
女
子
大
國
文
 
第
百
三
十
八
号
 
平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
日

浮

舟

入

水

の

後

源
氏
物
語
終
末
の
思
想

加

納

重

文

小
稿
は
、
平
成
十
七
年
九
月

一
〇
日
に
、
羽
衣
学
園
大
学
に
お
い
て
催
さ

れ
た
中
古
文
学
会
関
西
部
会
に
お
け
る
発
表
原
稿
と
し
て
作
成
し
た
も

の
で
あ
る

が
、
実
際

の
発
表
に
あ
た

っ
て
は
、
小
稿
を
朗
読
す
る
よ
う
な
形
で
は
、
行
わ
な
か

っ
た
。

口
頭
発
表

の
遺
漏
を
補
う
意
味
で
、
こ
こ
に
公
表

の
許
可
を
い

た
だ
い
た
。
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浮
舟
の
入
水

 
あ
ら

た
め
て
確
認
し
な

く
て
も
と
も
思

い
ま
す
が
、
や
は
り
浮
舟
巻

終
末

の
浮
舟

入
水
辺

の
記
述
か
ら
入
り
た

い
と
思

い
ま
す
。
庇
護
者

で

あ
る
薫
と
恋
愛
者

で
あ
る
匂
宮
と
、
ど
ち
ら
か
に

一
方
的
に
感
情
を
寄

せ
る

こ
と
が
出
来
な

い
浮
舟

の
逡

巡
は
、
浮
舟
巻
末

に
、

か
な
り
丁
寧

に
記
述
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

 
 
な

ほ
、
我
を
、
宮
に
心
寄
せ
た
て
ま

つ
り
た

る
と
思

ひ
て
、

こ
の
人

々
の
言
ふ
、

い
と
恥
つ

か
し
く
、
心
に

は
、

い
つ
れ
と
も
思

は
ず
、

 
 
た
ゴ
、
夢

の
や
う
に
あ
き
れ
て
、

い
み
じ
く
妙
ら
れ
給

ふ
を
ば
、

な
ど
か
く
し
も
と
ば

か
り
思

へ
ど
、
頼

み
聞
え
て
、
年
頃
に
な

り
ぬ
る

 
 

人
を
、

い
ま
は
と
も
て
離
れ
む
と

お
も
は
ぬ

に
よ
り
こ
そ
、
か
く

い
み
じ
と
物
を
思

ひ
み
だ

る
れ
。

よ
か
ら
ぬ
事

も

い
で
き
た
ら

む
と
き



 
 
と
、

っ
く
つ
く
と
思

ひ
居
た
り
。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

(浮
舟

・
62
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

こ
こ
に
明
記
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
浮
舟

に
は
、

「頼
み
聞
え

て
、
年
頃
に
な
り
ぬ
る
」
薫

か
ら
離
れ

る
と

い
う
気
持
は
全
く
無

い
が
、

「
い
み

じ
く
妙
ら
れ
給

ふ
」
匂
宮
に

こ
よ
な
く
惹
か
れ
る
心
中
も
確
か
で
あ

り
、
「
い
つ
れ
と
も
思
は
ず
」
と

い
う

ほ
か
な

い
心
境
を
、
浮
舟

は
、
正
確

に
自
覚

し
て
お
り
ま
す
。

こ
う

い
う
状
態

に
あ

っ
て
、
常
陸
国

で
の
右
近

の
姉

の
場
合

の
よ
う
な
事
件
が
起
き

る
可
能
性

に
恐

々
と
し
な
が

ら
、
そ
れ
を
未
然

に
回
避
す

る
道
と
し
て
、

 
 

一
方

一
方

に

つ
け

て
、

い
と
、
う
た

て
あ

る
事

は
出
で
来
な
ん
。
わ
が
身

一
つ
の
亡
く
な

り
な
ん

の
み

こ
そ
、
目
安

か
ら
め
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(浮
舟

・
6
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

と
思
惟
す
る
に

い
た
る
道
筋

は
、
ご
く
自
然

で
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
て
、
都
育
ち

の
姫
君

で
あ
れ
ば
、
思

い
も
寄

ら
な

い
"
自
殺

"
の
発
想
が
、

浮
舟

の
思
念
に
な

る
と

い
う
記
述

の
経
過
に
も
、
無

理
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し

て
、
出
会
う

こ
と
無
く
都

に
返
し
た
匂
宮

に
対
し
て
は
、
二

言

を
だ

に
、
聞
え
ず
な
り
に
し
は
、
な

ほ
今

ひ
と

へ
勝
り
て
い
み
じ
」

と
思

っ
て
、

 
 

か
ら
を
だ

に
憂
き
世

の
中
に
と
ゴ
め
ず
は

い
つ

こ
を
は
か
と
君
も
恨

み
ん

最
後

の
心
情
を
伝
え
、
た
だ

一
人
恋

し
く
思
う
母
親

に
は
、

「親

に
先
立
ち
な

ん
罪
、
失

ひ
給

へ
」
と
祈

っ
て
、

 
 
鐘

の
音

の
絶

ゆ
る
響
き

に
音
を
そ

へ
て
我

が
世
尽
き
ぬ
と
君
に
伝

へ
よ

と
、
遺
言
を
残
し
ま
す
。
浮
舟
が
、

死

へ
の
道

に
進
ん
で
行
く
道
筋

は
、
き
わ
め
て
自
然

に
丁
寧
に
記
述
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
源
氏
物
語
が

こ

の
浮
舟
巻

で
終
わ

っ
て
い
た
な
ら
、
浮
舟
が
宇
治
川
に
身
を
投
げ

る
瞬
間

の
描

写
な
ど

は
無
く

て
も
、
浮
舟

の
消
滅

へ
の
描
写

は
き
わ
め
て
周

到
に
な
さ
れ

て
い
た
と
、
誰

に
も
感

じ
さ

せ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
思

い
ま
す
。

 

さ
き

ほ
ど
、
「源
氏
物
語
が

こ
の
浮
舟
巻

で
終
わ

っ
て
い
た
な
ら
」
と
述

べ
ま

し
た
け
れ
ど
、
こ
れ

に

っ
き
ま
し
て
は
、
私

の
本

日
の
報
告

の

趣
旨
が
、
そ
の
認
識
結
果
に
よ

っ
て
変
わ

っ
て
く
る
と

い
う

こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
触
れ
る

こ
と
が
必
須

の
問
題

で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
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れ
ど
、
述

べ
て
お
き
た

い
と
思

い
ま
す
。
現
在

の
学
界

の
把
握

の
趨
勢

が
ど
ち
ら
に
あ
る
か
、

正
確
に
認
識

は
し

て
い
ま
せ
ん
が
、
源
氏
物
語

が
、
浮
舟
巻

で
終
わ
ら
ず
に
、
蜻
蛉
巻
あ
る
い
は
手
習

・
夢
浮
橋
巻

へ
の
展
開
が
、
当
初
か
ら

の
予
定

の
構
想

で
あ

っ
た
と
し
た
ら
、
蜻
蛉
巻

後
半
に
お
け
る
、
薫

と
匂
宮

の
女

一
宮
を
中
心
と
す
る
宮
廷
物

語
、
あ

る
い
は
、
横
河
僧
都

の
妹
尼

の
住
む
比
叡

山
西
麓

の
山
荘

に
お
け
る
浮

舟

の
出
家
、
そ
れ
ら
を
導
く
前
提
と
し
て
、
浮
舟

の
消
滅

(入
水
)
の
物
語
が
存
在

し
た
と

い
う

こ
と

に
な

り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の

"
前
提
"

と
す

る
認
識

の
観
点

か
ら
見
る
と
、
蜻
蛉
巻
後
半

の
宮
廷
生
活
と
は
、
関
連
す

る
内
容

は
稀
薄

で
あ
り
ま
す

が
、

手
習
巻
以
後

の
浮
舟

の
出
家

は
、
浮
舟

の
入
水
か
ら
展
開
し
た
物
語
と
把
握
さ
れ
る
内
容
は
あ

る
と
判
断
は
さ
れ
ま
す
。

 
結
論
的
に
申

し
て
は
な
は
だ
恐
縮

で
す
が
、
浮
舟

の
消
滅

(入
水
)

の
物
語
は
、
質
的
に
は
、
そ

の
後

に
展
開
し

て
い
く
質
よ
り
も
、
そ

の

以
前

に
密
着

し
た
物
語
と
把
握
さ
れ
る
性
格

の
方
が
、

は
る
か
に
鮮
明
と
思

い
ま
す
。

こ
れ
ま
た
、
現
在

の
、
多

分
常
識
的
な
把
握

を
敷
延
す

る
だ
け

で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
述

べ
て
お
き
た

い
と
思

い
ま
す
。
薫

の
接
近
を
煩
わ
し
く
思
う
中
君

か
ら
伝

え
ら
れ

て
、
浮
舟

の
存
在
が

知
ら
れ
た

の
は
、
誰
も
が
知
る
と

こ
ろ

で
あ
り
ま
す
し
、
薫

の
中
君

へ
の
接
近
も
、
亡
ぎ
大

君

へ
の
思
慕
か
ら
発
し

て
い
ま
す

の
で
、
浮
舟

の

物
語
は
、
宇
治
十
帖
初
期

の
薫
と
大
君

の
物
語
を
、
な
ん
ら
か

の
意
味

で
継
承
す

る
物
語

で
あ
る
こ
と
は
、
明
瞭

に
知
ら
れ
る
と
思

い
ま
す
。

そ
し
て
、
宇
治
十
帖
初
期

の
薫
と
大
君

の
物
語
が
、
匂

と
中
君

の
物
語
と
対
照
し
て
、
精
神

の
愛

の
可
能
性
を
求
め

て
彷
復
す

る
物
語

で
あ

っ

た

こ
と
も
、
自
明
か
と
思

い
ま
す
。

そ
れ
は
さ
ら

に
遡

っ
て
、
若
菜

下
巻

に
お
け
る

"紫
上

の
絶
望
"

と
称
さ
れ
た
、
女
性

に
お
け
る
真
実

の

愛
情

の
問
題
、
そ

の
新
た
な
問

い
か
け
と
し
て
あ

る
物

語
で
あ

っ
た

こ
と
も
自

明
と
言

っ
て
良

い
の
で
は
な

い
で
し
よ
う

か
。

 

