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『
源
氏
物
語
』
東
屋
巻
と
浮
舟
巻
の
は
ざ
ま

右
近
は
二
人
か

髙

橋

諒

は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
の
宇
治
十
帖
に
登
場
す
る
右
近
と
い
う
女
房
の
働
き
は
、

物
語
の
展
開
上
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
最
も
め
ざ
ま
し
い
働
き
を
す
る

の
は
、
浮
舟
巻
で
あ
ろ
う
。
右
近
は
匂
宮
を
手
引
き
し
、
浮
舟
と
の
逢
瀬

を
成
立
さ
せ
る
。
ま
た
、
自
身
の
言
動
か
ら
図
ら
ず
も
浮
舟
が
入
水
を
決

意
す
る
ほ
ど
に
追
い
詰
め
て
し
ま
う
。
蜻
蛉
巻
で
は
、
浮
舟
の
失
踪
後
、

入
水
し
た
と
判
断
し
浮
舟
の
母
に
事
情
を
説
明
し
て
、
薫
の
来
訪
前
に
葬

儀
を
執
り
行
う
。
そ
の
後
、
匂
宮
・
薫
に
浮
舟
の
心
情
や
死
の
真
相
を
語

る
な
ど
、
浮
舟
の
失
踪
に
よ
る
事
後
処
理
を
行
う
。
こ
の
よ
う
に
、
浮
舟

物
語
に
お
い
て
、
右
近
は
不
可
欠
な
存
在
と
し
て
あ
る
。

そ
の
右
近
に
つ
い
て
、
東
屋
巻
と
浮
舟
巻
の
叙
述
に
「
矛
盾
」
が
あ
る

と
さ
れ
、
古
来
、
人
物
の
認
定
に
混
乱
が
生
じ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
現
在

も
な
お
解
決
さ
れ
て
い
な
い
問
題
で

１
）

あ
る
。

本
稿
は
、
右
近
の
人
物
認
定
の
問
題
を
再
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
以

下
、
ま
ず
は
そ
の
研
究
史
を
俯
瞰
し
、
右
近
を
二
人
と
見
る
説
、
一
人
と

見
る
説
（
以
下
、
二
人
説
、
一
人
説
）
の
整
理
を
行
う
。
そ
し
て
、
こ
の

問
題
が
右
近
の
設
定
を
変
更
し
た
こ
と
で
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ

る
。
さ
ら
に
、
右
近
の
設
定
が
変
更
さ
れ
た
と
い
う
設
定
の
問
題
か
ら
、

浮
舟
巻
以
降
の
構
想
は
、
東
屋
巻
ま
で
の
構
想
と
は
異
な
る
と
い
う
構
想

の
問
題
に
ま
で
言
及
す
る
。
従
来
解
決
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
右
近
の
問
題

を
捉
え
直
し
、『
源
氏
物
語
』
東
屋
巻
・
浮
舟
巻
に
お
け
る
構
想
に
迫
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
、
宇
治
十
帖
の
右
近

宇
治
十
帖
で
初
め
て
右
近
が
登
場
す
る
の
は
、
東
屋
巻
で
あ
る
。
匂
宮

が
浮
舟
と
共
に
い
る
と
こ
ろ
を
乳
母
に
咎
め
ら
れ
、
そ
れ
で
も
な
お
、
浮

舟
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
な
い
た
め
、
格
子
を
下
ろ
し
に
や
っ
て
き
た
右
近

に
よ
っ
て
、
制
止
さ
れ
る
。

【
Ａ
】右

近
と
て
、
大
輔
が
女
の
さ
ぶ
ら
ふ
来
て
、
格
子
お
ろ
し
て
こ
こ
に

寄
り
来
な
り
。
…
…
「
例
の
け
し
か
ら
ぬ
御
さ
ま
」
と
思
ひ
寄
り
に

け
り
。
…
…
「
げ
に
い
と
見
苦
し
き
こ
と
に
も
侍
る
か
な
。
右
近
は

い
か
に
か
聞
こ
え
さ
せ
む
。
今
参
り
て
、
御
前
〔＝

中
君
〕
に
こ
そ

は
忍
び
て
聞
こ
え
さ
せ
め
」
と
て
立
つ
を
、

（
東
屋
╱
⑦
三
一
〇
〜
三
一
一
頁
）
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東
屋
巻
で
、
右
近
は
「
大
輔
が
女
」
と
あ
る
。
大
輔
は
中
君
に
仕
え
る
古

参
の
侍
女
で
、
右
近
は
大
輔
と
共
に
中
君
に
仕
え
て
い
る
。
東
屋
巻
で

は
、
中
君
に
仕
え
る
女
房
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
浮
舟
巻
に
至
り
、
匂
宮
が
宇
治
の
邸
に
忍
び
込
み
、
垣
間

見
を
す
る
く
だ
り
で
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

【
Ｂ
】〔

匂
宮
は
〕
や
を
ら
上
り
て
、
格
子
の
隙
あ
る
を
見
つ
け
て
寄
り
た

ま
ふ
に
、
…
…
火
明
う
燈
し
て
、
も
の
縫
ふ
人
三
四
人
ゐ
た
り
。
童

の
を
か
し
げ
な
る
、
糸
を
ぞ
よ
る
。
こ
れ
〔＝

童
〕
が
顔
、
ま
づ
か

の
ほ
の
か
２
）
に
見
た
ま
ひ
し
そ
れ
な
り
。「
う
ち
つ
け
目
か
」
と
、

な
ほ
う
た
が
は
し
き
に
、
右
近
と
名
の
り
し
若
き
人
も
あ
り
。
君

〔＝

浮
舟
〕
は
、
か
ひ
な
を
枕
に
て
、
火
を
な
が
め
た
る
ま
み
、
髪

の
こ
ぼ
れ
か
か
り
た
る
額
つ
き
、
い
と
あ
て
や
か
に
な
ま
め
き
て
、

対
の
御
方
〔＝

中
君
〕
に
い
と
よ
う
お
ぼ
え
た
り
。

（
浮
舟
╱
⑧
二
四
頁
）

匂
宮
が
、
二
条
院
で
見
か
け
た
女
君
が
、
宇
治
の
邸
に
い
る
女
君
と
同
一

か
、
確
認
す
る
。
そ
の
際
、
童
（
点
線
部
）
と
右
近
（
傍
線
部
）
の
存
在

に
よ
っ
て
、
同
定
し
て
い
る
。
二
重
傍
線
は
、
次
の
叙
述
を
踏
ま
え
る
。

【
Ｂ’
】夕

つ
か
た
、
宮
〔＝

匂
宮
〕
こ
な
た
に
わ
た
ら
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
女

君
〔＝

中
君
〕
は
、
御
ゆ
す
る
の
ほ
ど
な
り
け
り
。
人
々
も
お
の
お

の
う
ち
休
み
な
ど
し
て
、
御
前
に
は
人
も
な
し
。
…
…
宮
〔＝

匂

宮
〕
は
た
た
ず
み
あ
り
き
た
ま
ひ
て
、
西
の
方
に
例
な
ら
ぬ
童
見
え

け
る
を
、「
今
参
り
た
る
か
」
な
ど
お
ぼ
し
て
、
さ
し
の
ぞ
き
た
ま

ふ
。

（
東
屋
╱
⑦
三
〇
七
〜
三
〇
八
頁
）

二
条
院
で
匂
宮
が
浮
舟
を
見
つ
け
る
に
至
る
過
程
は
、「
例
な
ら
ぬ
童
」

が
い
た
こ
と
に
基
づ
く
。
東
屋
巻
で
、
童
の
姿
を
匂
宮
が
見
つ
け
た
く
だ

り
と
、【
Ａ
】
を
踏
ま
え
て
、【
Ｂ
】
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
東
屋
巻
の
描

写
を
踏
ま
え
て
、【
Ｂ
】
が
あ
る
。
だ
が
、
東
屋
巻
で
中
君
に
仕
え
る
右

近
は
、
浮
舟
巻
で
浮
舟
に
仕
え
て
い
る
。
物
語
に
は
書
か
れ
て
い
な
い

が
、
中
君
か
ら
浮
舟
へ
と
仕
え
る
相
手
を
変
更
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
浮
舟
巻
で
は
、
次
の
叙
述

