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宇
治
十
帖
の
結
末
部
に
お
け
る
僧
都
の
手
紙
が
浮
舟
に
還
俗
を
勧
告
し
て
い

る
か
ど
う
か
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
是
否
論
が
た
た
か
わ
さ
れ
て
い
る
が
、

近
時
、
門
前
真
一
氏
や
多
屋
頼
俊
氏
の
否
定
説
再
論
が
な
さ
れ
て
、
論
争
は
い

っ
そ
う
深
刻
化
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
還
俗
勧
告
是
否
論
は
、
さ
ら

に
、
浮
舟
の
還
俗
非
還
俗
の
問
題
を
も
内
在
さ
せ
て
お
り
、
閻
題
の
根
は
複
雑

で
し
か
も
深
い
。

 
僧
都
の
手
紙
文
の
解
釈
が
つ
ま
る
と
こ
ろ
中
心
問
題
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
で
、
既
に
諸
説
が
み
ら
れ
る
が
、
論
争
の
過
程
を
通
し
て
問
題
点
は
明
確
に

な
り
大
き
な
成
果
を
も
た
ら
し
つ
つ
も
、
両
説
は
全
く
平
行
線
を
辿
っ
て
き
て

お
り
、
さ
ら
に
豊
か
な
結
実
へ
と
論
争
が
発
展
的
に
継
承
さ
れ
る
た
め
に
は
な

お
大
き
な
困
難
が
予
想
さ
れ
る
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
宇
治
十
帖
の

結
末
の
み
な
ら
ず
源
氏
物
語
全
篇
の
主
題
論
に
も
関
わ
る
問
題
で
み
る
の
で
、

や
は
り
避
け
る
べ
か
ら
ざ
る
重
要
問
題
で
あ
る
。

 
私
は
こ
の
問
題
を
浮
舟
物
語
の
形
象
化
過
程
の
視
野
の
中
に
置
き
直
し
て
再

検
討
し
た
い
。
そ
し
て
、
宇
治
十
帖
に
お
け
る
橋
姫
物
語
と
浮
舟
物
語
の
関
連

性
を
注
目
し
、
こ
こ
で
作
者
が
用
い
た
方
法
を
分
析
し
、
そ
の
中
心
に
浮
舟
還

俗
の
問
題
を
設
定
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

 
結
論
的
に
は
、
私
は
還
俗
勧
告
説
を
と
り
、
浮
舟
の
還
俗
是
否
に
つ
い
て
は

非
還
俗
の
立
場
を
支
持
す
る
。
殆
ど
通
説
の
ま
ま
で
、
私
が
新
た
に
小
考
を
述

べ
る
要
は
な
い
と
も
思
う
の
だ
が
、
た
だ
浮
舟
が
最
終
的
に
出
家
を
め
ざ
し
て

生
き
る
姿
を
作
者
自
身
が
ど
う
考
え
て
い
た
か
の
点
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
関
心

を
抱
い
て
い
る
の
で
、
小
稿
を
つ
づ
る
こ
と
に
す
る
。

 
ま
ず
、
横
川
の
僧
都
の
手
紙
が
浮
舟
に
還
俗
を
勧
め
た
も
の
か
ど
う
か
に
つ

い
て
、
手
紙
文
自
体
か
ら
で
な
く
、
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
物
語
形
象
の
深
化
過

程
i
，
主
と
し
て
手
習
巻
の
叙
述
を
寒
心
に
一
か
ら
考
察
し
た
い
。
問
題
の

手
紙
文
が
物
語
叙
述
の
中
で
ど
の
よ
う
に
形
象
化
さ
れ
必
然
化
さ
れ
て
い
る
か

を
見
る
こ
と
も
等
閑
に
付
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

 
手
習
巻
頭
か
ら
、
浮
舟
還
俗
の
問
題
（
正
確
に
は
浮
舟
に
対
す
る
還
俗
勧
告

の
事
象
）
は
、
既
に
作
者
の
構
想
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。

こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
叙
述
を
、
次
の
諸
点
に
わ
た
っ
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
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ま
ず
、
横
川
の
僧
都
の
人
間
像
に
つ
い
て
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
、
僧
都
は
物
語
中
の
他
の
宗
教
者
に
比
べ
き
わ
め
て
異
質
な
人
聞
像
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
。
一
面
に
お
い
て
き
び
し
い
仏
教
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
面

に
お
い
て
き
わ
め
て
人
間
味
の
豊
か
な
自
由
な
精
神
の
持
ち
主
と
し
て
造
型
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
僧
都
は
最
初
か
ら
母
や
妹
を
伴
な
っ
て
登
場
し
、
母
の

危
篤
の
報
に
接
す
れ
ば
直
ち
に
下
山
看
病
に
赴
く
の
で
あ
る
が
、
か
っ
て
八
宮

-
の
死
骸
に
さ
え
会
わ
せ
な
い
で
大
君
や
申
君
を
悲
し
ま
せ
た
阿
閣
老
（
椎
本
）

に
比
べ
る
と
、
そ
の
異
質
性
は
よ
く
わ
か
る
。
殆
ど
瀕
死
の
状
態
で
倒
れ
て
い

た
浮
舟
を
救
助
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
 
「
池
に
泳
ぐ
魚
、
山
に
鳴
く
鹿
を
だ

に
、
人
に
捕
へ
ら
れ
て
、
死
な
む
と
す
る
を
見
て
、
助
け
ざ
ら
む
は
、
い
と
、

悲
し
が
る
べ
し
。
人
の
命
、
久
し
か
る
ま
じ
き
物
な
れ
ど
、
残
り
の
命
、
一
二

日
を
も
惜
し
ま
ず
は
、
あ
る
べ
か
ら
ず
」
 
（
手
習
）
「
我
、
無
尽
の
法
師
に

て
、
忌
む
事
の
中
に
、
破
る
戒
は
多
か
ら
め
ど
、
女
の
筋
に
つ
け
て
、
ま
だ
、

諺
り
取
ら
ず
、
過
つ
事
な
し
。
齢
六
十
に
あ
ま
り
に
て
、
今
更
に
、
人
の
も
ど

き
負
は
む
は
、
さ
る
べ
き
に
こ
そ
は
あ
ら
め
」
 
（
同
）
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ

の
言
葉
に
示
さ
れ
る
僧
都
の
人
間
像
が
、
当
時
に
あ
っ
て
い
か
に
異
質
異
様
な

も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
こ
れ
を
非
難
す
る
周
囲
の
弟
子
僧
の
言
動
の
描
写
を
見

て
も
よ
く
わ
か
る
。

 
こ
の
よ
う
な
僧
都
を
評
し
て
、
 
「
人
間
主
義
者
」
 
（
佐
山
丸
箸
）
「
近
代
的

意
味
で
も
、
筋
の
通
っ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
具
現
者
」
 
（
丸
山
キ
ヨ
子
氏
）

 
「
当
時
の
仏
教
的
思
想
な
い
し
教
理
か
ら
は
み
出
そ
う
と
す
る
変
革
者
」
 
（
広

川
勝
実
氏
）
な
ど
と
強
調
す
る
こ
と
も
不
当
で
は
あ
る
ま
い
。
僧
都
を
こ
こ
で

直
ち
に
中
世
の
法
然
・
盗
品
と
直
結
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
門
前
氏
の
説
か
れ

る
ご
と
く
、
確
か
に
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
氏
は
反
論
し
て
、
源
氏
物
語
の
基

調
と
な
っ
て
い
る
、
ま
た
当
時
の
社
会
に
一
般
的
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
仏
教
思

想
は
源
信
（
僧
都
の
モ
デ
ル
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
）
以
前
の
天
台
聖
道
門
に
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈲

る
自
力
修
行
肯
定
の
立
場
の
も
の
、
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
日
本
仏
教
思
想
史

上
、
当
時
新
し
い
浄
土
教
理
も
徐
々
に
社
会
に
浸
透
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
も
指

摘
さ
れ
て
お
り
、
進
歩
的
教
理
を
宣
べ
た
源
信
の
思
想
と
横
川
の
僧
都
の
思
想

の
接
近
類
似
に
つ
い
て
扇
田
庸
幸
氏
の
詳
細
な
ご
論
考
も
あ
る
の
で
、
そ
の
先

駆
と
し
て
の
僧
都
の
革
新
性
は
首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
僧
都
が
浮
舟
に
対
し
て
還
俗
を
勧
告
す
る
可
能
性
は
十
分
あ

