
夕
顔
の
死
を
六
条
御
息
所
の
生
霊
に
よ
る
も
の
と
す
る
解
釈
に
つ
い
て
西
村
聡
氏
は

｢

一
条
兼
良
の

『

花
鳥
余
情』

以
来
、
室
町

後
期
か
ら
江
戸
後
期
ま
で｣

｢

流
布
し
た
が
萩
原
広
道
の

『

源
氏
物
語
評
釈』

が
院
に
住
む
妖
物
の
変
化
を
唱
え
て
再
検
討
が
進｣

ん
だ
。
だ
が
、｢

六
条
御
息
所
の
生
霊
の
仕
業
に
単
純
化
し
た
読
み
方
も
、
啓
蒙
書
の
類
を
中
心
に
な
お
根
強
い
よ
う
で
あ
る｣

と

さ
れ
た

(

１)

。

『

花
鳥
余
情』

は
一
条
兼
良
が
和
漢
の
該
博
な
知
識
を
も
と
に
著
し
た
注
釈
書
で
あ
り
、
そ
の
注
釈
は
文
脈
の
理
解
に
重
点
が
置

か
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る

(

２)

。
そ
の

『

花
鳥
余
情』

が
、
歌
学
や
有
職
故
実
と
は
直
接
関
ら
な
い
夕
顔
の
死
に
つ
い
て
、
独
自
の
新

説
を
提
示
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。｢

夕
顔
の
死
を
六
条
御
息
所
の
生
霊
に
よ
る
も
の
と
す
る
解
釈｣

は
、『

花
鳥
余
情』

に
よ
っ
て

始
め
ら
れ
た
説
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は

『

花
鳥
余
情』

以
前
の

『
源
氏
物
語』

享
受
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
夕
顔
の
死
と
六

条
御
息
所
に
つ
い
て
再
検
討
し
て
み
た
い
。

127

夕
顔�

死�

六
条
御
息
所

『

花
鳥
余
情』

以
前�

『

源
氏
物
語』

享
受

小

�

道

子



一

『

紫
明
抄』

夕
顔
の
死
と
六
条
御
息
所
に
つ
い
て
西
村
氏
が

｢

通
説｣

で
あ
る
と
さ
れ
る

『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

源
氏
物
語』

(

以
下

『

全
集』

と
略
す)

は
次
の
よ
う
に
記
す
。

怪
異
の
正
体
は
、
後
の
源
氏
の
推
定
や
夕
顔
と
御
息
所
と
の
人
間
関
係
か
ら
み
て
、
廃
院
に
住
む
妖
物
と
す
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、

前
後
の
文
章
は
、
故
意
に
読
者
が
妖
物
に
御
息
所
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
受
け
取
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

｢

怪
異
の
正
体｣

を

｢

廃
院
に
住
む
妖
物
と
す
る
べ
き｣

で
あ
る
な
ら
、｢

前
後
の
文
章
は｣

ど
う
し
て

｢

故
意
に
読
者
が
妖
物
に

御
息
所
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
受
け
取
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る｣

の
で
あ
ろ
う
か
。
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る『

紫
明
抄』

は
、｢

某
院｣

に
つ
い
て
、
次
の
注
を
付
す

(

３)

。

問
、
某
院
何
所
哉

答
、
其
院
若
河
原
院
歟
六
条
坊
門
万
里
小
路
也
、
昔
、
寛
平
法
皇
、
本
院
の
お
と
ゝ
時
平
公
の
御
む
す
め
京
極
御
息
所
と
ひ
と

つ
御
車
に
て
月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
、
河
原
院
に
御
ゆ
き
な
り
て
、
か
う
ら
ん
の
ほ
こ
き
に
御
車
の
な
か
え
を
う
ち
か
け

て
お
り
さ
せ
給
て
、
も
ろ
と
も
に
月
を
な
か
め
て
お
は
し
ま
し
け
る
ほ
と
に
、
う
ち
よ
り
も
の
ゝ
け
は
ひ
し
て
、
御
息
所
を
と

