
筆
者
は
、

至
っ
た
。

一
、
は
じ
め
に

空
蝉
物
語
に
お
け
る
宿
世

ー
—

源
氏
と
空
蝉
と
の
宿
世
の
享
受
に
つ
い
て

本
論
は
、
先
行
研
究
に
お
け
る
「
宿
世
」
論
に
つ
い
て
の
考
察
と
、
空
蝉
物
語
に
お
け
る
源
氏
と
空
蝉
と
が
、
「
宿
世
」
を
ど
の
よ
う
に
享
受

し
て
い
た
か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
お
け
る
「
宿
世
」
論
に
つ
い
て
の
考
察
、
お
よ
び
作
中
人
物
の
「
宿
世
」
の
受
け
止
め

方
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
作
品
を
理
解
す
る
上
に
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
見
解
の
も
と
に
本
研
究
を
す
る
に

(1
)

（

2
)
 

本
論
は
、
窪
田
空
穂
の
「
偶
然
が
生
涯
の
運
命
と
な
る
」
と
い
う
論
、
石
田
穣
二
の
「
宿
世
は
こ
の
世
に
お
け
る
成
行
き
」
で
あ
る
と
い
う

(
3
)
 

論
、
上
坂
信
男
の
「
漱
石
は
「
宿
世
」
と
同
様
に
「
偶
然
」
を
用
い
て
い
る
」
と
い
う
論
、
お
よ
び
中
田
武
司
の
「
「
宿
世
」
観
は
、
「
期
待
」

(4
)
 

観
と
同
一
線
上
に
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
論
を
踏
ま
え
て
言
及
す
る
も
の
で
あ
る
。

―
っ
と
し
て
窪
田
空
穂
や
上
坂
信
男
の
論
を
受
け
て
、
「
宿
世
」
は
、
「
偶
然
」
と
同
一
線
上
に
あ
る
と
い
う
論
を
考
え
た
。

中

山

幸

子
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い
う
考
え
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

二
つ
と
し
て
、
石
田
穣
二
の
論
を
受
け
て
、
「
宿
世
」
は
、
「
こ
の
世
に
お
け
る
偶
然
の
成
行
き
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
し
が
ら
み
」
で
あ
る

人
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
宿
世
」
が
あ
る
。
人
は
、
そ
の
「
宿
世
」
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
人
生
は
変
わ
る

こ
と
に
な
る
。
―
―
―
つ
と
し
て
筆
者
独
自
の
考
え
か
ら
、

「宿
世
」
を
「
方
便
」
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
論
を
考

四
つ
と
し
て
、
中
田
武
司
の
論
を
受
け
て
、
「
宿
世
」
は
、
「
人
生
の
指
針
」
と
成
り
得
る
と
い
う
論
を
考
え
た
。

以
上
の
四
つ
の
論
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
を
説
明
す
る
と
、
前
者
二
つ

は
、
「
宿
世
」
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
二
つ
は
、

前
者
で
述
べ
た
「
宿
世
」
と
い
う
も
の
を
、
作
中
人
物
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
か
と
い
う
受
け
止
め
方
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
前
者
の

二
つ

に
つ
い
て
、
さ
ら
に
説
明
を
加
え
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

ず
る
も
の
な
の
で
、
「
宿
世
」
と
「
偶
然
」
は
、
同
一
線
上
に
考
え
ら
れ
る
と
し
た
。
二
つ
に
つ
い
て
見
る
と
、
そ
の
「
偶
然
」
は
、
ど
う
い
う

形
で
起
き
る
か
と
い
う
と
、
「
こ
の
世
の
成
行
き
」
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。

た
も
の
が
、
そ
の
人
を
拘
束
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
、
「
し
が
ら
み
」
で
あ
る
。
そ
の
「
し
が
ら
み
」
が
、

「宿
世
」
で
あ
る
と
し
た
も
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

後
者
の
二
つ
に
つ
い
て
さ
ら
に
説
明
を
加
え
る
と
、
三
つ
と
し
た
も
の
は
、
「
宿
世
」
を
「
方
便
」
と
し
て
、
受
け
止
め
て
い
た
と
い
う
考
え

を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
四
つ
と
し
た
も
の
は
、
「
宿
世
」
を
人
生
の

「道
し
る
べ

」
す
な
わ
ち
「
人
生
の
指
針
」
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
と

あ
ら
か
じ
め
、
本
論
の
結
論
の
見
通
し
を
述
べ
て
置
く
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

源
氏
は
、
「
こ
の
世
に
お
け
る
偶
然
の
成
行
き
」
に
よ
っ
て
空
蝉
と
遡
逗
し
た
。
源
氏
は
、
「
宿
世
」
の
意
味
を
含
む
「
浅
く
は
あ
ら
じ
」
「
さ

―
っ
と
二
つ
は
、
「
宿
世
」
を
段
階
的
に
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

え
た
。

と
い
う
論
を
考
え
た
。

つ
ま
り
、
「
こ
の
世
の
偶
然
の
成
行
き
」
に
よ
っ
て
生
じ

―つ

に
つ
い
て
見
る
と
、
「
宿
世
」
は

「偶
然
」
に
よ
っ
て
生
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と
精
神
状
態
は
、
平
静
を
保
つ
こ
と
が
困
難
に
な
る
。

る
べ
き
に
や
」
「
契
り
」
等
の
言
葉
を
用
い
て
空
蝉
を
口
説
い
た
。
源
氏
は
、
空
蝉
を
口
説
く
た
め
の
方
便
と
し
て
「
宿
世
」
を
用
い
た
。
す
な

わ
ち
、
源
氏
は
、
「
宿
世
」
を
「
方
便
」
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

空
蝉
は
、
「
こ
の
世
に
お
け
る
偶
然
の
成
行
き
」
に
よ
っ
て
生
じ
た

「
し
が
ら
み
」
に
困
惑
し
た
。
が
、
空
蝉
は
、
「
し
が
ら
み
」
を
「
宿
世
」

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
認
識
し
納
得
し
た
。
空
蝉
は
、
「
し
が
ら
み
」
を
、
「
宿
世
」
と
し
て
納
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
の
平
安
を
得
た
。
「
宿

世
」
は
、
「
予
期
」
や
「
期
待
」
観
を
内
蔵
す
る
こ
と
か
ら
、
未
来
へ
の
「
道
し
る
べ

」
と
な
り
得
る
。
「
道
し
る
べ
」
は
、
「
人
生
の
指
針
」
と

成
り
得
る
。
空
蝉
は
、
「
宿
世
」
を
未
来
へ
の
「
道
し
る
べ
」
、
す
な
わ
ち
「
人
生
の
指
針
」
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で

先
行
研
究
に
お
け
る
多
く
の
「
宿
世
」
論
の
中
か
ら
、
主
な
も
の
を
取
り
上
げ
る
。

(
5
)
 

「宿
世
」
は
、

「
イ
ン
ド
仏
教
経
典
を
漢
訳
す
る
際
に
新
し
く
造
語
さ
れ
た
言
葉
で
あ
り
、
漢
訳
仏
教
経
典
に
お
い
て
初
め
て
見
ら
れ
る
」
。

(
6
)
 

一
応
参
考
の
た
め
に
稿
末
に
注
記
し
た
。「
宿
世
」
は
、
「
日
本
人
の
人
生
観

・
世
界
観
に
最
も
よ
く
浸
透
し
た
仏
教
の

観
念
の

一
っ
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
宿
世
」
は
、
日
本
人
に
好
ま
れ
た
言
葉
で
あ
る
と
も
と
れ
る
。
「
宿
世
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
を
恨
む
こ
と
も
な
く
、
自
分
自
身
を
攻
め
る
こ
と
も
な
く
心
の
平
安
を
得
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
も
し
、
「
宿
世
」
と
い
う
言
葉
が

な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
自
分
に
不
都
合
な
こ
と
が
お
き
た
場
合
に
は
人
を
恨
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
。
人
を
恨
む

「
宿
世
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
多
く
の
日
本
人
は
心
の
安
ら
ぎ
を
得
て
い
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
7
)
 

多
屋
頼
俊
や
鈴
木
日
出
男
が
、
「
宿
世
」
は

「三
世
（
前
世

・
現
世

・
来
世
）
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
人
は
、
前
世
が
あ
っ
て
、
現
世
が

「宿
世
」
の
意
味
は
、

き
る
。

二
、
先
行
研
究
に
お
け
る
「
宿
世
」
論
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一
般
論
と

あ
っ
て
、
来
世
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
未
来
へ
の
「
期
待
」
観
が
わ
い
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
目
の
前
の
苦
労
も
未
来
を
よ
り
よ
く

生
き
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
れ
ば
人
生
が
明
る
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
宿
世
」
は
、
心
の
支
え
と
な
る
の
で
人
々
の
間
に
行

き
渡
っ
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
柴
田
迪
子
が
、
「
当
時
に
於
い
て
は
宿
世
思
想
が
一
般
的
に
広
く
人
々
の
間
に
受

け
入
れ
ら
れ
、
「
宿
世
」
あ
る
い
は
「
契
り
」
と
い
っ
た
言
葉
が
特
別
の
言
葉
で
は
な
く
ご
く
普
通
の
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
為
と
考
え
て

(
9
)
 

よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
石
田
穣
二
も
前
出
論
文
に
お
い
て
、
「
宿
世
」
は
、
当
時
ご
く
普
通
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
久
慈
き
み
代

(10) 

