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界
空
間
と
し
て
の
宇
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『
源
氏
物
語
』「
俗
聖
」
を
め
ぐ
っ
て 

― 
 

 

森
木 

三
穂 

 

 

（
二
〇
一
六
年
十
二
月
十
六
日
受
理
） 

 

キ
ー
ワ
ー
ド 

『
源
氏
物
語
』 

俗
聖 
宇
治 

境
界 

 

一
．
は
じ
め
に 

 
 

光
隠
れ
た
ま
ひ
に
し
後
、
か
の
御
影
に
た
ち
つ
ぎ
た
ま
ふ
べ
き
人
、
そ
こ
ら
の
御
末
々

に
あ
り
が
た
か
り
け
り
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
匂
兵
部
卿
巻 

一
七
頁
） 

『
源
氏
物
語
』
第
三
部
は
光
源
氏
の
死
後
の
物
語
と
し
て
、
そ
の
子
孫
を
中
心
に
描
か
れ

る
。
光
源
氏
の
子
で
あ
る
薫
は
自
己
の
出
生
に
疑
念
を
抱
き
、
現
世
離
脱
へ
の
関
心
が
強
い
。

そ
の
薫
が
理
想
と
す
る
生
き
方
が
「
俗
聖
」
で
あ
っ
た
。 

宇
治
で
生
活
を
す
る
八
の
宮
の
俗
体
の
ま
ま
道
心
を
保
つ
聖
の
境
地
に
「
俗
な
が
ら
聖
に

な
り
た
ま
ふ
心
の
掟
や
い
か
に
」（
注
①
）
と
関
心
を
寄
せ
る
。
こ
の
「
俗
聖
」
と
い
う
語

は
『
源
氏
物
語
』
中
、
次
の
一
例
し
か
な
い
。 

こ
の
阿
闍
梨
は
、
冷
泉
院
に
も
親
し
く
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
御
経
な
ど
教
へ
き
こ
ゆ
る
人
な

り
け
り
。
京
に
出
で
た
る
つ
い
で
に
参
り
て
、
例
の
、
さ
る
べ
き
文
な
ど
御
覧
じ
て
問

は
せ
た
ま
ふ
こ
と
も
あ
る
つ
い
で
に
、「
八
の
宮
の
、
い
と
か
し
こ
く
、
内
教
の
御
才

悟
深
く
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
か
な
。
さ
る
べ
き
に
て
生
ま
れ
た
ま
へ
る
人
に
や
も
の
し

た
ま
ふ
ら
ん
。
心
深
く
思
ひ
す
ま
し
た
ま
へ
る
ほ
ど
、
ま
こ
と
の
聖
の
掟
に
な
ん
見
え

た
ま
ふ
」
と
聞
こ
ゆ
。「
い
ま
だ
か
た
ち
は
変
へ
た
ま
は
ず
や
。
俗
聖
と
か
、
こ
の
若

き
人
々
の
つ
け
た
な
る
、
あ
は
れ
な
る
こ
と
な
り
」
な
ど
の
た
ま
は
す
。 

（
橋
姫
巻 

一
二
八
頁
） 

し
か
も
、
こ
の
語
は
当
時
、
慣
用
さ
れ
て
い
る
表
現
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。（
注
②
） 

第
三
部
が
そ
れ
以
前
の
光
源
氏
の
物
語
と
大
き
く
違
う
点
は
舞
台
設
定
に
も
あ
る
。
そ
れ

ま
で
は
都
を
中
心
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
物
語
が
、
第
三
部
で
は
宇
治
に
中
心
を
移
す
。
な

ぜ
、
宇
治
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
薫
が
理
想
と
し
た
「
俗
聖
」

は
な
ぜ
「
俗
聖
」
は
宇
治
に
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
な
ぜ
慣
用
さ
れ
て
い
な
い

表
現
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
か
。 

本
稿
で
は
宇
治
と
「
俗
聖
」
の
関
係
性
に
つ
い
て
境
界
空
間
と
い
う
視
点
か
ら
一
見
解
を

提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  

二
．「
宇
治
巻
」
と
い
う
呼
び
名 

 