り
て
ひ
き
い
れ
た
て
ま
つ
る
に
、
法
皇
お
と
ろ
き
て
い
そ
き
と
ゝ
め
給
て
、
な
に
も
の
な
れ
は
か
く
は
、
と
と
ひ
給
に
、
融
丸
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か
候
そ
か
し
、
と
て
う
ち
す
て
た
て
ま
つ
り
け
れ
と
、
御
い
の
ち
は
た
え
に
け
り
、
融
の
大
臣
彼
院
に
執
心
ふ
か
く
し
て
亡
魂

と
ゝ
ま
り
て
望
卿
鬼
と
な
り
け
る
に
や
、
こ
れ
ら
を
思
に
、
河
原
院
を
そ
ら
お
ほ
め
き
に
な
に
か
し
の
院
と
い
ふ
に
や
と
そ
お

ほ
ゆ
る

｢

某
院｣

を

｢
若
河
原
院
歟｣

と
推
量
し
、
寛
平
法
皇
と
京
極
御
息
所
と
が
月
を
眺
め
て
い
る
時
に
、
融
の
亡
魂
に
よ
り
御
息
所
が

亡
な
っ
た
事
を
記
す
。
そ
し
て

｢

融
の
大
臣
彼
院
に
執
心
ふ
か
く
し
て
亡
魂
と
ゝ
ま
り
て
望
卿
鬼
と
な
り
け
る
に
や
、
こ
れ
ら
を
思

に
、
河
原
院
を
そ
ら
お
ほ
め
き
に
な
に
か
し
の
院
と
い
ふ
に
や
と
そ
お
ほ
ゆ
る｣

と
推
測
し
て
い
る
。
某
院
は
河
原
院
で
あ
る
が
、

河
原
院
は
融
の
執
心
が
深
く
て
そ
の

｢

亡
魂｣

が

｢

望
卿
鬼｣

と
な
り
京
極
御
息
所
の
命
を
奪
っ
た
と
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
を
思
い
、『

源
氏
物
語』
は

｢
河
原
院｣

と
は
書
か
ず
、｢

を
そ
ら
お
ほ
め
き
に
な
に
か
し
の
院
と
い｣

っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ

と
は
、｢

河
原
院｣

と
書
く
こ
と
に
よ
り
、
読
み
手
が

｢

融
の
大
臣｣

の

｢

亡
魂｣

が

｢

望
卿
鬼｣

と
な
り
、
京
極
御
息
所
の
命
を

奪
っ
た
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
場
所
を
河
原
院
と
す
る
こ
と
に
よ
り
融
の
亡
魂
の
事

件
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、｢
そ
ら
お
ほ
め
き
に
な
に
か
し
の
院
と
い｣

っ
た
と
、『

紫
明
抄』

で
は
推
測
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
当
時
、
河
原
院
は
、
深
い
執
心
の
魂
が
鬼
と
な
る
場
所
と
考
え
ら
れ
て
い
た
場
所
で
あ
っ
た
。

二

『

袖
鏡』

西
村
氏
は

｢

な
に
が
し
の
院
を
河
原
院
と
す
る
説
は
管
見
の
範
囲
で
も
諸
書
に
見
い
だ
せ
る
が
、『

源
氏
大
鏡』

の
類
に
物
の
怪

の
正
体
を
六
条
御
息
所
と
す
る
説
は
探
索
し
得
て
い
な
い｣

と
さ
れ
た
。｢
な
に
が
し
の
院
を
河
原
院
と
す
る
説｣

は
、
単
に
某
院
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の
場
所
が
河
原
院
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、｢

融｣

の
執
心
が
深
く
て
そ
の

｢

亡
魂｣

が

｢

望
卿
鬼｣

と
な
り
京
極
御
息

所
の
命
を
奪
っ
た
こ
と
を
、
当
時
の
読
み
手
に
連
想
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。

西
村
氏
は

｢『

源
氏
大
鏡』

の
類
に
物
の
怪
の
正
体
を
六
条
御
息
所
と
す
る
説
は
探
索
し
得
て
い
な
い｣

と
さ
れ
た
が
、｢

物
の
怪

の
正
体
を
六
条
御
息
所
と
す
る
説
は
探
索
し
得
て
い
な
い｣

こ
と
か
ら
い
え
る
の
は
、
物
の
怪
の
正
体
は
六
条
御
息
所
で
あ
る
と
明

記
さ
れ
て
い
る
資
料
を

｢

探
索
し
得
て
い
な
い｣

と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
物
の
怪
の
正
体
は
六
条
御
息
所
で
は
な
い
と
明
記
さ

