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武

原

弘

一

 
須
磨
巻
の
巻
頭
に
、
す
で
に
自
明
の
こ
と
と
し
て
、
源
氏
の
須
磨
流
諦
の
こ

と
が
語
り
出
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
、
経
緯
に
関
す
る
叙
述
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

旨
と
す
る
離
京
直
前
の
源
氏
の
心
中
描
写
に
し
て
も
、
表
現
は
き
わ
め
て
漠
然

と
し
て
い
る
。

 
 
世
の
中
い
と
わ
づ
ら
は
し
く
は
し
た
な
き
こ
と
の
み
ま
さ
れ
ば
、
せ
め
て

 
 
知
ら
ず
顔
に
あ
り
経
て
も
、
こ
れ
よ
り
ま
さ
る
こ
と
も
や
と
思
し
な
り
ぬ
。

 
 
か
の
須
磨
は
、
昔
こ
そ
人
の
住
み
処
な
ど
も
あ
り
け
れ
、
今
は
い
と
里
ば

 
 
な
れ
心
す
ご
く
て
、
（
下
略
）
 
 
 
 
 
 
 
（
須
磨
、
働
1
＝
ハ
こ

源
氏
の
退
京
理
由
の
説
明
に
相
当
す
る
叙
述
は
、
第
一
文
「
世
の
中
い
と
わ
づ

ら
は
し
く
…
こ
れ
よ
り
ま
さ
る
こ
と
も
や
と
思
し
な
り
ぬ
」
で
あ
る
が
、
こ
れ

だ
け
で
は
、
そ
の
具
体
的
な
意
味
内
容
を
了
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の

表
現
は
、
先
行
の
賢
木
管
、
花
散
春
巻
そ
れ
ぞ
れ
の
次
の
叙
述
を
承
け
て
な
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

 
 
世
の
中
に
は
、
わ
づ
ら
は
し
き
こ
と
ど
も
や
う
や
う
言
ひ
出
つ
る
人
々
あ

 
 
る
べ
し
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
賢
木
、
㈲
-
一
四
〇
）

 
 
か
く
お
ほ
か
た
の
世
に
つ
け
て
さ
へ
わ
づ
ら
は
し
う
思
し
乱
る
る
こ
と
の

 
 
み
ま
さ
れ
ば
、
（
下
略
）
 
 
 
 
 
 
 
（
花
散
里
、
囲
-
一
五
三
）

い
ず
れ
も
、
桐
溶
出
崩
御
後
の
源
氏
を
め
ぐ
る
政
治
的
情
勢
の
悪
化
を
語
る
文

脈
の
中
に
お
か
れ
て
い
る
。
弘
徽
殿
大
后
・
右
大
臣
一
派
の
、
源
氏
・
左
大
臣

方
へ
の
圧
迫
が
強
め
ら
れ
、
左
大
臣
の
辞
任
、
方
々
の
官
位
昇
進
停
滞
な
ど
、

源
氏
に
と
っ
て
衰
退
凋
落
の
世
と
な
っ
た
。
折
し
も
、
源
氏
と
朧
月
夜
尚
侍
と

の
密
通
が
発
覚
、
こ
れ
に
激
怒
し
た
孟
春
殿
は
、

 
 
い
と
ど
い
み
じ
う
め
ざ
ま
し
く
、
こ
の
つ
い
で
に
さ
る
べ
き
こ
と
ど
も
構

 
 
へ
出
で
む
に
よ
き
た
よ
り
な
り
と
思
し
め
ぐ
ら
す
べ
し
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
賢
木
、
ω
一
一
四
九
）

と
、
宿
敵
源
氏
の
追
放
を
画
策
す
る
ら
し
い
。
政
治
問
題
に
は
深
く
立
ち
入
ら

な
い
の
が
こ
の
物
語
の
常
套
法
な
の
で
、
大
后
が
い
か
な
る
策
謀
に
出
た
の
か
、

い
っ
さ
い
叙
述
さ
れ
な
い
。
が
、
須
磨
巻
冒
頭
の
源
氏
の
須
磨
流
請
が
、
弘
徽

殿
大
后
の
「
構
へ
出
で
」
を
受
け
て
出
来
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
読
者
に

容
易
に
推
察
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
世
の
中
」
は
、
単
に
世
間
の
意
で
は
な
く
、

そ
う
し
た
源
氏
身
辺
を
め
ぐ
る
不
穏
な
政
治
的
情
勢
を
指
し
て
表
わ
す
も
の
と

解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
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「
こ
れ
よ
り
ま
さ
る
こ
と
も
や
」
に
つ
い
て
も
、
釈
す
る
に
同
断
で
あ
る
。
後

文
を
辿
っ
て
、
こ
の
時
、
源
氏
は
除
名
処
分
を
受
け
た
身
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。 

 
さ
し
て
官
爵
を
と
ら
れ
ず
、
あ
さ
は
か
な
る
こ
と
に
か
か
づ
ら
ひ
て
だ
に
、

 
 
公
の
か
し
こ
ま
り
な
る
人
の
、
（
下
略
）
 
 
 
（
須
磨
、
囲
-
一
六
五
）
・

 
 
「
位
な
き
人
は
」
と
て
、
無
紋
の
直
衣
、
な
か
な
か
い
と
な
つ
か
し
き
を

 
 
着
た
ま
ひ
て
（
下
略
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
須
磨
、
働
一
一
七
三
）

源
氏
は
さ
ら
に
、
除
名
以
上
の
罰
を
目
前
に
し
て
い
た
。
流
罪
処
分
で
あ
る
。

 
 
遠
く
放
ち
つ
か
は
す
べ
き
定
め
な
ど
も
は
べ
る
な
る
は
、
さ
ま
こ
と
な
る

 
 
罪
に
当
る
べ
き
に
こ
そ
は
べ
る
な
れ
。
 
 
 
（
須
磨
、
囲
i
一
六
五
）

除
名
・
遠
流
は
重
罰
で
、
罪
名
は
謀
叛
で
あ
る
。
件
の
朧
月
夜
尚
，
侍
事
件
は
、

源
氏
が
今
上
朱
雀
帝
を
な
い
が
し
ろ
に
し
、
冷
泉
東
宮
の
早
い
即
位
を
図
る
そ

の
内
意
の
現
れ
、
と
で
も
弘
徽
殿
大
后
は
言
い
触
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も

と
よ
り
源
氏
は
無
実
で
あ
る
が
、
す
で
に
除
名
処
分
を
受
け
、
次
の
流
罪
も
ま

近
い
。
理
不
尽
な
配
流
は
い
か
に
し
て
も
免
れ
よ
う
と
、
彼
は
未
然
に
自
ら
退

京
す
る
こ
と
を
決
意
、
須
磨
下
向
の
途
に
つ
い
た
と
い
う
の
が
、
前
後
の
物
語

展
開
と
読
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
源
氏
の
須
磨
流
量
の
原
因
は
、
ひ
っ
き
ょ
う
す

る
に
、
朧
月
夜
尚
侍
と
の
密
通
を
謀
叛
の
罪
に
ま
で
議
構
さ
れ
て
問
わ
れ
た
、

彼
の
政
治
上
、
刑
法
上
の
罪
科
で
あ
っ
た
と
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
こ
こ
で
、
源
氏
流
調
の
原
因
と
な
っ
た
朧
月
夜
尚
侍
事
件
の
「
罪
」
性
に
つ

