
浮
舟
と
「
数
な
ら
ぬ
」・「
身
の
ほ
ど
」
の
意
識

―
―
明
石
の
君
・
中
将
の
君
を
と
お
し
て
―
―

大

竹

明

香

は
じ
め
に

浮
舟
を
め
ぐ
る
「
数
な
ら
ぬ
」
と
「
身
の
ほ
ど
」
の
語
意
を
、
明
石
の
君

と
中
将
の
君
を
と
お
し
て
詳
し
く
考
え
た
い
。

『
源
氏
物
語
』
作
中
に
は
、
女
君
が
男
君
と
自
身
の
身
分
の
差
を
痛
感
す

る
こ
と
が
語
ら
れ
る
叙
述
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
「
数
な
ら
ぬ
」
と
の
語
が

見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
作
中
に
お
い
て
は
、
空
蝉
、
明
石

の
君
、
宇
治
の
中
の
君
、
中
将
の
君
な
ど
を
中
心
に
用
例
が
散
見
す
る
。
こ

こ
に
浮
舟
は
含
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。

明
石
の
君
と
浮
舟
は
、
共
に
受
領
階
級
の
娘
と
し
て
作
中
に
語
ら
れ
て
い

る
人
で
あ
る
。
明
石
の
君
は
前
播
磨
守
の
娘
だ
が
、
も
と
は
都
の
重
職
を
担

う
貴
族
の
家
柄
、
阿
部
秋
生
氏
が
「
名
門
の
血
」
と
述
べ
て
い
る
と
お（
１
）り、

誇
り
高
き
血
筋
で
あ
る
。
一
方
の
浮
舟
は
八
の
宮
の
娘
で
あ
る
が
、
大
君
、

中
の
君
の
異
母
妹
に
あ
た
る
。
浮
舟
は
父
で
あ
る
八
の
宮
の
認
知
を
得
る
こ

と
も
叶
わ
ず
、
母
の
再
婚
相
手
で
あ
る
常
陸
守
に
し
た
が
っ
て
、
長
い
間
地

方
で
暮
ら
し
た
人
と
し
て
作
中
に
語
ら
れ
て
い
る
。
明
石
の
君
と
同
様
、
浮

舟
も
ま
た
受
領
の
家
で
育
っ
た
が
、
そ
の
血
筋
は
高
貴
な
宮
家
の
血
を
受
け

た
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
明
石
の
君
と
浮
舟
は
共
に
「
貴
種
」
の
血
を
ひ

く
娘
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
作
中
に
お
い
て
は
そ
の
初
出
か
ら
、
受
領
階
級

に
零
落
し
た
人
と
し
て
語
り
お
こ
さ
れ
て
い
る
。

光
源
氏
の
一
人
娘
を
産
ん
だ
明
石
の
君
は
、
受
領
の
娘
で
あ
る
自
身
を

「
数
な
ら
ぬ
身
」
と
捉
え
、
ま
た
「
身
の
ほ
ど
」
と
の
意
識
も
内
包
し
て
い

る
人
と
し
て
作
中
に
語
ら
れ
て
い
る
。
明
石
の
君
を
め
ぐ
る
「
数
な
ら
ぬ
」

や
「
身
の
ほ
ど
」
の
語
は
、
彼
女
の
聡
明
な
生
き
方
、
身
の
処
し
方
を
表
す

も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い（
２
）る。

で
は
浮
舟
は
ど
う
か
。
明
石
の
君
と
類
似
す
る
境
遇
に
あ
っ
て
、
薫
や
匂

宮
と
い
う
高
貴
な
男
君
に
対
峙
す
る
浮
舟
に
関
す
る
「
数
な
ら
ぬ
」
や
「
身

の
ほ
ど
」
の
語
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
「
数
な
ら
ぬ
身
」
の
意
識

こ
こ
で
は
ま
ず
、「
数
な
ら
ぬ
」
の
語
を
と
り
あ
げ
る
。
以
下
に
、
浮
舟

が
作
中
に
語
り
お
こ
さ
れ
る
宿
木
巻
以
降
に
散
見
す
る
「
数
な
ら
ぬ
」
の
語

― 36 ―



の
用
例
、
全
十
一
例
を
あ
げ（
３
）る。

①
い
か
で
か
は
、
数
な
ら
ぬ
あ
り
さ
ま
な
め
れ
ば
、
か
な
ら
ず
人
笑
へ
に

う
き
こ
と
出
で
来
ん
も
の
ぞ
と
は
、

（
宿
木
⑤
三
八
三
）

②
げ
に
、
心
あ
ら
む
人
は
、
数
な
ら
ぬ
身
を
知
ら
で
ま
じ
ら
ふ
べ
き
世
に

も
あ
ら
ざ
り
け
り
、

（
宿
木
⑤
四
二
一
）

③
何
ご
と
も
、
数
な
ら
で
は
、
世
の
人
め
か
し
き
こ
と
と
も
あ
る
ま
じ
か

り
け
り
、

（
宿
木
⑤
四
七
九
）

④
人
の
御
ほ
ど
の
た
だ
今
世
に
あ
り
が
た
げ
な
る
を
も
、
数
な
ら
ま
し
か

ば
な
ど
ぞ
よ
ろ
づ
に
思
ひ
け
る
。

（
東
屋
⑥
一
七
）

⑤
上
達
部
、
親
王
た
ち
に
て
、
み
や
び
や
か
に
心
恥
づ
か
し
き
人
の
御
あ

た
り
と
い
ふ
と
も
、
わ
が
数
な
ら
で
は
か
ひ
あ
ら
じ
。
よ
ろ
づ
の
こ
と

わ
が
身
か
ら
な
り
け
り
と
思
へ
ば
、
よ
ろ
づ
に
悲
し
う
こ
そ
見
た
て
ま

つ
れ
ど
、
い
か
に
し
て
、
人
笑
へ
な
ら
ず
し
た
て
た
て
ま
つ
ら
む
」

と
語
ら
ふ
。

（
東
屋
⑤
三
六
―
三
七
）

⑥
数
な
ら
ぬ
身
ひ
と
つ
の
蔭
に
隠
れ
も
あ
へ
ず
、
あ
は
れ
な
る
こ
と
の
み

多
く
は
べ
る
世
な
れ
ば
、頼
も
し
き
方
に
は
ま
づ
な
ん
。（
東
屋
⑤
三
九
）

⑦
か
の
過
ぎ
に
し
御
代
り
に
尋
ね
て
見
ん
と
、
こ
の
数
な
ら
ぬ
人
を
さ
へ

な
ん
、
か
の
弁
の
尼
君
に
は
の
た
ま
ひ
け
る
。（
東
屋
⑤
四
七
―
四
八
）

⑧
数
な
ら
ぬ
身
に
、も
の
思
ひ
の
種
を
や
い
と
ど
蒔
か
せ
て
見
は
べ
ら
ん
。

高
き
も
短
き
も
、
女
と
い
ふ
も
の
は
か
か
る
筋
に
て
こ
そ
、

（
東
屋
⑤
五
六
）

⑨
年
ご
ろ
は
、
心
細
き
あ
り
さ
ま
を
見
た
ま
へ
な
が
ら
、
そ
れ
は
数
な
ら

ぬ
身
の
怠
り
に
思
ひ
た
ま
へ
な
し
つ
つ
、

（
蜻
蛉
⑤
三
三
九
）

⑩
ま
た
数
な
ら
ぬ
ほ
ど
は
、
な
か
な
か
い
と
恥
づ
か
し
く
な
む
、
人
に
何

ゆ
ゑ
な
ど
は
知
ら
せ
は
べ
ら
で
、

（
蜻
蛉
⑤
二
四
一
）

⑪
「
あ
は
れ
知
る
心
は
人
に
お
く
れ
ね
ど
数
な
ら
ぬ
身
に
き
え
つ
つ
ぞ
ふ

る
」

（
蜻
蛉
⑤
二
四
五
―
二
四
六
）

①
は
匂
宮
と
夕
霧
の
娘
六
の
君
と
の
婚
約
を
聞
い
た
中
の
君
の
心
内
語

で
、
自
ら
を
「
数
な
ら
ぬ
」
身
で
あ
る
と
比
定
し
、「
人
笑
へ
」
と
な
る
こ

と
へ
の
危
惧
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
数
な
ら
ぬ
」
と
「
人
笑
へ
」
の
意

識
は
、
明
石
の
君
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

②
は
、
匂
宮
の
夜
離
れ
が
続
き
、
思
い
悩
む
中
の
君
の
心
内
語
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
も
「
数
な
ら
ぬ
身
」
と
は
、
中
の
君
自
身
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
③
は
薫
の
大
君
へ
の
思
い
を
知
っ
た
中
の
君
の
心
内
語
で
あ
る
。
①
②

③
は
、
匂
宮
と
中
の
君
、
ま
た
薫
と
大
君
を
も
含
め
た
身
分
差
を
表
す
語
と

し
て
、「
数
な
ら
ぬ
」
の
意
識
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

④
か
ら
⑩
ま
で
は
、
中
の
君
の
異
母
妹
で
あ
る
浮
舟
に
関
す
る
用
例
で
あ

る
。
浮
舟
の
人
物
造
型
に
つ
い
て
は
、
秋
山
虔
氏
が
「
浮
舟
登
場
の
経
過
は
、

そ
の
母
中
将
の
君
の
運
命
と
密
接
に
か
ら
み
つ
つ
、
そ
れ
自
体
が
き
わ
め
て

独
特
な
世
界
を
形
成
し
て
い
る
」
と
指
摘（
４
）し、
こ
れ
に
続
い
て
鈴
木
日
出
男

氏
は
「
自
ら
固
有
の
性
格
な
り
思
想
な
り
を
賦
与
さ
れ
た
存
在
と
し
て
造
型

さ
れ
て
は
い
な
い
。
独
自
の
意
思
に
も
と
づ
い
て
生
き
よ
う
と
は
し
な
い
」

と
述
べ（
５
）る。
ま
た
高
田
祐
彦
氏
は
、
浮
舟
の
母
中
将
の
君
に
関
す
る
「
数
な

ら
ぬ
」
の
語
に
つ
い
て
、
彼
女
の
身
分
意
識
を
端
的
に
表
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
と
捉
え（
６
）る。
以
下
に
、
浮
舟
に
関
す
る
「
数
な
ら
ぬ
」
の
語
に
つ
い
て

詳
し
く
み
て
い
き
た
い
。

④
は
東
屋
巻
の
巻
頭
で
あ
る
。
薫
の
よ
う
な
高
貴
人
が
我
が
娘
浮
舟
に
興

味
を
抱
い
て
い
る
こ
と
に
期
待
を
抱
き
な
が
ら
も
、「
数
な
ら
ま
し
か
ば
」、

人
並
み
で
な
い
中
将
の
君
と
浮
舟
母
娘
の
身
分
を
思
い
悩
ん
で
い
る
。
く
わ

え
て
、
こ
の
叙
述
が
母
中
将
の
君
の
心
内
語
を
語
る
叙
述
で
あ
る
こ
と
に
留
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意
し
た
い
。
鈴
木
裕
子
氏
は
、
こ
こ
で
の
中
将
の
君
の
「
数
な
ら
ぬ
」
の
意

