
源
氏
物
語
終
末
の
救
済
に
つ
い
て

重

松

信

弘

㌧

、

一

 
源
氏
物
語
終
末
の
救
済
の
問
題
と
は
、
直
接
的
に
は
浮
舟
一
人
の
問
題
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
源
氏
物
語
全
体
の
人
間
救
済
の
問
題
と
も
関
連
し
て

い
る
。
浮
舟
の
こ
と
が
特
に
命
題
と
な
る
の
は
、
浮
舟
を
出
家
さ
せ
た
横
川
の

僧
都
が
、
浮
舟
に
還
俗
を
勧
め
て
、
そ
れ
ま
で
出
家
の
境
に
安
住
し
て
い
た
浮

舟
の
心
を
乱
し
た
た
め
、
浮
舟
が
還
俗
す
る
気
に
な
っ
た
の
か
、
し
な
い
気
で

い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
途
方
に
暮
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
心
が
は
っ
き
り
し
な

い
た
め
で
あ
冶
。
ま
た
僧
都
が
還
俗
を
勧
め
た
手
紙
の
文
意
に
も
、
明
確
で
な

い
点
が
あ
っ
て
、
僧
都
は
還
俗
を
勧
め
た
の
で
は
な
い
と
い
う
説
も
生
じ
て
、

問
題
を
一
層
複
雑
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
檬
朧
た
る
さ
ま
で
物
語
の
幕
を

閉
じ
る
こ
と
は
、
文
芸
的
に
は
甚
だ
趣
の
深
い
こ
と
で
あ
る
が
、
救
済
問
題
の

立
場
か
ら
は
、
い
ろ
い
ろ
な
論
議
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
と
な
る
。
ま
ず
問
題
の

生
ず
る
物
語
の
要
点
を
検
討
し
、
次
に
救
済
問
題
を
査
察
す
る
。

 
浮
舟
は
密
書
と
通
じ
た
こ
と
の
罪
を
思
っ
て
、
宇
治
川
に
入
水
を
企
て
て
、

遂
げ
ら
れ
ず
、
正
気
を
な
く
し
て
斎
院
に
倒
れ
て
い
る
所
を
、
横
川
の
僧
都
や

そ
の
妹
尼
な
ど
に
助
け
ら
れ
て
、
小
野
に
伴
わ
れ
る
。
僧
都
は
山
に
帰
る
が
、

浮
舟
が
快
方
に
向
か
わ
な
い
の
で
、
妹
尼
の
懇
請
に
よ
り
、
わ
ぎ
わ
ざ
下
山
し

て
、
加
持
し
て
物
の
怪
-
を
退
散
さ
す
。
正
気
づ
い
た
浮
舟
は
、
 
「
尼
に
な
し
給

ひ
て
よ
。
さ
て
の
み
な
む
、
生
く
る
や
う
も
あ
る
べ
き
」
 
（
手
習
・
以
下
同
）

と
頼
む
が
、
三
三
は
浮
舟
を
亡
く
な
っ
た
娘
の
再
生
と
し
て
可
愛
が
り
、
出
家

を
と
め
て
、
五
戒
だ
け
を
受
け
さ
せ
る
。
僧
都
も
ω
「
今
は
か
ば
か
り
に
て
、

い
た
は
り
（
病
気
を
）
や
め
奉
り
給
へ
」
と
い
っ
て
山
へ
帰
る
。
そ
の
後
も
浮

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

舟
の
出
家
の
思
い
は
変
ら
ず
、
妹
尼
は
「
例
の
人
に
て
は
あ
ら
じ
と
、
い
と
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

た
て
あ
る
ま
で
世
を
恨
み
侍
る
め
れ
ば
…
…
…
世
を
こ
め
た
る
盛
り
に
て
は
、

 
つ
ひ
に
い
か
が
と
な
む
、
見
給
へ
侍
る
」
と
心
配
す
る
。
浮
舟
自
身
は
「
限
り

な
く
．
愛
き
身
な
り
け
り
と
見
果
て
て
し
命
さ
へ
、
あ
さ
ま
し
う
長
く
て
、
い
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

な
る
さ
ま
に
さ
す
ら
ふ
べ
き
な
ら
む
。
ひ
た
ぶ
る
に
無
き
も
の
と
、
人
に
見
聞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

き
捨
て
ら
れ
て
も
や
み
な
ば
や
」
と
思
う
。
罪
に
対
す
る
深
い
自
覚
か
ら
、
わ

が
世
を
捨
て
て
、
償
わ
う
と
す
る
心
で
あ
る
。
ま
た
妹
尼
の
亡
く
な
っ
た
娘
の

婿
の
巾
将
に
、
懸
想
の
心
が
見
．
え
る
の
で
、
 
「
な
ほ
か
か
る
筋
の
こ
と
、
人
に

も
思
ひ
放
た
す
べ
キ
き
ま
（
尼
）
に
、
疾
く
な
し
給
ひ
て
よ
と
て
、
経
論
ひ
読

み
給
ふ
心
の
う
ち
に
し
も
、
 
（
仏
を
）
念
じ
給
ふ
」
と
い
う
。

 
妹
尼
が
出
家
を
さ
せ
な
い
の
で
、
そ
の
長
谷
寺
詣
で
の
留
守
に
、
僧
都
が
立

寄
っ
た
の
を
幸
と
し
て
、
尼
に
し
て
く
れ
と
懇
願
す
る
。
僧
都
は
ω
「
ま
だ
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
お
ぼ

．
と
行
先
き
遠
げ
な
る
御
ほ
ど
に
、
い
か
で
か
は
ひ
た
み
ち
に
、
し
か
は
思
し
立

た
む
。
却
り
て
罪
あ
る
こ
と
な
り
。
思
ひ
立
ち
て
心
を
起
し
給
ふ
程
は
、
強
く

 
ヤ
 
ま
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ヘ
モ
こ
ヘ
サ

ラ
イ
ア
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ナ
ぽ
 
し
ナ
し

思
せ
ど
、
年
月
経
れ
ば
、
女
の
御
身
と
い
ふ
も
の
、
い
と
怠
々
し
き
む
の
」
と

（10）



い
っ
て
、
承
諾
し
な
い
。
浮
舟
は
親
な
ど
も
尼
に
し
ょ
う
と
い
っ
て
い
た
の
で

あ
り
、
自
分
も
「
後
の
世
を
だ
に
と
思
ふ
心
深
く
侍
り
し
を
、
亡
く
な
る
べ

き
程
の
や
う
や
う
近
く
な
り
侍
る
に
や
、
心
地
の
い
と
弱
く
の
み
な
り
侍
る

を
」
と
泣
き
な
が
ら
訴
え
る
。
そ
こ
で
僧
都
も
初
め
て
、
㈲
「
と
ま
れ
か
く
ま

れ
思
し
立
ち
て
宣
ふ
を
、
三
宝
の
い
と
か
．
し
こ
く
ほ
め
給
ふ
こ
と
な
り
。
法
師

に
て
闘
え
返
す
べ
き
こ
乏
に
あ
ら
ず
」
と
い
っ
て
、
承
諾
す
る
が
、
今
日
は
一

品
宮
の
御
修
法
の
た
め
出
京
す
る
の
だ
か
ら
、
七
日
し
て
帰
る
時
に
と
い
っ

て
、
日
を
延
ば
す
。
浮
舟
と
し
て
は
、
七
日
経
て
ば
妹
尼
が
帰
り
、
出
家
で
き

な
く
な
る
ど
思
い
、
口
惜
し
く
て
、
特
に
気
分
が
ひ
ど
く
悪
い
さ
ま
を
し
て
、

「
い
と
苦
し
く
侍
れ
ば
、
重
く
な
ら
ば
、
忌
む
こ
と
（
出
家
す
る
こ
と
）
か
ひ

な
く
や
侍
ら
む
。
な
ほ
今
日
は
嬉
し
き
折
と
こ
そ
、
思
ひ
侍
れ
と
て
、
い
み
じ

く
泣
き
給
へ
ば
」
僧
都
も
ω
「
い
と
ほ
し
く
思
ひ
て
」
つ
い
に
出
家
さ
す
。
浮

舟
を
出
家
ざ
す
に
当
っ
て
、
僧
都
は
か
な
り
用
心
深
い
態
度
を
と
っ
て
い
る
。

最
初
出
家
を
望
ん
だ
時
、
ω
で
は
軽
く
い
な
し
、
②
で
も
若
い
女
の
出
家
は
危

険
だ
と
し
て
止
め
る
。
㈹
で
漸
く
許
す
と
い
う
が
、
そ
れ
で
も
な
お
七
日
後
と

い
う
。
ω
で
浮
舟
が
ひ
ど
く
泣
い
て
訴
え
る
の
で
、
あ
わ
れ
に
な
っ
て
や
っ
と

出
家
さ
す
。
慎
重
な
態
度
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
後
、
還
俗
を

