
【
講
演
】

物
語
を
「
読
む
」
私―

『
源
氏
物
語
』
の
読
み
方

浅
野

則
子

（
日
本
語
・
日
本
文
学
専
攻

教
授
）

『
源
氏
物
語
』
は
日
本
の
古
典
文
学
を
代
表
す
る
作
品
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
。
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
平
安
中
期
か
ら
途
切
れ
る
こ
と

な
く
、
様
々
な
観
点
か
ら
読
み
継
が
れ
て
き
た
作
品
で
あ
る
。
光
源
氏

と
い
う
女
性
の
理
想
と
も
思
わ
れ
る
主
人
公
は
多
く
の
読
者
を
惹
き
つ

け
て
止
ま
な
い
。
成
立
し
た
当
時
か
ら
読
者
を
納
得
さ
せ
る
時
代
背
景

を
持
ち
、
細
や
か
な
心
情
表
現
に
よ
っ
て
光
源
氏
と
女
性
達
の
関
係
が

綴
ら
れ
る
物
語
は
女
性
の
読
者
の
み
な
ら
ず
多
く
の
男
性
に
も
読
ま
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
読
み
」
方
を
確
立
し
て
き
た
。
『
源
氏
物
語
』
を
「
読

む
」
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。

一

女
性
と
物
語―

物
語
を｢

読
む｣

女
性―

物
語
と
は
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
役
割
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
「
物
語
」
と
い
う
と
現
在
で
は
お
話
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い

る
が
、
ま
ず
は
、
『
源
氏
物
語
』
が
読
ま
れ
た
時
代
に
お
け
る
物
語
の

あ
り
か
た
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

「
も
の
」
を
「
か
た
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る｢

物
語｣

は
、
実

際
に
は
存
在
し
な
い
語
り
手
を
想
定
し
、
そ
の
語
り
手
が
語
っ
て
聞
か

せ
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
た
。
語
り
手
、
聞
き
手
が
同
じ
場
で
作
ら

れ
た
話
を
共
有
す
る
、
言
い
換
え
れ
ば
語
り
手
と
聞
き
手
の
共
有
の
場

で
紡
が
れ
て
い
く
の
が
本
来
の
物
語
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
多
く

は
女
房
が
女
君
に
語
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
と
違
い
、
情
報

量
が
少
な
い
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
女
性
達
に
と
っ
て
、
和
歌
は
大
切

な
教
養
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
生
活
に
即
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
場

そ
の
場
の｢

空
間
的｣

な
対
処
法
を
教
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
一
方
、

物
語
は
時
間
の
流
れ
に
従
っ
て
進
ん
で
い
く
。
女
性
達
は
こ
こ
か
ら｢

時

間
的｣

な
生
き
方
を
学
ぶ
こ
と
と
な
る
。
ど
の
よ
う
に
心
を
持
ち
続
け
れ

ば
よ
い
の
か
、
こ
れ
か
ら
先
ど
の
よ
う
な
世
界
が
開
け
る
の
か
、
女
性
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達
は
物
語
を
通
し
て
世
界
を
み
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
『
源

氏
物
語
』
の
中
か
ら
女
性
が
学
ぶ
表
現
を
見
て
い
こ
う
。

『
源
氏
物
語
』
の
「
蛍
」
の
巻
は
物
語
論
が
語
ら
れ
て
い
る
巻
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
。
源
氏
は
養
女
と
な
っ
た
玉
鬘
が
物
語
に
夢
中
に

な
っ
て
い
る
様
子
を
見
て
、｢

女
性
は
髪
の
乱
れ
る
の
も
知
ら
ず
書
き
写

し
て
い
る
が
、
男
性
か
ら
見
る
と
虚
偽
が
多
い
と
は
知
り
な
が
ら
物
語

に
熱
中
す
る
女
性
の
気
が
知
れ
な
い｣

と
言
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
は
物

語
は
婦
女
子
の
も
て
あ
そ
び
も
の
で
あ
り
、
男
子
は
表
だ
っ
て
読
ま
な

い
と
い
う
意
識
が
現
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
玉
鬘
は
女
性
の
側
か
ら
反
論

す
る
が
、
玉
鬘
の
気
を
惹
き
た
い
源
氏
は
「
物
語
と
い
う
も
の
は
、
神

代
か
ら
こ
の
か
た
世
間
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
書
き
記
し
た
も
の
だ
と
い

