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昭
和
二
十
三
年
十
二
月
川
端
康
成
は
「
浮
舟
の
君
」
を
『
鏡
』
第
一
巻
第
四
号
に

発
表
し
た
。
こ
の
作
晶
は
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
、
『
哀
愁
」
（
細
川
書
店
刊
）
に

「
浮
舟
」
と
改
名
し
て
収
め
ら
れ
る
。
（
以
下
本
稿
で
は
こ
の
作
品
を
「
浮
舟
」
と
し

て
統
一
す
る
。
）

　
「
浮
舟
」
初
出
の
前
年
十
月
川
端
康
成
は
コ
及
愁
」
（
『
社
会
』
）
を
発
表
し
て
い
る
。

そ
の
中
で
彼
は
自
分
が
戦
争
中
に
親
し
ん
だ
『
源
氏
物
語
』
に
感
じ
た
日
本
の
郷
愁

と
戦
争
の
さ
な
か
異
郷
に
あ
る
軍
人
達
が
彼
の
文
学
（
特
に
「
雪
国
」
）
の
中
に
感

じ
た
郷
愁
に
つ
い
て
言
及
し
、
『
源
氏
物
語
』
の
「
あ
は
れ
」
の
伝
統
が
自
己
の
作

品
に
脈
々
と
流
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
彼
が
「
敗
戦
後
の
私
は
日
本
古

来
の
悲
し
み
の
な
か
に
帰
っ
て
ゆ
く
ば
か
り
で
あ
る
。
私
は
戦
後
の
世
相
な
る
も

の
、
風
俗
な
る
も
の
を
信
じ
な
い
。
現
実
な
る
も
の
も
あ
る
ひ
は
信
じ
な
い
。
」
（
『
川

端
康
成
全
集
』
（
新
潮
社
、
新
版
）
（
以
下
『
全
集
』
と
略
記
）
第
二
十
七
巻
三
九
一

ぺ
ー
ジ
）
と
し
て
そ
の
「
あ
は
れ
」
の
伝
統
の
継
承
者
た
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
表
明

す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
「
浮
舟
」
は
そ
う
し
た
『
源
氏
物
語
」
以
下
の
古
典
と
自
己

の
命
脈
を
自
覚
し
た
川
端
康
成
が
『
源
氏
物
語
』
に
取
材
し
て
そ
の
最
後
の
ヒ
ロ
イ

　
　
　
　
　
　
川
端
康
成
「
浮
舟
」
論
（
呉
羽
）

ン
浮
舟
に
照
明
を
あ
て
て
創
作
し
た
作
品
で
あ
り
、
彼
の
『
源
氏
物
語
』
受
容
に
重

要
な
意
味
を
も
ち
後
の
彼
の
創
作
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
私

は
こ
の
小
説
「
浮
舟
」
を
考
察
し
、
川
端
康
成
の
『
源
氏
物
語
』
受
容
の
実
態
を
明

ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　
な
お
「
哀
愁
」
「
浮
舟
」
以
前
に
川
端
康
成
が
『
源
氏
物
語
』
に
論
及
し
た
も
の

と
し
て
東
京
帝
国
大
学
国
文
学
科
へ
提
出
し
た
卒
業
論
文
『
日
本
小
説
史
小
論
』

（
大
ニ
ニ
・
三
）
の
「
源
氏
物
語
」
の
章
が
注
目
さ
れ
る
。
彼
は
こ
こ
で
『
源
氏
物

語
』
が
風
俗
・
思
想
・
感
情
等
を
含
め
た
平
安
朝
文
化
の
一
大
辞
書
で
あ
り
平
安
朝

文
学
の
頂
点
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
卓
越
性
の
具
体
的
内
実
を
藤
岡
作
太
郎
氏

『
国
文
学
全
史
平
安
朝
篇
』
、
五
十
嵐
力
氏
『
新
国
文
学
史
』
、
津
田
左
右
吉
氏
『
貴

　
　
　
　
　
（
1
）

族
時
代
の
文
学
』
の
所
説
に
委
ね
つ
つ
、
そ
う
し
た
卓
越
性
は
作
者
の
天
才
以
外
に

①
作
者
の
人
格
・
学
識
②
前
時
代
・
同
時
代
の
小
説
（
物
語
性
を
も
っ
た
仮
構
一
般

の
意
）
の
影
響
③
時
代
の
作
者
に
対
す
る
鼓
舞
④
仮
名
文
の
完
成
な
ど
の
諸
点
に
拠

る
も
の
と
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に

　
　
　
マ
マ

　
　
　
私
ま
た
、
「
祝
詞
」
、
「
枕
草
子
」
、
「
方
丈
記
」
、
上
田
秋
成
、
其
磧
、
西
鶴
な

　
　
ぞ
と
共
に
、
散
文
学
中
の
愛
読
書
で
あ
る
ゆ
ゑ
、
光
源
氏
君
は
典
型
と
し
て
も

　
　
理
想
化
さ
れ
過
ぎ
て
、
梢
単
調
の
嫌
ひ
が
あ
る
が
、
多
く
の
女
達
の
タ
イ
プ

　
　
と
、
そ
れ
に
従
っ
て
の
恋
の
形
と
、
そ
の
恋
の
情
景
と
、
こ
の
三
の
関
係
だ
け
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島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
杜
会
科
学
）
第
十
九
巻

　
　
で
も
論
じ
た
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
限
り
な
く
長
く
な
り
さ
う
だ
し
、
小
論