る
わ
け
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
こ
と
の
た
め
に
僧
都
の
人
間
像
が
こ
の
よ
う
に

造
型
さ
れ
た
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
次
に
、
浮
舟
を
出
家
さ
せ
た
時
点
お
よ
び
そ
れ
以
後
の
僧
都
の
心
理
の
動
揺

・
推
移
を
見
た
い
。

 
浮
舟
が
出
家
を
申
し
出
た
蒔
、
僧
都
は
「
ま
だ
、
い
と
、
行
く
量
器
げ
な
る
御

程
に
、
い
か
で
か
、
ひ
た
み
ち
に
、
し
か
は
、
思
し
た
～
む
。
か
へ
り
て
、
罪

あ
る
こ
と
な
り
。
思
ひ
立
ち
て
、
心
を
起
し
給
ふ
程
は
、
強
く
思
せ
ど
、
年
月

経
れ
ば
、
女
の
御
身
と
い
ふ
物
、
い
と
怠
高
し
き
も
の
に
な
む
」
 
（
手
習
）
と

言
ひ
、
授
戒
直
後
「
か
～
る
御
か
た
ち
、
や
つ
し
給
ひ
て
馬
悔
い
給
ふ
な
」
と

も
言
っ
て
い
る
。
若
い
美
貌
の
女
浮
舟
の
出
家
を
危
惧
す
る
気
持
が
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
勿
論
、
江
渕
文
世
氏
の
説
か
れ
る
女
人
罪
因
観
の
現
わ
れ
で

も
あ
る
。
こ
の
叙
述
は
、
後
で
薫
が
浮
舟
の
生
存
を
知
り
、
彼
女
に
会
わ
せ
る
よ

う
に
と
僧
都
に
迫
る
場
面
で
、
僧
都
が
「
髪
・
巌
を
剃
り
た
る
法
師
だ
に
、
あ
や

し
き
心
は
失
せ
ぬ
も
あ
な
り
。
ま
し
て
、
女
の
御
身
と
い
ふ
物
は
、
い
か
で
か

あ
ら
ん
。
い
と
ほ
し
う
、
丸
善
べ
き
わ
ざ
に
も
あ
る
べ
き
か
な
と
、
あ
ぢ
き
な

く
、
心
乱
れ
ぬ
」
 
（
夢
浮
橋
）
と
狼
狽
す
る
心
理
の
描
写
と
全
く
一
致
し
て
い
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る
。
僧
都
の
狼
狽
の
原
因
が
問
題
で
あ
る
が
、
顧
み
て
、
薫
に
会
っ
て
か
ら
の

僧
都
の
動
揺
す
る
心
理
は
刻
明
に
反
復
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
「
さ

れ
ば
よ
。
た
ゴ
人
と
見
え
ざ
り
し
、
人
の
様
ぞ
か
し
。
か
く
ま
で
、
の
た
ま
ふ

は
、
軽
々
し
く
は
思
は
れ
ざ
り
け
る
人
に
こ
そ
あ
め
れ
と
、
思
ふ
に
、
法
師
と

い
ひ
な
が
ら
、
心
も
な
く
、
た
ち
ま
ち
に
、
か
た
ち
を
や
つ
し
て
け
る
事
と
、

胸
つ
ぶ
れ
て
、
答
へ
聞
へ
ん
や
う
、
思
ひ
ま
は
さ
る
」
 
（
夢
浮
橋
）
 
「
が
く
、

お
ぼ
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
し
て
、
罪
深
け
れ
ば
…
…
」
 
（
同
）

 
僧
都
の
当
惑
狼
狽
の
原
因
は
、
文
脈
か
ら
み
て
、
明
ら
か
に
浮
舟
を
出
家
さ

せ
た
自
分
の
軽
率
さ
・
過
失
を
後
悔
し
て
い
る
心
情
に
由
来
し
て
い
る
。
同
時

に
ま
た
、
薫
の
高
貴
な
身
分
に
対
す
る
恐
縮
遠
慮
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
認

め
て
よ
い
。
こ
れ
ら
の
叙
述
に
密
着
し
て
例
の
手
紙
が
あ
り
、
そ
こ
に
「
御

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

ざ
し
深
か
り
け
る
、
御
中
を
、
そ
む
き
給
ひ
て
、
怪
し
き
山
賎
の
中
に
、
過
ご

ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

し
（
別
本
は
出
家
し
と
あ
る
）
給
へ
る
こ
と
、
か
へ
り
て
は
、
仏
の
責
め
、
添

ふ
べ
き
事
な
る
を
な
ん
…
…
」
 
（
夢
浮
橋
）
と
述
べ
て
あ
る
そ
の
文
脈
を
辿

る
な
ら
ば
、
僧
都
の
狼
狽
悔
過
の
情
が
次
第
に
高
潮
し
還
俗
の
勧
告
に
至
っ
た

と
読
む
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
多
屋
氏
は
、
出
家
に
際
し
て
の
手
続
き

上
の
手
落
ち
一
夫
で
あ
る
薫
の
聴
許
を
得
な
い
ま
ま
浮
舟
を
出
家
さ
せ
た
こ

と
一
が
事
実
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
た
め
に
出
家
・
授
戒
を
取
り
消
す
こ

と
な
ど
あ
り
得
な
い
、
あ
っ
て
な
な
ら
な
い
と
説
い
て
お
ら
れ
る
が
、
僧
都
の

狼
狽
が
、
単
に
授
戒
の
手
続
き
に
関
す
る
薫
と
の
問
答
に
お
け
る
、
場
面
心
理
の
．

機
微
の
み
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
僧
都
の
思
想
的
立
場
や
人
間
像
の
問
題
に
そ
の

描
写
は
本
質
的
な
関
わ
り
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
り
、
き
わ
め
て
意
味
の
軽
い

描
写
乏
し
て
把
握
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
作
者
が
こ
れ
ほ
ど
精
確
に
僧
都
の
動

揺
す
る
心
理
を
描
き
重
ね
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
ま
た
、
そ
の
叙
述
に
「
罪
」

と
い
う
語
が
く
り
返
さ
れ
て
い
る
点
を
見
れ
ば
、
こ
こ
に
は
よ
り
重
い
意
図
が

こ
め
ら
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
、
私
が
既
述
し
た
僧
都
の
人
間
像
に
、
よ
り

深
く
関
わ
る
叙
述
で
あ
る
と
思
わ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
即
ち
、
僧
都
の
心
理

描
写
は
、
す
ぐ
れ
て
彼
の
思
想
内
容
や
浮
舟
の
還
俗
間
題
に
対
し
て
関
わ
り
を

も
ち
、
そ
の
積
極
的
伏
線
描
写
と
な
り
得
て
い
る
と
考
え
た
い
。

 
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
伏
線
描
写
と
し
て
、
浮
舟
の
周
囲
に
あ
っ
て
彼
女
の
出

家
を
極
度
に
悲
し
む
女
た
ち
の
描
写
が
あ
げ
ら
れ
る
。

 
僧
都
の
母
少
将
尼
は
「
あ
な
、
浅
ま
し
や
。
な
ど
、
か
く
、
奥
な
き
わ
ぎ

は
、
せ
さ
せ
給
ふ
」
 
（
手
習
）
「
今
は
限
り
と
、
思
ひ
果
て
ら
れ
て
、
い
と
、

悲
し
き
わ
ざ
に
侍
る
」
 
（
同
）
と
悲
歎
に
く
れ
、
妹
尼
は
「
残
り
多
か
る
御
身

を
、
い
か
で
、
経
給
は
ん
と
す
ら
ん
」
（
同
）
「
い
と
、
物
は
か
な
く
こ
そ
お
け

し
け
る
、
御
心
な
れ
」
（
同
）
と
、
 
「
臥
し
転
び
つ
㌧
、
い
と
、
い
み
じ
げ
に
」

泣
き
惑
っ
て
い
る
。
女
房
た
ち
は
「
口
惜
し
き
わ
ぎ
か
な
」
（
同
）
と
惜
し
み
、

か
つ
は
僧
都
を
恨
み
諺
る
有
様
で
あ
る
。
若
い
美
貌
の
浮
，
舟
の
出
家
は
確
か
に

悲
し
い
事
柄
に
属
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
描
写
が
累
積
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
浮
舟
の
美
し
い
姿
が
対
照
的
に
生
彩
を
放
つ
こ
と
の
効
果
を
、
作
者
は
計
算