い
ま
す
。
日
本
紀
な
ど
は
ほ
ん
の
一
面
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
こ
れ
ら

の
物
語
に
こ
そ
、
道
理
に
も
か
な
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
細
か
く
表

現
し
た
事
柄
が
書
い
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
」
と
史
書
よ
り
も
物
語
に
世

の
中
の
出
来
事
が
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
と
し
、
さ
ら
に｢

誰
そ
れ
の
身

の
上
と
し
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
書
き
記
す
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
、
よ

い
こ
と
で
あ
れ
悪
い
こ
と
で
あ
れ
、
こ
の
世
を
生
き
て
い
る
人
の
有
様

の
、
見
て
い
る
だ
け
で
は
物
足
り
な
い
こ
と
、
聞
い
て
そ
の
ま
ま
聞
き

流
し
に
で
き
な
い
こ
と
を
、
後
の
代
に
も
言
い
伝
え
さ
せ
た
い
、
そ
ん

な
事
柄
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
心
に
つ
つ
み
き
れ
ず
に
言
い
お
い
た
の
が

物
語
の
は
じ
め
な
の
で
す｣

と
物
語
論
を
口
に
す
る
。
こ
こ
で
源
氏
は
男

性
と
し
て
史
実
と
は
違
う
こ
と
を
理
解
し
た
上
で
、
物
語
が
後
の
世
ま

で
語
り
伝
え
た
い
こ
と
を
伝
え
て
い
る
、
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目

し
た
い
。
こ
こ
で
源
氏
は
、
物
語
は
史
実
で
は
な
く
、｢

物
語｣

と
い
う

形
を
と
る
ひ
と
つ
の
真
実
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
源
氏
の
物
語
論
は
、

源
氏
と
い
う
男
性
に
と
っ
て
の｢

読
む｣

物
語
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

源
氏
は
男
性
と
し
て
、
女
性
の
も
の
で
あ
っ
た
物
語
を｢

読
む｣

た
め

に
、
女
性
が
物
語
か
ら
得
る
も
の
に
関
し
て
も
注
意
を
払
っ
て
い
る
。

入
内
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
明
石
の
姫
君
を
養
育
し
て
い
る
紫
の
上
に

対
し
て
、｢

姫
君
の
御
前
で
こ
の
恋
に
染
ま
っ
た
物
語
な
ど
は
読
ん
で
お

聞
か
せ
に
な
ら
ぬ
ほ
う
が
よ
い
。
心
の
中
に
そ
っ
と
忍
ん
で
恋
心
を
抱

い
て
い
る
娘
の
話
な
ど
は
、
興
味
を
も
た
れ
な
い
に
し
て
も
、
こ
ん
な

こ
と
が
世
間
に
は
あ
る
も
の
だ
と
、
そ
れ
を
普
通
の
よ
う
に
思
わ
れ
た

の
で
は
大
変
な
こ
と
で
す｣

と
し
て
物
語
を
選
ん
で
読
ま
せ
よ
う
と
し
て

い
る
。
女
性
に
と
っ
て
物
語
を｢

読
む｣

こ
と
は
世
の
中
を
知
る
こ
と
で

あ
る
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。｢

も
の｣

を｢

か
た

る｣

と
い
う
物
語
は
、
文
字
に
記
さ
れ
て
も
ま
た
、
世
界
が
共
有
さ
れ
、

女
性
に
と
っ
て
は
教
育
の
た
め
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
は
明
ら

か
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
源
氏
は｢

継
母
の
意
地
悪
な
行
い
を
書
い
た
昔
物

語
も
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
継
母
の
心
と
は
そ
う
し
た
も
の
だ

と
見
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
お
も
し
ろ
く
な
い｣

と
思
い
、
姫
君

に
見
せ
る
も
の
を
き
び
し
く
選
り
分
け
選
り
分
け
、
清
書
さ
せ
た
り
、

絵
な
ど
に
も
描
か
せ
て
い
る
。
物
語
を
選
ん
で
読
ま
せ
る
こ
と
こ
そ
、

物
語
が
女
子
教
育
の
役
割
を
に
な
っ
て
い
た
こ
と
の
証
で
あ
る
。
女
性
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孤
独
の
物
思
い
か
ら
救
わ
れ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
、
共
感
し
あ
う
と