一
条
兼
良
に
よ
る
注
釈
書
『
花
鳥
余
情
』
は
『
源
氏
物
語
』
第
三
部
を
「
宇
治
巻
」
と
表

記
し
て
い
る
。
そ
の
由
来
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

抑
応
神
天
皇
と
申
は
宇
佐
宮
八
幡
大
菩
薩
に
お
は
し
ま
す
そ
の
御
子
こ
の
か
み
を
鷦

鷯
の
み
こ
と
申
御
お
と
う
と
を
菟
道
稚
子
と
申
け
り
（
中
略
）
宇
治
と
い
ふ
所
に
よ
し

あ
る
山
さ
と
の
あ
り
け
る
に
う
つ
ろ
ひ
給
へ
れ
は
う
ち
の
う
は
そ
く
の
宮
と
は
な
つ

け
侍
る
な
り
む
か
し
の
う
ち
わ
か
子
は
こ
の
か
み
に
位
を
ゆ
つ
り
て
う
ち
に
こ
も
り

給
へ
り
此
八
宮
は
御
お
と
う
と
に
東
宮
を
こ
さ
れ
て
宇
治
に
か
く
れ
侍
り

（
ヒ
）

る
事
な
る

や
う
な
れ
と
そ
の
ほ
い
を
と
け
す
し
て
世
を
う
ち
山
に
名
を
の
か
れ
侍
る
そ
の
あ
と

相
に
た
る
う
へ
共
に
兄
弟
の
あ
ひ
た
の
事
な
れ
は
か
た
〱
宇
治
の
巻
と
は
申
つ
た
へ

侍
る
な
り
（
注
③
） 

『
日
本
書
紀
』
巻
第
十
・
誉
田
天
皇
、
応
神
天
皇
の
四
十
年
の
春
正
月
の
話
、
巻
第
十
一
・

大
鷦
鷯
天
皇
・
仁
徳
天
皇
の
即
位
前
紀
か
ら
菟
道
稚
郎
子
兄
弟
の
跡
目
争
い
を
引
用
す
る
。

（
注
④
）
そ
し
て
、『
源
氏
物
語
』
で
は
八
の
宮
が
宇
治
に
移
り
住
ん
だ
原
因
が
、
兄
弟
で

あ
る
冷
泉
院
と
の
跡
目
争
い
で
あ
っ
た
こ
と
と
の
共
通
性
か
ら
第
三
部
は
「
宇
治
巻
」
と
呼

ぶ
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。『
源
氏
物
語
』
第
三
部
の
構
造
と
し
て
、「
宇
治
」
と
い
う
場
所

の
要
素
が
色
濃
く
影
響
し
、
解
釈
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
よ
う
。
ま
た
、
三
田
村
雅
子
氏

は 

『
源
氏
物
語
』
の
続
篇
は
〈
外
部
〉
を
絶
え
ず
増
殖
し
、
そ
の
〈
外
部
〉
と
〈
内
部
〉

の
対
立
・
緊
張
構
造
の
中
に
世
界
を
構
築
し
て
い
く
、
新
し
い
、
正
篇
と
は
ま
っ
た
く

違
っ
た
物
語
で
あ
る
。（
中
略
）
宇
治
の
物
語
は
、
そ
の
よ
う
な
恋
愛
物
語
を
成
り
立

た
せ
る
「
場
」
自
体
の
論
理
を
問
い
直
す
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。（
注
⑤
）。 

と
述
べ
、
物
語
の
構
成
に
「
場
」
の
設
定
が
重
要
で
あ
っ
た
と
言
及
し
て
い
る
。 
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三
．
宇
治
の
持
つ
役
割 

 

三
‐
一 

交
通
の
要
衝 

 
そ
れ
で
は
宇
治
は
当
時
ど
の
よ
う
な
場
所
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 
ま
ず
、『
蜻
蛉
日
記
』
や
『
更
級
日
記
』
の
初
瀬
詣
の
様
子
か
ら
、
交
通
の
要
衝
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 
 

す
べ
て
道
も
さ
り
あ
へ
ず
、
物
の
心
知
り
げ
も
あ
き
怪
し
の
童
べ
ま
で
、
ひ
き
避
き
て

行
き
過
ぐ
る
を
、
車
を
驚
き
あ
ざ
み
た
る
こ
と
限
り
な
し
。
こ
れ
ら
を
見
る
に
、
げ
に

い
か
に
出
で
立
ち
し
道
な
り
と
も
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
ひ
た
ぶ
る
に
仏
を
念
じ
奉
り
て
、
宇