　
　
の
前
途
洋
々
た
れ
ば
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
（
『
全
集
』
第
二
十
四
巻
三
八
ぺ

　
　
ー
ジ
）

と
述
べ
、
自
身
の
私
的
な
関
心
の
対
象
と
し
て
こ
の
作
品
に
登
場
す
る
女
達
と
そ
の

恋
の
形
・
情
景
を
あ
げ
て
い
る
が
、
特
に
そ
の
関
心
が
彼
本
来
の
魎
巷
趣
味
と
共
鳴

す
る
形
で
「
東
海
道
」
（
『
満
州
目
日
新
聞
』
昭
一
八
・
七
・
二
〇
～
）
な
ど
を
契
機

に
浮
舟
に
向
け
ら
れ
、
「
哀
愁
」
に
お
け
る
自
己
の
創
作
の
決
意
を
ふ
ま
え
て
こ
の

「
浮
舟
」
が
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
東
海
道
」
に
は
、
東
海
道
に
残
る
目
本

の
美
し
さ
に
見
と
れ
て
そ
こ
に
ゆ
か
り
あ
る
平
安
・
鎌
倉
・
室
町
の
文
人
の
系
譜
に

目
本
の
精
神
史
を
み
る
主
人
公
が
『
源
氏
物
語
』
の
浮
舟
に
傾
倒
す
る
『
更
級
日
記
』

作
者
の
心
情
に
共
鳴
し
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
っ
ま
り
文
中
孝
標
女
の
上
洛

直
後
の
記
事
が
上
洛
途
上
足
柄
山
で
の
遊
女
と
の
出
逢
い
の
記
事
と
と
も
に
な
ぞ
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
光
源
氏
の
夕
顔
、
宇
治
大
将
の
浮
舟
の
女
君
の
や
う
に

こ
そ
あ
ら
め
と
思
ひ
け
る
。
」
と
い
う
『
日
記
」
の
文
章
を
掲
げ
た
あ
と
『
日
記
』

中
に
は
な
い

　
　
　
九
百
年
前
の
こ
の
「
文
学
少
女
」
は
ま
だ
十
四
で
あ
り
な
が
ら
、
夕
顔
や
浮

　
　
舟
を
自
分
の
理
想
と
し
た
の
だ
つ
た
。
貴
宮
で
も
、
紫
上
で
も
な
か
つ
た
。

　
　
（
『
全
集
』
第
二
十
三
巻
三
八
六
ぺ
ー
ジ
）

と
い
う
こ
と
ば
を
入
れ
て
あ
る
。
こ
こ
で
は
主
人
公
を
通
し
て
川
端
康
成
の
浮
舟
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

対
す
る
興
味
の
深
さ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二

「
浮
舟
」
は
十
の
短
章
よ
り
な
る
。

第
一
章
は
序
と
も
い
う
べ
く
、
浮
舟
を
め
ぐ

る
話
が
『
源
氏
物
語
』
の
最
後
に
位
置
し
彼
女
が
物
語
の
終
曲
の
女
性
で
あ
る
こ
と

を
述
べ
て
そ
の
こ
と
の
意
味
の
深
さ
を
示
そ
う
と
す
る
。
更
に

　
　
「
源
氏
物
語
」
は
大
方
千
年
前
の
小
説
、
し
か
も
そ
の
後
千
年
の
あ
ひ
だ
に
、

　
　
こ
れ
に
及
ぷ
小
説
は
日
本
に
現
は
れ
な
か
つ
た
。
作
者
の
紫
式
部
は
三
十
七
八

　
　
歳
で
死
ん
だ
や
う
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
こ
の
大
作
晶
は
三
十
代
の
女
性
が

　
　
書
い
た
こ
と
に
な
る
。
（
『
全
集
』
第
二
十
四
巻
五
四
九
ぺ
ー
ジ
）

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
は
、
『
源
氏
物
語
』
が
小
説
吏
の
頂
点
た
る
こ
と
、

作
者
の
天
才
に
よ
る
所
産
で
あ
る
こ
と
と
い
う
趣
旨
を
含
む
点
『
日
本
小
説
史
小

論
』
「
源
氏
物
語
」
に
お
け
る
こ
の
作
晶
の
評
価
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
下
九
っ
の
章
の
内
容
を
掲
げ
る
。

　
　
　
〔
二
〕
　
若
い
女
が
初
瀬
よ
り
帰
る
横
川
の
僧
一
行
に
見
出
さ
れ
た
。
彼
女
は

　
　
正
気
を
失
い
、
「
生
き
て
ゐ
て
も
用
の
な
い
身
で
す
。
人
に
見
せ
な
い
で
、
夜
、

　
　
こ
の
川
に
落
し
て
下
さ
い
」
と
い
う
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　
　
　
〔
三
〕
　
こ
の
女
は
僧
の
妹
尼
に
よ
っ
て
小
野
に
伴
わ
れ
、
正
気
を
と
り
も
ど

