を
恐
れ
て
、
桐
壺
院
一
周
忌
後
に
二
十
九
歳
で
突
然
出
家
す
る
。
徳
も
高
か
っ

た
藤
壺
だ
が
、「
薄
雲
」
巻
の
三
十
七
歳
で
の
崩
御
後
、「
朝
顔
」
巻
で
源
氏
の
夢
枕
に
立
ち
恨
み
言
を
言
う
。
光
源
氏
は
、
あ
れ
ほ
ど

勤
行
し
徳
の
高
か
っ
た
藤
壺
で
さ
え
、
不
義
密
通
の
罪
に
よ
り
成
仏
で
き
な
い
こ
と
に
、
大
き
な
衝
撃
を
受
け
る
。
冥
界
に
い
る
藤
壺

の
罪
を
自
分
が
身
代
わ
り
に
な
っ
て
受
け
た
い
と
思
う
。
さ
ら
に
、
阿
弥
陀
仏
を
心
の
中
で
思
う
観
想
念
仏
を
行
い
、
藤
壺
の
魂
鎮
め

を
す
る
。
源
氏
の
罪
の
意
識
と
自
分
が
身
代
わ
り
に
な
っ
て
で
も
救
い
た
い
と
い
う
強
い
意
識
等
で
、
藤
壺
救
済
の
道
筋
は
は
っ
き
り

と
つ
け
ら
れ
た
。

三　

柏
木

　

柏
木
は
死
後
、「
横
笛
」
巻
で
夕
霧
の
夢
に
現
れ
、
遺
愛
の
笛
を
伝
え
た
い
相
手
は
夕
霧
と
は
別
人
だ
と
告
げ
る
。
親
友
で
あ
る
夕

霧
は
、
柏
木
の
女
三
宮
へ
の
思
い
と
、
生
ま
れ
た
不
義
の
子
・
薫
の
こ
と
を
、
光
源
氏
（
手
引
き
を
し
た
小
侍
従
も
含
め
）
以
外
で
は

た
だ
一
人
、
ほ
ぼ
察
知
し
て
い
た
。
柏
木
が
臨
終
の
折
、
心
の
執
を
こ
の
世
に
留
め
た
た
め
往
生
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
、
夕
霧
は
、

愛
宕
の
菩
提
寺
で
誦
経
を
さ
せ
、
柏
木
が
帰
依
し
て
い
た
寺
で
も
誦
経
の
供
養
を
さ
せ
る
。
左
大
臣
・
大
宮
と
い
う
両
親
も
当
然
、
嫡

男
の
死
を
深
く
悲
し
み
、
心
か
ら
菩
提
を
弔
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

将
来
、「
宿
木
」
巻
で
、
笛
は
柏
木
の
遺
志
通
り
、
薫
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
柏
木
の
往
生
を
語
っ
て
い
る

こ
と
に
も
な
ろ
う
。

四　

八
の
宮

　

八
の
宮
は
死
後
、
娘
を
心
配
す
る
面
持
ち
で
中
の
君
の
夢
に
現
れ
る
。
ま
た
、
阿
闍
梨
の
夢
に
俗
体
の
姿
で
現
れ
、
現
世
に
執
を
残
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し
往
生
で
き
な
い
こ
と
を
伝
え
る
。
大
君
は
、
中
の
君
を
結
婚
さ
せ
る
な
ど
、
八
の
宮
の
遺
言
を
守
ら
な
か
っ
た
罪
業
を
悲
し
む
こ
と

に
な
る
。
大
君
は
死
ぬ
が
、
中
の
君
は
、
内
親
王
を
降
嫁
さ
せ
権
大
納
言
と
な
っ
た
薫
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
よ
り
、「
幸
い
人
」
路
線

を
進
み
、
八
の
宮
の
心
の
執
を
払
拭
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
成
仏
し
て
い
な
か
っ
た
八
の
宮
を
極
楽
往
生
さ
せ
た
こ
と
に