治
の
渡
に
行
き
着
き
ぬ
。
そ
こ
に
も
猶
し
も
こ
な
た
ざ
ま
に
渡
り
す
る
物
ど
も
立
こ
み

た
れ
ば
、
舟
の
か
ぢ
取
り
た
る
男
ど
も
、
舟
を
待
つ
人
の
数
も
し
ら
ぬ
に
心
お
ご
り
し

た
る
気
色
に
て
、
袖
を
か
い
ま
く
り
て
、
顔
に
あ
て
て
、
さ
お
に
を
し
か
か
り
て
、
と

み
に
舟
も
寄
せ
ず
、
う
そ
ぶ
い
て
見
ま
わ
し
、
い
と
い
み
じ
う
す
み
た
る
さ
ま
也
。
無

期
に
え
渡
ら
で
、
つ
く
づ
く
と
見
る
に
紫
の
物
語
に
、
宇
治
の
宮
の
む
す
め
ど
も
の
事

あ
る
を
、
い
か
な
る
所
な
れ
ば
、
そ
こ
に
し
も
住
ま
せ
た
る
な
ら
む
と
、
ゆ
か
し
く
思

し
所
ぞ
か
し
。（
注
⑥
） 

ま
た
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も 

二
月
の
二
十
日
の
ほ
ど
に
、
兵
部
卿
宮
初
瀬
に
詣
で
た
ま
ふ
。
古
き
御
願
な
り
け
れ
ど
、

思
し
も
立
た
で
年
ご
ろ
に
な
り
に
け
る
を
、
宇
治
の
わ
た
り
の
御
中
宿
り
の
ゆ
か
し
さ

に
、
多
く
は
も
よ
ほ
さ
れ
た
ま
へ
る
な
る
べ
し
。 

（
椎
本
巻 

一
六
九
頁
） 

と
あ
る
よ
う
に
、
宇
治
は
初
瀬
詣
の
途
中
の
中
宿
り
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

今
井
源
衛
氏
は 

大
和
―
近
江
、
大
和
―
平
安
京
の
交
通
の
要
衡
を
占
め
る
地
に
あ
り
、
戦
略
的
に
重
大

な
役
割
を
荷
う
地
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
だ
け
に
、
平
安
期
に
も
そ
の
地
に
ま
つ
わ
る

幾
多
の
血
な
ま
ぐ
さ
い
事
件
も
想
起
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
要
衡
に
据
え
ら
れ
た
関

所
に
は
、
と
か
く
厳
し
く
暗
い
印
象
を
伴
い
が
ち
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
平
安
前
期
、

九
世
紀
半
ば
ご
ろ
ま
で
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
、
そ
の
地
は
、
単
な
る
都
人
の
遊
楽
の

地
と
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
、
畏
怖
の
要
素
が
感
じ
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の

感
情
が
一
〇
世
紀
後
半
の
人
で
あ
る
紫
式
部
に
と
っ
て
は
、
全
く
無
縁
で
あ
っ
た
か
ど

う
か
、
そ
れ
は
、
な
お
慎
重
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。（
注
⑦
） 

と
述
べ
て
い
る
。 
 

 三
‐
二 

「
憂
し
」
宇
治 

今
井
氏
の
述
べ
る
「
畏
怖
の
要
素
」
と
は 

わ
が
庵
は
都
の
辰
巳
し
か
ぞ
住
む
世
を
う
ぢ
山
と
人
は
い
ふ
な
り
（
注
⑧
） 

が
影
響
し
て
い
る
。『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
一
八
・
雑
歌
下 

九
八
三
・
喜
撰
法
師
の
こ
の

歌
は
、「
う
ぢ
」
に
「
憂
し
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
前
述
の
跡
目
争
い

が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
菟
道
稚
郎
子
伝
説
と
併
せ
て
、
宇
治
に
は
「
憂
し
」
と
い
う
憂
い
の
感

情
の
イ
メ
ー
ジ
が
賦
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
喜
撰
法
師
の
和
歌
は 

あ
と
た
え
て
心
す
む
と
は
な
け
れ
ど
も
世
を
う
ぢ
山
に
宿
を
こ
そ
か
れ 

（
橋
姫
巻
一
三
〇
頁
） 

と
い
う
八
の
宮
に
通
ず
る
と
解
釈
さ
れ
、
よ
り
一
層
宇
治
に
お
け
る
「
憂
し
」
の
イ
メ
ー
ジ

を
濃
く
す
る
。 

物
事
が
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
た
め
に
鬱
屈
し
た
感
情
を
表
現
す
る
「
憂
し
」。
こ
の
感

情
は
厭
離
穢
土
、
現
世
離
脱
の
契
機
に
も
な
る
。
都
か
ら
離
れ
た
山
里
が
持
つ
歴
史
的
な
背

景
と
、
華
や
か
な
都
に
対
す
る
物
侘
し
い
鄙
の
山
里
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
都
の
華
や

か
さ
か
ら
、
し
が
ら
み
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
出
家
を
し
た
人
物
た
ち
は
鄙
へ
向
か
う
。
そ
の

鄙
を
第
三
部
で
は
舞
台
の
中
心
に
据
え
た
。
こ
れ
は
第
三
部
が
あ
え
て
人
間
の
暗
い
部
分
に

焦
点
を
当
て
た
か
の
よ
う
な
設
定
で
あ
る
。 

 

三
‐
三 

歌
枕
と
し
て
の
宇
治 

宇
治
へ
の
イ
メ
ー
ジ
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
歌
枕
と
し
て
の
宇
治
を
取
り
上
げ
た
い
。

和
歌
に
宇
治
は
多
く
詠
ま
れ
、
特
に
宇
治
川
は
宇
治
を
代
表
す
る
風
景
と
し
て
詠
ま
れ
て
き

た
。
前
掲
の
『
更
級
日
記
』
初
瀬
詣
で
も
船
の
舵
取
り
が
登
場
し
、
宇
治
川
を
渡
っ
て
旅
を

す
る
様
子
が
分
か
る
。
ま
た
、
宇
治
川
で
は
網
代
に
よ
る
氷
魚
漁
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
宇
治