も
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
。

【
Ｃ
】〔

右
近
は
〕「
右
近
が
姉
の
、
常
陸
に
て
人
二
人
見
は
べ
り
し
を
、

ほ
ど
ほ
ど
に
つ
け
て
は
、
た
だ
か
く
ぞ
か
し
。
…
…
東
の
人
に
な
り

て
、
ま
ま
〔＝

乳
母
〕
も
今
に
恋
ひ
泣
き
は
べ
る
は
、
罪
深
く
こ
そ

見
た
ま
ふ
れ
。
…
…
」

（
浮
舟
╱
⑧
八
〇
頁
）

浮
舟
が
、
薫
と
匂
宮
と
の
間
で
思
い
悩
む
傍
ら
で
、
右
近
の
姉
が
常
陸
の

国
で
二
人
の
男
と
関
わ
り
、
殺
生
沙
汰
を
起
こ
し
た
話
を
右
近
が
語
る
。

傍
線
に
あ
る
よ
う
に
、
浮
舟
巻
で
、
右
近
は
浮
舟
の
乳
母
で
あ
る
「
ま

ま
」
の
娘
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
右
近
は
浮
舟
と
乳
母
子
の
関
係
に
あ
る
。

蜻
蛉
巻
で
も
、「
幼
か
り
し
ほ
ど
よ
り
、
つ
ゆ
心
お
か
れ
た
て
ま
つ
る
こ

と
な
く
、
塵
ば
か
り
隔
て
な
く
て
な
ら
ひ
た
る
に
」（
⑧
一
〇
二
頁
）
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
浮
舟
巻
と
蜻
蛉
巻
で
は
、
右
近
は
乳
母
の
娘
で
あ
り
、

浮
舟
に
仕
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
東
屋
巻
と
浮
舟
巻
で
、

【
Ａ
】
と
【
Ｂ
】、【
Ａ
】
と
【
Ｃ
】
の
右
近
に
関
す
る
叙
述
に
矛
盾
が
あ

る
。だ

が
、
問
題
は
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
浮
舟
巻
に
は
、
浮
舟
へ
の

匂
宮
の
懸
想
を
、「
大
輔
が
娘
」
か
ら
聞
い
た
弁
の
尼
が
語
る
く
だ
り
が
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あ
る
。

【
Ｄ
】尼

君
う
ち
笑
ひ
て
、「
こ
の
宮
〔＝

匂
宮
〕
の
、
い
と
さ
わ
が
し
き

ま
で
色
に
お
は
し
ま
す
な
れ
ば
、
心
ば
せ
あ
ら
む
若
き
人
、
さ
ぶ
ら

ひ
に
く
げ
に
な
む
。
お
ほ
か
た
は
、
い
と
め
で
た
き
御
あ
り
さ
ま
な

れ
ど
、
さ
る
筋
の
こ
と
に
て
、
上
の
な
め
し
と
お
ぼ
さ
む
な
む
わ
り

な
き
、
と
大
輔
が
娘
の
語
り
は
べ
り
し
」
と
言
ふ
に
も
、

（
同
⑧
六
八
頁
）

こ
の
叙
述
を
踏
ま
え
る
と
、
右
近
は
二
人
存
在
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
し

か
し
、
そ
う
な
る
と
、【
Ｂ
】
で
、
匂
宮
が
東
屋
巻
の
右
近
と
同
定
し
た

こ
と
と
食
い
違
う
。【
Ｂ
】
と
【
Ｄ
】
の
叙
述
に
違
和
感
を
覚
え
る
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
二
巻
に
お
い
て
、
右
近
が
二
人
で
あ
る
と
捉
え
て
も
、

一
人
で
あ
る
と
捉
え
て
も
、
解
決
し
が
た
い
問
題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

二
、
東
屋
巻
と
浮
舟
巻
の
連
繫

と
こ
ろ
が
、
東
屋
巻
と
浮
舟
巻
は
、
右
の
矛
盾
を
除
い
て
、
緊
密
に
連

繫
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
浮
舟
巻
が
、
東
屋
巻
を
踏
ま
え
て
叙
述

し
て
い
る
箇
所
を
示
す
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

⑴

宮
〔＝

匂
宮
〕、
な
ほ
か
の
ほ
の
か
な
り
し
夕
べ
を
お
ぼ
し
忘
る
る

世
な
し
。

（
浮
舟
巻
╱
⑧
一
一
頁
）

⑵
〔
匂
宮
は
〕「
い
と
便
な
き
こ
と
な
れ
ど
、『
か
の
宇
治
に
住
む
ら
む

人
は
、
は
や
う
ほ
の
か
に
見
し
人
の
、
行
方
も
知
ら
ず
な
り
に
し

が
、
大
将
〔＝

薫
〕
に
尋
ね
取
ら
れ
に
け
る
』
と
聞
き
あ
は
す
る

こ
と
こ
そ
あ
れ
。
…
…
」

（
同
⑧
二
一
頁
）

⑶
〔
右
近
は
〕「
今
は
よ
ろ
づ
に
お
ぼ
ほ
れ
騒
ぐ
と
も
、
か
ひ
あ
ら
じ

も
の
か
ら
、
な
め
げ
な
り
。
あ
や
し
か
り
し
を
り
に
、
い
と
深
う

お
ぼ
し
入
れ
た
り
し
も
、
か
う
の
が
れ
ざ
り
け
る
御
宿
世
に
こ
そ

あ
り
け
れ
、
人
の
し
た
る
わ
ざ
か
は
」
と
思
ひ
な
ぐ
さ
め
て
、

（
同
⑧
三
〇
頁
）

⑷

…
…
あ
や
し
か
り
し
夕
暮
の
し
る
べ
ば
か
り
だ
に
、
か
う
尋
ね
出

で
た
ま
ふ
め
り
。
ま
し
て
わ
が
あ
り
さ
ま
の
と
も
か
く
も
あ
ら
む

を
、
聞
き
た
ま
は
ぬ
や
う
は
あ
り
な
む
や
」
と
〔
浮
舟
は
〕
思
ひ

た
ど
る
に
、

（
同
⑧
六
〇
頁
）

⑴
〜
⑷
の
傍
線
は
、【
Ａ
】【
Ｂ’
】
の
二
条
院
で
匂
宮
と
浮
舟
が
出
会
っ
た

出
来
事
を
指
し
て
い
る
。
加
え
て
、【
Ｄ
】
で
も
、「
大
輔
が
女
の
か
た
り

は
べ
り
し
」
と
、
二
条
院
で
の
出
来
事
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
東
屋
巻

を
前
提
に
浮
舟
巻
が
書
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

例
と
し
て
挙
げ
た
も
の
は
、
過
去
の
助
動
詞
で
あ
る
「
き
」
を
用
い
て

い
る
。
小
田
勝
に
よ
れ
ば
、「
き
」
は
、
遠
く
隔
た
っ
た
過
去
に
存
在
し
、

か
つ
現
在
は
存
在
し
な
い
過
去
の
事
態
の
回
想
に
用
い
ら

３
）

れ
る
。
こ
の
指

摘
に
従
う
と
、
浮
舟
巻
の
時
点
よ
り
も
隔
た
っ
た
過
去
の
時
点
は
、
お
の

ず
と
東
屋
巻
に
お
け
る
二
条
院
で
の
出
来
事
を
想
起
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。さ

ら
に
、
東
屋
巻
と
浮
舟
巻
の
連
繫
を
確
認
す
る
上
で
、
女
房
に
目
を

向
け
た
い
。
浮
舟
物
語
で
女
房
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
右
近
・
侍
従
・

弁
の
尼
・
乳
母
の
四
人
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
右
近
と
侍
従
は
、
浮
舟
が

入
水
を
決
意
す
る
契
機
を
図
ら
ず
も
作
っ
て
し
ま
っ
た
点
は
、
先
学
の
指

摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で

４
）

あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
右
近
と
侍
従
で
は
な
く
、
右
近
と
乳
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母
で
あ
る
。【
Ａ
】
で
匂
宮
と
浮
舟
を
目
撃
し
た
の
は
、
右
近
と
乳
母
で

あ
る
。
こ
の
東
屋
巻
の
情
況
を
踏
ま
え
て
、
浮
舟
巻
で
も
、
浮
舟
と
匂
宮

と
の
逢
瀬
に
、
こ
の
両
名
が
関
わ
っ
て
い
る
。

匂
宮
が
初
め
て
宇
治
の
邸
を
訪
れ
、
垣
間
見
を
し
た
際
、
右
近
の
発
言

か
ら
乳
母
が
不
在
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
薫
を
装
っ
て
浮
舟
と
の
逢
瀬
を