な
る
。
そ
の
後
、
誰
の
夢
に
も
八
の
宮
は
現
れ
な
か
っ
た
。
無
論
、
夢
枕
に
立
つ
こ
と
が
全
て
、
あ
の
世
で
彷
徨
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。『
大
鏡
』
伊
尹
伝
で
の
、
賀
縁
阿
闍
梨
や
藤
原
実
資
の
夢
に
現
れ
た
故
義
孝
が
、
極
楽
で
喜
び
に
溢
れ
て
い
る
と
伝
え

る
例
な
ど
も
あ
る
。
故
人
の
楽
し
げ
な
姿
な
ど
は
、
極
楽
往
生
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
源
氏
物
語
に
は
か
よ
う

な
夢
見
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
、
源
氏
物
語
の
世
界
や
精
神
が
、
そ
の
よ
う
な
方
向
性
を
取
っ
て
い
な
い
こ
と
と
も
関
連

し
よ
う
。
尚
、
中
の
君
の
幸
い
人
と
し
て
の
道
筋
は
、
大
君
の
鎮
魂
に
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅲ　

六
条
御
息
所
と
光
源
氏

　

生
霊
・
死
霊
と
し
て
葵
の
上
・
紫
の
上
・
女
三
の
宮
に
憑
依
し
た
六
条
御
息
所
は
、
愛
情
の
乏
し
か
っ
た
光
源
氏
の
、
心
の
籠
ら
ぬ

供
養
で
は
救
済
さ
れ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
最
後
ま
で
物
の
怪
と
し
て
女
君
に
憑
依
し
た
の
で
あ
る
。
彼
女
の
救
済
は
、
娘
の
秋

好
中
宮
の
献
身
的
な
追
善
供
養
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。

　

御
息
所
は
こ
の
世
に
執
を
残
し
た
が
、
い
わ
ゆ
る
根
本
煩
悩
で
あ
り
、『
過
去
現
在
因
果
経
』
が
記
す
「
貪
欲
」（
独
占
欲
の
強
さ
）

「
瞋
恚
」（
自
分
の
心
に
逆
ら
う
も
の
を
怨
み
怒
る
心
）「
愚
痴
」
と
い
う
三
種
の
煩
悩
（
三
毒
）
を
全
て
具
有
し
て
い
た
。

　

一
方
、
光
源
氏
は
、
絶
対
者
と
し
て
仏
の
加
護
が
強
く
、
御
息
所
の
霊
も
近
づ
け
な
か
っ
た
。

こ
の
人
を
、深
く
憎
し
と
思
ひ
き
こ
ゆ
る
こ
と
は
な
け
れ
ど
、ま
も
り
強
く
、い
と
御
あ
た
り
遠
き
心
地
し
て
え
近
づ
き
参
ら
ず
、

御
声
を
だ
に
ほ
の
か
に
な
む
聞
き
は
べ
る
。
よ
し
、
今
は
、
こ
の
罪
軽
む
ば
か
り
の
わ
ざ
を
せ
さ
せ
た
ま
へ
。
修
法
、
読
経
と
の
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の
し
る
こ
と
も
、
身
に
は
苦
し
く
わ
び
し
き
炎
と
の
み
ま
つ
は
れ
て
、
さ
ら
に
尊
き
こ
と
も
聞
こ
え
ね
ば
、
い
と
悲
し
く
な
む
。

 

（「
若
菜
下
」
二
三
七
頁
）

　

御
息
所
と
し
て
は
、
紫
の
上
よ
り
光
源
氏
の
方
へ
憑
依
し
た
か
っ
た
が
、
仏
神
の
加
護
が
強
く
近
づ
け
ず
、
光
源
氏
の
声
で
さ
え
か

す
か
に
聞
こ
え
る
程
度
で
あ
っ
た
と
言
う
。
光
源
氏
は
当
然
、
極
楽
往
生
し
た
。
死
後
、
誰
の
夢
に
も
出
て
こ
な
か
っ
た
。
暗
黙
の
裡