識
に
つ
い
て
、
受
領
の
妻
と
な
っ
た
自
身
へ
の
悲
し
み
を
読
み
取
っ
て
い
る

（
７
）が、
こ
の
よ
う
な
母
の
自
ら
に
対
す
る
痛
恨
の
思
い
が
、
そ
の
ま
ま
娘
へ
の

思
い
と
な
っ
て
い
く
。
一
方
、
高
貴
人
薫
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
て
わ

が
身
の
出
自
を
嘆
く
こ
と
な
ど
を
も
含
め
、
物
語
に
語
ら
れ
て
か
ら
し
ば
ら

く
の
間
、
浮
舟
の
心
中
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
て
は
い
な
い
。

⑤
も
中
将
の
君
の
心
内
を
語
る
叙
述
で
あ
る
。
八
の
宮
か
ら
わ
が
身
は
人

数
に
も
思
っ
て
は
も
ら
え
な
か
っ
た
こ
と
を
思
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

中
将
の
君
か
ら
発
せ
ら
れ
る
「
数
な
ら
ぬ
」
と
の
意
識
が
、
浮
舟
の
「
人
笑

へ
」
回
避
へ
の
思
い
へ
と
移
行
し
て
い
る
こ
と
に
注
視
し
た
い
。
こ
の
よ
う

な
中
将
の
君
の
浮
舟
へ
の
意
識
は
、
こ
の
後
も
く
り
返
し
語
ら
れ
て
い
る
。

⑥
は
中
将
の
君
か
ら
中
の
君
へ
、
浮
舟
庇
護
の
依
頼
で
あ
る
。
こ
こ
で
の

「
数
な
ら
ぬ
」
と
の
言
葉
に
は
、
表
向
き
は
中
将
の
君
か
ら
中
の
君
へ
の
卑

下
の
意
と
な
っ
て
い
る
が
、
浮
舟
を
ど
う
に
か
し
て
や
り
た
い
、
と
の
思
い

の
表
れ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
中
将
の
君
の
「
数
な
ら
ぬ
身
」
と
の

思
い
は
、
常
に
娘
で
あ
る
浮
舟
へ
の
思
い
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑦
も
中
将
の
君
か
ら
中
の
君
へ
、
浮
舟
庇
護
の
依
頼
の
言
葉
で
あ
る
。
弁

の
尼
か
ら
、薫
が
大
君
の
代
わ
り
に
浮
舟
を
所
望
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
浮
舟
が
大
君
の
異
母
妹
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
こ
に

は
常
に
、
母
の
身
分
が
低
い
こ
と
に
起
因
す
る
薫
と
浮
舟
の
身
分
差
に
対
す

る
危
惧
が
内
在
す
る
の
で
あ
る
。

⑧
は
薫
の
申
し
入
れ
を
中
の
君
よ
り
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
に
答
え
る
中
将
の

君
の
言
葉
で
あ
る
。
浮
舟
を
薫
へ
。
母
中
将
の
君
の
「
数
な
ら
ぬ
身
」
と
の

思
い
は
、
薫
と
い
う
高
貴
な
男
君
か
ら
み
れ
ば
、
わ
が
娘
浮
舟
は
下
仕
え
程

度
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
意
識
も
語
ら
れ
て
い
る
。

⑨
は
浮
舟
失
踪
後
の
母
中
将
の
君
の
言
葉
で
あ
る
。
浮
舟
の
心
細
さ
、
そ

れ
は
母
で
あ
る
わ
が
身
が
「
数
な
ら
ぬ
身
」
だ
か
ら
な
の
だ
、
と
あ
る
。

⑩
も
中
将
の
君
か
ら
薫
へ
の
言
葉
で
あ
る
。
自
分
は
人
並
で
は
な
い
身
分

で
あ
る
た
め
、
そ
れ
は
薫
と
浮
舟
と
の
関
係
へ
と
結
び
つ
く
と
す
る
。
人
に

は
わ
が
娘
浮
舟
と
薫
が
縁
あ
っ
て
そ
の
よ
う
な
仲
で
あ
っ
た
、
と
は
知
ら
せ

て
は
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
も
中
将
の
君
の
言
葉
を
と
お
し
て
、
薫

と
浮
舟
の
身
分
差
が
転
写
さ
れ
て
い
る
表
現
で
あ
る
。

浮
舟
に
関
す
る
「
数
な
ら
ぬ
」
の
用
例
は
以
上
で
あ
る
。
浮
舟
を
め
ぐ
る

「
数
な
ら
ぬ
」
の
用
例
は
東
屋
巻
に
お
い
て
最
も
多
く
見
受
け
ら
れ
、
蜻
蛉

巻
に
お
い
て
ふ
た
た
び
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

な
お
⑪
は
浮
舟
喪
失
を
堪
え
る
薫
に
対
す
る
小
宰
相
の
君
の
歌
に
「
数
な

ら
ぬ
身
」
と
の
表
現
が
見
受
け
ら
れ
る
。小
宰
相
の
君
は
女
房
で
あ
る
か
ら
、

浮
舟
と
は
ほ
ぼ
同
等
の
身
分
で
あ
ろ
う
。
浮
舟
は
、
明
石
の
君
や
中
の
君
と

照
ら
し
合
わ
せ
て
も
、
薫
や
匂
宮
と
対
峙
す
れ
ば
、
そ
の
身
は
「
数
な
ら
ぬ

身
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
浮
舟
は
召
人
程
度
の
人
で
あ

る
と
の
指
摘
が
あ（
８
）る。
こ
の
こ
と
は
中
将
の
君
が
抱
く
「
数
な
ら
ぬ
」
の
語

を
と
お
し
て
も
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

浮
舟
に
関
す
る
「
数
な
ら
ぬ
」
の
語
は
す
べ
て
浮
舟
の
母
を
介
し
て
発
せ

ら
れ
る
意
識
で
あ
り
、
浮
舟
自
身
か
ら
直
接
発
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
つ
ま

り
は
、
浮
舟
に
関
す
る
「
数
な
ら
ぬ
」
の
意
識
は
外
か
ら
、
母
か
ら
付
与
さ

れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
母
中
将
の
君
は
人
並
み
の
身
分
で
は
な
い
わ
が
身

を
嘆
き
、
そ
の
自
分
か
ら
生
ま
れ
た
浮
舟
の
身
の
行
く
末
を
案
じ
て
い
る
叙

述
に
お
い
て
「
数
な
ら
ぬ
」
の
語
は
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

中
将
の
君
が
強
く
意
識
し
た
の
は
、
浮
舟
の
異
母
姉
で
あ
る
中
の
君
で

あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
中
の
君
で
さ
え
も
抱
い
て
い
る
「
数
な
ら
ぬ
」
と
の
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意
識
が
、
直
接
浮
舟
か
ら
発
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
は
た
と
え
ば
明

石
の
君
が
自
ら
「
身
の
ほ
ど
」
や
「
数
な
ら
ぬ
身
」
と
い
う
意
識
を
抱
い
て

思
い
悩
ん
で
い
る
こ
と
と
は
、
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
自
身

に
対
し
て
「
数
な
ら
ぬ
」
の
意
識
を
抱
い
て
い
な
い
こ
と
が
、
浮
舟
の
特
徴

を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

浮
舟
自
身
が
抱
く
べ
き
は
ず
の
「
数
な
ら
ぬ
」
と
の
意
識
を
母
中
将
の
君

が
抱
え
込
み
、
浮
舟
自
身
は
そ
の
意
識
を
持
つ
役
割
を
与
え
ら
れ
て
は
い
な

い
。
こ
れ
は
、
秋
山
氏
や
鈴
木
氏
が
指
摘
す
る
浮
舟
の
人
物
造
型
の
特
徴
を
、

「
数
な
ら
ぬ
」
の
語
を
と
お
し
て
確
認
で
き
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

二

「
身
の
ほ
ど
」
の
意
識

こ
れ
ま
で
、浮
舟
は
「
数
な
ら
ぬ
」
の
意
識
を
内
包
し
て
い
な
い
こ
と
を
、

そ
の
意
味
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
。「
数
な
ら
ぬ
」
と
は
「
と
る
に
足
り
な

い
わ
が
身
」
を
嘆
く
意
識
と
す
る
な
ら
ば
、
同
様
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る

語
に
「
身
の
ほ
ど
」
の
語
が
あ
る
。『
角
川
古
語
大
辞
典
』
に（
９
）は、「
❶
そ
の

身
分
・
立
場
・
能
力
な
ど
の
程
度
。
分
際
。
平
安
末
期
ご
ろ
か
ら
「
身
の
ほ

ど
知
ら
ず
」
の
形
が
現
れ
る
。
❷
特
に
、
自
己
の
置
か
れ
て
い
る
劣
っ
た
身

の
上
。
境
遇
。
❸
一
般
に
、
社
会
的
な
身
分
・
地
位
。」
と
説
明
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
主
に
❷
の
用
例
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
す
る
。

「
身
の
ほ
ど
」
の
語
は
、『
源
氏
物
語
』
作
中
に
お
い
て
は
、
三
八
例
が

確
認
で
き
る
。
内
訳
は
、
空
蝉
一
例
、
夕
顔
の
父
一
例
、
明
石
の
君
十
一
例
、

光
源
氏
五
例
、
明
石
の
入
道
一
例
、
藤
壺
の
宮
一
例
、
夕
霧
三
例
、
紫
の
上

一
例
、
柏
木
二
例
、
匂
宮
二
例
、
弁
の
尼
二
例
、
薫
五
例
、
中
将
の
君
三
例

で
あ
る
。
こ
の
用
例
数
を
外
観
す
れ
ば
、
明
石
の
君
に
関
わ
っ
て
用
い
ら
れ

て
い
る
語
と
し
て
、
そ
の
特
徴
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ（

１０
）う。
く
わ
え
て
、

「
身
の
ほ
ど
」
の
語
は
、
草
紙
地
に
お
い
て
光
源
氏
や
藤
壺
な
ど
を
語
る
際

に
は
「
御
身
の
ほ
ど
」
と
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
「
高
貴
な
身
分
」
を
表
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。た
と
え
ば
光
源
氏
か
ら
朧
月
夜
へ
語
ら
れ
た
言
葉
に
、