れ
て
い
る
資
料
が
見
つ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
資
料
に
明
記
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、

物
の
怪
の
正
体
は
六
条
御
息
所
で
あ
る
と
も
な
い
と
も
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
と
い
う
の
が
正
当
な
評
価
で
あ
る
。
単
に
物
の
怪
と

六
条
御
息
所
と
の
関
係
が
明
記
さ
れ
た
資
料
が
見
い
だ
せ
な
い
、
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、
両
者
が
無
関
係
で
あ
る
と
ま
で
主
張
す

る
の
は
不
適
切
で
あ
る
。
両
者
が
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
無
関
係
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
資
料
を
、

そ
の
主
張
の
根
拠
と
し
て
改
め
て
提
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

ま
た

『

源
氏
大
鏡』

の
二
類
本
と
さ
れ
る

『
細
川
文
庫
本

袖
鏡』

(

以
下

『

袖
鏡』

と
略
す)

は

(

４)

、
夕
顔
の
死
に
関
る

｢

物｣

に
つ
い
て
、
六
条
御
息
所
と
推
定
で
き
る
書
き
方
を
し
て
い
る
。『

袖
鏡』

で
は
、
夕
顔
の
死
を
描
く
前
後
に
は
、
六
条
御
息
所
と

想
定
さ
れ
る
源
氏
の
夢
に
出
て
き
た
女
性
と｢

物｣
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
。
源
氏
の
夢
に
現
れ
夕
顔
を
か
き
起
こ
そ
う
と
し
た
後
、

そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
夕
顔
の
死
の
直
後
に
源
氏
に
見
ら
れ
た
後
で
姿
を
消
す
ま
で
、
六
条
御
息
所
以
外
の
夕
顔
に
取
り
憑
き
そ
う

な
物
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。『

源
氏
物
語』

本
文
に
見
ら
れ
る

｢

荒
れ
た
る
所
は
、
狐
な
ど
や
う
の
の
も
の
人
お
び
や

か
さ
ん
と
て
、
け
恐
ろ
し
う
思
は
す
る
な
ら
ん｣

な
ど
と
い
う
夕
顔
に
取
り
憑
き
そ
う
な
六
条
御
息
所
以
外
の
物
に
つ
い
て
の
記
述

は
、『

袖
鏡』

に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、『

袖
鏡』

を
見
る
限
り
、
夕
顔
の
死
は
六
条
御
息
所
の
仕
業
と
理
解
で
き

る
。
こ
こ
で

『

袖
鏡』

に
描
か
れ
た
該
当
部
分
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

130



宵
す
こ
し
す
く
る
ほ
と
に
源
氏
ち
と
ま
と
ろ
み
給
へ
る
夢
に
、
御
ま
く
ら
か
み
に
き
よ
ら
な
る
女
つ
い
ゐ
て
い
ふ
や
う
、
を
の

れ
が
い
と
め
て
た
し
と
思
ひ
き
こ
ゆ
る
は
た
つ
ね
も
お
ぼ
さ
て
、
そ
ゝ
ろ
な
る
人
を
い
て
お
は
し
た
る
事
と
申
て
此
御
そ
は
な

る
人
を
か
き
お
こ
さ
ん
と
す
。
物
に
を
そ
は
れ
た
る
や
う
に
か
ら
う
し
て
見
あ
げ
給
へ
れ
は
御
と
の
あ
ふ
ら
も
き
え
け
り
。
む

く
つ
け
く
お
そ
ろ
し
く
て
人
を
め
さ
む
と
御
手
を
た
ゝ
く
に
山
ひ
こ
の
こ
た
ふ
る
も
う
る
さ
し
。
此
女
君
物
に
を
そ
は
れ
て
い

か
さ
ま
に
せ
ん
と
、
汗
も
し
と
ゝ
に
な
か
れ
た
り
。
右
近
と
て
め
し
く
し
た
る
女
房
こ
れ
も
を
そ
は
れ
て
さ
た
か
な
ら
ね
ば
、

御
枕
な
る
太
刀
を
引
ぬ
き
給
て
し
そ
く
め
さ
ん
と
て
御
み
づ
か
ら
西
の
つ
ま
戸
に
出
給
へ
り
め
せ
は
、
御
こ
た
へ
し
て
出
き
た