に
極
楽
往
生
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
平
安
朝
の
他
の
作
品
で
の
死
や
救
済
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。

Ⅳ　

源
氏
物
語
前
後
の
作
品
の
死
と
救
済

一　
『
篁
物
語
』
―
異
母
妹
の
恋
と
死

　

成
立
が
源
氏
物
語
以
前
か
ど
う
か
判
然
と
し
て
い
な
い
が
、『
篁
物
語
』
の
記
事
は
死
者
と
救
済
を
考
え
る
の
に
参
考
に
な
る
。
異

母
兄
の
小
野
篁
と
恋
愛
状
態
に
な
り
、
そ
れ
を
知
っ
た
母
親
か
ら
仲
を
裂
か
れ
、
部
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
妹
は
死
ぬ
。
死
ん
だ
そ
の

日
に
、
異
母
兄
の
も
と
に
亡
霊
と
し
て
出
て
き
て
、
悲
し
み
の
声
を
あ
げ
る
。
姿
は
見
え
ず
、
手
に
触
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

こ
の
女
を
（
マ
マ
）死
に
け
る
屋
を
、
い
と
よ
く
は
ら
ひ
て
、
花
・
香
た
き
て
、
遠
き
所
に
、
火
を
と
も
し
て
ゐ
た
れ
ば
、
こ
の
魂
な
ん
、

夜
な
夜
な
来
て
語
ら
ひ
け
る
。
三
七
日
は
、い
と
あ
ざ
や
か
な
り
。
四
七
日
は
、時
々
見
え
け
り
。
こ
の
男
、涙
つ
き
せ
ず
泣
く
。

そ
の
涙
を
硯
の
水
に
て
、
法
花
経
を
書
き
て
、
比
叡
の
三
昧
堂
に
て
、
七
日
の
わ
ざ
し
け
り
。
そ
の
人
、
七
日
は
な
し
は
て
て
も
、

ほ
の
め
く
こ
と
絶
え
ざ
り
け
り
。
三
年
す
ぎ
て
は
、
夢
に
も
た
し
か
に
見
え
ざ
り
け
り
。

 

（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
篁
物
語
』
三
四
〜
三
五
頁
）
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妹
の
心
の
執
は
か
な
り
強
か
っ
た
の
で
、
供
養
を
続
け
て
も
、
な
か
な
か
成
仏
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
七
日
七
日
の
法

要
を
続
け
て
い
く
に
つ
れ
、
そ
の
魂
は
少
し
ず
つ
消
え
て
い
く
。
三
年
が
過
ぎ
、
兄
の
夢
枕
に
立
つ
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
。

そ
の
後
の
こ
と
は
物
語
に
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、
妹
は
つ
い
に
は
極
楽
往
生
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

二　
『
宇
津
保
物
語
』『
落
窪
物
語
』
の
死
と
救
済

　

源
氏
物
語
よ
り
前
に
成
立
し
た
『
宇
津
保
物
語
』
で
は
、「
菊
の
宴
」
巻
で
、
源
実
忠
が
あ
て
宮
へ
懸
想
し
、
父
か
ら
顧
み
ら
れ
な

く
な
っ
た
真
砂
君
は
悲
嘆
し
、
父
を
恋
い
慕
い
な
が
ら
死
ぬ
。
そ
れ
を
知
っ
た
実
忠
は
悲
し
む
が
、
あ
て
宮
へ
の
思
い
は
募
る
ば
か
り

と
い
っ
た
、
あ
て
宮
求
婚
譚
の
中
の
悲
劇
を
叙
情
的
に
語
る
。
母
は
真
砂
君
を
哀
悼
す
る
が
、
こ
の
物
語
は
、
死
者
の
救
済
と
は
無
縁

の
、
様
々
な
求
婚
譚
の
中
の
悲
劇
的
な
一
挿
話
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
『
落
窪
物
語
』
で
は
、
落
窪
の
女
君
の
父
・
忠
頼
の
葬
儀
の
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
道
頼
が
妻
の
女
君
の
気
持
ち
を
酌
ん
で
、