い
て
再
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
物
語
の
中
で
、
離
京
直
前
に
源
氏

が
尚
侍
に
忍
ば
せ
た
消
息
中
に
、

 
 
 
逢
ふ
露
な
き
な
み
だ
の
川
に
沈
み
し
や
流
る
る
み
を
の
は
じ
め
な
り
け
む

 
 
と
思
ひ
た
ま
へ
出
つ
る
の
み
な
む
、
罪
の
が
れ
が
た
う
は
べ
り
け
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
須
磨
、
働
-
一
七
七
～
一
七
八
）

と
の
叙
述
を
見
る
。
源
氏
自
ら
が
「
な
が
る
る
み
を
の
は
じ
め
」
と
認
め
る
尚

侍
と
の
恋
を
「
逢
ふ
瀬
な
き
」
と
詠
ん
だ
の
は
、
目
下
の
き
び
し
い
情
況
下
で

の
文
通
に
や
む
を
え
な
い
偽
装
表
現
と
し
て
、
留
意
さ
れ
る
べ
き
は
、
「
罪
の

が
れ
が
た
う
」
の
「
罪
」
の
意
味
で
あ
る
。
『
全
集
』
頭
注
（
旧
編
）
が
「
公

の
罪
で
あ
ろ
う
」
と
解
き
、
追
記
と
し
て
、
「
前
世
か
ら
の
罪
と
解
す
る
説
も

あ
る
」
と
す
る
よ
う
に
（
『
眠
江
入
楚
』
参
照
）
、
諸
解
と
も
や
や
不
明
確
な
訳

注
を
施
し
て
き
て
い
る
。

 
は
や
く
、
多
屋
頼
俊
逸
は
次
の
ご
と
く
に
論
じ
た
っ

 
 
こ
の
事
件
わ
、
事
件
そ
の
も
の
と
し
て
わ
、
そ
の
時
代
に
は
罪
悪
視
せ
ら

 
 
れ
る
性
質
の
も
の
で
な
く
、
（
中
略
）
そ
れ
自
体
と
し
て
わ
「
罪
」
の
中

 
 
 
 
 
 
 
マ
 
ワ
こ

 
 
に
入
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、
阿
部
秋
生
氏
に
よ
る
詳
考
で
も
、

 
 
尚
侍
と
源
氏
と
の
間
の
か
う
い
ふ
事
件
が
、
源
氏
の
官
位
を
剥
奪
す
る
1

 
 
律
条
の
用
語
で
い
へ
ば
「
除
名
」
に
値
す
る
も
の
な
の
だ
ら
う
か
。
（
中
略
）

 
 
源
氏
は
罪
と
意
識
し
て
み
な
か
っ
た
と
は
い
へ
な
い
だ
ら
う
。
（
中
略
）

 
 
こ
の
い
は
ば
倫
理
的
な
罪
は
、
源
氏
の
死
ぬ
時
ま
で
つ
い
て
ま
は
る
も
の

 
 
で
あ
り
、
当
時
の
観
念
か
ら
い
へ
ば
、
死
ん
だ
後
ま
で
も
つ
き
ま
と
ふ
（
下

 
 
 
 
 
ヨ
 

 
 
略
）

と
さ
れ
、
尚
侍
と
の
事
件
は
「
刑
法
上
の
罪
」
で
は
な
く
、
「
倫
理
的
な
罪
乃

至
罪
障
」
と
し
て
認
め
て
い
る
。
近
時
、
後
藤
祥
子
氏
は
、
史
実
に
徴
し
て
の

考
証
に
よ
っ
て
、
こ
の
物
語
の
時
代
の
「
尚
侍
」
は
「
皇
妃
」
で
は
な
く
、
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
で
 
 
 

れ
へ
の
過
渡
期
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
先
学
の
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論
考
に
学
ん
で
、
朧
月
夜
尚
侍
事
件
に
源
氏
の
政
治
上
の
罪
科
を
問
う
こ
と
は

困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
引
の
源
氏
の
消
息
文
中
の
「
罪
」

は
、
阿
部
氏
の
い
う
「
倫
理
的
な
罪
」
「
罪
障
（
宿
世
の
罪
）
」
の
意
に
解
す
る

の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
少
く
と
も
、
源
氏
自
身
の
意
識
と
し
て
は
そ
う
自
覚
し

て
い
た
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
以
上
の
よ
う
に
考
察
し
て
く
る
と
、
朧
月
夜
尚
侍
事
件
を
謀
叛
罪
に
ま
で
「
拡

 
 
 
 
 
 
 
な
う
 

張
解
釈
」
（
阿
部
氏
）
し
、
源
氏
を
除
名
、
流
罪
に
処
す
る
弘
至
上
大
后
の
護

構
が
理
不
尽
か
つ
不
当
で
あ
る
の
は
明
白
と
し
て
、
そ
う
し
た
寛
罪
を
こ
う

む
っ
て
流
講
の
身
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
運
命
の
不
条
理
が
、
他
な
ら
ぬ

自
ら
の
宿
世
の
罪
に
因
由
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
源
氏
は
い
ま
気
付

き
は
じ
め
て
い
る
と
了
解
さ
れ
る
。
罪
は
彼
に
外
在
し
て
身
に
及
ん
だ
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
彼
自
身
に
内
在
し
、
顕
在
化
し
た
の
で
あ
る
。
尚
侍
へ
の
手
紙

で
、
源
氏
が
無
罪
を
訴
え
な
い
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

 
流
講
の
原
因
を
よ
り
深
く
己
れ
の
罪
障
に
求
め
る
源
氏
の
内
面
意
識
は
、
藤

壷
と
の
切
情
ま
さ
る
惜
別
場
面
に
お
い
て
、
さ
ら
に
強
く
表
出
さ
れ
る
。

 
 
か
く
思
ひ
か
け
ぬ
罪
に
当
り
は
べ
る
も
、
思
う
た
ま
へ
あ
は
す
る
こ
と
の

 
 
一
ふ
し
に
な
む
、
空
も
恐
ろ
し
う
は
べ
る
。
惜
し
げ
な
き
身
は
亡
き
に
な

 
 
し
て
も
、
宮
の
御
世
に
だ
に
事
な
く
お
は
し
ま
さ
ば
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
須
磨
、
囲
-
一
七
九
）

こ
こ
で
の
「
か
く
思
ひ
か
け
ぬ
罪
」
は
、
公
の
罪
す
な
わ
ち
除
名
・
流
罪
を
指

し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
関
わ
っ
て
こ
そ
の
流
訥
の
こ
と
も
併
せ
意
味
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
理
不
尽
で
不
条
理
な
運
命
の
全
体
が
、
藤
壷

と
の
か
つ
て
の
コ
ふ
し
」
に
因
由
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
源
氏
は
い
ま
、

深
く
思
念
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
宿
世
の
罪
1
1
罪
障
で
あ
る
こ
と
の
認
識
は
、
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源
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は
や
く
か
ら
深
刻
な
苦
悩
と
と
も
に
、
二
人
に
共
有
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、

若
紫
巻
に
叙
せ
ら
れ
る
源
氏
の
苦
悩

 
 
わ
が
罪
の
ほ
ど
恐
ろ
し
う
、
（
中
略
）
生
け
る
か
ぎ
り
こ
れ
を
思
ひ
な
や

 
 