果
た
す
。
匂
宮
が
、
宇
治
の
邸
へ
二
度
目
の
訪
問
を
行
っ
た
後
に
は
、

「
か
の
さ
か
し
き
乳
母
、
娘
の
子
産
む
と
こ
ろ
に
出
で
た
り
け
る
」（
⑧

五
八
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
二
度
目
の
訪
問
の
際
に
も
、
乳
母
は
不
在
で

あ
っ
た
。
乳
母
が
宇
治
の
邸
に
戻
っ
て
き
て
か
ら
は
、「
乳
母
の
い
と
さ

か
し
け
れ
ば
、
難
か
る
べ
き
よ
し
を
聞
こ
ゆ
。」（
⑧
六
五
頁
）
と
、
乳
母

の
存
在
に
よ
っ
て
、
浮
舟
が
匂
宮
の
手
紙
を
容
易
に
読
む
こ
と
が
で
き
な

い
情
況
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
薫
に
よ
っ
て
宇
治
の
邸
の
警
固
も
厳

重
に
な
る
中
、
匂
宮
が
三
度
目
の
訪
問
を
行
う
。
侍
従
は
、
匂
宮
の
使
い

で
あ
る
時
方
に
、
浮
舟
に
逢
え
な
い
理
由
を
語
る
が
、「
乳
母
の
い
ざ
と

き
こ
と
な
ど
も
語
る
」（
⑧
九
〇
頁
）
と
、
乳
母
の
存
在
も
理
由
と
し
て

示
さ
れ
て
い
る
。

浮
舟
巻
で
匂
宮
が
宇
治
の
邸
を
三
度
訪
れ
た
と
き
、
匂
宮
が
浮
舟
と
の

逢
瀬
を
果
た
し
た
の
は
、
乳
母
が
不
在
で
あ
っ
た
一
度
目
と
二
度
目
で
あ

る
。
右
近
は
、
他
の
女
房
に
薫
で
は
な
い
と
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
画
策

す
る
。
他
の
女
房
は
、
匂
宮
と
面
識
が
な
い
の
で
、
薫
で
は
な
い
誰
か
と

捉
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
匂
宮
に
会
い
、
匂
宮
と
分
か
る
の
は
、
東

屋
巻
で
、
匂
宮
と
浮
舟
の
事
件
を
目
撃
し
た
右
近
と
乳
母
な
の
で

５
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
東
屋
巻
と
浮
舟
巻
は
、
物
語
の
情
況
が
齟
齬
な
く
連
繫

し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
矛
盾
の
存
す
る
箇
所
は
、
右
近
に
関
す

る
叙
述
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
の
二
巻
の
繫
が
り
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次

節
か
ら
具
体
的
に
二
人
説
お
よ
び
一
人
説
の
根
拠
を
、
そ
れ
ぞ
れ
見
て
い

く
。

三
、
右
近
を
二
人
と
見
る
説

従
来
述
べ
ら
れ
て
き
た
二
人
説
の
根
拠
を
纏
め
る
と
、
次
の
三
点
と
な

る
。①

東
屋
巻
で
は
中
君
に
仕
え
る
女
房
で
、
浮
舟
巻
で
は
浮
舟
に
仕
え

る
女
房
で
あ
る
。

②

東
屋
巻
で
は
大
輔
の
娘
で
あ
る
の
に
対
し
、
浮
舟
巻
で
は
乳
母
の

娘
で
あ
る
。

③

浮
舟
巻
に
お
い
て
、
弁
の
尼
の
発
言
に
あ
る
「
大
輔
が
女
」
が
、

浮
舟
巻
の
右
近
と
は
異
な
る
人
物
を
指
し
て
い
る
。

①
は
【
Ａ
】【
Ｂ
】
を
踏
ま
え
る
。
初
め
て
指
摘
し
た
の
は
、『
弄
花

抄
』
で
あ
ろ
う
。
該
書
は
、【
Ａ
】
を
「
右
近
と
て
大
ゆ
ふ
む
す
め

中

君
の
方
の
女
房
と
み
ゆ
」、【
Ｂ
】
を
「
東
屋
に
匂
の
事
見
付
し
人

」

と
、【
Ａ
】
の
右
近
と
同
一
人
物
か
、
疑
義
を
呈

６
）

す
る
。
ま
た
、『

江
入

楚
』
で
は
、『
弄
花
抄
』
を
引
き
、「
浮
舟
に
さ
ぶ
ら
ひ
し
右
近
と
は
各
別

の
事
、
勿
論
也
」
と
、【
Ａ
】【
Ｂ
】
に
登
場
す
る
右
近
が
別
人
で
あ
る
こ

と
を
説
く
。『
湖
月
抄
』
師
説
も
、
東
屋
巻
と
浮
舟
巻
に
登
場
す
る
右
近

は
別
人
と
解
す
る
。
な
お
、
二
人
説
に
立
つ
古
注
釈
で
は
、
②
・
③
に
は

触
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
①
に
つ
い
て
玉
上
琢
彌
は
、
東
屋
巻
と
浮
舟
巻
の
右
近
を
混
同

し
た
「
ケ
ヤ
レ
ス
・
ミ
ス
」
で
、
中
君
付
き
の
女
房
で
あ
っ
た
の
を
思
い

違
い

７
）

し
た
、
と
す
る
。
同
様
に
原
田
真
理
も
、
右
近
を
二
人
と
見
て
、
そ

の
別
人
を
作
者
が
取
り
違
え
た
原
因
に
関
し
て
、
右
近
と
い
う
名
前
に
あ

― 4―



る
一
定
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
た
め
に
、
混
同
し
た
こ
と
を
想
定

８
）

す
る
。

両
者
は
、
古
注
釈
が
東
屋
巻
と
浮
舟
巻
で
、
右
近
が
別
人
で
あ
る
理
由
を

ケ
ア
レ
ス
・
ミ
ス
と
捉
え
、
な
ぜ
そ
れ
が
起
こ
っ
た
か
を
論
じ
る
。
だ

が
、
ケ
ア
レ
ス
・
ミ
ス
で
あ
る
か
ど
う
か
、
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
第
六
節
で
言
及
す
る
。

次
に
、
②
は
【
Ａ
】【
Ｃ
】
を
踏
ま
え
る
。
東
屋
巻
と
浮
舟
巻
の
右
近

は
、
出
自
を
異
に
し
て
い
る
た
め
別
人
と
す
る
。
池
田
和
臣
は
「
浮
舟
巻

以
降
の
右
近
は
、
浮
舟
の
乳
母
の
娘
で
あ
り
浮
舟
づ
き
の
侍
女
、
東
屋
巻

の
右
近
は
大
輔

９
）

の
娘
」
と
、
全
面
的
に
右
近
が
二
人
い
る
と
断
じ
る
。

①
・
②
は
、
連
動
す
る
。
東
屋
巻
ま
で
読
ん
だ
読
者
は
、
大
輔
が
中
君
に

仕
え
て
お
り
、
大
輔
の
娘
で
あ
る
右
近
も
同
様
に
中
君
に
仕
え
て
い
る
と

考
え
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
浮
舟
巻
で
乳
母
の
娘
と
し
て
昔
か
ら
浮

舟
に
仕
え
て
い
た
と
い
う
内
容
は
、
読
者
に
違
和
感
を
与
え
る
だ
ろ
う
。

従
っ
て
、
ど
ち
ら
か
一
方
に
矛
盾
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。

最
後
に
、
③
は
【
Ｂ
】【
Ｄ
】
を
踏
ま
え
る
。
①
・
②
に
従
っ
て
二
人

説
に
立
っ
た
場
合
、【
Ｂ
】
で
匂
宮
が
東
屋
巻
の
右
近
と
同
定
し
た
こ
と

と
【
Ｄ
】
は
食
い
違
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
古
田
正
幸
は
、【
Ｂ
】
に
つ
い
て
、

「
匂
宮
が
東
屋
巻
で
聞
い
た
右
近
と
同
じ
呼
称
を
持
つ
別
の
侍
女
が
、
浮

舟
巻
で
右
近
と
名
の
る
声
を
、
匂
宮
が
耳
に
す
る
こ
と
を
意
味

10
）

す
る
」
と

し
て
、【
Ａ
】【
Ｂ
】
の
齟
齬
を
解
消
さ
せ
、
浮
舟
巻
の
右
近
と
異
な
る
人

物
と
認
識
し
た
叙
述
と
し
て
、【
Ｄ
】
を
捉
え
る
。【
Ｂ
】【
Ｄ
】
の
み
に

限
れ
ば
、「
大
輔
が
娘
」
が
浮
舟
巻
の
右
近
と
は
別
人
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
だ
が
、【
Ａ
】【
Ｂ
】
に
つ
い
て
は
、
古
田
と
同
様
の
解
釈
を
当