い
う
こ
と
こ
そ
が
語
り
手
と
読
者
と
し
て
あ
っ
た
物
語
が
、
文
字
と

な
っ
て
も
残
っ
て
い
る
物
語
本
来
の
あ
り
方
な
の
で
あ
る
。

紫
式
部
に
と
っ
て
の
物
語
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
彰
子
に
お
仕
え
す

る
こ
と
で
変
わ
っ
て
い
く
。
道
長
は
自
ら
の
娘
で
あ
る
中
宮
彰
子
に
皇

子
が
生
ま
れ
た
お
祝
い
と
し
て
『
源
氏
物
語
』
を
美
し
く
作
り
上
げ
宮

中
に
持
っ
て
行
か
せ
る
の
で
あ
る
。
女
性
の
物
で
し
か
な
か
っ
た
物
語

が
華
や
か
に
脚
光
を
浴
び
て
女
性
の
側
か
ら
男
性
の
側
へ
と
向
け
ら
れ

て
い
く
と
い
っ
て
よ
い
。
娘
を
入
内
さ
せ
る
こ
と
で
政
治
力
が
増
し
た

道
長
に
と
っ
て
、
政
治
の
た
め
に
娘
を
使
う
よ
う
に
、
女
性
の
側
の
文

学
を
も
取
り
込
ん
だ
と
い
う
見
方
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
は
や
、
こ

の
時
点
で
の
『
源
氏
物
語
』
は
作
者
の
手
を
離
れ
、
美
し
い
言
葉
で
書

か
れ
た
女
性
の
文
学
の｢

形｣

で
し
か
あ
り
え
な
い
。
か
つ
て
、
紫
式
部

が
物
語
に
求
め
た｢

共
感｣

と
は
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
は
こ
う
し
て
、
そ
の
存
在
を
確
か
な
も
の
に
し
て
い

き
、
紫
式
部
と
い
う
個
性
を
超
え
た
物
語
の
系
譜
と
し
て
受
け
継
が
れ

て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
が｢

紫
式
部｣

で
あ
る

と
い
う
認
識
が
定
着
し
た
の
は
院
政
期
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
藤
式
部
と

呼
ば
れ
て
い
た
作
者
が
、
現
在
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
の
は｢

紫｣

と
い
う

名
が
登
場
人
物
の｢

紫
の
上｣

に
由
来
す
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
物
語
は｢

読

み｣

継
が
れ
て
い
く
上
で
作
者
を
も
新
た
に
作
り
上
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。

が
物
語
を｢

読
む｣

こ
と
は
学
ぶ
こ
と
、
知
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

年
齢
を
重
ね
た
女
性
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
源
氏
の
正
妻
的
な

立
場
で
あ
り
つ
つ
も
、
女
三
宮
の
降
嫁
に
よ
り
、
そ
の
立
場
を
失
っ
た

紫
の
上
は
女
三
宮
の
降
嫁
後
の
自
ら
の
生
き
方
を
考
え
る
た
め
に
物
語

を｢

読
む｣

。
自
分
の
特
別
と
も
思
え
る
半
生
を
物
語
の
男
女
と
の
比
較

よ
っ
て
確
認
し
、
現
在
の
身
に
降
り
か
か
っ
た
こ
と
を
考
え
て
み
る
の

で
あ
っ
た
。

女
性
の
た
め
に
作
ら
れ
た
物
語
は
こ
う
し
て
女
性
に
よ
っ
て
教
養
、

教
育
書
と
し
て｢

読
み｣

つ
が
れ
て
い
く
。
男
性
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
に

物
語
の
存
在
を
理
解
す
る
こ
と
で
物
語
は
社
会
の
中
で
認
め
ら
れ
て
い

く
の
で
あ
っ
た
。

二

紫
式
部
と
い
う
作
者

物
語
の
あ
り
か
た
を
考
え
た
上
で
、
次
に
紫
式
部
と
い
う
『
源
氏
物

語
』
の
作
者
に
つ
い
て
考
え
み
た
い
。
紫
式
部
は
自
身
の
日
記
の
中
で

宮
中
に
出
仕
後
の
嘆
き
を
書
く
時
、｢

は
か
な
き
物
語
な
ど
に
つ
け
て
う

ち
か
た
ら
ふ
人
、
同
じ
心
な
る
は
、
あ
は
れ
に
書
き
か
は
し
、
す
こ
し

け
ど
ほ
き
、
た
よ
り
ど
も
を
た
づ
ね
て
も
い
ひ
け
る
を｣

と
記
し
て
い
る
。

宮
中
に
お
仕
え
す
る
前
に
物
語
を
書
き
、
そ
れ
を
友
人
に
見
せ
て
い
た

の
で
あ
る
。
紫
式
部
は
物
語
の
書
き
手
と
な
っ
て
、
多
く
の
人
に
読
ん

で
も
ら
う
こ
と
で
、
人
々
と
の
共
感
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
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三