四
十
九
日
な
ど
の
法
要
を
精
一
杯
、
盛
大
に
催
し
て
孝
養
を
尽
く
し
た
。
女
君
の
た
め
も
あ
っ
て
、
道
頼
は
既
に
自
分
の
大
納
言
位
を

忠
頼
に
譲
っ
た
り
、
法
華
八
講
や
七
十
賀
を
行
っ
た
り
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
忠
頼
は
大
変
な
謝
意
を
表
し
て
い
た
。

　

○
御
忌
の
ほ
ど
は
、
誰
も
誰
も
、
君
達
、
例
な
ら
ぬ
屋
の
短
き
に
、
移
り
た
ま
ひ
て
、
寝
殿
に
は
、
大
徳
達
、
い
と
多
く
籠
れ
り
。

大
将
殿
お
は
せ
ぬ
日
な
し
。 

（
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
『
落
窪
物
語
』
二
四
七
頁
）

　

○
は
か
な
く
て
御
四
十
九
日
に
な
り
ぬ
。
こ
の
殿
に
て
な
む
、
し
け
る
。「
こ
た
み
こ
そ
は
果
て
の
こ
と
な
れ
ば
」
と
て
、
大
将

殿
い
と
い
か
め
し
う
お
き
て
た
ま
ひ
け
り
。
子
ど
も
、
わ
れ
も
わ
れ
も
と
、
ほ
ど
ほ
ど
に
従
ひ
て
、
し
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
い
と

猛
に
き
ら
き
ら
し
き
法
事
に
な
む
あ
り
け
る
。 

（
二
四
八
頁
）
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前
者
の
引
用
で
は
、
服
喪
期
間
中
、
君
達
は
皆
、
低
い
家
（
土
殿
）
に
移
り
、
寝
殿
に
は
高
僧
た
ち
が
多
く
詰
め
て
お
り
、
道
頼
も

毎
日
や
っ
て
き
て
お
り
、
後
者
は
、
四
十
九
日
の
法
事
を
豪
勢
、
華
麗
に
催
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
す
れ
ば
忠
頼
も
極
楽
往
生
間
違
い

な
し
で
あ
ろ
う
が
、
物
語
は
そ
れ
よ
り
、
道
頼
の
権
勢
と
、
女
君
の
た
め
に
忠
頼
へ
の
孝
養
の
気
持
を
表
す
と
こ
ろ
に
焦
点
が
絞
ら
れ

て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

三　
『
栄
花
物
語
』
の
死
と
救
済

　

平
安
後
期
で
は
、
作
り
物
語
で
は
な
い
が
、『
栄
花
物
語
』
で
は
多
く
の
死
が
扱
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
盛
大
な
葬
儀
や
法
事
が
記
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
巻
一
「
月
の
宴
」
で
、
村
上
天
皇
の
中
宮
安
子
の
死
に
際
し
て
葬
儀
等
が
盛
大
に
行
わ
れ
る
。
帝
・
東
宮
や
子
息
た

ち
を
は
じ
め
上
達
部
・
殿
上
人
な
ど
が
葬
儀
等
に
奉
仕
し
、
悲
し
み
に
沈
む
様
が
描
か
れ
る
。
か
よ
う
な
こ
と
は
、
特
に
藤
原
氏
一
族

に
関
し
て
の
類
型
的
な
記
し
方
で
あ
る
。
例
え
ば
、
巻
七
「
と
り
べ
野
」
で
一
条
帝
の
皇
后
定
子
が
崩
御
し
、
帝
や
一
族
の
悲
し
み
の

和
歌
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
人
々
の
悲
嘆
の
様
子
が
わ
か
る
が
、
追
善
供
養
に
よ
り
死
者
を
往
生
さ
せ
る
と
い
っ
た
方
向
性
を
と
る
こ
と