む
べ
き
な
め
り
、
ま
し
て
後
の
世
の
い
み
じ
か
る
べ
き
、
（
下
略
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
若
紫
、
ω
1
｝
＝
こ

ま
た
、
不
義
の
子
を
胎
に
宿
し
て
憂
悶
す
る
藤
壷
は
、

 
 
あ
さ
ま
し
き
御
宿
世
の
ほ
ど
心
憂
し
。
（
中
略
）
な
ほ
の
が
れ
が
た
か
り

 
 
け
る
御
宿
世
を
ぞ
、
（
下
略
）
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
、
ω
1
二
三
三
）

と
、
己
れ
の
罪
障
深
い
「
宿
世
」
を
認
識
、
苦
悩
す
る
。
や
が
て
彼
女
は
ハ
そ

の
罪
障
滅
却
の
た
め
、
か
つ
東
宮
の
安
泰
を
祈
念
し
て
、
自
ら
出
家
を
遂
げ
る

（
白
木
、
働
i
一
一
三
～
一
三
一
）
。
い
ま
の
源
氏
が
、
「
惜
し
げ
な
き
身
は
亡

き
に
な
し
て
も
、
宮
の
御
世
だ
に
事
な
く
お
は
し
ま
さ
ば
」
（
前
掲
）
と
思
念

し
て
行
う
須
磨
流
講
は
、
先
ん
ず
る
藤
壷
の
出
家
と
パ
ラ
レ
ル
の
滅
罪
行
為
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
阿
部
氏
の
論
解
の
と
お
り
、
彼
処
で
の
源
氏
の
生
活
は
、

「
念
論
田
論
意
の
勤
行
に
よ
っ
て
仏
の
加
護
を
頼
み
、
（
中
略
）
罪
障
を
消
す
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
 
 

「
精
進
」
の
明
け
暮
れ
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
「
蹟
罪
」
の
旅
と
評
言
さ
れ
て

 
 
な
 
 

も
い
る
。
い
ま
、
物
語
本
文
に
即
し
て
そ
の
こ
と
を
確
認
し
よ
う
。

 
 
か
く
う
き
世
に
罪
を
だ
に
失
は
む
と
思
せ
ば
、
や
が
て
御
精
進
に
て
、
明

 
 
け
暮
れ
行
ひ
し
て
お
は
す
。
 
 
 
 
 
 
 
（
須
磨
、
吻
-
一
九
三
）

他
に
同
趣
の
本
文
叙
述
を
多
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
（
須
磨
巻
中
㈲
-
二
〇

一
、
二
〇
九
、
二
＝
二
、
明
石
巻
中
ω
-
二
三
七
、
二
四
六
各
頁
）
、
い
ま
は

い
ち
い
ち
の
引
証
を
省
略
す
る
。

 
か
く
て
、
源
氏
の
須
磨
流
請
の
理
由
に
つ
い
て
約
説
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

直
接
の
原
因
は
朧
月
夜
尚
侍
事
件
を
思
し
て
問
わ
れ
た
政
治
上
の
罪
科
な
の
で
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あ
る
が
、
そ
の
真
因
は
、
彼
の
意
識
に
お
い
て
尚
侍
や
藤
壷
と
の
宿
世
の
罪
と

し
て
根
源
的
に
問
い
お
な
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
当
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
宿

世
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
罪
障
を
自
ら
の
主
体
の
内
側
に
意
識
し
、
引

き
受
け
は
じ
め
た
と
き
、
源
氏
に
と
っ
て
瞭
罪
の
旅
と
し
て
の
須
磨
粛
粛
が
意

思
さ
れ
、
主
体
的
に
選
び
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

二

 
源
氏
の
須
磨
流
請
が
、
自
ら
の
主
体
的
な
意
思
に
よ
る
、
自
発
的
な
行
動
で

あ
っ
た
こ
と
を
読
み
お
さ
え
る
の
は
、
重
要
で
あ
る
。
前
掲
の
須
磨
巻
頭
本
文

に
お
い
て
、
「
思
し
な
り
ぬ
」
「
思
し
乱
る
る
」
「
思
ひ
つ
づ
け
た
ま
ふ
」
な
ど
、

動
揺
七
な
が
ら
も
離
京
を
決
意
す
る
に
至
る
源
氏
の
心
中
思
惟
が
描
か
れ
、
旧

居
地
に
須
磨
を
選
ぶ
の
も
、
彼
自
身
の
意
志
で
決
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
の

文
脈
を
辿
っ
て
も
、
流
講
ま
で
の
彼
の
行
動
が
、
鈴
木
日
出
男
氏
の
い
う
「
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
で
 
 
 

わ
め
て
高
度
な
政
治
判
断
」
「
抜
群
の
政
治
感
覚
」
に
基
づ
い
て
、
し
か
も
自

ら
の
主
体
的
な
意
思
に
よ
？
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

流
請
は
、
自
発
的
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
ρ

 
し
か
し
、
こ
う
い
う
読
解
に
問
題
が
残
る
の
も
確
か
で
あ
る
。
ま
ず
、
自
発

的
流
講
と
い
う
規
定
の
し
方
に
、
用
語
の
上
で
の
矛
盾
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
「
罪

に
よ
っ
て
遠
方
に
流
さ
れ
る
こ
と
」
（
岩
波
国
語
辞
典
）
が
「
流
調
」
な
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
す
で
に
「
自
発
的
」
で
は
あ
り
え
な
い
。
が
、
そ
う
し
た

矛
盾
を
認
め
な
が
ら
、
あ
え
て
右
の
規
定
述
語
を
用
い
る
小
論
の
立
場
か
ら
の

考
説
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

 
源
氏
は
、
こ
の
時
す
で
に
、
除
名
処
分
を
受
け
、
次
の
段
階
と
し
て
の
流
罪

処
分
を
目
前
に
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
節
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
。
そ
う
し
た
身
上
の
者
が
、
自
発
的
に
自
由
に
京
外
に
退
隠
す
る
こ
と
は
、
．

法
制
史
上
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る
む
し
ゃ
こ
う
じ
・
み
の
る
氏
の
説
が
あ

 
な
 
 

り
、
諸
家
に
よ
っ
て
も
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
問
題
で
は
あ
る
が
、
物
語

本
文
に
即
す
る
限
り
、
前
述
の
と
お
り
、
源
氏
自
身
の
決
断
に
よ
る
自
発
的
退

京
は
確
実
な
の
で
あ
る
。
無
実
の
身
な
が
ら
、
謀
叛
の
罪
名
は
被
せ
ら
れ
た
ま

ま
の
彼
の
須
磨
旧
居
が
、
い
か
に
自
発
的
な
行
動
で
あ
っ
て
も
、
世
間
の
人
々

の
目
に
は
配
流
と
映
っ
た
で
あ
ろ
う
物
語
内
現
実
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
解
釈

を
、
仮
に
自
発
的
な
流
諦
と
記
述
し
て
表
わ
し
た
と
し
て
、
あ
な
が
ち
不
当
と

は
さ
れ
ま
い
。

 
よ
り
重
要
な
留
意
点
は
、
彼
の
須
磨
流
離
が
宿
世
の
罪
i
罪
障
の
導
く
因
果

で
あ
る
こ
と
を
、
彼
自
身
が
内
心
に
深
く
意
識
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
朧
月
夜