物
語
を
「
読
む
」
私

女
性
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
存
在
を
男
性
に
も
認
め
さ
せ
た

『
源
氏
物
語
』
は
男
性
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
次
に
『
源
氏
物
語
』
を｢

読
む｣

男
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

紫
式
部
の
日
記
に
よ
る
と
、
一
条
天
皇
は
『
源
氏
物
語
』
を
人
に
読

ま
せ
て
お
聞
き
に
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
天
皇
は
そ
の
物
語
の
中

に
「
歴
史
」
を
読
み
と
っ
て
い
た
と
い
う
。
天
皇
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、

こ
の
作
者
は
漢
籍
の
知
識
で
あ
る
「
才
」
が
あ
る
と
言
っ
た
と
い
う
。

「
才
」
と
は
当
時
の
男
性
が
身
に
着
け
る
べ
き
学
問
で
あ
り
、
そ
こ
に

は
漢
籍
の
影
響
を
受
け
た
日
本
の
正
史
も
含
ま
れ
る
。
国
の
中
枢
に
あ

る
天
皇
に
と
っ
て
は
必
須
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
男
性
は
こ
う
し
た

学
問
を
学
ぶ
こ
と
で
世
の
中
を
知
ろ
う
と
す
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
お

い
て
も
、
自
身
の
出
生
に
不
信
感
を
い
だ
く
冷
泉
帝
は
史
書
に
自
分
の

よ
う
な
例
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。
男
性
に
と
っ
て
必
須
の
学
問

も
女
性
に
と
っ
て
は
不
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
表
に
出
す
こ
と

は
知
識
を
ひ
ら
か
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
天
皇
の
賛
辞
は

紫
式
部
を
快
く
思
わ
な
い
女
房
に
よ
っ
て
、
紫
式
部
の
悪
口
と
し
て
広

ま
っ
た
こ
と
は
皮
肉
で
あ
る
。
紫
式
部
自
身
も
こ
の
こ
と
は
誇
る
べ
き

事
と
し
て
は
記
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
確
認
し
た
い
の
は
一
条
天
皇
が

『
源
氏
物
語
』
か
ら
「
才
」
を｢

読
ん
だ｣

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
物

語
と
し
て
女
性
の
側
か
ら
見
た
歴
史
を
男
性
と
し
て
「
読
む
」
こ
と
で

あ
り
、
世
の
中
を
動
か
し
て
い
く
男
性
が
理
解
し
て
い
た
世
界
を
「
物

語
」
か
ら
「
読
む
」
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は

男
性
に
と
っ
て
「
物
語
」
か
ら
真
実
を
読
み
と
る
こ
と
な
り
、
男
性
と

し
て
の
学
問
を
『
源
氏
物
語
』
か
ら
読
み
と
っ
た
と
い
う
こ
と
に
他
な

ら
な
い
。

一
方
で
、
男
性
で
あ
り
つ
つ
、
『
源
氏
物
語
』
を
作
者
の
意
図
通
り
、

物
語
と
し
て
読
み
と
ろ
う
と
し
た
男
性
も
存
在
し
た
。
藤
原
公
任
で
あ

る
。
公
任
は
当
時
の
歌
壇
の
中
心
的
人
物
で
あ
り
、
一
条
朝
を
代
表
す

る
文
化
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
政
治
的
に
は
道
長
の
側
近
で
と
も
い
う
べ

き
存
在
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
彰
子
が
皇
子
を
出
産
し
、
そ
の
お

祝
い
の
品
と
し
て
美
し
く
作
ら
れ
た
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
女
性
の
も

の
で
あ
っ
た
物
語
を
も
男
性
の
世
界
へ
と
取
り
込
む
意
図
が
み
て
と
れ

る
が
、
公
任
は
そ
の
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た
。
公
任
は
、
男
性

と
し
て
物
語
を
女
性
の
側
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
な
く
、
道
長