り
。
し
そ
く
も
て
ま
い
れ
、
随
身
も
つ
る
う
ち
し
て
た
え
ず
こ
は
つ
く
れ
、
う
ち
と
け
て
さ
ふ
ら
ふ
も
の
か
な
、
と
て
か
へ
り

入
て
か
ひ
さ
ぐ
り
給
へ
は
、
女
君
い
き
も
せ
ず
な
よ
�
�
と
わ
れ
か
の
け
し
き
な
り
。
い
と
か
よ
は
く
て
ひ
る
も
空
を
の
み
見

つ
る
物
を
と
思
す
に
せ
ん
か
た
な
し
。
か
ら
う
し
て
し
そ
く
ま
い
り
た
り
。
君
の
ゆ
め
に
み
え
し
女
お
も
か
け
に
み
え
て
ふ
と

う
せ
ぬ
。
む
か
し
物
か
た
り
に
こ
そ
か
ゝ
る
と
は
き
け
と
あ
さ
ま
し

書
か
れ
て
い
る
内
容
を
箇
条
書
き
に
す
る
と

(

１)

源
氏
の
夢
に
、
枕
上
に
き
よ
ら
な
る
女
つ
い
ゐ
て
い
ふ

｢

を
の
れ
が
い
と
め
て
た
し
と
思
ひ
き
こ
ゆ
る
は
た
つ
ね
も
お
ぼ

さ
て
、
そ
ゝ
ろ
な
る
人
を
い
て
お
は
し
た
る
事｣
と
申
す

(

２)

女
は

｢

此
御
そ
は
な
る
人
を
か
き
お
こ
さ
ん
と
す｣

(

３)
｢

物
に
を
そ
は
れ
た
る
や
う
に
か
ら
う
し
て
見
あ
げ
給
へ
れ
は
御
と
の
あ
ふ
ら
も
き
え
け
り
。｣

(

４)
｢

む
く
つ
け
く
お
そ
ろ
し
く
て
人
を
め
さ
む
と
御
手
を
た
ゝ
く
に
山
ひ
こ
の
こ
た
ふ
る
も
う
る
さ
し
。｣

(

５)
｢

此
女
君
物
に
を
そ
は
れ
て
い
か
さ
ま
に
せ
ん
と
、
汗
も
し
と
ゝ
に
な
か
れ
た
り｣
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(

６)

源
氏
太
刀
を
抜
き
、、
右
近
・
随
身
に
対
応
策
を
命
じ
、｢

か
へ
り
入
て
か
ひ
さ
ぐ
り
給
へ
は｣

(

７)
｢

女
君
い
き
も
せ
ず
な
よ
く
と
わ
れ
か
の
け
し
き
な
り
。｣

(
８)

｢

い
と
か
よ
は
く
て
ひ
る
も
空
を
の
み
見
つ
る
物
を
と
思
す
に
せ
ん
か
た
な
し｣

(

９)
｢

か
ら
う
し
て
し
そ
く
ま
い
り
た
り｣

(

10)
｢

君
の
ゆ
め
に
み
え
し
女
お
も
か
け
に
み
え
て
ふ
と
う
せ
ぬ
。｣

(

11)
｢

む
か
し
物
か
た
り
に
こ
そ
か
ゝ
る
と
は
き
け
と
あ
さ
ま
し｣

(

３)
(

５)

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
女
を
襲
っ
た
の
は

｢

物｣

で
は
あ
る
が
、(

１)
(

２)
(

10)

に
見
ら
れ
る

｢

女｣

は
同
一
人

物
で
あ
り
、
六
条
御
息
所
の
生
霊
と
推
定
で
き
る
。(

１)

で
姿
を
現
し
た
の
は
源
氏
の
夢
で
は
あ
る
が
、(

10)

で
は

｢(

源
氏
の)

ゆ
め
に
み
え
し
女｣

が

｢

お
も
か
け
に
み
え｣

た
。
そ
し
て

｢

ふ
と
う
せ
ぬ｣

と
あ
る
。
女
の
死
を
目
の
当
た
り
に
し
た
源
氏
は
、

夢
に
見
た
女
を
夢
で
は
な
く
面
影
に
見
た
。
そ
し
て
見
ら
れ
た
女
は

｢

ふ
と
う
せ｣

た
。
そ
し
て
源
氏
が

｢

む
か
し
物
か
た
り
に
こ

そ
か
ゝ
る
と
は
き
け
と
あ
さ
ま
し｣

と
事
態
を
振
り
返
っ
て
感
じ
た
の
は
、
夕
顔
が
死
に
、
六
条
御
息
所
が
う
せ
た
後
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に