は
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
宿
世
」
に
つ
い
て
、
「
仏
教
観
に
裏
打
ち
さ
れ
た
用
例
は
み
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
」
と
し
て
い
る
。
柴
田
迪

(11) 

子
や
石
田
穣
二
お
よ
び
久
慈
き
み
代
の
論
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
「
宿
世
」
の
用
例
が
―
二

0
例
を
数
え
る
。
ま
た
、
「
宿

世
」
の
意
味
を
含
む
言
葉
は
、
「
さ
る
べ
き
」
「
さ
る
べ
き
に
や
」
「
契
り
」
「
前
の
世
」
等
が
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
「
契
り
」
の
用
例
は
、

九
0
例
あ
る
。
ま
た
、
「
宿
世
」
「
さ
る
べ
き
に
や
」
「
契
り
」
「
前
の
世
」
等
の
言
葉
を
用
い
な
い
で
文
脈
の
中
で
「
宿
世
」
が
語
ら
れ
て
い
る

例
も
あ
る
。

な
お
、
「
宿
世
」
は
、
男
性
よ
り
も
女
性
の
方
に
用
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
柴
田
迪
子
や
久
慈
き
み
代
は
前
出
論
文
に
お

い
て
す
で
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
論
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
空
蝉
物
語
に
お
け
る
空
蝉
に
も
「
宿
世
」
の
用
例
が
四
例
見
ら
れ
る
。

し
て
の
用
例
を
も
含
め
る
と
五
例
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
空
蝉
物
語
、
す
な
わ
ち
「
帯
木
」
「
関
屋
」
の
各
巻
に
お
け
る
源
氏
は
、
「
宿
世
」

の
用
例
が
一
例
も
見
ら
れ
な
い
。
源
氏
は
、
「
浅
く
は
あ
ら
じ
」
が
一
例
、
「
さ
る
べ
き
に
や
」
が

一
例、

「契
り
」
が
二
例
で
あ
る
。
そ
の
他
、

手
紙
の
な
か
で
の
「
契
り
」
の
用
例
が
一
例
見
ら
れ
る
。
「
契
り
」
は
「
契
る
」
の
名
詞
形
で
あ
っ
て
、
仏
教
思
想
に
基
づ
く
前
世
か
ら
の
因
縁
、

お
よ
び
宿
因
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
契
り
」
は
、
男
女
の
交
わ
り
、
夫
婦
の
交
わ
り
に
つ
い
て
も
い
う
語
で
あ
る
。
「
契
り
」
は
、
男

女
と
も
同
様
に
用
例
が
見
ら
れ
る
。
柴
田
迪
子
は
、
前
出
論
文
に
お
い
て
「
契
り
」
は
、
「
対
人
関
係
の
宿
縁
を
述
べ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
又
、
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宿
縁
に
較
べ
る
と
表
現
の
自
由
が
見
ら
れ
た
」

（一

九
頁
）
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、

筆
者
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
契
り
」

は
、
対
人
関
係
に
つ
い
て
の
用
例
が
多
い
の
で
、

具
体
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
宿
世
」
は
、
「
契
り
」
に
比

べ
る
と
抽
象
的
で
、

源
氏
は
、
空
蝉
を
口
説
く
場
合
に
「
契
り
」
を
用
い
て
い
る
。
が
、
「
宿
世
」
の
語
は
用
い
て
い
な
い
。

先
行
研
究
の
多
く
は
、

「宿
世
」
を
意
味
す
る
言
葉
を
包
括
的
に
「
宿
世
」
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
本
論
も
そ
れ
に
な
ら

っ
て
包
括
的
に
「
宿

「
宿
世
」
を
「
運
命
」
と
す
る
論
を
述
べ
て
い
る
者
に
、
井
上
光
貞

・
目
加
田
さ
く
を
が
い
る
。
井
上
は
、
「
宿
世
と
い
う
の
は
漠
然
と
運
命

(12) 

の
こ
と
で
あ
る
」
と
し
、
目
加
田
は
、
「
「
人
間
の
前
世
か
ら
の
因
縁
」
、
更
に
は
「
男
女
の
結
ば
れ
る
宿
縁
」
、
今
日
の
言
葉
で
よ
く
使
う
「
運

(13) 

命
」
の
意
に
、
用
い
る
」
と
し
て
い
る
。
両
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
広
義
に
解
釈
す
れ
ば
、
人
間
に
降
り
掛
か
る
こ
と
は
、
す
べ
て
「
運

命
」
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
石
田
穣
二
は
、
前
出
論
文
に
お
い
て
、
「
「
前
世
の
因
縁
」
と
い
ふ
誤
解
を
招
き
や
す
い
言
葉

さ

だ

め

に
代
へ
て
「
こ
の
世
に
お
け
る
運
命
」
と
い
ふ
ほ
ど
に
言
っ
て
み
れ
ば
、
総
て
の
用
例
は
満
足
さ
せ
ら
れ
得
る
」
（
―

二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

石
田
は
、

「宿
世
」
を

「
こ
の
世
に
お
け
る
運
命
」
と
し
て
い
る
。
「
運
命
」
は
、
「
運
命
」
と
い
う
よ
り
も
決
定
的
な
感
じ
を
与
え
る
言
葉
に
も

佐
藤
亨
は
、
『
源
氏
物
語
』
で
の
「
宿
世
」
の
意
味
は
「
前
世
」

「前
世
の
因
縁
」
「
運
命
」
の
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

(14
)
 

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
佐
藤
亨
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
宿
世
」
と
い
っ
て
も
、
文
脈
に
お
い
て
微
妙
に
異
な
る
意
味

が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
筆
者
は
、
用
例
ご
と
に
文
脈
か
ら
判
断
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
。

(15) 

な
お
、
森
岡
常
夫
は
、
「
宿
世
」
に
つ
い
て

「
現
世
の
果
報
」
を
言
う
と
し
て
い
る
。
森
岡
常
夫
は
、

「宿
世
」
を
幸
運
な
こ
と
に
視
点
を
お
い

て
述
べ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

と
れ
る
。

世
」
と
し
て
論
述
す
る
。

前
世
と
の
関
わ
り
が
濃
厚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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「
宿
世
」
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
形
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
を
見
て
み
よ
う
。

多
屋
頼
俊
は
、
前
出
著
に
お
い
て
「
登
場
人
物
の
す
べ
て
に
対
し
て
、

「
宿
世
」
が
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
宿
世
」
を
時
間
と
の
関
係
に
お

い
て
述
べ
て
い
る
も
の
に
、
佐
藤
勢
紀
子
お
よ
び
趙
青
が
い
る
。
佐
藤
勢
紀
子
は
、
宿
世
は
、
「
各
自
の
過

(17
)
 

去
と
現
在
、
現
在
と
未
来
を
持
続
の
相
の
も
と
に
捉
え
し
め
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
。

佐
藤
勢
紀
子
は
、
「
宿
世
思
想
」
は
現
世
に
お
け
る
「
時
間
経
過
」
を
取
り
込
ん
で
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
趙
青
も
時
間
を
認
識
さ
せ
る
視

点
か
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
趙
青
は
、
前
出
の
論
文
に
お
い
て
「
「
空
間
」
を
示
す
「
界
」
に
対
し
て
、
「
世
」
は
時
間
を
示
し
て
い
る
。

「三
世
」
及
び

「
過
去
世
」
、
「
未
来
世
」
、
「
現
在
世
」
の
よ
う
に
、
「
世
」
を
語
尾
に
付
け
た
表
現
は
、

来
、
現
在
と
は
区
別
し
、
仏
教
独
特
の
時
間
認
識
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
」
（
ニ
ー
八
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
趙
は
、
同
論
文
に

お
い
て
「
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
宿
世
」
を
、
仏
教
の
根
本
的
な
精
神
の
表
現
と
し
て
捉
え
る
の
は
適
切
で
な
い
」
（
ニ
ー
八
九
頁
）
と
述

べ
て
い
る
。
筆
者
も
同
感
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』

る。 お
り
、
「
宿
世
」
が
、

「宿
世
」
を

「
諦
観
」
と
い
う
観
点
か
ら
述
べ
た
も
の
に
、
田
中
常
正
・
柴
田
迪
子
が
い
る
。
田
中
常
正
は
、
「
自
己
の
運
命
と
し
て
諦
観
し

(16
)
 

た
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
柴
田
迪
子
も
、
前
出
論
文
に
お
い
て
、
「
女
性
で
あ
る
が
ゆ
え
の
諦
め
と
し
て
宿
世
を
受
け
取
っ
て
い
る
も
の
が

数
あ
る
」
（
一
七
頁
）
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
「
宿
世
」
を
「
諦
観
」
と
し
て
受
け
止
め
た
場
合
に
は
、
未
来
に
対
す
る
「
期
待
」
観
は
望
め
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
「
宿
世
」
と
い
う
も
の
が
暗
い
感
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
否
め
な
い
。
「
宿
世
」
が
暗
い
も
の
で
あ
っ
て
、
「
期
待
」
観

が
望
め
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
人
々
の
関
心
か
ら
は
遠
ざ
か
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
先
に
も
述
べ
た
と

一
般
化
し
て
い
た
と
い
う
背
景
に
は
、
未
来
に
対
す
る
「
期
待
」
観
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
解
を
も
っ
て
い

一
般
的
な
時
間
表
現
で
あ
る
過
去
、
未

は
、
仏
教
の
説
話
集
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
作
中
人
物
の
生
き
方
を
通
し
て