川
と
と
も
に
こ
れ
ら
の
景
物
も
和
歌
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
萬
葉
集
』
巻
第
三
・

雑
歌
・
二
六
四
に
は
柿
本
人
麿
の 

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
。
近
江
国
よ
り
上
り
来
る
時
に
、
宇
治
河
の
辺
に
至
り
て
作
る

歌
一
首 

 
 

も
の
の
ふ
の
八
十
宇
治
川
の
網
代
木
に
い
さ
よ
ふ
波
の
行
く
へ
知
ら
ず
も
（
注
⑨
） 

や
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
巻
第
三
・
一
五
二
四
に
は 

う
ぢ
川
の
せ
ぜ
に
あ
り
て
ふ
あ
じ
ろ
ぎ
に
お
ほ
く
の
ひ
を
も
わ
び
さ
す
る
か
な
（
注

⑩
） 

が
あ
り
、
後
代
に
至
る
ま
で
宇
治
川
と
網
代
、
氷
魚
の
取
り
合
わ
せ
は
多
い
。 

一
方
、『
源
氏
物
語
』
の
作
中
和
歌
で
網
代
や
氷
魚
を
詠
ん
だ
和
歌
は
な
い
。
し
か
し
、

宇
治
が
『
源
氏
物
語
』
に
初
め
て
登
場
す
る
場
面
に
も
宇
治
川
は
欠
か
せ
な
い
要
素
と
し
て

－ 2 －



森木：境界空間としての宇治 ―『源氏物語』「俗聖」をめぐって― 

 
 

登
場
す
る
。 

 
 

か
か
る
ほ
ど
に
、
住
み
た
ま
ふ
宮
焼
け
に
け
り
。
い
と
ど
し
き
世
に
、
あ
さ
ま
し
う
あ

へ
な
く
て
、
移
ろ
ひ
住
み
た
ま
ふ
べ
き
所
の
、
よ
ろ
し
き
も
な
か
り
け
れ
ば
、
宇
治
と

い
ふ
所
に
よ
し
あ
る
山
里
持
た
ま
へ
り
け
る
に
渡
り
た
ま
ふ
。
思
ひ
棄
て
た
ま
へ
る
世

な
れ
ど
も
、
今
は
と
住
み
離
れ
な
ん
を
あ
は
れ
に
思
さ
る
。
網
代
の
け
は
ひ
近
く
、
耳

か
し
が
ま
し
き
川
の
わ
た
り
に
て
、
静
か
な
る
思
ひ
に
か
な
は
ぬ
方
も
あ
れ
ど
、
い
か

が
は
せ
ん
。
花
紅
葉
、
水
の
流
れ
に
も
、
心
を
や
る
た
よ
り
に
寄
せ
て
、
い
と
ど
し
く

な
が
め
た
ま
ふ
よ
り
外
の
こ
と
な
し
。 

（
橋
姫
巻 

一
二
六
頁
） 

こ
れ
は
八
の
宮
邸
が
焼
失
し
宇
治
に
移
り
住
む
場
面
だ
が
、
八
の
宮
の
視
点
か
ら
山
と
川
が

印
象
的
に
描
か
れ
る
。
ま
た
、
宇
治
の
八
の
宮
邸
は
「
い
と
ど
山
重
な
れ
る
御
住
み
処
」
で

あ
り
、
舞
台
は
宇
治
山
と
宇
治
川
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
風
景
な
の
で
あ
る
。 

 

三
‐
四 

都
と
鄙
と
い
う
対
比
構
造 

 

廣
田
收
氏
は
宇
治
の
舞
台
設
定
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

宇
治
と
い
う
地
が
、
都
を
相
対
化
す
る
視
座
を
設
定
す
る
た
め
に
要
請
さ
れ
た
か
ら
だ

と
い
え
る
。（
中
略
）
離
宮
神
と
橋
姫
と
の
対
偶
は
、『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
で
は
、

都
人
を
鄙
の
側
か
ら
待
ち
受
け
る
も
の
と
し
て
、
都
に
対
す
る
鄙
と
い
う
対
立
を
基
本

と
す
る
物
語
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
（
注
⑪
）。 

都
と
鄙
と
い
う
対
比
関
係
は
、『
源
氏
物
語
』
第
三
部
の
描
写
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
読
み
取

れ
る
。
高
橋
亨
氏
も 

よ
り
限
定
的
に
い
え
ば
、〈
宇
治
〉
の
物
語
地
理
に
お
い
て
、
八
の
宮
と
二
人
の
姫
君

た
ち
の
時
空
が
〈
川
〉
で
あ
り
、
阿
闍
梨
の
〈
山
〉
と
対
位
法
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
両
者
を
内
包
し
た
〈
宇
治
〉
が
、〈
都
〉
に
対
置
さ
れ
て
物
語
世
界