が
、
娘
た
ち
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
繁
栄
の
一
つ
と
し
て
、
女
性
の
文
化

ま
で
を
取
り
込
ん
だ
も
の
が
こ
の
お
祝
い
の
品
の
『
源
氏
物
語
』
で
あ

る
こ
と
を
意
識
し
た
上
で
、
皇
子
の
出
生
五
十
日
目
の
華
や
か
な
宴
席

で
、
紫
式
部
の
近
く
に
き
て
「
あ
な
か
し
こ
。
こ
の
わ
た
り
に
、
わ
か

む
ら
さ
き
や
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
声
を
か
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
紫
式
部

は
こ
の
呼
び
か
け
を
無
視
し
て
い
る
が
、
公
任
は
宴
席
で
単
に
紫
式
部

に
軽
口
を
た
た
い
た
の
で
は
な
く
、
『
源
氏
物
語
』
を
読
ん
で
い
ま
す
、

そ
の
女
性
の
主
人
公
は
若
紫(

紫
の
上)

で
す
ね
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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若
紫
は
理
想
の
女
性
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
人
物
で
あ
る
こ
と
を
物

語
か
ら
「
読
む
」
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
政
治
家
で
あ
り
つ
つ
、

文
化
人
で
あ
っ
た
公
任
は
、
紫
式
部
に
物
語
の
読
み
を
示
す
こ
と
で
紫

式
部
が
お
仕
え
し
て
い
る
中
宮
、
ひ
い
て
は
道
長
へ
の
敬
意
を
表
明
し

た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
公
任
は
女
性
が
関
わ
る
政
治
の
あ
り
方
を
物

語
か
ら
「
読
む
」
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

読
み
継
が
れ
る
物
語
と
私

『
源
氏
物
語
』
は
こ
う
し
て
様
々
な
「
読
み
」
を
可
能
に
し
て
い
く

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
作
者
と
さ
れ
る
紫
式
部
と
同
時
代
の｢

読
み｣

方

を
ふ
ま
え
た
上
で
、
時
代
と
と
も
に
移
り
変
わ
る
読
み
方
を
考
え
て
い

き
た
い
。

『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
て
か
ら
お
よ
そ
五
十
年
後
に
成
立
し
た
と

考
え
ら
れ
る
『
更
級
日
記
』
は
『
源
氏
物
語
』
へ
の
憧
れ
が
あ
ふ
れ
て

い
る
。
鄙
と
い
う
べ
き
場
所
で
成
長
し
た
作
者
の
ま
わ
り
で
は
、
姉
や

継
母
達
が
、
物
語
に
つ
い
て
自
ら
が
か
つ
て
読
ん
だ
物
語
の
気
に
入
っ

た
部
分
の
み
を
語
り
合
う
の
を
聞
い
て
い
る
。
作
者
の
い
る
鄙
で
は
、

読
む
べ
き
書
か
れ
た
物
語
が
な
い
こ
と
が
作
者
の
不
満
の
原
因
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
は
全
体
を
読
み
通
す
の
で
は
な
く
、
物
語
の
中
か
ら
自
分
の

興
味
に
従
っ
た
部
分
に
よ
っ
て
、
世
の
中
を
知
る
こ
と
が
当
時
の
女
性

の
読
み
方
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
完
成
し
た

物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
追
う
こ
と
の
み
が
女
性
の
物
語
の
読
み
方
で
は

な
い
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

作
者
は
物
語
を
聞
き
た
い
の
で
は
な
く
、
自
分
で
「
読
み
」
た
い
た

め
に
都
へ
早
く
帰
り
た
い
と
仏
に
祈
り
、
都
に
戻
っ
て
か
ら
は
「
読

む
」
た
め
の
物
語
を
手
に
入
れ
る
こ
と
を
願
う
。
伯
母
な
る
人
か
ら

『
源
氏
物
語
』
五
四
帖
を
も
ら
っ
た
時
、
作
者
は
、
今
ま
で
部
分
的
に

し
か
知
ら
な
か
っ
た
『
源
氏
物
語
』
を
、
初
め
か
ら
ス
ト
ー
リ
ー
を

追
っ
て
「
読
む
」
こ
と
に
至
上
の
喜
び
を
感
じ
、
作
者
の
様
な
中
流
貴

族
の
女
性
に
と
っ
て
は
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
き
な
い
后
の
位
す
ら

も
及
ば
な
い
と
言
っ
て
み
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
『
源
氏
物