勧
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
僧
都
を
軽
卒
と
す
る
批
判
も
出
る
。
こ
の
後
の
還

俗
の
勧
奨
は
、
薫
と
の
関
係
が
分
っ
た
た
め
で
あ
る
が
、
こ
の
時
立
入
っ
て
、

．
そ
の
よ
う
な
浮
舟
身
辺
の
事
情
を
穿
歯
す
る
こ
と
は
、
僧
と
し
て
揮
ら
れ
る
こ

と
で
あ
り
、
浮
舟
と
し
て
も
決
し
て
話
さ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
上
事
情

を
質
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
僧
都
に
対
し
て
酷
で
あ
ろ

う
。
た
だ
浮
舟
の
情
に
ほ
だ
さ
れ
た
嫌
い
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
僧
都
が
僧

侶
の
申
で
も
、
最
も
人
間
味
豊
か
な
人
と
し
て
造
型
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
出

源
氏
物
語
終
末
の
救
済
に
つ
い
て

家
さ
せ
た
の
は
、
僧
都
の
人
柄
に
よ
る
所
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
宇
治
の
阿
閣

梨
な
ら
、
或
い
は
出
家
さ
せ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

 
浮
舟
は
今
ま
で
願
っ
て
も
と
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
実
現
し
た
の
で
、

「
嬉
し
く
も
し
つ
る
か
な
」
と
喜
び
、
仏
に
感
謝
す
る
。
そ
し
て
「
た
だ
A
コ
は

心
安
く
嬉
し
。
世
に
経
べ
き
も
の
と
は
、
思
ひ
か
け
ず
な
り
ぬ
る
こ
と
は
、
い

と
め
で
た
き
こ
と
な
れ
、
と
胸
の
あ
き
た
る
心
地
」
が
す
る
。

 
無
き
も
の
と
身
を
も
、
人
を
も
思
ひ
つ
つ
捨
て
て
し
世
を
ぞ
更
に
捨
て
っ
る

 
限
り
と
そ
思
ひ
な
り
に
し
世
の
中
を
返
す
返
す
も
背
き
ぬ
る
か
も

 
岸
遠
く
こ
ぎ
択
る
ら
む
あ
ま
舟
に
の
り
お
く
れ
じ
と
い
そ
が
る
る
か
な

な
ど
と
、
そ
の
心
境
を
詠
ん
で
、
出
家
し
た
こ
と
の
深
い
感
慨
と
、
目
的
を
達

し
得
た
心
の
落
付
き
と
を
表
し
て
い
る
。
妹
尼
は
長
谷
寺
詣
で
か
ら
帰
っ
て
驚

き
、
．
臥
し
ま
う
ん
で
悲
し
む
が
、
何
と
も
致
方
が
な
い
と
諦
め
る
。
浮
舟
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 

「
思
ひ
も
よ
ら
ず
、
あ
さ
ま
し
き
こ
と
も
あ
り
し
身
な
れ
ば
、
 
い
と
う
と
ま

 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し
。
す
べ
て
朽
木
な
ど
の
や
う
に
て
、
入
に
見
捨
て
ら
れ
て
や
み
な
む
」
と
思

う
。
今
ま
で
は
日
頃
結
ぼ
ほ
れ
て
、
物
思
い
を
し
て
い
た
が
、
 
「
こ
の
本
意

の
事
し
給
ひ
て
の
ち
よ
り
、
少
し
晴
れ
晴
れ
し
く
な
り
て
、
尼
君
と
は
か
な
く

た
は
ぶ
紅
も
し
か
は
し
、
碁
打
ち
な
ど
し
て
ぞ
、
明
か
し
暮
し
給
ふ
。
行
ぴ
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
し
し

い
と
よ
く
し
て
、
酸
華
経
は
更
な
り
、
他
法
文
な
ど
も
い
と
多
く
読
み
給
ふ
」

と
い
う
よ
う
に
な
る
。
す
っ
か
り
生
れ
変
っ
た
さ
ま
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
重
い

罪
を
犯
し
た
こ
の
世
を
捨
て
た
の
で
、
こ
の
世
の
厭
わ
し
さ
か
ら
解
放
さ
れ
た

た
め
で
あ
る
。
も
と
よ
り
後
世
の
往
生
は
望
む
が
、
そ
の
思
ひ
が
主
動
的
に
は

た
ら
い
た
出
家
で
は
な
い
。
厭
離
穣
土
の
思
い
が
先
行
し
、
欣
求
浄
土
の
思
い

は
消
極
的
に
そ
れ
に
従
っ
て
、
厭
離
の
思
い
を
安
定
さ
せ
て
い
る
。
浄
土
は
安

住
境
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
願
い
に
促
が
さ
れ
て
出
家
し
た
の
で
は
な
く
、
罪
業

（！1）



厭
世
の
重
圧
に
堪
え
か
ね
て
、
現
世
を
逃
避
し
て
出
家
し
た
の
で
あ
る
。
但
し

動
機
は
逃
避
で
あ
っ
て
も
、
出
家
後
は
ひ
た
す
ら
往
生
の
道
に
心
を
傾
け
て
お

り
、
そ
の
心
は
救
わ
れ
て
い
る
さ
ま
で
あ
る
。

 
浮
舟
の
せ
っ
か
く
安
定
し
た
心
を
乱
し
た
の
は
、
僧
都
の
還
俗
の
す
す
め
で

あ
る
。
僧
都
が
一
晶
宮
の
修
法
の
後
で
、
明
石
中
宮
に
こ
の
出
家
さ
せ
た
女
の

こ
と
を
話
し
た
の
が
、
廻
っ
て
薫
に
伝
わ
り
、
薫
は
事
の
真
相
が
知
り
た
く

て
、
横
川
に
僧
都
を
訪
ね
る
。
薫
が
浮
舟
の
こ
と
を
質
す
と
、
僧
都
は
浮
舟
が

薫
の
愛
人
で
あ
っ
た
と
知
っ
て
、
大
い
に
驚
く
。
 
「
法
師
と
い
ひ
な
が
ら
、
心

も
な
く
、
忽
に
か
た
ち
を
や
つ
し
け
る
こ
と
、
と
胸
つ
ぶ
れ
」
 
（
夢
浮
橋
・
以

下
同
）
、
ま
た
薫
の
さ
ま
を
見
て
は
「
か
く
思
し
け
る
こ
と
を
、
こ
の
世
に
は

な
き
人
と
同
じ
や
う
に
な
し
た
る
こ
と
、
と
あ
や
ま
ち
し
た
る
心
地
」
が
し

て
、
罪
深
く
思
う
。
ま
た
薫
の
さ
ま
を
み
る
に
つ
け
、
 
「
髪
髭
を
そ
り
た
る
法

師
だ
に
、
怪
し
き
心
は
失
せ
ぬ
も
の
な
り
。
ま
し
て
女
の
御
身
と
い
ふ
も
の

は
、
い
か
が
あ
ら
む
。
い
と
ほ
し
う
罪
得
ぬ
べ
き
わ
ざ
に
も
あ
る
か
な
」
と
、

浮
舟
に
対
し
て
も
、
罪
な
こ
と
を
し
た
と
思
う
。
薫
に
愛
情
が
あ
る
の
で
、
浮

舟
に
も
あ
る
も
の
と
思
い
、
浮
舟
を
出
家
さ
せ
た
こ
と
は
、
薫
の
愛
情
を
妨
げ
「

る
と
共
に
、
浮
舟
の
愛
情
も
妨
げ
た
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
二
人
置
対
し
て
罪

な
こ
と
を
し
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
薫
が
小
野
へ
案
内
し
て
く
れ
と

頼
む
と
、
 
「
な
に
が
し
こ
の
し
る
べ
に
て
、
必
ず
罪
得
侍
り
な
む
」
と
い
っ
て

断
り
、
さ
す
が
に
、
仏
者
の
而
目
を
表
し
て
い
る
。
薫
は
浮
い
た
心
で
は
な

く
、
母
親
が
歎
い
て
い
る
か
ら
、
会
い
た
い
と
い
う
の
で
、
浮
掲
あ
て
の
手
紙

を
書
く
。
手
紙
で
は
、
薫
か
ら
精
し
く
事
情
を
聞
い
た
と
し
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
ま
が
つ
 
 
 
 
 