再
度
整
理
し
て
申
し
ま
す
。
宇
治
十
帖

の
物
語
が
、
橋
姫
巻

に
お

い
て
、
ど
ち
ら
を
甲

乙
と
も
区
別
し
難

い
二
人

の
貴

公
子
、
薫

と
匂
宮
を
、

物
語

の
主
人
公
と
設
定

し
て
始
め
ら
れ
た
時
、
な
ん
ら
遜
色
無

い
二
人

の
貴

公
子
が
、
女
性

に
対
す
る
精
神
性
と
肉
体
性

に

い
う
点

に
お

い
て

の
み
、
顕
著
な
人
格

の
相
違
を
持

つ
と
設
定
さ
れ

て
始
め
ら
れ
た
時
、

そ

の
物
語
が
語
ら
れ

る
主

題
的
な
意
味
が
、 

"紫
上

の
絶
望
"

の
再
度

の
問

い
か
け
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
明
瞭

で
あ

っ
た
と

い
う

こ
と

で
あ

り
ま
す
。
紫
式
部

の
作
家
と
し
て
の
思

い
は
、
薫
と
大

君
に
お
い
て
、
精
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神

の
愛

・
純
粋

の
愛
あ
る

い
は
絶
対
不
変

の
愛
が
結
局

の
と

こ
ろ
語
ら
れ
る
物
語

に
な

っ
て
欲

し
か

っ
た
と
思

い
ま
す
。
匂
宮

の
愛
が
、
愛
と

も
評
し
難

い
、
虚
妄

の
好
奇
心

で
し
か
な

い
こ
と
が
語
ら
れ

る
物

語
に
な

っ
て
欲

し
か

っ
た

の
だ
と
思

い
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
周
知

の
通
り
、

む
し
ろ
、
強
姦

に
近

い
形

で
成
立
し
た
肉
体

の
結
び

っ
き

の
愛

の
方

が
、
結

局
、
そ
れ
な
り
に
目
安

い
男
女

の
結
び

っ
き
と
し
て
語
ら
れ
る
こ

と
に
な

っ
た
時
、
作
家

・
紫
式
部

の
思

い
は
、

は
な
は
だ

不
本
意

に
感
じ
る
も

の
で
あ

っ
た
と
思

い
ま
す
。

不
本
意

で
は
あ
る
け
れ
ど
、
男
女

の
結

び

つ
き

の
根
幹
は
、
結

局
は
、
肉
体

の
結
び

つ
き
か
ら
目
を
反
ら
し

て
は
存
在

し
な

い
、
そ

の
こ
と
も
、
あ
ら
た
め
て
認
識
し
た
と
思

い

ま
す
。

 
宇
治

十
帖

の
後
半

の
物
語

で
あ
る
浮
舟

の
物
語

に
お

い
て
、
今
度

は
、
薫
と
匂
宮
は
、
同
じ

一
人

の
女
君
浮
舟

に
か
か
わ
る
二
人

の
貴

公
子

と
し
て
語
ら
れ
ま
す
。
ど
ち
ら
も
浮
舟
と

は
肉
体
的
に
結
ば
れ
て
い
ま
す
。
男
女

の
結
び

っ
き

の
根
幹
が
、
結

局
、
肉
体

の
結
び

つ
き
で
あ
る

こ
と
を
認
識

し
た
上

で
、

こ
の
二
人
の
貴
公
子

の
浮
舟

へ
の
関
わ
り
方
が
、
語
ら
れ

る
訳
で
あ
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
薫

に
お
け
る

"
庇
護
者
"

と
し

て
の
関
わ

り
、
匂
宮

に
お
け
る

"恋
愛
者
"
と
し
て

の
関
わ
り
が
終
始
語

り
続
け
ら
れ
る
と

い
う

こ
と
は
、
結

局

の
と

こ
ろ
、
ど
ち
ら

の

関
わ
り
方
が
、
真
実

の
愛

の
姿
勢
な

の
か
、
い
や
、
所
詮
愛

の
問
題
と
も
言
え
な

い
か
も
し
れ
な

い
け
れ
ど
、
ど
ち

ら

の
姿
勢
が
、
浮
舟
に
と

っ

て
価
値
あ

る
関
わ
り
方

で
あ
る
の
か
、
そ
う

い
う
新
た
な
問

い
か
け
で
あ

っ
た
と
考
え

て
良

い
か
と
思

い
ま
す
。

 
し
か
し
、
あ
ら
た
め
て
考
え

て
み
ま
す

に
、 

"
庇
護
者
"

で
あ

る
か

"恋
愛
者
"

で
あ

る
か
は
、
女

に
か
か
わ
ろ
う
と
す
る
男

の
姿
勢
と
し

て
、
両
極
端

で
あ

る
と
同
時

に
、
す

べ
て
の
男

の
関
わ
り
方
が
、
言

っ
て
み
れ
ば

こ
の
座
標
軸

の
ど

こ
か
に
位
置
す

る
と
言

っ
て
よ

い
、
基
本

的
な
姿
勢

で
あ

り
ま
し
た
。

要
す
る
に
、
作
家

・
紫
式
部

は
、
男
女

の
結
び

つ
き

の
根
幹
が
、
結
局
、
肉
体

の
結
び

っ
き
か
ら
目
を
反
ら
し
て

は
存
在

し
な

い
こ
と
を
認
識

し
た
う
え
で
、
女
が
選
ぶ
べ
き
男

の
価
値
は
、
庇
護

に
あ

る
の
か
恋
愛

に
あ

る
の
か
、

そ

の
こ
と
を
、
物
語
に
語

ら
れ
る
最
後

の
問
題
と
し
て
、
問

い
か
け
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
そ
れ
が
、
冒
頭

に
述

べ
ま

し
た
よ
う

に
、
物
語
の

終
末
近
く
に
お
け
る
浮
舟

の
自
覚
と

し
て
語
ら
れ

る
よ
う
に
、
ど
ち

ら
が
選
ば
れ

る
べ
き
価
値

か
と

い
う
問

い
か
け
に

は
、
回
答

不
能
と
す

る
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し
か
無

い
と

い
う
状
態

に
な

り
ま
し
た
。

回
答
は
不
能
だ
け
れ
ど
、

回
答
を
目
前
に
迫
ら
れ
る
し
、
目
前

の
回
答
を
躊
躇

っ
て

い
る
う
ち

に
、

取
り
返
し

の
っ
か
な

い
ど
ん
な
事
件
が
起
き

る
か
、
不
測

の
状
態
に
も
な

っ
て
い
る
。

こ
の
状
態

で
、
自
分

の
存
在
を
消
滅
さ

せ
る
し
か
、
緊

張
関
係
を
緩
和
す

る
方
法
は
無

い
。
浮
舟

の
こ
こ
に
導
か
れ
る
心
情
が
、
委
細
を
尽
く
し
て
と
言

っ
て
よ

い
ほ
ど
に
、
き
わ
め
て
自
然

に
語
ら

れ
て
い
た
こ
と
は
、
先
述

し
た
通
り
で
あ
り
ま
す
。

 
こ
の
よ
う

に
辿

っ
て
き
ま
す
と
、
浮
舟
巻
終
末
に
お
け
る
浮
舟

の
消
滅

(入
水
)
は
、
新

た
な
物
語

の
起
点

と
言
う
よ
り
も
、
追
求
さ
れ

て

き
た
課
題

の
不
本
意
な
回
答
と
考
え

る
し
か
無

い
と

い
う

の
が
、
私

の
認
識

で
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
、
学
界

に
お
け
る
常
識
的
な
認
識

で
あ

り
、
私
が

こ
と
あ
ら
た
め
て
申
す

べ
き

ほ
ど
の
も

の
で
も
な

い
と
も
認
識

し
て
お
り
ま
す
が
、

い
か
が

で
あ
り
ま
す

で
し
ょ
う
か
。

■
一

薫

と
匂

宮

 
浮
舟

の
消

滅

(入
水

)

で
、

物

語
が
幕

を

下

ろ

し
た

と

す

る
と
、

こ

の
後

に
語

ら

れ

て

い

る
、

蜻

蛉
巻

以

下

の
物

語

は
、

何
を

語

ろ

う
と

し

て
、

語

ら
れ

て

い
る

の
で
あ

り

ま

し

ょ
う
か
。

実

は
、

本

日

の
私

の
報

告

は
、

こ
の

こ
と

に

つ
い
て

の
私

見

を
述

べ

よ
う

と

し

て

い

る
も

の
で

あ
り

ま

す
。

そ

の
私

見

の
前

提

と

し

て
、

暫

く
、

蜻

蛉

巻

以
後

の
登
場

人
物

の
人
物
像

に

っ
い
て
、

順

次
整

理

し

て

い
き

た

い
と
思

い
ま
す

。

 
浮
舟

が

宇
治

川

に
入
水

し
た

と
思

わ

れ
た
時

、

薫

は
、

母

入
道

宮

の
病

気
祈

願

の
た

め
に

、

石

山
寺

に
参
籠

中

で
あ

っ
て
、

状

況

を
知

る

の

に
や

や
時

間

が

か

か
り
ま

し
た
。

事

柄

が
伝

え

ら

れ
た

時

に
、
薫

は
、

鬼

な

ど
も

棲

む

か
と

思

わ

れ

る
よ

う

な

怪

し

い
場

所

に
浮

舟

を

住

ま
わ

せ
、
匂

宮

が

通
う

よ
う

な
隙

を

見

せ
た

の
も

、
結

局

の
と

こ

ろ

は
自

分

の
油
断

で
あ

っ
た

と

、

反
省

し

て

い
ま

す
。

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

わ

が
、

た

ゆ
く
、

世

つ

か
ぬ
心

の
み
、

く
や

し
く

、
御

胸

い
た
く

思

え
給

ふ

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(蜻

蛉

・
8
)

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
2

そ

し

て
、

浮

舟

の
容
姿

の
好

ま

し

か

っ
た

こ
と

な

ど
も

思

い
出

し

て
、

こ
の
よ
う

な

物
思

い
を

す

る
と

い
う

の
も

、
若

く

か

ら

出
家

を

志

し
な

が
ら

も

い

っ
ま

で
も
現

世

に
か

か
づ

ら

つ
て

い
る
、

自

分

の
見
苦

し
さ

に
思

い
を

い
た

し
、

ひ
た
す

ら

仏
道

に
励

む
生

活

に
な

っ
て

い
る
と
、

浮
舟
入
水
の
後
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物

語

は
述

べ
て

お
り
ま

す
。 

嘆

き

の
あ
ま

り

に

は
、
今

は
、
浮
舟

も

失

っ
た
宇

治

の
地

を
訪

ね

て
、
右

近

と

の
対

話

に
浮

舟

の
最

後

の
様

子
な

ど

を
聞

い
た

り

し

て
、
浮

舟

の
匂

宮

と

の
交
渉

を
確

認

し

て
も
、

 
 