尚
侍
と
の
関
係
も
含
め
、
と
り
わ
け
藤
壷
と
の
宿
世
の
罪
障
に
思
い
を
深
く
い

た
す
と
こ
ろ
が
ら
彼
の
退
京
が
決
意
さ
れ
る
、
そ
の
内
的
意
識
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
考
察
し
て
お
い
た
。
そ
の
他
に
も
、
彼
の
宿
世
認
識
の
は
じ
ま
り
を
表

現
す
る
叙
述
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
離
京
前
、
左
大
臣
邸
を

訪
れ
て
暇
乞
い
を
訴
え
な
が
ら
も
、
源
氏
は
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

 
 
と
あ
る
こ
と
も
か
か
る
こ
と
も
、
前
の
世
の
報
い
に
こ
そ
は
べ
る
な
れ
ば
、

 
 
言
ひ
も
て
ゆ
け
ば
、
た
だ
み
つ
か
ら
の
お
こ
た
り
に
な
む
は
べ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
須
磨
、
働
-
一
六
五
）

わ
が
身
に
拙
い
前
世
か
ら
の
業
、
宿
世
の
罪
障
に
由
来
す
る
現
在
の
不
運
を
自

覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
く
、
こ
ん
ど
は
二
条
院
で
紫
の
上
と
の
別
離
を
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嘆
く
場
面
で
、

 
 
過
ち
な
け
れ
ど
、
さ
る
べ
き
に
こ
そ
か
か
る
こ
と
も
あ
ら
め
と
思
ふ
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
、
働
-
一
七
二
）

と
も
、
彼
は
言
っ
て
い
る
。
「
さ
る
べ
き
」
は
、
下
に
「
宿
世
」
「
宿
縁
」
の
語

を
補
っ
て
解
す
べ
き
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
源
氏
の
宿
世
認
識
の
持
続
、
深
化

を
読
み
と
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。

 
い
っ
た
い
宿
世
と
は
、
前
世
か
ら
人
に
定
め
ら
れ
て
い
る
現
世
の
運
命
を
指

し
で
言
い
、
そ
れ
は
「
過
去
世
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
知
り
が
た
く
、
ま
た
逃

 
 
 
 
 
（
注
1
0
）

れ
が
た
い
も
の
」
と
さ
れ
る
。
源
氏
が
い
ま
、
朧
月
夜
尚
侍
や
藤
壷
と
の
密
通

に
は
じ
ま
り
及
ん
で
す
る
須
磨
流
下
を
宿
世
と
観
ず
る
と
き
、
そ
れ
は
逃
れ
が

た
く
、
引
き
受
け
な
く
て
は
な
ぢ
な
い
彼
の
宿
業
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
池
田

和
臣
氏
は

 
 
光
源
氏
の
須
磨
揺
揺
は
、
藤
壷
と
の
密
通
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
男
子
が
冷

 
 
泉
帝
と
し
て
即
位
す
る
宿
命
、
す
な
わ
ち
源
氏
と
藤
壷
と
の
宿
世
が
成
就

 
 
さ
れ
る
た
め
に
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
運
命
的
に
さ
だ
め
ら
れ
た

 
 
「
違
い
目
」
（
以
下
略
）

 
 
 
 
 
 
な
 
 

と
説
い
て
い
る
。
氏
説
中
の
「
違
い
目
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
若
紫
巻
本

文
中
の
叙
述

 
 
そ
の
中
に
違
ひ
目
あ
り
て
、
つ
つ
し
ま
せ
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
な
む
は
べ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
若
紫
、
働
！
二
三
四
）

を
受
け
、
藤
壷
が
不
義
の
子
（
冷
泉
東
宮
）
を
懐
妊
し
た
と
き
の
源
氏
の
夢
に

解
か
れ
た
将
来
の
不
運
1
ま
さ
に
彼
が
直
面
し
て
い
る
須
磨
韻
語
を
指
し
て
い

る
。
彼
は
、
夢
占
い
者
の
予
言
ど
お
り
の
宿
世
の
ま
ま
に
、
都
を
遠
く
落
ち
て

行
く
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
、
源
氏
の
須
磨
流
請
は
、
不
可
避
不
可
変
の
宿

光
源
氏
の
須
磨
流
諦
に
つ
い
て
 
一
宿
世
意
識
の
深
化
の
過
程
一

命
で
は
あ
っ
た
。
た
だ
彼
は
、
そ
れ
が
己
が
身
に
定
め
ら
れ
た
、
他
な
ら
ぬ
自

身
の
罪
障
で
あ
る
こ
と
を
、
確
か
に
自
覚
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
自
覚
に

お
い
て
、
流
調
は
外
か
ら
彼
に
強
い
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
主
体
に
お

い
て
選
び
と
ら
れ
た
。
彼
は
い
ま
、
宿
世
に
受
動
的
に
流
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
宿
世
を
自
ら
受
容
し
、
こ
れ
を
内
側
か
ら
生
き
あ
ら
た
め
て
い
る
、
と

換
言
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
自
発
的
流
諦
と
規
定
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

 
こ
こ
で
、
源
氏
に
お
け
る
宿
世
の
自
覚
、
ま
た
そ
の
内
在
化
を
語
る
物
語
表

現
σ
独
自
の
構
造
体
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。
須
磨
巻
初
頭
で
、
本
文

は
「
都
離
れ
た
ま
ひ
け
る
」
と
、
一
旦
は
源
氏
の
離
京
を
叙
し
た
後
に
、
「
二

三
日
か
ね
て
」
（
須
磨
、
ω
一
一
六
四
）
と
時
間
を
湖
与
し
、
場
面
を
再
び
離

京
以
前
に
戻
し
て
描
く
叙
法
を
と
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
循
環
描
写
で
あ
る
。

源
氏
と
左
大
臣
ほ
か
の
近
親
の
人
々
と
の
惜
別
の
場
面
群
が
続
く
な
か
で
、
無

実
の
罪
を
被
せ
ら
れ
て
辺
境
に
流
離
の
身
と
な
る
彼
に
、
人
々
の
深
い
悲
歎
悲

傷
の
涙
が
注
が
れ
、
前
後
に
哀
情
連
綿
の
条
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
一
連
の
挿

入
章
的
な
場
面
描
写
が
は
た
す
物
語
表
現
と
し
て
の
…
機
能
と
は
、
さ
し
当
た
っ

て
は
、
冤
罪
に
泣
い
て
流
諦
す
る
源
氏
の
悲
劇
的
人
物
像
造
型
、
読
者
と
共
に

す
る
物
語
作
者
の
同
情
の
拝
情
、
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
小
論
で

は
次
の
よ
う
に
考
察
す
る
。
こ
の
惜
別
の
場
面
群
は
、
そ
れ
ぞ
れ
と
の
切
情
あ

ふ
れ
る
会
話
や
和
歌
の
贈
答
を
通
し
て
、
源
氏
自
ら
が
流
行
の
原
因
を
内
省
し
、

そ
の
真
因
こ
そ
は
彼
の
宿
世
の
罪
障
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
過
程
と
し
て
必

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア

須
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
同
様
の
心
理
過
程
を
辿
ら
せ
て
、
作
者
は
読
者
に

も
源
氏
の
流
諦
の
理
由
を
知
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
叙
す
に
作
者

が
循
環
描
写
を
も
っ
て
す
る
の
は
、
須
磨
流
儀
の
悲
運
を
宿
世
と
負
う
源
氏
が
、

た
だ
受
動
的
盲
目
的
に
こ
れ
に
服
従
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
主
体
に
お
い