　
　
す
。
彼
女
は
尼
に
な
る
こ
と
を
望
む
が
、
妹
尼
は
亡
く
な
っ
た
我
が
娘
の
再
来

か
と
思
っ
て
大
切
に
し
た
。

　
〔
四
〕
　
女
は
あ
る
夜
、
過
去
の
自
己
の
所
行
を
思
い
出
し
物
思
い
に
耽
っ
て

つ
い
に
妹
尼
の
留
守
の
間
に
大
尼
君
（
妹
尼
の
母
）
に
頼
ん
で
剃
髪
、
尼
に
な

っ
て
し
ま
う
。

　
〔
五
〕
　
浮
舟
と
い
う
女
性
は
、
薫
の
思
わ
れ
人
で
あ
っ
た
。
薫
は
か
っ
て
宇

治
八
宮
の
娘
大
君
を
愛
し
て
い
た
が
彼
女
は
亡
く
な
り
そ
の
形
代
と
し
て
大
君

の
妹
の
中
の
君
が
大
君
に
よ
く
似
た
も
う
一
人
の
妹
浮
舟
の
存
在
を
ほ
の
め
か

し
た
。

　
〔
六
〕
　
浮
舟
は
大
君
・
中
の
君
の
異
腹
の
妹
で
、
母
親
は
八
宮
に
か
え
り
み
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ら
れ
な
く
な
っ
て
後
常
陸
介
の
妻
と
な
り
任
国
に
下
っ
て
い
た
。
母
と
と
も
に

　
　
上
京
し
た
浮
舟
を
薫
は
宇
治
山
荘
で
垣
問
見
て
、
大
君
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と

　
　
に
狂
喜
し
た
。

　
　
　
〔
七
〕
　
こ
の
浮
舟
は
上
京
後
、
姉
の
中
の
君
に
預
け
ら
れ
て
い
た
が
、
中
の

　
　
君
の
夫
匂
宮
に
発
見
さ
れ
る
。
語
り
か
け
っ
き
ま
と
う
宮
に
浮
舟
は
差
恥
で
身

　
　
を
固
く
し
て
い
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
母
親
は
娘
を
三
条
の
小
家
に
移
す
。

　
　
　
〔
八
〕
　
そ
の
後
浮
舟
は
薫
に
伴
わ
れ
て
宇
治
に
住
む
。
大
君
の
お
も
か
げ
を

　
　
宿
す
浮
舟
を
前
に
し
て
、
薫
は
大
君
思
慕
の
思
い
を
新
た
に
す
る
。

一
　
〔
九
〕
　
以
来
薫
の
訪
れ
は
間
遠
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
隙
に
匂
宮
が
侵
入
す

　
　
る
。
浮
舟
は
匂
宮
の
は
れ
や
か
な
美
し
さ
に
も
惹
か
れ
、
一
方
薫
の
訪
れ
の
際

　
　
の
細
や
か
な
心
遣
い
に
自
己
の
所
行
を
悔
い
て
い
る
。
二
人
の
男
は
お
の
お
の

　
　
家
を
っ
く
り
浮
舟
を
京
に
迎
え
よ
う
と
す
る
。
折
し
も
宮
と
の
逢
瀬
が
薫
に
発

　
　
覚
し
、
浮
舟
は
胸
を
っ
ぷ
す
。
彼
女
は
己
が
身
を
無
き
も
の
に
す
る
こ
と
で
、

　
　
こ
の
窮
状
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
　
　
〔
十
〕
　
薫
は
比
叡
に
参
っ
た
折
横
川
の
僧
を
訪
れ
浮
舟
存
生
を
知
る
。
そ
の

　
　
ま
ま
小
野
に
赴
い
て
彼
女
に
逢
お
う
と
思
う
が
、
そ
の
衝
動
を
こ
ら
え
て
い
っ

　
　
た
ん
京
に
帰
る
。
そ
の
薫
の
行
列
の
灯
火
を
浮
舟
が
遠
く
に
見
送
っ
て
い
る
。

　
以
上
九
っ
の
短
章
の
う
ち
、
〔
二
〕
〔
三
〕
〔
四
〕
が
『
源
氏
物
語
』
「
手
習
」
巻
の

内
容
か
ら
取
材
し
た
も
の
で
以
下
、
〔
五
〕
は
「
橋
姫
」
～
「
宿
木
」
巻
（
お
も
に

「
総
角
」
・
「
宿
木
」
巻
）
、
〔
六
〕
は
「
膚
木
」
巻
、
〔
七
〕
は
「
東
屋
」
巻
、
〔
八
〕
は

「
東
屋
」
巻
末
及
び
「
浮
舟
」
巻
、
〔
力
」
は
「
浮
舟
」
巻
、
〔
十
〕
は
「
夢
浮
橋
」

巻
の
内
容
か
ら
取
材
し
て
い
る
。

　
こ
の
「
浮
舟
」
に
つ
い
て
ま
ず
気
づ
く
の
は
構
成
的
操
作
と
い
う
点
で
あ
る
。
本

来
『
源
氏
物
語
」
の
こ
の
件
り
は
、
宇
治
に
い
る
浮
舟
へ
の
匂
宮
の
侵
入
、
二
人
の

川
端
康
成
「
浮
舟
」
論
（
呉
羽
）

男
性
の
間
に
は
さ
ま
れ
た
彼
女
の
懐
悩
と
そ
の
果
て
の
失
瞭
、
そ
の
後
横
川
僧
都
ら

に
よ
る
救
出
、
小
野
へ
導
か
れ
そ
こ
で
の
剃
髪
、
薫
の
浮
舟
存
生
の
確
認
と
い
う
ふ

う
に
時
問
の
流
れ
に
そ
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
が
、
「
浮
舟
」
の
場
合
、
第
二
章
か