ず
み
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
同
時
に
ま
た
、
浮
舟
の
出
家
が
そ
の
内
部
に
お
い
て

調
和
し
難
い
あ
る
異
常
事
態
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
を
示
唆
し
、
ま
た
、
出
家
後

の
浮
舟
の
歩
む
道
が
平
穏
無
事
で
な
い
こ
と
を
も
そ
れ
は
暗
示
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
読
者
は
既
に
浮
舟
出
家
の
真
意
を
熟
知
し
て

い
る
。
浮
舟
の
前
に
や
が
て
薫
か
匂
宮
か
が
出
現
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易

に
想
像
さ
れ
る
。
そ
れ
は
浮
舟
に
と
っ
て
一
つ
の
危
機
で
あ
る
。
物
語
は
そ
の

危
機
に
向
っ
て
浮
舟
の
悲
劇
性
を
集
申
化
し
、
そ
の
頂
点
は
僧
都
の
還
俗
勧
告

宇
治
十
帖
結
末
部
の
方
法
と
思
想
 
一
い
わ
ゆ
る
浮
舟
の
還
俗
問
題
を
中
心
に
一
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の
場
面
に
あ
る
の
だ
が
、
右
に
見
た
尼
や
女
房
の
悲
歎
は
、
そ
れ
ら
の
悲
劇
的

場
面
の
造
成
の
補
強
的
描
写
で
あ
る
と
、
私
は
考
え
た
い
。
即
ち
、
尼
や
女
房

た
ち
は
浮
舟
を
出
家
か
ら
現
実
へ
復
帰
さ
せ
よ
う
と
す
る
要
因
と
な
り
、
、
そ
の

伏
線
人
物
と
し
て
機
能
し
て
い
る
も
の
と
見
る
の
で
あ
る
。
浮
舟
還
俗
の
問
題

が
こ
こ
で
す
で
・
に
作
者
の
構
想
の
中
に
あ
っ
た
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
。

 
浮
舟
と
薫
の
再
会
（
従
っ
て
僧
都
の
還
俗
勧
告
）
が
既
に
手
習
巻
か
ら
構
想

さ
れ
て
い
た
と
私
が
考
え
る
今
一
つ
の
根
拠
は
次
の
点
で
あ
る
。

 
浮
舟
出
家
の
直
後
、
物
語
は
僧
都
と
明
石
中
宮
の
雨
夜
の
物
語
へ
と
展
開
す

る
。
僧
都
は
そ
の
夜
浮
舟
発
見
の
次
第
を
申
宮
に
語
る
。
明
石
中
宮
と
薫
の
間

柄
を
見
て
も
、
浮
舟
生
存
の
事
実
が
薫
の
耳
に
達
す
る
ま
で
物
語
は
多
く
の
描

写
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
は
、
容
易
に
納
得
で
き
る
。

 
ま
た
、
作
者
は
紀
の
守
な
る
人
物
を
登
場
さ
せ
、
浮
舟
の
耳
に
聞
え
る
場
面

の
中
で
彼
に
薫
の
近
況
を
語
ら
せ
て
い
る
。
そ
の
描
写
は
巧
み
で
、
薫
に
対
す

る
浮
舟
の
慕
情
を
強
烈
に
か
き
た
て
る
よ
う
に
描
か
れ
、
 
「
昨
日
も
、
い
と
、

ふ
び
ん
に
侍
り
し
か
な
。
川
近
き
所
に
て
、
水
を
覗
か
せ
給
ひ
て
、
．
い
み
じ

く
、
泣
き
給
ひ
き
。
上
に
の
ぼ
り
給
ひ
て
、
柱
に
書
き
つ
け
給
ひ
し
、

 
 
潔
し
人
は
影
も
と
ま
ら
ぬ
水
の
上
に
落
ち
そ
ふ
涙
ハ
と
ど
せ
き
あ
へ
ず

と
な
ん
、
侍
り
し
」
 
（
手
習
）
と
い
う
よ
う
に
、
仔
情
的
な
表
現
の
世
界
で
浮

舟
を
包
ん
で
い
く
。
物
語
は
急
テ
ン
ポ
に
薫
と
浮
舟
の
再
会
へ
と
展
開
さ
れ
て

い
く
か
の
如
く
で
あ
る
。

 
以
上
、
四
つ
の
点
か
ら
浮
舟
還
俗
問
題
の
構
想
化
、
伏
線
化
の
叙
述
を
追
っ

て
み
た
の
だ
が
、
こ
れ
ら
が
僧
都
の
浮
舟
に
対
す
る
還
俗
勧
告
説
に
と
っ
て
有

利
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
叙
述
は
、
単
に
手

法
や
描
写
法
の
問
題
に
と
ど
ま
る
の
で
な
い
こ
と
こ
そ
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
重
層
し
た
表
現
の
裡
に
、
作
者
は
、
浮
舟
の
世
界
の
外
に
あ
っ
て
そ
れ
と

対
峙
し
な
が
ら
し
か
も
浮
舟
の
内
部
に
深
く
侵
入
し
よ
う
と
す
る
も
う
一
つ
の

世
界
を
造
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
見
、
浮
舟
と
同
質
同
次
元
の

世
界
に
棲
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
僧
都
さ
え
も
、
実
は
浮
舟
の
外
に

あ
る
三
次
元
の
世
界
に
あ
り
、
両
者
の
行
き
交
う
そ
の
交
点
に
、
僧
都
の
手
紙

が
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
で
再
び
触
れ
た

い
。

 
な
お
、
勧
告
否
定
説
は
、
薫
と
浮
舟
と
の
再
会
の
案
内
を
依
頼
さ
れ
た
僧
都

が
そ
れ
を
断
わ
っ
て
い
る
点
を
反
証
と
し
て
指
摘
す
る
が
、
自
ら
下
山
同
行
す

る
こ
と
は
僧
都
と
し
て
さ
す
が
に
躊
躇
す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
薫

や
浮
舟
に
対
す
る
深
い
思
い
や
り
か
ら
手
紙
を
書
く
こ
と
に
し
た
と
考
え
て
、

問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
今
朝
、
こ
㌧
に
、
大
将
殿
の
物
し
給
ひ
て
、
御
有
様
、
た
つ
ね
問
ひ
給
ふ

に
、
初
め
よ
り
、
あ
り
し
や
う
、
く
は
し
く
、
聞
え
侍
り
ぬ
。
御
心
ぎ
し
深

か
り
け
る
、
御
中
を
、
そ
む
き
給
ひ
て
、
怪
し
き
山
賎
の
中
に
、
過
ご
し
給

へ
る
こ
と
。
か
へ
り
て
は
、
仏
の
責
め
、
添
ふ
べ
き
事
な
る
を
な
ん
、
う
け

た
ま
は
り
、
驚
き
侍
る
。
い
か
ゴ
は
せ
む
。
も
と
の
御
契
、
過
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
か
り
な
き

物
な
れ
ば
、
な
ほ
、
た
の
ま
せ
給
へ
と
な
む
。
こ
と
み
＼
に
は
、
身
つ
か

ら
、
さ
ぶ
ぢ
ひ
て
、
申
し
侍
ら
ん
。
か
つ
み
＼
、
こ
の
小
君
、
聞
え
給
ひ
て

む
」
と
、
書
い
た
り
、
紛
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
、
書
き
明
ら
め
給
へ
れ
ど
、
異

人
は
、
心
も
得
ず
。
 
（
夢
浮
橋
）
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僧
都
の
手
紙
の
全
文
で
あ
る
が
、
最
も
問
題
と
な
る
の
は
「
も
と
の
御
契
…
…

た
の
ま
せ
給
へ
」
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
内
容
が
還
俗
勧
告
で
あ
る
か
ど
う

か
、
両
説
は
平
行
線
の
ま
ま
諸
々
の
解
釈
を
生
ん
で
き
た
。
既
に
諸
説
を
整
理

し
て
こ
の
論
争
の
争
点
と
成
果
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
た
も
の
も
あ
り
、