（33）



て
そ
の
因
由
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
省
察
し
、
認
識
し
、
か
つ
生
き
あ
ら
た
め

よ
う
と
す
る
、
そ
う
し
た
彼
の
循
環
す
る
意
識
作
用
を
表
現
す
る
た
め
の
文
体

確
得
の
営
み
と
し
て
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
場
面
描
写
に
お
け
る
時
間
の
湖

面
は
、
源
氏
の
主
体
に
お
け
る
宿
世
の
強
行
-
果
と
し
て
の
現
在
を
因
と
し
て

の
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
る
一
を
意
味
し
て
い
る
。

 
か
く
し
て
、
源
氏
の
主
体
的
自
発
的
須
磨
流
請
は
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三

 
須
磨
で
の
源
氏
の
生
活
が
、
宿
世
の
三
一
罪
障
滅
却
の
た
め
、
仏
道
精
進
に

明
け
暮
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
に
も
述
べ
て
お
い
た
。
藤
壷
の
こ
と
、

東
宮
の
こ
と
を
思
念
す
れ
ば
、
源
氏
に
と
っ
て
耐
え
忍
ば
れ
る
べ
き
瞭
罪
の
生

活
な
の
で
あ
る
。
が
、
一
方
に
お
い
て
謀
叛
と
い
う
無
実
の
罪
を
も
耐
え
な
く

て
は
な
ら
な
い
今
の
調
居
は
、
同
時
に
「
わ
が
身
だ
に
あ
さ
ま
し
き
宿
世
と
お

ぼ
ゆ
る
住
ま
ひ
」
（
須
磨
、
②
-
二
〇
七
）
で
、
深
い
孤
独
と
憂
愁
の
う
ち
に

過
ご
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
も
あ
っ
た
。
秋
風
に
望
郷
の
涙
を
流
し

（
同
、
ω
レ
一
九
八
～
二
〇
三
）
、
冬
の
月
影
に
流
窟
の
身
を
嘆
い
て
（
②
一

二
〇
八
～
二
〇
九
）
、
一
年
の
月
日
が
経
過
し
た
。

 
と
こ
ろ
が
、
須
磨
巻
終
末
部
か
ら
明
石
巻
初
頭
に
か
け
て
、
物
語
は
思
い
が

け
な
い
急
展
開
を
見
せ
る
。
窮
境
に
沈
倫
し
て
い
た
源
氏
に
、
突
然
神
霊
が
働

き
か
け
、
や
が
て
救
済
へ
の
途
を
用
意
す
る
と
い
う
、
ま
さ
し
く
死
と
再
生
の

運
命
転
回
の
物
語
で
あ
る
。
貴
種
流
離
諜
に
重
合
さ
せ
て
の
霊
験
課
一
そ
の
す

ぐ
れ
て
古
代
的
な
話
型
に
全
面
的
に
依
存
し
て
語
ら
れ
る
こ
こ
で
の
物
語
が
、

源
氏
に
お
け
る
宿
世
の
内
在
化
の
問
題
と
ど
う
関
わ
り
得
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
再
び
、
本
文
精
読
法
に
よ
っ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

 
三
月
上
巳
の
斎
え
の
日
、
喫
ぎ
の
海
岸
で
、
源
氏
は
詠
歌
す
る
。

 
 
八
百
よ
う
つ
神
も
あ
は
れ
と
思
ふ
ら
む
犯
せ
る
罪
の
そ
れ
と
な
け
れ
ば

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
須
磨
、
ω
1
二
｝
七
）

一
天
に
わ
か
に
か
き
曇
る
や
、
た
ち
ま
ち
雷
電
高
潮
を
伴
う
大
暴
風
雨
と
な
る
。

天
変
は
い
よ
い
よ
激
し
く
、
源
氏
も
供
人
も
死
の
危
…
機
に
瀕
す
る
。
彼
ら
は
、

恐
れ
お
⑳
の
い
て
、
住
吉
明
神
に
加
護
を
乞
う
て
祈
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
本

文
叙
述
に
つ
い
て
、
精
読
の
要
が
あ
ろ
う
。

 
 
「
帝
王
の
深
き
宮
に
養
わ
れ
た
ま
ひ
て
、
い
ろ
い
ろ
の
楽
し
み
に
驕
り
た

 
 
ま
ひ
し
か
ど
、
（
中
略
）
今
何
の
報
い
に
か
、
こ
こ
ら
横
さ
ま
な
る
浪
風

 
 
に
お
ぼ
ほ
れ
た
ま
は
む
。
罪
な
く
て
罪
に
当
り
、
官
位
を
と
ら
れ
、
家
を

 
 
離
れ
、
境
を
去
り
て
、
明
け
暮
れ
や
す
き
空
な
く
嘆
き
た
ま
ふ
に
、
か
く

 
 
悲
し
き
目
を
さ
へ
見
、
命
尽
き
な
ん
と
す
る
は
、
前
の
世
の
報
い
か
、
こ

 
 
の
世
の
犯
し
か
、
神
仏
明
ら
か
に
ま
し
ま
さ
ば
、
こ
の
愁
へ
や
す
め
た
ま

 
 
へ
」
と
、
御
社
の
方
に
向
き
て
さ
ま
ざ
ま
の
願
を
立
て
た
ま
ふ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
明
石
、
ω
一
二
二
六
～
二
二
七
）

右
に
つ
い
て
、
「
帝
王
の
…
や
す
め
た
ま
へ
」
の
全
文
を
供
人
の
祈
り
の
言
葉

と
解
す
る
注
釈
が
多
い
（
『
大
系
』
『
全
集
』
『
集
成
』
ほ
か
）
が
、
後
半
部
の

叙
述
、
と
く
に
「
目
を
さ
へ
見
」
「
尽
き
な
ん
と
す
る
」
に
敬
語
が
用
い
ら
れ

て
い
な
い
の
は
不
合
理
で
、
さ
ら
に
そ
の
後
文
「
さ
ま
ざ
ま
の
願
を
立
て
た
ま

ふ
」
と
の
連
接
関
係
を
考
慮
す
れ
ば
、
祈
り
の
主
体
は
源
氏
で
あ
る
と
解
さ
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
（
「
立
て
た
ま
ふ
」
の
敬
語
叙
述
は
、
湖
月
抄
本
以
外
に
本

文
の
異
動
は
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
「
た
ま
ふ
」
を
、
住
吉
の
神
に
対
す
る

（34］



敬
語
と
し
、
「
申
す
」
と
訳
解
す
る
『
大
系
』
頭
注
に
は
従
い
難
い
。
）
前
後
に

お
け
る
敬
語
法
の
矛
盾
は
容
易
に
は
解
け
な
い
が
、
玉
上
琢
弥
氏
の
解
に
よ
る

と
、
右
の
祈
祷
は
「
神
へ
の
合
唱
」
で
、
「
祈
っ
た
の
は
、
光
る
源
氏
と
そ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ヨ

従
者
た
ち
」
、
「
一
々
の
細
か
い
差
別
は
な
い
」
と
さ
れ
る
。
従
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。
た
だ
し
、
「
か
く
悲
し
き
目
を
さ
へ
見
」
以
下
は
、
あ
く
ま
で
も
源
氏