宮

を

、
珍

し
く
あ

は

れ

と
お

も

ひ
聞

え

て
も
、

我

が
方

を

、
さ

す

が

に

お

ろ
か

に
思

は
ざ

り

け

る
程

に
、

い
と
あ

き

ら

む

る
所

な

く
、

は

 
 

か
な
げ

な

り

し
心

に
て
、

こ

の
水

の
近
き

を
頼

り

に
て
、
思

ひ
寄

る
な

り

け

む

か

し
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(蜻

蛉

・
04
)

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

3

一
方

的

に
匂

宮

と

の
感
情

に

お
ぼ

れ

る

こ
と
な

く
、

薫

の
感

情

を
思

う

あ
ま

り
、

つ
い
に

入
水

に
思

い
至

つ
た

浮
舟

の
心

情
を

思

い
や

り
、

自

ら

の
心

の
お

こ
た

り

を
詫

び

る
心
境

に
な

っ
て

い
ま
す
。

そ
し

て
、

せ
め

て

「猶

、

こ

の
ゆ

か
り

こ
そ
、

面

だ

た

し

か

り
け

れ
と

思

ひ
知

る
ば

か
り
、

用
意

は
、

必
ず

見
す

べ
き

こ
と

」

と
、

浮
舟

の
縁

者

へ
の
配

慮

ま

で

口
に
し
、

浮

舟

の
四
十

九

日

の

こ
と

も
、

こ
と
さ

ら

念

入

り

に
努

め

た

り

し

て

い
ま

す
。

 

一
方

の
匂

宮

も
、

浮
舟

の
身

の
変

事

を

耳

に
し

て
は
、

二
、

三

日

は
意

識

も

無

く
、

命

に
も

か

か
わ

り

そ

う

な

く

ら

い
に
落

胆

の
数

日
を
過

ご

し

て
い
ま
す

が
、

快
復

と

と

も

に
宇

治

か
ら
侍

従

を

呼

び
寄

せ

て
、

浮
舟

の
最

後

の
模

様

を

聞

い
た

り
、

浮

舟

の
四
十

九

日
に

は
、

右

近

に

託

し

て
、
浮

舟

の
菩

提
を

弔

う

べ
く
、

努

め

て

い
ま

す
。

 
 

二
人

の
人

の
御

心

の
う

ち
、

古

り
ず
悲

し
く
、

あ
や

に
く
な

り

し
、
御

思

ひ

の
盛

り

に
、

か
き

絶

え

て

は
、

い
と

い
み
じ
け

れ

ど

、

あ
だ

 
 

な

る
御

心

は
、

慰

む
や

な

ど

心

見
給

ふ

こ
と
も
、

や

う

や

う
あ

り
け

り
。

か

の
殿

は
、

か
く
取

り
も

ち

て
、

な

に
や

か
や

と
思

し

て
、

残

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

り

の
人

々
を

は
ぐ

く
ま

せ
給

ひ

て
も
、

な

ほ

い
ふ

か

ひ
な

き
事

を

、
忘

れ

難

く
思

す

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(蜻
蛉

・
1
)

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

3

さ
す

が

に
、

匂

宮

の

「あ

だ

な

る
御

心

は

…

…
」

と
評

す

る
ほ

ど

の
変

化

は
あ

っ
た

け

れ

ど
、
薫

・
匂

宮

と

も

に
、
浮

舟

追

悼

の
心

は
深

く
、

嘆

き
勝

ち

に
過

ご

し

て

い
る
と

言

っ
て
良

い
か
と
思

い
ま
す

。

 

要
す

る
に
、

蜻
蛉

巻
前

半

ま

で
は
、

浮
舟

巻

の
入
水

を
受

け

て
、

薫

・
匂

宮

に

お
け

る
後

日
談

と

も
言

う

べ
き

内
容

を

、

よ

く

語

り
続

け

て

い
る

と
言

っ
て
良

い
か
と
思

い
ま
す

。

そ

れ
が
、

不
審

に
思

わ

れ

る
よ

う

な
屈

折

を
す

る

の
が

、
蜻

蛉

巻

後

半

の
叙
述

で
あ

り
ま

す

。
蜻

蛉

巻
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後
半

は
、

明

石
中
宮

の
法
華

八
講

の
法
会

の
描

写

に
始

ま

り
ま

す

が
、

几
張

の
隙

間

か

ら
図

ら
ず

も
覗

き

見

た
、

夏

の
氷

を

手

に

し

て
微

笑

む

女

一
宮

の
姿

に
、
薫

が
思

わ
ず

心

を
捉

え

ら

れ

る
と

い
う

記
述

が

な
さ

れ
ま

す

。

女

一
宮

は
、
薫

の
正
妻

女

二
宮

の
姉

に

あ

た

り
ま

す

が

、

恋

し

い
感
情

の
ま

ま

に
、

妻

で
あ

る
女

二
宮

に
氷

り

を
持

た

せ

て
、
昨

日

見
た

女

一
宮

の
姿

を

忍

び
、

恋

心

を

紛

ら
わ

す

と

い
う

場

面
が

あ

り

ま

す

。

母

で
あ

る

明

石
中
宮

の
邸

で
匂

宮

と
出

会

う

と
、
姉

弟

の
血
縁

と

い
う

こ
と

も

あ

り
、

女

二
宮

と

似

通

う
匂

宮

の
姿

を

見

て
、

 

 

ま
つ

こ

ひ
し
き

を
、

い
と
あ

る
ま

じ
き
事

と

し
つ

む
る
ぞ

、
た

～
な

り

し
よ

り

は
苦

し
き
。 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

(蜻

蛉

・
18
)

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

3

と
、

女

一
宮

に
寄

せ

る
、
苦

衷

の
思

い
を

語

っ
て

い
ま

す
。

そ

し

て
、

っ
い
に

は
、
姉

妹

二

人

の
宮

を

、

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ヨ

 

 

わ
が

宿

世

は
、

い
と
や

む
ご

と
な

し
。

ま

し

て
、
並

べ

て
持

ち

た

て
ま

つ
ら

ば

、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(蜻

蛉

・
3
)

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

3

な
ど

と

い
う
夢

想

ま

で
も
抱

き

ま
す

。

 

一
方
匂

宮

も

、
式

部

卿

の
娘

が
、

母

の
明

石
中
宮

の
も

と

に
、
宮

の
君

と

呼

ば

れ

る
女

房

と

し

て
出
仕

す

る

こ
と

に

な

る

と
、

式

部

卿

と

浮

舟

の
父
八
宮

と

が

兄
弟

で
あ

る

の
を

機

縁

と

し

て
、
宮

の
君

に
、

そ

ぞ

ろ
関

心

を

寄

せ
始

め
ま

す
。

 

蜻
蛉

巻

を

、
前

巻

の
浮
舟

入
水

を

受

け

て
、

そ

の
追

悼
を

語

る
巻

と
理

解

す

る
な

ら

、
以

前

の
御

法

巻

に

対
す

る
幻

巻

の
よ
う

に
、

物

語

の

終
末

に
向

か
う

巻

と

し

て
説

明

も
出

来

ま
す

が

、

こ

の
巻

の
後

半

に

至

っ
て
、
薫

お

よ

び
匂

宮

の
あ
ら

た

な

恋

心

の
始

発

が

語

ら
れ

る

こ
と

に

な

る
と
、

そ
れ

ら

が
な

ぜ

語
ら

れ

る
か

と

い
う

理

由

の
説
明

に
困

り
ま

す

。

薫

が

、

浮
舟

を

巡

っ
て
、

か

っ
て
匂

宮

か

ら
受

け
た

仕

打

ち

を

思

い
出

し
、

 

 

い
か

で
、

こ

の
わ
た

り

に
も

、
珍

し
か

ら

む

人

の
、
例

の
、

心

入
れ

て
、
騒
ぎ

給

は

ん
を

、
語

ら

ひ
と

り

て
、

わ
が

思

ひ
し
や

う

に
、

「安

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

か
ら

ず
」

と

だ

に
も

、
思

は
せ
た

て
ま

つ
ら

む
。

ま

こ
と

に
心
ば

せ
あ

ら

む
人

は
、
わ

が

方

に
ぞ
寄

る

べ
き
や

。 

 

 

 

 

(蜻

蛉

・
3
)

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

3

と

思
う

こ
と

は
あ

り
ま

す
。

し
か

し
、

浮
舟

物

語

に

お
け

る
最

後

の
問

い
か
け

の
結
果

が
、

二
人

の
貴

公
子

の
表

面
華

や

か

に
も

見
え

る
恋

愛

生

活
を

回
復

し

て

い
く

こ
と

の
意

味

は

、
容

易

に
理
解

し
か
ね

る
も

の
が
あ

り

ま

す
。

い
ろ

い
ろ
な

推

測

の
可
能

性

は
あ

り
ま

す

が

、

蜻

蛉
巻

浮
舟
入
水
の
後
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後

半

の
物
語

が
、

浮
舟

物

語

の
後

に
存

在
す

る
唯

一
の
意

味

は
、

お

そ
ら

く
、

薫

・
匂
宮

と

い
う

抜
群

の
貴

公

子

に

お

い
て
さ

え

も

、

そ

こ
に

卓

越

し

た
純

粋
性

と

い

っ
た

も

の
を
感

じ
る

こ
と

の
無

意

味

、
薫

と

匂

宮

に
顕

著

に
異

な

る

人
格
性

を

感

じ

る

こ
と

の
無

意

味

、

そ
れ

ら

が
、

そ
れ

と
な

く
、
し
か

し
、
明
瞭

に
語
ら

れ

て

い

る
と
認

識

す

る

こ
と

の
ほ
か

は
、
理
解

の
し

よ
う

が
な

い
と
思

わ

れ

ま

す
。

言

い
換

え

ま

す
と

、

顕

著

に
優

秀

な
、

顕
著

に
価
値

あ

る

人
間
性

な

ど

と

い
う

も

の
は
存

在

し
な

い
。

ど
れ

を

取

っ
て

み

て
も

、

誰

を

比
較

し

て

み

て
も

、

現

実

の

場

に

お

け

る
、

そ

こ
そ

こ
の
差

と

い
う
程
度

の
区

別

は

あ

っ
て
も
、

男

と

し

て

の
、

あ

る

い
は

人
間

と

し

て

の
、

本
質

的

な
差

異

は
無

い
。

作

者

の
、
諦

観

に
も
似

た
最

後

の
思

想

が
、

物

語
場

面

と

し

て
描

か

れ

て

い
る
。

蜻

蛉

巻

後

半

を
積

極

的
な

意

味

に
お

い

て
理
解

し

よ

う
と

し
た

な

ら

ば
、

そ
れ

以
外

の
理
解

の
仕

方

は
無

い
と
思

わ

れ

る

で
あ

り
ま

す

。

 

