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は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』
続
篇
の
宇
治
十
帖
後
半
に
位
置
す
る
浮
舟
物
語
は
、
入

水
譚
、
出
家
譚
を
想
起
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
、『
竹
取
物
語
』
や
『
伊
勢

物
語
』
か
ら
の
影
響
な
ど
、
様
々
な
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
が
指
摘
さ
れ

て
い
る1
注

。
ま
た
、
浮
舟
は
古
注
釈
以
来
「
手
習
の
君
」
と
も
呼
ば
れ
て
お

り
、
浮
舟
の
手
習
は
物
語
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
手
習
歌
を
含

む
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
に
つ
い
て
は
、
詳
細
か
つ
丹
念
な
分
析
に
基
づ
く
論

考
が
多
数
あ
る
。
浮
舟
の
和
歌
を
総
合
的
に
扱
っ
た
論
考
と
し
て
は
、
歌

人
と
し
て
の
成
長
過
程
を
論
じ
た
藤
井
﹇
一
九
八
三
﹈
や
対
人
性
を
排
除

し
て
い
く
独
詠
歌
の
位
相
を
論
じ
た
高
田
﹇
二
〇
〇
三
﹈
が
あ
る
。
ま
た
、

手
習
の
「
書
く
」
と
い
う
行
為
に
焦
点
を
当
て
た
論
考
も
多
い
。
外
在
化

と
い
う
視
角
か
ら
手
習
を
論
じ
た
松
井
﹇
一
九
八
四
﹈
や
、
手
習
と
無
意

識
の
表
出
に
つ
い
て
考
察
し
た
吉
野
﹇
二
〇
一
一
﹈、
手
習
の
伝
達
性
を

指
摘
し
た
山
田
﹇
二
〇
〇
四
﹈
な
ど
、
多
角
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て

す
ぐ
れ
た
分
析
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。

　

和
歌
の
分
析
を
微
細
に
行
う
方
法
以
外
に
、
散
文
中
の
歌
こ
と
ば
を
考

察
し
た
論
考
が
あ
る2
注

。
た
と
え
ば
、「
山
橘
」
に
つ
い
て
は
井
野
﹇
二
〇

一
一
ａ
﹈、「
引
板
」
に
つ
い
て
は
井
野
﹇
二
〇
一
一
ｂ
﹈、「
ま
た
ぶ
り
」

に
つ
い
て
は
鈴
木
﹇
一
九
九
六
﹈、「
橘
」
に
つ
い
て
は
井
上
﹇
二
〇
〇
〇
﹈

の
考
察
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
考
は
浮
舟
物
語
の
言
葉
が
い
か
に
重
層
的

に
織
り
な
さ
れ
て
い
る
の
か
を
示
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
先
行

論
に
示
唆
を
受
け
な
が
ら
、「
浮
舟
」
巻
で
浮
舟
と
匂
宮
が
歌
を
贈
答
し

た
場
面
に
お
け
る
「
中
空
」
を
介
し
た
や
り
取
り
に
つ
い
て
、
こ
の
歌
こ

と
ば
の
も
つ
意
味
を
探
り
な
が
ら
、
他
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
に
も
目

を
配
り
、
従
来
の
解
釈
と
は
異
な
る
視
座
か
ら
考
察
を
試
み
た
い
。

一　
「
浮
舟
」
巻
の
「
中
空
」

　
「
浮
舟
」
巻
で
は
、
匂
宮
と
浮
舟
が
同
じ
空
間
に
い
て
歌
を
贈
答
す
る

場
面
が
四
つ
あ
る
。
そ
の
中
で
手
習
に
よ
る
贈
答
は
二
組
で
あ
る
。
一
つ

『
源
氏
物
語
』
浮
舟
と
匂
宮
の
「
中
空
」

│
│
『
伊
勢
物
語
』
二
十
一
段
と
「
若
菜
上
」
巻
の
紫
の
上
を
手
が
か
り
に
し
て
│
│

増

田

高

士

﹇
キ
ー
ワ
ー
ド　

①
中
空　

②
『
伊
勢
物
語
』
二
十
一
段　

③
引
用　

④
手
習　

⑤
ひ
き
破
る
﹈
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目
は
匂
宮
が
浮
舟
の
在
り
処
を
つ
き
と
め
、
自
身
を
薫
と
偽
っ
て
宇
治
の

邸
に
闖
入
し
て
逢
瀬
を
遂
げ
た
後
の
贈
答
で
あ
る
が
、
本
稿
で
主
に
考
察

の
対
象
と
す
る
の
は
匂
宮
の
二
度
目
の
来
訪
時
に
お
け
る
贈
答
で
あ
る
。

匂
宮
は
浮
舟
と
水
入
ら
ず
の
時
間
を
過
ご
す
た
め
に
、
従
者
の
時
方
に
用

意
さ
せ
た
隠
れ
家
に
浮
舟
を
連
れ
て
行
き
、
手
習
に
興
じ
る
。

①　
「
峰
の
雪
み
ぎ
は
の
氷
踏
み
わ
け
て
君
に
ぞ
ま
ど
ふ
道
は
ま
ど
は

ず木
幡
の
里
に
馬
は
あ
れ
ど
」
な
ど
、
あ
や
し
き
硯
召
し
出
で
て
、
手

習
ひ
た
ま
ふ
。

降
り
み
だ
れ
み
ぎ
は
に
氷
る
雪
よ
り
も
中
空
に
て
ぞ
わ
れ
は
消

ぬ
べ
き

と
書
き
消
ち
た
り
。
こ
の
中
空
を
と
が
め
た
ま
ふ
。
げ
に
憎
く
も
書

き
て
け
る
か
な
、
と
は
づ
か
し
く
て
ひ
き
破
り
つ
。
さ
ら
で
だ
に
見

る
か
ひ
あ
る
御
あ
り
さ
ま
を
、
い
よ
い
よ
あ
は
れ
に
い
み
じ
と
、
人

の
心
に
し
め
ら
れ
む
と
、
尽
く
し
た
ま
ふ
言
の
葉
、
け
し
き
、
言
は

む
か
た
な
し
。 

（
浮
舟
巻
⑧
五
六
│
五
七
頁
）

匂
宮
は
浮
舟
の
心
を
惹
こ
う
と
手
習
す
る
。
匂
宮
の
歌
は
「
道
は
迷
わ
ず

来
た
の
に
あ
な
た
に
は
迷
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
意
だ
が
、
浮
舟
も
手
習

で
返
歌
す
る
。「
降
り
乱
れ
て
汀
に
氷
る
雪
よ
り
も
は
か
な
く
、
私
は
空

の
中
途
で
消
え
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
」
と
。
そ
し
て
自
ら
の
手
習
を
「
書

き
消
」
す
が
、
匂
宮
が
そ
の
「
中
空
」
を
「
と
が
め
」
る
。
そ
れ
に
対
し

て
浮
舟
は
「
げ
に
憎
く
も
書
き
て
け
る
か
な
」
と
紙
を
「
ひ
き
破
」
っ
て

し
ま
う
。

　

浮
舟
の
歌
に
つ
い
て
、
高
橋
﹇
一
九
八
二
﹈
は
「
根
源
的
な
意
味
で
の

故
郷
喪
失
者
と
し
て
の
〈
浮
舟
〉
が
、
自
己
の
存
在
の
位
相
を
直
感
し
た

こ
と
ば
」
で
あ
り
「
浮
舟
自
身
の
存
在
感
覚
」
を
あ
ら
わ
す
と
指
摘
す
る
。

ま
た
、
歌
が
本
人
の
今
後
の
運
命
や
物
語
展
開
を
予
感
さ
せ
る
方
法
で
あ

る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
今
井
﹇
一
九
八
二
﹈
は
「
女
が
、
刻
々
に
近
づ

く
死
の
予
感
に
お
び
え
て
い
る
意
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
小
町
谷
﹇
一