私
な
ど
の
拙
い
紹
介
は
不
必
要
な
の
で
、
今
は
結
論
的
に
岡
崎
義
恵
氏
の
所

説
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
に
と
ど
め
、
論
点
を
他
に
移
し
つ
つ
立
論
し
た

い
。
岡
崎
氏
は
、
問
題
と
な
る
主
要
な
点
を
三
つ
と
り
あ
げ
各
々
に
つ
い
て

還
俗
説
に
よ
る
解
釈
と
否
定
説
に
よ
る
解
釈
を
示
し
、
後
者
を
批
判
し
な
が

ら
「
右
の
問
題
は
、
僧
都
の
文
の
後
半
『
い
か
が
は
せ
む
』
以
下
に
つ
い
て
の

こ
と
で
あ
る
が
、
前
半
か
ら
の
文
脈
の
続
き
工
合
か
ら
い
う
と
、
僧
都
の
後
悔

の
情
と
当
惑
の
感
と
を
述
べ
て
か
ら
、
後
半
に
か
か
る
の
で
あ
る
か
ら
、
還
俗

説
に
よ
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
．
私
が
前
節
で
み
た
と

お
り
、
手
習
巻
か
ら
大
局
的
に
把
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
氏
の
所
論
は
妥
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
血
Φ

な
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
還
俗
勧
告
説
に
よ
る
重
松
信
弘
氏
の
批
判
（
門
前
真

一
氏
や
多
屋
頼
氏
の
説
に
対
す
る
）
に
も
、
ほ
ぼ
全
面
的
に
従
い
た
い
。

 
と
こ
ろ
で
、
私
が
問
題
に
し
た
い
の
は
む
し
ろ
そ
の
次
の
部
分
「
こ
と
ぐ

に
は
…
…
」
以
下
の
周
辺
部
に
つ
い
て
で
あ
る
。

 
門
前
真
一
氏
が
肯
定
説
を
強
く
否
定
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
僧
都

の
手
紙
の
周
辺
の
問
題
点
は
、
第
一
に
、
こ
の
手
紙
は
あ
ま
り
に
簡
単
す
ぎ
て

還
俗
勧
告
と
い
う
よ
う
な
重
大
な
内
容
を
も
つ
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ

と
。
第
二
に
、
こ
の
手
紙
を
浮
舟
は
殆
ど
読
ま
な
い
ま
ま
内
容
を
察
知
し
て
い

る
様
子
だ
が
、
こ
れ
ま
た
、
還
俗
勧
告
と
い
う
重
大
な
革
新
的
な
こ
と
が
そ

れ
ほ
ど
簡
単
に
理
解
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
ど
い
う
点
。
さ
ら
に
第
三
に
、
僧
都

の
勧
告
を
浮
舟
が
拒
否
す
る
と
い
う
こ
と
は
宇
治
十
帖
の
テ
ー
マ
か
ら
考
え
て

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
、
仮
に
そ
う
で
あ
れ
ば
作
者
の
理
念
の
混
乱
を
示

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
働

す
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
、
な
ど
の
諸
点
で
あ
っ
た
。

 
還
俗
勧
告
説
か
ら
右
の
諸
点
は
ど
う
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
門
前

氏
説
へ
の
反
論
が
こ
こ
で
の
目
的
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に
浮
舟
物
語
の
構
想
や

主
題
を
解
く
重
要
な
手
が
か
り
も
あ
る
と
思
う
の
で
、
全
体
的
な
視
野
か
ら
こ

れ
を
私
の
問
題
に
し
た
い
。

 
こ
の
手
紙
が
い
さ
さ
か
簡
単
に
す
ぎ
る
の
は
、
氏
も
ご
指
摘
の
通
り
、
こ
れ

が
作
品
の
中
の
手
紙
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
手
紙
の
申
に
「
こ
と
み
＼

に
は
、
身
つ
か
ら
、
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
申
し
侍
ら
ん
」
と
直
接
面
談
を
約
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

 
僧
都
は
こ
の
手
紙
に
先
ん
じ
る
第
一
の
手
紙
で
、
「
昨
夜
、
大
将
殿
の
御
使

に
て
、
小
君
や
、
ま
う
で
給
へ
り
し
。
事
の
心
、
う
け
給
は
り
し
に
、
あ
ぢ
き

な
く
、
か
へ
り
て
、
臆
し
侍
り
て
な
ん
と
、
ひ
め
君
に
聞
え
給
へ
」
（
夢
浮
橋
）

と
書
い
て
い
る
。
浮
舟
は
薫
と
僧
都
と
が
既
に
会
っ
て
語
り
合
っ
て
い
る
こ
と

を
知
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
第
二
の
手
紙
が
ど
の
よ
う
な
主
旨

の
も
の
か
大
体
の
見
当
は
つ
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
物
語
の
手
法
と
し
て
自
然

で
あ
り
、
か
つ
効
果
的
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
認
め
ら
れ
る
。

 
ま
た
、
「
こ
と
ぐ
に
は
…
」
と
言
っ
て
再
会
を
予
告
し
な
が
ら
、
僧
都
が
浮

舟
に
再
会
面
談
す
る
場
面
が
、
物
語
の
末
尾
に
至
る
ま
で
遂
に
描
か
れ
て
い
な

い
問
題
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
の
源
氏
物
語
中
絶
説
と
上
筆
説
の
論
争
も
絡

ん
で
く
る
が
、
確
証
は
な
い
の
で
性
急
に
結
論
を
望
む
べ
く
も
な
い
。
私
は
一

応
、
岡
一
男
氏
の
説
に
従
っ
て
、
僧
都
は
還
俗
を
勧
告
し
て
い
る
が
浮
舟
は
そ

れ
に
従
わ
な
い
で
あ
ろ
う
（
浮
舟
非
還
俗
説
）
と
考
え
て
い
る
が
、
い
ま
仮
に

中
絶
説
の
立
場
に
立
っ
て
、
本
来
な
ら
ば
僧
都
と
浮
舟
の
再
会
の
場
面
が
描
写

宇
治
十
帖
結
末
部
の
方
法
と
思
想
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ゆ
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を
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さ
れ
る
は
ず
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
と
し
て
も
、
浮
舟
の
仏
道
心
は
も
は
や

不
動
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
描
写
は
、
無
用
な
く
り
返
し
で

し
か
な
い
。
こ
こ
で
は
や
は
り
下
心
説
が
正
当
と
思
わ
れ
、
従
っ
て
僧
都
と
浮
舟

の
再
会
の
場
面
は
作
者
の
意
図
的
な
省
略
と
み
た
い
。
門
前
氏
は
そ
れ
を
「
重

要
記
事
の
限
度
を
越
え
た
省
略
、
脱
落
」
と
言
わ
れ
る
が
レ
手
紙
文
中
の
「
一

日
の
出
家
の
功
徳
…
…
」
が
一
応
理
を
踏
ま
え
た
還
俗
後
の
救
い
に
つ
い
て
の

記
事
と
み
れ
ば
、
納
得
の
ゆ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
私
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
視
野
に
置
き
つ
つ
、
こ
の
手
紙
に
対
す
る
浮
舟

の
無
関
心
な
態
度
に
注
意
し
た
い
の
だ
が
、
浮
舟
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
態
度
に

出
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
浮
舟
は
殆
ど
手
続
を
読
ん
で
い
な
い
。
さ
ら
に
、
手
紙
の
使
者
小
君
に
対
し

て
も
き
わ
め
て
冷
淡
な
態
度
で
あ
る
こ
と
、
薫
の
手
紙
に
対
し
て
は
「
今
日
は

な
ほ
、
も
て
ま
み
り
給
ひ
ね
。
所
違
へ
に
も
あ
ら
む
に
、
い
と
、
か
た
は
ら
痛

か
る
べ
し
」
 
（
夢
浮
橋
）
と
言
っ
て
返
事
を
書
こ
う
と
さ
え
し
な
い
。
要
す
る

に
、
出
家
後
の
浮
舟
は
、
身
辺
に
迫
る
も
の
を
こ
と
じ
と
く
徹
底
的
に
拒
否
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
浮
舟
の
拒
否
の
態
度
は
、
出
家
入
道
に
対
す
る
堅
固