語
』
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
つ
つ
、
全
体
を
通
し
て
一
つ
の
世
界
観

を
も
っ
た
も
の
と
し
て
読
ま
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。

藤
原
俊
成
の
養
女
が
記
し
た
と
さ
れ
る
『
無
名
草
子
』
は
十
三
世
紀

初
頭
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
が
、
女
性
に
よ
る
物
語
批
評
と
し
て
注
目

さ
れ
る
。
物
語
り
を｢

読
み｣

、
和
歌
に
も
詳
し
い
、
言
い
換
え
れ
ば
女

性
と
し
て
当
時
の
教
養
を
身
に
付
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
年
老
い
た
尼

僧
の
言
葉
と
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
物
語
論
の
中
心
は
『
源
氏
物

語
』
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
こ
の
尼
僧
が
、
物
語
を
人
が
語
る
こ
と

を
聞
く
の
で
は
な
く
「
本
に
向
か
ひ
て
こ
そ
」
と
「
読
む
」
こ
と
が
大

切
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
書
か
れ
た
『
源
氏
物
語
』
を
自
分
で
読
む

こ
と
が
物
語
と
の
関
係
性
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

語
る
尼
僧
、
聞
く
若
い
女
房
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
女
性
の
世
界
と
し
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て
物
語
を
身
近
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
関
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
当

時
、
物
語
は
、
和
歌
や
漢
詩
文
よ
り
も
価
値
が
低
い
と
さ
れ
て
い
た
が
、

女
性
達
は
逆
に
物
語
を
作
る
の
は
男
性
で
は
な
く
、
女
性
で
あ
る
と
い

う
自
負
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
よ
う
。

こ
う
し
た
時
代
の
な
か
で
男
性
達
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
ヘ
の
意

識
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
時
間
的
な
世
界
の
広
が

り
は
、
登
場
人
物
の
心
理
の
変
化
を
も
細
や
か
に
描
き
出
し
て
い
る
が
、

こ
う
し
た
心
の
動
き
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
読
み
方
が
男
性
の
側
に
も

現
れ
始
め
る
の
で
あ
る
。
文
学
的
価
値
は
ま
だ
低
く
、
女
性
の
側
の
も

の
で
あ
っ
て
も
無
視
で
き
な
い
存
在
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。
文
学
の
中
心
で
あ
っ
た
和
歌
の
世
界
で
は
、
更
に
洗
練
さ
れ

た
表
現
を
求
め
て
い
く
が
、
そ
の
時
に
言
葉
の
背
後
に
あ
る
時
間
の
流

れ
、
登
場
人
物
の
心
の
動
き
を
和
歌
の
世
界
に
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
。

言
葉
の
背
後
の
世
界
を
取
り
込
む
こ
と
で
よ
り
深
い
世
界
を
表
現
す
る

の
で
あ
る
。

藤
原
俊
成
は
「
千
載
和
歌
集
」
の
単
独
の
選
者
で
あ
る
ほ
ど
和
歌
の

世
界
で
は
並
ぶ
も
の
の
な
い
存
在
で
あ
っ
た
が
、
自
ら
が
判
者
を
つ
と

め
た
『
六
百
番
歌
合
』
で
『
源
氏
物
語
』
と
和
歌
に
お
け
る
重
大
な
発

言
を
し
て
い
る
。
「
冬
上
」
の
「
枯
野
」
と
い
う
題
に
お
い
て
次
の
二

首
が
番
え
ら
れ
た
と
き
の
判
詞
で
あ
る
。

左

良
経

見
し
秋
を
何
に
残
さ
ん
草
の
原
ひ
と
つ
に
か
は
る
野
辺
の
け
し
き
に

（
秋
の
間
に
見
た
美
し
い
景
色
を
何
に
残
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

秋
の
間
多
く
の
花
が
咲
い
た
草
の
原
も
枯
れ
て
見
わ
た
す
限
り
同
じ
景

色
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
）

右

隆
信

霜
枯
れ
の
野
辺
の
あ
は
は
れ
を
見
ぬ
人
や
秋
の
色
に
は
心
と
め
け
む

（
冬
枯
れ
の
野
辺
の
荒
れ
果
て
た
様
子
を
目
に
と
め
な
い
ひ
と
が
秋
の

寂
し
い
景
色
に
は
心
を
と
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
）

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
『
源
氏
物
語
』
は
関
係
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、