自
身
の
内
省
に
よ
る
祈
り
を
叙
し
た
も
の
と
、
小
論
で
は
解
す
る
。
と
り
わ
け
、

「
前
の
世
の
報
い
か
、
こ
の
世
の
犯
し
か
」
は
、
か
つ
て
流
調
離
京
を
決
意
す

る
に
先
だ
っ
て
自
覚
し
た
深
い
罪
障
意
識
、
宿
世
認
識
（
須
磨
、
②
1
一
六
五
、

一
七
五
の
本
文
を
参
照
。
前
掲
）
の
再
確
認
の
心
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
全
文
が
、
単
に
危
難
救
済
を
神
に
乞
う
た
め
の
祈
り
で
あ
る
以
上

に
、
源
氏
の
苦
難
多
い
宿
世
そ
れ
自
体
へ
の
回
顧
、
反
劉
、
再
認
識
の
精
神
営

為
表
現
の
調
子
を
帯
び
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
源
氏
に
お
け
る
宿
世
自
覚
、

そ
の
深
化
の
た
め
の
一
過
程
と
し
て
焦
せ
ら
れ
て
い
る
と
解
せ
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
祈
願
合
唱
の
あ
と
、
風
雨
は
や
が
て
お
さ
ま
り
、
源
氏
ほ
か
人
々
は

危
機
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
住
吉
の
神
、
海
竜
王
ほ
か
の
神
助
に
よ
る
こ

と
を
、
物
語
は
明
確
に
告
げ
て
い
る
。
天
変
そ
れ
自
体
が
、
神
意
に
よ
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

 
続
い
て
さ
ら
に
、
物
語
は
新
た
な
神
霊
を
登
場
さ
せ
る
。
一
難
去
っ
て
ほ
っ

と
安
堵
の
ま
ど
ろ
み
に
心
身
を
委
ね
て
い
た
源
氏
に
、
突
然
故
桐
王
院
の
霊
が

現
れ
る
の
で
あ
る
。
都
を
離
れ
、
自
ら
流
諦
の
身
と
な
っ
て
辺
境
に
孤
独
、
苦

難
の
日
々
を
過
ご
す
わ
が
子
源
氏
を
救
出
せ
ん
と
、
父
院
は
冥
界
か
ら
は
る
ば

る
翔
り
来
て
言
う
。

 
 
住
吉
の
神
の
導
き
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
は
や
吊
出
し
て
こ
の
浦
を
去
り
ね
。

 
 
（
中
略
）
こ
れ
は
た
だ
い
さ
さ
か
な
る
物
の
報
い
な
り
。
我
は
位
に
在
り

光
源
氏
の
須
磨
流
調
に
つ
い
て
 
1
1
宿
世
意
識
の
深
化
の
過
程
i

 
 
し
時
、
過
つ
こ
と
な
か
り
し
か
ど
、
お
の
つ
か
ら
犯
し
あ
り
け
れ
ば
、
そ

 
 
の
罪
を
終
ふ
る
ほ
ど
暇
な
く
て
、
（
下
略
）
 
 
（
明
石
、
ω
1
二
二
九
）

故
院
の
霊
に
よ
る
と
、
源
氏
の
須
磨
流
調
は
「
い
さ
さ
か
な
る
物
の
報
い
」
で

あ
る
と
い
う
。
諸
注
と
も
、
下
文
に
い
う
「
お
の
つ
か
ら
犯
し
あ
り
」
と
同
義

に
読
み
、
「
人
間
が
生
き
て
い
れ
ば
自
然
に
犯
し
て
し
ま
う
罪
の
報
い
」
（
『
全
集
』

頭
注
）
と
解
い
て
い
る
。
こ
こ
に
源
氏
と
藤
壷
の
密
通
の
罪
の
報
い
を
読
む
に

は
、
「
い
さ
さ
か
な
る
」
「
お
の
つ
か
ら
」
の
表
現
が
軽
少
に
す
ぎ
て
、
当
ら
な

い
と
考
え
て
よ
い
。
た
だ
し
、
こ
の
「
報
い
」
の
語
は
、
前
引
の
「
前
の
世
の

報
い
か
」
（
働
-
二
二
六
）
の
用
例
に
従
っ
て
、
表
現
の
底
意
と
し
て
宿
世
の

思
想
を
含
ん
で
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
二
人
の
密
通
の
事
実
を
知
ら
な
か
っ
た

故
院
が
、
そ
れ
で
も
す
べ
て
の
人
間
に
避
け
得
な
い
宿
世
の
罪
障
を
源
氏
に
も

見
て
言
っ
た
言
葉
な
の
で
は
な
い
か
。
い
ま
、
そ
の
蹟
罪
は
成
っ
た
と
し
て
、

故
院
は
い
ち
は
や
く
救
済
の
手
を
源
氏
に
さ
し
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
は
じ

め
に
院
が
言
う
「
住
吉
の
神
の
導
き
」
は
、
後
続
の
物
語
場
面
に
お
い
て
た
だ

ち
に
顕
現
し
、
源
氏
は
明
石
入
道
の
夢
に
示
さ
れ
た
「
物
の
告
げ
」
（
ω
L
二

三
一
）
に
導
か
れ
て
、
明
石
の
浦
へ
と
移
り
行
き
、
救
済
を
得
る
（
明
石
、
ω

一
二
三
〇
～
二
三
三
）
。
そ
の
神
威
の
主
体
者
が
故
院
の
霊
か
、
住
吉
明
神
か
、

は
た
ま
た
海
竜
王
か
は
、
物
語
描
写
に
お
い
て
は
な
は
だ
判
然
と
し
な
い
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
前
後
の
物
語
展
開
が
古
代
的
な
霊
験
課
に
依
存
的
な
の
は
明
白

で
、
そ
の
話
型
に
よ
る
物
語
と
源
氏
の
宿
世
内
在
化
問
題
と
が
ど
う
関
わ
り

あ
っ
て
い
る
の
か
が
、
考
察
の
要
点
と
な
ろ
う
。
こ
の
物
語
と
霊
験
諦
と
の
交

渉
に
つ
い
て
詳
考
し
た
柳
井
滋
氏
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

 
 
初
期
の
須
磨
の
暴
風
雨
は
、
八
百
万
の
神
の
感
応
と
し
て
起
こ
り
、
そ
れ

 
 
に
海
竜
王
が
雷
を
伴
っ
て
加
わ
っ
て
い
る
。
京
に
は
、
天
変
の
風
雨
が
う
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ち
続
い
て
い
た
。
後
半
の
暴
風
雨
は
一
面
に
お
い
て
住
吉
の
神
の
霊
験
と

 
 
し
て
起
こ
り
、
桐
壷
院
の
霊
の
雷
も
う
ち
交
じ
っ
た
。
そ
れ
は
京
に
も
現

 
 
れ
た
。
住
吉
の
神
と
桐
壷
院
の
霊
は
連
絡
を
保
ち
つ
つ
、
源
氏
と
入
道
に

 
 
働
い
た
。
…
（
中
略
）
…
神
器
は
、
物
語
に
取
っ
て
組
し
易
い
相
手
で
は

 
 
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
須
磨
か
ら
明
石
に
か
け
て
、
作
者
は
行
文

 
 
に
陰
顕
さ
せ
な
が
ら
巧
み
に
物
語
に
取
り
込
ん
で
い
る
。
住
吉
の
霊
験
を

 
 
飾
る
た
め
で
あ
っ
た
と
思
う
。
さ
ら
に
広
げ
て
言
え
ば
、
宿
世
物
語
の
設

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

 
 