時
の
読
者
が
行
っ
た
と
立
証
で
き
な
い
限
り
、
読
者
が
違
和
感
を
覚
え
る

箇
所
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

四
、
右
近
を
一
人
と
見
る
説

一
方
、
一
人
説
の
根
拠
は
、
東
屋
巻
と
浮
舟
巻
が
右
近
の
叙
述
を
除
い

て
、
緊
密
に
連
繫
し
て
い
る
点
に
尽
き
る
。
従
っ
て
、
二
人
説
の
根
拠
①

〜
③
を
解
消
す
る
こ
と
で
、
一
人
説
の
優
位
を
主
張
す
る
。

①
に
つ
い
て
、『
一
葉
抄
』
で
は
「
中
君
の
女
房
な
る
べ
し
」
と
あ
る

よ
う
に
、【
Ｂ
】
の
右
近
を
、【
Ａ
】
の
右
近
と
同
一
人
物
と

11
）

す
る
。『
弄

花
抄
』
と
は
異
な
り
、
浮
舟
巻
の
右
近
も
、
中
君
に
仕
え
る
女
房
と
し
、

右
近
を
一
人
と
す
る
。
ま
た
、
北
村
久
備
の
『
す
み
れ
草
』
も
、
右
近
を

一
人
と
捉
え
る
。

按
ず
る
に
右
近
と
い
ふ
人
二
人
に
て
、
中
君
と
浮
舟
と
の
女
房
の
よ

し
、『
湖
月
抄
』
に
見
え
た
れ
ば
、
し
ば
ら
く
夫
に
し
た
が
ひ
て
、

二
人
と
す
。
然
れ
ど
も
、
二
人
の
事
と
は
聞
え
ず
。

そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
一
つ
目
に
、【
Ｂ
】
に
あ
る
よ
う
に
、
右
近
が
浮

舟
に
仕
え
る
女
房
で
あ
っ
た
場
合
、
二
条
院
で
の
出
来
事
と
の
同
定
は
成

り
立
た
な
い
。
二
つ
目
に
、【
Ｄ
】
に
あ
る
弁
の
尼
は
、
宇
治
の
邸
に
の

み
い
る
人
物
で
あ
る
た
め
、
二
条
院
の
出
来
事
や
匂
宮
の
様
子
を
知
る
の

は
、
右
近
だ
け
で
あ
り
、
同
じ
宇
治
の
邸
に
い
る
右
近
か
ら
話
を
聞
か
な

い
と
、
こ
の
発
言
が
成
り
立
た
な
い
。
①
・
③
に
対
し
て
、
疑
義
を
示
す

こ
と
で
、
東
屋
巻
と
浮
舟
巻
の
右
近
が
、
同
一
で
あ
る
と

12
）

説
く
。

注
目
す
べ
き
は
、
久
備
は
そ
の
傍
証
と
し
て
、
右
近
が
薫
に
対
し
て
語

る
、

【
Ｅ
】こ

の
宮
の
上
の
御
方
に
、
忍
び
て
わ
た
ら
せ
た
ま
へ
り
し
を
、
あ
さ

ま
し
く
思
ひ
か
け
ぬ
ほ
ど
に
、
入
り
お
は
し
ま
し
た
り
し
か
ど
、
い
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み
じ
き
こ
と
を
聞
こ
え
さ
せ
は
べ
り
て
、
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
に
き
。

そ
れ
に
懼
ぢ
た
ま
ひ
て
、
か
の
あ
や
し
く
は
べ
り
し
所
に
は
わ
た
ら

せ
た
ま
へ
り
し
な
り
。

（
蜻
蛉
╱
⑧
一
三
二
〜
一
三
三
頁
）

を
引
く
。
二
条
院
に
お
け
る
事
件
に
対
し
て
、
右
近
自
身
が
そ
の
対
応
を

語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
浮
舟
巻
・
蜻
蛉
巻
の
右
近
は
同
一
人
物
で
、
東

屋
巻
に
お
け
る
二
条
院
の
出
来
事
に
対
処
し
た
人
物
と
も
同
一
人
物
で
あ

る
。
従
っ
て
、
東
屋
巻
と
浮
舟
巻
に
限
っ
て
矛
盾
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
は
留
意
さ
れ
た
い
。

古
注
釈
で
は
、
書
か
れ
て
い
る
物
語
内
容
か
ら
右
近
が
一
人
で
あ
る
と

す
る
。
対
し
て
、
従
来
の
研
究
で
は
、
物
語
に
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
か

ら
一
人
と
判
断
す
る
。
小
山
敦
子
は
、「
中
君
の
老
女
大
輔
の
娘
、
右
近

が
、
浮
舟
の
女
童
で
あ

13
）

っ
た
」
と
解
釈
す
る
こ
と
で
、
①
の
解
消
を
図

る
。
同
様
に
、
工
藤
進
思
郎
も
、
右
近
が
仕
え
る
相
手
が
中
君
か
ら
浮
舟

へ
と
変
わ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
で
、
①
を
一
人
と
し
て
捉
え
て
読
め
る

と

14
）

す
る
。
さ
ら
に
、
稲
賀
敬
二
は
、
①
〜
③
を
、
読
者
の
自
由
な
読
み
に

よ
っ
て
、
作
者
が
書
か
な
か
っ
た
点
を
補
う
こ
と
で
、
右
近
を
一
人
と
し

て
認
め
ら
れ
う
る
案
を
提
示

15
）

す
る
。
い
ず
れ
も
、
書
か
れ
て
い
な
い
物
語

内
容
を
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
右
近
が
一
人
で
あ
る
と
い
う
「
読
み
」

を
提
示
す
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
各
論
者
が
、
①
〜
③
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。
古
注
釈
に
せ
よ
、
従
来
の
研
究
に
せ
よ
、
矛
盾
を
踏
ま
え

た
上
で
、
右
近
が
一
人
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
「
読
み
」
を
行
っ
て
い

る
。
そ
れ
で
は
、
根
本
的
な
解
決
と
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
こ

の
よ
う
な
矛
盾
が
起
こ
っ
た
の
か
を
、
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

五
、
な
ぜ
矛
盾
が
生
じ
た
か

古
注
釈
以
来
、
東
屋
巻
と
浮
舟
巻
の
右
近
は
、
矛
盾
を
有
す
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
矛
盾
が
あ
る
中
で
、
二
人
で
あ
る
か
、
一

人
で
あ
る
か
を
判
断
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
だ
が
、
な
ぜ
矛
盾
が
起
き
た

の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
東
屋
巻
と
浮
舟
巻
に
亘
る
矛
盾
は
、
な
ぜ
起
こ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。こ

の
点
に
触
れ
た
の
が
、
藤
村
潔
で
あ
る
。

匂
宮
は
中
君
づ
き
の
女
房
と
し
て
右
近
を
知
っ
て
い
た
か
ら
、
そ
の

応
対
の
仕
方
か
ら
、
浮
舟
を
一
介
の
新
参
の
女
房
で
は
あ
る
ま
い
と

判
断
し
得
た
わ
け
で
あ
る
。
…
…
右
近
は
浮
舟
に
幼
い
時
か
ら
ず
っ

と
仕
え
て
来
た
女
房
で
あ
っ
た
事
に
な
っ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な

く
、
こ
れ
は
は
な
は
だ
し
い
矛
盾
で
あ
る
。
…
…
東
屋
巻
か
ら
蜻
蛉

巻
ま
で
一
貫
し
て
物
語
の
中
心
を
歩
ん
だ
端
役
で
あ
る
右
近
に
つ
い

て
、
作
者
が
こ
の
よ
う
な
重
大
な
誤
り
を
お
か
す
に
は
そ
れ
相
当
の

理
由
が
あ
つ
た
は
ず
で
あ
る
。
…
…
作
者
の
構
想
中
で
、
宇
治
河
投

身
が
中
君
か
ら
浮
舟
に
変
更
さ
れ
た
た
め
、
投
身
の
た
め
に
構
想
さ

れ
て
い
た
右
近
を
も
不
用
意
に
中
君
か
ら
浮
舟
に
移
し
か
え
て
し
ま

っ
た
も
の
で
あ

16
）

ろ
う
。

藤
村
は
、
作
り
手
側
の
「
構
想
の
変
化
」
に
伴
っ
て
、
①
・
②
が
生
じ
た

と
説
く
。
こ
の
指
摘
で
重
要
な
の
が
、
矛
盾
は
読
み
手
側
の
問
題
で
は
な

く
、
作
り
手
側
の
問
題
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
物
語
で
は
、
巻
を