 
す
け

 
御
志
深
か
り
け
る
御
中
を
背
き
給
ひ
て
、
あ
や
し
き
唐
琴
の
中
に
、
出
家
し

 
給
へ
る
こ
と
、
却
り
て
は
仏
の
責
め
添
ふ
べ
き
こ
と
な
る
を
な
む
、
承
り
驚

 
き
侍
る
。
い
か
が
は
せ
む
。
も
と
の
御
契
り
あ
や
ま
ち
給
は
で
、
愛
執
の
罪

 
を
晴
る
か
し
聞
え
給
ひ
て
、
 
一
日
の
出
家
の
功
徳
は
量
り
な
き
も
の
な
れ

 
ば
、
な
ほ
頼
ま
せ
給
へ
と
な
む
。
云
々
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一

と
い
う
。
こ
の
手
紙
に
関
し
て
、
種
々
の
問
題
が
出
て
い
る
。
 
「
も
と
の
御
契

り
あ
や
ま
ち
給
は
で
、
云
々
」
 
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
e
註
・
釈
書
は
た
い
て

い
、
薫
の
愛
執
の
罪
を
消
す
た
め
、
浮
舟
に
還
俗
を
勧
め
た
も
の
と
す
る
が
、

愛
執
の
罪
を
浮
舟
の
も
の
と
み
る
説
も
あ
る
。
ま
た
近
時
口
僧
都
は
還
俗
を
す

す
め
た
の
で
な
い
と
い
う
説
も
出
て
い
る
。
還
俗
説
で
も
日
そ
れ
を
勧
め
た
の

は
僧
都
も
軽
卒
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
浮
舟
が
無
思
慮
軽
卒
で
あ
る
と
す
る

説
と
、
浮
舟
は
純
粋
真
塾
で
あ
る
と
す
る
説
と
が
あ
る
。
更
に
四
僧
都
が
還
俗

を
勧
め
た
の
は
、
浮
舟
救
済
の
最
善
の
道
だ
と
す
る
説
と
、
㈲
僧
都
の
思
惟
は

透
徹
せ
ず
、
解
決
に
困
惑
し
て
、
物
の
あ
わ
れ
に
負
け
た
の
だ
と
す
る
説
と
が

あ
る
。
以
下
こ
れ
ら
の
説
を
検
討
し
な
が
ら
、
浮
舟
救
済
の
問
題
を
考
察
す

る
。

二

 
e
註
釈
書
で
は
、
眠
不
入
楚
が
「
箋
」
 
（
三
条
西
実
枝
の
，
説
）
と
し
て
、

「
此
ま
ま
に
て
は
、
薫
の
愛
執
は
な
る
べ
か
ら
ず
。
も
と
の
如
く
の
契
に
な

り
、
愛
執
の
罪
を
は
ら
せ
と
な
り
」
と
し
、
湖
月
抄
も
こ
れ
を
承
け
、
近
時
の

諸
書
も
大
体
同
じ
意
味
に
解
し
て
い
る
。
即
ち
薫
と
の
か
っ
て
夫
婦
で
あ
っ
た

因
縁
を
損
わ
な
い
で
、
も
と
の
関
係
に
戻
り
、
薫
の
愛
執
の
罪
を
消
し
て
か
ら

（一

冾
ﾅ
も
出
家
し
た
功
徳
は
無
量
で
あ
る
か
ら
）
そ
の
後
で
、
仏
の
救
い
を

頼
み
な
ざ
い
と
い
う
意
味
に
解
し
て
い
る
。
僧
都
は
薫
に
、
浮
舟
に
対
す
る
愛

執
が
あ
る
と
み
て
お
り
、
 
「
脂
る
か
し
聞
え
給
ひ
て
」
の
敬
語
も
、
薫
に
対
す
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る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
す
る
と
、
浮
舟
は
薫
の
愛
執
を
晴
ら
す
手
段
に

使
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
浮
舟
の
人
格
を
全
く
無
視
す
る
乙
と
に
な
る
。
当
時

の
貴
族
社
会
に
は
、
女
を
男
の
犠
牲
に
し
て
も
よ
い
と
い
う
思
想
が
、
も
し
あ

っ
た
と
し
て
も
、
仏
教
の
立
場
で
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ

ろ
。
ま
た
愛
執
を
浮
舟
の
も
の
と
み
る
説
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
現
に
愛
執
の

あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
薫
を
さ
し
お
い
て
、
浮
舟
の
そ
れ
を
晴
ら
す
と
い
う

の
も
お
か
し
く
、
ま
た
文
章
の
敬
語
か
ら
も
、
妥
当
と
は
し
が
た
い
。
思
ヶ
に

愛
情
は
相
対
的
で
あ
り
、
僧
都
は
薫
に
愛
情
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
浮
舟
に
．

も
あ
る
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
前
の
「
ま
し
て
女
の
御
身
と
い
ふ
も
の
は
、
い

か
が
あ
ら
む
。
い
と
ほ
し
う
罪
得
ぬ
べ
き
わ
ざ
に
も
あ
る
か
な
」
は
、
そ
れ
を

表
す
。
手
紙
の
文
意
は
筋
と
し
て
は
、
薫
の
愛
執
を
い
う
が
、
愛
執
は
浮
舟
に

も
あ
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
罪
を
晴
ら
す
こ
と
は
、
同
時
に
浮
舟
の
そ

れ
を
晴
ら
す
意
味
も
倉
む
こ
と
に
な
る
。
ま
た
友
に
対
し
て
、
直
接
自
分
の
愛

執
を
晴
ら
す
た
め
、
還
俗
し
な
さ
い
と
い
う
の
も
、
無
躾
で
あ
っ
て
、
い
う
べ

き
こ
と
で
も
な
い
か
ら
、
・
か
た
が
た
薫
の
こ
と
と
し
て
、
浮
舟
の
こ
と
を
含
む

と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
浮
舟
を
薫
の

手
段
に
す
る
と
い
う
批
判
は
、
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

 
¢
⇒
非
還
俗
説
の
主
要
な
も
の
と
し
て
、
僧
都
ほ
ど
の
入
が
、
還
俗
の
よ
う
な

罪
深
、
い
こ
と
を
勧
め
る
は
ず
は
な
い
と
い
う
多
屋
毛
細
氏
の
説
と
、
本
文
の
解

釈
か
ら
、
非
還
俗
と
解
す
べ
き
だ
と
す
る
門
前
真
一
氏
の
説
と
が
注
目
さ
れ

る
。
「
多
屋
氏
に
よ
る
と
、
尊
い
出
家
の
道
を
廃
棄
せ
し
め
る
と
、
そ
の
元
入
も

廃
棄
さ
せ
た
人
も
、
共
に
無
量
の
罪
に
当
る
。
一
日
の
出
家
の
功
徳
は
無
量
で

あ
る
が
、
浮
痛
は
出
家
し
て
九
ヶ
月
に
な
る
か
ら
、
こ
の
辺
で
破
戒
し
て
も
大

丈
夫
だ
と
い
う
よ
う
な
、
低
級
愚
劣
な
こ
と
・
を
、
学
徳
兼
備
の
横
川
僧
都
に
さ

．
源
氏
物
語
終
末
の
救
済
に
つ
い
て

せ
る
は
ず
が
な
い
。
 
「
も
と
の
御
契
り
あ
や
ま
ち
給
は
で
」
と
は
、
も
と
夫
婦

で
あ
っ
た
因
縁
を
捨
て
な
い
で
、
そ
の
因
縁
に
従
っ
て
と
い
う
意
味
だ
と
す

る
。
門
前
氏
は
「
も
と
の
郷
契
り
」
と
は
、
僧
都
が
浮
舟
を
出
家
さ
せ
た
宿
世

の
縁
を
指
す
と
し
、
僧
都
は
浮
舟
に
対
し
て
、
出
家
し
た
こ
と
を
続
け
て
、
清

い
生
活
を
送
り
、
薫
を
感
化
し
て
、
そ
の
愛
執
の
罪
を
晴
ら
す
よ
う
に
と
い
う

の
で
あ
り
、
還
俗
説
に
は
浮
舟
を
薫
の
手
段
に
利
用
し
て
い
る
感
じ
が
あ
る
と

い
う
。

 
多
屋
氏
の
説
は
、
仏
教
思
想
と
横
川
の
僧
都
観
が
先
行
し
て
い
て
、
本
文
の

意
味
を
厳
正
に
吟
味
し
て
、
ま
た
源
氏
物
語
の
思
想
を
広
く
考
え
て
、
論
を
立

て
て
い
る
も
の
と
は
し
が
た
い
。
ま
た
夫
婦
で
あ
っ
た
因
縁
に
従
っ
て
、
伺
を

せ
よ
と
い
う
の
か
、
不
明
で
あ
る
。
門
前
氏
が
「
も
と
の
御
契
・
り
」
を
、
・
僧
都

が
浮
舟
を
出
家
さ
せ
た
宿
縁
と
み
る
の
は
新
見
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
も
難
点
が