『

袖
鏡』

で
は
、
夕
顔
の
死
と
六
条
御
息
所
と
を
結
び
つ
け
て
解
釈
し
て
い
る
。

西
村
氏
は
夕
顔
の
死
と
六
条
御
息
所
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

六
条
御
息
所
が
挑
み
心
を
燃
や
し
た
相
手
は
光
源
氏
の
正
妻
た
ち
で
あ
っ
た
。
襲
う
き
っ
か
け
も
襲
っ
た
自
覚
も
は
っ
き
り
し

て
い
る
。
光
源
氏
も
彼
女
の
仕
業
と
察
知
し
て
い
る
。
一
方
、
夕
顔
は
世
間
に
秘
密
の
通
い
所
で
あ
り
、
そ
の
存
在
を
六
条
御
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息
所
は
知
ら
な
い
。
知
っ
た
と
こ
ろ
で
、
中
の
品
の
女
に
対
抗
心
を
抱
く
こ
と
自
体
、
前
東
宮
后
の
自
尊
心
が
許
さ
な
い
で
あ

ろ
う
し
、
光
源
氏
が
自
分
以
外
の
女
の
所
に
い
る
と
い
う
だ
け
で
生
霊
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
き
り
が
な
い
。
光
源
氏
も
後
ろ

め
た
さ
は
感
じ
て
い
て
も
、
六
条
御
息
所
に
夕
顔
を
奪
わ
れ
た
と
思
っ
て
い
る
ふ
し
は
な
い
。

確
か
に
、
六
条
御
息
所
は

｢

夕
顔
の
存
在
を
知
ら
な｣

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
素
性
は
知
ら
な
く
て
も
、
こ
の
場
面

で
、
源
氏
が
六
条
御
息
所
で
は
な
く
夕
顔
と
一
緒
に
い
る
こ
と
に
つ
い
て
六
条
御
息
所
は

｢

を
の
れ
が
い
と
め
て
た
し
と
思
ひ
き
こ

ゆ
る
は
た
つ
ね
も
お
ぼ
さ
て
、
そ
ゝ
ろ
な
る
人
を
い
て
お
は
し
た
る
事｣

と

｢

挑
み
心
を
燃
や｣

す
こ
と
も

｢

此
御
そ
は
な
る
人
を

か
き
お
こ
さ
ん
と
す｣

る
こ
と
も
で
き
る
。｢

此
御
そ
は
な
る
人
を
か
き
お
こ
さ
ん
と｣

し
た
こ
と
は
夢
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
太

刀
を
抜
き
、｢

い
き
も
せ
ず
な
よ
�
�
と
わ
れ
か
の
け
し
き｣

で
あ
る
夕
顔
を
見
て
、
紙
燭
を
取
っ
て
見
る
と
、
六
条
御
息
所
が

｢

お
も
か
け
に
み
え
て
ふ
と
う
せ｣
た
と
い
う
。『

袖
鏡』

を
読
む
限
り
、
源
氏
は
六
条
御
息
所
の
生
霊
が
物
と
し
て
取
り
憑
き
、

｢

夕
顔
を
奪｣

っ
た
と

｢

思
っ
て
い｣

た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
西
村
氏
が

｢

啓
蒙
書
の
類
を
中
心
に
な
お
根
強
い
と
さ
れ
た｣

夕

顔
の
死
を

｢

六
条
御
息
所
の
生
霊
の
仕
業
に
単
純
化
し
た
読
み
方｣

は
、『

源
氏
大
鏡』

の
一
種
で
あ
る

『

袖
鏡』

に
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

『

袖
鏡』

は
夕
顔
の
死
を

｢

六
条
御
息
所
の
生
霊
の
仕
業
に
単
純
化
し｣

て
記
し
て
い
る
。
河
原
院
を

｢

執
心
ふ
か
く
し
て
亡
魂

と
ゝ
ま
り
て
望
卿
鬼
と
な｣

る
場
所
と
す
る

『

紫
明
抄』

の
記
事
と
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
と
、
夕
顔
の
死
を

｢

六
条
御
息
所
の
邪
気

か
と
推
定｣

す
る
解
釈
は
、『

花
鳥
余
情』

が
新
た
に
作
り
出
し
た
解
釈
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
当
時
の
理
解
を
も
と
に