そ
の
人
生
観
の
根
底
に
宿
世
の
因
縁
と
ゆ
う
思
想
が
横
た
わ
っ
て
い
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に
な
る
。

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

る
。
（
中
略
）
宿
世
の
因
縁
が
人
生
百
般
の
こ
と
の
原
動
力
に
な
っ
て
動
い
て
い
る
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
」
（
七
三
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
多
屋
頼

俊
は
、
「
宿
世
」
が
『
源
氏
物
語
』
の
基
底
を
な
す
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
作
中
人
物
の
す
べ
て
に
対
し
て
「
宿
世
の
因
縁
」
と
い
う
こ
と
が

思
想
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
作
中
人
物
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
宿
世
」
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
異
論
を
差
し
挟
む
余
地
は
な

い
く
つ
か
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、
女
性
の
一
般
論
と
し
て
は
、
「
女
の
宿
世
は
い
と
浮
か
び
た
る
な
ん
あ
は
れ
に
は
べ
る
」
と
し
て
い
る
。
空
蝉

の
「
宿
世
」
は
、
「
心
得
ぬ
宿
世
」
で
あ
り
、
「
今
は
言
ふ
か
ひ
な
き
宿
世
」
で
あ
る
。
藤
壺
は
、
「
あ
さ
ま
し
き
御
宿
世
」
で
あ
り
、
「
の
が
れ

が
た
か
り
け
る
御
宿
世
」
で
も
あ
る
。
が
、
藤
壺
は
、
「
高
き
宿
世
、
世
の
栄
え
も
並
ぶ
人
」
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
源
氏
は
、
「
宿
世
遠
か
り

け
り
」
と
あ
る
。
源
氏
は
、
臣
籍
降
下
し
た
の
で
、
皇
位
か
ら
は
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
女
三
宮
に
と
っ
て
の
「
宿
世
」

は
、
「
宿
世
な
ど
い
ふ
ら
む
も
の
は
目
に
見
え
ぬ
わ
ざ
に
て
」
と
あ
る
。
浮
舟
は
、
「
心
憂
き
宿
世
か
な
」
と
あ
る
。
薫
は
、
「
わ
が
宿
世
は
い
と

や
む
ご
と
な
し
」
と
し
て
い
る
。
数
例
を
あ
げ
て
も
、
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
「
宿
世
」
を
も
っ
て
い
る
。
作
中
人
物
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
宿
世
」
を

背
負
っ
て
生
き
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
は
、
「
宿
世
」
を
背
負
っ
た
人
々
の
人
生
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
、
「
宿
世
」
が
作
品
の
根
底
に
横
た
わ
っ

そ
の
他
に
も
「
宿
世
」
が
、
『
源
氏
物
語
』
の
基
底
あ
る
い
は
根
底
に
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
も
の
を
あ
げ
る
と
、
次
の
よ
う

池
田
義
孝
は
、
本
居
宣
長
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
の
基
底
に
「
宿
世
」
観
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
「
宿
世
観
、
因
果
観
は
、
物
語
作
者
に
と
っ
て
は
作
中
人
物
の
運
命
の
先
取
り
で
あ
り
透
視
で
あ
り
、
予
告
で
あ

っ
た
。
構
想
も
叙
述

(18
)
 

も
こ
の
糸
を
離
れ
て
は
な
か
っ
た
」
と
論
じ
て
い
る
。
池
田
義
孝
も
、
「
宿
世
」
が
『
源
氏
物
語
』
の
基
底
を
な
す
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

(19) 

重
松
信
弘
も
、
「
宿
世
観
が
物
語
の
基
調
に
据
え
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

、。＇ 

-125-



べ
て
い
る
。

益
田
勝
実
は
、
「
生
き
て
い
く
悩
み
を
人
間
が
世
か
ら
世
へ
と
受
け
つ
ぐ
他
な
い
と
い
う
主
題
を
語
る
た
め
に
、
物
語
の
方
法
と
し
て
宿
世
観

(20) 

を
導
入
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
作
中
人
物
は
、
皆
そ
れ
ぞ
れ
に
悩
み
を
抱
え
て
生
き
て
い
る
。
そ
の
悩
み
の
根
源
と
な
る
も
の
が
「
宿
世
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
宿
世
」
が
、
全
編
を
貫
く
根
幹
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。

小
野
村
洋
子
は
、
本
居
宣
長
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
言
及
し
て
、
「
宿
世
」
と
「
あ
は
れ
」
と
の
関
わ
り
を
述
べ
て
い
る
。
「
『
源
氏
物
語
』

(21) 

の
「
宿
世
」
は
、
「
精
神
的
基
底
」
と
し
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
」
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
宿
世
」
は
、
作
中
人
物

の
精
神
に
関
わ
る
こ
と
が
多
い
。
「
宿
世
」
は
、
作
中
人
物
の
精
神
的
基
底
に
据
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
宿
世
」
に
伴
っ

て
「
あ
は
れ
」
と
い
う
心
情
が
生
じ
る
。
し
た
が

っ
て、

「
宿
世
」

と
「
あ
は
れ
」
と
の
関
係
は
密
接
で
あ
る
。

佐
藤
勢
紀
子
は
、
「
宿
世
」
が
「
「
源
氏
物
語
』
の
ほ
ぽ
全
編
に
わ
た
っ
て
、
物
語
の
構
造
に
絡
ん
で
い
る
」
こ
と
を
述
べ
、
小
野
村
洋
子
の

「
宿
世
」

と
「
あ
は
れ
」
と
の
関
係
に
対
し
て
、
「
宿
世
」
と
「
無
常
」
と
の
関
係
の
用
例
が
多
い
こ
と
を
理
由
に
反
論
を
唱
え
て
い
る
。
が
、

「
宿
世
」
が
、
「
源
氏
物
語
』
の
基
底
を
な
す
こ
と
に
お
い
て
は
、
小
野
村
洋
子
の
論
に
重
な
る
部
分
が
あ
る
。

森
田
喜
郎
は
、
「
「
宿
世
」
が
「
源
氏
物
語
』
の
本
質
を
形
成
し
て
い
る
「
あ
は
れ
」
を
導
い
て
い
却
]
と
述
べ
て
い
る
。
佐
藤
亨
も
、
前
出

論
文
の
な
か
で
『
源
氏
物
語
」
に
お
け
る
「
宿
世
」
が
、
作
品
の
基
底
を
成
す
事
を
述
べ
て
い
る
。

武
原
弘
は
、

(24) 

「
物
語
の
基
底
部
に
潜
在
可
能
な
主
題
と
し
て
、
宿
世
の
思
想
は
不
断
に
問
わ
れ
続
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」

と
述
べ
て
い

る
。
武
原
弘
は
、
『
源
氏
物
語
」
全
編
に
つ
い
て
で
は
な
く
「
須
磨
・
明
石
」
の
巻
の
主
題
と
し
て
、
「
宿
世
」
が
基
底
に
潜
在
す
る
こ
と
を
述

日
向

一
雅
は
、
「
桐
壺
帝
は
宮
廷
社
会
の
指
弾
に
敢
然
と
逆
ら

っ
て
更
衣
を
愛
し
通
し
た
。
源
氏
は
、
父
帝
の
生
き
方
の
軌
跡
を
踏
襲
し
て
い

(25) 

る
か
の
よ
う
に
見
え
る
」
と
し
て
い
る
。
日
向
一
雅
は
、
「
宿
世
」
を
桐
壺
帝
と
源
氏
と
い
う
親
子
関
係
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
最
愛
の
女
性
に
対
す

る
愛
の
姿
を
通
し
て
述
べ
て
い
る
。
「
宿
世
」
の
物
語
の
構
造
と
し
て
大
局
的
に
捉
え
て
い
る
点
に
特
色
が
見
ら
れ
る
。
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主
な
「
宿
世
」
論
を
あ
げ
る
と
以
上
の
よ
う
で
あ
る
。
本
論
で
取
り
上
げ
る
四
者
の
論
に
つ
い
て
は
、
次
の
項
に
お
い
て
本
文
の
用
例
に
つ

二
、
源
氏
と
空
蝉
と
の
「
宿
世
」
の
享
受

源
氏
と
空
蝉
と
の
「
宿
世
」
の
享
受
に
つ
い
て
、
本
文
の

「
宿
世
」
の
用
例
を
も
と
に
考
察
す
る
。
最
初
に
、
筆
者
の
論
と
し
て
、
「
宿
世
」

は
、
「
偶
然
」
と
同

一
線
上
に
考
え
ら
れ
る
と
い
う
論
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。

次
の
用
例
か
ら
見
て
み
よ
う
。
「
女
の
宿
世
は
い
と
浮
び
た
る
な
ん
あ
は
れ
に
は
べ
る
」
（
帯
木

・
一
七
二
頁
）
は
、
紀
伊
守
が
、
源
氏
に
語

る
女
の

一
般
論
と
し
て
の
「
宿
世
」
で
あ
る
。
紀
伊
守
は
、
女
の
「
宿
世
」
が
い
か
に
定
め
が
た
い
も
の
で
あ
る
か
を
語
っ
て
い
る
。

と
し
て
の
「
宿
世
」
に
は
、
空
蝉
の
「
宿
世
」
も
含
ま
れ
て
い
る
。
空
蝉
の
「
宿
世
」
が
、
浮
き
草
の
よ
う
に
定
め
が
た
い
。
空
蝉
の
「
宿
世
」