あ
る
よ
う
に
思
う
。
源
氏
物
語
に
宿
世
の
意
味
の
「
契
り
」
の
用
例
は
、
約
百

十
あ
り
、
そ
の
大
部
分
は
男
女
関
係
を
指
し
、
叫
親
子
兄
弟
仲
な
ど
も
多
少
あ

る
。
他
人
の
仲
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
数
例
し
か
な
く
、
そ
れ
も
す
べ
て

宿
縁
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
思
っ
て
い
る
だ
け
で
、
 
「
も
と
の
御
契
り
あ
や
ま
ち

給
は
で
」
と
い
う
よ
う
に
、
確
定
的
に
い
う
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
ま
た
薫
と

の
夫
婦
関
係
は
現
在
絶
た
れ
て
い
る
か
ら
、
 
「
も
と
の
御
契
り
」
と
い
う
「
も

と
の
」
が
、
極
め
て
適
切
で
あ
る
が
、
出
家
さ
せ
た
こ
と
を
宿
縁
と
す
る
と
、

そ
の
出
家
は
現
在
も
続
い
て
い
る
か
ら
、
「
も
と
の
」
と
い
う
こ
と
が
適
切
で

な
い
。
 
「
も
と
の
御
契
り
」
は
薫
と
の
伸
を
指
す
と
み
昏
方
が
、
僧
都
と
の
関

係
と
み
る
よ
り
も
、
妥
当
で
あ
る
。
な
お
門
前
氏
は
多
屋
氏
が
説
か
な
か
っ
た
'

愛
執
の
罪
を
晴
る
か
す
方
法
を
説
い
て
い
る
。
し
か
し
浮
舟
に
出
家
修
行
を
立

派
に
し
て
、
薫
の
愛
執
の
罪
を
消
す
こ
と
を
求
め
る
の
は
、
無
理
で
あ
り
、
僧
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都
が
こ
れ
を
浮
舟
に
求
め
る
と
も
思
え
な
い
。
大
君
は
浮
舟
よ
り
も
、
は
る
か

に
勝
れ
た
人
間
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
財
草
し
て
、
薫
と
法
の
友
と
し
て
交
わ

ろ
う
と
思
っ
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
薫
を
感
化
し
て
、
自
分
に
対
す
る
愛
執
を

庸
ら
そ
う
な
ど
と
い
う
、
大
そ
れ
た
で
と
は
考
え
て
い
な
い
。
大
君
よ
り
は
入

柄
・
知
性
・
教
養
・
種
性
な
ど
の
劣
る
浮
舟
に
、
そ
の
よ
う
な
重
荷
を
負
わ
す

こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
ま
た
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
も
思
え
な
い
。
か
た
が
た
層

非
還
俗
説
に
は
、
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

 
日
僧
都
が
浮
舟
を
出
家
さ
せ
て
お
い
て
、
］
年
に
も
な
ら
な
い
で
還
俗
を
勧

め
る
の
は
、
明
ら
か
に
矛
盾
で
あ
り
、
出
家
さ
せ
た
こ
と
は
、
軽
卒
で
あ
り
、

失
敗
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
“
薫
の
来
訪
を
う
け
て
、
心
が
動
揺
し
て

い
る
が
、
こ
れ
に
は
こ
の
失
敗
の
思
い
と
、
薫
と
い
う
貴
顕
に
対
す
る
恐
縮
の

思
い
と
が
、
混
合
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
浮
舟
の
こ
と
を
問
わ
れ
て
、
胸

が
つ
ぶ
れ
る
思
い
が
し
た
り
、
、
過
を
犯
し
た
心
地
が
し
た
り
す
る
の
は
、
失
敗

で
あ
っ
た
と
い
う
思
い
が
、
薫
を
欄
る
心
と
共
に
、
起
っ
て
い
る
こ
と
を
表

す
。
失
敗
の
思
い
と
は
、
薫
と
浮
舟
と
の
愛
執
を
妨
げ
て
、
罪
を
作
る
こ
と
を

し
た
と
い
う
思
い
で
あ
り
、
こ
の
失
敗
を
償
う
道
と
し
て
、
還
俗
を
考
え
た

が
、
出
家
は
浮
舟
の
懇
願
を
容
れ
た
た
め
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
浮
蒲
の

方
に
、
む
し
ろ
重
い
責
任
が
あ
る
。
出
家
さ
せ
た
時
、
僧
都
は
事
情
を
知
ら

ず
、
薫
と
の
中
を
知
る
と
、
浮
舟
の
独
断
の
出
家
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
と
思

い
、
 
「
御
陵
深
か
り
け
る
御
中
を
背
か
せ
給
ひ
て
、
あ
や
し
き
山
瞳
の
中
に
出

家
し
た
ま
へ
る
こ
と
、
却
り
て
仏
の
責
め
添
ふ
べ
き
こ
と
」
と
、
浮
舟
を
答
め

て
、
還
俗
を
勧
め
る
。
浮
舟
を
出
家
さ
せ
た
こ
と
は
、
僧
都
自
身
も
軽
卒
で
あ

っ
た
と
思
う
が
、
浮
舟
に
も
そ
の
責
め
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

 
僧
都
の
立
場
の
考
え
方
は
そ
れ
で
よ
い
が
、
浮
舟
の
立
場
か
ら
み
て
、
そ
の

出
家
は
軽
卒
過
誤
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
丸
山
キ
ヨ
子
氏
は
浮
舟
の
出
家
を

軽
卒
と
み
、
小
野
村
洋
子
氏
は
純
粋
真
摯
と
み
て
い
る
。
丸
山
氏
は
浮
舟
の
と

っ
た
失
踪
・
入
水
・
出
家
と
い
う
道
は
、
深
刻
な
よ
う
で
浅
く
、
育
ち
の
暖
し

さ
か
ら
く
る
無
思
慮
・
軽
．
薄
な
や
り
方
で
あ
る
。
そ
れ
も
薫
が
不
誠
実
な
ら
と

も
か
く
、
立
派
な
夫
で
あ
る
の
に
、
独
断
で
出
家
し
た
の
は
、
身
勝
手
で
あ

り
、
軽
卒
で
あ
り
、
罷
越
で
あ
る
。
し
か
し
出
家
は
浮
舟
の
止
む
に
止
ま
れ
ぬ

皿
願
で
あ
る
か
ら
、
僧
都
の
還
俗
の
勧
め
を
受
入
れ
る
心
に
は
、
な
っ
て
い
な

い
と
も
い
う
。
小
野
村
氏
は
浮
舟
の
愛
の
高
揚
・
苦
悩
・
出
家
と
い
う
道
程

は
、
育
ち
の
賎
し
い
た
め
の
無
思
慮
・
軽
卒
と
い
う
よ
う
な
、
日
常
的
場
面
で

考
え
ら
れ
る
に
は
、
あ
ま
り
に
輝
シ
、
・
、
純
粋
で
あ
り
、
真
摯
で
あ
り
、
深
刻
で

あ
る
と
い
う
。

 
一
般
的
に
い
っ
て
、
或
る
事
に
当
面
し
た
時
点
で
は
、
い
か
に
純
粋
真
摯
な

心
で
行
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
本
人
が
後
で
、
e
軽
卒
と
も
過
誤
と
も
思
う
こ

と
が
あ
り
、
反
対
に
、
口
そ
の
思
い
の
取
い
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
他

人
か
ら
み
て
（
或
い
は
当
時
の
社
会
道
徳
に
照
ら
し
て
）
、
日
軽
卒
過
誤
と
思

わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
㈲
思
わ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
純
粋
真
摯
と

い
う
の
は
、
主
観
的
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
時
代
そ
の
社
会
の
客
観
的

規
準
に
合
う
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
で
後
か
ら
本
人
が
客
観
的
に
（
社
会
道
徳

上
か
ら
）
考
え
て
、
ま
た
他
人
が
考
え
て
、
そ
れ
を
軽
卒
過
誤
と
思
う
こ
と
は

あ
り
得
る
。
僧
都
は
浮
舟
が
出
家
を
願
っ
た
時
、
純
真
真
摯
で
あ
る
と
は
思
っ

た
が
、
薫
が
出
現
し
て
事
情
が
分
る
と
、
浮
舟
は
軽
卒
で
過
誤
を
犯
し
た
も

の
、
即
ち
日
の
思
い
が
し
て
、
還
俗
を
勧
め
た
の
で
あ
る
。
丸
山
氏
は
僧
都
の

よ
う
な
立
場
で
、
浮
舟
を
み
、
僧
都
が
短
め
た
よ
う
に
、
浮
舟
を
忌
め
て
い

る
。
そ
れ
と
共
に
、
浮
舟
自
身
も
、
e
の
よ
う
な
心
で
い
る
と
い
う
。
即
ち
独

，
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断
の
出
・
家
が
軽
卒
で
あ
る
こ
と
は
、
浮
舟
の
反
省
に
お
い
て
自
．
寛
さ
れ
て
お
、