追
う
ご
と
に
新
た
な
設
定
を
付
け
加
え
て
い
く
。
そ
の
設
定
に
矛
盾
が
な

い
場
合
、
読
み
手
は
違
和
感
な
く
付
加
さ
れ
た
情
報
を
蓄
積
さ
せ
理
解
す

― 6―



る
。
例
え
ば
、
髭
黒
は
登
場
当
初
、
胡
蝶
巻
で
は
、
右
大
将
で
あ
っ
た

が
、
行
幸
巻
で
、
色
黒
で
髭
が
濃
い
容
貌
で
あ
る
と
語
ら
れ
る
。

一
方
、
矛
盾
が
あ
る
場
合
は
、
設
定
の
変
更
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
東
屋
巻
で
書
か
れ
た
【
Ａ
】
と
、
浮
舟

巻
で
書
か
れ
た
【
Ｂ
】【
Ｃ
】
で
、
右
近
の
設
定
に
矛
盾
が
あ
る
の
は
、

【
Ａ
】
か
ら
【
Ｂ
】【
Ｃ
】
へ
と
右
近
の
設
定
を
変
更
し
た
た
め
、
と
考

え
ら
れ
る
。

成
立
当
初
の
『
源
氏
物
語
』
は
、
写
本
と
し
て
一
巻
単
位
で
流
布
す
る

た
め
、
既
に
成
立
し
、
流
布
し
た
巻
は
書
き
直
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
従

っ
て
、
変
更
し
た
い
設
定
や
、
付
け
足
し
た
い
設
定
は
、
後
の
巻
で
書
く

し
か
方
法
が
な
い
。
ゆ
え
に
、
東
屋
巻
の
右
近
の
設
定
と
、
浮
舟
巻
の
右

近
の
設
定
に
矛
盾
が
あ
っ
た
場
合
、
東
屋
巻
を
踏
ま
え
て
、
浮
舟
巻
を
読

む
読
み
手
は
、
浮
舟
巻
で
付
け
加
え
ら
れ
た
設
定
を
、
変
更
さ
れ
た
設
定

と
捉
え
た
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
①
・
②
は
、
東
屋
巻
で
の
設
定
か

ら
、
浮
舟
巻
で
変
更
さ
れ
た
設
定
と
し
て
捉
え
ら
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れ
る
。

ま
た
、
設
定
が
変
更
さ
れ
た
と
き
、
変
更
さ
れ
た
前
の
巻
の
設
定
は
踏

ま
え
な
い
。
浮
舟
巻
で
変
更
し
た
、
乳
母
の
娘
で
浮
舟
に
仕
え
る
、
と
い

う
設
定
を
、
蜻
蛉
巻
で
も
踏
ま
え
て
い
る
。
し
か
し
、
東
屋
巻
の
、
大
輔

の
娘
で
中
君
に
仕
え
る
、
と
い
う
変
更
さ
れ
て
し
ま
っ
た
設
定
は
踏
ま
え

て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
③
の
根
拠
で
あ
る
、【
Ｄ
】
の
「
大
輔
が
女
の
語

り
は
べ
り
し
」
は
、
右
近
の
設
定
を
変
更
し
た
た
め
、
大
輔
の
娘
は
今
宇

治
の
邸
に
い
る
右
近
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
読
み
手
に
示
唆
し
た
と

捉
え
ら
れ
る
。
東
屋
巻
の
、
右
近
が
大
輔
の
娘
で
中
君
に
仕
え
る
と
い
う

設
定
は
、
浮
舟
巻
で
変
更
さ
れ
て
踏
ま
え
な
い
た
め
、【
Ｄ
】
は
、
右
近

で
は
な
い
別
の
誰
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
第
二
節
や
第

四
節
で
も
述
べ
た
が
、
浮
舟
・
蜻
蛉
巻
で
は
、
東
屋
巻
に
お
け
る
二
条
院

の
出
来
事
に
対
処
し
た
人
物
が
右
近
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
設

定
は
東
屋
巻
か
ら
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

一
方
、
右
近
に
関
す
る
叙
述
の
矛
盾
に
対
し
て
、
読
み
手
の
捉
え
方
は

ど
う
で
あ
っ
た
か
。

成
立
当
初
の
『
源
氏
物
語
』
の
読
み
手
は
、
五
四
巻
の
揃
い
の
状
態
で

は
な
く
、
一
巻
単
位
で
享
受
が
な
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
巻
序
の

な
い
状
態
で
読
む
た
め
、
成
立
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
手
に
入
れ
た
も
の

か
ら
順
に
読
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
右
近
に
関
す
る
叙
述
で
、
読

み
手
が
矛
盾
を
捉
え
る
の
は
、
東
屋
・
浮
舟
の
両
巻
を
所
持
し
読
ん
だ
場

合
で
あ
る
。
作
り
手
が
あ
る
巻
で
書
い
た
設
定
を
、
後
の
巻
で
変
更
し
た

よ
う
に
、
読
み
手
も
、
あ
る
巻
に
書
か
れ
た
設
定
と
、
後
の
巻
に
書
か
れ

た
設
定
が
異
な
る
点
に
触
れ
て
、
設
定
が
変
更
さ
れ
た
と
理
解
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
や
は
り
写
本
の
場
合
、
既
に
成
立
し
、
流
布

し
た
巻
は
書
き
直
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
変
更
し
た
い
設
定
や
、
付

け
足
し
た
い
設
定
は
、
後
の
巻
で
書
く
し
か
方
法
が
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
が
、
成
立
当
初
の
作
り
手
と
読
み
手
の
共
通
認
識
と
し
て

あ
っ
た
、
と
言
え
る
。
古
注
釈
の
時
点
で
は
、
既
に
五
十
四
帖
と
い
う

『
源
氏
物
語
』
の
総
体
が
定
ま
っ
て
お
り
、
巻
序
に
従
っ
て
読
む
わ
け
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
共
通
認
識
を
欠
い
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

石
田
穣
二
は
、

収
拾
が
つ
か
な
い
か
ら
、
作
者
の
ケ
ア
レ
ス
・
ミ
ス
で
は
な
い
か

と
す
る
説
が
あ
る
が
、
万
に
一
つ
も
そ
の
可
能
性
は
な
い
。
我
々
で

も
、
一
読
、
頭
の
ク
ラ
ク
ラ
す
る
よ
う
な
奇
妙
な
ミ
ス
を
、
あ
の
明

敏
な
作
者
が
犯
す
だ
ろ
う
か
。
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解
読
の
方
法
は
一
つ
し
か
な
い
。
ア
レ
は
ア
レ
、
コ
レ
は
コ
レ
と

読
む
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
二
つ
を
結
び
付
け
て
、
両
者
を
矛
盾
な

く
理
解
し
よ
う
と
す
る
方
法
は
捨
て
な
く
て
は
な
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ら
ぬ
。

と
矛
盾
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
措
い
て
、
物
語
を
読
む
必
要
が
あ
る
と
す

る
。
し
か
し
、『
源
氏
物
語
』
生
成
当
初
の
作
り
手
と
読
み
手
の
共
通
認

識
を
踏
ま
え
れ
ば
、
当
時
は
矛
盾
の
あ
る
叙
述
を
変
更
さ
れ
た
設
定
と
し

て
理
解
し
、
読
み
進
め
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

東
屋
巻
・
浮
舟
巻
で
生
じ
た
、
右
近
に
関
す
る
叙
述
の
矛
盾
は
、
当
時

の
生
成
・
享
受
の
様
相
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、『
源
氏
物
語
』
生
成
当

時
の
作
り
手
が
、
浮
舟
巻
を
書
く
に
あ
た
っ
て
変
更
し
た
設
定
で
あ
る
。

そ
し
て
、
生
成
当
時
の
読
み
手
は
、
右
近
に
関
す
る
叙
述
で
あ
る
①
〜
③

を
矛
盾
で
は
な
く
、
変
更
さ
れ
た
設
定
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
石
田
も
述
べ
る
よ
う
に
、
右
近
の
問
題
に
限
っ
て
は
、
①
〜
③
以