『

花
鳥

余
情』

が
記
し
た
解
釈
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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三

『

袖
鏡』

と

『

源
氏
物
語』

こ
こ
で

『
袖
鏡』

と

『

源
氏
物
語』

と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。『

袖
鏡』

の
文
章
は
、
大
半
が

『

源
氏
物
語』

の
本
文
と
一
致
す

る
。『

源
氏
物
語』

の
一
部
を
省
く
と

『

袖
鏡』

に
な
り
、
物
の
怪
を
六
条
御
息
所
と
推
定
で
き
る
文
章
に
な
る
。
そ
こ
で

『

源
氏

物
語』

の『

袖
鏡』
が
省
略
し
た
部
分
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
両
者
の
相
違
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
引
用
は『

全
集』

に
よ
り
、

注
の
内
容
を

(
)

で
示
す
。

①
山
の
端
の

(

和
歌)

…
心
細
く｣
と
て
、
も
の
恐
ろ
し
う
す
ご
げ
に
思
ひ
た
れ
ば
、

②
げ
に
、
う
ち
と
け
た
ま
へ
る
さ
ま
世
に
な
く
、
所
が
ら

(

場
所
が
無
気
味
な
院
で
あ
る
だ
け
に)

ま
い
て
ゆ
ゆ
し
き

(｢

ゆ
ゆ
し｣

は
忌
む
べ
き
こ
と
で
、
不
吉
だ
、
縁
起
が
悪
い
の
意
で
、
容
姿
、
才
能
な
ど
あ
ま
り
に
秀
で
た
人
は
神
怪
妖
物
に
魅
入
ら
れ
て
、

災
い
を
う
け
る
と
の
俗
信
が
あ
る
。
こ
の
語
に
よ
り
、
凶
事
の
暗
示
は
さ
ら
に
強
ま
る
。)

ま
で
見
え
た
ま
ふ
。

③
奥
の
方
は
暗
う
も
の
む
つ
か
し

④
よ
ろ
づ
の
嘆
き

(

死
の
予
感
に
お
び
え
て
男
に
す
が
り
つ
く
女
の
様
子)
忘
れ
て
す
こ
し
う
ち
と
け
ゆ
く
気
色
い
と
ら
う
た
し
。

つ
と
か
た
は
ら
に
添
ひ
暮
ら
し
て
、
物
を
い
と
恐
ろ
し
と
思
ひ
た
る
さ
ま
若
う
心
苦
し
。
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⑤

(

注)

女
の
恐
怖
感
は
、
時
間
が
た
つ
に
つ
れ
て
、｢

も
の
恐
ろ
し
う
す
ご
げ｣
｢

も
の
む
つ
か
し｣

｢

い
と
恐
ろ
し｣

と
、
そ
の

度
が
高
じ
て
ゆ
く
。

⑥

(
部
解
説)

女
の
恐
怖
は
さ
ら
に
高
ま
り
、
廃
院
の
奥
に
目
に
見
え
ぬ
妖
気
を
感
じ
る
が
、
源
氏
は
気
づ
か
な
い
。
耽
溺
の

二
夜
を
へ
て
、
源
氏
は
心
身
と
も
に
疲
れ
、
近
親
や
御
息
所
の
こ
と
が
頭
を
か
す
め
る
。
凶
事
が
そ
の
隙
を
狙
う
よ
う
に
し
て
起

る
。

⑦
こ
は
な
ぞ
、
あ
な
も
の
狂
ほ
し
の
も
の
怖
ぢ
や
。
荒
れ
た
る
所
は
、
狐
な
ど
や
う
の
も
の
の
人
お
び
や
か
さ
ん
と
て
、
け
恐
ろ
し

う(

な
ん
と
な
く
恐
ろ
し
い
、
薄
気
味
わ
る
い
、
の
意)