は
な
い
。
ま
た
巻
二
十
六
「
楚
王
の
夢
」
で
も
、
東
宮
敦
良
妃
の
嬉
子
が
出
産
後
死
ぬ
が
、
東
宮
や
両
親
で
あ
る
道
長
や
倫
子
、
さ
ら

に
は
嬉
子
の
乳
母
な
ど
の
悲
嘆
の
様
が
語
ら
れ
る
。
あ
く
ま
で
死
別
の
悲
劇
を
綿
々
と
語
る
と
い
う
類
型
が
あ
る
。
巻
二
十
九
「
た
ま

の
か
ざ
り
」
で
も
道
長
女
の
姸
子
の
崩
御
が
記
さ
れ
る
が
、
や
は
り
記
述
方
法
は
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
物
の
怪
に
よ
る
死
と
い
う

こ
と
で
、成
仏
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
か
ら
、五
七
日
の
法
事
を
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
そ
の
法
事
な
ど
で
、

誰
も
彼
も
が
悲
し
み
、
多
く
の
女
房
た
ち
の
哀
傷
歌
が
連
ね
ら
れ
て
お
り
、
姸
子
の
人
柄
を
そ
の
よ
う
な
形
で
哀
惜
し
て
い
る
体
な
の

で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
『
栄
花
物
語
』
で
の
死
に
関
し
て
は
、
あ
く
ま
で
、
現
世
で
の
死
別
を
悲
し
み
、
悲
嘆
の
大
き
さ
の
表
現
自
体
が
重
視
さ
れ

て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
無
論
、
こ
れ
ほ
ど
大
々
的
に
葬
儀
や
法
事
が
行
わ
れ
れ
ば
、
死
者
の
往
生
は
疑
い
な
か
ろ
う
が
、
視
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点
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
は
な
く
、
死
者
の
人
徳
を
惜
し
み
、
仰
々
し
い
ほ
ど
に
悲
し
む
大
勢
の
人
間
を
出
す
こ
と
で
、
特
に
藤
原
一

族
の
す
ば
ら
し
さ
を
賛
美
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

四　
『
狭
衣
物
語
』
の
死
と
救
済

　

平
安
後
期
の
作
り
物
語
で
は
、『
狭
衣
物
語
』
巻
三
で
、
狭
衣
は
死
ん
だ
飛
鳥
井
の
女
君
の
一
周
忌
の
法
要
を
行
っ
て
い
る
。

心
ざ
し
の
し
る
し
に
は
、
何
事
を
か
は
と
、
思
せ
ば
、
経
、
仏
の
御
飾
り
を
、
な
べ
て
な
ら
ず
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
何
事
も
、
ま
こ

と
に
日
の
中
に
仏
に
も
な
る
ば
か
り
に
、
思
し
掟
て
た
り
。
そ
の
日
、
い
た
う
忍
び
て
、
自
ら
お
は
し
ぬ
。
講
師
は
、
山
の
座
主

な
り
け
り
。
請
僧
六
十
人
、
七
僧
な
ど
も
、
並
び
居
た
り
。 

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
『
狭
衣
物
語
』
巻
三　

一
四
〇
頁
）

　

女
君
へ
の
誠
意
を
示
す
に
は
、
今
と
な
っ
て
は
法
事
し
か
な
い
と
考
え
、
そ
の
日
の
う
ち
に
成
仏
し
、
極
楽
往
生
で
き
る
ほ
ど
と
あ

る
よ
う
に
、
万
事
に
亘
っ
て
、
配
慮
の
行
き
届
い
た
盛
大
な
法
事
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
高
座
に
上
り
経
典
等
を
講
説
す
る
講
師

に
天
台
座
主
を
招
き
、
七
僧
は
無
論
、
請
僧
が
六
十
人
と
い
う
、
一
女
君
の
た
め
の
も
の
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
質
と
規
模