な
意
志
の
現
わ
れ
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
 
「
今
更
に
、
か
㌧
る
人
に
も

、
あ
り
と
は
、
知
ら
れ
で
、
や
み
な
ん
」
 
（
同
）
「
こ
の
僧
都
の
、
の
た
ま
へ

る
人
な
ど
に
は
、
更
に
、
『
あ
り
』
と
、
知
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
じ
」
（
同
）
と
、

今
は
現
世
の
一
切
の
絆
か
ら
出
離
し
、
一
途
に
出
家
を
完
う
せ
ん
と
す
る
浮
舟

な
の
で
あ
る
。

 
私
は
浮
舟
の
こ
の
よ
う
な
態
度
を
読
み
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
は
僧
都

の
手
紙
が
薫
と
の
復
縁
を
勧
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
察
知
し
て
い
た
こ

と
、
さ
ら
に
そ
れ
を
承
知
の
上
で
彼
女
は
徹
頭
徹
尾
そ
れ
を
拒
否
す
る
決
心
で

あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
手
紙
な
ど
は
じ
め
か
ら
読
む
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。 

浮
舟
に
よ
っ
て
僧
都
が
拒
否
さ
れ
る
こ
と
が
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
作
者
の

理
念
の
混
乱
を
示
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

 
い
さ
さ
か
大
胆
に
過
ぎ
る
言
い
か
た
だ
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
僧
都
の
還
俗

勧
告
も
当
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
同
様
に
浮
舟
の
勧
告
拒
否
も
ま
た
当
然
な

ご
で
と
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
還
俗
を
勧
告
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
僧
都
は

真
に
僧
都
た
り
得
、
そ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
舟
は
真
に
浮
舟
た
り

得
、
物
語
は
こ
こ
で
は
じ
め
て
統
一
し
た
世
界
像
を
完
結
し
得
た
の
だ
と
言
い

換
え
て
も
よ
い
。

 
僧
都
が
浮
舟
を
出
家
さ
せ
た
時
、
僧
都
は
浮
舟
出
家
切
願
の
真
意
を
真
実
に

理
解
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
僧
都
の
重
大
な
誤
謬
で
あ
る
。
就
中
、

浮
舟
を
め
ぐ
る
薫
と
匂
宮
と
の
争
い
に
つ
い
て
不
問
の
ま
ま
出
家
さ
せ
た
こ
と

の
誤
り
は
あ
く
ま
で
も
重
大
で
あ
る
。
僧
都
が
浮
舟
を
出
家
さ
せ
る
直
接
の
動

機
は
浮
舟
に
と
り
つ
い
て
い
る
物
怪
の
調
伏
退
散
で
あ
り
、
「
と
ま
れ
か
く
ま

れ
」
浮
舟
の
意
志
は
固
い
か
ら
、
と
い
う
事
情
に
よ
っ
て
い
る
。
物
怪
の
言
ひ

散
ら
し
た
「
昔
は
、
行
ひ
せ
し
法
師
の
、
い
さ
㌧
か
な
る
、
世
に
恨
み
を
と
ゴ

め
て
、
漂
ひ
あ
り
き
し
程
…
…
」
（
手
習
）
、
 
「
い
と
、
清
げ
な
る
男
の
、
よ
り

き
て
、
い
ざ
給
へ
、
お
の
が
も
と
へ
と
言
ひ
て
、
抱
く
心
地
の
せ
し
を
…
…
」

（
同
）
な
ど
の
言
葉
は
、
悲
運
の
出
挙
を
父
と
す
る
浮
舟
が
匂
宮
の
情
欲
に
身

悶
え
て
狂
っ
た
「
宿
世
」
の
深
渕
の
総
体
を
的
確
に
物
語
っ
て
い
た
の
だ
が
、

僧
都
は
そ
の
「
宿
世
」
を
ど
れ
ほ
ど
理
解
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
甚
だ
疑
問

と
言
わ
ぎ
る
を
得
な
い
。

 
僧
都
は
浮
舟
に
還
俗
を
勧
め
、
二
重
の
過
ち
を
犯
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
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薫
と
浮
舟
の
関
係
に
つ
い
て
は
詳
し
い
事
情
を
知
り
得
て
も
匂
宮
と
浮
舟
と
の

過
去
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
浮
舟
の
問
題
に
つ
い
て
僧
都

は
本
質
的
に
は
何
も
知
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
無
知
無
思
慮
の
上
に

成
ヶ
立
っ
た
出
家
授
戒
が
過
失
で
あ
る
と
同
様
、
そ
の
還
俗
勧
告
も
誤
謬
で
あ

る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
還
俗
勧
告
に
お
い
て
、
教
理
に
基
い
た

懇
切
な
説
得
が
み
ら
れ
な
い
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
か
ら
之
て
、
私
は
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
僧

都
の
人
間
像
を
訂
正
し
よ
う
と
は
少
し
略
考
え
な
い
。
僧
都
は
や
は
り
人
間

味
豊
か
な
高
徳
の
僧
で
あ
る
こ
と
を
や
め
は
し
な
い
。
何
故
な
ら
、
浮
舟
が
終

始
一
貫
し
て
自
己
の
素
姓
や
過
去
に
つ
い
て
戯
悔
し
な
い
以
上
、
物
語
の
論
理

上
、
僧
都
の
過
失
や
誤
謬
は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
僧
都
の
人
格

像
か
ら
み
て
、
浮
舟
の
救
助
、
出
家
、
還
俗
勧
告
な
ど
僧
都
の
一
連
の
行
為
や

そ
こ
に
描
か
れ
る
彼
の
心
情
は
、
彼
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
り
全
的
に
同
意

承
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
仏
教
の
教
理
的
根
拠
も
あ
る
こ
と
は
確
認

さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
「
一
日
の
出
家
の
功
徳
…
…
」
に
示
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
が
出
家
を
強
調
す
る
出
典
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
程
尊
い
出
家
を
果
し
た
浮
舟
の
還
俗
は
、
な
お
さ
ら
救
い
を
保
障
さ

れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
僧
都
の
還
俗
勧
告
は
、
自
分
の
軽
率
な
過
失
を
償
う
方
法
と
し
て
と
ら
れ
た

処
置
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
浮
舟
に
対
す
る
深
い
人
間
的
愛
情
の
発
露
で
も
あ

っ
た
。
還
俗
は
確
か
に
罪
深
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
敢
え
て
犯
し
て
も
浮

舟
が
薫
の
愛
執
に
妨
げ
ら
れ
た
ま
ま
仏
門
に
あ
る
こ
と
の
罪
深
か
さ
か
ら
彼
女

を
解
放
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
丸
山
キ
ヨ
子
氏
の
説

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈲

か
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
愛
執
に
処
し
て
愛
執
を
超
え
る
」
道
で
あ
っ
た
。

 
し
か
し
ま
た
、
還
俗
は
浮
舟
を
出
家
の
世
界
か
ら
現
実
の
人
間
的
世
界
に
引

き
戻
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
浮
舟
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
耐
え
ら
れ
る
こ
と
で
は

な
い
。
彼
女
の
僧
都
拒
否
も
そ
の
意
味
に
お
い
て
当
然
な
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

 
宗
教
的
救
済
へ
の
志
向
と
そ
の
挫
折
-
浮
舟
も
ま
た
、
宇
治
十
帖
が
一
貫

し
て
問
い
続
け
て
き
た
こ
の
命
題
と
の
対
決
を
余
儀
な
ぐ
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
場
合
、
僧
都
の
手
紙
に
、
 
「
愛
執
の
罪
、
還
俗
の
罪
を
犯
し
て
な
ほ
救
済

の
希
望
を
か
け
う
る
論
理
が
求
め
ら
れ
て
な
い
」
と
し
て
、
僧
都
自
身
解
決
で

き
な
か
っ
た
難
問
題
に
つ
い
て
そ
れ
を
浮
痛
が
解
決
で
き
る
は
ず
も
な
く
、

「
な
す
べ
き
方
途
も
な
く
う
ち
臥
す
浮
舟
の
姿
」
こ
そ
源
氏
物
語
の
到
達
点
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑯

象
徴
す
る
も
の
、
と
小
野
村
洋
子
氏
は
説
い
て
お
ら
れ
る
。
重
松
氏
は
「
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
」
と
説
か
れ
る
。
い