ら
第
四
章
で
は
素
姓
の
わ
か
ら
ぬ
若
い
女
性
が
人
知
れ
ぬ
こ
と
に
深
く
思
い
悩
み
そ

の
果
て
に
出
家
す
る
と
い
う
事
件
を
描
き
、
続
く
第
五
章
か
ら
第
九
章
で
は
、
浮
舟

と
い
う
女
性
が
二
人
の
男
性
の
間
に
余
儀
な
く
不
倫
を
犯
し
入
水
を
決
意
す
る
ま
で

の
こ
と
が
た
ど
ら
れ
る
。
第
九
章
の
緊
追
し
た
雰
囲
気
の
中
で
叙
述
が
も
り
あ
が

り
、
第
二
章
～
第
四
章
の
時
間
と
の
合
流
が
な
さ
れ
て
そ
こ
で
描
か
れ
て
い
た
素
姓

の
わ
か
ら
ぬ
女
性
が
浮
舟
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
浮
舟
の
苦
悩
に
み
ち
た
精
神
の
軌
跡
を
完
結
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
第
十

章
で
は
苦
悩
し
た
浮
舟
を
ひ
き
と
ろ
う
と
す
る
薫
の
動
き
を
描
い
て
第
二
章
以
来
の

話
に
結
末
が
つ
け
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
意
図
的
構
成
に
っ
い
て
は
、
川
端
康
成
が
『
小
説
の
構
成
』
（
現
代

叢
書
u
、
昭
ニ
ハ
・
八
、
三
笠
書
房
）
に
お
い
て
近
代
小
説
と
物
語
の
差
異
に
つ
い

て
論
じ
た
よ
う
な
認
識
が
は
た
ら
い
て
い
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
論
の
要
約
を

　
　
（
3
）

掲
げ
る
。
文
中
の
「
小
説
」
と
は
『
日
本
小
説
吏
小
論
』
に
お
い
て
使
わ
れ
た
物
語

性
を
も
っ
た
仮
構
一
般
を
指
す
意
で
は
な
く
、
よ
り
狭
義
な
、
主
題
・
構
想
・
方
法

等
に
明
確
な
意
識
性
を
も
っ
た
近
代
小
説
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
物
語
の
筋
組
み
は
時
問
的
継
続
の
う
ち
に
配
置
さ
れ
る
が
、
小
説
は
因
果
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
関
係
に
お
い
て
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
王
が
死
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
王
妃

　
　
が
死
ん
だ
」
と
い
え
ば
物
語
で
あ
る
が
、
「
王
が
死
ん
だ
。
そ
の
悲
し
み
の
た

　
　
め
に
王
妃
も
死
ん
だ
」
と
い
え
ば
構
成
で
あ
る
。
小
説
の
構
成
に
も
、
も
ち
ろ

　
　
ん
時
問
の
脈
絡
は
あ
る
が
、
よ
り
因
果
の
理
論
に
負
う
の
で
あ
る
。
物
語
な
ら

　
　
ば
、
聞
き
手
は
「
そ
れ
か
ら
？
」
と
尋
ね
る
で
あ
ろ
う
。
小
説
の
読
者
は
「
ど
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う
し
て
？
」
と
考
え
る
。
物
語
性
と
構
成
性
と
の
根
本
的
な
差
異
は
こ
こ
に
あ

　
　
る
。
小
説
に
は
因
果
的
に
連
続
性
の
あ
る
緊
密
な
構
成
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
。
緊
密
な
構
成
に
は
、
「
そ
れ
か
ら
？
」
式
の
好
奇
心
ば
か
り
で
な
く
、
理

　
　
知
と
記
憶
力
と
を
必
要
と
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
認
識
に
お
い
て
物
語
（
『
源
氏
物
語
』
）
の
筋
立
て
を
取
捨
変
形
し
、

困
果
関
係
の
明
確
な
、
緊
密
な
構
成
を
も
っ
て
統
一
さ
れ
た
小
説
（
近
代
小
説
、
「
浮

舟
」
）
の
創
作
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
川
端
康
成
の
物
語
と
小
説

（
近
代
小
説
）
の
相
異
の
所
説
を
「
浮
舟
」
の
創
作
に
お
い
て
あ
か
し
だ
て
た
と
も

い
う
べ
き
か
。
そ
し
て
そ
う
し
た
緊
密
な
構
成
を
全
う
す
る
に
は
、
な
お
、
叙
述
を

年
代
的
・
時
間
的
に
積
み
重
ね
た
形
の
物
語
に
含
ま
れ
る
種
々
の
要
因
　
　
そ
れ
が

物
語
に
奥
行
き
を
与
え
、
人
生
の
深
さ
を
暗
示
す
る
　
　
を
捨
象
し
て
よ
り
単
一
性

を
め
ざ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
浮
舟
」
の
場
合
で
も
、
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
は

浮
舟
が
匂
宮
に
発
見
さ
れ
彼
女
の
不
幸
の
遠
因
と
な
る
中
の
君
邸
へ
の
寄
宿
に
は
左

近
少
将
の
婚
約
不
履
行
の
事
件
が
与
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い

な
い
。
ま
た
浮
舟
の
出
家
の
遂
行
に
は
僧
都
（
「
浮
舟
」
で
は
「
僧
」
。
以
下
、
両
者

「
僧
」
と
し
て
統
一
し
て
い
く
。
）
の
妹
尼
の
娘
婿
中
将
の
求
婚
が
大
き
く
関
る
が
、

こ
れ
に
っ
い
て
も
「
浮
舟
」
で
は
大
き
な
要
因
と
し
て
は
描
か
れ
な
い
。
浮
舟
失
瞭

直
後
の
薫
を
め
ぐ
る
「
蜻
蛉
」
巻
の
内
容
も
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
〕
浮
舟
」