定
が
そ
れ
を
求
め
て
い
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

氏
説
に
多
大
を
学
び
、
従
い
た
い
。
こ
の
よ
う
に
考
察
し
て
き
て
一
さ
ら
に
小

論
の
課
題
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
の
分
析
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

 
神
意
に
導
か
れ
て
明
石
入
道
が
用
意
し
た
小
舟
に
乗
り
こ
む
と
き
、
源
氏
は

次
の
よ
う
に
思
量
す
る
。
煩
を
厭
わ
ず
、
長
文
そ
の
ま
ま
を
引
用
し
よ
う
。

 
 
君
思
し
ま
は
す
に
、
夢
現
さ
ま
ざ
ま
静
か
な
ら
ず
、
さ
と
し
の
や
う
な
る

 
 
こ
と
ど
も
を
、
来
し
方
行
く
末
思
し
あ
は
せ
て
、
世
の
人
の
聞
き
伝
へ
ん

 
 
後
の
畿
り
も
安
か
ら
ざ
る
べ
き
を
護
り
て
、
ま
こ
と
の
神
の
助
け
に
も
あ

 
 
ら
む
を
背
く
も
の
な
ら
ば
、
ま
た
こ
れ
よ
り
ま
さ
り
て
、
人
笑
は
れ
な
る

 
 
目
を
や
見
む
、
現
の
人
の
心
だ
に
な
ほ
苦
し
、
は
か
な
き
こ
と
を
も
つ
つ

 
 
み
て
、
我
よ
り
齢
ま
さ
り
，
も
し
は
位
高
く
、
．
時
世
の
寄
せ
い
ま
一
き
は

 
 
ま
さ
る
人
は
、
な
び
き
従
ひ
て
、
そ
の
富
む
け
を
た
ど
る
べ
き
も
の
な
り

 
 
け
り
、
退
き
て
餐
な
し
と
こ
そ
、
昔
の
さ
か
し
き
人
も
言
ひ
お
き
け
れ
、

 
 
今
日
は
か
く
命
を
き
は
め
、
世
に
ま
た
な
き
目
を
限
り
を
見
尽
く
し
つ
、

 
 
さ
ら
に
後
の
あ
と
の
名
を
は
ぶ
く
と
て
も
、
た
け
き
こ
と
も
あ
ら
じ
、
夢

 
 
の
中
に
も
父
帝
の
御
教
へ
あ
り
つ
れ
ば
、
ま
た
何
ご
と
を
か
疑
は
む
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
明
石
、
ω
-
二
三
二
～
二
三
三
）

読
点
に
よ
る
中
止
法
の
連
続
で
、
く
ね
く
ね
と
止
め
ど
な
く
延
長
す
る
文
体
叙

述
そ
れ
自
体
が
、
源
氏
の
揺
れ
動
く
心
理
、
屈
折
昏
迷
す
る
思
慮
の
過
程
を
示

す
。
彼
は
、
入
道
の
勧
め
に
従
っ
て
明
石
へ
移
る
べ
き
か
否
か
、
思
い
迷
う
。

「
来
し
方
行
く
末
」
一
須
磨
流
請
の
不
運
に
加
え
て
の
天
変
地
異
に
よ
る
危
難
、

そ
の
さ
中
に
彼
の
身
に
示
さ
れ
た
大
い
な
る
神
意
を
思
う
と
、
こ
れ
に
背
く
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
が
、
前
国
司
風
情
の
言
に
安
易
に
付
く
彼
の
軽

率
さ
を
、
世
入
は
非
難
す
る
で
あ
ろ
う
。
思
案
熟
慮
の
末
、
一
度
は
死
ん
だ
も

同
然
の
い
ま
の
生
命
を
、
先
輩
の
明
石
入
道
に
預
け
る
こ
と
を
彼
は
決
心
し
た

次
第
な
の
で
あ
る
。

 
決
心
に
至
る
ま
で
の
源
氏
の
た
め
ら
い
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
深
長
で
あ
る
理

由
と
し
て
、
'
玉
上
琢
弥
氏
は
、
右
に
述
べ
た
要
点
の
ほ
か
に
、
今
一
つ
の
点
を

次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

 
 
光
る
源
氏
が
明
石
の
人
々
と
結
ば
れ
る
事
の
自
然
さ
を
、
読
者
に
納
得
さ

 
 
せ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
因
縁
と
、
こ
れ
だ
け
の
熟
慮
の
末
、
光

 
 
る
源
氏
は
入
道
の
申
し
出
を
受
け
入
れ
た
の
だ
。
そ
れ
を
自
分
に
も
納
得

 
 
さ
せ
、
聞
き
手
に
も
納
得
さ
せ
る
、
そ
の
た
め
に
こ
ん
な
ま
わ
り
く
ど
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
1
4
）

 
 
文
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

氏
が
強
調
す
る
物
語
音
読
論
に
よ
っ
て
の
精
読
で
、
こ
こ
に
多
大
の
教
示
を
い

た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
、
氏
説
に
い
う
「
自
分
に
も
納
得
さ
せ
」

の
「
自
分
」
が
源
氏
を
指
し
て
い
る
の
は
当
然
と
し
て
、
そ
の
こ
と
の
指
摘
は
、

小
論
に
と
っ
て
い
か
に
も
示
唆
深
く
学
べ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
さ
き
に

源
氏
は
、
突
然
の
天
変
、
故
院
の
霊
の
出
現
な
ど
、
彼
の
生
死
に
関
わ
る
運
命

的
な
出
来
事
を
体
験
し
、
そ
こ
に
大
い
な
る
神
意
の
働
き
か
け
を
自
覚
し
つ
つ

あ
っ
た
。
加
え
て
、
同
じ
く
神
霊
に
導
か
れ
て
や
っ
て
来
た
明
石
入
道
の
迎
え

（36）



に
、
源
氏
は
己
が
身
の
運
命
を
導
い
て
い
る
ら
し
い
、
い
っ
そ
う
の
神
慮
を
覚

え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
信
じ
る
に
あ
ま
り
に
不
安
で
、
か
つ
唐
突
な
霊
験

な
の
で
、
彼
の
判
断
は
行
き
つ
戻
り
つ
、
動
揺
す
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、

絶
対
意
思
と
し
て
の
神
意
を
、
相
対
存
在
と
し
て
の
人
間
が
予
知
し
た
り
判
断

し
た
り
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
が
、
人
間
が
あ
る
極
限
状
態
に
身
を
お

い
た
と
き
一
つ
ま
り
運
命
的
な
事
件
に
遭
遇
し
た
と
き
、
彼
は
、
虚
し
く
も
そ

う
努
力
す
る
。
こ
こ
で
の
源
氏
の
思
案
、
た
め
ら
い
の
心
理
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

が
、
彼
が
そ
の
虚
し
い
努
力
を
止
め
、
人
知
で
は
測
り
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
、