が
、
「
偶
然
」
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
か
な
く
変
化
し
て
い
く
様
子
を
見
て
み
よ
う
。
「
伊
予
守
朝
臣
の
家
に
つ
つ
し
む
こ
と
は
べ
り
て
、
女
房

な
ん
ま
か
り
移
れ
る
」
（
帯
木

・
一
六
八
ー
九
頁
）
と
あ
る
。
空
蝉
は
、
伊
予
守
朝
臣
の
家
に
謹
慎
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
紀
伊
守
邸
に
来
て
い

た
。
空
蝉
や
女
房
た
ち
が
紀
伊
守
邸
に
来
て
い
た
の
は
、
「
偶
然
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「
酔
ひ
す
す
み
て
、
み
な
人
々
簑
子

に
臥
し
つ
つ
、
静
ま
り
ぬ
」
（
帯
木
・

一
七
三
頁）

と
あ
る
。
源
氏
の
お
供
を
し
て
き
た
人
々
が
皆
酒
に
酔
っ
て
簑
子
に
横
た
わ
っ
て
寝
て
し

し
も

ま
っ
て
い
た
。
あ
た
り
が
静
ま
り
返
っ
て
い
た
の
も
「
偶
然
」
の
こ
と
で
あ
る
。
人
々
が
、
「
（
中
将
）
下
に
湯
に
お
り
て
、
た
だ
今
参
ら
む
と

は
べ
り
」
と
言
ふ
」
（
帯
木
・
一
七
四
頁
）
と
あ
る
。
女
房
た
ち
は
、
中
将
が
下
に
降
り
て
湯
を
使
っ
て
い
る
こ
と
を
話
し
て
い
る
。
い
つ
も
は

空
蝉
の
傍
に
い
る
中
将
が
不
在
な
の
も
「
偶
然
」
の
こ
と
で
あ
る
。
源
氏
は
、
偶
然
が
重
な
っ
て
誰
に
も
気
付
か
れ
る
こ
と
な
く
空
蝉
の
部
屋

の
前
ま
で
来
て
い
た
。
「
掛
け
金
を
こ
こ
ろ
み
に
引
き
開
け
た
ま

へ
れ
ば
、
あ
な
た
よ
り
は
鎖
さ
ざ
り
け
り
」
（
帯
木
・

一
七
四
頁
）
と
あ
る
。

源
氏
は
、
試
み
に
空
蝉
の
部
屋
を
開
け
て
見
た
。
部
屋
の
向
こ
う
側
か
ら
は
掛
け
金
が
指
し
て
な
か
っ
た
。
部
屋
の
戸
は
開
い
た
。
こ
れ
も
「
偶

い
て
の
考
察
を
通
し
て
述
べ
る
。

一
般
論
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線
上
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
論
を
考
え
た
。

然
」
の
こ
と
で
あ
る
。
「
（
空
蝉
は
）
た
だ
独
り
い
と
さ
さ
や
か
に
て
臥
し
た
り
」
（
帯
木

・
一
七
四
頁
）
と
あ
る
。
「
偶
然
」
が
「
偶
然
」
を
呼

ぶ
場
面
で
あ
る
。
空
蝉
は
、
た
だ
独
り
で
ま
こ
と
に
小
ぶ
り
な
感
じ
で
寝
て
い
た
。
い
つ
も
は
空
蝉
の
傍
に
い
る
中
将
が
、
湯
に
下
り
て
留
守

で
あ
っ
た
の
も
偶
然
で
あ
っ
た
。
空
蝉
が
独
り
で
寝
て
い
た
と
い
う
の
も
「
偶
然
」
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
空
蝉
に
は
偶
然
が
重
な
る
こ
と
に
な
る
。
「
（
空
蝉
は
）
物
に
お
そ
は
る
る
心
地
し
て
、
や
と
お
び
ゆ
れ
ど
、
顔
に
衣
の
さ
は
り
て
、

音
に
も
立
て
ず
」
（
帯
木

・
一
七
五
頁
）
と
あ
る
。
空
蝉
は
、
驚
い
て
声
を
出
し
た
。
が
、
顔
に
衣
が
か
か
っ
て
い
た
。
空
蝉
の
声
は
、
外
に
漏

れ
な
か
っ
た
。
空
蝉
は
、
「
昼
な
ら
ま
し
か
ば
、
の
ぞ
き
て
見
た
て
ま
つ
り
て
ま
し
」
と
ね
ぶ
た
げ
に
言
ひ
て
顔
ひ
き
入
れ
つ
る
声
す
」
（
帯
木

・

一
七
五
頁
）
と
あ
る
。
空
蝉
は
、
自
ら
自
分
の
顔
に
衣
を
掛
け
た
ま
ま
寝
て
し
ま
っ
て
い
た
。
空
蝉
の
顔
に
衣
が
か
か
っ
て
い
た
の
も
「
偶
然
」

の
こ
と
で
あ
る
。
源
氏
は
、
こ

の
よ
う
に
い
く
つ
も
の
「
偶
然
」
が
重
な
っ
て
空
蝉
と
の
遡
逗
を
果
た
し
た
。

空
蝉
は
、
何
も
知
ら
な
い
う
ち
に
「
偶
然
」
に
よ
っ

て
、
思
わ
ぬ
事
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
多
屋
頼
俊
は
、
「宿
世
」
に
対
し
て
「
人
為
的

に
は
如
何
と
も
し
が
た
い
」
と
し
て
い
る
が
、
空
蝉
の
場
合
も
全
く
同
じ
で
あ
っ
た
。
空
蝉
は
、
自
分
の
意
志
と
は
無
関
係
に
「
偶
然
」
に
よ
っ

て
「
宿
世
」
が
形
成
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
空
蝉
の
「
宿
世
」
は
、
「
偶
然
」
と
同
一
線
上
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
て
い
る
。

窪
田
空
穂
は
、
「
「
偶
然
」
が
重
な
る
と
生
涯
の
運
命
に
な
る
」
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
空
蝉
の
場
合
も
「
偶
然
」
が
重
な
っ
て
、
振
り
返
っ

て
み
る
と
そ
れ
が
彼
女
の
運
命
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
上
坂
信
男
は
、
漱
石
が
「
宿
世
」
の
代
わ
り
に
「
偶
然
」
を
用
い
て
場
面
を
展
開
し

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
上
坂
信
男
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
空
蝉
の
場
合
も
「
偶
然
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
と
が
、
「
宿
世
」
に
発

展
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
偶
然
」
と
「
宿
世
」
と
の
密
接
な
関
係
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
窪
田
空
穂
は
、
「
偶
然
」
と
「
運
命
」

に
つ
い
て
、
上
坂
信
男
は
、
「
偶
然
」
と
「
宿
世
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
筆
者
は
、
両
者
の
論
を
受
け
て
、
「
宿
世
」
は
「
偶
然
」
と
同
一

次
に
、
「
宿
世
」
は
「
方
便
」
と
な
り
得
る
と
い
う
論
に
つ
い
て
考
察
を
す
る
。
次
の
用
例
か
ら
見
て
み
よ
う
。
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し
て
受
け
止
め
て
い
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

源
氏
は
、
「
う
ち
つ
け
に
、
深
か
ら
ぬ
心
の
ほ
ど
と
見
た
ま
ふ
ら
ん
、
こ
と
わ
り
な
れ
ど
、
年
ご
ろ
思
ひ
わ
た
る
心
の
中
も
聞
こ
え
知
ら
せ
む

と
て
な
ん
。
か
か
る
を
り
を
待
ち
出
で
た
る
も
、
さ
ら
に
浅
く
は
あ
ら
じ
と
思
ひ
な
し
た
ま
へ
」
（
帯
木

・
一
七
五
頁
）
と
空
蝉
に
語
っ
て
い
る
。

(26
)
 

源
氏
が
空
蝉
を
口
説
く
場
面
で
あ
る
。
源
氏
は
、
「
浅
く
は
あ
ら
じ
」
と
空
蝉
を
口
説
い
た
。
「浅
く
は
あ
ら
じ
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
、
「
宿
世

浅
く
は
あ
ら
じ
」
の

「宿
世
」
が
省
略
さ
れ
た
も
の
と
見
て
い
る
。
源
氏
は
、
「
宿
世
」
を
方
便
に
空
蝉
を
口
説
い
た
。
な
ぜ
、
源
氏
は
、
空
蝉

を
口
説
い
た
の
か
。
雨
夜
の
品
定
め
に
お
け
る
左
馬
頭
の
弁
に
よ
る
と
い
う
説
も
あ
る
。
確
か
に
左
馬
頭
の
弁
に
よ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
。
が
、
筆
者
は
、
そ
れ
ば
か
り
と
は
思
え
な
い
。
源
氏
は
、
故
衛
門
守
が
生
前
、
桐
壺
帝
に
空
蝉
の
入
内
の
意
向
を
隔
ら
し
て

い
た
こ
と
を
耳
に
し
て
い
た
。
源
氏
は
、
入
内
の
話
が
あ
っ
た
と
い
う
空
蝉
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
よ
う
に
見
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

源
氏
は
、
継
母
藤
壺
へ
の
憧
憬
の
念
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
ほ
ど
の
女
性
と
の
遡
逗
を
望
ん
で
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
源
氏
は
、
空
蝉
と

の
遡
逗
を
「
宿
世
」
と
し
て
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
源
氏
は
、
空
蝉
が
実
父
と
の
死
別
に
よ
っ
て
現
在
は
零
落
し
て
い
る
が
、
入
内
を
所
望