り
、
薫
に
会
う
こ
と
を
は
し
た
な
く
思
う
の
は
、
そ
れ
を
示
す
と
い
う
。
し
か

し
ぎ
た
、
僧
都
の
還
俗
の
勧
め
を
受
入
れ
る
心
に
な
っ
て
い
な
い
と
も
い
う

が
、
そ
れ
な
ら
ば
浮
舟
は
、
必
ず
し
も
の
の
思
い
に
徹
し
て
お
ら
ず
、
口
の
思

、
い
を
持
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
α
そ
の
点
多
少
釈
然
と
し
な
い
が
、
氏
は
な

お
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
別
に
考
え
る
と
い
う
。

 
思
う
に
浮
舟
の
出
家
は
、
い
わ
ば
非
常
手
段
で
あ
り
、
薫
に
対
す
る
地
上
の

義
理
を
欠
く
こ
と
は
、
勿
論
承
知
の
上
の
こ
と
で
あ
る
。
，
薫
．
に
会
う
こ
と
を
は

し
た
な
く
思
う
の
は
、
こ
の
義
理
に
背
く
思
い
の
外
に
、
当
時
の
女
性
と
し
．

て
、
尼
姿
を
み
ら
れ
る
こ
と
の
は
じ
ら
い
の
心
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
は
し
た
な

く
思
う
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
出
家
を
軽
卒
と
思
っ
て
、
後
悔
し
て
い
る
こ

と
を
意
味
す
る
と
は
b
え
な
い
。
地
上
の
道
徳
に
背
く
こ
と
は
、
十
分
知
っ
て

い
て
も
、
な
お
そ
れ
を
破
っ
て
、
押
し
て
出
家
せ
ざ
る
を
得
な
い
切
な
る
心
情

が
あ
り
、
小
野
村
氏
は
そ
れ
を
指
摘
し
て
い
る
。
浮
舟
に
と
っ
て
、
出
家
は
喜

ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
軽
卒
．
で
も
過
誤
で
も
な
い
。
そ
れ
と
共
に
、
僧
都
が

日
の
よ
う
な
立
場
で
、
浮
舟
を
答
め
る
の
も
、
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
食
違
い
は
、
浮
舟
の
出
家
の
原
因
が
薫
で
は
な
く
て
、
直
宮
に
あ
る
こ
と
・

を
、
僧
都
が
知
ら
な
い
こ
と
か
ら
起
っ
て
い
る
。
浮
舟
と
し
て
も
、
そ
れ
は
打

明
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
二
人
の
立
場
を
無
理
の
な
い
よ
う
に
し
て
、
食

違
い
を
生
ぜ
し
め
て
、
感
興
を
深
く
し
て
い
る
。

三

 
㈲
横
川
の
僧
都
は
薫
の
来
訪
に
あ
っ
て
、
心
が
動
揺
し
、
浮
舟
へ
の
手
紙
の

中
で
、
浮
舟
の
出
家
は
仏
の
責
め
が
添
う
べ
き
こ
と
で
「
承
り
驚
き
侍
る
」
と

源
氏
物
語
終
末
の
救
済
に
つ
い
て

い
ひ
、
薫
が
頼
み
も
し
な
い
の
に
、
そ
の
心
を
推
測
し
て
還
俗
を
勧
め
る
の

は
、
薫
の
心
を
逸
り
、
そ
の
意
に
添
わ
う
と
す
る
心
が
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

当
時
宮
中
に
出
入
し
、
貨
族
と
交
る
貴
族
僧
と
し
て
は
、
こ
れ
く
ら
い
の
ご
と

は
普
通
で
あ
り
、
作
者
は
僧
都
が
、
特
に
薫
に
迎
合
し
て
い
る
と
い
う
意
味

で
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
描
い
た
の
で
は
な
い
。
し
か
し
一
般
の
世
人
が
、
こ
の

よ
う
な
問
題
で
僧
都
に
会
っ
た
と
し
て
も
、
僧
都
は
こ
れ
ほ
ど
狼
狽
し
た
り
、

恐
縮
し
た
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
無
意
識
の
中
に
、
薫
に
迎
合
し
て
い

る
と
い
え
る
。
但
し
こ
れ
は
当
時
の
貴
族
と
交
わ
る
僧
侶
と
し
て
は
、
一
般
的

な
こ
と
で
あ
っ
て
、
ひ
と
り
僧
都
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
迎
合
と
い
う
こ
と

は
、
僧
都
の
意
識
に
は
な
い
。
従
っ
て
還
俗
の
勧
め
も
、
意
識
的
に
迎
合
を
思

っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
浮
舟
の
心
を
質
さ
な
い
で
、
浮
舟
に
も
愛
執
が
あ
る

も
の
と
思
っ
た
の
は
、
速
断
に
過
ぎ
、
結
．
果
的
に
は
、
薫
の
た
め
だ
け
を
図
っ

て
、
「
浮
舟
を
思
わ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

 
丸
山
氏
は
、
僧
都
が
浮
舟
を
出
家
さ
せ
た
の
は
、
自
分
も
浮
舟
も
軽
卒
で
あ

っ
た
と
し
、
浮
舟
を
還
俗
さ
せ
て
、
薫
の
愛
執
に
か
か
わ
っ
て
、
往
生
を
妨
げ

る
よ
う
な
立
場
か
ら
、
解
放
さ
そ
う
と
し
た
も
の
で
、
還
俗
は
罪
深
い
こ
と
の

よ
う
で
ば
あ
っ
て
も
、
・
実
は
愛
執
に
処
し
て
、
愛
執
を
超
え
る
道
で
あ
る
と
い

う
。
そ
し
て
出
家
も
還
俗
も
二
員
し
て
Y
浮
舟
を
救
わ
う
と
す
る
仏
者
の
慈
心

に
よ
る
も
の
で
、
僧
都
の
態
度
に
矛
盾
は
な
い
。
実
に
僧
都
は
一
、
仏
教
的
真

理
、
仏
の
救
の
教
に
徹
す
る
事
に
お
い
て
は
、
常
識
を
遙
か
に
超
え
た
深
さ
を

持
ち
、
そ
し
て
ま
た
個
々
の
場
に
応
じ
て
、
自
在
に
判
断
す
る
こ
と
の
出
来
る

『
信
』
・
故
の
自
由
を
持
っ
た
最
も
す
ぐ
れ
た
姿
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
物
語

に
は
、
こ
の
世
の
ほ
だ
し
が
な
く
な
っ
て
か
ら
、
出
家
す
る
の
が
よ
い
と
す
る
・

思
想
が
あ
る
の
で
、
浮
舟
は
還
俗
し
て
、
愛
執
を
滅
尽
し
た
後
で
出
家
す
る
の
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が
、
往
生
を
確
か
に
す
る
道
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
僧
都
は
て
の
考
え
方

で
、
浮
舟
に
還
俗
を
勧
め
た
の
で
あ
り
、
還
俗
は
仏
の
道
に
背
く
よ
う
で
は
あ

る
が
、
長
い
目
で
み
れ
ば
、
・
真
の
救
済
の
道
で
あ
る
と
い
え
る
。
僧
都
が
僧
侶

で
あ
り
な
が
ら
還
俗
を
考
え
て
、
長
い
将
来
で
の
救
済
に
望
み
を
託
し
た
の

は
、
思
い
切
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
丸
山
氏
は
こ
の
た
め
、
僧
都
の
と
っ
た
処
置

を
、
大
い
に
称
え
た
の
で
あ
る
。

 
僧
都
の
還
俗
の
勧
め
が
、
思
い
切
っ
た
果
断
な
考
え
方
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
が
浮
舟
に
受
入
れ
ら
れ
ず
、
却
っ
て
浮
舟
を
悩
ま
す
結
果
と
な
っ
た
こ
と

は
、
何
と
鮮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
還
俗
の
勧
め
ば
、
薫
に
会
っ
て
、
浮
舟
に

も
愛
執
が
あ
る
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
が
、
浮
舟
が
出
家
の
心
境
に
安
住
し

て
い
る
こ
と
は
、
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
薫
に
会
っ
て
、
急
に
浮
舟
に
も

愛
執
が
あ
る
と
思
っ
た
の
は
、
早
く
気
を
廻
し
す
ぎ
た
誤
断
で
あ
る
。
も
っ
と

も
浮
舟
に
匂
宮
の
こ
と
の
あ
る
の
は
知
ら
ず
、
ま
た
世
俗
の
情
事
に
う
と
い
出

家
の
身
で
あ
る
か
ら
、
止
む
を
得
な
い
と
も
い
え
る
が
、
切
角
の
果
断
な
救
済

策
が
、
肝
心
の
浮
舟
に
入
れ
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
救
済
策
と
し
て
は