末
尾
（
第
十
章
）
は
薫
が
横
川
僧
を
訪
れ
浮
舟
の
消
息
を
知
っ
て
後
京
へ
帰
る
と
こ

ろ
で
終
る
が
、
『
源
氏
物
語
』
で
は
こ
の
あ
と
薫
の
命
を
う
け
て
僧
の
還
俗
を
促
す

手
紙
を
携
え
た
浮
舟
の
弟
小
君
が
姉
を
た
ず
ね
る
話
が
述
べ
ら
れ
る
。
浮
舟
は
こ
の

弟
に
対
し
て
も
頑
な
に
面
会
を
拒
み
、
そ
の
い
き
さ
っ
を
聞
い
て
薫
が
不
審
を
感
ず

る
と
こ
ろ
で
終
幕
に
な
る
。
こ
の
末
尾
の
省
略
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
し
た
い
が
、

こ
う
し
た
幾
つ
か
の
切
り
捨
て
を
通
じ
て
川
端
康
成
の
「
浮
舟
」
創
作
の
姿
勢
を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
い
う
な
れ
ば
、
薫
・
匂
宮
・
大
君
・
中
の
君
・
浮
舟
と
い

う
人
物
達
を
め
ぐ
っ
て
種
々
の
要
因
を
と
り
こ
み
そ
の
錯
綜
し
た
関
係
を
描
く
『
源

氏
物
語
』
宇
治
十
帖
の
中
で
彼
は
浮
舟
に
焦
点
を
あ
て
彼
女
が
薫
・
匂
宮
の
間
に
あ

っ
て
苦
悩
す
る
姿
を
拾
い
上
げ
そ
れ
を
小
説
の
時
間
と
し
て
整
理
し
た
の
で
あ
る
。

三

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
浮
舟
の
生
の
再
構
成
が
『
源
氏
物
語
』
の
叙
述
内
容
を
変
改

し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
点
は
見
逃
せ
な
い
。
た
だ
し
そ
の
変
改
は
物
語
の
文
章
中

に
な
い
新
し
い
こ
と
ば
を
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
原
文
か
ら
大
幅
に
飛
躍
し
た
内

容
を
と
り
こ
め
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
川
端
康
成
が
み
ず
か
ら
の
規
準

で
選
び
と
っ
た
物
語
中
の
文
章
に
っ
い
て
文
学
的
効
果
を
考
慮
し
な
が
ら
さ
り
げ
な

く
現
代
文
に
か
え
て
い
る
と
い
う
態
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
浮
舟
の
処
生
に
あ

く
ま
で
則
り
、
変
改
は
そ
の
文
章
を
お
も
に
取
捨
、
も
し
く
は
配
列
換
え
等
す
る
こ

と
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
変
改
に
自
身
の
意
匠
を
こ
め

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
的
な
例
を
い
く
っ
か
あ
げ
川
端
康
成
が
こ
の
作
晶
に

描
こ
う
と
し
た
も
の
を
探
っ
て
み
る
。
ま
ず
第
四
章
の
浮
舟
が
出
家
を
決
行
す
る
前

夜
の
彼
女
の
憂
悶
の
様
を
『
源
氏
物
語
』
　
の
文
章
と
対
照
し
て
掲
げ
る
。
上
段
が

「
浮
舟
」
、
下
段
が
『
源
氏
物
語
』
で
あ
る
。
（
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
以
下
山

岸
徳
平
氏
校
注
『
源
氏
物
語
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。
）

　
眠
ら
れ
ぬ
夜
は
、
昔
の
こ
と
が
い

ろ
い
ろ
と
思
い
浮
ぷ
。
生
き
返
っ
た

ば
か
り
に
、
ま
た
過
去
に
思
い
悩
ま

さ
れ
る
。
　
　
自
分
の
父
親
だ
と
い

昔
よ
り
の
事
を
、
ま
ど
ろ
ま
れ
ぬ
ま
＞

に
、
常
よ
り
も
、
思
ひ
続
く
る
に
、
い

と
、
心
憂
く
、
「
親
と
聞
え
け
む
人
の

御
か
た
ち
も
、
見
た
て
ま
っ
ら
ず
、
髭
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ふ
八
宮
の
お
顔
を
見
た
こ
と
も
な