す
る
ほ
ど
の
血
筋
の
よ
さ
に
注
目
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
血
筋
の
よ
い
女
性
と
の
間
に
女
児
が
誕
生
す
れ
ば
、
将
来
入
内
と
い
う
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
。
源
氏
は
、
よ
り
よ
い
人
生
を
送
る
た
め
の
生
活
基
盤
を
築
こ
う
と
し
て
い
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
源
氏
は
、

さ
ら
に
、
源
氏
は
、
「
あ
な
が
ち
な
る
す
き
心
は
さ
ら
に
な
ら
は
ぬ
を
。
さ
る
べ
き
に
や
、
げ
に
か
く
あ
は
め
ら
れ
た
て
ま
つ
る
も
こ
と
わ
り

な
る
心
ま
ど
ひ
を
、
み
づ
か
ら
も
あ
や
し
き
ま
で
な
ん
」
な
ど
、
ま
め
だ
ち
て
よ
ろ
づ
に
の
た
ま
へ
ど
」
（
帯
木
・

一
七
七
頁
）
と
あ
る
よ
う
に

空
蝉
を
口
説
い
て
い
る
。
「
さ
る
べ
き
に
や
」
は
、
「
前
世
か
ら
こ
う
な
る
因
縁
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
意
で
あ
る
。
源
氏
は
、

「
さ
る
べ
き
に
や
」
と
「
宿
世
」
を
意
味
す
る
言
葉
を
も
っ
て
、
空
蝉
を
口
説
い
て
い
る
。
源
氏
は
、
女
性
を
口
説
く
常
套
手
段
と
し
て
「
宿
世
」

を
用
い
て
い
る
。
源
氏
は
、

「宿
世
」
を
方
便
と
し
て
空
蝉
を
口
説
い
た
。
源
氏
に
と

っ
て

「宿
世
」
は
、
女
性
を
口
説
く
た
め
の
「
方
便
」
と

「宿
世
」
を
「
方
便
」
に
空
蝉
を
口
説
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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次
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
。

源
氏
は
、
「
「
な
ど
か
く
う
と
ま
し
き
も
の
に
し
も
思
す
べ
き
。
お
ぼ
え
な
き
さ
ま
な
る
し
も
こ
そ
、
契
り
あ
る
と
思
ひ
た
ま
は
め
。
む
げ
に

世
を
思
ひ
知
ら
ぬ
や
う
に
お
ぼ
ほ
れ
た
ま
ふ
な
ん
、
い
と
つ
ら
き
」
と
、
恨
み
ら
れ
て
、
」
（
帯
木
・
一
七
八
頁
）
と
あ
る
。
源
氏
は
、
「
契
り
」

を
「
前
世
か
ら
の
宿
縁
」
の
意
味
に
用
い
て
い
る
。
源
氏
は
、
当
該
部
分
に
お
い
て
も
「
宿
世
」
を
「
方
便
」
に
空
蝉
を
口
説
い
た
。
す
な
わ

ち
、
源
氏
は
、

「宿
世
」
を
「
方
便
」
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

わ
く
ら
ば
に
行
き
あ
ふ
み
ち
を
た
の
み
し
も
な
ほ
か
ひ
な
し
や
し
ほ
な
ら
ぬ
海

源
氏
は
、

「偶
然
」
に
も
逢
坂
の
関
で
空
蝉

一
行
と
出
会
っ
た
。
源
氏
は
、
右
衛
門
佐
を
呼
び
寄
せ
て
、
空
蝉
に
手
紙
を
送
っ
た
。
「
契
り
」

は、

「宿
縁
の
深
さ
」
の
意
味
で
あ
る
。
源
氏
は
、
空
蝉

一
行
と
出
会
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
宿
縁
の
深
さ
」
を
知

っ
た
と
い
っ
て
い
る
。
源

氏
の
詠
ん
だ
和
歌
は
、

「
わ
く
ら
ば
に
」
と
い
う
こ
と
で
、
「
偶
然
に
」
と
い
う
言
葉
で
歌
い
出
し
て
い
る
。
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
「
偶
然
」
と

「
宿
世
」
と
の
密
接
な
関
係
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
源
氏
は
、
「
宿
世
」
を

「方
便
」
に
空
蝉
を
口
説
こ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
源
氏

は
、
「
宿
世
」
を
「
方
便
」
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
関
屋

・
三
五
二
頁）

な
お
、
「
宿
世
」
を
「
方
便
」
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
も
の
と
す
る
論
は
、
筆
者
の
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
が
、
こ
の
論
を
辿
れ
ば
、
「
宿

と
あ
り
。

関
守
の
、
さ
も
う
ら
や
ま
し
く
、
め
ざ
ま
し
か
り
し
か
な
」

源
氏

「一

日
は
契
り
知
ら
れ
し
を
、

最
後
に
、
次
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
。

さ
は
思
し
知
り
け
む
や
。
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が
重
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。

世
」
が
当
時

一
般
に
普
及
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

続
い
て
、
筆
者
の
論
で
あ
る
「
宿
世
」
は
、
「
こ
の
世
に
お
け
る
偶
然
の
成
行
き
」
に
よ

っ
て
生
じ
た
「
し
が
ら
み
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

石
田
穣
二
は
、
「
宿
世
」
は
「
こ
の
世
に
お
け
る
成
行
き
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
「
宿
世
」
は
、
「
こ
の
世
に
お
け
る
成
行
き
」

に
関
わ
る
こ
と
に
相
違
な
い
。
し
か
し
、
「
こ
の
世
に
お
け
る
成
行
き
」
が
、
「
宿
世
」
と
な
り
得
る
に
は
、
当
事
者
に
対
し
て
の
拘
束
力
に
よ

る
と
考
え
る
。
「
こ
の
世
に
お
け
る
成
行
き
」
が
、
当
事
者
に
何
の
関
わ
り
も
な
く
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
「
宿
世
」
と
は
な
ら
な
い
。

「
こ
の
世
に
お
け
る
成
行
き
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
拘
束
に
よ
っ
て
、
当
事
者
が
自
由
に
行
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
状
態
が
「
し
が
ら
み
」
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
宿
世
」
は
、
「
こ
の
世
に
お
け
る
成
行
き
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
し
が
ら
み
」
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
「
し
が
ら
み
」
は
、
「
偶
然
」

み
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
宿
世
」
は
、
「
こ
の
世
に
お
け
る
偶
然
の
成
行
き
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
し
が
ら

上
坂
信
男
は
、
漱
石
が
、
「
宿
世
」
の
代
わ
り
に
「
偶
然
」
を
用
い
て
場
面
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

「宿
世
」
は
「
偶
然
」
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
窪
田
空
穂
が
「
偶
然
」
に
つ
い
て
「
「
偶
然
」
が
重
な
る
と
生
涯
の
運
命
に
な

る
」
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
窪
田
空
穂
も
上
坂
信
男
も
「
宿
世
」
と
「
偶
然
」
と
の
関
わ
り
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
宿

世
」
は
、
「
こ
の
世
に
お
け
る
偶
然
の
成
行
き
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
し
が
ら
み
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
、
本
文
の
用

例
を
通
し
て
考
察
を
し
て
み
よ
う
。

女

「
い
と
か
く
う
き
身
の
ほ
ど
の
さ
だ
ま
ら
ぬ
、
あ
り
し
な
が
ら
の
身
に
て
、
か
か
る
御
心
ば
へ
を
見
ま
し
か
ば
、
あ
る
ま
じ
き
わ
が
頼

み
に
て
、
見
直
し
た
ま
ふ
後
瀬
を
も
思
ひ
た
ま
へ
慰
め
ま
し
を
、

つ
い
て
考
察
す
る
。

い
と
か
う
仮
な
る
う
き
寝
の
ほ
ど
を
思
ひ
は
べ
る
に
、
た
ぐ
ひ
な
く
思
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「
い
と
か
く
…
あ
り
し
な
が
ら
の
身
に
て
」
と
は
、
伊
予
介
の
後
妻
と
い
う
身
分
に
定
ま
ら
な
い
以
前
の
こ
と
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
故
衛
門

督
の
娘
の
身
で
源
氏
の
好
意
に
預
か
る
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
よ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
仮
な
る
う
き
寝
」
と
は
、
空
蝉
が
紀
伊
守
邸

に
来
て
い
た
時
に
、
源
氏
と
の
関
係
が
出
来
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
空
蝉
は
、

る
。
空
蝉
は
、
「
今
は
見
き
と
な
か
け
そ
」
と
源
氏
に
口
止
め
を
し
て
い
る
。
当
該
部
分
に
は
、
「
宿
世
」
の
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
ま

た
、
「
宿
世
」
の
意
を
含
む
言
葉
も
見
ら
れ
な
い
。
が
、
文
脈
か
ら
見
て
空
蝉
の
「
宿
世
」
に
関
わ
る
内
容
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な

お
、
佐
藤
勢
紀
子
は
、
前
出
著
に
お
い
て
「
宿
世
」
の
語
を
用
い
な
い
で
文
脈
に
お
い
て

「宿
世
」
を
表
現
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
筆
者
は
、
当
該
部
分
が
そ
の
例
に
該
当
す
る
と
見
て
い
る
。
空
蝉
は
、
「
こ
の
世
に
お
け
る
偶
然
の
成
行
き
」
に
よ
っ
て
生
じ
た

次
も
、
同
様
に
「
し
が
ら
み
」
に
困
惑
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