い
み
じ
く
忍
び
て
参
ら
む
。
今
は
さ
や
う
の
歩
き
も
と
こ
ろ
せ
き
身
の

ほ
ど
に
、
お
ぼ
ろ
け
な
ら
ず
忍
ぶ
べ
き
こ
と
な
れ
ば
、

（
若
菜
上
④
七
八
）

と
あ
る
。「
今
は
さ
や
う
の
歩
き
も
と
こ
ろ
せ
き
身
の
ほ
ど
に
」
と
は
、
光

源
氏
自
身
、
昔
の
よ
う
に
た
や
す
く
微
行
な
ど
も
で
き
な
い
高
い
身
分
で
あ

る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
こ
う
し
て
あ
な
た
に
逢
い
に

来
た
の
だ
、
と
光
源
氏
は
朧
月
夜
に
思
い
を
伝
え
て
お
り
、「
と
こ
ろ
せ
き

身
の
ほ
ど
」
は
光
源
氏
の
思
い
の
強
さ
を
表
す
語
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と

も
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
匂
宮
に
つ
い
て
も
見
受
け
ら
れ
る
。

限
り
あ
る
御
身
の
ほ
ど
の
よ
だ
け
さ
を
、
厭
は
し
き
ま
で
心
も
と
な
し

と
思
し
た
れ
ば
、

（
橋
姫
⑤
一
五
五
）

世
に
咎
め
あ
る
ば
か
り
の
心
は
何
ご
と
に
か
は
つ
か
ふ
ら
む
。
と
こ
ろ

せ
き
身
の
ほ
ど
こ
そ
、
な
か
な
か
な
る
わ
ざ
な
り
け
れ
」
と
て
、

（
総
角
⑤
二
七
七
）

こ
れ
ら
、
匂
宮
に
関
す
る
「
身
の
ほ
ど
」
の
用
例
は
、
ど
ち
ら
も
皇
子
で
あ

る
匂
宮
の
高
貴
な
身
分
で
は
女
君
た
ち
の
も
と
へ
通
う
こ
と
が
容
易
で
は
な

い
意
を
表
し
て
い
る
。
匂
宮
に
関
す
る
「
身
の
ほ
ど
」
も
光
源
氏
の
用
例
と

類
似
し
、「
高
貴
な
身
分
」
ゆ
え
の
微
行
の
困
難
さ
を
表
し
て
い
る
。

さ
て
、
明
石
の
君
に
つ
い
て
は
阿
部
秋
生
氏
に
よ
っ
て
指
摘
が
な
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、「
身
の
ほ
ど
」
の
語
は
こ
の
人
の
人
物
造
型
に
大
き
く
関
わ
っ

て
用
い
ら
れ
て
い（

１１
）る。
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明
石
に
は
御
消
息
絶
え
ず
、
今
は
な
ほ
上
り
ぬ
べ
き
ほ
ど
を
の
た
ま

へ
ど
、
女
は
な
ほ
わ
が
身
の
ほ
ど
を
思
ひ
知
る
に
、
こ
よ
な
く
や
む
ご

と
な
き
際
の
人
々
だ
に
、
な
か
な
か
、
さ
て
か
け
離
れ
ぬ
御
あ
り
さ
ま

の
つ
れ
な
き
を
見
つ
つ
、
も
の
思
ひ
ま
さ
り
ぬ
べ
く
聞
く
を
、
ま
し
て

何
ば
か
り
の
お
ぼ
え
な
り
と
て
か
さ
し
出
で
ま
じ
ら
は
む
、
こ
の
若
君

の
御
面
伏
せ
に
、
Ⅰ
数
な
ら
ぬ
身
の
ほ
ど
こ
そ
あ
ら
は
れ
め
。
Ⅱ
た
ま

さ
か
に
這
ひ
渡
り
た
ま
ふ
つ
い
で
を
待
つ
こ
と
に
て
、
Ⅲ
人
笑
へ
に

は
し
た
な
き
こ
と
い
か
に
あ
ら
む
、
と
思
ひ
乱
れ
て
も
、
ま
た
、
さ
り

と
て
、
か
か
る
所
に
生
ひ
出
で
数
ま
へ
ら
れ
た
ま
は
ざ
ら
む
も
、
い
と

あ
は
れ
な
れ
ば
、
ひ
た
す
ら
に
も
え
恨
み
背
か
ず
。

（
松
風
②
三
九
七
―
三
九
八
）

こ
れ
は
、都
の
光
源
氏
か
ら
明
石
の
君
へ
上
京
を
催
促
す
る
叙
述
で
あ
る
。

Ⅰ
は
明
石
の
君
が
自
認
す
る
光
源
氏
と
の
身
分
差
を
表
し
て
お
り
、
そ
れ
に

よ
る
光
源
氏
か
ら
の
処
遇
を
想
定
す
る
の
が
Ⅱ
で
あ
る
。
Ⅰ
と
Ⅱ
は
明
石
の

君
の
心
内
に
お
い
て
対
応
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
光
源
氏
と
の
身
分

差
か
ら
生
じ
る
自
身
の
処
遇
（
Ⅰ
・
Ⅱ
）
が
Ⅲ
「
人
笑
へ
」
の
語
へ
と
繋
が

り
、
こ
の
「
人
笑
へ
」
へ
の
危
惧
の
た
め
に
「
思
い
乱
れ
」
て
い
る
。
つ
ま

り
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
は
明
石
の
君
の
心
中
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
呼
応
し
て
い

る
も
の
で
あ
り
、「
人
笑
へ
」
回
避
の
た
め
に
明
石
の
君
は
そ
の
身
の
処
し

方
を
徹
し
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。

明
石
の
君
が
「
身
の
ほ
ど
」
の
意
識
を
内
包
す
る
時
、
そ
こ
に
は
光
源
氏

と
わ
が
身
、
く
わ
え
て
光
源
氏
の
妻
妾
た
ち
と
わ
が
身
と
の
距
離
を
測
る
、

ま
た
は
あ
る
一
定
の
距
離
を
保
つ
た
め
の
身
の
処
し
方
、
方
法
と
し
て
「
身

の
ほ
ど
」
の
語
が
機
能
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
「
身
の
ほ
ど
」
と
は
、
高
貴
な
相
手
と
自
身
と
の
〈
距

離
を
測
る
意
識
〉
で
あ
る
と
い
え
る
。
作
中
、「
身
の
ほ
ど
」
の
意
識
を
抱

き
、
苦
悩
す
る
姿
を
最
も
多
く
付
与
さ
れ
た
明
石
の
君
を
と
お
し
て
、「
身

の
ほ
ど
」
の
語
は
相
手
と
の
〈
距
離
〉
の
意
識
を
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
、
こ
こ
で
は
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

三

浮
舟
と
「
身
の
ほ
ど
」

で
は
、
浮
舟
の
「
身
の
ほ
ど
」
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
こ
か
ら
は
、
浮
舟
に
視
点
を
転
じ
て
考
え
て
み
た
い
。

浮
舟
の
人
物
造
型
及
び
表
現
構
造
に
つ
い
て
は
、
三
田
村
雅
子
氏
が
浮
舟

の
周
囲
に
あ
る
〈
音
〉
に
着
目
し
、「
こ
れ
と
い
っ
て
意
志
表
示
を
し
な
い

彼
女
が
、
一
方
で
、
徹
底
し
て
〈
音
〉
を
聞
き
続
け
る
存
在
と
し
て
造
型
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い（

１２
）る。
こ
の
三
田
村
氏
の
指
摘
を
ふ
ま

え
て
原
岡
文
子
氏
は
、「
浮
舟
の
巻
で
薫
と
匂
宮
と
の
間
を
揺
れ
る
心
の
動

き
を
み
せ
る
よ
う
に
な
る
以
前
、
浮
舟
の
内
面
は
殆
ど
語
ら
れ
る
こ
と
が
な

い
と
言
っ
て
よ
い
。
噂
話
、
垣
間
見
、
そ
し
て
中
将
の
君
を
め
ぐ
る
動
き
、

と
い
う
外
側
の
情
報
の
中
か
ら
水
の
よ
う
に
透
明
な
、
一
人
の
あ
え
か
な
女

君
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す（

１３
）る。
こ
の
よ
う
な
「
意
志
表
示

を
し
な
い
」
あ
る
い
は
「
内
面
は
殆
ど
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
」
浮
舟
を
動

か
し
、
将
来
を
決
定
づ
け
て
い
く
の
は
、
浮
舟
の
母
中
将
の
君
で
あ
り
、
浮

舟
の
意
思
や
感
情
は
、
母
中
将
の
君
の
言
葉
や
行
動
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
得

る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
薫
が
浮
舟
を
所
望
し
た
理
由
は
、
大
君
の
形
代
と
し
て
浮
舟
を
処

遇
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
浮
舟
は
都
か
ら
宇
治
へ
と
、
薫
に
誘
わ
れ

て
身
を
移
し
た
。
し
か
し
、
京
か
ら
宇
治
へ
薫
が
頻
繁
に
通
う
こ
と
は
な
い
。
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そ
の
理
由
は
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

Ａ
か
の
人
は
、
た
と
し
へ
な
く
の
ど
か
に
思
し
お
き
て
て
、
待
ち
遠
な
り

と
思
ふ
ら
む
と
、
心
苦
し
う
の
み
思
ひ
や
り
た
ま
ひ
な
が
ら
、
と
こ
ろ

せ
き
身
の
ほ
ど
を
、
さ
る
べ
き
つ
い
で
な
く
て
、
か
や
す
く
通
ひ
た
ま

ふ
べ
き
道
な
ら
ね
ば
、
神
の
い
さ
む
る
よ
り
も
わ
り
な
し
。
さ
れ
ど
、

い
ま
い
と
よ
く
も
て
な
さ
ん
と
す
、
山
里
の
慰
め
と
思
ひ
お
き
て
し
心

あ
る
を
、
す
こ
し
日
数
も
経
ぬ
べ
き
こ
と
ど
も
つ
く
り
出
で
て
、
の
ど

や
か
に
行
て
も
見
む
、
さ
て
、
し
ば
し
は
人
の
知
る
ま
じ
き
住
み
所
し

て
、
や
う
や
う
、
さ
る
か
た
に
か
の
心
を
も
の
ど
め
お
き
、
わ
が
た
め

に
も
、
人
の
も
ど
き
あ
る
ま
じ
く
、
な
の
め
に
て
こ
そ
よ
か
ら
め
、
に

は
か
に
、
何
人
ぞ
、
い
つ
よ
り
な
ど
聞
き
咎
め
ら
れ
ん
も
も
の
騒
が
し

く
、
は
じ
め
の
心
に
違
う
べ
し
、
ま
た
、
宮
の
御
方
の
聞
き
思
さ
む
こ

と
も
、
も
と
の
所
を
率
て
離
れ
、
昔
を
忘
れ
顔
な
ら
ん
、
い
と
本
意
な

し
、
な
ど
思
し
し
づ
む
る
も
、
例
の
、
の
ど
け
さ
過
ぎ
た
る
心
か
ら
な

る
べ
し
。
渡
す
べ
き
と
こ
ろ
思
し
ま
う
け
て
、
忍
び
て
造
ら
せ
た
ま
ひ

け
る
。

（
浮
舟
⑥
一
〇
六
―
一
〇
七
）

浮
舟
の
も
と
へ
た
や
す
く
通
わ
な
い
理
由
を
、
自
身
が
「
と
こ
ろ
せ
き
身

の
ほ
ど
」
で
あ
る
か
ら
だ
と
す
る
。
薫
の
心
内
語
を
語
る
叙
述
に
あ
る
「
と

こ
ろ
せ
き
身
の
ほ
ど
」
は
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
光
源
氏
や
匂
宮
の
場
合