思
は
す
る
な
ら
ん
。
ま
ろ
あ
れ
ば
、
さ
や
う
の
も
の
に
は
お
ど
さ
れ
じ｣

と
て
引
き
起
こ
し
た
ま
ふ
。

⑧
い
と
う
た
て

(

事
態
の
ま
す
ま
す
悪
化
す
る
こ
と
を
嘆
く
意
を
表
す)

乱
り
心
地

(

気
分
の
わ
る
い
こ
と
。
病
気
に
限
っ
て
用
い

る)

の
あ
し
う
は
べ
れ
ば
、
う
つ
伏
し
臥
し
て

(
う
つ
ぶ
せ
に
な
っ
て
、
謹
ん
で
い
る
の
が
、
物
の
怪
に
会
っ
た
と
き
の
護
身
法

と
さ
れ
て
い
た
も
の
か)

は
べ
る
や
。
御
前
に
こ
そ
わ
り
な
く

(｢

わ
り
な
く
お
そ
ろ
し｣

の
意)

思
さ
る
ら
め｣

と
言
へ
ば
、

⑨
い
と
い
た
く
若
び
た
る
人
に
て
、
物(｢

物｣

は
、
霊
的
な
存
在
。｢
鬼｣

を｢

モ
ノ｣

と
訓
じ
た
例
が｢

万
葉
集｣

な
ど
に
あ
る
。

平
安
時
代
に
な
る
と
、
怨
霊
・
物
の
怪
の
ご
と
く
、
不
吉
・
凶
悪
な
性
格
が
濃
く
な
る)

に
け
ど
ら
れ
ぬ
る
な
め
り
と
、
せ
む
方

な
き
心
地
し
た
ま
ふ
。
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こ
れ
ら
の

『

袖
鏡』

に
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た

『

源
氏
物
語』

の
本
文
で
は
、
夕
顔
の
不
安
怖
れ
、
無
気
味
な
廃
院
の
様
子
、
妖

物
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『

袖
鏡』

が
引
用
し
た
部
分
で
は
、
物
・
六
条
御
息
所
に
よ
っ
て
夕
顔
が

亡
く
な
る
事
が
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
引
用
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
に
描
か
れ
た
も
の
が
、
夕
顔
の
死
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が

あ
る
の
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。『

袖
鏡』

で
は
、｢

物｣

と
六
条
御
息
所
と
が
同
一
と
理
解
で
き
る
が
、『

袖
鏡』

が
引
用
し
た
以

外
の
部
分
に
描
か
れ
た

｢

も
の｣

と
、
夕
顔
の
死
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

西
村
氏
は
夕
顔
の
死
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

『

源
氏
物
語』

の
注
釈
史
に
お
い
て
は
、
古
く
に
木
霊
や
源
融
の
怨
霊
説
が
行
わ
れ

(

注
略)

、
六
条
御
息
所
の
邪
気
か
と
推

定
し
た
一
条
兼
良
の

『

花
鳥
余
情』
以
来
、
室
町
後
期
か
ら
江
戸
後
期
ま
で
は
六
条
御
息
所
の
怨
念
説
が
流
布
し
た
が
、
萩
原

広
道
の

『

源
氏
物
語
評
釈』

が
院
に
住
む
妖
物
の
変
化
を
唱
え
て
再
検
討
が
進
み
、
現
在
で
は
、

…
源
氏
の
頭
に
浮
ん
だ
六
条
御
息
所
の
姿
は
、
夕
顔
に
溺
れ
る
こ
と
の
御
息
所
へ
の
う
し
ろ
め
た
さ
が
、
夢
に
な
っ
て
源

氏
を
責
め
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。
怪
異
の
正
体
は
、
後
の
源
氏
の
推
定
や
夕
顔
と
御
息
所
と
の
人
間
関
係
か
ら
み
て
、

廃
院
に
住
む
妖
物
と
す
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、
前
後
の
文
章
は
、
故
意
に
読
者
が
妖
物
に
御
息
所
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
受

け
取
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。(

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『

源
氏
物
語
①』)

と
の
説
明
を
通
説
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、｢

故
意
に
…
書
か
れ
て
い
る
。｣

仕
組
み
に
注
意
を
向
け
ず
、
六
条
御
息

所
の
生
霊
の
仕
業
に
単
純
化
し
た
読
み
方
も
、
啓
蒙
書
の
類
を
中
心
に
な
お
根
強
い
よ
う
で
あ
る
。
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西
村
氏
は
、
夕
顔
の
死
を｢