源
氏
「
見
し
夢
を
あ
ふ
夜
あ
り
や
と
な
げ
く
間
に
目
さ
へ
あ
は
で
ぞ
こ
ろ
も
経
に
け
る

臥
し
た
ま
へ
り
。

寝
る
夜
な
け
れ
ば
」
な
ど
、
目
も
及
ば
ぬ
御
書
き
ざ
ま
も
、
霧
り
ふ
た
が
り
て
、
心
得
ぬ
宿
世
う
ち
添
へ
り
け
る
身
を
思
ひ
つ
づ
け
て
、

（
帯
木
・
一
八
ニ
ー
三
頁
）

源
氏
は
、
小
君
を
文
使
い
と
し
て
、
空
蝉
に
和
歌
を
送
っ
た
。
空
蝉
は
、
源
氏
の
筆
跡
も
涙
で
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
空
蝉
は
、
「
心

得
ぬ
宿
世
」
が
つ
け
加
わ
っ
た
こ
と
を
思
い
な
が
ら
横
に
な
っ
た
。
空
蝉
は
、
「
こ
の
世
の
偶
然
の
成
行
き
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
し
が
ら
み
」

「
し
が
ら
み
」
に
困
惑
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

う
た
ま
へ
ま
ど
は
る
る
な
り
。
よ
し
、
今
は
見
き
と
な
か
け
そ
」

一
夜
妻
的
な
存
在
に
対
し
て
プ
ラ
イ
ド
が
許
さ
な
い
の
で
あ

（
帯
木

一
七
六
頁
）
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こ
。

t
 

る
「
予
期
」
や
「
期
待
」
観
に
注
目
し
た
。

が
、
中
将
と
い
う
女
房
の
局
に
逃
れ
た
。

を
「
心
得
ぬ
宿
世
」
と
し
て
認
識
し
た
。
空
蝉
は
、
「
し
が
ら
み
」
を
「
宿
世
」
と
し
て
認
識
し
納
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
の
平
安
を
得
た
。

こ
の
筆
者
の
論
に
対
し
て
は
、
久
慈
き
み
代
も
同
様
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
久
慈
き
み
代
は
、
前
出
論
文
に
お
い
て
、
「
感
覚
的
に
、
身
に
迫

り
き
た
整
序
し
難
い
事
態
そ
の
も
の
を
、
宿
世
（
前
世
か
ら
の
因
縁
）
で
あ
る
と
発
し
て
、

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
久
慈
き
み
代
は
、
筆
者
の
よ
う
に
、
「
こ
の
世
の
偶
然
の
成
行
き
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
し
が
ら
み
」
を
「
宿

世
」
と
す
る
見
方
は
し
て
い
な
い
。
久
慈
き
み
代
は
、
「
宿
世
」
を
「
前
世
か
ら
の
因
縁
」
と
し
て
述
べ
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
置
く
。

最
後
に
、
「宿
世
」
は
、
「
期
待
」
観
と
同
一
線
上
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
人
生
の
指
針
」
と
成
り
得
る
と
い
う
筆
者
の
論
に
つ
い
て
考

察
を
す
る
。

む

じ

ん

次
の
用
例
か
ら
見
て
い
く
。
「
と
て
も
か
く
て
も
、
今
は
言
ふ
か
ひ
な
き
宿
世
な
り
け
れ
ば
、
無
心
に
心
づ
き
な
く
て
や
み
な
む
と、

思
ひ
は

て
た
り
」
（
帯
木

・
一
八
七
頁
）
と
あ
る
。
当
該
部
分
は
、
空
蝉
の
心
中
思
惟
の
部
分
で
あ
る
。
空
蝉
は
、
源
氏
が
逢
瀬
を
求
め
て
訪
ね
て
来
た

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
従
来
に
お
け
る
「
宿
世
」
論
の
な
か
に
は
、
諦
観
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
も
の
も
あ

っ
た
。
が
、
中
田
武
司
は
、

「
宿
世
」
観
は
、
「
期
待
」
観
と
同
一
線
上
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
筆
者
は
、
中
田
武
司
が
述
べ
て
い
る
「
宿
世
」
観
が
内
蔵
す

筆
者
は
、
「
予
期
」
や
「
期
待
」
観
は
、
未
来
に
向
け
て
の
「
道
し
る
べ
」
と
成
り
得
る
と
解
釈
す
る
。
「
宿
世
」
は
、
諦
観
で
は
な
く
、
未

来
に
向
け
て
の
「
道
し
る
べ
」
で
あ
る
。
未
来
に
向
け
て
の
「
道
し
る
べ
」
は
、
す
な
わ
ち
「
人
生
の
指
針
」
と
成
り
得
る
と
い
う
論
を
考
え

藤
井
貞
和
は
、
「
「
宿
世
」
も
ま
た
、
「
予
言
」
の
一
部
で
あ
る
か
の
ご
と
く

m]
と
述
べ
て
い
る
。
「
宿
世
」
も
ま
た
「
予
言
」
の
一
部
で
あ

る
か
の
ご
と
く
だ
と
い
う
考
え
に
注
目
し
た
い
。
「
宿
世
」
は
「
予
言
」
の
一
部
で
あ
る
と
断
定
は
し
て
い
な
い
。
が
、
未
来
に
向
け
て
の
「
道

一
往
形
を
付
け
て
、
心
の
平
安
を
得
る
」
（
七

一
頁
）

-133-



し
る
べ
」
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
未
来
に
向
け
て
の

「道
し
る
べ
」
は
、
す
な
わ
ち
、
「
人
生
の
指
針
」
と
成
り
得
る
。
当
該
部
分

に
お
い
て
も
、
空
蝉
は
、
「
し
が
ら
み
」
を
「
今
は
言
ふ
か
ひ
な
き
宿
世
な
り
け
れ
ば
」
と
「
宿
世
」
と
し
て
認
識
し
納
得
し
た
。
空
蝉
は
、
「
宿

世
」
と
し
て
納
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
の
平
安
を
得
た
。
さ
ら
に
、
空
蝉
は
、
「
宿
世
」
を
「
人
生
の
指
針
」
と
し
て
、
「
無
心
に
心
づ
き
な

く
て
や
み
な
む
」
と
自
分
自
身
の
生
き
る
道
を
決
定
し
た
。
空
蝉
は
、
「
宿
世
」
を
「
人
生
の
指
針
」
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
も
の
と
見
る
こ

筆
者
は
、
中
田
武
司
の
「
宿
世
」
は
、
「
期
待
」
観
と
同

一
線
上
に
考
え
ら
れ
る
と
い
う
論
、
お
よ
び
藤
井
貞
和
の
「
宿
世
」
は
、
「
予
言
」

の
一
部
で
あ
る
か
の
ご
と
く
と
い
う
論
を
受
け
て
、
「
宿
世
」
は
未
来
へ
の
「
道
し
る
べ
」
す
な
わ
ち
、
「
人
生
の
指
針
」
と
成
り
得
る
と
い
う

論
を
考
え
た
。

さ
ら
に
、
次
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
。
「
女
君
、
心
う
き
宿
世
あ
り
て
、
こ
の
人
に
さ
へ
後
れ
て
、
い
か
な
る
さ
ま
に
は
ふ
れ
ま
ど
ふ
べ
き
に

か
あ
ら
ん
」
（
関
屋
・
三
五
四
頁
）
と
あ
る
。
当
該
部
分
は
、
空
蝉
の
心
中
思
惟
の
部
分
で
あ
る
。
常
陸
介
は
、
老
齢
の
た
め
に
病
床
に
あ
る
。

空
蝉
は
、
「
こ
の
世
の
成
行
き
」
に
よ
っ
て
生
じ
た

「
し
が
ら
み
」
を
「
宿
世
」
と
し
て
認
識
し
た
。
空
蝉
は
、
親
に
も
早
く
死
別
し
、
夫
と
も

死
別
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
後
ど
の
よ
う
に
し
て
生
き
て
い
こ
う
か
と
憂
慮
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

つ
い
そ
う

河
内
守
「
あ
は
れ
に
の
た
ま
ひ
お
き
し
、
数
な
ら
ず
と
も
、
思
し
疎
ま
で
の
た
ま
は
せ
よ
」
な
ど
追
従
し
寄
り
て
、
い
と
あ
さ
ま
し
き
心
の

見
え
け
れ
ば
、
う
き
宿
世
あ
る
身
に
て
、
か
く
生
き
と
ま
り
て
、

ず
思
ひ
知
り
て
、
人
に
さ
な
む
と
も
知
ら
せ
で
、
尼
に
な
り
に
け
り
。

そ
の
後
の
空
蝉
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

は
て
は
て
は
め
づ
ら
し
き
こ
と
ど
も
を
聞
き
添
ふ
る
か
な
と
、
人
知
れ

（関
屋

・
三
五
四
頁
）

空
蝉
は
、
夫
と
死
別
後
、

義
理
の
子
供
で
あ
る
河
内
守
に
言
い
寄
ら
れ
た
。
空
蝉
は
、
「
こ
の
世
に
お
け
る
偶
然
の
成
行
き
」
に
よ

っ
て
生
じ

と
が
で
き
る
。
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み
」
で
あ
る
と
い
う
論
を
考
え
た
。

四
、
お
わ
り
に

た
「
し
が
ら
み
」
を
「
う
き
宿
世
」
と
し
て
認
識
し
納
得
し
た
。
空
蝉
は
、
「
う
き
宿
世
」
と
し
て
納
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
の
平
安
を
得
た
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
宿
世
」
観
は
、
「
期
待
」
観
と
同