と
類
似
し
て
高
貴
な
身
分
ゆ
え
と
の
意
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
自
身
と
浮
舟

と
の
身
分
差
ゆ
え
に
浮
舟
の
も
と
へ
頻
繁
に
通
わ
な
い
理
由
へ
と
、
薫
の
意

識
が
移
行
し
て
い
く
と
こ
ろ
が
注
視
さ
れ
る
。

く
わ
え
て
、
こ
こ
で
は
薫
の
心
内
語
に
「
か
の
人
は
、
た
と
し
へ
な
く
の

ど
か
に
思
し
お
き
て
て
」、「
す
こ
し
日
数
も
経
ぬ
べ
き
こ
と
ど
も
つ
く
り
出

で
て
、
の
ど
や
か
に
行
て
も
見
む
」
な
ど
、「
の
ど
か
」
や
「
の
ど
や
か
」

の
語
が
く
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
。
薫
の
こ
の
よ
う
な
心
持
ち
を
、
語
り

手
は
「
例
の
、
の
ど
け
さ
過
ぎ
た
る
心
か
ら
な
る
べ
し
」
と
、
薫
の
性
質
だ

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
草
紙
地
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
『
新
全
集
』
頭
注

に
お
い
て
、
当
該
場
面
よ
り
前
か
ら
く
り
返
し
作
中
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
は
浮
舟
の
も
と
へ
頻
繁
に
通
わ
な
い
理
由
、
ま
た
高
貴
な

自
身
が
浮
舟
に
逢
う
口
実
を
設
け
る
こ
と
に
関
す
る
薫
の
心
内
に
お
い
て
、

頻
繁
に
「
の
ど
か
」
の
語
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
を
問
う
て
み
た

い
。
薫
の
浮
舟
に
対
す
る
「
の
ど
か
」
と
の
態
度
は
、
薫
の
心
内
に
お
け
る

浮
舟
と
い
う
人
の
処
遇
を
表
す
語
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま

り
、「
と
こ
ろ
せ
き
身
の
ほ
ど
」
の
薫
が
浮
舟
へ
頻
繁
に
逢
い
に
行
く
こ
と

は
な
く
、
自
分
の
訪
れ
を
待
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
浮
舟
の
心
中
を
考
え
な
い

で
も
な
い
が
、
そ
れ
で
も
「
の
ど
か
」
に
構
え
て
も
よ
い
、
浮
舟
の
「
身
の

ほ
ど
」
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
浮
舟
に
対
す
る
薫
の
こ
の

よ
う
な
意
識
は
、
次
の
叙
述
に
お
い
て
も
見
受
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

Ｂ
「
御
心
ば
へ
の
、
か
か
ら
で
お
い
ら
か
な
り
し
こ
そ
の
ど
か
に
う
れ
し

か
り
し
か
。
人
の
い
か
に
聞
こ
え
知
ら
せ
た
る
こ
と
か
あ
る
。
す
こ
し

も
お
ろ
か
な
ら
む
心
ざ
し
に
て
は
、か
う
ま
で
参
り
来
べ
き
身
の
ほ
ど
、

道
の
あ
り
さ
ま
に
も
あ
ら
ぬ
を
」
な
ど
、
朔
日
ご
ろ
の
夕
月
夜
に
、
す

こ
し
端
近
く
臥
し
て
な
が
め
出
だ
し
た
ま
へ
り
。
男
は
、
過
ぎ
に
し
方

の
あ
は
れ
を
も
思
し
出
で
、
女
は
、
今
よ
り
添
ひ
た
る
身
の
う
さ
を
嘆

き
加
へ
て
、
か
た
み
に
も
の
思
は（

１４
）し。

山
の
方
は
霞
隔
て
て
寒
き
洲
崎
に
立
て
る
鵲
の
姿
も
、
所
が
ら
は
い

と
を
か
し
う
見
ゆ
る
に
、
宇
治
橋
の
は
る
ば
る
と
見
わ
た
さ
る
る
に
、

柴
積
み
舟
の
所
ど
こ
ろ
に
行
き
ち
が
ひ
た
る
な
ど
、
ほ
か
に
目
馴
れ
ぬ
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こ
と
ど
も
の
み
と
り
集
め
た
る
所
な
れ
ば
、
見
た
ま
ふ
た
び
ご
と
に
、

な
ほ
、
そ
の
昔
の
こ
と
の
た
だ
今
の
心
地
し
て
、
い
と
か
か
ら
ぬ
人
を

見
か
は
し
た
ら
む
だ
に
、
め
づ
ら
し
き
中
の
あ
は
れ
多
か
る
べ
き
ほ
ど

な
り
。

（
浮
舟
⑥
一
四
四
―
一
四
五
）

薫
か
ら
浮
舟
へ
語
ら
れ
る
言
葉
の
中
に
、「
か
う
ま
で
参
り
来
べ
き
身
の

ほ
ど
」
と
の
語
が
あ
る
。
こ
れ
は
、「
あ
な
た
を
お
ろ
そ
か
に
思
っ
て
い
な

い
証
拠
に
、
こ
こ
ま
で
逢
い
に
来
る
の
は
た
や
す
く
な
い
身
分
だ
が
、
逢
い

に
来
て
い
る
で
は
な
い
か
」
と
、浮
舟
を
慰
め
る
意
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
薫
の
こ
の
発
言
は
、
た
と
え
ば
光
源
氏
が
朧
月
夜
へ
語
り
か
け
た

「
と
こ
ろ
せ
き
身
の
ほ
ど
」
に
類
似
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ

る
が
、
一
方
で
は
、
明
石
の
君
に
関
す
る
「
身
の
ほ
ど
」
の
語
と
類
似
し
て
、

自
身
と
浮
舟
と
の
身
分
の
差
を
表
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

こ
の
時
浮
舟
は
薫
と
匂
宮
と
の
間
で
揺
れ
動
き
、
思
い
悩
ん
で
い
た
。
薫

は
「
男
は
、
過
ぎ
に
し
方
の
あ
は
れ
を
も
思
し
出
で
」、
浮
舟
を
と
お
し
て

大
君
へ
の
思
い
を
自
ら
の
中
に
抱
き
、
一
方
の
浮
舟
は
「
女
は
、
今
よ
り
添

ひ
た
る
身
の
う
さ
を
嘆
き
加
へ
て
、
か
た
み
に
も
の
思
は
し
」、
薫
の
言
葉

を
受
け
て
、
さ
ら
に
思
い
悩
む
様
子
で
あ
る
。
こ
の
時
薫
と
浮
舟
は
同
じ
場

所
に
い
な
が
ら
、
二
人
の
心
は
乖
離
し
て
い
る
。

く
わ
え
て
、
こ
こ
に
は
先
に
あ
げ
た
Ａ
の
薫
の
心
内
に
見
ら
れ
た
「
の
ど

か
」
の
語
、
さ
ら
に
「
身
の
ほ
ど
」
の
語
が
、
他
で
も
な
い
浮
舟
へ
と
語
ら

れ
た
こ
と
に
そ
の
意
味
が
あ
る
。
薫
の
心
内
に
お
い
て
見
受
け
ら
れ
た
「
の

ど
か
」
と
「
身
の
ほ
ど
」
が
、
Ｂ
で
は
浮
舟
へ
と
発
せ
ら
れ
る
時
、
そ
こ
か

ら
何
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
か
。

浮
舟
は
「
数
な
ら
ぬ
」
の
意
識
と
同
様
に
「
身
の
ほ
ど
」
と
の
意
識
を

も
、
自
ら
の
中
に
内
包
し
て
い
な
い
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
浮
舟
に
関
す

る
「
身
の
ほ
ど
」
の
語
は
「
数
な
ら
ぬ
」
の
語
と
は
違
い
、
他
者
か
ら
浮
舟

へ
と
発
せ
ら
れ
る
言
葉
の
中
に
表
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
く
わ

え
て
、「
身
の
ほ
ど
」
の
語
は
、
浮
舟
に
と
っ
て
身
の
拠
り
所
で
あ
る
は
ず

の
薫
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
薫
は
浮
舟
に
、「
か
か
ら
で
お
い
ら
か
な
り

し
こ
そ
の
ど
か
に
う
れ
し
か
り
し
か
」
と
語
る
。
薫
が
浮
舟
に
望
む
の
は

「
の
ど
か
」
な
様
、
薫
の
他
の
女
君
た
ち
の
事
な
ど
特
に
気
に
せ
ず
、「
の

ん
び
り
と
し
て
い
る
」
時
の
方
が
良
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

浮
舟
は
薫
に
と
っ
て
公
に
せ
ず
と
も
良
い
人
、そ
の
程
度
の
人
な
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
薫
と
浮
舟
の
「
身
の
ほ
ど
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
身
の
ほ
ど
」
の
意
識
を
内
包
し
て
い
な
い
浮
舟
に
薫
か
ら
「
身
の
ほ

ど
」
の
語
が
発
せ
ら
れ
る
時
、
そ
こ
に
は
浮
舟
が
自
ら
の
中
に
意
識
し
て
い

な
い
、
薫
と
の
〈
距
離
〉
が
突
き
付
け
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
薫
か

ら
「
か
う
ま
で
参
り
来
べ
き
身
の
ほ
ど
」
と
語
ら
れ
て
も
浮
舟
が
慰
め
ら
れ

る
こ
と
は
な
く
、
さ
ら
に
思
い
悩
む
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

薫
は
浮
舟
と
同
じ
時
を
過
ご
し
な
が
ら
「
な
ほ
、
そ
の
昔
の
こ
と
の
た
だ

今
の
心
地
し
て
」
と
、
大
君
へ
の
思
い
を
抱
い
た
ま
ま
で
あ
る
。
浮
舟
そ
の

人
を
見
つ
め
る
の
で
は
な
く
、
大
君
へ
と
思
い
を
馳
せ
た
ま
ま
で
あ
り
、
あ

く
ま
で
も
浮
舟
は
形
代
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
Ｂ
の
叙
述
の
続
き