の
構
図
は
成
立
す
る
。（
注
⑫
） 

と
述
べ
る
よ
う
に
、
都
が
あ
っ
て
初
め
て
宇
治
と
い
う
舞
台
の
意
味
が
生
ま
れ
る
。
宇
治
十

帖
は
宇
治
だ
け
で
物
語
が
終
始
す
る
の
で
は
な
く
、
必
ず
都
と
の
対
比
が
描
か
れ
、
そ
こ
で

様
々
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
の
だ
。 

 

四
．
宇
治
と
い
う
境
界
空
間 

四
‐
一 

境
界
を
生
き
る
人
物 
 

宇
治
は
交
通
の
要
衝
と
し
て
都
と
各
地
を
つ
な
い
で
き
た
。
そ
こ
は
山
と
川
に
よ
っ
て
隔

て
ら
れ
た
鄙
で
あ
り
、
憂
い
を
帯
び
た
場
所
で
あ
る
。
こ
の
宇
治
と
都
と
を
行
き
来
し
た
の

が
薫
、
匂
宮
と
い
う
光
源
氏
亡
き
後
の
貴
公
子
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
都
に
拠
点
を
置
く

人
物
で
あ
っ
て
宇
治
の
者
で
は
な
い
。
薫
も
噂
で
は
耳
に
し
て
い
た
宇
治
を
直
接
訪
問
し
、 

 
 

げ
に
、
聞
き
し
よ
り
も
あ
は
れ
に
、
住
ま
ひ
た
ま
へ
る
さ
ま
よ
り
は
じ
め
て
、
い
と
仮

な
る
草
の
庵
に
、
思
ひ
な
し
こ
と
そ
ぎ
た
り
。
同
じ
き
山
里
と
い
へ
ど
、
さ
る
方
に
て

心
と
ま
り
ぬ
べ
く
の
ど
や
か
な
る
も
の
も
あ
る
を
、
い
と
荒
ま
し
き
水
の
音
、
波
の
響

き
に
、
も
の
忘
れ
う
ち
し
、
夜
な
ど
心
と
け
て
夢
を
だ
に
見
る
べ
き
ほ
ど
も
な
げ
に
、

す
ご
く
吹
き
は
ら
ひ
た
り
。 

 
 
 

（
橋
姫 

一
三
二
頁
） 

と
八
の
宮
邸
の
周
り
の
荒
々
し
さ
に
驚
き
を
隠
せ
な
い
。
し
か
も
そ
の
八
の
宮
邸
に
は 

「
あ
や
し
き
下
衆
な
ど
、
田
舎
び
た
る
山
が
つ
ど
も
の
み
」
が
稀
に
訪
れ
る
と
い
う
。 

都
と
は
ま
っ
た
く
違
う
風
景
が
そ
こ
に
は
広
が
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
都
の
人
間
で
あ 

る
薫
と
匂
宮
の
二
人
が 

「
荒
さ
じ
と
思
す
と
も
、
い
か
で
か
は
。
心
や
す
き
男
だ
に
、
行
き
来
の
ほ
ど
、
荒
ま

し
き
山
道
に
は
べ
れ
ば
、
思
ひ
つ
つ
な
ん
月
日
も
隔
た
り
は
べ
る
（
以
下
略
）」 

（
宿
木
巻 

三
九
八
頁
） 

と
い
う
険
し
い
山
道
を
越
え
て
八
の
宮
の
姫
君
、
大
君
・
中
の
君
、
そ
し
て
浮
舟
の
元
へ
と

通
う
。
そ
の
往
来
の
描
写
が
都
と
宇
治
の
違
い
を
鮮
明
に
し
、
対
比
構
造
を
創
り
上
げ
て
い

く
。
都
と
鄙
の
境
界
を
彼
ら
は
何
度
も
行
き
来
し
た
。
境
界
に
生
き
る
も
の
と
し
て
存
在
し

た
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
こ
れ
は
二
人
に
共
通
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
匂
宮
も
薫
も
山
道
を
通
っ
て
宇
治
に

通
っ
て
い
た
が
、
匂
宮
は
都
に
縛
ら
れ
立
場
上
身
動
き
が
取
れ
な
い
た
め
、
中
の
君
を
都
の

邸
宅
に
呼
び
寄
せ
る
な
ど
す
る
。
匂
宮
の
拠
点
は
都
で
あ
り
、
そ
の
華
や
か
さ
は
都
の
象
徴

た
る
人
物
で
あ
っ
た
。
一
方
の
薫
は
都
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
宇
治
と
都
を
行
き
来
す
る
。

薫
こ
そ
が
境
界
に
生
き
る
存
在
な
の
で
あ
る
。 

  

四
‐
二 

宇
治
内
部
の
境
界
空
間 

 