ず
れ
も
傾
聴
す
べ
き
意
見
で
あ
る
が
、
私
は
、
僧
都
の
役
割
は
、
浮
舟
に
還
俗

を
勧
め
る
手
紙
を
書
い
た
と
こ
ろ
で
そ
の
全
て
を
完
了
し
て
い
る
と
考
え
る
。

浮
舟
の
強
固
な
出
離
の
意
志
を
、
そ
の
根
底
か
ら
引
き
揺
る
が
そ
う
と
す
る
僧

都
の
勧
告
は
、
こ
の
巻
で
浮
舟
に
宛
て
ら
れ
た
薫
の
手
紙
の
世
界
と
同
質
同
等

の
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
物

語
の
中
心
人
物
は
浮
舟
で
あ
り
、
僧
都
で
さ
え
も
所
詮
は
脇
役
で
あ
る
。
僧
都

は
、
浮
舟
の
周
囲
で
彼
女
を
出
家
の
世
界
か
ら
や
、
も
す
れ
ば
現
実
へ
連
れ
戻

そ
う
と
す
る
他
の
諸
々
の
人
物
の
中
の
一
人
で
あ
っ
て
よ
く
、
そ
れ
以
上
で
は

あ
り
得
な
い
。
浮
舟
の
悲
劇
性
を
形
象
化
す
る
た
め
の
、
単
な
る
狂
言
廻
し
と

言
え
ば
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
も
、
浮
舟
に
優
先
す
る
役
割
は
に
な

い
得
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
作
者
は
正
確
に
浮
舟
の
世
界
を
深
化
さ
せ
る
。

宇
治
十
帖
結
末
部
の
方
法
と
思
想
 
一
い
わ
ゆ
る
浮
舟
の
還
俗
問
題
を
回
心
に
i
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聖
な
る
仏
道
の
世
界
を
め
ぎ
し
つ
つ
も
な
お
現
実
の
矛
盾
・
迷
妄
か
ら
完
全
に

解
放
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
人
間
の
姿
が
、
浮
舟
像
の
深
化
過
程
の
裡
に
、
執
拗

に
追
跡
さ
れ
る
。
自
ら
の
宿
命
の
内
部
に
棲
む
根
源
的
矛
眉
、
人
間
性
そ
の
も

の
の
根
本
に
息
づ
く
あ
る
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
（
蟄
居
中
の
浮
舟
の
心
に

浮
か
ぶ
匂
宮
）
…
…
こ
れ
ら
浮
舟
の
生
を
そ
の
根
底
か
ら
ゆ
り
動
か
し
た
様
々

の
も
の
と
対
決
し
て
、
こ
れ
か
ら
浮
舟
は
ひ
た
す
ら
に
出
家
の
道
を
歩
ま
ね
ば

な
ら
ぬ
。

 
宗
教
的
救
済
の
世
界
と
人
間
的
罪
障
の
世
界
の
対
立
一
浮
舟
は
そ
の
間
に

生
身
を
琶
い
て
苦
悩
し
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
宇
治
十

帖
の
作
者
は
二
者
対
照
法
を
有
効
な
方
法
と
し
て
用
い
て
お
り
、
そ
れ
は
以
前

の
橋
姫
物
語
に
み
ら
れ
た
も
の
と
殆
ど
変
っ
て
い
な
い
。

 
僧
都
の
役
割
は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
る
宇
治
十
帖
の
世
界
像
の
範
囲
内

で
把
握
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
僧
都
は
恐
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
作
者
の
主

題
追
求
に
お
い
て
、
最
も
有
効
な
人
物
造
型
の
達
成
で
あ
っ
た
。

日

 
浮
舟
が
、
僧
都
の
手
紙
を
読
ま
ず
、
弟
小
君
に
も
会
お
う
と
せ
ず
、
薫
の
手
紙

さ
え
も
拒
ん
で
い
る
態
度
は
、
頑
固
な
感
じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
仏
道

へ
の
強
固
な
意
志
の
現
わ
れ
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
浮
舟
の
態
度
は
、

既
に
早
く
か
ら
見
ら
れ
た
こ
と
で
、
例
え
ば
、
蘇
生
後
の
浮
舟
が
何
度
尋
ね
ら

れ
て
も
我
が
身
の
素
姓
や
過
去
を
黙
秘
す
る
条
、
中
将
（
妹
尼
の
娘
婿
）
の
熱

心
な
懸
想
に
も
靡
か
ず
「
ひ
た
ぶ
る
に
、
な
き
者
と
、
人
に
、
見
聞
き
捨
て
ら

れ
て
も
、
や
み
な
ぱ
や
」
 
（
手
習
）
「
す
べ
て
、
松
木
な
ど
の
や
う
に
て
、

人
に
見
捨
て
ら
れ
て
、
や
み
な
む
」
 
（
伺
）
と
申
将
を
拒
絶
す
る
条
あ
た
り
に

も
明
瞭
で
あ
っ
た
。

 
し
か
し
、
こ
う
い
う
浮
舟
の
姿
は
本
来
彼
女
自
身
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

浮
舟
巻
樽
で
入
水
を
決
意
す
る
ま
で
の
彼
女
は
、
無
意
思
量
で
、
外
界
に
対
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈲

る
拒
絶
反
応
を
示
し
た
こ
と
も
な
く
、
秋
山
慶
氏
も
説
か
れ
る
よ
う
に
「
な
さ

れ
る
が
ま
ま
、
運
命
に
翻
弄
さ
れ
つ
づ
け
た
」
の
で
あ
っ
た
が
、
入
水
そ
し
て

蘇
生
し
た
浮
舟
は
「
生
き
な
が
ら
地
獄
を
く
ぐ
り
ぬ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
い
ま

念
仏
に
い
そ
し
み
手
習
に
思
い
を
清
ま
す
主
体
的
行
為
者
と
し
て
よ
み
が
え
っ

た
」
の
で
あ
る
。
、
浮
舟
の
入
水
を
境
と
す
る
こ
の
変
身
ぶ
り
は
諸
氏
の
等
し
く

指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
例
え
ば
松
村
誠
一
氏
が
浮
舟
の
「
ら
う
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈹

さ
」
と
「
心
強
さ
」
に
視
点
を
置
い
て
分
析
さ
れ
て
い
る
の
は
示
唆
深
い
。
私

は
浮
舟
の
「
心
強
さ
」
あ
る
い
は
「
主
体
的
行
為
者
」
を
、
彼
女
が
中
将
や
尼

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

を
は
じ
め
僧
都
や
薫
な
ど
に
示
す
拒
否
の
態
度
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
外
界
か
ら
の
刺
激
に
対
す
る
浮
舟
の
頑
強
な
拒
絶
反
応
は
、
当

然
、
か
っ
て
の
大
君
の
姿
を
確
実
に
想
起
さ
せ
る
。
（
総
角
）
大
君
は
、
仏
道

欣
求
の
あ
ま
り
薫
の
求
愛
す
ら
も
拒
み
つ
づ
け
、
清
ら
か
に
死
ん
だ
。
浮
舟
も

ま
た
薫
と
の
再
会
を
拒
み
ひ
た
す
ら
出
家
の
道
に
励
む
。
彼
女
の
道
心
は
も
は

や
動
く
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
こ
こ
に
至
っ
て
浮
舟
の
世
界
は
大
君
の
世
界
と
き

わ
め
て
近
似
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

 
宇
治
十
帖
に
お
け
る
橋
姫
物
語
と
浮
舟
物
語
の
関
連
性
な
い
し
統
一
性
の
問

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈹

題
に
つ
い
て
は
、
本
誌
前
号
に
触
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い

が
、
作
者
が
こ
の
物
語
に
か
け
た
文
学
的
営
為
に
は
、
一
貫
し
て
、
人
間
性
の

根
源
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
た
人
間
の
罪
障
深
い
宿
世
と
そ
こ
か
ら
の
人
間

浄
化
・
救
済
の
問
題
が
、
探
求
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。
そ
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れ
も
、
主
人
公
の
薫
に
お
い
て
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
大
君
や
浮
舟
な
ど
の
女