の
法
事
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
御
堂
関
白
記
』
に
よ
れ
ば
、
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
三
月
二
十
七
日
に
行
わ
れ
た
、
道
長
の
等
身
阿

弥
陀
仏
・
同
経
供
養
の
折
は
、
請
僧
は
五
十
人
に
及
び
、
南
都
北
嶺
の
名
僧
な
ど
が
招
請
さ
れ
て
い
る
が
、
道
長
ほ
ど
の
者
が
主
宰
す

る
他
の
法
事
で
も
、
こ
れ
ほ
ど
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
く
ら
い
で
あ
る
。
飛
鳥
井
の
女
君
の
一
周
忌
の
法
事
が
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と

は
い
え
、
い
か
に
想
像
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
分
か
る
。
狭
衣
に
ど
れ
ほ
ど
愛
さ
れ
た
女
君
な
の
か
と
、
周
囲
の
者
も
噂
す
る

記
述
が
あ
る
が
、
当
然
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
狭
衣
の
亡
き
女
君
へ
の
愛
情
の
強
さ
を
訴
え
る
文
脈
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
だ
け
を
取
れ
ば
、
光
源
氏
の
葵
の
上
や
紫
の
上
へ
の
追
悼
に
似
て
い
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
大
々
的
な
法
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事
よ
り
も
、
光
源
氏
の
悲
嘆
の
姿
が
綿
々
と
描
か
れ
る
と
こ
ろ
に
焦
点
は
当
て
ら
れ
て
い
た
。『
狭
衣
物
語
』
で
は
、
こ
の
後
、
如
上

の
盛
大
な
法
事
に
応
え
る
か
の
よ
う
に
、
飛
鳥
井
の
女
君
が
狭
衣
の
夢
枕
に
立
つ
。

や
が
て
端
に
う
ち
休
み
て
、
ま
ど
ろ
み
た
ま
へ
る
に
、
た
だ
あ
り
し
さ
ま
に
て
、
か
た
は
ら
に
居
て
、
か
く
言
ふ
。

　
　
　

暗
き
よ
り
暗
き
に
惑
ふ
死
出
の
山
と
ふ
に
ぞ
か
か
る
光
を
も
見
る

と
言
ふ
さ
ま
の
、
ら
う
た
げ
さ
も
め
づ
ら
し
う
て
、
物
言
は
ん
と
思
す
に
、
ふ
と
目
覚
め
て
、
…
…

 

（
巻
三　

一
四
一
〜
一
四
二
頁
）

　

女
君
は
、
無
明
の
闇
に
彷
徨
っ
て
い
た
が
、
狭
衣
の
手
厚
い
弔
い
に
よ
り
、
お
蔭
で
成
仏
で
き
た
と
い
っ
て
感
謝
す
る
和
歌
を
詠
ん

で
い
る
。
法
華
経
を
踏
ま
え
た
和
泉
式
部
の
「
暗
き
よ
り
暗
き
道
に
ぞ
入
り
ぬ
べ
き
は
る
か
に
照
ら
せ
山
の
端
の
月
」
を
引
い
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
と
も
に
、
周
知
の
よ
う
に
、
源
氏
物
語
「
明
石
」
巻
で
記
さ
れ
る
、
光
源
氏
の
夢
枕
に
故
桐
壺
院
が
立
つ
場
面
を

下
敷
き
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
源
氏
物
語
に
は
、
夢
の
中
で
、
か
よ
う
な
成
仏
の
謝
意
を
述
べ
る
場
面
な
ど
は
全
く
な
い
。
夢
枕
に

立
つ
の
は
、
必
ず
往
生
し
て
い
な
い
者
に
限
ら
れ
る
。
物
語
の
質
や
時
代
性
の
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
源
氏
物
語
の
影
響
を
も
ろ

に
受
け
た
作
品
が
、
源
氏
に
は
描
か
れ
な
い
挿
話
を
考
え
た
一
つ
の
結
果
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
源
氏
物
語
で
は
、
盛
大
な
仏
事
だ