こ
の
境
界
性
は
都
と
宇
治
と
い
う
場
所
に
と
ど
ま
ら
ず
、
宇
治
の
中
で
も
宇
治
川
が
そ
の

働
き
を
す
る
。
前
述
し
た
匂
宮
の
中
宿
り
の
場
面
を
引
用
す
る
。 

六
条
院
よ
り
伝
は
り
て
、
右
大
殿
し
り
た
ま
ふ
所
は
、
川
よ
り
を
ち
に
い
と
広
く
お
も

し
ろ
く
て
あ
る
に
、
御
設
け
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
。（
椎
本
巻 

一
六
九
頁
） 

匂
宮
や
薫
の
い
る
別
荘
は
宇
治
川
を
隔
て
て
向
こ
う
側
、
こ
ち
ら
側
は
八
の
宮
邸
で
あ
る
。

川
を
境
界
と
し
て
宇
治
の
中
に
も
都
と
鄙
と
い
う
構
図
が
再
現
さ
れ
る
。
川
は
空
間
の
隔
て

と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
だ
。 

 

ま
た
、
都
と
宇
治
を
隔
て
る
役
割
と
し
て
山
や
川
の
ほ
か
に
霧
が
あ
る
。
八
の
宮
邸
は 

－ 3 －
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川
の
こ
な
た
な
れ
ば
、
舟
な
ど
も
わ
づ
ら
は
で
、
御
馬
に
て
な
り
け
り
。
入
り
も
て
ゆ

く
ま
ま
に
霧
ふ
た
が
り
て
、
道
も
見
え
ぬ
し
げ
木
の
中
を
分
け
た
ま
ふ
に
、
い
と
荒
ま

し
き
風
の
競
ひ
に
、
ほ
ろ
ほ
ろ
と
落
ち
乱
る
る
木
の
葉
の
露
の
散
り
か
か
る
も
い
と
冷

や
や
か
に
、
人
や
り
な
ら
ず
い
た
く
濡
れ
た
ま
ひ
ぬ
。
か
か
る
歩
き
な
ど
も
、
を
さ
を

さ
な
ら
ひ
た
ま
は
ぬ
心
地
に
、
心
細
く
を
か
し
く
思
さ
れ
け
り
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
橋
姫
巻 

一
三
六
頁
） 

と
い
う
よ
う
に
、
舟
の
用
意
も
せ
ず
馬
で
行
く
こ
と
が
で
き
た
。
面
倒
な
く
簡
単
に
行
く
こ

と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
邪
魔
を
す
る
の
が
霧
で
あ
る
。
辺
り
一
面
に
立
ち
込
め
た
霧
は
薫

の
行
く
手
を
阻
み
、
恐
怖
心
を
与
え
る
。「
か
か
る
歩
き
」
を
し
た
こ
と
が
な
い
都
人
の
薫

に
対
す
る
障
害
と
し
て
立
ち
は
だ
か
る
。
こ
の
霧
は
宇
治
の
姫
君
を
垣
間
見
る
と
き
に
も

「
霧
の
深
け
れ
ば
、
さ
や
か
に
見
ゆ
べ
く
も
あ
ら
ず
。」
と
邪
魔
を
す
る
。 

 

霧
に
よ
る
隔
て
は
こ
の
他
に
も
夕
霧
巻
に
見
ら
れ
る
。 

 
 
 

日
入
り
方
に
な
り
ゆ
く
に
、
空
の
け
し
き
も
あ
は
れ
に
霧
り
わ
た
り
て
、
山
の
蔭
は

小
暗
き
心
地
す
る
に
、
蜩
鳴
き
し
き
り
て
、
垣
ほ
に
生
ふ
る
撫
子
の
う
ち
な
び
け
る
色

も
を
か
し
う
見
ゆ
。（
中
略
）
所
が
ら
よ
ろ
づ
の
こ
と
心
細
う
見
な
さ
る
る
も
、
あ
は

れ
に
も
の
思
ひ
つ
づ
け
ら
る
。（
中
略
）
し
め
や
か
に
て
、
思
ふ
こ
と
も
う
ち
出
で
つ

べ
き
を
り
か
な
と
思
ひ
ゐ
た
ま
へ
る
に
、
霧
の
た
だ
こ
の
軒
の
も
と
ま
で
立
ち
わ
た
れ

ば
、「
ま
か
で
ん
方
も
見
え
ず
な
り
ゆ
く
は
。
い
か
が
す
べ
き
」
と
て
、 

 
 
 
 

山
里
の
あ
は
れ
を
そ
ふ
る
夕
霧
に
た
ち
出
で
ん
空
も
な
き
心
地
し
て 

 
 

と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば 

 
 
 
 

山
が
つ
の
ま
が
き
を
こ
め
て
立
つ
霧
も
心
そ
ら
な
る
人
は
と
ど
め
ず 

 
 