大
い
な
る
神
慮
に
従
う
べ
く
、
「
父
帝
の
御
教
へ
あ
り
つ
れ
ば
、
ま
た
何
ご
と

を
か
疑
は
む
」
（
明
石
、
②
-
二
三
三
）
と
信
じ
る
と
き
、
霊
験
は
再
び
現
わ
れ
、

「
例
の
風
出
で
来
て
、
飛
ぶ
や
う
に
明
石
に
着
き
た
ま
ひ
ぬ
」
（
同
）
の
で
あ
る
。

続
く
本
文
「
な
ほ
あ
や
し
き
ま
で
見
ゆ
る
風
の
心
な
り
」
（
同
）
は
地
の
文
叙

述
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
源
氏
の
心
内
語
表
現
に
近
い
も
の
と
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
ひ
っ
き
ょ
う
す
る
に
、
源
氏
は
、
結
局
は
神
意
に
導
か
れ
従
い
な
が

ら
、
自
ら
の
意
識
に
お
い
て
は
こ
れ
を
深
く
反
問
し
、
熟
慮
し
、
追
認
し
な
が

ら
行
動
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
過
去
・
現
在
・
未
来
の
生
を
超
越
的

絶
対
的
に
支
配
す
る
冥
々
の
意
思
す
な
わ
ち
宿
世
を
自
覚
し
、
認
識
し
、
か
つ

自
ら
の
主
体
に
お
い
て
こ
れ
を
生
き
あ
ら
た
め
る
た
め
に
す
る
、
彼
の
精
神
の

た
た
か
い
な
の
で
あ
る
。
彼
に
お
け
る
宿
世
の
内
在
化
の
営
み
と
換
言
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
明
石
に
到
着
し
た
源
氏
は
、
や
が
て
明
石
の
君
と
出
会
い
、

契
り
を
結
ぶ
こ
と
で
、
栄
華
へ
と
っ
き
進
む
己
れ
の
宿
世
を
認
識
し
あ
ら
た
め

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
以
降
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
考
察
す
る
こ
と

に
す
る
。

光
源
氏
の
須
磨
流
調
に
つ
い
て
 
i
I
宿
世
意
識
の
深
化
の
過
程
1

 
須
磨
巻
か
ら
明
石
巻
に
か
け
て
、
物
語
は
い
か
に
も
古
代
的
な
話
型
」
貴
種

流
離
謳
、
霊
験
謳
、
海
豊
滝
留
説
話
な
ど
を
根
底
に
据
え
な
が
ら
、
そ
こ
に
源

氏
の
宿
世
の
物
語
を
不
可
分
の
も
の
と
し
て
重
合
さ
せ
て
展
開
す
る
。
諸
々
の

超
自
然
・
絶
対
意
思
の
働
き
か
け
に
、
彼
の
生
は
あ
え
な
く
翻
弄
さ
れ
て
い
る

か
に
見
え
る
。
が
、
彼
は
い
つ
で
も
そ
の
超
自
然
・
絶
対
意
思
に
正
対
し
、
問

い
か
け
、
迷
い
、
あ
る
い
は
省
察
し
、
そ
れ
を
受
容
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ

れ
は
、
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
、
彼
に
外
在
す
る
は
ず
の
宿
世
を
、
自
ら
の
主

体
に
お
い
て
捉
え
な
お
し
、
生
き
あ
ら
た
め
る
-
宿
世
の
内
在
化
の
営
為
な
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
源
氏
の
精
神
の
た
た
か
い
を
通
し
て
、
こ
の
物

語
の
作
者
は
人
間
存
在
に
お
け
る
根
源
的
な
不
安
や
苦
悩
、
あ
る
い
は
そ
れ
か

ら
の
救
済
の
問
題
を
追
求
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
古
い
話
型
に

依
拠
し
な
が
ら
も
、
そ
の
中
に
人
物
に
固
有
の
宿
世
を
自
覚
さ
せ
、
認
識
さ
せ
 
 
勾

て
い
く
も
う
一
つ
の
主
題
を
も
併
せ
追
求
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
物
語
作
者
の
 
 
B

独
自
の
人
間
追
求
の
精
神
が
う
ち
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
、
小
論
は

考
察
す
る
の
で
あ
る
。

注
ω
『
全
集
』
新
編
頭
注
で
は
、
「
公
的
罪
科
と
私
的
過
失
と
の
罪
の
位
相
差
が
、

 
 
源
氏
の
論
理
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。

注
ω
多
屋
頼
俊
，
源
氏
物
語
の
思
想
』
（
法
蔵
館
、
昭
2
7
）
＝
一
一
五
頁
。

注
㈹
阿
部
秋
生
胃
源
氏
物
語
研
究
序
説
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
3
4
）
五
六

 
 
六
～
五
七
三
頁
。

注
ω
後
藤
祥
子
『
源
氏
物
語
の
史
的
空
間
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
6
1
）

注
㈲
注
圖
に
同
じ
。



注
㈲
阿
部
秋
生
『
光
源
氏
論
 
発
心
と
出
家
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
平
1
）

 
 
＝
二
〇
頁
。

注
ω
三
谷
栄
一
『
物
語
史
の
研
究
』
（
有
精
堂
、
昭
4
2
）
、
日
向
一
雅
「
光
源
氏

 
 
と
藤
壷
の
罪
を
め
ぐ
っ
て
一
「
源
氏
物
語
」
第
一
部
の
基
底
部
分
1
」
（
「
日

 
 
本
文
学
」
昭
5
0
・
6
）
ほ
か
。

注
㈲
鈴
木
日
出
男
「
光
源
氏
の
須
磨
流
調
を
め
ぐ
っ
て
一
『
源
氏
物
語
』
の
構

 
 
造
と
表
現
1
（
「
文
学
」
昭
5
3
・
7
）

注
㈲
む
し
ゃ
こ
う
じ
・
み
の
る
「
法
制
史
か
ら
み
た
光
源
氏
の
須
磨
行
」
（
「
国

 
 
語
と
国
文
学
」
昭
3
5
・
1
）

注
⑳
日
向
一
雅
「
宿
世
」
（
「
国
文
学
」
臨
時
増
刊
号
、
平
成
7
・
7
）

注
⑳
池
田
和
臣
「
『
源
氏
物
語
』
の
仏
教
」
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
平
6
・
3
）

注
⑫
玉
上
琢
弥
『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
三
巻
（
角
川
書
店
、
昭
4
0
）
一
五
七
～
一

 
 
五
八
頁
。

注
⑯
柳
井
滋
「
源
氏
物
語
と
霊
験
謳
の
交
渉
」

 
 
『
源
氏
物
語
研
究
と
資
料
』
紫
式
部
学
会
編
（
武
蔵
野
書
院
、
昭
4
4
）
所

 
 
収
。

注
㈲
注
圃
の
注
の
書
、
一
七
〇
頁
。

日
本
古
典
集
成
 
源
氏
物
語
』
本
を
『
集
成
』

だ
い
た
。
謝
し
て
お
断
わ
り
申
し
た
い
。

と
、
略
記
さ
せ
て
い
た

（38］

補
注

テ
キ
ス
ト
に
は
阿
部
秋
生
、
秋
山
慶
、
今
井
源
衛
、
鈴
木
日
出
男
各
氏

校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
 
源
氏
物
語
』
ω
働
（
小
学
館
）

を
用
い
、
本
文
引
用
の
際
、
巻
名
、
テ
キ
ス
ト
巻
数
、
回
数
を
記
し
た
。

な
お
、
稿
中
に
、
『
全
集
』
と
略
記
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
も
同
書
で
、

他
に
も
山
岸
徳
平
氏
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
 
源
氏
物
語
』
本
（
岩

波
書
店
）
を
『
大
系
』
と
、
石
田
穣
二
、
清
水
好
子
各
氏
校
注
『
新
潮