け
で
な
く
む
し
ろ
、
誠
心
誠
意
、
菩
提
を
弔
う
人
間
の
故
人
へ
の
深
い
愛
情
と
行
動
が
、
死
者
の
鎮
魂
を
促
し
、
極
楽
往
生
さ
せ
る
と

い
う
道
筋
が
引
か
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。『
狭
衣
物
語
』
で
は
、
そ
れ
だ
け
で
す
ま
せ
ず
、
確
か
に
成
仏
し
た
こ
と
を
記
述
上
に

刻
印
し
て
い
る
。
源
氏
物
語
で
は
結
果
は
一
切
記
さ
ず
、
読
者
の
想
像
に
任
せ
て
い
る
、
と
い
う
よ
り
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
記
さ
な

い
、
蛇
足
を
省
く
文
学
的
配
慮
が
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
何
よ
り
も
、
源
氏
物
語
の
世
界
が
、
極
楽
往
生
を
感
謝
す
る

と
い
っ
た
楽
観
的
で
安
易
な
展
開
を
取
り
込
む
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
、
最
も
重
要
な
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

　

源
氏
物
語
で
の
死
者
に
は
、
総
じ
て
、
例
え
ば
わ
が
子
を
思
う
故
に
成
仏
で
き
な
い
（
柏
木
、
八
の
宮
）
な
ど
、
現
世
へ
の
心
の
執

が
必
ず
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
死
者
自
身
が
晴
ら
す
こ
と
は
で
き
ず
、
後
に
残
さ
れ
た
者
が
追
善
供
養
を
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
葵
の

上
、
桐
壺
院
、
藤
壺
、
紫
の
上
は
光
源
氏
が
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
。
源
氏
物
語
の
場
合
は
、
仏
教
的
救
済
と
相
ま
っ
て
、
誠
心
誠
意
、

追
悼
を
す
る
と
い
う
、
精
神
的
な
救
済
が
必
要
と
さ
れ
た
と
も
い
え
よ
う
。

　

そ
れ
が
叶
わ
ぬ
六
条
御
息
所
の
魂
は
、
死
後
二
十
年
近
く
闇
の
世
界
に
漂
い
、
死
霊
と
し
て
跳
梁
し
た
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
秋
好

中
宮
が
母
を
救
う
た
め
に
出
家
を
志
し
（
光
源
氏
に
許
さ
れ
な
か
っ
た
が
）、
母
の
た
め
に
専
心
し
て
菩
提
を
弔
う
こ
と
を
通
し
て
、

御
息
所
は
成
仏
で
き
た
。
紫
の
上
に
憑
依
し
た
が
、
そ
の
死
に
際
し
御
息
所
の
死
霊
の
影
は
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
源
氏
物
語
以
外
の
作
品
で
は
、
光
源
氏
な
ど
個
人
が
、
心
の
底
か
ら
菩
提
を
弔
う
と
い
っ
た
、
あ
く
ま
で
物
語
の
精
緻
な

展
開
に
密
着
し
た
描
写
は
限
ら
れ
て
い
た
。『
篁
物
語
』
で
は
、
篁
が
死
ん
だ
恋
人
で
あ
る
異
母
妹
を
悼
み
、
極
楽
往
生
で
き
る
よ
う

に
供
養
を
し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
仏
へ
の
道
を
取
ら
せ
た
。
死
者
の
冥
福
を
祈
り
、
長
い
年
月
菩
提
を
弔
い
続
け
て
い
る
と
こ

ろ
に
、
死
者
の
救
済
を
重
視
し
て
い
る
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
物
語
の
眼
目
は
、
異
母
妹
が
篁
を
諦
め
き
れ
ず
、
い
つ
ま
で

も
亡
霊
と
し
て
出
現
す
る
こ
と
の
執
心
の
強
さ
に
あ
り
、
光
源
氏
な
ど
と
の
共
通
性
を
強
く
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