外
、
東
屋
巻
・
浮
舟
巻
で
は
、
物
語
の
情
況
は
緊
密
に
連
繫
し
、
矛
盾
が

な
い
。
従
っ
て
、
右
近
は
一
人
で
あ
り
、
①
〜
③
は
右
近
の
設
定
を
変
更

し
た
た
め
に
起
き
た
矛
盾
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
を
解
消

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
、
本
稿
で
述
べ
る
「
設
定
の
変
更
」
は
、
藤
村
の
述
べ
る
「
構
想

の
変
化
」
と
は
異
な
る
。
藤
村
は
、
中
君
が
入
水
す
る
は
ず
だ
っ
た
と
い

う
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
構
想
と
、
右
近
の
設
定
が
前
巻
と
後
巻
で
変
更
さ

れ
て
い
る
こ
と
と
を
、
併
せ
て
「
構
想
の
変
化
」
と
す
る
。
し
か
し
、
本

稿
で
は
、
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
作
者
が
当
初
考
え
て
い
た
と
す
る
前

者
は
踏
ま
え
ず
、
後
者
を
「
設
定
の
変
更
」
と
し
て
扱
う
。
前
者
は
、
作

者
の
頭
の
中
に
あ
り
、
物
語
に
は
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
証
明
で
き
な
い

か
ら
で
あ
る
。
藤
村
は
、
中
君
が
入
水
す
る
は
ず
だ
っ
た
構
想
を
、
浮
舟

が
入
水
す
る
も
の
に
変
更
し
た
こ
と
で
、
右
近
の
設
定
が
変
更
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
初
め
か
ら
述
べ
た
よ
う
に
、
書
か
れ

た
物
語
内
容
で
矛
盾
が
あ
る
の
は
右
近
の
設
定
だ
け
で
あ
り
、
藤
村
の
言

う
「
構
想
の
変
化
」
を
想
定
せ
ず
と
も
、「
設
定
の
変
更
」
で
説
明
が
つ

く
の
で
あ
る
。

六
、
な
ぜ
設
定
を
変
更
し
た
か

で
は
、
な
ぜ
作
者
は
、
右
近
の
設
定
を
変
更
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

玉
上
・
原
田
が
述
べ
る
よ
う
に
、
右
近
の
設
定
が
ケ
ア
レ
ス
・
ミ
ス
で

変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
生
じ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
考

え
が
た
い
。
ケ
ア
レ
ス
・
ミ
ス
で
あ
れ
ば
、
浮
舟
巻
以
降
の
巻
で
右
近
を

再
び
東
屋
巻
で
の
設
定
に
改
め
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る

に
、【
Ｅ
】
で
右
近
は
、
浮
舟
巻
の
設
定
の
ま
ま
で
あ
る
。
従
っ
て
、
蜻

蛉
巻
は
、
浮
舟
巻
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
次
の
叙
述

も
、
浮
舟
巻
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

今
は
限
り
と
思
ひ
果
て
し
ほ
ど
は
、
恋
し
き
人
多
か
り
し
か
ど
、
こ

と
人
々
は
さ
し
も
思
ひ
出
で
ら
れ
ず
、
た
だ
、
親
い
か
に
ま
ど
ひ
た

ま
ひ
け
む
、
乳
母
、
よ
ろ
づ
に
、
い
か
で
人
な
み
な
み
に
な
さ
む
と

思
ひ
焦
ら
れ
し
を
、
い
か
に
あ
へ
な
き
こ
こ
ち
し
け
む
、
い
づ
こ
に

あ
ら
む
、
わ
れ
世
に
あ
る
も
の
と
は
い
か
で
か
知
ら
む
、
同
じ
心
な

る
人
も
な
か
り
し
ま
ま
に
、
よ
ろ
づ
隔
つ
る
こ
と
な
く
か
た
ら
ひ
見

馴
れ
た
り
し
右
近
な
ど
も
、
を
り
を
り
は
思
ひ
出
で
ら
る
。

（
手
習
╱
⑧
一
九
五
頁
）

浮
舟
は
小
野
で
母
や
、
乳
母
、
そ
し
て
い
つ
も
身
近
に
い
た
右
近
を
懐
か

し
く
思
い
出
す
。
そ
の
浮
舟
の
心
中
が
語
ら
れ
る
。
傍
線
は
、
浮
舟
巻
で
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「
親
も
い
と
恋
し
く
、
例
は
こ
と
に
思
ひ
出
で
ぬ
弟
姉
の
み
に
く
や
か
な

る
も
、
恋
し
。
宮
の
上
を
思
ひ
出
で
き
こ
ゆ
る
に
も
、
す
べ
て
今
一
度
ゆ

か
し
き
多
か
り
」（
⑧
九
四
頁
）
と
、
浮
舟
が
入
水
を
決
心
し
た
場
面
に

呼
応
す
る
。
点
線
で
、
右
近
は
浮
舟
の
乳
母
子
で
浮
舟
付
き
の
女
房
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
手
習
巻
も
ま
た
、
右
近
は
浮
舟
巻
の
設
定

で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ケ
ア
レ
ス
・
ミ
ス
と
し
た
場
合
、
後
巻

に
あ
た
る
蜻
蛉
巻
・
手
習
巻
の
右
近
が
、
浮
舟
巻
の
設
定
を
用
い
る
積
極

的
理
由
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
な
ぜ
東
屋
巻
と
浮
舟
巻
と
の
接
続
を
、
右
近
に
担
わ
せ
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
右
近
を
用
い
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
東
屋
巻
と
浮
舟
巻
を
繫
ぐ
上
で
、
浮
舟
と
匂
宮
と

の
関
係
を
知
る
人
物
を
、
浮
舟
の
近
く
に
置
く
必
要
が
生
じ
た
た
め
、
右

近
が
選
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

初
め
て
匂
宮
と
浮
舟
が
遭
遇
し
た
と
き
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
の

は
、
右
近
と
乳
母
の
二
人
で
あ
っ
た
。
も
し
東
屋
巻
を
書
く
時
点
で
浮
舟

巻
以
降
の
構
想
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
中
の
君
付
き
の
女
房
で
は
な
く
、
浮

舟
付
き
の
女
房
と
し
て
右
近
を
登
場
さ
せ
れ
ば
良
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
作
者
は
そ
う
し
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
東
屋
巻
を
書
き
終
え
た
時
点
で

は
、
浮
舟
巻
以
降
の
構
想
は
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

だ
が
、
作
者
は
匂
宮
が
浮
舟
と
の
逢
瀬
を
、
浮
舟
巻
で
書
く
に
あ
た

り
、
匂
宮
が
初
め
て
浮
舟
と
出
会
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
東
屋
巻
と
連
繫

さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
⑴
⑵
と
浮
舟
巻
劈
頭
か
ら
続

く
、
匂
宮
が
宇
治
行
き
を
画
策
す
る
動
機
に
も
な
り
え
な
い
。
と
す
れ

ば
、
二
条
院
で
匂
宮
が
浮
舟
に
遭
遇
し
た
場
に
居
合
わ
せ
た
右
近
・
乳
母

が
浮
舟
巻
で
も
必
然
的
に
選
び
出
さ
れ
て
く
る
。

こ
の
両
名
が
浮
舟
巻
に
登
場
す
る
こ
と
で
、
東
屋
巻
と
浮
舟
巻
を
繫
ぐ

こ
と
が
可
能
と
な
る
。
一
方
で
右
近
を
乳
母
の
娘
と
変
更
す
る
こ
と
で
、

浮
舟
の
そ
ば
近
く
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
乳
母
子
か
つ
浮
舟
付
き
の
女

房
と
な
れ
ば
、
浮
舟
の
心
中
を
察
し
な
が
ら
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
応
を
取