ほ
の
か
に
聞
こ
ゆ
る
御
け
は
ひ
に
慰
め
つ
つ
、
ま
こ
と
に
帰
る
さ
忘
れ
は
て
ぬ
。 

 
 
 

「
中
空
な
る
わ
ざ
か
な
。
家
路
は
見
え
ず
、
霧
の
籬
は
、
立
ち
と
ま
る
べ
う
も
あ
ら

ず
や
ら
は
せ
た
ま
ふ
。
つ
き
な
き
人
は
か
か
る
こ
と
こ
そ
」
な
ど
や
す
ら
ひ
て
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
夕
霧
巻
四
〇
一
頁
） 

夕
霧
が
落
葉
の
宮
の
母
、
御
息
所
を
見
舞
う
た
め
に
山
城
国
愛
宕
郡
の
比
叡
山
の
麓
・ 

小
野
に
あ
る
山
荘
を
訪
れ
る
場
面
で
あ
る
。
小
野
も
宇
治
同
様
、
鄙
で
あ
り
、
山
里
で 

あ
る
。
落
葉
の
宮
へ
の
恋
心
を
募
ら
せ
て
い
た
夕
霧
の
前
に
霧
が
立
ち
こ
め
、
不
安
な 

気
持
ち
に
さ
せ
る
。
ま
た
そ
の
霧
を
理
由
に
留
ま
る
の
だ
が
、
結
局
は
拒
ま
れ
る
。
こ 

こ
で
も
霧
は
恐
怖
を
与
え
る
と
同
時
に
隔
て
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。 

 五
．「
俗
聖
」
と
宇
治 

 

「
俗
聖
」
は
在
俗
の
仏
道
修
行
者
と
認
識
さ
れ
る
。
俗
と
聖
は
相
対
す
る
存
在
で
あ
る
が
、

「
俗
聖
」
は
そ
の
ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
。
い
わ
ば
境
界
に
生
き
る
存
在
で
あ
る
。
都
で
俗

聖
は
存
在
し
得
た
か
。
山
奥
で
俗
聖
は
存
在
し
得
た
か
。
宇
治
と
い
う
境
界
空
間
で
な
け
れ

ば
俗
聖
は
存
在
し
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

境
界
空
間
を
作
り
出
し
た
宇
治
の
山
、
川
そ
し
て
霧
と
い
う
隔
て
は
薫
に
と
っ
て
ど
の
よ

う
な
影
響
が
あ
っ
た
の
か
。
ま
ず
、
八
の
宮
や
宇
治
の
姫
君
へ
の
関
心
は
隔
て
が
あ
っ
た
ゆ

え
に
強
く
な
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
隔
て
に
よ
る
孤
立
は
自
己
を
見
つ
め
る
き
っ
か
け
に
な

っ
た
。
孤
立
す
る
こ
と
で
自
己
の
出
自
に
関
す
る
疑
念
を
増
大
さ
せ
る
。
宇
治
に
立
ち
込
め

る
霧
は
薫
の
疑
念
や
苦
悩
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

生
き
に
く
い
と
感
じ
て
い
た
薫
の
そ
の
「
生
き
に
く
さ
」
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
な
さ
ま

ざ
ま
な
隔
て
。
都
と
い
う
社
会
の
内
部
に
い
た
薫
は
、
自
分
は
他
の
人
と
は
違
う
と
違
和
感

を
抱
い
て
い
た
。
薫
は
自
己
を
、
自
分
の
居
場
所
を
求
め
て
都
の
外
部
で
あ
る
宇
治
へ
と
向

か
う
。
外
に
行
け
ば
何
か
見
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
期
待
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
出
会

っ
た
の
が
「
俗
聖
」
と
い
う
生
き
方
で
あ
っ
た
。 

聖
は
僧
と
は
違
い
、
本
寺
か
ら
離
れ
て
山
野
の
草
庵
な
ど
で
修
行
し
て
い
た
。（
注
⑬
）

ま
た
、
都
の
内
部
に
出
入
り
す
る
僧
に
比
べ
、
聖
は
都
と
距
離
の
あ
る
場
所
に
存
在
し
た
。

（
注
⑭
）
都
の
内
部
で
は
な
く
宇
治
で
「
俗
聖
」
が
存
在
し
た
理
由
は
、
聖
で
あ
る
た
め
に

は
都
か
ら
離
れ
た
場
所
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
「
俗
聖
」
で
あ
る
た

め
に
は
そ
れ
を
表
す
か
の
よ
う
な
境
界
空
間
が
舞
台
と
な
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
宇