手

習
巻

以
後

に

お

い

て
は
、
匂

宮

は
、

浮
舟

の
思

念

の
う

ち

に
し

か

登
場

す

る

こ
と

は
あ

り

ま

せ

ん
し
、

薫

は
、

手

習

巻

の
終

わ

り

で
浮

舟

の
生

存

を
知

り

、

そ

の
後

の
い
さ

さ

か

の
行

動

が

記

述

さ

れ
ま

す
。

薫

が
、

浮
舟

の
生

存

を

知

っ
た

時

、
彼

は
、

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

や

が

て
亡

せ
に

し
物

と

、

思

ひ
な

し

て
を
や

み
な

ん
。

…
…
我

が
物

に
、

と

り

返

し

見
む

の
心

は
、

又

つ
か

は

じ
。
 

 

 

 

(手
習

・
1
)

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

4

と
思

い
な
が

ら

、

一
方

で
ま

た
、

 

 

住

む
ら

む

山

里

は
、

い
つ

こ
に

か
あ
ら

む
。

い
か

に
し

て
さ

ま

悪

し

か
ら

ず

、

尋
ね

寄

ら

む
。

僧

都

に
逢

ひ

て

こ
そ

は
、

た

し
か
な

る
有

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

様

も
、

聞

き
合

わ

せ
な

ど

し

て
、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(手

習

・
1
)

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

4

な
ど

と

、

は
な

は
だ
節

操

も

無

い
態

度

で
揺

れ

て

い
ま

す
。

 

僧

都

を
訪

ね

て

の
後

も
、

 

 

罪

軽

め

て
も

の
す
な

れ
ば

、

い
と

よ

し
と
、

心

安

く

な

ん
、
身

つ

か
ら

は
、

思

ひ
給

へ
な

り

ぬ

る
を
。

母
な

る
人

な

む

、

い

み
じ

く
恋

ひ

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

悲

し
ぶ
な

る
を
、

…

:
・親

子

の
中

の
思

ひ
絶

え

ず

、

悲

し
び

に
堪

え

で
、

と

ぶ

ら

ひ
物

し
な

ど

し
侍

り
な

ん

か

し
。
 

 

(夢

浮

橋

,
42
)

な
ど

、

「私
自
身

は
、
尼
と
な

っ
た
浮

舟

の
今

の
状
態

を

好

ま

し
く

思

っ
て
、
今

更

心
を

乱
す

こ
と

は
し

な

い
と

思

っ
て

い
る

の
だ

が
、
恋

い
悲
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し
ん

で

い
る

母
親

に

は
、

消

息

を
知

ら

せ

て
や

り

た

い
」

と
、

繰

り

返

し

て
述

べ
る
。

薫

の
使

い
と

し

て
浮
舟

の
も

と

に
向

か

う

小

君

に
対

し

て
も
、

「親

の
御

思

ひ

の
い
と

ほ

し
さ

に

こ
そ

、

か
く

も

尋
ぬ

れ
」

と

言

い
な

が

ら

、

「母

に
、

ま
だ

し
き

に

言

ふ
な

」

と

口
固

め
す

る
。

そ

し

て
、
実

際

に

小
君

に
託

し
た
薫

の
手
紙

に
は
、

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ヨ

 
 

今

は

い
か

で
、
浅

ま

し

か
り

し
世

の
夢

語

り
を

だ

に
と
急

が

る

峯
心

の
、
我

な
が

ら

も

ど

か

し
き

に
な

む
。 

 

 

 

 

 

(夢
浮

橋

.
43
)

と

、
自

ら

の
感
情

そ

の
も

の

で
あ

る

こ
と
を

、

明

記

し

て

い
ま
す
。

薫

は
、

浮
舟

に
な

に
を

し
た

い

の
で
あ

り

ま

し

ょ
う

か
。

恐

ら

く
、

中
途

で
挫

折

し

た

"庇

護
"

を
、

あ
ら

た

め

て
や

り

直

す

こ
と

、

人

目
に
触

れ
な

い
よ

う

に

ひ
そ

か

に
や

り
直

す

こ
と
を

、

宇
治

か

ら

小

野

へ
の
浮

舟

の
心

の
変

化

を
な

に
ほ
ど

も

顧
慮

す

る

こ
と

な

く
、

た

だ

思
考

し

て

い
る
も

の
と
思

わ

れ

ま

す
。

こ
こ

に
は

、
宮

廷

生

活

に
馴

れ

た

通
常

の

貴

公

子
と

し

て

の
薫

、

平
均
的

な

貴

族

と

し

て

の
薫

の
姿

し

か
感

じ

ら

れ
な

い
と

思

う

の
で
す

が
、

い
か
が

で
あ

り
ま

し

よ
う

か
。

三
 
横
河
の
僧
都

 
横

川

の
僧

都

を
、

人
情

味

の
あ

る
、

血

の
通

っ
た
高

徳

の
僧

と
す

る

見
方

が
、

一
般
的

で
あ

る
よ
う

で
す

が

、

私

に

は
、

そ

の
よ

う

に

思
え

ま

せ
ん
。

僧

都

が
、

最
初

に
物

語

に
登

場

し
た

時

、

次

の
よ

う

に
語

ら

れ

て
お

り
ま

し

た
。

 

 

(母

尼
ガ
)

い
た
う
患

へ
ば

、
横

川

に

消
息

し
た

り
。

山
ご

も

り

の
本
意

深
く

て
、

「今

年

は
出

で
じ
」
と

思

ひ
け

れ

ど
、
限

り

の
さ

ま
な

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

る
親

の
、
道

の
空

に

て
亡

く
や

な

ら

む
と

お

ど

ろ
き

て
、

急
ぎ

も

の
し
給

ペ
り
。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(手

習

・
3
)

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

3

実

の
と

こ
ろ
、
僧

た

る

べ
き

も

の
が

、

「山
ご

も
り

の
本

意

深

く

て
、
今

年

は
出

で
じ
」
と
決

意

し

て

い
る
時

に
、
母
親

が

重

病

で
あ

わ

や

と

い

う

状
態

で
、

「山
ご

も

り

」
を
守

り

切

る

べ
き

で
あ

る

の
か
、
破

っ
て
も

母
親

の
も

と

に
駆

け

つ
け

る

べ
き

な

の
か
、
横

川

の
僧

都

が

高
徳

の
僧

と

し

て
質

を
保

持

し

て

い
る
な

ら
、

ど

う
行

動

す

る

の
が

そ

れ
ら

し

い

の
か
、

に
わ

か

に

は
判

断

は

し

に
く

い

で
す

け

れ
ど

も

、

宇

治

院

の
裏

手

の
森

の
よ
う

な
木

の
根

元

で
発
見

さ

れ
た

浮
舟

に

か

か
わ

り
過
ぎ

る

と

こ
ろ
や

、

母

尼
が

、

小

野

の
山
荘

に
帰

っ
て
遠

道

の
名

残

で

し
ば

し

浮
舟
入
水
の
後
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悩
ん
だ

の
が
、
や
う
や
う
よ
ろ
し
く
な

る
ま

で
見
守

っ
て
い
た
り
す
る

の
は
、
「山
ご
も

り
」
の
意
識

の
厳
密
さ

に
、
や
や
疑
問
符
を

つ
け
た
く

な
る
と

こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。

 
母
親

の
死
に
近
い
病
気

の
た
め

の
山
下
り
が
、
本
当

に
特
別
の
例

か
と
認
識
し

て
い
る
と
、
今
度

は
、
浮
舟

の
病
状

に
な
か
な

か
好
転

の
兆

し
が
無

い
の
で
、
妹
尼
が
、
京
都

に
出

る
の
な
ら
と
も
か
く
、
こ
の
坂
本
あ
た
り
ま

で
祈
祷

に
下
り

て
来

て
欲

し
い
と
、
僧
都

に
依
頼
す

る
と
、

自
分
が
見

っ
け
た
因
縁
も
あ

る
か
ら
、
最
後
ま

で
面
倒
見

て
み
よ
う
と
言

っ
て
、

早
速

に
下
山
す
る
と

い

っ
た
あ
た
り
、
ま
た
、

そ

の
後
、

一

品

の
宮

の
物
怪

の
祈
祷

の
た
め
に
、

明
石
中
宮

に
懇
請
さ
れ
て
簡
単

に
承
諾

し
て
宮
中

に
参

っ
た
り
す

る
あ
た
り
、
横
川

の
僧
都

の
山
ご

も
り

も
、
さ

ほ
ど
厳
密
な
意
識
は
感
じ
に
く
く
な

っ
て
し
ま
う

の
で
す
が
、

ど
う

で
し
ょ
う
か
。

 
さ
ら
に

つ
い
で
で
す
が
、

こ
の

一
品
宮

の
物
怪

の
祈
祷

で
参
内
し
た
際
に
、
女

一
宮

に
取
り
緑

い
た
執
念

の
強

い
物
怪

の
話

か
ら
、
宇
治
院

で
発
見
し
た
女
性

の
こ
と
を
、
僧
都
は
語
り
出
し
ま
す
。
明
石
中
宮

の
気
配
を

見
て
、
僧
都

は

「心
も
な
き
事
、
啓
し

て
け
り
」
と
は
思

い
ま

す
が
、
「物
よ
く
言
ふ
僧
都
」
で
、
そ
の
女
性
が
小
野

の
山
荘

で
出
家

し
た
事
情
ま

で
も
語

っ
て
し
ま

い
ま
す
。

僧
都

の
軽
率
、
不
用
意
は
明
ら

か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
さ
ら
に
、
僧
都
自
身

が
、
そ

の
女
性
が
ひ
た
す
ら
身
を
隠
す
態
度

で
あ

る
こ
と
を
知

り
な
が
ら
、

そ

の
こ
と
を
怪
し
く

思

っ
て
中
宮

に
申
し
あ
げ

て

い
る
の
だ
と
は
、
な
ん
た
る
論
弁
。

こ
こ
ま

で
散

々
語

っ
て
お

い
て
、
そ
れ
で
、
や

っ
と

「な
ま
隠
す
気
色

」
で

あ
る
と
は
、
批
評

の
余
地
も
無

い
態
度

で
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と

で
、
浮
舟

の
生
存

が
伝
え
ら
れ

て
、
浮
舟

の
心
情

に
動
揺
を
も
た
ら
し
た
り
、

と
い
う

こ
と
に
繋
が

っ
て
い
き
ま
す
。
横
川
僧
都

の
ど

こ
に
、 

"高
徳

の
僧
"