無
用
で
あ
る
。
こ
の
失
敗
は
浮
舟
の
心
を
知
ら
な
い
た
め
に
起
っ
た
の
で
あ
る

が
、
浮
舟
の
出
家
に
慎
重
で
あ
っ
た
僧
都
で
あ
る
か
ら
、
還
俗
と
い
う
重
大
事

を
提
出
す
る
た
め
に
は
、
浮
舟
の
心
境
を
質
す
く
ら
い
の
慎
重
さ
が
あ
っ
て
も

よ
い
と
思
う
。
僧
都
の
浮
舟
誤
解
に
は
、
十
分
同
情
す
べ
き
理
由
は
あ
る
に
し

て
も
、
早
く
気
を
廻
し
す
ぎ
た
軽
卒
さ
に
よ
る
こ
と
も
、
否
め
な
い
で
あ
ろ

う
。
僧
都
の
主
観
に
注
目
す
れ
ば
、
還
俗
の
勧
め
ば
賞
讃
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ

．
う
が
、
浮
舟
を
救
う
現
実
の
方
策
と
し
て
は
、
無
意
味
と
も
い
え
る
。
但
し
こ

れ
を
文
芸
的
効
果
の
点
か
ら
み
る
の
は
、
空
回
題
で
あ
り
、
そ
の
立
場
か
ら
み
，

．
た
意
義
は
、
高
く
評
価
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

 
㈲
還
俗
は
世
俗
入
に
返
る
こ
と
で
あ
る
が
、
世
俗
に
返
る
だ
け
で
は
、
救
済

の
保
証
が
な
い
と
も
い
え
る
。
小
野
村
氏
は
こ
の
点
を
追
求
し
て
、
僧
都
の
還

俗
の
勧
め
に
は
、
救
済
の
道
が
示
さ
れ
て
な
い
と
す
る
。
即
ち
還
俗
し
て
愛
執

の
罪
、
還
俗
の
罪
を
犯
し
て
も
、
な
ほ
救
済
の
希
望
を
か
け
る
論
理
が
あ
れ
ば

よ
い
が
、
僧
都
の
手
紙
は
そ
の
点
が
明
確
で
な
く
、
矛
盾
を
克
服
す
る
機
制
が

な
い
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
作
者
も
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
浮
舟
の

態
度
に
現
れ
て
い
る
。
浮
舟
が
薫
の
消
息
を
受
取
る
態
度
が
、
源
氏
物
語
究
極

の
態
度
で
あ
る
が
、
浮
舟
は
僧
都
さ
え
解
決
で
き
な
い
難
問
題
を
、
解
決
す
る

力
は
な
い
。
こ
れ
は
作
者
が
思
惟
の
壁
に
ぶ
つ
つ
か
り
、
構
想
の
限
界
に
達
し

た
た
め
で
あ
ろ
う
。
 
「
か
く
て
人
間
的
あ
は
れ
の
世
界
の
攻
勢
の
前
に
、
一
枚

の
几
帖
を
楯
と
し
て
、
な
す
べ
き
方
途
も
な
く
う
ち
臥
す
浮
舟
の
姿
を
も
っ
て
、

源
氏
物
語
は
終
る
」
と
い
う
。

 
横
川
の
僧
都
の
手
紙
で
は
、
コ
日
の
出
家
の
功
徳
」
の
無
量
で
あ
る
こ
と

を
い
う
外
に
は
、
救
済
に
対
す
る
何
の
力
も
説
い
て
は
い
な
い
。
こ
の
二
日

の
出
家
の
功
徳
」
も
、
還
俗
し
た
世
俗
人
の
救
済
を
保
証
す
る
ほ
ど
、
力
の
強

い
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
薫
に
つ
い
て
は
、
何
も
い
っ
て
い
な
い
。
こ

れ
ら
め
点
か
ら
み
て
、
僧
都
は
救
済
の
道
を
明
か
に
し
て
い
な
い
と
い
え
る

し
、
更
に
僧
都
に
は
、
浮
舟
救
済
問
題
の
解
決
案
が
な
い
と
い
う
考
え
方
も
起

り
得
る
。
し
か
し
こ
の
物
語
に
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
晩
年
に
な
り
、

現
世
に
対
す
る
執
着
が
な
く
な
っ
て
か
ら
、
出
家
す
る
事
例
が
甚
だ
多
い
。
作

者
は
物
語
の
主
人
公
源
氏
に
、
そ
の
道
を
採
ら
し
て
お
り
、
そ
の
他
、
朝
顔
斎

院
・
朧
月
夜
尚
侍
・
源
内
侍
・
弁
の
尼
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
り
、
紫
上
も
そ
れ

を
熱
望
し
、
現
実
的
な
明
石
上
・
玉
箋
さ
え
も
、
出
家
を
思
っ
て
い
る
。
但
し

そ
れ
は
心
あ
る
人
の
こ
と
で
あ
り
、
専
ら
現
実
的
で
、
後
世
に
心
の
な
い
入
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ド
は
、
出
家
し
た
り
、
出
家
を
思
っ
た
り
し
な
い
。
頭
中
将
・
夕
．
霧
・
匂
宮
・
末

摘
花
」
花
散
里
な
ど
は
そ
れ
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
心
あ
る
人
は
、
た
い
て
い
出

家
に
心
を
傾
け
て
い
る
の
で
、
そ
の
事
例
か
ら
み
て
、
浮
舟
が
還
俗
b
た
と
し

て
も
、
既
に
一
度
出
家
し
た
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
の
晩
年
愛
執
が
な
く
な
っ
て

か
ら
、
出
家
す
る
と
い
う
こ
と
は
困
十
分
期
待
ふ
・
㌔
れ
る
。
還
俗
は
一
応
は
、
浮

舟
を
救
済
の
約
束
の
な
い
愛
欲
の
世
界
に
、
放
り
出
す
よ
う
な
形
で
は
あ
る
が
、

こ
の
物
語
に
流
れ
て
い
る
出
離
の
思
想
か
ら
み
て
、
浮
舟
に
は
救
済
の
手
が
、

ひ
そ
か
に
用
意
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
薫
に
つ
い
て
も
い
え

る
。
薫
は
早
く
か
ら
道
心
を
懐
い
て
、
出
離
を
思
っ
て
お
り
、
こ
の
物
藷
の
中

で
、
最
も
仏
道
に
心
の
深
い
人
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。
出
離
の
素
志
の
あ

る
こ
と
は
、
僧
都
に
も
語
っ
て
お
り
、
晩
年
に
ほ
だ
し
が
な
く
な
っ
て
か
ら
、

出
家
す
る
可
能
性
の
最
も
多
い
人
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
還
俗

は
浮
舟
や
薫
を
、
救
い
の
望
み
の
な
い
業
苦
の
世
界
に
、
導
く
も
の
と
も
い
え

な
い
。
も
し
浮
舟
に
愛
執
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
還
俗
こ
そ
が
、
救
済
の
門
に
入

る
道
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
要
す
る
に
愛
執
を
な
く
す
る
こ
と
は
（
広
い

意
味
で
い
え
ば
、
こ
の
世
の
ほ
だ
し
を
な
く
す
る
こ
と
は
）
、
物
語
に
み
ら
れ

る
有
力
な
出
家
へ
の
動
因
で
あ
り
・
、
僧
都
は
そ
の
道
を
浮
舟
に
勧
め
た
の
で
あ

る
。
僧
都
の
手
紙
に
は
書
い
て
な
く
て
も
、
僧
都
が
期
待
し
て
い
る
救
い
の
道

は
、
こ
の
物
語
に
流
れ
て
い
る
思
想
か
ら
、
十
分
推
測
さ
れ
、
用
意
さ
れ
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
。

、
ま
た
僧
都
が
解
決
で
き
な
い
難
問
題
を
、
浮
舟
に
解
決
す
る
力
は
な
く
、
浮

舟
が
几
帳
の
蔭
に
、
 
「
な
す
べ
き
方
途
も
な
く
、
打
臥
す
姿
」
が
、
源
氏
物
語

究
極
の
態
度
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
浮
舟
が
、
い
か
に
し
て
救
わ
る

べ
き
か
、
そ
の
道
が
分
ら
な
く
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
源
氏
物
語
も
行
詰
り
を

源
氏
物
語
終
末
の
救
済
に
つ
い
て

き
た
し
て
、
幕
を
閉
じ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
浮
舟
が
物
語
終
末
の
場
で
、

涙
を
流
し
て
困
惑
し
て
い
る
さ
ま
に
描
い
て
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
あ
わ

れ
の
底
に
、
浮
舟
の
堅
い
心
が
潜
ん
で
じ
る
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。