性
人
物
に
お
い
て
で
あ
る
。

 
確
か
に
橋
姫
物
語
の
方
法
と
浮
舟
物
語
の
方
法
と
は
同
一
で
は
な
い
。
大
君

は
現
世
拒
否
の
観
念
を
出
発
点
と
し
そ
の
故
の
苦
悩
を
背
負
っ
た
の
だ
が
、
浮

舟
は
現
世
体
験
の
肯
定
か
ら
出
発
し
て
苦
悩
し
現
世
拒
否
の
思
想
に
到
達
し
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
へ

の
で
あ
っ
て
、
両
者
は
い
わ
ば
同
一
世
界
の
往
相
と
還
相
の
軌
跡
を
描
い
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
の
生
を
深
く
刻
ん
だ
苦
悩
の
い
ち
い
ち
は
、
女
で
あ

る
こ
と
の
、
し
か
も
当
時
の
時
代
社
会
の
背
景
を
も
つ
具
体
的
な
貴
族
生
活
者

と
し
て
の
女
で
あ
る
こ
と
の
、
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
情
況
に
発
し
た
苦
悶
の
声
で

も
あ
っ
た
。
大
君
が
拒
絶
し
浮
舟
も
ま
た
拒
否
し
た
当
の
も
の
は
、
実
は
人
間

性
そ
の
も
の
の
内
部
に
潜
む
罪
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
す
ぐ
れ
て
当
時
の
頽
廃
し

た
貴
族
社
会
で
あ
っ
た
。
浮
舟
の
拒
絶
の
姿
勢
が
、
「
と
か
も
な
お
さ
ず
作
者

が
物
語
の
世
界
を
通
し
て
到
達
し
た
と
こ
ろ
の
、
貴
族
社
会
に
対
す
る
批
判
的

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
紛

姿
勢
で
あ
っ
た
」
と
は
秋
山
慶
氏
の
い
み
じ
く
も
説
か
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
浮
舟
の
態
度
か
ら
み
て
、
今
後
彼
女
が
ひ
た
す
ら
出
家
修
行
に

励
ん
で
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
諸
氏
の
殆
ど
一
致
し
て
説
く
と
こ
ろ
で
あ

る
。
岡
一
男
氏
は
「
そ
の
道
心
は
も
は
や
動
く
こ
と
は
あ
る
ま
い
」
と
述
べ
、

秋
山
氏
は
「
今
後
の
予
断
も
許
さ
れ
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
彼
女
は
確
実
に
現

世
厭
離
の
道
を
歩
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
歩
み
に
内
在
す
る
根
深
い
葛

藤
も
、
そ
れ
が
試
練
と
な
っ
て
、
彼
女
は
救
済
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
」
．
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
重
松
氏
も
「
（
仮
に
）
浮
舟
が
還
俗
し
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
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈱

て
か
ら
、
出
家
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
期
待
で
き
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
。

他
に
同
旨
の
論
は
多
い
。

 
た
だ
、
よ
く
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
終
末
の
場
面
で
浮
舟
の
心
情
に
動
揺

が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
薫
の
手
紙
の
使
者
小
君
を
見
て
「
い
と
、
悲
し

く
て
、
ほ
ろ
く
と
、
泣
か
れ
ぬ
」
（
夢
浮
橋
）
浮
舟
で
あ
っ
た
し
、
薫
の
手

紙
に
接
し
て
「
さ
す
が
に
、
う
ち
泣
き
て
、
ひ
れ
臥
し
給
へ
れ
ば
」
 
（
同
）

と
、
涙
す
る
浮
舟
で
あ
る
。
こ
の
描
写
か
ら
直
ち
に
、
浮
舟
の
道
心
が
揺
ら
ぎ

彼
女
は
還
俗
し
て
薫
と
夫
婦
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
説
や
、
こ
こ
ま
で
書
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図

て
き
た
作
者
自
身
の
思
惟
構
想
の
限
界
の
あ
ら
わ
れ
を
見
る
と
す
る
説
な
ど
を

私
は
肯
定
で
き
な
い
。
が
、
作
者
が
こ
れ
ま
で
に
丹
念
に
描
い
て
き
た
も
の

が
、
出
家
へ
の
真
摯
な
意
志
を
固
め
よ
う
と
す
る
浮
舟
と
そ
れ
を
妨
害
す
る
外

的
な
様
々
な
誘
惑
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
最
終
の
場
面
で
そ
の
両
者
の
板

ば
さ
み
に
煩
悶
し
涙
す
る
浮
舟
の
姿
は
注
視
さ
る
べ
き
一
点
で
は
あ
る
。

 
こ
の
場
面
で
の
浮
舟
の
悲
痛
な
心
情
は
哀
感
切
々
た
る
物
語
情
緒
「
物
の
あ

は
れ
」
と
な
っ
て
反
映
し
、
文
芸
的
に
も
効
果
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
単
に
文
芸

 
 
 
 
 
 
 
‘
 
 
 
 
 
 
 
 
㈲

美
と
し
て
の
「
物
の
あ
は
れ
」
と
見
る
の
み
な
ら
ず
、
も
っ
と
積
極
的
に
評
価

し
た
い
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
。

 
作
者
は
悲
壮
か
つ
真
摯
な
決
意
で
浮
舟
を
出
家
に
向
か
わ
せ
た
。
し
か
し
、

い
ろ
い
ろ
な
障
害
や
誘
惑
が
そ
こ
に
は
待
ち
う
け
て
い
た
。
僧
都
や
薫
は
、
浮

舟
に
外
か
ら
追
る
障
害
や
誘
惑
の
典
型
と
し
て
描
か
れ
た
。
浮
舟
の
道
は
必
ず

し
も
平
担
で
は
な
い
。
浮
舟
が
生
身
の
人
間
で
あ
る
以
上
、
超
越
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
が
、
出
家
へ
の
志
向
を
強
く
す
る
彼
女
を
苦
悶
さ
せ
る
。
浮
舟

は
確
か
に
出
家
へ
の
意
志
を
固
く
し
て
い
る
と
は
言
え
、
人
情
を
完
全
に
脱
却

し
て
仏
道
に
徹
す
る
ま
で
に
は
、
そ
こ
に
無
量
無
限
の
苦
悩
が
あ
る
こ
と
を
、

物
語
の
終
末
は
暗
示
す
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に

作
者
の
書
き
た
か
っ
た
人
間
の
姿
な
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
、
作
者
自

宇
治
十
帖
結
末
部
の
方
法
と
思
想
 
1
い
わ
ゆ
る
浮
舟
の
還
俗
問
題
を
申
心
に
一
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身
の
仏
道
へ
の
志
向
と
人
間
的
現
実
へ
の
執
着
に
悩
ん
だ
精
神
的
苦
悩
の
全
体

で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

 
私
は
、
浮
舟
が
還
俗
す
る
で
あ
ろ
う
と
は
思
わ
な
い
。
同
時
に
ま
た
、
浮
舟

の
出
家
の
道
が
何
の
挫
折
も
な
く
完
遂
さ
れ
る
と
も
考
え
な
い
。
宗
教
的
救
済

へ
の
志
向
と
入
間
的
現
実
へ
の
執
着
と
、
こ
の
両
者
は
永
遠
に
対
立
相
剋
し
続

け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
源
氏
物
語
の
方
法
と
は
、
こ
の
対
立
相
剋
す
る
両
局
を

人
物
や
事
件
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
形
象
化
・
典
型
化
す
る
か
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
思
想
と
は
、
こ
の
よ
う
な
分
裂
の
危
機
に
瀕
し
て
な
お
も
人
間
ら
し
く

生
き
よ
う
と
す
る
魂
が
社
会
的
現
実
と
の
関
わ
り
の
中
で
ど
の
よ
う
な
苦
悩
を

経
験
す
る
か
を
表
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

 
作
者
に
と
っ
て
、
人
間
の
宗
教
に
よ
る
救
済
は
常
に
理
想
と
し
て
志
向
さ
れ

な
が
ら
も
、
そ
の
対
立
位
相
と
し
て
現
わ
れ
る
人
間
性
の
諸
々
の
矛
盾
や
挫
折

を
、
捨
象
し
去
る
こ
と
が
遂
に
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
作
者

の
思
惟
の
限
界
で
は
な
い
。
恐
ら
く
人
間
現
実
の
積
極
的
肯
定
で
あ
り
、
そ
れ

を
否
定
し
て
し
ま
う
当
時
の
仏
教
へ
の
懐
疑
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