く
、
遠
い
東
国
に
育
て
ら
れ
、
や
う

や
く
京
に
帰
っ
て
、
母
の
引
き
あ
は

せ
で
幸
ひ
姉
に
も
め
ぐ
り
あ
ひ
、
こ

の
中
の
君
を
頼
り
に
思
ひ
、
ま
た
夫

と
定
め
る
人
も
出
来
て
、
こ
れ
か
ら

は
こ
の
薫
の
君
に
、
身
の
不
運
を
慰

め
ら
れ
よ
う
と
す
る
際
に
、
自
分
は

あ
さ
ま
し
い
過
ち
を
し
た
。
そ
れ
に

つ
け
て
も
、
匂
の
宮
に
少
し
で
も
心

ひ
か
れ
た
の
が
、
自
分
で
も
分
ら
な

い
。
匂
宮
の
せ
ゐ
で
、
か
う
し
て
さ

す
ら
つ
て
ゐ
る
。
匂
の
宮
に
く
ら
べ

る
と
、
薫
の
君
は
初
め
か
ら
あ
つ
さ

り
と
し
て
ゐ
た
と
は
い
へ
、
お
だ
や

か
に
愛
し
て
く
れ
た
こ
と
が
、
時
折

な
っ
か
し
く
思
ひ
出
さ
れ
る
。
自
分

が
生
き
て
ゐ
る
と
、
こ
の
人
に
知
ら

れ
る
の
が
、
な
に
よ
り
恥
か
し
い
。

し
か
し
い
つ
か
は
よ
そ
な
が
ら
会
へ

も
し
よ
う
か
。
そ
れ
は
未
練
と
い
ふ

も
の
で
あ
ら
う
。
思
ふ
ま
い
。

さ
う
し
て
や
つ
と
朝
の
鳥
の
声
が
聞

え
た
時
は
、
救
は
れ
た
や
う
で
あ
つ

川
端
康
成
「
浮
舟
」
論
（
呉
羽
）

な
る
東
を
、
か
へ
る
戸
＼
、
年
月
を
、

行
き
て
、
た
ま
さ
か
に
、
尋
ね
寄
り
て
、

『
嬉
し
、
頼
も
し
』
と
、
思
ひ
聞
え
し

は
ら
か
ら
の
御
あ
た
り
も
、
思
は
ず
に

て
、
た
え
す
ぎ
、
さ
る
方
に
、
思
ひ
定

め
給
ひ
し
人
に
っ
け
て
、
や
う
く
、

身
の
憂
さ
を
も
、
慰
め
っ
べ
き
際
目

に
、
浅
ま
し
う
、
も
て
そ
こ
な
ひ
た
る

身
を
、
思
ひ
て
ゆ
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
ゾ
、

『
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
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
づ
る
ぞ
、
こ
よ

な
か
り
け
る
。
「
か
く
て
こ
そ
、
あ
り

け
れ
」
と
、
聞
き
っ
け
た
て
ま
っ
ら
む
、

恥
づ
か
し
さ
は
、
人
よ
り
、
ま
さ
り
ぬ

べ
し
。
さ
す
が
に
、
「
『
こ
の
世
に
は
、

あ
り
し
御
様
を
、
よ
そ
な
が
ら
だ
に
、

た
が
、
母
の
声
が
聞
え
た
ら
ど
ん
な

に
う
れ
し
い
で
あ
ら
う
。
（
『
全
集
』

第
二
十
四
巻
五
五
三
・
五
五
四
ぺ
ー

ジ
）

い
つ
か
は
見
ん
（
と
）
す
る
』
と
、
う

ち
思
ふ
、
な
ほ
、
悪
の
心
や
。
か
く
だ

に
思
は
じ
」
な
ど
、
心
一
つ
を
、
か
へ

さ
ふ
。
か
ら
う
じ
て
、
鶏
の
鳴
く
を
聞

き
て
、
い
と
、
嬉
し
。
「
母
の
御
声
を

聞
き
た
ら
む
は
、
ま
し
て
、
い
か
な
ら

ん
」
と
、
思
ひ
明
か
し
て
、
心
も
、
い

と
、
あ
し
。
（
「
手
習
」
巻
、
三
八
三
・

三
八
四
ぺ
ー
ジ
）

　
両
者
を
比
べ
て
み
る
と
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
そ
れ
に
相
当
す
る
記
述
の
な
い
「
生

き
返
つ
た
ば
か
り
に
、
ま
た
過
去
に
思
ひ
悩
ま
さ
れ
る
。
」
と
い
う
文
章
が
加
え
ら

れ
て
い
る
点
、
匂
の
宮
に
か
つ
て
心
惹
か
れ
た
こ
と
を
悔
や
む
思
い
や
最
後
の
「
か

ら
う
じ
て
、
鶏
の
鳴
く
を
聞
き
て
」
以
下
の
部
分
が
若
干
簡
略
に
な
っ
て
い
る
点
の

ほ
か
は
お
お
む
ね
文
章
を
格
に
は
ま
っ
た
短
文
に
か
え
な
が
ら
て
い
ね
い
に
現
代

文
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
第
二
章
以
来
の
筋
の
、
も
り
あ
が
っ
た
箇
所
と
し
て

の
こ
の
件
り
を
そ
の
ま
ま
『
源
氏
物
語
』
か
ら
な
ぞ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
だ

け
彼
は
『
源
氏
物
語
』
の
こ
の
箇
所
に
意
味
を
お
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し

『
源
氏
物
語
』
の
場
合
、
こ
こ
で
の
浮
舟
の
憂
悶
を
惹
き
起
こ
す
大
き
な
要
因
と
し

て
こ
の
文
の
前
の
と
こ
ろ
で
中
将
の
彼
女
へ
の
言
い
よ
り
と
そ
れ
を
逃
れ
て
入
り
込

ん
だ
部
屋
で
の
大
尼
君
の
恐
ろ
し
い
就
寝
の
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
浮
舟
」
で

は
そ
れ
が
な
く
、
前
述
「
生
き
返
っ
た
ば
か
り
に
、
ま
た
過
去
に
思
ひ
悩
ま
さ
れ

る
。
」
と
い
う
こ
と
ば
の
挿
入
と
相
侯
っ
て
こ
の
女
の
慎
悩
が
よ
り
観
念
化
し
、
存

在
の
本
源
に
関
る
も
の
と
な
っ
て
前
へ
お
し
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
同
じ
く
前
述
の
「
か
ら
う
じ
て
、
鶏
の
鳴
く
を
聞
き
て
云
云
」
の
部
分
に
描
か
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れ
る
浮
舟
の
複
雑
な
心
情
が
「
さ
う
し
て
や
っ
と
朝
の
鳥
の
声
が
聞
え
た
時
は
救
は