九
九
七
﹈
は
「
浮
舟
の
立
場
と
運
命
を
暗
示
す
る
」
歌
だ
と
指
摘
す
る
。

当
該
歌
の
み
な
ら
ず
、
浮
舟
は
本
文
①
に
先
立
つ
匂
宮
と
の
贈
答
に
お
い

て
も
「
橘
の
小
島
の
色
は
か
は
ら
じ
を
こ
の
浮
舟
ぞ
ゆ
く
へ
知
ら
れ
ぬ
」

（
浮
舟
巻
⑧
五
三
頁
）
と
い
う
歌
を
詠
ん
で
い
た
。
匂
宮
と
の
逢
瀬
を
重

ね
て
い
く
に
つ
れ
て
自
身
の
不
安
定
な
身
の
上
や
儚
い
運
命
を
暗
示
さ
せ

る
響
き
を
も
つ
歌
を
連
続
し
て
詠
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
先

行
論
は
首
肯
す
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。

　

浮
舟
の
歌
の
意
義
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
本
稿
で
と
り
わ
け
問
題
と
し

た
い
の
は
匂
宮
が
「
中
空
」
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
の
か
、
と
い
う
点

で
あ
る
。
浮
舟
が
「
中
空
」
の
歌
を
手
習
し
て
匂
宮
が
そ
れ
を
「
と
が
め
」

た
と
き
、
浮
舟
は
「
げ
に
」
と
い
う
反
応
を
示
し
て
、
紙
を
「
ひ
き
破
」
っ

て
い
る
。「
げ
に
」
と
は
相
手
の
指
摘
に
対
し
て
「
な
る
ほ
ど
」
と
是
認

す
る
意
で
あ
る
か
ら
、
浮
舟
の
意
図
と
は
別
の
解
釈
が
匂
宮
に
よ
っ
て
提

示
さ
れ
、
浮
舟
が
そ
れ
に
気
づ
い
て
「
げ
に
」
と
納
得
し
た
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る3
注

。

　

で
は
、
匂
宮
は
ど
の
よ
う
な
意
で
「
と
が
め
」
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先

行
論
を
確
認
す
る
と
、
先
の
今
井
論
文
は
匂
宮
が
浮
舟
の
不
安
に
は
気
づ

か
ず
「
匂
宮
と
薫
と
の
間
で
中
ぶ
ら
り
ん
で
い
る
と
は
け
し
か
ら
ぬ
、
と

た
だ
皮
相
に
受
取
っ
」
た
と
指
摘
す
る
。
小
町
谷
論
文
も
同
様
に
「
浮
舟
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が
薫
と
自
分
と
の
間
に
立
っ
て
中
途
半
端
な
気
持
ち
で
い
る
と
解
し
て
咎

め
た
」
と
指
摘
す
る
。
注
釈
書
を
確
認
す
る
と
、『
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
』（
小
学
館
）、『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』（
新
潮
社
）、『
新
日
本
古
典

文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
）
も
同
様
の
解
釈
を
し
て
い
る4
注

。

　

以
上
を
整
理
す
る
と
、
浮
舟
は
自
身
の
不
安
定
な
身
の
上
を
「
中
空
」

と
し
て
歌
に
詠
ん
だ
が
、
匂
宮
は
そ
れ
を
薫
と
匂
宮
の
中
間
で
揺
れ
る

「
中
空
」
だ
と
解
釈
し
て
と
が
め
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
物
語
展
開

を
ふ
ま
え
れ
ば
浮
舟
が
薫
と
匂
宮
の
間
で
板
挟
み
に
な
り
、
そ
の
悩
み
を

誰
に
も
打
ち
明
け
る
こ
と
な
く
、
外
的
状
況
と
内
面
の
両
方
か
ら
追
い
詰

め
ら
れ
て
入
水
を
企
て
る
に
至
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
本

稿
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
右
の
よ
う
に
匂
宮
の
「
と
が
め
」
が
男
女
の

三
角
関
係
の
悩
み
を
言
い
当
て
た
も
の
だ
と
す
る
解
釈
が
は
た
し
て
妥
当

か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
作
中
に
お
け
る
「
中
空
」
の
用

例
を
確
認
す
る
と
、
男
性
二
人
の
間
で
思
い
悩
む
女
性
の
状
況
や
心
境
を

「
中
空
」
と
表
現
す
る
用
例
は
見
当
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
物
語
展
開

を
ふ
ま
え
て
語
の
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
を
否
定
す
る
意
図
は
な
い
が
、

別
の
解
釈
が
成
り
立
つ
可
能
性
を
探
っ
て
も
よ
い
場
面
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。『
源
氏
物
語
』
作
中
に
お
い
て
「
中
空
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を

含
み
も
つ
の
か
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。

二　
『
源
氏
物
語
』
の
「
中
空
」

　
「
中
空
」
は
小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版
）
に
よ
れ
ば
、
名

詞
の
場
合
で
は
大
別
し
て
「
空
の
中
ほ
ど
。
空
中
。」
と
「
出
発
点
か
ら

到
着
地
ま
で
の
中
間
を
さ
し
て
い
う
。
中
途
。」
の
二
つ
の
意
が
あ
る5
注

。

「
中
空
」
は
歌
こ
と
ば
で
あ
り
、
用
例
は
和
歌
に
多
い
。
た
と
え
ば
「
初

雁
の
は
つ
か
に
声
を
聞
き
し
よ
り
中
空
に
の
み
も
の
を
思
ふ
か
な
」（『
古

今
集
』・
巻
第
十
一
・
恋
一
・
四
八
一
・
凡
河
内
躬
恒
）
の
「
中
空
」
は

も
の
思
い
を
す
る
精
神
状
態
の
意
の
「
う
わ
の
空
、
放
心
状
態
」
で
あ
る

と
同
時
に
、
初
雁
の
縁
語
と
し
て
雁
の
飛
ぶ
空
間
を
あ
ら
わ
し
て
い
る6
注

。

　

散
文
作
品
に
お
け
る
用
例
は
少
な
く
、『
伊
勢
物
語
』、『
う
つ
ほ
物
語
』、

『
蜻
蛉
日
記
』
に
各
一
例
確
認
で
き
る
だ
け
で
あ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
に

は
「
中
空
」
の
用
例
が
合
計
十
四
例
と
多
い7
注

。
作
中
人
物
ご
と
に
整
理
す

る
と
、
浮
舟
が
最
多
の
四
例
、
紫
の
上
、
明
石
の
君
、
落
葉
の
宮
、
夕
霧

が
各
二
例
、
玉
鬘
の
大
君
、
薫
が
各
一
例
と
な
る
。
こ
れ
ら
を
大
別
す
る

と
、
他
の
作
中
人
物
が
当
人
の
置
か
れ
た
中
途
半
端
な
身
の
上
を
「
中
空
」

と
い
う
場
合
と
、
当
人
が
自
分
の
こ
と
を
「
中
空
」
と
い
う
場
合
が
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
作
中
の
全
用
例
に
つ
い
て
は
原
岡
﹇
二
〇
一
六
﹈
が
す

で
に
詳
細
に
検
討
し
て
お
り
、「
中
空
」
が
「
二
つ
の
も
の
の
間
を
揺
れ

る
感
覚
を
と
り
わ
け
掬
い
上
げ
る
固
有
の
表
現
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る
。
原
岡
論
文
は
作
中
人
物
の
特
徴
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、「
中
空
」
と
そ

の
人
物
の
置
か
れ
た
状
況
と
の
響
き
合
い
を
的
確
に
捉
え
た
す
ぐ
れ
た
分

析
で
あ
る
。
全
用
例
の
検
討
は
原
岡
論
文
に
詳
し
い
た
め
本
稿
で
は
省
略

し
、
と
り
わ
け
本
文
①
の
「
中
空
」
に
絞
っ
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

匂
宮
の
「
中
空
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
原
岡
論
文
も
他
の
論
考
と
同

様
に
「
薫
と
匂
宮
の
狭
間
に
揺
れ
る
心
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、