の
イ
メ
ー
ジ

が
あ

る

の
か
、
私

に
は
不
思
議
で
な

り
ま

せ
ん
。
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浮
舟

の
出
家

に

つ
い
て
言
え
ば
、

妹

尼
が
再
度

の
初
瀬

詣
に
出
か
け

て
留
守

で
あ

っ
た
時

の
、
浮
舟

の
出
家

へ
の
懇
請
に
対

し
て
、
僧
都

は
、

 
 

「ま
だ
、

い
と
、
行
く
末
遠
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
事

な
り
。
思

ひ
立



 
 
ち

て
、
心
を
起

こ
し
給
ふ
程
は
、
強
く
思
せ
ど
、
年
月
経
れ
ば
、
女

の
御
身
と
言
ふ
も

の
、

い
と
怠

々
し
き
も

の
に
な
む
。
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
手

習

・
8
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

と
、
説
得

を
試

み
ま
す
。

そ
れ

に
対
し
て
、
出
家

は
か
ね

て
の
念
願

で
も
あ

り
、
病
状
も
死

に
近

い
こ
と
を
感

じ

て
い
る

の
で
と

い
う
ふ
う

に
、
浮
舟
が
再
度

の
懇
願
を

し
ま
す
と
、
僧
都
も
、

 
 

「と
ま
れ
か
く
ま
れ
、
思

し
立
ち

て
の
給
ふ
を
、
三
宝

の
、

い
と
、
か
し

こ
く
褒

め
給
ふ
事
な

り
。
法
師

に
て
、
聞
え

返
す

べ
き

こ
と

に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
あ

ら
ず
。
」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(手
習

・
8
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

と
し
て
、
承
諾
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
初
瀬
参
籠

か
ら
帰

っ
て
き
た
妹
尼

の
恨

み
言

に
対
し
て
も
、
「老

い
た

る
、
若
き
、
定
め
な
き
世
な

り
」

と

い
う
よ
う

に
、
世

の
無
常
を
説

い
て
、

か
え

っ
て
妹

尼
の
感
情
を
た

し
な
め
ま
す
。

 

こ
こ
ら

辺
の
態
度
や
発
言

に
は
、
高
徳

の
僧
と

い

っ
た
印
象

は
十
分
と
感
じ
取

れ
る
と
思
う

の
で
す
が
、
浮
舟

の
生
存
を
聞
き

つ
け

て
横
川

に
訪
ね

て
き
た
薫

の
言
葉
を
聞

い
た
途
端

に
、

 
 
法
師
と
言
ひ
な
が
ら
、
心
も
な
く
、
た
ち
ま
ち
に
、
か
た
ち
を
や

っ
し
け

る
事
と
、
胸

っ
ぶ
れ

て
、
答

へ
聞
え

ん
や
う
、
思
ひ
ま

は
さ

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(夢

浮
橋

.
41
)

と
い
う

の
は
、
あ
ま
り
に
だ
ら
し
な
く
、
以
前

の
発
言
と
、
前
後
矛
盾

は
な

は
だ

し

い
も

の
が
あ

る
と
思
わ
れ
ま
す
。
相

手
が
妹
尼

で
あ
る
か
、

薫

で
あ
る
か
と

い
う

こ
と
で
、
相

手
次
第

で
態
度
が
ま

る
で
反
対

に
な

っ
て
き
ま
す
。
貴

公
子
薫
が
横
川
を
訪
ね
た
だ
け
で
、
「も
て
騒
ぎ
き

こ

え
」
、
浮
舟

が
薫
に
か
か
わ
り

の
あ
る
人

で
あ

っ
た
と
聞

い
て
、
途

端
に

「胸

つ
ぶ
れ
」
た
り
し
て
、
権
威

の
前

に
周
章
狼
狽
す

る
姿

が
、
露
わ

で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
浮
舟

の
存
在

は
、
す
で
に
薫

に
隠
し
よ
う
が
無

い
と
判
断
す

る
と
、
宇
治
院

で
浮
舟

が
発

見
さ
れ
た
時

も
、
「自
分

は

母
親

の
病
気
に
か
か
り
き
り

で
浮
舟

の
こ
と
は
弟
子

の
僧
た
ち

に
ま
か
せ
き
り

で
あ

っ
た
」
と
か
、
「浮
舟
が
薫

に
か
か
わ
り

の
あ

る
女
性
と

は

全
く
知
ら
な
か

っ
た

(知

っ
て
い
た
ら
、
出
家
さ
せ
た

り
は
決

し
て
さ
せ
な

か

っ
た
)
」
と
か

い
う
発
言
に
至

っ
て
は
、
な
に
を

か
言
わ

ん
や
と

 

浮
舟
入
水
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後
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い
う
気
持
に
な

り
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
、
薫
に
浮
舟

へ
の
消
息
を
依
頼
さ
れ
る
と
、

発
心

し
て
出
家

し
た
浮
舟

の
心
を
乱
す

こ
と

に

っ
い
て
、

自
分
だ
け
が

「
こ
の
し
る

べ
に
て
、

か
な
ら
ず
罪
得
侍

り
な

む
」

と

い
う
こ
と

で
あ

っ
て
、
薫

の
今
後

の
行
動

に
は

「何

の
餐

か
侍

ら
ん
」

と

述

べ
て
い
ま
す
。
要
す

る
に
、
罪
は
自
分
が
か
ぶ
る

の
で
、
薫

の
行
動
に
は
何

の
問
題

も
無

い
と
、
ご
機
嫌
を
取

っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

権
威
に
弱
く
、
責
任
逃
れ
に
汲

々
と
し
て
い
る
小
役
人
と

い

っ
た
風
情

し
か
、
私
に
は
感

じ
ら
れ
な

い
の
で
す

が
、
ど
う

で
し

よ
う
か
。

 
源
氏
物
語
終
末

の
問
題
と
し
て
、

つ
ね
に
取
り
あ
げ

ら
れ
る
問
題

で
す
が
、

 
 
御
心
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

し
給

へ
る
こ
と
。

か

へ
り

て
は
、
佛

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

り
過
ち
給
は

で
、
愛
執

の
罪
を
晴

る
か
し
聞
え
給

ひ
て
、

 
 

百

の
出
家
の
功
傭

は
か
り
な
き
も
の
な
れ
ば
、
な
ほ
頼
ま
せ
給
へ
。
 

 

 

 

 

 

 

 

(夢
浮
橋

翔
)

と
い
う
、
僧
都

の
消
息

の
問
題
。
還
俗
説

・
非
還
俗
説
と
議
論
が
あ

っ
た
よ
う

で
す

け
れ
ど
、

こ
の
文
面
を
見
る
か
ぎ

り
、
還
俗

の
勧
め

で
あ

る
こ
と
に
、
疑
問

の
余
地
は
無

い
と
思
わ
れ
ま
す
。
薫

と

の
愛
情

関
係

を
無
視
し
て

の
出
家
、
身
分
卑
し

い
尼
た
ち
に
混
じ

っ
て
の
出
家
生
活
、

そ
れ
ら
は
、
健
気
に
恩
愛

の
情
を
断
ち
、

ひ

っ
そ
り
と
求
道

の
道

を
実
践
す

る
と

い
う
意
味

で
、
む
し
ろ
褒
め
ら
れ

て
よ

い
出
家

の
態
度

で
す

が
、
そ
れ
ら
を
何

の
説
明
も
無
く
否
定

し
、
さ
ら

に
、

一
端
出
家

の
功
徳

は
多

大
な

も

の
が
あ

る
か
ら
、
安

心
し

て
、
薫

と
か
か
わ

る
も
と

の

生
活

に
戻
り
な
さ

い
と

は
、
な
ん
た
る
欺
瞳
と
は
思
わ
れ
な

い
で
し

ょ
う
か
。

愛
執

の
罪
に
悩
ん

で
い
る

の
は
、
浮
舟

で
は
な
く
、

薫

で
あ
り

ま
す
。

こ
ん
な

こ
と
を
言
わ
れ
た
ら
、
他
人
に
憎
ま
れ
嫌
わ
れ

て
、

こ
の
世

に
存
在

し
て

い
る
こ
と
を
嫌
悪
さ
れ
て

い
る
人
し
か
、
出
家
も
出

来
な

い
と

い
う

こ
と
に
な

っ
て
し
ま

い
ま
す
。

 
僧
都

の
消
息

に
還
俗

の
内
容
を
ど
う
し
て
も
認
め
た
く
な

い
と

い
う
立
場

の
方

々
も
お
ら
れ
た
よ
う

で
す
が
、
消
息
文

面
の
内
容

は
、
あ
ま

り
に
明
白

で
あ

り
ま
す
。
非
還
俗
説

の
立
場

の
方

々
に
は
、 

"
高
徳

の
僧
"
横

川
僧
都
と

い
う

イ
メ
ー
ジ
が
絶

対

で
あ

り
、
横
川
僧
都

ほ
ど

の

"
高
徳

の
僧
"
が
、
そ
ん
な
あ
や

ふ
や
な
仏
教
者

で
あ
る

"
筈
が
無

い
"

と
い
う
感
情

が
前
提

で
あ

っ
た
よ
う

で
す
が
、
横
川
僧
都
を
述

べ
て
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き
た
よ
う
な
、
権
威
に
諮
う
凡
僧
と
見
れ
ば
、
な
ん

の
疑
問
も
残
ら
な

い
問
題
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

 
 
 
 