る
こ
と
で
、
浮
舟
が
入
水
の
意
思
を
固
め
て
い
く
こ
と
へ
と
繫
が
っ
て
い

く
。
つ
ま
り
、
設
定
を
変
更
し
た
こ
と
で
、
右
近
は
浮
舟
を
入
水
へ
導
く

た
め
に
用
意
さ
れ
た
駒
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。

続
く
蜻
蛉
巻
で
も
、
浮
舟
の
失
踪
後
、
浮
舟
の
手
紙
か
ら
入
水
と
察
す

る
の
は
右
近
で
あ
る
。
侍
従
と
相
談
し
て
浮
舟
の
母
に
事
情
を
打
ち
明

け
、
薫
の
来
訪
を
待
た
ず
に
葬
儀
を
執
り
行
う
。
来
訪
し
た
薫
に
は
、
浮

舟
の
心
情
や
死
の
真
相
を
説
明
し
、
匂
宮
の
召
し
に
は
侍
従
を
送
っ
て
対

応
す
る
。
従
っ
て
、
蜻
蛉
巻
で
は
、
浮
舟
が
失
踪
し
た
後
の
対
応
を
取
る

女
房
を
置
く
必
要
が
あ
っ
た
た
め
に
、
右
近
が
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
殊
に
、
右
近
は
浮
舟
巻
で
匂
宮
と
の
関
係
を
周
囲
に
知
ら
れ
な
い
よ

う
腐
心
し
て
い
た
か
ら
、
浮
舟
が
入
水
し
た
理
由
も
察
知
で
き
た
。
ゆ
え

に
、
浮
舟
の
失
踪
後
、
そ
れ
に
伴
う
事
後
処
理
を
行
う
人
物
と
し
て
選
ば

れ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
右
近
は
浮
舟
・
蜻
蛉
巻
で
一
貫
し
た
行
動
が
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
浮
舟
巻
を
書
く
に
あ
た
り
、
少
な
く
と
も
蜻
蛉
巻
ま
で

の
構
想
は
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

浮
舟
巻
で
匂
宮
と
の
逢
瀬
に
よ
り
浮
舟
が
入
水
を
決
意
し
、
蜻
蛉
巻
で

そ
の
失
踪
と
事
の
次
第
を
匂
宮
・
薫
・
母
が
知
る
と
い
う
構
想
の
中
で
求

め
ら
れ
る
の
は
、
浮
舟
の
心
中
や
真
相
を
知
り
、
浮
舟
の
た
め
に
対
応
し

て
く
れ
る
人
物
で
あ
る
。
作
者
は
、
東
屋
巻
ま
で
の
構
想
か
ら
、
新
し
く

浮
舟
巻
で
右
の
構
想
を
進
め
る
と
き
、
右
の
人
物
を
打
ち
出
す
必
要
が
あ
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っ
た
。
た
だ
し
、
既
に
東
屋
巻
で
浮
舟
と
出
会
っ
て
お
り
、
東
屋
巻
と
の

接
続
が
必
要
と
な
る
の
で
、
乳
母
・
右
近
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
右
近
の
設
定
を
一
部
変
更
す
る
こ
と
で
、
構
想
の
変

化
に
対
応
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
作
者
が
東
屋
巻
ま
で
を
書
い
た
時
点

で
抱
い
て
い
た
構
想
は
物
語
に
は
書
か
れ
な
か
っ
た
た
め
、
推
し
量
る
べ

く
も
な
い
が
、
意
図
的
に
右
近
の
設
定
を
変
更
し
た
点
か
ら
、
以
上
の
よ

う
な
構
想
の
変
化
を
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
浮
舟
巻
で
「
大
輔
が
娘
」
と
い
う
東
屋
巻
へ
の
言
及
は
、
矛
盾

の
露
呈
を
読
者
に
示
す
こ
と
に
繫
が
る
の
で
は
な
い
と
の
反
論
が
出
よ

う
。
だ
が
、【
Ｄ
】
で
「
大
輔
が
娘
」
と
あ
え
て
言
及
す
る
こ
と
で
、
そ

の
人
物
が
「
右
近
」
で
は
な
い
中
の
君
付
き
の
女
房
で
あ
る
こ
と
を
暗
に

読
者
に
知
ら
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
右
近
が
東
屋
巻
か
ら
引

き
継
が
な
か
っ
た
設
定
は
、
出
自
が
「
大
輔
が
娘
」
で
あ
る
点
と
、
中
の

君
付
き
の
女
房
で
あ
る
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
大
輔
が
娘
」
を
引
き

合
い
に
出
す
こ
と
で
、
右
近
で
は
な
い
こ
と
を
読
者
に
印
象
づ
け
た
の
で

あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
従
来
論
じ
ら
れ
て
き
た
東
屋
巻
と
浮
舟
巻
に
お
け
る
右
近
の
問

題
を
見
て
き
た
。

右
近
に
関
す
る
叙
述
の
矛
盾
は
、
作
り
手
側
の
問
題
で
あ
る
。
成
立
当

初
の
『
源
氏
物
語
』
は
、
写
本
と
し
て
流
布
す
る
た
め
、
既
に
成
立
し
、

流
布
し
た
巻
は
書
き
直
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
変
更
し
た
い
設

定
や
、
付
け
足
し
た
い
設
定
は
、
後
の
巻
で
書
く
し
か
方
法
が
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
、
作
り
手
が
、
右
近
の
設
定
を
、
浮
舟
巻
で
浮
舟
に
仕
え
る
乳
母

の
娘
と
変
更
し
た
た
め
に
、
①
・
②
の
矛
盾
が
生
じ
た
、
と
考
え
ら
れ

る
。ま

た
、
設
定
が
変
更
さ
れ
た
と
き
、
変
更
さ
れ
た
前
巻
の
設
定
は
踏
ま

え
な
い
。
右
近
の
設
定
は
浮
舟
巻
で
変
更
さ
れ
た
た
め
、
東
屋
巻
に
お
け

る
、
大
輔
の
娘
で
中
君
に
仕
え
る
、
と
い
う
設
定
は
引
き
継
が
れ
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
③
の
、
浮
舟
巻
に
存
す
る
「
大
輔
が
女
」
は
、
右
近
を
指
し

て
お
ら
ず
、
右
近
と
は
別
の
人
物
で
あ
る
と
読
者
に
暗
に
示
し
し
た
も
の

で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
二
人
説
の
根
拠
①
〜
③
は
、
右
近
の
設
定
が
浮
舟
巻
で

変
更
さ
れ
た
と
考
え
れ
ば
、
す
べ
て
解
消
さ
れ
、
右
近
は
一
人
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
。
右
近
の
設
定
が
変
更
さ
れ
た
理
由
は
、
東
屋
巻
を
書
い
た

時
点
で
の
構
想
と
、
浮
舟
巻
以
降
の
構
想
に
変
化
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
作
者
が
東
屋
巻
か
ら
浮
舟
巻
へ
と
移
行
す
る
際
、
浮
舟
巻
以
降
の
構

想
を
練
り
直
し
た
か
、
東
屋
巻
を
書
き
終
え
て
一
旦
筆
を
擱
い
た
の
だ
ろ

う
。古

注
釈
以
来
考
え
ら
れ
て
き
た
右
近
の
問
題
は
、
矛
盾
と
捉
え
ら
れ
な

が
ら
、
当
時
の
成
立
・
享
受
の
様
相
は
踏
ま
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

『
源
氏
物
語
』
に
限
ら
ず
、
当
時
の
作
り
物
語
の
成
立
と
享
受
の
様
相
を

理
解
し
、
矛
盾
を
捉
え
る
必
要
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
現
代
の
読
者
に

と
っ
て
「
矛
盾
」
や
「
齟
齬
」
と
見
え
る
も
の
も
、
当
時
の
読
者
に
と
っ

て
は
、
変
更
さ
れ
た
設
定
と
し
て
認
識
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
認
識

を
欠
い
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
問
題
が
長
ら
く
解
決
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

要
因
と
思
わ
れ
る
。
東
屋
巻
と
浮
舟
巻
に
お
け
る
右
近
の
矛
盾
は
、
そ
う

し
た
当
時
の
『
源
氏
物
語
』
ひ
い
て
は
作
り
物
語
の
生
成
と
享
受
の
あ
り

方
を
示
す
一
事
例
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。
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※
引
用
は
、『
源
氏
物
語
』
が
新
潮
日
本
古
典
集
成
、『
弄
花
抄
』・『

江
入
楚
』
が

源
氏
物
語
古
注
集
成
、『
す
み
れ
草
』
が
中
野
幸
一
編
『
九
曜
文
庫
蔵
源
氏
物
語

享
受
資
料
影
印
叢
書
10
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
九
）
に
拠
る
。
冊
数
・
頁
数
も

同
様
。
引
用
し
た
本
文
は
、
表
記
を
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