彼
女
の
日
記
に
は
そ
の
こ
と
を
証
す
る
文
章
が
確
か
に
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。 

結
局
、
夢
浮
橋
巻
の
巻
末
に
至
っ
て
な
お
も
、
浮
舟
の
救
済
の
問
題
は
未
解

決
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
た
だ
、
そ
こ
で
終
わ

っ
て
い
る
源
氏
物
語
が
そ
れ
以
後
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
と

か
、
僧
都
の
還
俗
勧
告
の
教
理
的
根
拠
が
あ
る
か
な
い
か
に
つ
い
て
考
察
す
る

こ
と
の
ほ
か
に
、
わ
れ
わ
れ
が
さ
ら
に
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

矛
盾
と
挫
折
の
申
で
じ
っ
と
身
を
保
ち
な
が
ら
い
か
に
生
く
べ
き
か
を
求
め
続

け
て
い
く
浮
舟
の
姿
そ
の
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
の
浮
舟
を
創
造
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
者
が
わ
れ
わ
れ
に
提
示
し
問
い
か
け
る
何
か
で
は
あ

る
ま
い
か
。

 
私
は
、
仏
教
的
救
済
に
専
心
す
る
浮
舟
に
対
し
て
、
仮
に
救
い
が
も
た
ら
さ

れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
浮
舟
を
凝
視
す
る
作
者
に
は
、
救
い
よ
り
は
む
し
ろ
悲

哀
と
絶
望
さ
え
も
が
心
底
深
く
隠
さ
れ
続
け
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
だ
が
、
詳
考
は
次
の
機
会
に
ゆ
ず
り
た
い
。

注
ω（3） （2）（6） （5） （4）（7）

「
浮
舟
の
救
ひ
の
聞
題
-
還
俗
勧
告
の
教
理
的
根
拠
は
果
し
て
あ
る

か
一
」
（
「
天
理
大
学
学
報
第
五
十
八
輯
」
）
昭
4
3
・
3
）

「
浮
舟
と
横
川
の
僧
都
」
 
（
「
文
学
」
昭
4
3
・
1
1
）

佐
山
済
氏
「
横
川
の
僧
都
一
そ
の
人
間
主
義
に
つ
い
て
一
」
 
（
「
日

本
文
学
」
昭
3
1
・
9
）
、
丸
山
キ
ヨ
子
氏
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
仏

教
的
要
素
（
そ
の
一
）
一
横
川
の
僧
都
に
つ
い
て
一
」
．
（
東
京
女
子

大
「
日
本
文
学
」
昭
3
8
・
1
0
）
、
広
川
勝
実
氏
「
浮
舟
の
救
い
一

そ
の
課
題
と
横
川
僧
都
の
役
割
1
」
 
（
「
日
本
文
学
」
昭
3
9
・
3
）

な
ど
が
代
表
的
。

三
氏
い
ず
れ
も
注
㈲
に
あ
る
も
の
に
拠
る
。

注
ω
に
拠
る
。

「
源
氏
物
語
の
文
芸
的
研
究
」
 
（
風
間
書
房
、
昭
3
7
・
9
）
の
第
四

五
言
三
節
に
拠
る
。
他
に
井
上
光
貞
氏
「
藤
原
時
代
の
浄
土
教
」

（
「
歴
史
学
研
究
」
昭
2
3
・
1
）
、
田
村
円
澄
氏
「
浄
土
思
想
と
求

道
心
」
 
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
3
4
・
4
）
、
村
田
昇
氏
「
日
本
古
典

の
仏
教
的
精
神
」
 
（
一
橋
書
房
、
昭
3
3
・
1
2
）
等
参
照
。

注
ω
に
拠
る
。
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（8）（9）（17） （16） （15） （14） （13） （12） （ID （10）（18）（19）（23） （22） （21） （20）

「
中
古
文
学
の
研
究
に
つ
い
て
」
 
（
上
坂
信
男
氏
「
文
学
・
語
学
」

第
五
十
一
号
、
昭
4
4
・
3
）
が
最
近
時
の
も
の
で
あ
る
が
、
他
に
門

前
真
一
氏
「
源
氏
物
語
新
見
」
 
（
昭
4
1
・
3
）
、
重
松
信
弘
氏
「
源

氏
物
語
の
救
済
に
つ
い
て
」
 
（
梅
光
女
学
院
大
学
「
国
文
学
研
究
」

第
一
号
、
昭
4
0
・
1
1
）
等
、
注
㈲
も
参
照
で
き
る
。

「
源
氏
物
語
の
宗
教
的
精
神
し
 
（
「
日
本
学
士
院
紀
要
、
第
二
十
三

巻
第
三
号
、
昭
4
0
・
1
1
）

注
㈲
の
中
の
重
松
氏
の
論
文
に
拠
る
。

注
ω
に
拠
る
。

「
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
」
 
（
東
京
堂
、
昭
4
1
・
8
）

注
㈲
の
中
の
丸
山
氏
の
論
文
に
拠
る
。

「
源
氏
物
語
に
お
け
る
『
宿
世
』
の
深
化
」
（
「
兄
弟
」
昭
3
9
・
7
）

注
㈲
の
重
松
氏
の
論
文
に
拠
る
。

「
源
氏
物
語
」
 
（
岩
波
新
書
、
昭
4
3
・
1
）

「
浮
舟
1
「
ら
う
た
さ
」
と
「
心
強
さ
」
一
」
 
（
「
成
合
国
文
」
第
一

号
、
昭
4
3
・
1
）

拙
稿
「
宇
治
十
帖
研
究
序
説
」
 
（
梅
光
女
学
院
大
学
「
国
文
学
研

究
」
第
四
号
、
昭
4
3
・
1
1
）

「
浮
舟
を
め
ぐ
っ
て
の
試
論
」
 
（
東
大
出
版
「
源
氏
物
語
の
世
界
」

所
収
、
昭
3
9
・
1
2
）

注
⑫
に
拠
る
。

注
㈹
に
拠
る
。

注
㈲
に
拠
る
。

中
村
良
作
氏
「
夢
の
浮
橋
結
宋
論
」
（
「
国
語
・
国
文
」
昭
1
8
・
7
）

宇
治
十
帖
結
末
部
の
方
法
と
思
想
 
1
い
わ
ゆ
る
浮
舟
の
還
俗
問
題
を
中
心
に
一

㈱㈱（2の

注
α
の
の
小
野
村
洋
子
氏
の
論
文
に
拠
る
。

注
㈲
の
重
松
信
弘
氏
の
論
文
に
拠
る
。

い
か
で
、
い
ま
は
な
ほ
物
忘
れ
し
な
む
、
思
ひ
が
ひ
も
な
し
、
罪
も

ふ
か
か
り
な
ど
、
明
け
た
て
ば
う
ち
な
が
め
て
、
水
鳥
ど
も
の
思
ふ

こ
と
な
げ
に
遊
び
あ
へ
る
を
見
る
。
 
 
 
 
 
（
紫
式
部
日
記
）

 
 
 
 
 
※

世
の
厭
は
し
き
こ
と
は
、
す
べ
て
露
ば
か
り
心
も
と
ま
ら
ず
な
り
に

て
侍
れ
ば
、
聖
に
な
ら
む
に
、
慨
幽
す
べ
う
も
侍
ら
ず
、
た
だ
ひ
た

み
ち
に
そ
む
き
て
、
雲
に
の
ぼ
ら
ぬ
ほ
ど
の
た
ゆ
た
ふ
べ
き
や
う
な

む
侍
る
べ
か
な
る
。
そ
れ
に
や
す
ら
ひ
侍
る
な
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
）

 
 
 
 
 
※

心
深
き
人
ま
ね
の
や
う
に
侍
れ
ど
、
い
ま
は
た
だ
、
か
か
る
か
た
の

こ
と
を
ぞ
思
ひ
給
ふ
る
。
そ
れ
、
罪
ふ
か
き
人
は
、
ま
た
か
な
ら
ず

し
も
か
な
ひ
侍
ら
じ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
，
、
 
 
（
同
）

な
お
、
原
文
の
引
用
は
、

日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
岩
波
）
に
拠
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
昭
4
4
・
9
・
3
0
稿
）
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