 
四
 
中
 
将

 
横
川
僧
都

の
妹

の
尼
君
が
、
も
と
は
上
達
部

の
北

の
方
と

い
う
ほ
ど

の
身

分
で
あ

っ
て
、
夫
が
亡
く
な

っ
た
後

に
、
残
さ
れ
た

一
人
娘
を
愛

育

し
て
い
た

こ
と
は
、
語
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ

の

一
人
娘
も
、
母
親

に
先
立

っ
て
し
ま
う
と

い
う

こ
と
が
あ

っ
て
、
世
を
は
か
な

ん
で
出
家

し
、
小
野

の
山
荘

で
ひ

っ
そ
り
と
、
尼
と
し
て

の
生
活
を
営
ん

で
い
た

こ
と
も
、
語
ら
れ
て

い
ま

し
た
。

そ

の
死
別

し
た
娘

の
夫

で
あ

っ
た
青

年
、
今

は
、
中
将
と
な

っ
て
、

い

っ
ぱ

し
の
立
場

に
な

っ
て
い
る
婿

で
あ

っ
た
人
物
が
、
物
語

に
登
場
し
ま
す
。

兄
弟

の

一
人
が
、
横
川
僧
都

の
も
と

に
弟
子
と
し
て
入

っ
て
お
り
、

そ
れ
を
訪
ね

て
横
川

に
赴

こ
う
と
す
る
途
中
、
山
道

の
入
り

口
近
く
に
あ

る
山
荘

に
、
立
ち
寄

っ
た
と

い
う
も

の
で
あ
り
ま
す
。 

中
将
は
、
勿
論
、

こ
の
山
荘

に
、
浮
舟

の
よ
う
な
う
ら
若

い
女
性

が

い
る
な

ど
と
は
、
夢

に
も
思

っ
て

い
な
く
て
、

義
理

の
挨
拶

で
も
し
て
と
い
う
と

こ
ろ
だ

っ
た

の
で
す
が
、
雨
が
降

り
始
め
た
た
め
に
少
し
足
止
め
さ
れ
、

そ

の
時

に
、
簾

の
隙
間

か
ら
、
思

い
が
け
な

い
若

い
女
性

の
姿
を
見
て
し
ま
い
ま
す
。
思

い
が
け
な

い
こ
ん
な

田
舎

の
山
荘

に
と

い
う

こ
と
と
、

そ
ん
な
場
所
に
不
似
合

い
な
美

し
さ
と

い
う

こ
と
も
あ

っ
て
、
中
将
は
、
突
然

の
好
奇

心
を
抱

い
て
、
知
り
合

い
で
あ

っ
た
尼

に
、
事
情
を

尋
ね
ま
す
。

雨
が
上
が

っ
て
出
て

行
く
時

に
、
庭

の
女
郎
花
を
手
折

っ
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

「な

に
匂
ふ
ら
む

」 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

(手
習

・
6
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

と

口
ず
さ
む
あ
た
り
、
彼
が
突
然

に
抱

い
た
関
心
を
、
そ
れ
と
な
く
尼
君
た
ち
、

で
き
た
ら
浮
舟

に
も
知
ら
せ
て
お
く
と

い

っ
た
態
度

が
す

で

に
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。

 
横
川
か
ら

の
帰
途
、
中
将
は
、
山
荘

に
立
ち
寄
り
、
前

日
に
か

い
ま

見
た
女
性

の
こ
と
を
、
妹
尼
に
尋
ね
、
あ
ら

た
め

て
浮
舟
本

人
に
意
志

を
伝
え
ま
す
。

 

浮
舟
入
水
の
後
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あ

だ

し

野

の
風

に
な

び

く
な

女

郎
花

わ

れ

し
め

ゆ

は
む
道

遠

く

と

も
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(手
習

・
6
)

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

3

ま
さ

に

「意

志

を
伝

え

た
」
と

い
う
表

現

に
ふ
さ

わ

し
く
、
中

将

の
気

持

と

し

て
は
、
事

情

は
深

く

は

知

ら

な

い
け

れ

ど
、

「私

こ
そ

が

、
あ

な

た

に
救

い
の
手
を
差

し
伸

べ

て
あ
げ

ま

し

ょ
う

」

と

い
う
申

し
出

は
、

不
本
意

に
佗

び

し

い
山

中

の
生

活

を

余

儀

な

く
さ

れ

て

い
る

娘

に
と

っ

て
、

ど

れ

ほ
ど

に
安
堵

と
感

謝

の
言

葉

に
な

る

か
、

と

い
う
感

覚

が

あ

り
ま
す

。

薄
幸

の

シ

ン
デ

レ
ラ

の
た

め

に
、

王

子

の
役

目
を

引

き

受

け

て
や

ろ

う

と

い
う

よ
う
な

、
慈

善

の
意
識

さ

え

も
あ

っ
た

と
思

わ

れ

ま
す
。

と

こ
ろ

が
、

こ

の
薄

幸

の
姫

君

は
、
案

に
相
違

し

て
、

返
事

の
和

歌
を

詠

む

こ
と
も

出
来
ま

せ
ん
。

和

歌

を

詠
む

と

い
う

程
度

の
技

も
身

に

っ
け

て

い
な

い

の
か
、

な

に

か

の
事

情

が

あ

っ
て
、

返
歌

す

る

こ
と

は
躊

躇

さ

れ

る

の
か
、
あ

る

い
は
、
気

持

は
あ

っ
て
も

恥
ず

か

し
く

て
、

す

ぐ

に
行

動

出
来

な

く

て

い
る

の
か
、

な

ん

に

せ
よ
、

昨

日

の
今

日

と

い
う

事
柄

な

の
で
、

中

将

も
、

一
応

納

得

し

て
、

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

こ
た

み

は
さ

も
あ

り
ぬ

べ
し
と

思

ひ

許

し

て
、

か

へ
り

ぬ
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(手
習

・
6
)

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

3

と

い
う

こ
と

に
な

り
ま
す

。

 
浮

舟

と
中

将

の
最

初

の
出
会

い
に
知

ら

れ

る

こ
と

は
、
浮

舟

の
素

性

を
知

ら
な

い
か
ら
だ

と

言
え

ば

そ

れ
ま

で

の

こ
と

で

は
あ

り

ま
す

が

、

中
将

の
、

あ
ま

り

の
思

い
上

が

り

の
意

識

で
す
。

い
や

、 

"
思

い
あ

が

り
"

と

言
う

の
は
、

適

当

で
無

い
か
も

知

れ

ま

せ

ん
。

近
衛

の
中

将

と

言
え

ば
、

名

門
貴

族

の
貴

公

子
が

任
官

す

る
官
職

で
、

こ

の
後

、

蔵

人
頭

な

ど
を

経

て
公

卿

の
列

に

入

る
、

洋

々
た

る
前

途

を

見
渡

せ

る
立

場

で
も
あ

り

ま
す

。

こ
れ

は
、
現
在

、
藤

中

納

言

の
婿

に
迎

え

ら

れ

た
り

し

て

い
て
も
、
そ

れ

に
も
満

足

せ
ず

、

「親

の
殿

が
ち

」
に

い
る

と

い

っ

た
、

中

将

の
意

識

に
も
知

ら

れ
ま

す
。

私
的

な

立
場

に
お

い
て
も

、

か

つ
て

の
光

源

氏

や

頭
中

将

の
若

い
頃

の
よ
う

に
、

ど

の
よ
う

な
恋

愛

も

不

可
な

ら
ざ

る
は
無

い
と

い

っ
た

と

こ
ろ
が

、

彼

の
通
常

の
意

識

で
あ

っ
た

と
思

わ

れ

ま

す
。

そ

の
彼

が

、

鄙

び

た

山
中

で
思

い
が

け
な

く

見

た

せ

い
か
、
突
然

の
愛

着

を
感

じ

て
、
「今

後

は
、
私

が

き
ち

ん

と

お
世

話

し

て
あ
げ

ま

し

ょ
う

」
と

言

う

申

し

出

は
、
明

日

の
生

活

に

も
事

欠

い

て

い
る
放

浪

の
女

性

に
と

っ
て
、

天
佑

と

言

っ
て
よ

い
ほ
ど

に
幸

運

な
出
会

い
で
あ

っ
た

と

い
う

の
は
、

客

観

的

に

は
、

自
然

な

事

実

認
識

so



で
あ

っ
た

と
思

わ

れ

ま
す
。

 
従

っ
て
、

そ

の
後

に
、

小
鷹

狩

の

口
実

を
作

っ
て
、

再
度

小
野

の
山

荘

を
訪

れ

た

時

に

は
、

中

将

に
は

、

そ

の
後

、
多

少

の
途

絶

え

が

あ

っ

て
申

し

訳
な

い
と

言

っ
た

ほ
ど

の
、
気

持

で
あ

っ
た

で
あ

ろ
う

と
さ

え

思

わ

れ
ま

す
。

訪

問
す

る
と

、

早
速

に
、

 
 

二

目

見
し

よ

り
、
静

心

な

く

て
な

ん
」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(手

習

・
69
)

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

3

と
申

し

入
れ
ま

す

が
、

事

柄

は
、
案

外

に
進
捗

し
ま

せ
ん
。

中

将

は
、

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

「
い
づ
ら
。

あ
な

心

憂
。

秋

を
契

れ

る

は
、

す

か
し
給

ふ

に

こ
そ

あ

り
け

れ

」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(手

習

・
7
)

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

3

と
ま

で
言

い
ま

す

。
妹

尼

も
含

め
、

山
荘

全
体

が

、

中
将

へ
の
期
待

と

願

望

に
包

ま

れ

て
、

中
将

も

、

新

婚

初
夜

と

い
う
気

持

で
訪

問

し

た

の

に
、
娘

の
意

外

な

抵
抗

は
、

中
将

に
は
、

不
思

議

な

も

の
に
感

じ

ら
れ

た

よ

う
な

も

の
で
あ

り

ま

し
た

。

 
 

い
た
う
、

好

き

が
ま

し

か

ら
む

も
、

さ
す

が

に
便
な

し
。

い
と

ほ

の
か

に

見
え

し
さ

ま

の
、

目

と
ま

り

し
ば

か
り

に
、

つ
れ

づ

れ

な

る

心

 
 
慰

め

に
、

思

ひ
出

で

っ
る
を

、

あ
ま

り

も

て
離

れ
、
奥

深
な

る
け

は

ひ
も
、

所

の
様

に

合

は
ず

、

す

さ

ま

じ

と
思

へ
ば

、

帰

り

な

む

と
す

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ヨ

 
 

る
を

、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(手

習

・
7
)