注１
）

福
田
孝
「「
右
近
」
は
一
人
か
」（
鈴
木
一
雄
・
石
杢
敬
子
『
源
氏
物
語

鑑

賞
と
基
礎
知
識
25

浮
舟
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
二
）
参
照
。

２
）
『
源
氏
物
語
大
成
』
に
よ
れ
ば
、
青
表
紙
本
は
、「
ほ
か
け
」
と
す
る
。
本
稿

で
は
、
浮
舟
巻
が
東
屋
巻
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
河
内
本
・
別
本

の
数
本
に
あ
る
「
ほ
の
か
」
に
改
め
た
。
こ
の
ほ
か
、
掲
出
し
た
『
源
氏
物

語
』
本
文
は
、
す
べ
て
『
源
氏
物
語
大
成
』
に
よ
り
諸
本
間
の
異
同
を
調
べ
た

が
、
文
意
に
関
わ
る
異
同
は
見
え
な
い
。

３
）

小
田
勝
『
実
例
詳
解
古
典
文
法
総
覧
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
五
）
一
五
〇

頁
、
参
照
。

４
）

右
近
と
侍
従
に
関
す
る
論
稿
は
、
以
下
を
参
照
。

蔵
永
浩
子
「『
源
氏
物
語
』
の
方
法
｜
女
房
の
役
割
を
め
ぐ
っ
て
｜
」（『
女
子

大
文
学
（
国
文
篇
）』
三
四
、
一
九
八
三
）

沢
田
正
子
「
浮
舟
物
語
の
家
司
・
女
房
た
ち
の
役
割
」（
秋
山
虔
『
講
座
源
氏

物
語
の
世
界
』
第
九
巻
、
有
斐
閣
、
一
九
八
四
）

高
橋
美
穂
子
「
浮
舟
の
運
命
と
女
房
達
｜
右
近
・
侍
従
の
役
割
に
つ
い
て
」

（『
羽
衣
国
文
』
八
、
一
九
九
五
）

福
永
佳
子
「『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
の
端
役
｜「
浮
舟
」
巻
に
お
け
る
右
近
と

侍
従
の
役
割
｜
」（『
清
心
語
文
』
八
、
二
〇
〇
六
）

野
村
倫
子
「
浮
舟
入
水
の
脇
役
た
ち
｜「
東
屋
」
か
ら
「
浮
舟
」
へ
の
構
想
の

変
化
を
追
っ
て
」（『『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
の
継
承
と
展
開
｜
女
君
流
離

の
物
語
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
一
）

５
）

浮
舟
の
乳
母
の
役
割
に
関
し
て
は
、
吉
海
直
人
「
浮
舟
の
乳
母
達
」（『
源
氏

物
語
の
乳
母
学
｜
乳
母
の
い
る
風
景
を
読
む
｜
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
八
）

参
照
。

６
）
『
弄
花
抄
』
以
後
の
一
六
世
紀
成
立
の
古
注
釈
も
、『
林
逸
抄
』
は
「
別
人
な

る
べ
し
」、『
孟
津
抄
』
は
「
別
人
也
」、『
紹
巴
抄
』
は
「
別
人

」
と
す
る
。

東
屋
巻
で
は
右
近
は
中
君
に
仕
え
る
の
に
対
し
て
、
浮
舟
巻
で
は
浮
舟
に
仕
え

る
点
に
、
疑
問
な
い
し
は
不
審
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

７
）

玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈

第
十
二
巻
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
八
）
四

八
頁
参
照
。

８
）

原
田
真
理
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
右
近
像
」（『
平
安
文
学
研
究
』
七
五
、
一

九
八
六
）
参
照
。
ま
た
、
待
井
新
一
「
浮
舟
の
復
活
を
め
ぐ
っ
て
｜
源
氏
物
語

第
三
部
の
内
部
矛
盾
考
｜
」（『
国
語
と
国
文
学
』
五
三
・
九
、
一
九
七
六
）
で

も
、
右
近
の
問
題
に
触
れ
て
、
作
者
の
錯
誤
か
否
か
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

９
）

池
田
和
臣
「
二
人
の
右
近
と
二
人
の
少
将
｜『
夜
の
寝
覚
』
の
『
源
氏
』
解

釈
｜
」（『
日
本
古
典
文
学
会
々
報
』
一
〇
九
、
一
九
八
六
・
四
）
参
照
。

10
）

古
田
正
幸
「
宇
治
十
帖
の
二
人
の
右
近
」（『
平
安
物
語
に
お
け
る
侍
女
の
研

究
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
四
）
参
照
。

11
）
『
万
水
一
露
』・『
林
逸
抄
』
で
も
、
同
様
の
注
を
引
く
。

12
）

初
め
て
『
す
み
れ
草
』
の
一
人
説
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
工
藤
進
思
郎
「
浮

舟
の
物
語
に
お
け
る
右
近
｜
そ
の
二
人
説
へ
の
疑
問
｜
」（『
日
本
文
芸
論
稿
』

一
、
一
九
六
七
）
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
根
拠
に
関
し
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な

い
。

13
）

小
山
敦
子
「
女
一
宮
物
語
と
浮
舟
物
語
」（『
源
氏
物
語
の
研
究
』
武
蔵
野
書

院
、
一
九
七
五
）
参
照
。

14
）

前
掲
注

12
）の
工
藤
論
文
、
参
照
。

15
）

稲
賀
敬
二
「
夕
顔
の
右
近
と
宇
治
十
帖
の
右
近
｜
作
者
の
構
想
と
読
者
の
想

像
力
｜
」（『
源
氏
物
語
の
世
界

方
法
と
構
造
の
諸
相
』
風
間
書
房
、
二
〇
〇

一
）
参
照
。
稲
賀
も
指
摘
し
、
前
掲
注
５
の
原
田
論
文
に
も
指
摘
は
あ
る
が
、

宇
治
十
帖
の
右
近
は
、
夕
顔
巻
の
右
近
と
造
型
が
近
い
。
以
下
を
参
照
。

吉
井
美
弥
子
「
浮
舟
物
語
の
一
方
法
｜
装
置
と
し
て
の
夕
顔
｜
」（『
中
古
文

学
』
三
八
、
一
九
八
六
）

加
藤
松
次
「『
源
氏
物
語
』
女
房
論
｜
右
近
の
場
合
㈠
・
㈡
｜
」（『
国
語
｜
教

育
と
研
究
｜
』
三
六
・
三
八
、
一
九
九
七
・
一
九
九
九
）

16
）

藤
村
潔
「
橋
姫
物
語
と
浮
舟
物
語
の
交
渉
」（『
源
氏
物
語
の
研
究
』
桜
楓

社
、
一
九
八
〇
）
参
照
。
藤
村
へ
の
反
論
は
、
秋
山
虔
「
浮
舟
を
め
ぐ
っ
て
の
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試
論
」（『
源
氏
物
語
の
世
界
｜
そ
の
方
法
と
達
成
｜
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
六
四
）、
吉
岡
曠
「
宇
治
十
帖
の
構
想
」（『
源
氏
物
語
論
』
笠
間
書
院
、
一

九
七
二
）、
前
掲
注

13
）の
小
山
論
文
な
ど
を
参
照
。

17
）

右
近
と
同
様
に
、
設
定
に
矛
盾
が
あ
る
人
物
に
柏
木
が
い
る
。
柏
木
は
、
第

一
部
で
玉
鬘
に
異
母
兄
弟
で
あ
る
と
は
知
ら
ず
に
懸
想
を
す
る
。
だ
が
、
第
二

部
で
は
「
皇
女
た
ち
な
ら
ず
は
得
じ
」（
若
菜
上
╱
⑤
二
九
〜
三
〇
頁
）
と
あ

る
よ
う
に
、
皇
女
を
娶
る
た
め
に
、
独
り
身
を
貫
い
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
は
お

そ
ら
く
、
第
一
部
の
終
着
で
あ
る
藤
裏
葉
巻
と
、
第
二
部
の
始
発
で
あ
る
若
菜

上
巻
の
間
で
構
想
の
変
化
が
あ
っ
た
た
め
と
見
ら
れ
る
。
若
菜
上
巻
で
女
三
宮

に
執
心
し
、
密
通
す
る
役
割
を
新
し
く
持
た
せ
る
上
で
、「
皇
女
た
ち
な
ら
ず

は
得
じ
」
と
い
う
思
考
が
柏
木
に
あ
る
点
を
読
者
に
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

18
）

石
田
穣
二
「
作
り
物
語
の
方
法
」（『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
五
九
・
三
、

一
九
九
四
）
参
照
。

（
た
か
は
し
・
り
ょ
う
）
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