治
と
い
う
場
所
は
様
々
な
隔
て
を
持
ち
、
心
を
揺
れ
動
か
す
要
素
が
あ
っ
た
。「
俗
聖
」
と

い
う
身
と
心
の
狭
間
、
俗
と
聖
の
狭
間
に
位
置
す
る
存
在
の
心
の
揺
れ
と
葛
藤
を
よ
り
効
果

的
に
描
き
出
す
に
は
こ
の
境
界
空
間
で
あ
る
宇
治
と
い
う
舞
台
が
重
要
で
あ
り
、
考
え
ら
れ

た
舞
台
設
定
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
狭
間
を
表
現
す
る
た
め
に
も
「
俗
聖
」
が
相
応

し
か
っ
た
の
だ
。 

 

六
．
お
わ
り
に 

 

こ
こ
ま
で
宇
治
の
境
界
性
と
「
俗
聖
」
の
関
係
を
見
て
き
た
。「
俗
聖
」
と
い
う
語
は
『
源

氏
物
語
』
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
紫
式
部
の
造
語
と
い
う
可
能
性
が
高
い
。（
注

⑮
）
そ
れ
を
踏
ま
え
て
物
語
を
読
む
と
、
宇
治
十
帖
の
中
心
と
な
る
薫
が
目
指
す
「
俗
聖
」

は
そ
の
舞
台
、
人
物
の
描
き
方
す
べ
て
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
つ
ま

り
、
宇
治
十
帖
で
描
か
れ
た
す
べ
て
が
揺
れ
動
く
境
界
性
を
は
ら
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

宇
治
と
い
う
場
所
、
人
物
造
型
、
言
葉
の
選
び
方
す
べ
て
が
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
こ
が
『
源

氏
物
語
』
の
魅
力
で
あ
り
、
難
し
さ
で
も
あ
る
。 

 

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
語
を
生
み
出
し
、
こ
の
よ
う
な
世
界
を
描
い
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い

－ 4 －
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月
一
五
日 

桜
楓
社 

二
八
八
頁 

④
『
日
本
書
紀
①
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
二 

小
島
憲
之 

直
木
孝
次
郎 
西
宮
一 

蔵
中
進 

毛
利
正
守 

 

一
九
九
四
年
四
月
二
〇
日 

小
学
館 

四
九
五
頁 

『
日
本
書
紀
②
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
三 

小
島
憲
之 

直
木
孝
次
郎 

西
宮
一 
蔵
中
進 

毛
利
正
守 

 

一
九
九
六
年
一
〇
月
一
〇
日 

小
学
館 

一
九
頁 

⑤
三
田
村
雅
子
著
「
宇
治
十
帖 

そ
の
内
部
と
外
部
」 

岩
波
講
座
日
本
文
学
史
第
三
巻 

一
一
・
一
二
世
紀
の
文
学 

 

一
九
九
六
年
九
月
九
日 

岩
波
書
店 

三
一
頁 

引
用
部
分
、「
そ
の
よ
う
な
物
語
」
と
は
正
篇
の
光
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
色
好
み
の
恋

の
諸
相
」
を
指
す
。 

⑥
『
和
泉
式
部
日
記 

紫
式
部
日
記 

更
級
日
記 

讃
岐
典
侍
日
記
』 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
二
六 

藤
岡
忠
美 

中
野
幸
一 

犬
養
廉 
石
井
文
夫 

一

九
九
四
年
九
月
二
〇
日 

小
学
館 

⑦
今
井
源
衛
著
「
源
氏
物
語
の
思
念
」
笠
間
叢
書
二
〇
六 

 

一
九
八
七
年
九
月
三
〇
日 

笠
間
書
院 

一
一
五
頁 

⑧
『
古
今
和
歌
集
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
一
一 

 

小
沢
正
夫 

松
田
成
穂 

一
九
九
四
年
一
一
月
二
〇
日 

小
学
館 

⑨
『
萬
葉
集
①
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
六 

 

小
島
憲
之 

木
下
正
俊 

東
野
治
之 

一
九
九
四
年
九
月
二
〇
日 

小
学
館 

⑩
「
新
編
国
歌
大
観
」
角
川
書
店 

CD
-RO

M
 

⑪
廣
田
收
著
「『
源
氏
物
語
』
系
譜
と
構
造
」 

二
〇
〇
七
年
三
月
三
一
日 

笠
間
書
院 

三
一
四
頁 

⑫
高
橋
亨
著
「
源
氏
物
語
の
対
位
法
」 

一
九
八
二
年
五
月
一
〇
日 

東
京
大
学
出
版
会 

一
七
四
頁 

⑬
若
紫
巻 

二
〇
〇
頁 

 
 

峰
高
く
、
深
き
岩
の
中
に
ぞ
、
聖
入
り
ゐ
た
り
け
る
。 

 

頭
注
に
「「
聖
」
は
、
本
来
は
高
徳
の
僧
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
は
本
寺
か
ら
離
れ
て
草

庵
な
ど
を
構
え
、
修
行
に
専
念
す
る
念
仏
行
者
の
称
」
と
あ
る
。 

⑭
注
②
に
同
じ 

⑮
注
②
に
同
じ 
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