『
落
窪
物
語
』
の
よ
う
に
、
盛
大
な
葬
儀
を
行
う
こ
と
が
、
当
事
者
の
権
勢
を
示
す
こ
と
に
直
接
関
わ
っ
た
り
、『
狭
衣
物
語
』
の
よ
う

に
、
過
去
の
愛
し
た
女
君
を
偲
ん
で
供
養
を
行
う
が
、
や
は
り
そ
の
盛
大
さ
自
体
が
重
視
さ
れ
、
ま
た
、
死
者
が
夢
枕
に
立
ち
、
往
生

で
き
た
礼
を
述
べ
る
と
い
っ
た
、
源
氏
物
語
に
は
決
し
て
描
か
れ
な
か
っ
た
挿
話
を
記
す
な
ど
、
そ
の
質
の
違
い
が
際
立
つ
の
で
あ

る
。
ジ
ャ
ン
ル
は
違
う
が
、『
栄
花
物
語
』
に
至
っ
て
は
、
人
の
死
を
悲
嘆
す
る
挿
話
で
さ
え
、
道
長
を
中
心
と
す
る
藤
原
一
族
を
、

あ
く
ま
で
絶
賛
す
る
点
に
集
約
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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源
氏
物
語
は
、
外
的
な
栄
華
や
幸
福
な
ど
と
い
っ
た
展
開
に
は
決
し
て
な
ら
ず
、
一
貫
し
て
悲
劇
と
隣
り
合
わ
せ
の
、
楽
観
性
が
入

り
込
め
ぬ
物
語
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
独
自
性
は
あ
る
。
極
楽
往
生
が
な
さ
れ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
書
き
記
す
物
語
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
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源氏物語における死と救済

Death and Salvation in the Tale of Genji

FUJIMOTO Katsuyoshi

Abstract　 There are many deceased who are important in the Tale of Genji.  This is 

not only due to the length of the work, but also becauce there is a significance to 

death itself.  Death is not the end of one’s life but the process until one dies, and the 

thoughts of the bereaved are taken seriously.  This article discusses what death 

brought, and how the salvation of the deceased is thought to express the unique logic 

of  Buddhist salvation found in the tale.  First of all, the characters possessed by 

ghosts are introduced.  Since the death of Yugao was not informed to her daughter,  

Yugao did not receive enough prayers for her from the bereaved, and this made her 

departure in peace so late.  It can be considered that Aoinoue passed away with deep 

sorrow, expressed by Hikarugenji, who grieved over her death.  However, it is unlike-

ly that he loved her so much.  There must have been another reason.  It was neces-

sary to be a devout believer in Buddhism, and religious services needed to be held by 

the bereaved to enable the dead to go to the next life.  Especially for young people, 

who hardly experienced any religious service, hearty performance of a memorial ser-

vice by the bereaved was required.  There is no doubt that Hikarugenji had never 

prayed deeply for Rokujomiyasudokoro.  This is deeply connected with the tale of 

Rokujomiyasudokoro, who became a ghost.  Memorial service and spiritual salvation 

seemed to be necessary to give repose to the souls of those who died in this tale.  

Murasakinoue could pass away peacefully because of her strong faith and the sincere 

service given by Hikarugenji.  Next, about salvation for the ghosts who appeared in a 

dream, it is thought that Kirituboin could be saved and go to Paradise owing to the 

impressive memorial service held by Hikarugenji.  It enabled an obvious process of 

the salvation of Fujitubo according to the wishes of Hikarugenji; even substituting 

himself for her.  Hachinomiya got relieved and passed away because Nakanokimi 

prefered to live a happy life.  In  tales other than that of Genji, there is a conspicuous 

qualitative difference regarding the limited description which adheres closely only to 

developmental details in the tale, such as regarding how an individual prayed to Bud-

dha for the fortune of the dead sincerely, and also the descriptions of the grand me-

morial services held directly. This demonstrates the power of those concerned, and 

shows episodes that could never have been mentioned in the Tale of Genji.
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