薫
の
手
紙
を
「
所
た
が
へ
に
も
あ
ら
む
に
、
い
と
か
た
は
ら
痛
か
る
べ
し
」
な

ど
と
、
し
ら
ば
く
れ
た
こ
と
を
い
い
、
ま
た
小
君
を
す
げ
な
く
あ
し
ら
っ
て
、

妹
尼
が
も
て
あ
ま
す
ほ
ど
黒
し
い
さ
ま
を
示
す
の
も
、
あ
わ
れ
の
情
の
底
、
に
潜

む
堅
い
決
意
が
、
お
の
ず
か
ら
頭
を
も
た
げ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
今
ま
で
に

ω
「
ひ
た
ぶ
る
に
無
き
も
の
と
、
人
に
見
聞
き
捨
て
ら
れ
て
も
や
み
な
ば
や
」

と
も
、
ω
「
あ
さ
ま
し
き
こ
と
も
あ
り
し
・
身
な
れ
ば
、
い
と
う
と
ま
し
。
す
べ

て
朽
木
な
ど
の
や
う
に
て
、
人
に
見
捨
て
ら
れ
て
も
や
み
な
む
」
と
も
思
う
心

が
、
幾
回
と
な
く
繰
返
さ
れ
て
お
り
、
出
家
へ
の
決
意
も
極
め
て
強
く
、
か
つ

執
拗
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
出
家
し
た
後
そ
れ
を
深
く
喜
び
、
心
が
落
付
い
て

い
る
こ
と
を
思
い
、
．
更
に
終
末
の
場
で
の
非
情
な
ま
で
の
頑
し
さ
を
思
え
ば
、

浮
舟
の
志
操
心
境
は
お
の
ず
か
ら
描
か
れ
て
い
る
。
も
し
そ
の
心
境
の
動
揺
を

思
わ
ず
も
の
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
終
末
の
場
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
場
に

お
い
て
も
、
自
己
の
志
操
を
堅
持
す
る
徴
証
が
あ
る
。
涙
を
流
し
、
・
困
惑
す
る

さ
ま
で
あ
る
の
は
、
そ
の
心
境
．
が
ぐ
ら
つ
い
て
、
自
分
の
採
る
べ
き
道
に
迷
っ

た
た
め
で
は
な
い
。
僧
都
の
文
、
薫
の
消
息
、
小
君
の
来
訪
と
、
思
ひ
も
よ
ら

な
い
こ
と
が
、
相
次
い
で
起
っ
て
、
驚
き
と
、
困
惑
と
、
感
慨
の
心
を
深
く
す

る
と
共
に
、
前
の
ω
㈲
の
よ
う
な
素
志
が
危
殆
に
頻
す
る
恐
れ
が
生
じ
て
、
心

を
傷
め
た
た
め
で
あ
る
。
特
に
今
ま
で
唯
一
の
出
家
．
の
理
解
者
で
あ
っ
た
僧
都

に
背
か
れ
、
自
分
の
心
を
理
解
し
て
く
れ
る
者
は
一
人
も
な
く
な
り
．
、
身
近
い

愛
護
者
で
あ
る
僧
尼
達
も
、
僧
都
や
薫
の
側
に
あ
り
、
黒
く
の
孤
立
無
援
の
窮

境
に
立
た
さ
れ
た
の
で
あ
惹
か
ら
、
こ
の
場
で
涙
が
流
れ
、
途
方
に
暮
れ
る
思

（17）



い
が
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
場
で
の
諸
条
件
に
よ
っ
て
か
も
し
出
さ
れ
．

．
た
一
時
的
な
情
緒
と
、
心
σ
底
深
く
潜
ん
で
い
る
決
意
と
は
、
別
の
位
層
に

あ
り
、
前
者
で
後
者
が
損
わ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

四

 
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
僧
都
が
浮
舟
救
済
の
道
に
困
惑
し
て
い
る
と

も
、
浮
舟
が
自
分
の
道
に
迷
っ
て
い
る
と
も
い
え
な
い
。
従
っ
て
、
作
者
が
思

惟
の
壁
に
ぶ
つ
つ
か
っ
た
と
も
い
え
ず
、
そ
の
意
味
で
、
源
氏
物
語
の
最
後
の

世
界
が
悲
劇
的
世
界
で
あ
る
と
も
い
え
な
い
。
思
想
的
に
行
詰
っ
た
と
い
う
意

味
で
、
悲
劇
的
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
終
末
の
場
に
悲
壮
な
あ
わ
れ
と
で

も
い
う
べ
き
情
緒
は
、
た
だ
よ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
主
と
し
て
、
浮
舟
の
心
情

の
反
映
で
あ
る
。
浮
舟
の
せ
っ
か
く
罪
の
償
い
に
生
き
よ
ケ
と
す
る
悲
壮
な
決

意
を
、
恩
義
あ
る
人
々
が
妨
げ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
決
意
を
守
る
孤
立
の
痛

ま
し
い
姿
が
、
悲
壮
な
情
謝
を
造
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
僧
都
の

勧
め
、
薫
の
呼
び
か
け
、
浮
舟
の
志
操
が
か
ら
み
合
っ
て
、
一
人
浮
舟
が
心
を

傷
め
な
が
ら
、
'
浮
舟
と
し
て
ぼ
（
当
時
の
女
性
の
な
ら
わ
し
と
し
て
）
自
分
の

心
を
は
っ
き
り
し
た
形
で
表
明
す
べ
き
で
な
い
か
ら
、
変
ら
ぬ
決
意
を
僅
か

に
、
前
に
述
べ
た
幽
し
さ
と
し
て
、
柔
軟
優
娩
な
弱
々
し
い
態
度
で
、
表
す
に

・
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
不
安
憂
愁
の
情
調
を
生
み
出
し
、
何
と
な
く
晴
れ
や
ら

ぬ
悲
し
さ
と
で
も
い
う
べ
き
気
分
を
漂
わ
し
て
い
る
．
、
そ
れ
は
浮
舟
の
決
意

が
一
反
澱
抵
抗
の
心
が
ー
ー
内
部
に
こ
も
る
力
と
し
て
潜
在
し
、
外
部
に
対

す
る
弦
い
力
と
し
て
表
現
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。
終
末
の
場
の
悲
壮
・
憂
愁

・
不
安
の
情
調
は
、
浮
舟
の
困
惑
傷
心
の
姿
の
表
れ
で
あ
ヶ
、
そ
れ
は
浮
舟
の

心
境
と
周
囲
の
人
達
と
の
考
え
方
の
食
違
い
か
ら
生
じ
た
も
の
で
、
こ
の
物
語

の
終
末
を
飾
る
物
砂
あ
わ
れ
で
あ
る
。
乙
の
あ
わ
れ
を
作
り
出
し
た
の
は
、
浮

舟
の
心
を
傷
め
た
薫
で
あ
り
、
横
川
の
僧
都
で
あ
る
。
浮
舟
を
救
済
す
べ
き
立

場
の
僧
都
が
、
還
俗
を
勧
め
て
浮
舟
を
悩
ま
す
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
多
少
僧

都
の
軽
卒
さ
に
よ
る
所
が
な
い
と
は
い
え
な
い
が
、
浮
舟
に
対
す
る
始
め
か
ら

．
の
僧
都
の
慈
心
は
、
そ
の
軽
卒
さ
を
答
め
さ
せ
な
い
徳
と
な
っ
て
い
る
。
僧
都

と
し
て
は
、
浮
舟
に
言
入
に
絶
す
る
秘
密
が
あ
る
と
は
知
ら
ず
、
た
だ
薫
と
の
・

仲
違
い
と
だ
け
思
い
、
常
人
へ
の
道
理
を
以
て
、
救
済
を
考
え
た
。
僧
都
に
こ

の
判
断
の
誤
り
を
犯
さ
し
た
原
因
は
、
浮
舟
が
作
っ
て
お
り
、
浮
舟
は
そ
れ
で

自
分
が
苦
し
む
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
微
妙
な
構
想
で
あ
る
。
要
す
る

に
、
物
語
終
末
の
悲
劇
的
性
格
は
、
こ
の
物
語
の
救
済
思
想
の
行
詰
り
・
に
よ
る
．

の
で
は
な
く
、
入
々
の
心
の
食
違
い
に
よ
る
の
で
あ
る
。

 
源
氏
物
語
の
出
家
の
様
態
を
大
き
ぐ
分
け
る
と
、
二
種
の
型
と
な
る
。
そ
の
．

一
は
、
源
氏
が
採
っ
た
道
で
、
こ
の
世
に
執
着
が
な
く
な
っ
て
か
ら
、
出
家
す
・

る
道
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
多
く
の
人
々
が
採
っ
て
あ
。
0
り
、