れ
た
や
う
で
あ
つ
た
が
、
母
の
声
が
聞
え
た
ら
ど
ん
な
に
う
れ
し
い
で
あ
ら
う
。
」

と
単
純
化
さ
れ
て
、
自
己
の
悩
み
の
苦
し
み
か
ら
救
わ
れ
た
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て

い
る
点
、
あ
と
の
出
家
の
決
行
と
の
繋
が
り
が
強
め
ら
れ
て
、
川
端
康
成
が
『
小
説

の
構
成
』
で
指
摘
し
た
小
説
の
因
果
的
構
成
の
意
識
が
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ

う
。　

続
い
て
第
七
章
の
終
り
、
中
の
君
の
邸
に
か
く
ま
わ
れ
て
い
た
浮
舟
が
匂
宮
に
発

見
さ
れ
執
勘
に
素
姓
を
聞
か
れ
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
母
親
に
よ
っ
て
三
条
の

小
家
に
移
さ
れ
た
折
の
叙
述
を
『
源
氏
物
語
』
と
比
べ
て
み
る
。

　
浮
舟
の
君
の
母
は
翌
日
、
乳
母
に

こ
の
こ
と
を
し
ら
さ
れ
て
、
あ
わ
て

て
女
を
三
条
の
小
家
に
移
し
た
。
こ

こ
は
前
栽
に
花
も
な
く
さ
び
し
い
。

昨
夜
あ
の
後
で
、
匂
の
宮
と
の
こ
と

に
は
触
れ
な
い
で
、
絵
を
見
せ
て
慰

め
て
く
れ
た
り
、
故
父
宮
の
こ
と
を

語
っ
て
添
寝
し
て
く
れ
た
り
し
た
、

中
の
君
を
思
ひ
出
し
な
が
ら
、
ま
た

ど
こ
か
に
匂
の
宮
の
移
り
香
が
漂
つ

て
ゐ
る
や
う
な
気
も
す
る
の
で
あ
つ

た
。
（
『
全
集
』
第
二
十
四
巻
五
五
九

ぺ
ー
ジ
）

旅
の
宿
り
は
、
っ
れ
ぐ
に
て
、
庭

の
草
も
、
い
ぷ
せ
き
心
地
す
る
に
、
賎

し
き
、
東
声
し
た
る
者
ど
も
ば
か
り
の

み
出
で
入
り
、
な
ぐ
さ
め
に
見
る
べ

き
、
前
栽
の
花
も
な
し
。
う
ち
あ
ば
れ

て
、
は
れ
戸
＼
し
か
ら
で
明
か
し
暮
ら

す
に
、
宮
の
う
へ
の
御
有
様
、
思
ひ
出

づ
る
に
、
若
い
心
地
に
、
恋
し
か
り
け

り
。
あ
や
に
く
だ
ち
給
へ
り
し
、
人
の

御
け
は
ひ
も
、
さ
す
が
に
、
お
も
ひ
出

で
ら
れ
て
、
「
何
事
に
か
あ
り
け
む
、

い
と
、
多
く
、
あ
は
れ
げ
に
、
の
給
ひ

し
か
な
」
（
と
）
、
名
残
、
を
か
し
か
り

し
御
移
り
香
も
、
ま
だ
、
残
り
た
る
心

地
し
て
、
お
そ
ろ
し
か
り
し
も
、
思
ひ

出
で
ら
る
。
（
「
東
屋
」
巻
一
八
二
・
一

八
三
ぺ
ー
ジ
）

　
上
段
〕
浮
舟
の
君
の
母
は
翌
日
云
云
」
の
文
章
に
相
当
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
箇

所
は
他
の
出
来
事
も
絡
ん
で
長
い
叙
述
に
な
っ
て
い
る
の
で
省
略
す
る
。
川
端
康
成

は
『
源
氏
物
語
』
か
ら
適
宜
こ
と
ば
を
取
捨
し
て
簡
潔
性
を
保
ち
っ
っ
浮
舟
の
情
動

を
な
ぞ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
最
後
の
文
章
の
後
半
「
ま
た
ど
こ
か
に
匂
の

宮
の
移
り
香
が
漂
っ
て
ゐ
る
や
う
な
気
も
す
る
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
ば
に
注

意
し
た
い
。
『
源
氏
物
語
」
で
は
こ
こ
が
「
あ
や
に
く
だ
ち
給
へ
り
し
、
人
の
御
け

は
ひ
も
、
さ
す
が
に
、
お
も
ひ
出
で
ら
れ
て
、
「
何
事
に
か
あ
り
け
む
、
い
と
、
多

く
、
あ
は
れ
げ
に
、
の
給
ひ
し
か
な
」
（
と
）
、
名
残
、
を
か
し
か
り
し
御
移
り
香
も
、

ま
だ
、
残
り
た
る
心
地
し
て
、
お
そ
ろ
し
か
り
し
も
、
思
ひ
出
で
ら
る
。
」
と
描
か

れ
、
時
を
隔
て
て
や
や
平
静
さ
を
と
り
も
ど
し
た
浮
舟
が
そ
の
折
の
こ
と
を
思
い
出

し
、
宮
の
「
あ
は
れ
げ
」
な
こ
と
ば
を
辿
り
な
が
ら
そ
の
場
に
あ
る
心
持
ち
に
な
っ

て
宮
の
移
り
香
さ
え
錯
覚
す
る
ほ
ど
に
な
っ
た
と
き
あ
ら
た
め
て
現
実
感
あ
る
宮
の

恐
し
さ
が
沸
き
あ
が
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が

「
浮
舟
」
で
は
そ
う
し
た
複
雑
な
心
情
を
追
お
う
と
せ
ず
、
宮
の
移
り
香
の
幻
想
か

ら
浮
舟
が
魅
力
的
な
宮
に
ゆ
か
し
さ
を
感
じ
て
い
る
こ
と
が
暗
示
的
に
描
か
れ
、
彼

女
の
心
に
宮
の
侵
入
を
う
け
い
れ
る
姿
勢
が
存
す
る
よ
う
に
か
え
ら
れ
て
い
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
原
文
に
は
な
い
色
好
み
性
　
　
禁
忌
を
犯
し
て
情
感
の
ま
ま
に