作
中
の
用
例
を
確
認
す
る
と
女
が
男
二
人
の
間
で
揺
れ
る
と
い
う
意
の
用

例
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
原
岡
論
文
の
い
う
「
二
つ
の
も
の
の
間

を
揺
れ
る
感
覚
」
を
稿
者
な
り
に
定
義
す
れ
ば
、
ど
ち
ら
と
も
付
け
な
い
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状
況
と
そ
れ
に
伴
う
や
る
せ
な
さ
や
諦
め
の
感
情
を
あ
ら
わ
す
語
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
本
文
①
以
外
の
浮
舟
に
関
す
る
例
二
つ
を
確
認
す

る
。②　

〔
母
君
〕「
…
〔
前
略
〕
…
中
空
に
所
狭
き
御
身
な
り
、
と
思
ひ
嘆
き

は
べ
り
て
」
と
言
ふ
。 

（
浮
舟
巻
⑧
六
八
頁
）

③　

…
〔
前
略
〕
…
行
く
べ
き
方
も
ま
ど
は
れ
て
、
帰
り
入
ら
む
も
中

空
に
て
、
心
強
く
こ
の
世
に
失
せ
な
む
と
思
ひ
立
ち
し
を
…
〔
後
略
〕

…
。 

（
手
習
巻
⑧
一
八
九
頁
）

本
文
②
・
③
と
本
文
①
の
例
を
合
わ
せ
て
浮
舟
の
例
は
計
四
例
と
な
る
。

②
は
母
君
の
発
言
で
あ
る
。
浮
舟
は
薫
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
を
待
つ
身

で
あ
り
、「
東
屋
」
巻
で
匂
宮
に
言
い
寄
ら
れ
た
一
件
が
あ
っ
た
の
で
中

の
君
の
も
と
に
身
を
寄
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
た
、
常
陸
介
の
い
る

実
家
に
も
戻
る
こ
と
が
で
き
ず
、
拠
り
所
の
な
い
状
況
を
「
中
空
」
と
い

う
。
浮
舟
が
薫
と
匂
宮
の
間
で
板
挟
み
に
あ
る
状
況
を
母
君
は
知
ら
な
い

の
で
、
そ
れ
を
「
中
空
」
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
③
は
浮

舟
が
入
水
を
企
て
た
時
の
回
想
で
あ
る
。
行
き
先
に
迷
う
が
、
部
屋
に
戻

る
こ
と
も
で
き
な
い
戸
惑
い
の
状
況
を
「
中
空
」
と
表
現
し
て
い
る
。

　

浮
舟
以
外
の
女
君
の
例
も
同
様
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
紫
の
上
、

明
石
の
君
、
落
葉
の
宮
を
一
例
ず
つ
確
認
し
て
お
き
た
い
。「
若
紫
」
巻

で
は
、
尼
君
を
亡
く
し
た
紫
の
上
に
つ
い
て
小
納
言
が
そ
の
身
の
上
を

語
っ
た
際
に
、
子
ど
も
で
も
な
く
大
人
で
も
な
い
中
途
半
端
な
年
齢
を

「
中
空
」
と
い
う
。「
澪
標
」
巻
で
は
、
明
石
の
君
が
住
吉
詣
の
際
に
源
氏

の
一
行
と
鉢
合
わ
せ
、
そ
こ
に
混
じ
っ
て
祈
願
す
る
こ
と
も
帰
る
こ
と
も

で
き
ず
、
や
る
せ
な
さ
を
味
わ
う
心
境
を
「
中
空
」
と
い
う
。「
柏
木
」

巻
で
は
、
一
条
御
息
所
が
娘
の
落
葉
の
宮
に
つ
い
て
、
独
身
を
貫
く
で
も

な
く
夫
柏
木
の
死
に
よ
っ
て
結
婚
生
活
を
続
け
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ

た
こ
と
を
「
中
空
」
だ
と
嘆
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ど
ち
ら
に
も
付
け
な

い
現
状
と
そ
れ
に
対
す
る
や
る
せ
な
さ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

ま
た
、「
中
空
」
が
男
女
の
三
角
関
係
の
文
脈
で
使
用
さ
れ
る
語
で
は

な
い
、
と
い
う
点
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
「
浮
舟
」
巻
に
お

い
て
右
近
の
姉
が
二
人
の
男
に
求
婚
さ
れ
た
挿
話
が
あ
る
が
、「
こ
れ
も

か
れ
も
劣
ら
ぬ
心
ざ
し
に
て
、
思
ひ
ま
ど
ひ
て
は
べ
り
し
ほ
ど
に
…
…
」

（
浮
舟
巻
⑧
八
〇
頁
）
と
あ
り
、「
中
空
」
の
語
の
使
用
は
な
い
。
浮
舟
の

入
水
譚
の
下
敷
き
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
『
大
和
物
語
』
百
四
十
七
段
「
生

田
川
」
も
女
が
男
二
人
に
求
婚
さ
れ
た
話
だ
が
、「
い
づ
れ
ま
さ
れ
り
と

い
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
。
女
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
ぬ
」（
三
六
八
頁
）
と
あ
る
の

み
で
、「
中
空
」
と
い
う
語
は
確
認
で
き
な
い
。

　

以
上
を
ふ
ま
え
て
匂
宮
の
「
と
が
め
」
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。「
中
空
」
に
「
ど
っ
ち
付
か
ず
」
の
意
を
認
め
、
そ
こ
に
物
語
の
内

容
を
前
提
と
し
て
薫
と
匂
宮
を
当
て
は
め
る
と
、
匂
宮
が
「
と
が
め
」
た

の
は
「
浮
舟
が
薫
と
匂
宮
の
ど
ち
ら
に
も
付
け
な
い
」
と
解
釈
し
た
こ
と

が
原
因
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
薫
と
匂
宮
の
狭

間
で
苦
悩
す
る
浮
舟
と
い
う
物
語
の
内
容
を
前
提
と
た
上
で
「
ど
っ
ち
付

か
ず
」
の
二
項
目
に
男
性
二
人
を
は
め
込
む
だ
け
の
解
釈
で
し
か
な
い
。

ま
た
、
男
女
の
三
角
関
係
と
い
う
文
脈
で
「
中
空
」
が
使
用
さ
れ
る
例
が

な
い
こ
と
か
ら
、「
薫
と
匂
宮
の
ど
ち
ら
に
も
付
か
な
い
」
と
い
う
意
味

を
読
み
取
る
こ
と
が
適
切
か
、
疑
問
を
挟
む
余
地
は
残
る
。

　

そ
こ
で
別
の
視
角
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
本
文
①
が
浮
舟
と
匂
宮
と
い
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う
恋
人
間
に
お
け
る
「
中
空
」
の
や
り
取
り
で
あ
る
点
に
着
目
す
る
。
男

女
間
の
や
り
取
り
で
こ
の
語
が
使
用
さ
れ
る
用
例
が
も
う
一
つ
あ
り
、
そ

れ
が
「
若
菜
上
」
巻
に
お
け
る
紫
の
上
で
あ
る
。
恋
人
あ
る
い
は
夫
婦
の

関
係
に
あ
る
男
女
間
で
女
か
ら
男
へ
向
け
て
「
中
空
」
が
使
用
さ
れ
る
と

い
う
共
通
項
を
も
つ
作
中
唯
一
の
例
で
あ
る
。
次
節
で
は
こ
れ
を
手
が
か

り
に
「
中
空
」
を
検
討
す
る
。

三　
「
若
菜
上
」
巻
の
「
中
空
」
と
『
伊
勢
物
語
』
二
十
一
段
引
用

　
「
若
菜
上
」
巻
に
お
い
て
、
朧
月
夜
と
の
逢
瀬
の
後
、
朝
帰
り
の
源
氏

に
対
し
て
紫
の
上
は
す
ぐ
に
そ
れ
と
察
す
る
が
気
づ
か
な
い
ふ
り
を
し
て

い
る
。
源
氏
は
そ
っ
け
な
く
見
放
さ
れ
る
の
が
か
え
っ
て
辛
く
思
わ
れ
る

の
で
、
紫
の
上
へ
の
深
い
愛
情
を
強
調
す
る
よ
う
に
語
り
か
け
る
。

④　

い
み
じ
く
忍
び
入
り
た
ま
へ
る
御
寝
く
た
れ
の
さ
ま
を
待
ち
受
け

て
、
女
君
、
さ
ば
か
り
な
ら
む
と
心
得
た
ま
へ
れ
ど
、
お
ぼ
め
か
し

く
も
て
な
し
て
お
は
す
。
な
か
な
か
う
ち
ふ
す
べ
な
ど
し
た
ま
へ
ら

む
よ
り
も
、
心
苦
し
く
、
な
ど
か
く
し
も
見
放
ち
た
ま
へ
ら
む
と
お

ぼ
さ
る
れ
ば
、
あ
り
し
よ
り
け
に
深
き
契
り
を
の
み
、
長
き
世
を
か

け
て
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
…
〔
中
略
〕
…
。〔
源
氏
〕「
物
越
に
は
つ
か
な