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

3

「な

に

を
勿

体

ぶ

っ
て
。

都

の
お
姫

様

で
も
あ

る
ま

い
し
」
と

い
う

の
が

中

将

の
感

覚

で
、
「
つ
れ

づ

れ
な

る
心

慰

め

に
、
付

き
合

っ
て
や

ろ

う

か
と

思

っ
た

け
れ

ど

、

そ

の
気
持

も
失

せ
か

け

た
」

と

い
う

の
が

、

正
直

な

感
情

で
あ

り

ま

す
。

 
興
味

を
失

っ
て
帰

り

か
け

た
中

将

を
引

き
留

め
た

妹
尼

の
気

持

に
対

し

て
、

あ

の
娘

に
事

情

を

の
み

こ
ま

せ

て
応

対

す

る

よ
う

に
し

て
く

れ

る
な

ら
、

私

も
、

こ
れ

で
断
絶

す

る
訳

で
も
な

い
と

い
う

よ

う
な

書
信

を
、

中

将

は
寄

越

し
ま

す
。

そ

の
後

、

中

将

は
、

も
う

一
度

山

荘

を

訪

ね
ま

す
。

妹

尼
が

初
瀬

詣

に

出

て
浮
舟

が

一
人
残

っ
て

い
る

と

こ
ろ

で
、
中

将

は
、
強
姦

同
様

に

で
も
、
浮

舟

を

所
有

し
た

い
と

い
う

行

動

で

あ

っ
た

と
思

い
ま

す

が
、

浮

舟

は
、

母

尼
な

ど

の
い
る
奥

の
部

屋

に
逃

げ

込
ん

で
難

を
逃

れ

ま

す
。

浮

舟

が
出

家

し
た

の
は
、

そ

の
直

後

で
す

が
、

浮
舟

の
出
家

を

聞

い
た

後

も
、

中
将

は
、

も
う

一
度

山
荘

を

訪
ね

、

尼

と

な

っ
た
浮

舟

の
姿

の
美

し
さ

を

見

て
、

せ

め

て

「
は
ら

か

ら

と

浮
舟
入
水
の
後
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思

ひ
な
せ
」
と
言
う
よ
う

に
、
諦
め
切
れ
な

い
感
情
を
訴
え
ま
す
が
、
浮
舟

の
心
情

に
は
ま

つ
た
く
無
縁
で
あ
り
ま
す
。

中
将
と
浮
舟

の
物
語
は
、
述

べ
た
よ
う
な
も

の
で
あ
り
ま
す
が
、

こ
こ
に
知
ら
れ
る

の
は
、
最
初
か
ら
最
後
ま

で
、
終
始
、
浮
舟

と
無

縁

の

物
語

で
あ

っ
た
と

い
う

こ
と

で
あ
り
ま
す
。
中
将
は
、
勝
手
に
思

い
が
け
な

い
興
味
を
感
じ
、
勝

手
に
浮
舟
を
簡
単

に
所
有

で
き

る
よ
う

に
思

い
込
み
、
勝
手
に
案
外
な
抵
抗

に
生
意
気
な
と
思

い
、
思

い
が
け
な

い
挫
折

に
驚
き
、
最
後
に
浮
舟

の
姿
を

見
て
、
あ
ら
た
め

て
残
念

で
悔

し

い
思

い
を
持

っ
た
と

い
う
、
ま

っ
た
く
中
将

の

一
人
勝
手
な
物
語

で
あ
り
ま
す
。
浮
舟

の
心

に
、
な

ん
の
動
揺
も
刺
激

も
与
え
な

い
こ

の
よ
う

な
物
語
が
、
な
ぜ
浮
舟
物
語

の
終
末
に
語
ら
れ
る

の
か
。

浮
舟

の
求
道

と

い
う
と

こ
ろ
に
視
点

を
置

い
て
考
え

る
な
ら
、

現
世
か
ら

の
誘
惑

に

は
、
す
で
に
微
塵
も
心
を
動
か
す

こ
と
も
無

い
浮
舟

の
仏
心

の
再
確
認
と

い
っ
た
理
解
も
可
能

で
あ
り
ま
す
が
、
次
節

に
述

べ
ま
す

よ
う
に
、

私
は
、
浮
舟

の
求
道
心
も
本
来

の
純
粋
と
は
違
う
と

い
う
認
識
を

い
た
し
て
お
り
ま
す
。

と
な
れ
ば
、
中
将

の
物
語
は
、

い

っ
た

い
ど

の
よ
う

な
意
味

の
も

の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
か
。
立
場

か
ら
言

っ
た
ら
不
遜
な
思

い
上
が
り
も
、
さ

ほ
ど
に
不
自
然

で
な

か

っ
た
、
逆

に
言
う
と
、
事
情

も
よ
く
は
知
ら
な
か

っ
た
貴
公
子
中
将

の
、

そ
の
か
ぎ
り

で
は
自
然

で
あ

っ
た
好
奇
心
と
当
然

の
挫
折

の
経
緯
が
、
浮
舟

の
周

辺
に
起
き
た

一

っ
の
事
件
と
し

て
語
ら
れ

て
い
た
、
そ
う

い
う
物
語

で
あ

っ
た
と

い
う

こ
と
を
、
今
は
、
述

べ
て
お
き
た

い
と
思

い
ま
す
。

五
 
浮

舟

 

浮
舟

が
、

入
水

の
後

に
、
自

ら

の
思

い
を

述

べ
た

の
は
、

小

野

の
山
荘

に
移

っ
た

後

、

横

川

僧
都

の
修
法

に
よ

っ
て
物

怪

が

退
散

し
、

や

っ

と
自

意

識
が

回

復

し
た
時

で
、

初

め

て
発
し
た

言
葉

が
、

 

 

「尼

に
な

し
給

ひ

て
よ

。
さ

て

の
み
な

む
、

生

く
や

う

も
あ

る

べ
き
」

と

い
う

も

の

で
あ

り

ま

し
た
。

思

わ
ぬ

蘇
生

に
よ

っ
て
、 

"
死
"

が
叶

わ

な

か

っ
た

時

、

こ
れ

か
ら

も

そ

れ
が

望

め
な

い
と

し

た

ら

、

出
家

し

て
尼

に

な

る

こ
と
、

そ
れ

だ

け
が

生
き

る
道

だ

と

言

い
ま
す

。

要

す

る

に
、

浮
舟

に
と

っ
て
は
、

生

き

な

が
ら

で
も

現
世

と

の
関

わ

り
を

断

っ
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と

い
う
状
態

に
な
れ
る
と
い
う
意
味

で
、
出
家
が
、
死
と
同
じ
価
値
を
持

つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ

り
ま
す
。
浮
舟

は
妹

尼
に
訴
え
ま
す
。

 
 

「世

の
中

に
、
な
ほ
あ
り
け
り
と
、
い
か

で
人
に
知
ら
れ
じ
。
聞
き

っ
く
る
人
も
あ
ら
ば
、
い
と

い
み
じ
う

こ
そ
」
と

て
、
泣

い
給
ふ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(手
習

・
58
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

浮
舟

に
と

っ
て
は
、
自
分

の
生
存
が
知
ら
れ
る
こ
と
、
そ

の
こ
と

に
よ

っ
て

(過
去
あ
る
い
は
将
来

の
)
現
世

の
か
か
わ
り
が
復

活
し

て
く
る

こ
と
、
そ

の
こ
と
が
な
に
よ
り
の
問
題

で
あ

っ
て
、
敢
え
て
言
え
ば
、
出
家

が
叶
う
か
ど
う
か
が
、
絶

対
的
な
問
題
と

い
う
も

の
で
は
な

い
。
分

か
り
易
く
言
う
と
、
出
家

の
こ
と
が
完
全
に
実
行
さ
れ

て
さ
え

い
れ
ば

、
薫
や
匂
宮

に
自
分

の
生
存
が
知
ら
れ
た
り
、
場
合
に
よ
れ
ば
、

尼
姿

の
ま
ま
、
彼
ら
と
懐
旧

の
対
談
を
し
た
り
す
る
こ
と
に
も
特

別
な
抵
抗
感

は
な

い
、
と

い
う

こ
と

で
は
無

い
。
も
う

一
度
、
別

の
言

い
方

を
し

ま
す
と
、
仏

の
道

に
入
る
と

い
う

こ
と
よ
り
も
、
薫
や
匂
宮

と

の
説
明
に
も
窮
す
る
関
係

に
、
な
ん
ら
か

の
態
度
を
し
め
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な

く
な

る
と

い
う
状
態
を
、
か
ぎ
り
な
く
畏
怖

し
困
惑

し
て
い
る
、
そ
う

い
う
問
題
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

 
浮
舟
が
、
意
識
を
回
復
し

て
後

の
、
最
初

の
事
件
が
、
中
将
と

の
出
会

い
で
し
た
け
れ
ど
、

こ
れ
が
、
完
全

に
中
将

の

一
方
的

な
感
情

の
物

語
で
あ

っ
て
、

こ
こ
に
、
浮
舟

の
感
情
が

い
さ
さ
か
も
関
わ

る
と

こ
ろ
が
な
か

っ
た
と

い
う

こ
と
は
、
前
節

で
述

べ
ま
し
た
。
浮
舟

は
、
中
将

の

一
方
的
な
感
情

の
物
語
に
お
い
て
、
求
道

の
心
を
、

い
さ
さ

か
も
深
く
も
ま
た
薄
く
も
す

る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
中
将

の
接

近
と
出
家

へ

の
願
望
は
、
浮
舟

に
と

っ
て
、
ま

っ
た
く
別

の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
浮
舟

の
出
家

へ
の
動
揺
す
る
感
情
が
、
中
将

の
接

近
に
よ

っ
て
、

確
固
と

し
た
も

の
に
形
成
さ
れ
て
い

っ
た
な
ど
と

い
う
認
識

は
、
ま

っ
た
く

の
誤
解

で
あ
り
ま
す
。
浮
舟

に
と

っ
て

の
中
将

の
問
題

は
、

浮
舟

に
と

つ

て
死
以
上
に

っ
ら

い
問
題
、
薫

・
匂
宮
に
直
面
す
る
と

い
う
絶
対
に
現
実

に
し
て
は
な
ら
な

い
状
態

に
、
さ
ら

に
説
明
し
よ
う
も
無

い
要
素
を

加
え
る
問
題

で
あ
り
ま
す
か
ら
、

二
〇
〇
パ
ー
セ

ン
ト
成
立

の
可
能
性

の
無

い
問
題

で
あ

っ
た
訳

で
あ

り
ま
す
。

 
浮
舟

に
と

っ
て
は
、
薫

・匂
宮

に
か
か
わ
る
世
界
、
す
な
わ
ち
現
世
と

の
離
脱

の
感
情

は
、
最
後
ま

で
ゆ
ら
ぐ

こ
と

は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

そ
れ
は
、
還
俗
説

・
非
還
俗
説

の
議
論

の
端
緒

と
な

っ
た
、
例

の
横

川
僧
都

の
消
息
に
対
し

て
も
、
妹

尼
に
、

浮
舟
入
水
の
後
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「僻

事

な

り
け

り
と
、

聞

え
な

し

て
、

も

て
か

く

し
給

へ
」
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(夢
浮

橋

.
43
)