に
は
「
女
は
か
き
集
め
た
る
心
の
中
に
も
よ
ほ
さ
る
る
涙
と
も
す
れ
ば
出
で

立
つ
を
、
慰
め
か
ね
た
ま
ひ
つ
つ
」
と
あ
り
、
浮
舟
の
物
思
い
の
深
刻
な
様

と
、
そ
れ
を
慰
め
る
こ
と
も
出
来
な
い
薫
が
描
か
れ
る
。
ま
た
浮
舟
の
様
子

に
つ
い
て
抱
い
た
思
い
に
は
、

し
ば
し
も
立
ち
と
ま
ら
ま
ほ
し
く
思
さ
る
れ
ど
、
人
の
も
の
言
ひ
の
や

す
か
ら
ぬ
に
、
今
さ
ら
な
り
、
心
や
す
き
さ
ま
に
て
こ
そ
思
し
な
し
て
、

暁
に
帰
り
た
ま
ひ
ぬ
。

（
浮
舟
⑥
一
四
六
）
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と
あ
り
、
浮
舟
に
情
愛
の
増
す
思
い
を
認
識
し
な
が
ら
も
世
間
の
目
を
気
に

し
、
夜
明
け
前
に
は
京
へ
と
帰
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
薫
の
こ
の
よ
う
な
態

度
を
浮
舟
が
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
語
ら
れ
て
は
い
な

い
。
た
だ
、
浮
舟
を
慰
め
き
れ
な
い
こ
と
や
浮
舟
の
傍
に
と
ど
ま
ろ
う
と
し

な
い
薫
の
姿
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
浮
舟
の
心
情
が
薫
の
言
葉
や
態

度
、
さ
ら
に
言
え
ば
薫
の
存
在
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
薫

と
匂
宮
の
間
で
惑
わ
さ
れ
続
け
る
の
で
あ
る
。

ま
た
先
に
あ
げ
た
叙
述
に
は
、「
鵲
」
や
「
宇
治
橋
」
の
語
が
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
吉
井
美
弥
子
氏
は
、
浮
舟
物
語
に
お
い
て
七
夕
伝
説
に
関
わ
る

表
現
が
散
見
す
る
こ
と
を
想
定
し
な
が
ら
も
、
そ
の
実
こ
れ
ら
の
表
現
は

「
織
女
」
た
り
え
な
い
浮
舟
を
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い（

１５
）る。

浮
舟
は
、
確
か
に
宇
治
十
帖
後
半
部
に
お
け
る
女
主
人
公
と
い
う
べ
き

人
物
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
薫
に
と
っ
て
―
匂
宮
に
と
っ
て
は
い
う
ま

で
も
な
く
―
い
わ
ば
問
題
に
す
べ
き
対
象
で
は
な
い
立
場
の
女
性
で

あ
っ
た
と
い
う
状
況
が
よ
り
明
確
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
指
摘
は
、
薫
か
ら
「
の
ど
か
」
と
構
え
ら
れ
る
浮
舟
の
立
場
に
つ
い
て

も
通
底
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
薫
か

ら
「
身
の
ほ
ど
」
の
語
を
発
せ
ら
れ
、〈
距
離
〉
を
突
き
付
け
ら
れ
る
と
い

う
、
浮
舟
物
語
に
固
有
の
表
現
方
法
で
あ
る
。
ま
ぎ
れ
も
な
く
薫
か
ら
、
高

貴
な
自
身
と
は
〈
距
離
〉
を
置
く
人
、と
捉
え
ら
れ
て
い
る
浮
舟
自
身
か
ら
、

そ
の
「
身
の
ほ
ど
」
を
嘆
く
言
葉
が
発
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
浮
舟
が
「
身
の
ほ
ど
」
の
意
識
を
内
包
し
て
い
な
い
と
は
、
そ
こ
に

は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
表
現
方
法
が
想
定
で
き
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
浮

舟
に
関
す
る
「
身
の
ほ
ど
」
の
意
識
は
、
薫
か
ら
発
せ
ら
れ
る
の
み
で
は
な

く
、「
数
な
ら
ぬ
」
の
意
識
と
同
様
、
母
中
将
の
君
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。

Ｃ
「
常
陸
殿
の
ま
か
で
さ
せ
た
ま
ふ
」
と
申
す
。若
や
か
な
る
御
前
ど
も
、

「
殿
こ
そ
あ
ざ
や
か
な
れ
」
と
笑
ひ
あ
へ
る
を
聞
く
も
、
げ
に
こ
よ
な

の
身
の
ほ
ど
や
と
悲
し
く
思
ふ
。

（
東
屋
⑥
五
八
）

こ
こ
で
は
中
将
の
君
自
身
の
こ
と
に
つ
い
て
、
身
の
ほ
ど
を
悲
し
く
思
っ

て
い
る
と
あ
る
。
中
将
の
君
の
こ
の
よ
う
な
自
認
は
、
や
が
て
娘
で
あ
る
浮

舟
の
行
く
末
を
決
定
づ
け
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

Ｄ
や
む
ご
と
な
き
御
身
の
ほ
ど
、
御
も
て
な
し
、
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ

ら
む
人
は
、
い
ま
す
こ
し
な
の
め
な
ら
ず
、
い
か
ば
か
り
に
て
か
は
心

を
と
ど
め
た
ま
は
ん
、（
中
略
）
当
代
の
御
か
し
づ
き
む
す
め
を
得
た

て
ま
つ
り
た
ま
へ
ら
む
人
の
御
目
移
し
に
は
、
い
と
も
い
と
も
恥
づ
か

し
く
、
つ
つ
ま
し
か
る
べ
き
も
の
か
な
、
と
思
ふ
に
、
す
ず
ろ
に
心
地

も
あ
く
が
れ
に
け
り
。

（
東
屋
⑥
八
一
―
八
二
）

こ
れ
は
中
将
の
君
の
心
内
語
を
語
る
叙
述
で
あ
る
。「
や
む
ご
と
な
き
御

身
の
ほ
ど
」
と
は
薫
の
こ
と
で
あ
る
。
左
近
少
将
を
浮
舟
の
婿
に
と
考
え
て

い
た
中
将
の
君
の
心
中
が
薫
へ
と
移
行
し
て
い
く
一
方
で
、
こ
こ
で
は
薫
や

匂
宮
の
高
貴
さ
と
、
わ
が
娘
浮
舟
と
の
身
分
差
へ
の
意
識
も
同
時
に
語
ら
れ

て
い
る
。
心
は
惑
う
が
、
中
将
の
君
は
浮
舟
の
異
母
姉
で
あ
る
中
の
君
を
仲

介
と
し
て
、
浮
舟
を
薫
と
娶
わ
せ
る
こ
と
を
決
断
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
つ
た
な
い
わ
が
身
を
嘆
く
「
身
の
ほ
ど
」
の
意
識
は
、
確
か

に
浮
舟
の
母
中
将
の
君
に
確
認
で
き
た
。
さ
ら
に
中
将
の
君
の
心
内
に
お
い

て
は
、
薫
と
わ
が
娘
浮
舟
の
「
身
の
ほ
ど
」
の
差
を
懸
念
す
る
意
識
も
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
中
将
の
君
の
「
身
の
ほ
ど
」
の
自
認
は
、
浮
舟
を
薫
と
娶
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わ
せ
た
後
の
浮
舟
巻
に
お
い
て
も
語
ら
れ
て
い
る
。
浮
舟
に
関
わ
っ
て
発
せ

ら
れ
た
「
身
の
ほ
ど
」
が
語
ら
れ
る
次
の
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

Ｅ
「
心
地
の
あ
し
く
は
べ
る
に
も
、
見
た
て
ま
つ
ら
ぬ
が
い
と
お
ぼ
つ
か

な
く
お
ぼ
え
は
べ
る
を
、し
ば
し
も
参
り
来
ま
ほ
し
く
こ
そ
」
と
慕
ふ
。

「
さ
な
む
思
ひ
は
べ
れ
ど
、
か
し
こ
も
い
と
も
の
騒
が
し
く
は
べ
り
。

こ
の
人
々
も
、
は
か
な
き
こ
と
な
ど
え
し
や
る
ま
じ
く
、
せ
ば
く
な
ど

は
べ
れ
ば
な
む
。
武
生
の
国
府
に
移
ろ
ひ
た
ま
ふ
と
も
、
忍
び
て
は
参

り
来
な
む
を
。
な
ほ
な
ほ
し
き
身
の
ほ
ど
は
、
か
か
る
御
た
め
に
こ
そ

い
と
ほ
し
く
は
べ
れ
」
な
ど
、
う
ち
泣
き
つ
つ
の
た
ま
ふ
。

（
浮
舟
⑥
一
六
九
）

浮
舟
に
関
す
る
「
身
の
ほ
ど
」
の
語
は
、
母
中
将
の
君
か
ら
直
接
浮
舟
へ

と
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
久
方
ぶ
り
の
母
と
の
再
会
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
浮

舟
は
薫
と
匂
宮
と
の
仲
に
つ
い
て
思
い
悩
み
、
い
よ
い
よ
追
い
詰
め
ら
れ
て

い
た
。
帰
ろ
う
と
す
る
母
に
、
せ
め
て
す
こ
し
の
間
で
も
傍
に
い
た
い
、
と

訴
え
た
浮
舟
に
対
し
、
母
は
か
な
ら
ず
ま
た
自
分
か
ら
娘
に
会
い
に
来
る
こ

と
を
述
べ
る
。
こ
の
場
面
に
つ
い
て
中
嶋
朋
恵
氏（

１６
）は、

「
参
り
来
」
は
、
貴
人
の
も
と
に
参
上
す
る
こ
と
を
い
う
語
だ
が
、
浮

舟
が
「
参
り
来
ま
ほ
し
」
と
母
の
も
と
に
参
上
し
た
い
と
言
っ
た
の
に

対
し
て
母
は
「
参
り
来
な
む
」
と
い
い
え
私
の
方
が
参
り
ま
し
ょ
う

と
、
強
い
意
思
を
表
す
。
同
じ
「
参
り
来
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
と
こ

ろ
に
、
母
の
も
と
へ
は
行
け
な
い
の
だ
と
い
う
現
実
が
立
ち
ふ
さ
が
る

感
じ
が
強
く
す
る
。

と
述
べ
、「
参
り
来
」
の
語
を
介
し
て
母
と
娘
の
現
実
に
関
す
る
指
摘
が
な

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
『
玉
上
評
釈
』
が
、「
武
生
の
国
府
」
の

語
に
つ
い
て
の
『
催
馬
楽
』
引
用
を
指
摘
し
て
お（

１７
）り、
こ
の
場
面
に
お
け
る

中
将
の
君
の
発
話
が
、
浮
舟
を
追
い
詰
め
て
い
く
言
説
で
あ
る
と
の
施
注
が

な
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
指
摘
に
く
わ
え
て
、
中
将
の
君
が
発
し
た
「
な
ほ
な

ほ
し
き
身
の
ほ
ど
」
の
語
に
注
目
し
た
い
。
母
は
「
私
か
ら
会
い
に
来
る
」

と
述
べ
る
が
、
母
自
身
の
こ
と
を
「
な
ほ
な
ほ
し
き
身
の
ほ
ど
」
と
も
述
べ

て
い
る
。
こ
れ
は
薫
の
相
手
と
な
っ
た
浮
舟
と
、
自
身
の
身
分
は
違
う
こ
と

を
表
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
中
将
の
君
の
言
葉
に
は
単
に
「
参
り
来
」