り
つ
る
対
面
な
む
、
残
り
あ
る
こ
こ
ち
す
る
。
い
か
で
人
目
咎
め
あ

る
ま
じ
く
も
て
隠
し
て
、
今
一
た
び
も
」
と
か
た
ら
ひ
き
こ
え
た
ま

ふ
。
う
ち
笑
ひ
て
、〔
紫
の
上
〕「
今
め
か
し
く
も
な
り
返
る
御
あ
り
さ

ま
か
な
。
昔
を
今
に
改
め
加
へ
た
ま
ふ
ほ
ど
、
中
空
な
る
身
の
た
め

苦
し
く
」
と
て
、
さ
す
が
に
涙
ぐ
み
た
ま
へ
る
ま
み
の
、
い
と
ら
う

た
げ
に
見
ゆ
る
に
、〔
源
氏
〕「
か
う
心
や
す
か
ら
ぬ
御
け
し
き
こ
そ
苦

し
け
れ
。
た
だ
お
い
ら
か
に
引
き
抓
み
な
ど
し
て
教
へ
た
ま
へ
。
隔

て
あ
る
べ
く
も
な
ら
は
し
き
こ
え
ぬ
を
、
思
は
ず
に
こ
そ
な
り
に
け

る
御
心
な
れ
」
と
て
、
よ
ろ
づ
に
御
心
と
り
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
何
ご

と
も
え
残
し
た
ま
は
ず
な
り
ぬ
め
り
。

 

（
若
菜
上
巻
⑤
七
五
│
七
六
頁
）

変
わ
ら
ぬ
愛
を
誓
お
う
と
す
る
源
氏
に
対
し
て
、
紫
の
上
は
自
身
を
「
中

空
な
る
身
」
だ
と
い
う
。
こ
の
「
中
空
」
を
含
む
源
氏
と
紫
の
上
の
や
り

取
り
に
は
神
田
﹇
二
〇
二
〇
﹈
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
伊
勢
物
語
』
二

十
一
段
（
一
重
傍
線
部
）
と
三
十
二
段
（
二
重
傍
線
部
）
の
引
用
が
あ
る
。

次
に
示
す
の
は
二
十
一
段
の
本
文
で
あ
る
。

⑤　

む
か
し
、
男
、
女
、
い
と
か
し
こ
く
思
ひ
か
は
し
て
、
こ
と
心
な

か
り
け
り
。
さ
る
を
、
い
か
な
る
こ
と
か
あ
り
け
む
、
い
さ
さ
か
な

る
こ
と
に
つ
け
て
、
世
の
中
を
憂
し
と
思
ひ
て
、
い
で
て
い
な
む
と

思
ひ
て
、
か
か
る
歌
を
な
む
、
よ
み
て
、
も
の
に
書
き
つ
け
け
る
。

い
で
て
い
な
ば
心
か
る
し
と
言
ひ
や
せ
む
世
の
あ
り
さ
ま
を
人

は
知
ら
ね
ば

と
よ
み
お
き
て
、
い
で
て
い
に
け
り
。
…
〔
中
略
〕
…
。

ま
た
ま
た
、
あ
り
し
よ
り
け
に
言
ひ
か
は
し
て
、
男
、

忘
る
ら
む
と
思
ふ
心
の
う
た
が
ひ
に
あ
り
し
よ
り
け
に
も
の
ぞ

か
な
し
き

返
し
、中

空
に
立
ち
ゐ
る
雲
の
あ
と
も
な
く
身
の
は
か
な
く
も
な
り
に

け
る
か
な

と
は
言
ひ
け
れ
ど
、
お
の
が
世
々
に
な
り
に
け
れ
ば
、
う
と
く
な
り
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に
け
り
。 

（
二
十
一
段
）

長
い
間
深
く
愛
し
合
っ
て
い
た
夫
婦
が
い
た
が
、
ど
う
い
っ
た
経
緯
か
、

女
が
出
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
男
は
茫
然
と
す
る
が
、
そ
の
後
久
し
く
し

て
再
び
関
係
を
取
り
戻
し
、
よ
り
深
い
仲
と
な
る
。
し
か
し
結
局
は
二
人

と
も
他
に
想
う
相
手
を
得
て
疎
遠
に
な
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。「
中
空
」

は
女
の
歌
に
詠
ま
れ
て
お
り
、
空
の
中
途
に
あ
る
雲
の
よ
う
に
、
自
身
の

よ
り
所
の
な
さ
や
儚
い
運
命
を
い
う
。

　

本
文
④
で
は
、
朝
帰
り
の
源
氏
が
言
い
訳
が
ま
し
く
愛
を
誓
う
と
き
に

「
あ
り
し
よ
り
け
に
」
が
引
用
さ
れ
、
源
氏
と
昔
男
が
重
な
る
。
一
方
、

紫
の
上
は
「
昔
を
今
に
改
め
加
へ
た
ま
ふ
ほ
ど
、
中
空
な
る
身
の
た
め
苦

し
く
」
と
応
え
る
。
こ
の
「
中
空
」
は
二
十
一
段
の
女
の
返
歌
と
破
線
部

に
あ
る
男
女
の
別
れ
の
結
末
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
紫
の
上
は
自

分
が
儚
い
運
命
を
迎
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
し
て
源
氏
と
の
間
に
横
た

わ
る
溝
が
二
人
の
仲
を
裂
い
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
を
自
身
の
発
言
に
響

か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

二
重
傍
線
部
「
昔
を
今
に
」
の
『
伊
勢
物
語
』
三
十
二
段
の
引
用
に
つ

い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
男
が
過
去
に
関
係
を
結
ん
だ
女
に
対
し

て
縒
り
を
戻
し
た
い
と
思
い
、「
い
に
し
へ
の
し
づ
の
を
だ
ま
き
く
り
か

へ
し
昔
を
今
に
な
す
よ
し
も
が
な
」
と
訴
え
る
が
、
相
手
に
さ
れ
ず
に
終

わ
る
物
語
で
あ
る
。
紫
の
上
は
源
氏
と
朧
月
夜
の
関
係
に
つ
い
て
、
昔
の

恋
を
今
に
取
り
戻
し
て
昔
以
上
に
熱
心
な
源
氏
を
揶
揄
し
て
い
る
わ
け
だ

が
、
三
十
二
段
を
ふ
ま
え
る
こ
と
に
よ
り
、
源
氏
と
朧
月
夜
も
結
局
は
そ

の
よ
う
な
男
女
関
係
に
終
わ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
第
二
部
の
『
伊
勢
物
語
』
引
用
は
、
昔
男
と
源
氏
の
距
離

を
は
か
り
な
が
ら
、
戻
ら
な
い
過
去
、
源
氏
の
老
い
、
紫
の
上
と
の
関
係

の
暗
転
な
ど
を
鮮
明
に
し
て
い
く
方
法
で
あ
る
。

　