と
言

い
切

っ
て
お
り

ま
す

し
、

小
君

が
持

っ
て
来

た
薫

の
文

に
対

し

て
も
、

 
 
「所
違
へ
に
も
あ
ら
む
硅

い
と
か
た
は
ら
痛
か
る
べ
し
」
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(夢
浮
橋
・姻
)

と
、

返

し

て
お

り
ま
す

。

見
守

っ
て

い
る
妹

尼

に
さ

え
、

浮
舟

の
虚

偽

が
見

え

見
え

で
あ

る

に
も

か

か

わ

ら

ず
、

そ

れ

で
も
、

自

分

の
生

存

を

絶

対

に
認

め
な

い
と

い
う

態
度

だ

け

は
、

ど

ん
な

こ
と
が

あ

っ
て
も

死
守

し

て

い
る

こ
と

で
も

分

か

り

ま
す

。

彼

女

に
と

っ
て

は
、
絶

対

に

現

実

に
な

っ
て

は
な

ら

な

い
問

題
な

の

で
あ

り
ま
す

。

 

従

い
ま

し

て
、

還

俗
と

か

非
還

俗

と

か
、

そ

ん
な

こ
と

は
さ

し
た

る
問
題

で
は

あ

り
ま

せ

ん
。
横

川

僧

都

の
消
息

は
、

確

か

に
浮

舟

に
還

俗

を
勧

め
た

も

の
で
は
あ

り
ま

す
が

、

浮
舟

が

そ

れ

に
従
う

は
ず

が

あ

り
ま

せ
ん
。

浮

舟

に

と

っ
て

は
、

還

俗

・
非

還
俗

自

体

は
、

問

題

の
本
質

で
は
な

い
。

生

き
な

が
ら

、

現
世

と

の
か

か
わ

り
を

消
滅

さ

せ

て
く

れ

る
も

の
、

そ
れ

が

出
家

と

い
う

状

態

な

の
で
、

そ
れ

は

な

に
を

措

い
て

も

死
守

す

る
、

た
だ

そ
れ

だ

け

の
こ
と

で
あ

り
ま

す
。

 

繰

り
返

し
ま

す
け

れ
ど

、
薫

・
匂
宮

に

か

か
わ

っ
た

恥
辱

の
過
去

、

そ

れ

は
、

今

で

は
、

 

 

や

う
や

う
身

の
憂
さ

を

も
、

慰

め

っ
べ
き
際

め

に
、

浅

ま

し
う

、

も

て
そ

こ
な

ひ
た

る
身

を

、

思

ひ

て
行

け
ば

、

宮

を

、

少

し

も
あ

は
れ

 

 

と
思

ひ
聞

え
け

む
心

ぞ
、

い
と

怪

し

か
ら

ぬ
。

た

ゴ
、

こ

の
人

の
御

ゆ

か

り
に
、

さ

す

ら

へ
ぬ

る
ぞ

と

思

へ
ば

、

小
島

の
色

を
た

め

し
に

 

 

契

り

給

ひ
し
を

、
な

ど

て
を

か

し

と
思

ひ
聞

え

け

む
と
、

こ
よ

な

く
飽

き

に
た

る
心

地

す
。

は

じ
め

よ

り

、
薄

き

な

が

ら

も
、

の
ど

や

か

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

に
物

し
給

ひ
し
人

は
、

こ

の
折

、

か

の
折
な

ど

思

ひ

い
つ

る
ぞ

、

こ
よ
な

か
り
け

る
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(手
習

・
8
)

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

3

と
、

迷

う

こ
と

の
な

い
感

情

に
な

っ
て

い
る
。
だ

か

ら
、

も

う

一
度

現

世

に

か

か
わ

る

こ
と

が
あ

っ
た

ら

と

は

、
浮

舟

は
思

わ

な

い
。

思

わ

な

い
理
由

が

、
浮

舟

が
、
来

世

の
救

い
を

願

う
と

い
う

真
実

の
心

を
得

た

か
ら

と

い
う

の
は
、

美

談

に

過
ぎ

ま

す

。

本

当

の
理
由

は
、

不
本

意

な

が

ら

も
、

薫

・
匂
宮

と

い
う

二
人

の
男
性

と
交
流

を

持

っ
た
と

い
う
、

自

ら

の
人
格

に
対

す

る
恥
辱

の
思

い
で
あ

り

、

現
世

に
か

か

わ

る
な

ら

s4



ば
、
そ

の
恥
辱

に
立
ち
向
か

い
な
が
ら
生
き
る
方
途
を
見
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

い
う
こ
と

へ
の
、
当
惑
と
混
乱
と
煩
悶

に
あ
り

ま
す
。

 

こ
れ
は
も
ち

ろ
ん
、
浮
舟
に
対
し
て
、
す

こ
ぶ

る
厳

し
い
批
評

で
あ

り
ま
す
。
浮
舟

の
状
況
に
置
か
れ
た
時
、
入
水
に
よ

っ
て
し
か
解

決

の

途
を
見
出
せ
な

か

っ
た
、
素
直

で
正
直
な
娘

に
対
し
て
、
厳

し
過
ぎ

る
批
評
で
あ

り
ま
す
。
逆
に
言
う
と
、
浮
舟
入
水

の
後

の
物
語

は
、
素
直

で
正
直
な
娘
が
、
自
分
な
り
に
必
死
な
形

で
、
生
き
る
道

を
探

っ
て
い
た
物
語
と
、
言
え
る
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
再
度
、
別
に
言

い
直
し
ま

す
と
、
特
別
に
賢
明
で
も
愚
か
で
も
な

い
娘
が
、
生
き
な
が
ら
現
実
か
ら
離
れ
得

る
立
場
と
し
て
の
出
家
、
自
分
が
支
え
ら
れ
て
生
き

て
い
く

形
は
そ
れ
し
か
無

い
と
、
わ
き
目
も
ふ
ら
ず

ひ
た
す
ら
縄

っ
て
い
る
物

語
と
、
言
う

こ
と
が
出
来
る
か
と
思

い
ま
す
。

六
 
源
氏
物
語
終
末
の
思
想

 
浮
舟
が
宇
治
川

に
入
水
し
、
さ
ら
に
蘇
生
し
て
比
叡
山
麓

の
山
荘

に
住
む
物
語

に
お

い
て
、
そ

の
物

語
を
構
成
す
る
人
物
を
見
て
い
く
時
、

そ
こ
に
は
、
超
人
的
な
資
質
と
能
力
を
持

つ
人
は
、

一
人
と
し
て
存
在

し
て
い
な

い
。
各
節
に
述

べ
た

こ
と
を
再
述
す

る
こ
と
は
控

え
ま
す

が
、

本
発
表

に
お

い
て
は
、
そ

の
こ
と

の
説
明
を
、
懸
命

に
努
め
た

つ
も
り

で
あ
り
ま
す
。
浮
舟

に
お

い
て

の
み
は
、

い
ま
少

し
触

れ
ま
す

と
、
彼

女
が
、
今

で
は
匂
宮
を

ひ
た
す
ら
疎
ま
し
く
思

い
、
薫

の
誠
実
に
今
気
付
く
と

い

っ
た
覚

醒

の
仕
方
に
も
問

題
が
あ
り
ま
す
。

浮
舟
巻

で
、
回

答
を
出

し
か
ね
た
課
題
が
、

こ
ん
な
に
簡
単
な
形

で
解
決
さ
れ
た
と
は
思
え
ま

せ
ん
。

要
す

る
に

こ
れ
は
、
素
直

に
正
直

で
あ

っ
た
娘
が
、
自

分

の
感
覚

の
範
囲

で
出

し
た
回
答

で
あ

り
ま
す
。
作
者
紫
式
部

の
思

い
が
、

こ
こ
に
表
出
さ

れ
て
い
る
と
は
、

と
て
も
考
え
ら
れ
な

い
と
思

い

ま
す
。

 
浮
舟
も
含

め
て
、
す

べ
て
の
登
場
人
物
が
、
特
に
優
秀
で
も
な

く
、
特
に
愚

か
で
も
な
く
、
起
き

て
く
る
事
件

に
対
し
て
、
時

に
困
惑
も
し

な
が
ら
、
懸
命

に
対
応
し
な

が
ら
生
き
て
い
る
。

こ
れ
は
、
私
た
ち

の
、
平
凡
な

人
生
そ

の
も

の
の
姿

で
あ
り
ま
す
。
結

局

の
と

こ
ろ
紫
式
部

浮
舟
入
水
の
後
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は
、
物
語
と
は
な

に
か
と

い
う
命
題
に
対
し
て
、
平
凡
な
人
間
が
、
平
凡
な

が
ら
懸
命

に
生
き
て
い
る
姿
、

そ
れ
を
描
く
も

の
が
物
語

で
あ
る

と

い
う
、
彼
女
な
り

の
最
後

の
結
論
を
見
出
し
た

の
で
は
な

い
か
と
、
思

い
ま
す
。
少
し
中
身

は
違

い
ま
す
が
、
後
に
坪
内
適
遙
が

『
小
説
神

髄
』

で
説

い
た
近
代
小
説
論
に
似
た
も

の
を
、
紫
式
部
は
、
長

い
実
践

の
後
に
見
出
た
の
で
は
な

か

っ
た
か
、

と
い
う

の
が
私

の
結
論

で
あ
り

ま
す
。

 
従

い
ま
し
て
、
浮
舟
が
還
俗
す
る
か
し
な

い
か
と
か
、
夢
浮
橋
巻

の
終
末

が
終
末

に
な
り
得

て
い
る
か
ど
う

か
な
ど

の
議
論

は
、

ほ
と
ん
ど

何

の
意
味

も
あ

り
ま
せ
ん
。
も
し
、
『
源
氏
物
語
』
が

こ
の
後
も
書
き
続

け
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
嬉
し

い
ば

か
り

で
も
、
悲

し
い
ば

か
り
で
も
、
寂

し
い
ば

か
り
で
も
な

い
こ
の
人
生
を
、
懸
命

に
生
き

て
い
る
人
間
た
ち

の
姿
が
、
同
じ
人
生
を
生
き

て
い
る
人
間
同
士

の
、
思

い
や

り
の
視
線

の
な

か
で
描

か
れ

て
い
く
、
た
だ
そ
う

い
う
物
語

で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
と
、

私
に
は
思
わ
れ
る

の
で
あ
り
ま
す
。
ご
静
聴

、
あ

り
が
と
う
ご
ざ

い
ま

し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(本
学
教
授
)
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