俊
成
は
、
左
の
「
何
に
残
さ
ん
草
の
原
」
に
着
目
し
、
こ
の
言
葉
を

「
艶
に
こ
そ
侍
る
め
れ
」
と
理
解
し
て
右
の
関
係
者
が
、
「
草
の
原
」

を
非
難
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
批
判
す
る
。
「
紫
式
部
、
歌
詠
み
の

程
よ
り
も
者
書
く
筆
は
殊
勝
也
。
其
の
上
花
の
宴
の
巻
は
、
殊
に
艶
な

る
物
な
り
。
源
氏
見
ざ
る
歌
詠
み
は
遺
恨
の
事
也
」
と
続
け
て
い
る
。

こ
の
「
草
の
原
」
は
『
源
氏
物
語
』
の
「
花
の
宴
」
に
お
け
る
出
来
事

に
基
づ
く
。
二
月
下
旬
の
紫
宸
殿
で
の
花
の
宴
の
夜
、
源
氏
が
恋
慕
す

る
藤
壺
の
姿
を
求
め
て
さ
ま
よ
う
う
ち
に
、
女
性
と
出
会
い
、
だ
れ
と

わ
か
ら
ぬ
ま
ま
契
る
。
そ
の
夜
渡
さ
れ
た
扇
が
縁
で
、
そ
の
女
性
が
源

氏
に
対
立
す
る
右
大
臣
家
の
娘
朧
月
夜
と
知
る
。

こ
の
光
源
氏
と
朧
月
夜
と
の
関
係
が
始
ま
る
と
い
う
春
の
艶
な
る
場
面

の
歌
で
あ
る
。
「
草
の
原
」
と
は
、
こ
の
場
面
で
朧
月
夜
が
詠
ん
だ
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「
う
き
身
世
に
や
が
て
消
え
ね
ば
尋
ね
て
も
草
の
原
を
ば
問
は
じ
と
や

思
ふ

(

こ
の
不
運
な
私
が
こ
の
ま
ま
名
告
ら
ず
に
消
え
て
し
ま
う
な
ら
、

あ
な
た
は
私
を
尋
ね
て
ま
で
も
草
の
原
は
訪
れ
な
い
と
お
思
い
で
す

か)

」
と
い
う
歌
の
語
句
で
あ
る
。
俊
成
は
左
の
歌
が
こ
の
よ
う
な
場
面

を
読
み
と
っ
た
上
で
の
言
葉
と
理
解
し
た
。
「
草
の
原
」
が
効
果
的
に

使
わ
れ
て
い
る
場
面
を
思
い
浮
か
べ
、
そ
れ
が
詠
ま
れ
た
場
面
と
結
び

つ
け
た
の
で
あ
る
。
歌
わ
れ
た
状
況
、
そ
の
時
の
和
歌
表
現
と
し
て
の

「
草
の
原
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
た
と
い
え

よ
う
。
俊
成
は
紫
式
部
は
歌
よ
り
も
「
物
書
く
筆
は
殊
勝
な
り
」
と
紫

式
部
の
和
歌
よ
り
も
物
語
と
し
て
描
く
世
界
が
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
、
『
源
氏
物
語
』
を
理
解
し
な
い
歌
人
に
つ
い
て
「
遺

恨
」
と
い
う
手
厳
し
い
評
価
を
下
し
た
。
俊
成
は
『
源
氏
物
語
』
の
場

面
の
心
を
「
詠
む
」
の
で
あ
っ
た
。
歌
壇
の
第
一
人
者
の
俊
成
を
し
て

こ
の
よ
う
に
語
ら
せ
る
ほ
ど
『
源
氏
物
語
』
の
文
学
的
価
値
は
高
ま
っ

た
の
で
あ
る
。
も
は
や
当
時
の
古
典
文
学
と
し
て
の
作
品
と
し
て
読
ま

れ
理
解
す
べ
き
作
品
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
俊
成
と
同
じ
時
期
に
藤
原
伊
行
に
よ
り
『
源
氏
釈
』
と
い
う

最
も
古
い
注
釈
書
が
成
立
す
る
。
こ
こ
で
は
『
源
氏
物
語
』
の
引
歌
、

引
詩
、
史
実
の
典
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
。
和
歌
を
作
る
た
め
に
必
要
と