以
上
は
神
田
論
文
の
分
析
に
詳
し
い
が
、「
若
菜
上
」
巻
の
紫
の
上
が

『
伊
勢
物
語
』
二
十
一
段
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。『
源

氏
物
語
』
に
お
い
て
、
男
女
間
の
や
り
取
り
で
「
中
空
」
と
い
う
語
が
使

用
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
男
女
関
係
の
終
わ
り
を
暗
示
す
る
の
で
あ
り
、

女
か
ら
男
へ
向
け
た
批
判
の
響
き
を
も
つ
語
で
あ
る
と
い
え
る8
注

。
男
が
女

に
愛
を
誓
う
場
面
で
、
女
が
男
へ
向
け
て
「
中
空
」
を
使
用
す
る
場
面
は

本
文
①
の
浮
舟
と
本
文
④
の
紫
の
上
の
例
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
次
節

で
は
紫
の
上
の
例
を
ふ
ま
え
な
が
ら
浮
舟
と
匂
宮
の
「
中
空
」
に
立
ち

戻
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

四　

匂
宮
の
「
と
が
め
」
と
手
習
を
「
ひ
き
破
」
る
こ
と

　

本
文
①
に
お
い
て
、
愛
を
誓
お
う
と
す
る
匂
宮
の
情
熱
的
な
歌
に
対
し

て
浮
舟
は
「
中
空
」
と
手
習
し
た
。
女
か
ら
男
へ
の
「
中
空
」、
そ
れ
を

受
け
取
っ
た
男
と
い
う
点
が
「
若
菜
上
」
巻
と
の
共
通
項
で
あ
る
。
な
ら

ば
、
紫
の
上
が
源
氏
に
向
け
た
「
中
空
」
の
よ
う
に
、
匂
宮
も
『
伊
勢
物

語
』
二
十
一
段
を
ふ
ま
え
た
男
女
関
係
の
終
わ
り
を
暗
示
す
る
批
判
的
な

言
葉
と
し
て
浮
舟
の
「
中
空
」
の
意
を
汲
み
と
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
従
来
の
解
釈
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
薫
と
匂
宮
の
間
で
揺
れ
る
浮

舟
の
心
情
と
考
え
る
よ
り
も
、『
伊
勢
物
語
』
二
十
一
段
の
引
用
と
考
え

る
ほ
う
が
「
と
が
め
」
の
理
由
が
は
っ
き
り
と
す
る
だ
ろ
う
。
匂
宮
は
相

手
の
心
を
惹
こ
う
と
手
習
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
浮
舟
が
「
中
空
」
を
手

習
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
別
れ
を
暗
示
す
る
言
葉
と
し
て
受
け
取
っ
て
し
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ま
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
相
手
の
歌
を
「
と
が
め
」
る
と
い
う
匂
宮
の
過
剰

と
も
い
え
る
反
応
に
つ
い
て
も
当
然
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
と
が
め
」
を
受
け
た
浮
舟
に
つ
い
て
も
、
男
女
の
別
れ
と
い
う
、
い
か

に
も
そ
の
場
に
気
詰
ま
り
な
空
気
を
生
む
言
葉
を
手
習
し
て
し
ま
っ
た
こ

と
に
気
づ
き
、
そ
の
ば
つ
の
悪
さ
に
い
た
た
ま
れ
な
く
な
っ
て
紙
を
引
き

破
る
と
い
う
大
袈
裟
な
反
応
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
匂
宮
は

浮
舟
の
心
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
言
葉
を
尽
く
す
の
に
ま
す
ま
す
必

死
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
浮
舟
と
匂
宮
の
「
中
空
」
を
め
ぐ
っ
て

の
一
連
の
や
り
取
り
は
、『
伊
勢
物
語
』
二
十
一
段
を
介
し
た
「
男
女
の

別
れ
」
の
意
を
め
ぐ
っ
て
の
や
り
取
り
と
い
え
る
だ
ろ
う9
注

。

　

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
そ
れ
が
単
な
る
『
伊
勢
物
語
』

二
十
一
段
引
用
と
い
う
の
で
は
な
く
、『
伊
勢
物
語
』
の
「
中
空
」
を
介

し
て
紫
の
上
の
場
面
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
わ
け
だ
が
、「
中
空
」

を
中
心
に
両
場
面
を
向
か
い
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
違
い

が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
浮
舟
と
匂
宮
の
「
中
空
」
を
め
ぐ
る

一
連
の
や
り
取
り
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

両
者
の
違
い
に
つ
い
て
だ
が
、
一
つ
は
男
女
の
関
係
性
の
違
い
が
あ
る
。

紫
の
上
と
源
氏
は
「
若
紫
」
巻
以
降
、
長
い
年
月
を
か
け
て
夫
婦
関
係
を

築
い
て
き
た
の
で
あ
り
、「
若
菜
上
」
巻
に
お
け
る
紫
の
上
の
批
判
の
言

葉
に
は
そ
れ
だ
け
の
重
み
が
伴
っ
て
直
接
的
に
源
氏
に
ぶ
つ
け
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
源
氏
の
方
が
た
じ
た
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
一
方
で
、

匂
宮
に
と
っ
て
の
浮
舟
は
あ
く
ま
で
中
の
君
に
劣
る
存
在
で
し
か
な
く
、

薫
と
の
ラ
イ
バ
ル
関
係
を
前
提
と
し
た
愛
人
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
。

本
文
①
の
直
後
に
は
「
姫
宮
に
こ
れ
を
た
て
ま
つ
り
た
ら
ば
、
い
み
じ
き

も
の
に
し
た
ま
ひ
て
む
か
し
」（
浮
舟
巻
⑧
五
七
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、

匂
宮
は
浮
舟
を
女
房
と
し
て
女
一
の
宮
に
仕
え
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
て
も

い
る
。
匂
宮
が
「
中
空
」
を
「
と
が
め
」
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
紫
の
上

が
源
氏
に
突
き
つ
け
た
よ
う
な
重
さ
を
伴
っ
て
匂
宮
に
響
い
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
な
ん
と
か
し
て
浮
舟
の
心
を
魅
惑
し
よ
う
と
い
う
感
情
に
任

せ
た
匂
宮
の
戯
れ
の
心
を
浮
き
彫
り
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
男
女
関
係
の
差
異
よ
り
も
さ
ら
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
紫

の
上
と
源
氏
の
や
り
取
り
が
会
話
文
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
浮
舟
と
匂
宮

は
手
習
と
い
う
書
か
れ
た
も
の
を
媒
介
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
浮
舟
は
、

自
身
の
手
習
を
「
書
き
消
ち
」
て
お
り
、
匂
宮
の
「
と
が
め
」
に
よ
っ
て

そ
れ
を
「
ひ
き
破
」
っ
て
い
る
。
紫
の
上
と
は
そ
の
点
が
大
き
く
異
な
る

た
め
、
浮
舟
の
手
習
の
問
題
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
本
文
①
の
「
書
き
消
つ
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。『
源
氏
物
語
』

作
中
に
は
用
例
が
確
認
で
き
な
い
た
め
意
味
が
確
定
し
が
た
い
の
で
あ
る

が
、『
蜻
蛉
日
記
』
に
「
書
い
消
ち
」
と
い
う
音
便
形
の
用
例
が
一
例
あ
る
。

⑥　

返
り
ご
と
は
、「
昨
日
か
へ
り
に
こ
そ
は
べ
り
け
め
。
な
に
か
、

さ
ま
で
は
と
あ
や
し
く
、

か
げ
に
し
も
な
ど
か
な
る
ら
む
う
の
花
の
枝
に
し
の
ば
ぬ
心
と

ぞ
聞
く
」

と
て
、上
書
い
消
ち
て
、端
に
、「
か
た
は
な
る
こ
こ
ち
し
は
べ
り
や
」

と
書
い
た
り
。 

（『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
三
五
〇
頁
）

右
の
歌
は
『
蜻
蛉
日
記
』
の
作
者
が
自
分
の
娘
に
求
婚
す
る
遠
度
へ
贈
っ

た
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
が
遠
度
に
対
し
て
同
情
的
に
過
ぎ
る
と
考
え
て
上