一
線
上
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
宿
世
」
は
未
来
へ
の
「
道
し
る
べ
」
と
な
る
。
空
蝉
は
、

「
宿
世
」
を
未
来
へ
の
「
道
し
る
べ
」
す
な
わ
ち
「
人
生
の
指
針
」
と
し
た
。
空
蝉
は
、
誰
に
も
相
談
す
る
こ
と
な
く
、
「
宿
世
」
を

「
人
生
の

指
針
」
と
し
て
、
自
主
的
、
主
体
的
に
生
き
る
道
を
選
択
し
て
尼
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
空
蝉
は
、
「
宿
世
」
を
未
来
へ
の
「
道
し
る

べ
」
す
な
わ
ち
、
「
人
生
の
指
針
」
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
宿
世
」
論
の
先
行
研
究
は
多
く
見
ら
れ
る
が
、
本
論
は
、
主
と
し
て
次
の
四
者
の
論
を
踏
ま
え
て
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。

窪
田
空
穂
の
「
偶
然
が
生
涯
の
運
命
と
な
る
」
と
い
う
論
、
石
田
穣
二
の
「
宿
世
は
こ
の
世
に
お
け
る
成
行
き
」
で
あ
る
と
い
う
論
、
上
坂

信
男
の
「
漱
石
は
「
宿
世
」
と
同
様
に
「
偶
然
」
を
用
い
て
い
る
」
と
い
う
論
、
お
よ
び
中
田
武
司
の
「
「
宿
世
」
観
は
、
「
期
待
」
観
と
同
一

線
上
に
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
四
者
の
論
を
踏
ま
え
て
言
及
し
た
。

筆
者
の
論
の
一
っ
と
し
て
、
窪
田
空
穂
と
上
坂
信
男
の
論
を
踏
ま
え
て
、
「
宿
世
」
は
、
「
偶
然
」
と
同
一
線
上
に
考
え
ら
れ
る
と
い
う
論
を

考
え
た
。

二
つ
と
し
て
は
、

石
田
穣
二
の
論
を
踏
ま
え
て
、
「
宿
世
」
は
、
こ
の
世
の
「
偶
然
に
お
け
る
成
行
き
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
し
が
ら

三
つ
と
し
て
、
人
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
宿
世
」
が
あ
る
。
人
は
、

そ
の
「
宿
世
」
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
か
に
よ

っ
て、

人
の
人
生
は
決
定
づ
け
ら
れ
る
。
「
宿
世
」
を
「
方
便
」
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
論
を
考
え
た
。

そ
の

四
つ
と
し
て
、
「
宿
世
」
は
、

「期
待
」
観
と
同
一
線
上
に
考
え
ら
れ
る
と
い
う
論
を
踏
ま
え
て
、
「
宿
世
」
は
、
未
来
に
対
す
る
「
道
し
る
べ
」

と
成
り
得
る
。
未
来
に
対
す
る
「
道
し
る
べ
」
は
、
す
な
わ
ち
、
「
人
生
の
指
針
」
と
成
り
得
る
と
い
う
論
を
考
え
た
。
以
上
の
論
を
本
文
の
用
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尼
に
な
っ
た
。

し
る
べ
」
は
、
「
人
生
の
指
針
」
と
成
り
得
る
。

例
を
も
と
に
考
察
し
た
。

そ
の
結
果
は
、
本
論
の
見
通
し
の
結
論
と
し
て
、
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

源
氏
は
、
「
こ
の
世
に
お
け
る
偶
然
の
成
行
き
」
に
よ
っ
て
空
蝉
と
遡
逗
し
た
。
源
氏
は
、
「
宿
世
」
の
意
味
を
含
む
「
浅
く
は
あ
ら
じ
」
「
さ

る
べ
き
に
や
」
「
契
り
」
等
の
言
葉
を
用
い
て
空
蝉
を
口
説
い
た
。
源
氏
が
、
「
宿
世
」
を
用
い
た
の
は
、
空
蝉
を
口
説
く
た
め
の
方
便
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
源
氏
は
、
「
宿
世
」
を
「
方
便
」
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

空
蝉
は
、
「
こ
の
世
に
お
け
る
偶
然
の
成
行
き
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
し
が
ら
み
」
に
よ
っ
て
困
惑
し
、
「
し
が
ら
み
」
を
「
宿
世
」
と
い
う

言
葉
に
よ
っ
て
認
識
し
納
得
し
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
女
は
、
「
し
が
ら
み
」
を
、
「
宿
世
」
と
し
て
納
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
の
平
安
を
得
た
。

「
宿
世
」
観
は
、
「
期
待
」
観
と
同

一
線
上
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
宿
世
」
は
、
未
来
へ
の
「
道
し
る
べ
」
と
な
り
得
る
。
未
来
へ
の
「
道

つ
ま
り
、
空
蝉
は
、
「
宿
世
」
を
「
人
生
の
指
針
」
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
も
の
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
空
蝉
は
、
「
宿
世
」
を
「
人
生
の
指
針
」
と
し
て
、
誰
に
も
相
談
す
る
こ
と
な
く
、
自
主
的
、
主
体
的
に
生
き
る
道
を
選
択
し
て

〔注〕
(
1
)

窪
田
空
穂
『
窪
田
空
穂
全
集
』
第
九
巻
古
典
文
学
論

一
（角
川
書
店
一
九
六
五
年
十
二
月
）
（
三
二
七
頁
）

(
2
)

石
田
穣
二

「
源
氏
物
語
に
見
る
「
宿
世
」
の
語
に
つ
い
て
」
『
国
語
と
国
文
学
」
(
-
九
八
五
年
六
月
号
）
（
四
頁
）

(
3
)

上
坂
信
男
『
源
氏
物
語
」
と
夏
目
漱
石
ー
「
宿
世
」
と

「偶
然
」
を
巡

っ
て
ー
（
共
立
女
子
大
学
文
芸
部
紀
要
四
十
三
号

頁）

(
4
)

中
田
武
司

「源
氏
物
語
の

「宿
世
」
観
『
源
氏
物
語
の
探
究
」
第
七
輯

（風
間
書
房

一
九
八
二
年
八
月
）
（
二
六
七
頁
）

(
5
)

趙
青

「「
宿
世
」
に
つ
い
て
」
『
人
間
文
化
研
究
年
報
』
（
お
茶
の
水
女
子
大
）一

七
号
(
-
九
九
四
年
三
月
）
（
ニ
ー
八

一
頁）

(
6
)

「
宿
世
」
の
辞
書
の
意
味
を
確
認
す
る
。

①
「
日
本
国
語
大
辞
典
』

（小
学
館
一
九
七
四
年
九
月
）

一
九
九
七
年

一
月
）
（
三
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す
く
せ
[
宿
世
]
(
名
)
（
「
す
ぐ
せ
」
と
も
仏
語
o
）
①
過
去
の
世
o

さ
き
の
世
o

前
世
o

し
ゅ

vせ
o

②
前
世
か
ら
の
因
縁
。
宿
縁
。
宿
命
。
宿
業
。
し
ゅ
く
せ
。
（
三
八
二
頁
）

②
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
（
角
川
書
店
一
九
八
七
年
九
月
）

し
ゅ
く
せ
（
宿
世
）
名
仏
教
語
。
「
宿
世
（
シ
ュ
ク
）
セ
」

「
す
く
せ
」
と
も
。
①
前
世

（
ぜ
ん
せ
）
過
去
の
世
。
②
①
よ
り
転
じ
て
、
前
世
か
ら

の
因
縁
。
現
世
に
お
け
る
状
態
は
す
べ
て
、
前
世
に
作
っ
た
業
因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
い
う
。

「宿
世
因
縁
（
法
華
経

・
授
記
品
）

の
略
。
宿
縁
。
こ
と
に
現
世
に
お
い
て
、
不
連
な
場
合
に
用
い
る
こ
と
が
多
い
。
（
二
七
三
頁
）

③
中
村
元
『
広
説
仏
教
語
大
辞
典
」
（
東
京
書
籍
二

0
0
一
年
六
月
）

さ
き
の
世

、

過
去
の
世
の
意
。

ま
た
宿
世
の
因
縁
の
意
に
用
い
る
。

日
本
人
の
人
生
観

•

世
界
観
に
最
も
よ
く
浸
透
し
た
仏
教
の
観
念
の
一
っ

。
（七

九

一頁）

(
7
)

多
屋
頼
俊
「
源
氏
物
語
の
思
想
』
（
法
蔵
館
一
九
五
三
年
四
月
）

源
氏
物
語
の
作
者
わ
、
人
生
観
の
根
底
と
し
て
、
宿
世
の
因
縁
ー
因
果
応
報
ー
お
信
じ
て
い
た
。（
八
一
頁
）

(
8
)

鈴
木
日
出
男
『
源
氏
物
語
へ
の
道
』
（
小
学

館

一

九

九
八
年
四
月
）
（
ニ
ニ
五
ー
六
頁
）

(
9
)

柴
田
迪
子
「
源
氏
物
語
に
於
け
る
宿
世
」
『
学
習
院
大
学
国
文
学
会
誌
』
十
二
号
(
-
九
六
九
年
三
月
）
（
ニ
ニ
頁
）

(10
)

久
慈
き
み
代
「
他
者
の
視
線
に
さ
ら
さ
れ
る
女
君
た
ち
の
宿
世
ー
『
源
氏
物
語
」
の
宿
世
ー
「
駒
沢
国
文
』
第