の
語
で
は
な
く
「
忍
び
て
」
と
あ
り
、続
け
て
「
な
ほ
な
ほ
し
き
身
の
ほ
ど
」

と
の
言
葉
に
見
出
さ
れ
る
、
娘
と
は
違
う
「
わ
が
身
の
ほ
ど
」
と
の
意
識
が

あ
る
。
上
の
言
葉
を
受
け
て
「
か
か
る
御
た
め
に
こ
そ
い
と
ほ
し
く
は
べ

れ
」、
あ
な
た
の
た
め
に
は
何
も
し
て
や
れ
な
い
と
言
う
。「
身
の
ほ
ど
」
の

違
い
に
徹
し
た
意
識
の
言
葉
の
中
に
お
い
て
、
浮
舟
は
母
中
将
の
君
か
ら

「
身
の
ほ
ど
」
の
語
を
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
面
に
つ
い

て
鈴
木
裕
子
氏
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い（

１８
）る。

心
か
ら
娘
の
幸
せ
を
願
い
つ
つ
、
そ
の
実
、
娘
の
真
情
か
ら
は
遠
い
と

こ
ろ
に
い
て
、
無
意
識
の
内
に
娘
を
「
幸
せ
」
か
ら
遠
ざ
け
て
い
る
、

と
い
う
皮
肉
な
あ
り
よ
う
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
母
の
言
動
に
、

娘
が
幸
せ
を
摑
み
つ
つ
あ
る
と
い
う
確
信
か
ら
生
じ
る
、
母
の
無
意
識

な
〈
嫉
妬
〉
の
様
相
を
読
み
合
わ
せ
た
ら
、
そ
れ
は
奇
異
に
過
ぎ
る
と

言
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

氏
は
く
わ
え
て
、
浮
舟
と
中
将
の
君
の
母
娘
の
関
係
を
「
夢
の
実
現
を
重
ね

な
が
ら
一
体
化
し
て
い
た
娘
」
と
も
述
べ
て
い
る
。「
一
体
化
し
て
い
た
娘
」

に
発
し
た
「
身
の
ほ
ど
」
の
語
は
、「
娘
の
真
情
か
ら
は
遠
い
と
こ
ろ
に
」

い
る
中
将
の
君
を
、
象
徴
的
に
表
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
氏
は
こ
れ
を

「
母
の
無
意
識
な
〈
嫉
妬
〉
の
様
相
」
と
解
し
て
い
る
。
確
か
に
「
一
体
化
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し
て
い
た
娘
」
へ
の
発
話
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
中
将
の
君
の
発
話
に

は
「
矛
盾
」
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
母

の
無
意
識
な
〈
嫉
妬
〉
の
様
相
」
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
母
か
ら
「
身
の

ほ
ど
」
の
語
を
発
せ
ら
れ
る
浮
舟
の
人
物
造
型
に
関
わ
っ
て
、
そ
の
意
味
を

解
釈
し
て
み
た
い
。

三
田
村
雅
子
氏
は
先
の
場
面
に
つ
い
て
、
周
囲
の
「
音
」
を
取
り
込
み
な

が
ら
浮
舟
の
心
中
を
強
く
揺
さ
ぶ
る
語
り
の
方
法
で
あ
る
と
述
べ
、
さ
ら
に

浮
舟
を
め
ぐ
る
言
説
に
つ
い
て
、
女
房
た
ち
の
会
話
、
宇
治
川
の
〈
音
〉、

母
中
将
の
君
の
発
話
な
ど
を
徹
し
て
聞
く
浮
舟
の
姿
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
追

い
詰
め
ら
れ
て
い
く
浮
舟
の
在
り
方
を
指
摘
し
て
い（

１９
）る。

浮
舟
は
先
に
あ
げ
た
Ｅ
の
叙
述
に
お
い
て
、
母
の
傍
に
い
た
い
、
と
自
ら

の
思
い
を
口
に
し
た
。
し
か
し
母
自
身
の
「
身
の
ほ
ど
」
を
考
え
て
、
と
の

言
葉
を
母
か
ら
発
せ
ら
れ
た
時
、
浮
舟
と
中
将
の
君
の
間
に
あ
る
〈
距
離
〉

が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
Ｅ
の
叙
述
に
お
け
る
「
身
の

ほ
ど
」
の
語
も
、
中
将
の
君
の
発
話
に
よ
っ
て
追
い
詰
め
ら
れ
る
浮
舟
を
め

ぐ
る
言
説
の
一
つ
と
し
て
と
り
あ
げ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と

の
問
い
を
立
て
て
み
た
い
。
浮
舟
自
身
が
抱
く
こ
と
な
く
、
庇
護
を
頼
む
薫

と
、
心
の
拠
り
所
と
す
る
母
中
将
の
君
か
ら
「
身
の
ほ
ど
」
の
語
を
発
せ
ら

れ
る
浮
舟
の
特
徴
を
、
こ
こ
に
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
身
の

ほ
ど
」
の
意
識
が
貴
人
と
わ
が
身
と
の
間
に
あ
る
階
級
差
を
痛
切
に
意
識
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
中
将
の
君
か
ら
浮
舟
へ
の
発
話
に
あ
る
「
身

の
ほ
ど
」
か
ら
は
、
何
が
読
み
取
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

Ｄ
の
叙
述
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
中
将
の
君
の
「
身
の
ほ
ど
」

と
の
意
識
は
、
薫
と
自
身
の
（
浮
舟
を
含
む
）
身
分
差
に
対
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
だ
が
Ｅ
に
お
い
て
母
が
発
し
た
「
身
の
ほ
ど
」
の
語
は
、
薫
に
比

す
れ
ば
取
る
に
足
ら
な
い
わ
が
身
の
ほ
ど
と
の
意
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
薫

の
側
に
浮
舟
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
母
の
意
識
の
中
で
浮
舟
は
す

で
に
、
薫
の
傍
に
身
を
置
く
人
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ｅ
に
あ
げ
た
叙
述
は
、
浮
舟
の
も
と
へ
母
中
将
の
君
が
訪
ね
て
来
た
場
面

で
あ
る
。
母
が
訪
ね
て
来
た
き
っ
か
け
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

大
将
殿
は
、
四
月
の
十
日
と
な
ん
定
め
た
ま
へ
り
け
る
。
さ
そ
ふ
水
あ

ら
ば
と
は
思
は
ず
、
い
と
あ
や
し
く
、
い
か
に
し
な
す
べ
き
身
に
か
あ

ら
む
と
、
浮
き
た
る
心
地
の
み
す
れ
ば
、
母
の
御
も
と
に
し
ば
し
渡
り

て
、
思
ひ
め
ぐ
ら
す
ほ
ど
あ
ら
む
と
思
せ
ど
、（
中
略
）
母
ぞ
こ
ち
渡

り
た
ま
へ
る
。

（
浮
舟
⑥
一
六
三
―
一
六
四
）

薫
の
誘
い
の
ま
ま
に
京
へ
迎
え
ら
れ
よ
う
な
ど
と
は
思
は
ず
、
苦
悩
す
る

浮
舟
は
母
の
も
と
に
身
を
寄
せ
た
い
と
す
が
っ
た
。
だ
が
状
況
が
許
さ
ず
、

母
が
浮
舟
の
も
と
へ
来
た
の
で
あ
っ
た
。
浮
舟
は
薫
と
匂
宮
の
間
で
惑
乱
す

る
心
の
内
で
母
を
思
慕
し
て
い
る
。「
さ
そ
ふ
水
あ
ら
ば
と
は
思
は
ず
」
浮

舟
の
心
内
に
は
薫
の
も
と
へ
行
く
気
に
は
な
れ
な
い
、
代
わ
り
に
母
の
傍
に

い
た
い
と
あ
る
。
し
か
し
何
度
も
母
の
傍
に
い
た
い
と
願
う
浮
舟
に
対
し
て

母
が
口
に
し
た
「
身
の
ほ
ど
」
の
語
は
、
鈴
木
氏
の
述
べ
る
「
母
子
一（

２０
）体」

で
あ
っ
た
は
ず
の
娘
の
「
身
の
ほ
ど
」
を
薫
の
側
へ
と
据
え
置
く
も
の
で
あ

る
。
浮
舟
を
母
か
ら
剥
離
さ
せ
、
孤
立
さ
せ
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
心
の
拠
り
所
と
し
て
き
た
母
か
ら
「
身
の
ほ
ど
」
の
語
を
発
せ

ら
れ
た
時
、
浮
舟
は
母
と
の
〈
距
離
〉
を
突
き
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
先
に
あ
げ
た
Ｅ
の
場
面
の
前
後
に
は
、
母
へ
の
思
慕
に
く
わ
え
て
、

浮
舟
の
あ
る
思
い
が
語
ら
れ
て
い
る
。「
人
笑
へ
」
の
危
惧
で
あ
る
。

君
は
、
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
ど
も
の
出
で
来
て
、
人
笑
へ
な
ら
ば
、
誰
も
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誰
も
い
か
に
思
は
む
、（
中
略
）
い
か
に
せ
む
、
と
心
地
あ
し
く
て
臥
し

た
ま
へ
り
。

（
浮
舟
⑥
一
六
四
）

母
中
将
の
君
の
、
浮
舟
が
薫
に
よ
っ
て
京
へ
迎
え
と
ら
れ
る
こ
と
へ
の
得

意
げ
な
語
り
を
浮
舟
は
聞
く
。
浮
舟
の
心
中
を
支
配
し
て
い
る
の
は
、
薫
と

匂
宮
二
人
の
男
君
と
関
係
を
持
っ
た
こ
と
、
そ
の
露
呈
が
も
た
ら
す
「
人
笑

へ
」
の
危
惧
で
あ
る
。
浮
舟
の
様
子
を
気
に
か
け
な
が
ら
も
母
の
語
ら
い
は

さ
ら
に
続
い
て
い
き
、
匂
宮
の
好
色
な
こ
と
を
聞
い
た
中
将
の
君
は
、
浮
舟

と
の
縁
が
あ
る
よ
う
な
ら
ば
、「
ま
た
見
た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
ま
し
」
な
ど
、