か
ら
「
書
い
消
ち
」
て
、
そ
の
端
に
別
の
文
言
を
書
き
つ
け
た
の
で
あ
る
。
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別
の
紙
に
書
き
直
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
書
き
消
し
た

箇
所
を
あ
え
て
強
調
す
る
表
現
上
の
効
果
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
浮

舟
の
場
合
、
意
図
的
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、「
中
空
」
を
「
書
き
消
ち
」

た
こ
と
が
結
果
的
に
「
中
空
」
を
強
調
す
る
よ
う
な
結
果
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
、
よ
り
い
っ
そ
う
匂
宮
が
「
中
空
」

を
意
識
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
の
「
と
が
め
」
で
あ
り
、
責
任
を

引
き
受
け
る
か
の
よ
う
に
浮
舟
は
、
手
習
を
「
ひ
き
破
」
る
し
か
な
い
の

で
あ
っ
た
。
本
文
①
は
「
若
菜
上
」
巻
の
「
中
空
」
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
、

会
話
文
で
は
な
く
手
習
を
介
し
た
や
り
取
り
と
し
て
、
女
の
側
に
「
中
空
」

と
い
う
語
の
責
任
を
負
わ
せ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
を
「
手
習
の
君
」

浮
舟
の
あ
り
方
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
場
面
と
考
え
て
み
た
い
。

　
「
浮
舟
」
巻
に
お
け
る
浮
舟
に
は
、
手
習
を
人
に
見
せ
る
こ
と
を
憚
っ

て
最
終
的
に
処
分
し
て
し
ま
う
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
本
文

①
の
後
の
物
語
展
開
を
辿
る
と
、
薫
と
匂
宮
か
ら
歌
が
贈
ら
れ
て
き
た
際

に
「「
今
日
は
え
聞
こ
ゆ
ま
じ
」
と
、
は
ぢ
ら
ひ
て
」（
浮
舟
巻
⑧
六
二
頁
）

手
習
を
し
て
い
る
。
人
に
見
せ
る
た
め
の
返
歌
は
で
き
ず
に
、
誰
か
に
見

せ
る
わ
け
で
も
な
い
手
習
を
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
入
水
を
決
意
し

た
後
は
「
む
つ
か
し
き
反
古
な
ど
破
り
て
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
一
度
に

も
し
た
た
め
ず
、
燈
台
の
火
に
焼
き
、
水
に
投
げ
入
れ
さ
せ
」（
浮
舟
巻

⑧
八
六
頁
）、
手
習
を
処
分
し
て
い
る
。
そ
し
て
浮
舟
は
苦
悩
や
葛
藤
を

胸
の
内
に
秘
め
た
ま
ま
、
自
身
の
処
分
を
も
試
み
て
消
息
を
断
つ
こ
と
に

な
る
が
、
手
習
が
浮
舟
自
身
の
あ
り
方
と
パ
ラ
レ
ル
な
対
応
関
係
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
物
語
展
開
の
始
発
場
面
と
し
て
本
文
①
を
位
置
付
け
た
い
。

浮
舟
が
手
習
を
人
に
見
せ
る
こ
と
を
憚
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
手
習
が

意
図
し
な
い
匂
宮
の
「
と
が
め
」
を
受
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
一
つ
の

き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
手
習
し
て
も
自
分
の

意
思
が
明
確
に
相
手
に
伝
わ
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
書
く
こ
と
に

よ
っ
て
あ
ら
ぬ
解
釈
を
受
け
る
こ
と
の
危
険
を
実
感
し
た
場
面
で
も
あ
る

と
い
え
よ
う10
注

。

　

第
一
節
に
お
い
て
、
浮
舟
の
「
中
空
」
の
歌
が
浮
舟
自
身
の
運
命
を
暗

示
す
る
物
語
の
方
法
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
歌
の
み
な
ら

ず
手
習
と
い
う
視
角
か
ら
考
え
た
場
合
も
同
様
の
見
方
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

紫
の
上
の
例
の
よ
う
に
女
か
ら
男
へ
の
批
判
の
言
葉
と
し
て
あ
る
は
ず
の

「
中
空
」
が
、
浮
舟
の
場
面
で
は
逆
に
浮
舟
自
身
が
そ
の
言
葉
の
責
任
を

問
わ
れ
て
い
る
。
手
習
さ
え
も
他
人
の
あ
ら
ぬ
解
釈
を
受
け
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
他
人
に
は
な
る
べ
く
書
い
た
も
の
を
見
せ
な
い

し
、
何
も
話
さ
な
い
。
本
文
①
の
場
面
は
そ
の
よ
う
に
し
て
内
面
に
わ
だ

か
ま
っ
て
い
く
苦
悩
が
限
界
に
達
す
る
ま
で
の
浮
舟
の
あ
り
方
を
方
向
づ

け
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
入
水
を
企
て
る
ま
で

の
浮
舟
の
軌
跡
が
素
描
さ
れ
た
場
面
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。お

わ
り
に

　
「
浮
舟
」
巻
に
お
け
る
浮
舟
と
匂
宮
の
「
中
空
」
を
め
ぐ
る
や
り
取
り

に
つ
い
て
、
と
く
に
匂
宮
の
「
と
が
め
」
の
原
因
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る

べ
き
か
、
従
来
の
解
釈
と
は
異
な
る
視
角
か
ら
検
討
し
た
。
恋
人
あ
る
い

は
夫
婦
の
関
係
に
あ
る
男
女
間
で
女
か
ら
男
へ
向
け
て
「
中
空
」
が
使
用
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さ
れ
る
と
い
う
共
通
項
を
手
が
か
り
に
、『
伊
勢
物
語
』
二
十
一
段
と
そ

れ
を
引
用
し
た
「
若
菜
上
」
巻
の
紫
の
上
を
検
討
し
た
上
で
、
匂
宮
の
「
と

が
め
」
が
『
伊
勢
物
語
』
二
十
一
段
を
ふ
ま
え
た
男
女
関
係
の
破
局
の
意

を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
察
し
た
。
ま
た
、
単
な
る
『
伊

勢
物
語
』
二
十
一
段
引
用
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
若
菜
上
」
巻
の
「
中

空
」
と
浮
舟
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
浮
舟
の
場
面
は
手

習
を
介
し
た
や
り
取
り
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
匂
宮
に
そ
れ
が
読
ま
れ
る

こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
。
紫
の
上
と
は
異

な
り
、
女
の
側
で
あ
る
浮
舟
が
「
中
空
」
と
い
う
言
葉
の
責
任
を
引
き
受

け
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
手
習
の
問
題
が
被
せ
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
当
該
場
面
を
位
置
付
け
る
と
す
れ
ば
、
手
習
を
他
者
に
見

せ
ず
に
処
分
し
て
し
ま
う
こ
と
、
内
面
の
苦
悩
を
誰
に
も
打
ち
明
け
ず
に

蓄
積
し
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
入
水
の
決
断
に
至
る
と
い
う
浮
舟
自
身
の

運
命
を
方
向
づ
け
て
い
く
一
つ
の
き
っ
か
け
を
与
え
る
重
要
な
場
面
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

浮
舟
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
と
き
に
手
習
の
意
味
は
重
い
が
、
本
稿
で

は
匂
宮
と
浮
舟
の
贈
答
に
限
っ
て
検
討
し
た
た
め
、「
浮
舟
」
巻
あ
る
い

は
浮
舟
物
語
全
体
の
手
習
に
つ
い
て
総
合
的
か
つ
詳
細
な
検
討
を
行
う
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注１ 