45
号
（
駒
沢
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究

室

二

0
0八
年
―
一
月
）
（
七
一
頁
）

(11
)

上
坂
信
男
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
宿
世
ー
因
縁
果
律
を
超
え
る
も
の
I

（
共
立
女
子
大
学
文
芸
部
紀
要
四
十

一
号
一

九
九
五
年
二
月
）
に
よ
れ

ば
、
「
宿
世
」
の
用
例
は
、

一
―
八
例
と
し
て
い
る
。

重
松
信
弘
は
、
『
源
氏
物
語
の
仏
教
思
想
』
に
お
い
て
、
「
宿
世
」
の
用
例
を
―
二

0
例
と
し
て
い
る
。
趙
青
は
、
前
出
著
に
お
い
て
、

「宿
世
」
の
用

例
を
一
―
七
例
と
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
「
源
氏
物
語
索
引
」
に
よ
っ
て
―

二
0
例
と
す
る
。
久
慈
き
み
代
も
筆
者
と
同
様

一

二
0
例
と
す
る
が
、
書
物
に
よ

っ
て
異
な
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
）
。

(12)

井
上
光
貞
「
源
氏
物
語
の
仏
教
」
『
源
氏
物
語
講
座
』
下
巻
東
京
大
学
源
氏
物
語
研
究
会
編
（
紫
乃
故
郷
舎
一
九
四
九
年
十
二
月
）
（
―
二
四
頁
）

「宿
世
と
い
う
の
は
漠
然
と
運
命
の
こ
と
で
あ
る
」
（

―二
四
頁
）

「
宿
世
と
い
う
考
え
方
は
従
つ
て
業
の
自
覚
で
あ
る
」
(
―
二
六
頁
）

目
加
田
さ
く
を
「
宿
世
と
諦
念
ー
源
氏
物
語
の
場
合
ー「
仏
教
文
学
講
座
」
第
五
巻
（
勉
誠
社
一
九
九
六
年
四
月
）

(13) 
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（
岩
波
書
店

一
九
五
八
年

一
月）

光
源
氏
の
宿
世
論
（
新
典
社

一
九
九
五
年
五
月
）
（
五
五
頁
）

「源
氏
物
語
の
宿
世
は
、

「人
間
の
前
世
か
ら
の
因
縁
」
、
更
に
は
「
男
女
の
結
ば
れ
る
宿
縁
」
、
今
日
の
言
葉
で
よ
く
使
う
「
運
命
」
の
意
に
、
用
い

る
」
（
三
三
頁
）

(14)

佐
藤
亨
「
源
氏
物
語
」
に
お
け
る
仏
教
語
ー
「宿
世
」
と
そ
の
周
辺
の
語
ー
（
文
学
と
教
育
の
会
「
文
学
と
教
育
」
第
二
十
三
集
一

九
九
七
年
六
月
号
）

（
一
五
頁
）

(15)

森
岡
常
夫

r
源
氏
物
語
の
研
究
』
（
弘
文
堂
一
九
四
八
年
十
一
月
）
（
二
五
七
頁
）

(16)

田
中
常
正
「
口
説
に
用
ゐ
ら
れ
た
宿
世
思
想
ー
源
氏
物
語
に
見
ら
れ
る
恋
愛
思
想
の
一
面
ー
『
山
口
大
学
文
学
会
誌
」
3
_
1
（
一
九
五
二
年
三
月）

（
四
三
頁
）

(17)

佐
藤
勢
紀
子
「
中
古
物
語
文
芸
に
お
け
る
宿
世
思
想
の
展
開
ー
「
宿
世
の
文
脈
」
を
手
が
か
り
と
し
て
ー
東
北
大
学
「
日
本
思
想
史
研
究
」
第
十
二

号
(
-
九
八

0
年
）
（
四
六
頁
）

(18)

池
田
義
孝
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
宿
世
」
」
（
「
愛
媛
国
文
研
究
」

(13)

一
九
六
三
年
十
二
月
）
（
五
三
頁
）

(19
)
重
松
信
弘

「
源
氏
物
語
の
仏
教
思
想
」
第
四
章
第
三
節
「
宿
世
の
思
想
」
（
平
楽
寺
書
店

一
九
六
七
年
）

宿
世
観
が
物
語
の
基
調
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
「
宿
世
」
の
用
例
―
二

0
例
。
「
契
り
」
の
用
例
一
〇
七
例
。
「
さ
る
べ
き
」
な
ど
全
体
で
約
二
七

0
例。

(20)

益
田
勝
実
『
火
山
列
島
の
思
想
」
「
日
知
り
の
裔
の
物
語
」
（
筑
摩
書
房
一
九
六
八
年
）

(21)

小
野
村
洋
子
『
源
氏
物
語
の
精
神
的
基
底
」（
創
文
社

一
九
七
九
年
）

(22)

佐
藤
勢
紀
子
「
宿
世
の
思
想
」
（
ペ
リ
カ
ン
社
一
九
九
五
年
二
月）

宿
世
の
作
用
ー
過
現
未
三
時
を
通
じ
て
の
物
事
の
経
過
を
ま
る
ご
と
支
配
す
る
と
い
う
ー
は
、
私
の
み
る
と
こ
ろ
、

「源
氏
物
語
』
の
ほ
ぼ
全
編
に
わ

た
っ
て
、
物
語
の
構
造
に
絡
む
も
の
と
し
て
鮮
明
に
え
が
き
だ
さ
れ
て
い
る
。
（
―
-
六
頁
）

(23)

森
田
喜
朗
『
日
本
文
学
に
お
け
る
運
命
の
展
開
」
（
新
典
社
一
九
九
六
年
五
月
）

(24)

武
原
弘
「
須
磨

・
明
石
巻
の
主
題
1

人
間
存
在
と
宿
世
、
そ
の
内
在
化
ー
」
『
源
氏
物
語
研
究
集
成
」
第

一
巻

「源
氏
物
語
の
主
題
」
上
（
風
間
書
房

一
九
九
八
年
六
月
）
（

―
二
三
頁
）

(25)

日
向
一
雅
「
「
宿
世
」
の
物
語
の
構
造
」
「
研
究
講
座
源
氏
物
語
の
視
界
」

2

(26
)
「
浅
く
は
あ
ら
じ
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
注
釈
が
見
ら
れ
る
。

①

山
岸
徳
平
校
注
日
本
古
典
文
学
大
系
14
「
源
氏
物
語
」
一
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(27) 
【頭
注
】
（
私
の
気
持
は
）
浅
く
は
な
か
ろ
う
。
（
六
七
頁
）

②

阿

部

秋

生

・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
校
注
日
本
古
典
文
学
全
集
12
『
源
氏
物
語
」
一
（
小
学
館
一
九
七

0
年
十

一
月）

【頭
注
】
自
分
の
志
が
浅
く
は
な
い
、
の
意
。
二
人
の
因
縁
が
浅
く
は
な
い
、
と
と
る
説
も
あ
る
。
（
一
七
五
頁
）

③
阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
校
注
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

20
『
源
氏
物
語
』
一
（
小
学
館
一
九
九
四
年
三
月
）
②

に
同
じ
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
注
釈
が
見
ら
れ
る
が
、
筆
者
は
、
「
二
人
の
因
縁
が
浅
く
は
な
い
」
と
取
る
説
を
取
り
た
い
。
と
い
う
の
は
、
「
浅
く
は
あ
ら
じ
」
は
、

「
宿
世
」
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
例
が
見
ら
れ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
当
該
部
分
は
、
「
宿
世
」
を
省
略
し
た
も
の
と
見
て
い
る
。
「
宿
世
」
が
、
「
浅

く
は
あ
ら
じ
」
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
用
例
を
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

用
例
ー
、
絶
え
ぬ
宿
世
浅
か
ら
で
、
尼
に
も
な
さ
で
尋
ね
取
り
た
ら
ん
も
、
（
帯
木

・
一
四
三
頁）

用
例
2
、
「
今
宵
の
浅
か
ら
ぬ
前
の
世
の
契
り
に
こ
そ
は
」
（
明
石

・
ニ
四
六
頁
）

用
例
3
、
（
明
石
の
君
と
源
氏
と
の
宿
縁
が
）
浅
か
ら
ぬ
に
こ
そ
は
。
（
澪
標
・

ニ
七
九
頁
）

用
例
4
、
「
の
が
れ
ぬ
御
宿
世
の
浅
か
ら
ざ
り
け
る
と
思
ほ
し
な
せ
」
（
若
菜
下

・
ニ
ニ
六
頁
）

藤
井
貞
和
「
宿
世
遠
か
り
け
り
」
考
『
源
氏
物
語
の
表
現
と
構
造
』
中
古
文
学
研
究
会
編
（
笠
間
書
院

【付
記
】

(
1
)

本
文
の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
」
に
よ
っ
た
。

(
2
)

本
論
は
、
平
成
二
十
年
度
第
四
十
回
解
釈
学
会
全
国
大
会
を
、
平
成
二
十
年
八
月
二
十
一
日
（
木
）
、
二
松
学
舎
大
学
・
九
段
キ
ャ
ン
パ
ス
に
て

開
催
し
た
時
に
、
口
頭
発
表
し
た
も
の
を
論
文
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
文
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
日
出
男
特
任
教
授
を
は
じ
め
、
多
く

の
方
々
か
ら
指
導
助
言
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
対
し
て
深
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

一
九
七
九
年
五
月
（
六
二
頁）
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