最
も
抵
抗
の
少
い
安
易
な
道
で
も
あ
る
。
そ
の
二
は
、
執
着
が
な
く
な
る
の
を

待
た
な
い
で
、
意
志
的
に
出
家
す
る
道
で
あ
る
。
藤
下
・
女
．
三
宮
・
浮
舟
の
よ

う
な
密
通
者
が
、
そ
の
困
却
か
ら
逃
れ
て
出
家
す
る
場
合
が
あ
り
、
朱
雀
院
の

よ
う
に
、
ま
た
縫
上
が
希
望
し
た
よ
う
に
、
病
気
治
癒
を
願
っ
て
の
出
家
も
あ

り
、
明
石
入
道
や
空
蝉
の
よ
う
に
、
身
の
不
遇
を
歎
い
て
の
出
家
も
あ
る
。
即

ち
出
・
家
に
は
、
お
の
ず
か
ら
こ
の
靴
の
執
着
が
な
く
な
る
の
を
待
っ
て
す
る
も

の
と
、
執
着
を
意
志
的
に
絶
っ
て
す
る
も
の
と
が
あ
る
。
前
者
は
他
力
の
浄
土

門
に
近
・
へ
て
、
易
行
道
で
あ
り
、
後
者
は
自
力
の
聖
道
門
に
近
く
て
、
難
行
道
．

で
あ
る
。
正
篇
で
は
源
氏
に
、
易
行
道
的
な
出
家
を
準
備
さ
せ
て
、
幕
を
閉

じ
、
宇
治
十
帖
で
は
、
従
っ
て
源
氏
物
語
全
体
と
し
て
は
、
僧
都
に
は
易
行
道

（18）



的
な
出
家
の
道
を
説
か
せ
、
浮
舟
に
は
聖
道
門
的
な
出
家
に
固
執
さ
せ
た
ま
ま

で
、
幕
を
閉
じ
て
い
る
。
終
末
の
場
で
は
、
僧
都
の
浄
土
門
的
な
救
済
の
考
え

方
と
、
浮
舟
の
聖
道
門
的
な
出
家
に
生
き
る
心
と
の
食
違
い
が
出
て
い
る
が
、

そ
れ
は
教
理
の
影
野
で
も
、
救
済
の
道
の
矛
盾
で
も
な
い
。
救
済
の
門
は
二
つ

あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
が
よ
い
か
は
、
人
に
よ
り
事
情
に
よ
る
。
浮
舟
の
場

合
、
僧
都
が
易
行
道
が
よ
い
と
考
え
た
の
は
、
真
実
を
知
ら
な
い
た
め
で
あ
る

か
ら
、
浮
舟
の
心
の
真
実
に
立
つ
限
り
、
浮
舟
の
採
る
べ
き
道
は
、
お
の
ず
か

ら
決
定
し
て
い
，
る
と
い
え
る
。
救
済
を
求
め
る
人
の
決
意
心
惰
が
、
根
本
と
な

っ
て
、
い
ず
れ
か
の
道
を
選
ぶ
べ
き
こ
と
と
な
る
。

 
浮
舟
が
聖
道
門
的
な
出
家
の
道
に
固
執
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
物
語
終
末

の
場
で
明
確
に
は
描
か
れ
ず
、
却
っ
て
動
揺
困
惑
の
さ
ま
に
描
か
れ
て
い
る
の

は
、
文
芸
と
し
て
当
然
の
表
現
技
法
で
あ
る
が
、
こ
の
た
め
種
々
の
見
解
が
生

じ
た
。
思
想
の
追
求
は
、
表
現
の
基
底
に
潜
在
す
る
意
味
に
注
目
す
べ
き
で
あ

り
、
表
現
の
装
い
に
幻
惑
せ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
浮
舟
が
薫
に
引
取
ら
れ
る

と
い
う
説
は
、
一
部
の
表
現
に
幻
惑
さ
せ
ち
れ
た
か
、
初
か
・
げ
成
心
を
持
つ
た

め
か
で
あ
る
。
手
習
・
夢
浮
僑
二
巻
に
描
か
れ
て
い
る
浮
舟
の
志
操
心
境
は
、

終
末
の
．
場
で
や
や
動
揺
し
た
さ
ま
に
描
か
れ
た
外
は
、
は
っ
き
り
し
て
お
り
、

浮
舟
は
み
ず
か
ら
の
力
で
み
ず
か
ら
を
救
わ
う
と
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
手

習
・
夢
浮
橋
の
二
巻
は
浮
舟
の
救
済
が
主
題
で
あ
砂
、
終
末
の
場
の
波
瀾
に

は
、
罪
の
償
い
に
生
涯
を
捧
げ
よ
う
と
す
る
悲
壮
な
決
意
が
、
そ
れ
を
妨
げ
る

外
的
事
象
に
出
会
っ
て
、
困
惑
と
苦
痛
を
昧
わ
い
な
が
ら
も
、
女
性
ら
し
い
優

娩
柔
軟
な
挙
措
の
底
に
、
そ
れ
を
護
持
し
よ
う
と
し
て
抵
抗
す
る
姿
が
描
か
れ

て
い
る
。
思
う
に
、
浮
舟
ほ
ど
深
く
罪
を
悔
い
る
心
は
、
当
時
の
宮
廷
貴
族
の

弛
緩
し
た
風
儀
の
中
か
ら
は
生
れ
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
密
通
し
た
藤
壼
・
女
三

源
氏
物
語
終
末
の
救
済
に
つ
い
て

宮
に
も
、
浮
舟
ほ
ど
の
罪
の
意
識
は
な
く
、
朧
月
夜
の
よ
う
に
皇
妃
で
あ
り
な

が
ら
、
源
氏
に
心
を
通
わ
し
て
も
、
木
人
は
あ
ま
り
良
心
に
責
め
ら
れ
て
は
い

な
い
ρ
浮
舟
の
歩
ん
だ
道
は
、
東
国
の
田
舎
で
育
っ
た
素
朴
純
情
の
女
の
歩
む

道
で
あ
り
、
澱
ん
だ
風
儀
に
汚
染
さ
れ
な
い
、
心
の
清
ら
か
な
女
の
歩
む
道
で

あ
る
。

 
 
 
補
 
 
 
註

の
名
前
を
あ
げ
て
そ
の
説
を
紹
介
批
評
し
た
も
の

 
多
屋
頼
俊
「
源
氏
物
語
の
思
想
」
（
二
七
年
四
月
）
の
「
宇
治
十
帖
の
結
末
・

 
 
追
記
」

 
丸
山
キ
ヨ
子
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
仏
教
的
要
素
・
横
川
の
僧
都
に
つ
い
て
」

 
 
（
日
本
文
学
・
三
八
年
一
〇
月
号
）

 
小
野
村
洋
子
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
宿
世
の
深
化
」
 
（
兄
弟
・
三
九
年
四
・

 
 
五
・
六
・
七
月
号
）
小
野
村
氏
の
論
文
①
目
的
は
、
源
氏
物
語
に
お
け

 
 
る
人
間
的
愛
（
あ
は
れ
）
と
、
宿
世
と
の
か
ら
み
合
ふ
精
神
構
造
を
考
え

 
 
て
、
救
済
の
道
を
究
明
す
る
に
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
こ
の
論
文
の
直
接

 
 
の
目
的
で
も
な
く
、
ま
た
そ
れ
を
考
察
す
る
余
弊
も
な
い
。
こ
こ
で
は
そ

 
 
の
論
文
の
中
、
横
川
の
僧
都
と
浮
舟
と
の
救
済
に
関
連
す
る
部
分
だ
け
に

 
 
注
目
し
た
。
そ
れ
で
小
野
村
氏
の
論
文
の
根
本
を
取
扱
わ
な
い
か
ら
、
失

 
 
礼
な
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
と
、
恐
れ
て
い
る
。

 
門
前
真
一
「
源
氏
物
語
新
見
」
 
（
四
〇
年
三
月
）
の
「
宇
治
十
帖
の
構
成
と

 
 
浮
舟
の
還
俗
問
題
」

口
そ
の
他
参
考
と
な
る
も
の

 
小
野
村
洋
子
「
源
氏
物
語
の
宗
教
的
内
面
化
」
 
（
文
化
・
二
五
年
七
月
号
）

 
淵
江
文
也
「
源
氏
物
語
の
思
想
致
説
」
三
〇
年
三
月
）
の
「
源
語
の
思
弁
性
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の
研
究
」

村
田
昇
「
中
世
文
芸
ピ
仏
教
」
 
（
ゴ
ニ
年
五
月
）
の
「
女
性
と
仏
教
・
女
人

 
解
放
」

村
田
昇
「
日
本
古
典
の
仏
教
的
精
神
」
 
（
三
三
年
一
二
月
）
の
「
源
氏
物
語

 
の
論
・
浮
舟
」

．
＼
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