本
稿
で
主
に
考
察
す
る
『
伊
勢
物
語
』
引
用
に
つ
い
て
詳
し
く
論

じ
た
も
の
に
小
林
﹇
一
九
九
八
﹈、
久
富
木
原
﹇
二
〇
〇
九
﹈、
竹

田
﹇
二
〇
一
八
﹈、
竹
田
﹇
二
〇
二
〇
﹈
が
あ
る
。

２ 

「
歌
こ
と
ば
」
に
つ
い
て
は
小
町
谷
﹇
一
九
八
四
﹈
の
「
和
歌
・

引
歌
・
歌
語
な
ど
和
歌
的
な
も
の
を
一
切
含
ん
だ
和
歌
言
語
」
と

い
う
定
義
を
基
準
と
し
た
。

３ 

大
久
保
﹇
二
〇
〇
七
﹈
も
浮
舟
と
匂
宮
の
解
釈
に
「
げ
に
」
の
前

後
で
違
い
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

４ 

他
の
見
解
と
し
て
、
た
と
え
ば
『
岷
江
入
楚
』（
中
野
幸
一
編
『
源

氏
物
語
古
註
釈
叢
刊　

第
九
巻
』
武
蔵
野
書
院　

二
〇
〇
〇
年
）

は
私
注
で
「
匂
の
心
は
か
く
れ
か
な
と
求
め
て
我
方
へ
お
と
し
つ

け
た
る
に
か
く
云
を
と
か
め
給
ふ
也
」
と
す
る
。
と
が
め
の
原
因

が
男
女
の
贈
答
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
点
に
あ
る
と
い
う
解
釈
で
あ

ろ
う
。

５ 

形
容
動
詞
の
場
合
は
、「
ど
っ
ち
つ
か
ず
で
中
途
半
端
な
さ
ま
。

途
中
で
や
め
て
し
ま
っ
て
、
中
途
半
端
な
さ
ま
。」、「
精
神
の
不

安
定
な
さ
ま
。
落
ち
着
か
な
い
さ
ま
。
う
わ
の
そ
ら
。」、「
い
い

加
減
な
さ
ま
。
な
ま
は
ん
か
な
さ
ま
。」
の
三
つ
の
意
と
大
別
さ

れ
る
。
本
稿
で
は
形
容
動
詞
の
是
非
や
名
詞
と
形
容
動
詞
の
区
別

は
問
わ
ず
、「
中
空
」
を
含
む
語
と
し
て
一
括
し
て
扱
う
こ
と
と

す
る
。

６ 

他
の
用
例
と
し
て
『
和
泉
式
部
集
』
で
は
「
人
は
ゆ
き
き
り
は
ま

が
き
に
立
ち
と
ま
り
さ
も
中
空
に
詠
め
つ
る
か
な
」（
一
八
二
番
）、

「
か
き
く
も
る
中
空
に
の
み
降
る
雪
は
ひ
と
め
も
草
も
か
れ
が
れ

に
し
て
」（
七
二
二
番
）
が
あ
る
。
一
八
二
は
「
人
は
帰
っ
て
し

ま
っ
た
／
霧
は
逆
に
と
ど
ま
っ
て
晴
れ
て
く
れ
な
い
」、
七
二
二

は
「
人
目
も
離
れ
／
草
も
枯
れ
」
て
し
ま
っ
た
の
意
と
な
る
。
こ
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れ
ら
の
例
で
は
、
疎
外
さ
れ
た
よ
う
な
状
況
と
や
り
場
の
な
い
感

情
を
表
現
す
る
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

７ 
用
例
数
は
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』（
新
潮
社
）
の
本
文
を
稿
者

が
確
認
し
、
集
計
し
た
。
補
助
的
に
『
源
氏
物
語
大
成　

索
引
篇
』

（
中
央
公
論
社
）、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
別
巻　

源
氏
物
語
索

引
』（
岩
波
書
店
）
を
用
い
た
。
ま
た
、
原
岡
﹇
二
〇
一
六
﹈
も
「
中

空
」
の
用
例
数
が
十
四
と
数
え
て
い
る
。

８ 

「
中
空
」
が
男
女
関
係
の
破
綻
を
暗
示
す
る
用
例
は
、『
源
氏
物
語
』

に
先
立
っ
て
『
蜻
蛉
日
記
』
中
巻
の
天
禄
二
年
七
月
の
記
述
が
あ

る
。
登
子
か
ら
の
贈
歌
「
妹
背
川
む
か
し
な
が
ら
の
な
か
な
ら
ば

人
の
ゆ
き
き
の
影
は
見
て
ま
し
」（
二
五
六
頁
）
に
対
し
て
、
道

綱
母
は
山
籠
と
出
家
を
完
遂
で
き
ず
に
夫
に
よ
っ
て
京
に
引
き
戻

さ
れ
た
身
の
上
に
つ
い
て
「
山
の
住
ま
ひ
は
秋
の
け
し
き
も
見
た

ま
へ
む
と
せ
し
に
、
ま
た
憂
き
時
の
や
す
ら
ひ
に
て
、
中
空
に
な

む
」（
同
）
と
い
っ
て
い
る
。『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小

学
館
）、『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』（
新
潮
社
）
は
こ
の
「
中
空
」

に
『
伊
勢
物
語
』
二
十
一
段
の
引
用
を
指
摘
す
る
。
登
子
の
贈
歌

が
道
綱
母
と
夫
と
の
仲
に
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
道

綱
母
の
「
中
空
」
が
中
途
半
端
な
身
の
上
を
あ
ら
わ
す
と
と
も
に
、

夫
婦
仲
の
破
綻
の
意
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
若
菜

上
」
巻
が
『
蜻
蛉
日
記
』
を
ふ
ま
え
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、

『
伊
勢
物
語
』
二
十
一
段
の
男
女
の
結
末
を
ふ
ま
え
て
「
中
空
」

を
引
用
す
る
例
と
し
て
重
要
で
あ
ろ
う
。

９ 

浮
舟
が
匂
宮
に
最
後
に
送
っ
た
歌
に
も
、『
伊
勢
』
二
十
一
段
引

用
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
浮
舟
歌
「
か
ら
を
だ
に
憂
き
世

の
中
に
と
ど
め
ず
は
い
づ
こ
を
は
か
と
君
も
う
ら
み
む
」（
浮
舟

巻
⑧
九
四
頁
）
で
あ
る
。「
い
づ
こ
を
は
か
」
が
、
二
十
一
段
で

男
が
女
を
探
し
求
め
る
際
の
表
現
と
一
致
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
を

読
ん
だ
匂
宮
の
反
応
は
「
あ
だ
な
る
心
な
り
と
の
み
、
深
く
疑
ひ

た
れ
ば
、
ほ
か
へ
行
き
隠
れ
む
と
に
や
あ
ら
む
」（
蜻
蛉
巻
⑧
一

〇
三
頁
）
と
あ
り
、
二
十
一
段
の
男
女
関
係
の
文
脈
で
解
釈
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
浮
舟
が
意
図
し
て
二
十
一
段
を
引
用
し
た

か
の
は
定
か
で
は
な
い
が
、
浮
舟
歌
は
自
死
を
決
意
し
て
詠
ま
れ

た
歌
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
二
十
一
段
の
文
脈
で
し
か
解
釈
し
な
い

匂
宮
と
、
そ
の
枠
を
越
え
出
て
い
く
浮
舟
と
い
う
違
い
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

10 

宗
雪
﹇
二
〇
〇
二
﹈
は
浮
舟
が
匂
宮
か
ら
手
習
を
習
う
こ
と
に

よ
っ
て
習
慣
化
し
て
い
っ
た
と
指
摘
す
る
。

※
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
新
潮
社
）
に
よ

り
、
巻
名
、
冊
数
、
頁
数
を
付
し
た
。

※
『
源
氏
物
語
』
以
外
の
主
要
作
品
の
引
用
本
文
は
以
下
の
と
お
り

で
あ
る
。
適
宜
、
表
記
を
改
め
、
傍
線
等
を
付
し
た
箇
所
が
あ
る
。

『
古
今
和
歌
集
』
…
…
高
田
祐
彦
（
訳
注
）『
新
版　

古
今
和
歌
集
』

〈
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
〉
角
川
学
芸
出
版　

二
〇
〇
九
年

『
伊
勢
物
語
』
…
…
石
田
穣
二
（
訳
注
）『
新
版　

伊
勢
物
語
』〈
角

川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
〉
角
川
学
芸
出
版　

一
九
七
九
年

『
大
和
物
語
』
…
…
片
桐
洋
一
・
福
井
貞
助
・
高
橋
正
治
・
清
水
好
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子
（
校
注
・
訳
）『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
12　

竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語　

平
中
物
語
』
小
学
館　

一
九
九
四
年

『
蜻
蛉
日
記
』
…
…
菊
地
靖
彦
・
木
村
正
中
・
伊
牟
田
経
久
（
校
注
・

訳
）『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
13 

土
佐
日
記　

蜻
蛉
日
記
』　

小
学
館　

一
九
九
五
年

※
『
古
今
和
歌
集
』
以
外
の
和
歌
は
原
則
と
し
て
『
新
編
国
歌
大
観
』

（
角
川
書
店　

一
九
八
三
│
一
九
九
二
年
）
に
拠
る
こ
と
と
し
、

適
宜
表
記
を
改
め
た
。

引
用
文
献

井
上
真
弓
﹇
二
〇
〇
〇
﹈「
橘
の
小
島
の
さ
き
に
ち
ぎ
る
心
は
│
過
去

の
照
ら
し
未
来
を
誘
う
「
橘
」
の
表
象
」『
国
文
学　

解
釈
と
教

材
の
研
究
』
四
五
│
九　

學
燈
社　

二
〇
〇
〇
年
七
月

井
野
葉
子
﹇
二
〇
一
一
ａ
﹈「
浮
舟
の
山
橘
│
歌
こ
と
ば
の
喚
起
す
る

も
の
（
一
）」『
源
氏
物
語　

宇
治
の
言
の
葉
』
Ⅲ
│
第
十
一
章　

森
話
社　

↑
初
出
は
二
〇
〇
二
年

井
野
葉
子
﹇
二
〇
一
一
ｂ
﹈「
手
習
巻
の
引
板
│
歌
こ
と
ば
の
喚
起
す

る
も
の
（
二
）」『
源
氏
物
語　

宇
治
の
言
の
葉
』
Ⅲ
│
第
十
二
章　

森
話
社　

↑
初
出
は
二
〇
〇
八
年
八
月

今
井
源
衛
﹇
一
九
八
二
﹈「
浮
舟
の
造
型
│
夕
顔
・
か
ぐ
や
姫
の
面
影

を
め
ぐ
っ
て
│
」『
文
学
』
五
〇
│
七　

岩
波
書
店　

一
九
八
二

年
七
月

大
久
保
弦
﹇
二
〇
〇
七
﹈「
浮
舟
の
人
物
像
に
つ
い
て
│
手
習
巻
の
浮

舟
歌
解
釈
を
中
心
に
│
」『
福
井
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀
要　

人
文
・
社
会
科
学
』
四
一　

福
井
工
業
高
等
専
門
学
校　

二
〇
〇

七
年
十
一
月

神
田
龍
身
﹇
二
〇
二
〇
﹈「
も
う
一
つ
の
『
伊
勢
物
語
』
引
用
」『
平
安

朝
物
語
文
学
と
は
何
か　
『
竹
取
』『
源
氏
』『
狭
衣
』
と
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

二
〇
二
〇
年

久
富
木
原
玲
﹇
二
〇
〇
九
﹈「
浮
舟
の
和
歌
│
伊
勢
物
語
の
喚
起
す
る

も
の
」
池
田
節
子
・
久
富
木
原
玲
・
小
嶋
菜
温
子
編
『
源
氏
物
語

の
歌
と
人
物
』
翰
林
書
房

小
林
正
明
﹇
一
九
九
八
﹈「
最
後
の
浮
舟
│
手
習
巻
の
テ
ク
ス
ト
相
互

連
関
性
│
」
松
井
健
児
編
『
日
本
文
学
研
究
論
文
集
成
６　

源
氏

物
語
１

』
若
草
書
房　

↑
初
出
は
一
九
八
六
年

小
町
谷
照
彦
﹇
一
九
八
四
﹈「
あ
と
が
き
」『
源
氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
表

現
』
東
京
大
学
出
版
会

小
町
谷
照
彦
﹇
一
九
九
七
﹈「
手
習
の
君
浮
舟
」『
王
朝
文
学
の
歌
こ
と

ば
表
現
』
若
草
書
房　

↑
初
出
は
一
九
九
三
年
一
月

鈴
木
裕
子
﹇
一
九
九
六
﹈「
浮
舟
の
和
歌
に
つ
い
て
│
初
期
の
贈
答
歌

二
首
の
再
検
討
│
」『
中
古
文
学
』
五
七　

一
九
九
六
年
五
月

高
田
祐
彦
﹇
二
〇
〇
三
﹈「
浮
舟
物
語
と
和
歌
」『
源
氏
物
語
の
文
学
史
』

東
京
大
学
出
版
会　

二
〇
〇
三
年　

↑
初
出
は
一
九
八
六
年
四
月

高
橋
亨
﹇
一
九
八
二
﹈「
存
在
感
覚
の
思
想
│
〈
浮
舟
〉
に
つ
い
て
」『
源

氏
物
語
の
対
位
法
』
東
京
大
学
出
版
会　

↑
初
出
は
一
九
七
五
年

十
一
月

竹
田
由
花
子
﹇
二
〇
一
八
﹈「「
総
角
」
巻
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
四

十
九
段
引
用
」『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
』
二
七　

学
習
院
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大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科　

二
〇
一
八
年
十
月

竹
田
由
花
子
﹇
二
〇
二
〇
﹈「
浮
舟
物
語
と
『
伊
勢
物
語
』
の
「
川
」」

『
古
代
文
学
研
究　

第
二
次
』
二
九　

古
代
文
学
研
究
会　

二
〇

二
〇
年
十
月

原
岡
文
子
﹇
二
〇
一
六
﹈「
感
覚
を
と
ら
え
る
こ
と
ば
│
「
中
空
」、
浮

舟
の
物
語
│
」
助
川
幸
逸
郎
﹇
他
﹈
編
『
新
時
代
へ
の
源
氏
学
５　

構
築
さ
れ
る
社
会
・
ゆ
ら
ぐ
言
葉
』
竹
林
舎　

二
〇
一
五
年

藤
井
貞
和
﹇
一
九
八
三
﹈「
物
語
に
お
け
る
和
歌
│
『
源
氏
物
語
』
浮

舟
の
作
歌
を
め
ぐ
り
│
」『
国
語
と
国
文
学
』
六
〇
│
五　

東
京

大
学
国
語
国
文
学
会　

一
九
八
三
年
五
月

松
井
健
児
﹇
一
九
八
四
﹈「
浮
舟
再
生
物
語
に
お
け
る
独
詠
歌
の
位
置
」

『
日
本
文
学
論
究
』
四
三　

國
學
院
大
学
文
学
会　

一
九
八
四
年

一
月

宗
雪
修
三
﹇
二
〇
〇
二
﹈「
浮
舟
巻
の
歌
の
構
造
」『
源
氏
物
語
歌
織
物
』

世
界
思
想
社　

↑
初
出
は
一
九
八
五
年
七
月

山
田
利
博
﹇
二
〇
〇
四
﹈「
手
習
巻
・
浮
舟
の
手
習
歌
」『
源
氏
物
語
の

構
造
研
究
』
第
三
章
第
二
節　

新
典
社　

二
〇
〇
四
年　

↑
初
出

は
一
九
八
八
年
十
二
月

吉
野
瑞
恵
﹇
二
〇
一
一
﹈「
浮
舟
と
手
習
│
存
在
と
こ
と
ば
│
」『
王
朝

文
学
の
生
成　
『
源
氏
物
語
』
の
発
想
・「
日
記
文
学
」
の
形
態
』

笠
間
書
院　

二
〇
一
一
年　

↑
初
出
は
一
九
八
七
年
七
月

（
ま
す
だ
・
た
か
し　

博
士
後
期
課
程
）　