さ
れ
た
『
源
氏
物
語
』
の
内
容
そ
の
も
の
を
解
釈
す
る
こ
と
が
必
要
と

な
り
、
『
源
氏
物
語
』
の
文
学
史
的
背
景
を
「
読
む
」
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
学
問
と
し
て
源
氏
を
と
ら
え
よ
う
と

す
る
動
き
の
な
か
で
学
問
と
し
て
形
と
な
る
の
は
、
藤
原
定
家
の
『
奥

入
』
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
定
家
は
古
典
文
学
と
し
て
の
『
源
氏
物

語
』
を｢

読
む｣

こ
と
を
重
視
し
学
問
と
し
て
の
読
み
を
す
す
め
た
の
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
十
四
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
足
利
義
詮
の
求
め
に

応
じ
た
四
辻
善
成
は
、
語
句
の
解
釈
と
と
も
に
出
典
の
調
査
を
し
、

『
源
氏
物
語
』
の
中
に
ど
の
よ
う
な
史
実
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
か

を
解
明
し
て
い
き
『
河
海
抄
』
を
ま
と
め
た
。
『
源
氏
物
語
』
の
中
に

史
実
を
「
読
む
」
こ
と
で
男
性
の
世
界
か
ら
歴
史
的
叙
述
を
解
明
し
て

い
く
の
で
あ
っ
た
。
時
代
と
も
に
『
源
氏
物
語
』
は
古
典
文
学
と
し
て

｢

読
む｣

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
う

し
て
時
代
の
変
化
と
と
も
に
既
に
失
わ
れ
て
い
た
文
化
を
理
解
す
る
た

め
に
注
釈
は
さ
ら
に
深
く
な
っ
て
い
く
。

江
戸
時
代
に
、
国
学
が
盛
ん
に
な
る
と
国
学
者
を
中
心
に
日
本
の
古

典
文
学
と
し
て
の
『
源
氏
物
語
』
と
い
う
位
置
づ
け
が
確
立
し
て
い
く
。

『
源
氏
物
語
』
を
当
時
の
社
会
の
あ
り
方
に
従
い
理
解
し
、
古
代
的
な

面
か
ら
「
読
む
」
こ
と
が
『
源
氏
物
語
』

の
読
み
方
と
な
っ
て
い
く
の

で
あ
る
。
本
居
宣
長
の
『
源
氏
物
語
玉
の
御
櫛
』
で
は
、
注
釈
の
中
心

を
な
す｢

読
み｣

方
と
し
て｢

も
の
の
あ
は
れ｣

を
打
ち
出
し
て
い
る
。
当

時
の
社
会
に
お
い
て
文
学
を
読
む
上
で
も
重
ん
じ
ら
れ
た
正
義
、
善
悪

か
ら
解
放
し
、
人
間
の
本
来
の
心
の
あ
り
か
た
を
『
源
氏
物
語
』
か
ら

読
み
と
っ
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
道
徳
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
時
代

だ
か
ら
こ
そ
、
時
代
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
古
典
文
学
そ
の
も
の
の
あ
り

- 7 -



方
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
え
よ
う
。
も
は
や
『
源
氏
物
語
』
は
女
性
の

文
学
と
い
う
枠
を
超
え
、
日
本
の
古
典
文
学
と
し
て
様
々
な
観
点
か
ら

読
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

女
性
の
手
に
よ
る
女
性
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
『
源
氏
物
語
』
は

女
性
に
よ
っ
て
読
み
継
が
れ
て
き
た
も
の
に
違
い
な
い
。
女
性
は
男
性

と
は
異
な
っ
た
世
界
を
『
源
氏
物
語
』
に
見
い
だ
し
、
自
分
た
ち
の
世

界
を
広
げ
て
き
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
ま
た
一
方
で
男
性
の
側
の
史
実
、

和
歌
、
学
問
の
視
点
か
ら
の
読
み
方
を
と
り
い
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

『
源
氏
物
語
』
は
さ
ら
に
広
い
世
界
観
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
っ
た
こ
と

も
確
か
で
あ
ろ
う
。
『
源
氏
物
語
』
を
「
読
む
」
私
は
、
そ
の
時
の
社

会
、
文
学
を
「
読
む
」
私
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
千
年
以
上
も
前
に

成
立
し
た
『
源
氏
物
語
』
は
こ
う
し
て
時
代
と
と
も
に
多
く
の
「
読

む
」
と
い
う
営
み
を
な
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
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