言
ひ
か
は
す
こ
と
ど
も
に
、
い
と
心
肝
も
つ
ぶ
れ
ぬ
」（
浮
舟
⑥
一
六
七
）

二
度
と
娘
に
は
会
わ
な
い
と
語
る
。
母
の
言
葉
に
浮
舟
は
肝
の
つ
ぶ
れ
る
思

い
で
あ
る
。
母
と
女
房
と
の
語
ら
い
は
さ
ら
に
続
き
、
浮
舟
は
そ
の
会
話
を

聞
き
続
け
る
。

な
が
ら
へ
て
人
笑
へ
に
う
き
こ
と
も
あ
ら
む
は
、
い
つ
か
そ
の
も
の
思

ひ
の
絶
え
む
と
す
る
、
と
思
ひ
か
く
る
に
は
、（
中
略
）
親
の
よ
ろ
づ

に
思
ひ
言
ふ
あ
り
さ
ま
を
、寝
た
る
よ
う
に
て
つ
く
づ
く
と
思
ひ
乱
る
。

（
浮
舟
⑥
一
六
八
）

浮
舟
の
心
は
密
事
の
露
呈
と
そ
れ
に
伴
う
「
人
笑
へ
」
に
つ
い
て
の
阻
止

へ
と
向
か
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
時
点
で
は
「
つ
く
づ
く
と
思

ひ
乱
る
」
と
あ
り
、
そ
の
「
決
意
」
の
固
ま
っ
た
様
で
は
な
い
。

中
将
の
君
か
ら
「
身
の
ほ
ど
」
と
の
発
話
を
受
け
た
浮
舟
の
心
中
は
語
ら

れ
て
い
な
い
。
だ
が
こ
の
「
身
の
ほ
ど
」
の
言
葉
を
母
か
ら
発
せ
ら
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
さ
ら
に
浮
舟
は
追
い
詰
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
浮
舟
の
心

中
に
は
こ
の
後
、
自
ら
そ
の
身
を
宇
治
川
へ
と
誘
お
う
と
考
え
る
際
、

親
も
し
ば
し
こ
そ
嘆
き
ま
ど
ひ
た
ま
は
め
、
あ
ま
た
の
子
ど
も
あ
つ
か

ひ
に
、
お
の
づ
か
ら
忘
れ
草
摘
み
て
ん
、
あ
り
な
が
ら
も
て
そ
こ
な
ひ
、

人
笑
へ
な
る
さ
ま
に
て
さ
す
ら
へ
む
は
、
ま
さ
る
思
ひ
な
る
べ
し
、
な

ど
思
ひ
な
る
。
児
め
き
お
ほ
ど
か
に
、
た
を
た
を
と
見
ゆ
れ
ど
、
気
高

う
世
の
あ
り
さ
ま
を
も
知
る
方
少
な
く
て
生
ほ
し
た
て
た
る
人
に
し
あ

れ
ば
、
す
こ
し
お
ず
か
る
べ
き
こ
と
を
思
ひ
寄
る
な
り
け
む
か
し
。

（
浮
舟
⑥
一
八
五
）

う
き
さ
ま
に
言
ひ
な
す
人
も
あ
ら
む
こ
そ
、
思
ひ
や
り
恥
づ
か
し
け
れ

ど
、
心
浅
く
け
し
か
ら
ず
人
笑
へ
な
ら
ん
を
聞
か
れ
た
て
ま
つ
ら
む
よ

り
は
な
ど
思
ひ
つ
づ
け
て
、

な
げ
き
わ
び
身
を
ば
棄
つ
と
も
亡
き
影
に
う
き
名
流
さ
む
こ
と
を

こ
そ
思
へ

親
も
い
と
恋
し
く
、
例
は
、
こ
と
に
思
ひ
出
で
ぬ
は
ら
か
ら
の
醜
や

か
な
る
も
恋
し
。

（
浮
舟
⑥
一
九
三
）

と
、
く
り
返
し
「
人
笑
へ
」
の
語
が
見
受
け
ら
れ
、
ま
た
母
へ
の
思
い
も

語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は
、
母
の
そ
ば
で
「
思
ひ
乱

る
」
つ
ま
り
思
い
乱
れ
て
い
た
心
理
状
況
で
は
な
く
、す
で
に
「
思
ひ
な
る
」

す
な
わ
ち
そ
の
よ
う
に
思
う
、
と
あ
っ
て
、
母
は
浮
舟
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ

る
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
。

そ
も
そ
も
浮
舟
に
ま
つ
わ
る
「
人
笑
へ
」
の
語
は
、
東
屋
巻
に
お
い
て
乳

母
か
ら
「
あ
が
君
は
人
笑
は
れ
に
て
は
や
み
た
ま
ひ
な
む
や
」
と
、
世
を
や

す
げ
に
言
ひ
ゐ
た
り
」（
東
屋
⑥
六
八
）
と
語
ら
れ
、
母
か
ら
も
「
便
な
き

こ
と
も
出
で
来
な
ば
、
い
と
人
笑
へ
な
る
べ
し
。
あ
ぢ
き
な
し
」（
東
屋
⑥

七
七
）
と
あ
る
よ
う
に
、
外
か
ら
付
与
さ
れ
た
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
や

が
て
浮
舟
の
心
内
に
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
原
岡
文

子
氏
は
、「
ゆ
く
り
な
く
負
わ
さ
れ
た
「
人
わ
ら
へ
」
の
状
況
か
ら
、「
人
わ

ら
へ
な
ら
」
ぬ
展
開
へ
、
運
命
の
逆
転
を
求
め
る
こ
と
が
、
浮
舟
に
対
す
る
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期
待
で
も
あ
り
、
ま
た
周
囲
の
人
々
の
至
上
命
令
で
も
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ

よ
う
か
」
と
し
、
そ
の
機
能
に
つ
い
て
は
、「「
人
笑
へ
」
の
危
惧
を
バ
ネ
に

生
き
蘇
る
正
編
の
女
君
に
対
し
、
宇
治
の
女
君
た
ち
は
「
人
笑
へ
」
を
鍵
語

と
し
て
お
お
よ
そ
負
の
方
向
へ
運
命
を
紡
い
で
い
く
」
と
述
べ（

２１
）る。

浮
舟
に
関
す
る
「
数
な
ら
ぬ
」「
身
の
ほ
ど
」「
人
笑
へ
」
の
語
は
、
外
か

ら
浮
舟
へ
付
与
さ
れ
た
語
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
浮
舟
自
身
が
抱
く
よ
う
に
な

る
の
は
「
人
笑
へ
」
の
意
識
の
み
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
数
な
ら
ぬ
」「
身

の
ほ
ど
」「
人
笑
へ
」
の
語
は
、
浮
舟
に
ま
つ
わ
る
言
説
に
お
い
て
は
個
々

に
そ
の
語
が
用
い
ら
れ
る
意
味
が
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
先
述
し
た
松

風
巻
に
お
け
る
明
石
の
君
の
言
説
と
は
違
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
が
浮
舟
の
身

の
処
し
方
に
つ
い
て
連
関
し
て
作
用
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
一
部

で
は
あ
る
が
「
数
な
ら
ぬ
」
身
で
あ
る
と
自
認
す
る
母
の
意
識
の
中
に
お
い

て
、
浮
舟
が
「
人
笑
へ
」
と
な
ら
ぬ
よ
う
危
惧
す
る
中
将
の
君
の
心
中
が
語

ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、「
数
な
ら
ぬ
」
の
意
識
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る

「
人
笑
へ
」
の
語
と
の
関
連
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
母
の
思
い

が
、
浮
舟
を
導
い
て
き
た
は
ず
で
あ
っ
た
。

原
岡
氏
の
述
べ
る
と
お
り
、「
人
笑
へ
」
の
語
が
浮
舟
の
身
の
処
し
方
に

関
わ
っ
て
、
彼
女
に
生
き
抜
く
力
を
抱
か
せ
る
語
と
し
て
機
能
し
て
は
い
な

い
。
ひ
と
つ
に
は
、「
身
の
ほ
ど
」
の
語
を
母
が
発
し
た
が
た
め
に
浮
舟
が

母
か
ら
剥
離
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
浮
舟
を
導
い
て
き
た
母
が
そ
の
役
割
を
失
っ

た
こ（

２２
）と。
そ
こ
に
そ
の
誘
因
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
そ
れ
に
よ
り

浮
舟
の
抱
く
「
人
笑
へ
」
の
語
が
負
の
方
向
へ
と
作
用
し
て
し
ま
う
と
い
う

構
造
が
、
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
さ
そ
ふ
水
あ
ら
ば
と
は
思
は
ず
」、
薫
の
も
と
で
も
な
く
、
ま
た
母
か

ら
「
身
の
ほ
ど
」
の
語
を
発
せ
ら
れ
た
浮
舟
が
向
か
う
先
は
、
た
だ
一
つ
の

道
の
よ
う
で
あ
る
。
浮
舟
失
踪
後
の
周
囲
の
人
々
の
動
転
と
、
浮
舟
自
身
の

心
内
描
写
は
、
蜻
蛉
巻
、
手
習
巻
に
お
い
て
語
ら
れ
る
。

母
か
ら
娘
へ
「
身
の
ほ
ど
」
の
意
識
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
、
明
石
の
君
と

姫
君
と
の
関
係
に
お
い
て
も
見
受
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
も
と
よ
り
、

御
身
に
添
ひ
き
こ
え
さ
せ
む
に
つ
け
て
も
、
つ
つ
ま
し
き
身
の
ほ
ど
に
は
べ

れ
ば
、
譲
り
き
こ
え
そ
め
は
べ
り
し
を
」（
若
菜
上
④
一
二
三
）
后
が
ね
と

し
て
育
て
ら
れ
今
は
東
宮
妃
と
な
っ
た
娘
に
対
し
、母
で
あ
る
明
石
の
君
は
、

「
あ
な
た
を
養
育
す
る
よ
う
な
身
の
ほ
ど
で
は
な
い
ゆ
え
に
、
紫
の
上
へ
お

譲
り
し
た
の
だ
」
と
語
る
。
こ
こ
で
も
実
の
母
と
娘
の
間
に
は
〈
距
離
〉
が

あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
自
身
の
出
生
の
際
の
こ
と
を
聞
い

た
姫
君
を
慰
め
る
た
め
の
、
母
か
ら
の
語
り
か
け
で
あ
る
。
薄
雲
巻
に
お
い

て
姫
君
の
養
育
を
譲
渡
し
て
か
ら
こ
れ
ま
で
、
明
石
の
君
は
徹
し
て
、
光
源

氏
や
紫
の
上
だ
け
で
は
な
く
姫
君
と
も
距
離
を
置
い
て
き
た
の
で
あ
る
。

中
将
の
君
か
ら
浮
舟
に
語
ら
れ
た
「
な
ほ
な
ほ
し
き
身
の
ほ
ど
」
と
の
言

葉
は
、
明
石
の
君
と
類
似
し
て
「
自
分
が
あ
な
た
の
傍
に
い
た
ら
障
り
に
な

る
で
し
ょ
う
か
ら
」
と
の
意
で
あ
っ
た
。
で
は
母
が
取
ろ
う
と
し
て
い
る

〈
距
離
〉
と
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。

鈴
木
日
出
男
氏
は
、
浮
舟
物
語
に
お
け
る
男
た
ち
の
妻
争
い
伝
承
の
影
響

と
、
物
語
の
構
造
に
要
請
さ
れ
て
浮
舟
の
「
人
笑
へ
」
の
意
識
が
導
き
出
さ

れ
る
こ
と
、
ま
た
「
人
笑
へ
」
か
ら
浮
舟
が
選
び
と
っ
た
道
は
伝
承
か
ら
離

脱
さ
れ
、「
美
化
」
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

醜
聞
の
き
び
し
く
問
わ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の

こ
と
は
、
浮
舟
が
薫
や
匂
宮
に
と
っ
て
瞬
時
関
わ
っ
て
は
忘
れ
去
ら
れ

る
、
い
わ
ゆ
る
召
人
以
上
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
き
び
し
い
現
実
を
意