六
条
御
息
所
の
邪
気
か
と
推
定
し
た｣

解
釈
を｢

一
条
兼
良
の『

花
鳥
余
情』

以
来｣

の
説
と
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
夕
顔
の
死
と
六
条
御
息
所
を
結
び
つ
け
る
解
釈
は
、『

袖
鏡』

に
見
ら
れ
る
。｢

一
条
兼
良
の『

花
鳥
余
情』

以
来｣

の
説
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
当
時
行
わ
れ
て
い
た
解
釈
を
兼
良
が
記
し
た
と
推
定
で
き
よ
う
。｢

六
条
御
息
所
の
怨
念
説｣

は
、

『

花
鳥
余
情』

以
前
か
ら
江
戸
後
期
に

｢

萩
原
広
道
の

『

源
氏
物
語
評
釈』

が
院
に
住
む
妖
物
の
変
化
を
唱
え｣

る
ま
で
継
承
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

『

源
氏
物
語』
は
、
藤
原
俊
成
が

『

六
百
番
歌
合』

の
判
詞
で

｢

源
氏
見
ざ
る
歌
よ
み
は
遺
恨
の
事
な
り｣

と
記
し
た
こ
と
に
よ

り
、
歌
人
に
と
っ
て
の
必
読
書
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
一
条
兼
良
の

『

花
鳥
余
情』

は
、
中
世
歌
人
に
重
視
さ
れ
、
歌
学
者
た
ち
に

よ
り
継
承
さ
れ
た
。
そ
の

『
花
鳥
余
情』

に
お
け
る
解
釈
は
、
当
時
の
歌
学
者
に
と
っ
て
、
規
範
と
な
る

『

源
氏
物
語』

の
解
釈
で

あ
っ
た
。
そ
の
解
釈
が
現
代
の
解
釈
と
異
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
中
世
に
お
け
る

『

源
氏
物
語』

の
解
釈
と
し
て
、
注
釈

史
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

【
注
】

(

１)

西
村
氏
説
の
引
用
は

｢〈

葵
上〉

注
釈
余
説｣

(『
金
沢
大
学
文
学
部
論
集』

二
十
七
号
、
二
〇
〇
七
年)

に
よ
る
。

(

２)

例
え
ば
伊
井
春
樹
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

『

河
海
抄』

の

｢

残
れ
る
を
ひ
ろ
ひ
、
あ
や
ま
り
を
あ
ら
た
め
た
る｣

と
述
べ
る
も
の
の
、
注
釈
の
方
法
は
異
な
り
、
詳
細
な
出
典
考

証
よ
り
は
も
、
む
し
ろ
文
章
・
文
脈
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
示
す｣

(『

源
氏
物
語
注
釈
書
・
享
受
史
事
典』

、
伊
井
春
樹

編
、
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
一
年)

以
下
、
源
氏
物
語
の
古
注
釈
書
に
つ
い
て
は
同
書
の
解
説
に
よ
る
。

(

３)

引
用
は

『

紫
明
抄
上

京
都
大
学
蔵』

(

京
都
大
学
国
語
国
文
資
料
叢
書
二
十
七
、
一
九
八
一
年
、
臨
川
書
店)

に
よ
る
。
引
用
に
際
し
て
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通
用
の
字
体
に
改
め
、
私
に
句
読
点
を
付
し
た
。

(
４)

引
用
は

『

細
川
文
庫
本

袖
鏡』

(

田
坂
憲
二
氏
編

在
九
州
国
文
資
料
影
印
叢
書[

第
二
期]

２
一
九
八
一
年)

。
な
お
、
田
坂
氏
は

｢『

源
氏

大
鏡』

の
形
態｣

(
『

源
氏
物
語
享
受
史
論
考』

、
風
間
書
房

二
〇
〇
九
年)

に
お
い
て
、『

袖
鏡』

に
限
ら
ず
、『

源
氏
大
鏡』

全
般
に
つ

い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

[

付
記]

本
稿
を
な
す
に
あ
た
っ
て
中
京
大
学
教
養
教
育
研
究
院
松
浦
明
宏
教
授(｢

論
理
学｣)

に
御
教
示
を
賜
っ
た
。
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
る
。
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