味
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
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と
述
べ
て
い（

２３
）る。
つ
ま
り
、
浮
舟
は
「
数
な
ら
ぬ
」
身
で
あ
る
こ
と
に
変
り

は
な
く
、
浮
舟
が
危
惧
し
た
「
人
笑
へ
」
は
、「
き
び
し
く
問
わ
れ
る
こ
と
」

も
な
い
結
果
と
な
っ
た
。
氏
の
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
ま
た
一
方
で
は
、
浮

舟
が
薫
や
匂
宮
に
対
し
て
「
数
な
ら
ぬ
」
や
「
身
の
ほ
ど
」
の
意
識
を
内
包

し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
語
が
母
か
ら
付
与
さ
れ
る
時
、

そ
こ
に
浮
舟
の
「
身
の
ほ
ど
」
の
流
動
性
が
あ
る
こ
と
と
も
大
き
く
関
わ
っ

て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

中
将
の
君
が
薫
と
浮
舟
を
娶
わ
せ
よ
う
と
考
え
た
際
に
抱
い
た
、
薫
と
浮

舟
と
の
「
身
の
ほ
ど
」
の
不
安
。
そ
の
「
身
の
ほ
ど
」
は
、
薫
の
心
内
語
や

発
話
を
検
討
す
る
限
り
、
は
じ
め
か
ら
な
ん
ら
そ
の
〈
距
離
〉
は
縮
ま
っ
て

は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
中
将
の
君
が
浮
舟
に

発
し
た
「
身
の
ほ
ど
」
の
語
は
、
薫
と
浮
舟
の
「
身
の
ほ
ど
」
に
関
す
る
中

将
の
君
の
認
識
の
齟
齬
を
呈
し
て
見
せ
、
な
ん
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
母
と
娘

の
「
身
の
ほ
ど
」、
つ
ま
り
は
〈
距
離
〉
を
示
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
、

皮
肉
な
発
話
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
、
浮
舟
に
関
す
る
「
数
な
ら
ぬ
」
と
「
身
の
ほ
ど
」
の
意
識
に

つ
い
て
、
明
石
の
君
と
中
将
の
君
を
と
お
し
て
検
討
し
て
き
た
。

「
数
な
ら
ぬ
」
の
語
は
、
母
中
将
の
君
が
浮
舟
に
関
わ
っ
て
常
に
抱
き
続

け
た
意
識
で
あ
っ
た
。
浮
舟
自
身
が
抱
く
の
で
は
な
く
、
母
が
抱
き
続
け
思

案
す
る
と
い
う
、
浮
舟
に
ま
つ
わ
る
表
現
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
同

様
に
「
身
の
ほ
ど
」
の
意
識
も
浮
舟
が
自
認
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
こ
の
言

葉
を
薫
と
中
将
の
君
か
ら
直
に
発
せ
ら
れ
る
と
い
う
、
浮
舟
の
在
り
方
を
表

出
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

浮
舟
に
関
す
る
「
身
の
ほ
ど
」
の
語
が
表
出
す
る
も
の
は
、
相
手
と
の

〈
距
離
〉
で
あ
り
、
そ
の
〈
距
離
〉
が
変
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
母
中

将
の
君
の
発
話
に
あ
る
「
身
の
ほ
ど
」
の
語
は
、
薫
と
浮
舟
の
〈
距
離
〉、

母
と
娘
の
〈
距
離
〉
に
対
す
る
認
識
の
齟
齬
を
も
呈
し
て
い
る
。
浮
舟
を
導

い
て
き
た
母
中
将
の
君
の
こ
の
よ
う
な
認
識
の
誤
り
は
、浮
舟
を
追
い
詰
め
、

や
が
て
浮
舟
と
薫
の
関
係
を
破
綻
へ
と
導
い
て
い
く
語
と
し
て
機
能
し
て
い

る
と
も
い
え
よ
う
。
明
石
の
君
に
多
く
見
出
さ
れ
る
「
数
な
ら
ぬ
」
と
「
身

の
ほ
ど
」
の
語
が
、
明
石
の
君
と
明
石
一
族
の
繁
栄
へ
と
導
く
一
つ
の
鍵
語

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
浮
舟
に
関
す
る
「
数
な
ら
ぬ
」
と
「
身
の
ほ
ど
」
の
語

は
、
明
石
の
君
の
そ
れ
と
は
対
照
的
に
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
阿
部
秋
生
「
明
石
の
君
の
周
圍
」（『
源
氏
物
語
研
究
序
説
』
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
五
九
年
）
七
六
二
・
七
六
三
頁
。

（
２
）
前
掲
１
阿
部
論
文
。

（
３
）
以
下
『
源
氏
物
語
』
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
よ
り
引
用

し
た
。（

）
内
は
、
巻
名
・
巻
数
・
頁
を
示
し
て
い
る
。

（
４
）
秋
山
虔
「
浮
舟
を
め
ぐ
っ
て
の
試
論
」（『
源
氏
物
語
の
世
界
』
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
六
四
年
）
二
五
一
頁
。

（
５
）
鈴
木
日
出
男
「
中
将
の
君
と
浮
舟
」（『
源
氏
物
語
虚
構
論
』
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）
一
〇
七
四
頁
。

（
６
）
高
田
祐
彦
「
中
将
の
君
の
身
分
意
識
を
め
ぐ
っ
て
―
浮
舟
物
語
の
序
章

―
」（『
源
氏
物
語
の
文
学
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
７
）
鈴
木
裕
子
「〈
母
と
娘
〉
の
物
語
―
そ
の
崩
壊
と
再
生
」（『『
源
氏
物

語
』
を
〈
母
と
子
〉
か
ら
読
み
解
く
』
角
川
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
二
一
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六
頁
。

（
８
）
た
と
え
ば
、
三
田
村
雅
子
「
召
人
の
ま
な
ざ
し
か
ら
」（『
源
氏
物
語
感

覚
の
論
理
』
有
精
堂
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
。

（
９
）
『
角
川
古
語
大
辞
典
』（
角
川
出
版
、
一
九
八
四
年
）。

（
１０
）
前
掲
注
１
、
阿
部
論
文
。

（
１１
）
前
掲
注
１
、
阿
部
秋
生
『
源
氏
物
語
研
究
序
説
』
な
ど
。

こ
え

（
１２
）
三
田
村
雅
子
「〈
音
〉
を
聞
く
人
々
―
宇
治
十
帖
の
方
法
―
」（
前
掲
注

８
に
同
じ
）
一
五
〇
頁
。

ま
た
、
薫
の
「
出
生
と
い
う
最
も
基
本
的
な
所
で
の
自
己
同
一
性
を
欠

い
て
い
る
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
に
関
わ
っ
て
、
浮
舟
は

「
薫
の
状
況
と
重
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
、
薫
の
鏡
象
的
な
関
係

に
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
１３
）
原
岡
文
子
「
雨
・
贖
罪
、
そ
し
て
出
家
へ
」（『
源
氏
物
語
の
人
物
と
表

現

そ
の
両
義
的
空
間
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
五
二
〇
頁
。

（
１４
）
浮
舟
の
端
近
に
関
し
て
は
、
吉
野
瑞
恵
「「
端
近
」
な
る
女
君
た
ち
―

女
三
の
宮
と
浮
舟
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
王
朝
文
学
の
生
成

『
源
氏
物

語
』
の
発
想
・「
日
記
文
学
」
の
形
態
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
に

指
摘
が
あ
る
。
浮
舟
を
め
ぐ
る
端
近
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
考

え
た
い
。

（
１５
）
吉
井
美
弥
子
「
浮
舟
物
語
に
お
け
る
七
夕
伝
説
」（『
読
む
源
氏
物
語

読
ま
れ
る
源
氏
物
語
』
森
話
社
、
二
〇
〇
八
年
）
二
七
〇
頁
。

（
１６
）
石
埜
敬
子
編
『
国
文
学
「
解
釈
と
鑑
賞
」
別
冊

源
氏
物
語
の
鑑
賞
と

基
礎
知
識

浮
舟
』（
至
文
堂
、
二
〇
〇
二
年
）
鑑
賞
欄
「
母
と
の
別
れ
」

一
八
三
頁
。

（
１７
）
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
第
１２
巻
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
五
年
）

一
三
九
頁
。

（
１８
）
前
掲
注
７
鈴
木
論
文
、
二
三
八
頁
。

（
１９
）
前
掲
注
１２
三
田
村
論
文
。

（
２０
）
前
掲
注
７
鈴
木
論
文
、
二
三
九
頁
。

（
２１
）
原
岡
文
子
「
浮
舟
物
語
と
「
人
笑
へ
」」（
前
掲
注
１３
に
同
じ
）
四
八

八
・
四
九
二
頁
。

（
２２
）
た
と
え
ば
前
掲
注
７
鈴
木
論
文
や
吉
井
美
弥
子
「
浮
舟
と
父
八
の
宮
」

（
前
掲
注
１５
に
同
じ
）
は
、
浮
舟
が
母
と
離
れ
は
じ
め
る
の
は
匂
宮
と
の

一
件
か
ら
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
吉
井
氏
は
「
匂
宮
と
の
件
を
契
機
と
し

て
、
浮
舟
に
と
っ
て
「
母
」
に
対
し
て
距
離
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

初
め
て
浮
舟
が
「
母
」
を
他
者
と
し
て
意
識
し
、
そ
の
上
で
慕
う
思
い
が

生
じ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
る
。確
か
に
、

母
が
推
す
薫
で
は
な
く
匂
宮
に
惹
か
れ
て
い
く
浮
舟
の
心
理
に
つ
い
て
留

意
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
薫
と
匂
宮
と

の
仲
に
悩
む
浮
舟
が
母
の
傍
に
い
た
い
と
思
慕
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら

ず
、「
身
の
ほ
ど
」
と
の
言
葉
を
母
か
ら
発
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
浮

舟
が
母
か
ら
離
さ
れ
た
と
考
え
る
。

（
２３
）
鈴
木
日
出
男
「
浮
舟
の
入
水
―
薫
と
浮
舟
（
一
）」（
前
掲
注
５
に
同

じ
）
一
一
〇
五
頁
。
な
お
初
出
は
「
浮
舟
物
語
試
論
」（『
文
学
』
一
九
七

六
年
三
月
）。
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