男
性
に
接
し
よ
う
と
す
る
度
合
の
強
さ
　
　
が
浮
舟
に
意
図
的
に
付
与
さ
れ
て
い
る

も
の
と
提
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
も
う
一
例
、
第
十
章
を
『
源
氏
物
語
』
と
比
較
す
る
。
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薫
の
君
は
叡
山
に
参
つ
た
翌
日
、

横
川
の
僧
を
訪
れ
、
浮
舟
の
君
が
横

川
に
か
く
ま
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
知

っ
た
。
亡
き
人
と
ば
か
り
思
っ
て
ゐ

た
が
と
、
夢
の
や
う
な
気
持
で
涙
ぐ

ん
だ
。
直
ぐ
会
ひ
に
と
思
つ
た
が
、

今
は
御
仏
に
か
し
づ
く
人
と
、
一
先

づ
京
に
帰
つ
た
。

　
そ
の
夕
小
野
で
は
、
青
葉
の
山
の

か
を
り
の
な
か
で
、
浮
舟
の
君
の
手

習
の
君
は
も
の
思
ひ
に
沈
み
な
が

ら
、
遺
水
の
ほ
と
り
に
尾
を
ひ
い
て

飛
ぷ
螢
を
見
る
に
つ
け
て
も
、
宇
治

の
日
々
を
思
ひ
出
し
て
ゐ
た
。

　
そ
の
時
、
蓬
か
に
谷
を
見
渡
せ
る

軒
端
に
、
貴
人
の
お
歩
き
ら
し
い
、

前
駆
を
払
ふ
声
が
聞
え
た
。
お
び
た

だ
し
い
松
明
の
火
が
続
い
た
。

「
ど
な
た
の
御
行
列
で
せ
う
。
今
日

お
噂
の
あ
つ
た
薫
の
君
で
せ
う
か
。
」

と
、
尼
は
言
ふ
。
さ
う
か
も
し
れ
な

い
と
、
浮
舟
の
君
も
思
っ
た
。

　
小
暗
い
道
を
行
く
そ
の
松
明
が
、

光
の
帯
と
な
っ
て
浮
舟
の
目
に
し

小
野
に
は
、
い
と
、
深
く
繁
り
た
る
、

青
葉
の
山
に
向
ひ
て
、
紛
る
＼
こ
と
な

く
、
遣
水
の
螢
ば
か
り
を
、
音
お
ぼ
ゆ

る
慰
め
に
て
、
な
が
め
居
給
へ
る
に
、

例
の
、
は
る
か
に
見
や
ら
る
＼
谷
の
軒

端
よ
り
、
さ
き
、
心
こ
と
に
追
ひ
て
、

い
と
、
多
う
と
も
し
た
る
、
火
の
、
の

ど
か
な
ら
ぬ
光
を
見
る
と
て
、
尼
君
達

も
、
は
し
に
出
で
居
た
り
。

　
「
誰
が
、
お
は
す
る
に
か
あ
ら
む
。

　
御
前
な
ど
、
い
と
、
お
ほ
く
こ
そ
見

　
ゆ
れ
。
昼
、
あ
な
た
に
、
曳
干
た
て

　
ま
つ
れ
た
り
つ
る
返
事
に
、
「
大
将

　
殿
、
お
は
し
ま
し
て
、
御
あ
る
じ
の

　
こ
と
、
に
は
か
に
す
る
を
。
い
と
、

　
よ
き
折
」
な
ど
こ
そ
、
あ
り
つ
れ
」

川
端
康
成
「
浮
舟
」
論
（
呉
羽
）
’

　
み
、
ぼ
や
け
て
遠
の
い
た
り
、
近
づ

．
い
た
り
し
な
が
ら
、
や
が
て
小
さ
な

点
に
な
つ
て
消
え
て
行
つ
た
。

　
浮
舟
の
君
は
い
つ
ま
で
も
じ
つ
と

見
送
つ
て
た
た
ず
ん
で
ゐ
た
。
（
『
全

集
』
第
二
十
四
巻
五
六
三
・
五
六
四

　
ぺ
ー
ジ
）

　
掲
出
文
上
段
（
「
浮
舟
」
）
第
一
段
落
の

る
こ
と
を
知
つ
た
。
」
と
い
う
文
の
「
横
川
」

の
内
容
は
下
段
『
源
氏
物
語
』
の
文
の
最
後
の
段
落
の
内
容
が
対
応
す
る
。

　
「
大
将
殿
と
は
」

　
「
こ
の
、
女
二
の
宮
の
御
を
と
こ
に

　
や
、
お
は
し
つ
ら
む
」

な
ど
い
ふ
も
、
い
と
、
こ
の
世
遠
く
、

ゐ
中
び
た
る
や
。
「
ま
こ
と
に
、
さ
に

や
奮
ん
。
時
く
、
か
差
山
路
、
．

わ
け
お
は
せ
し
時
、
い
と
、
し
る
か
り

し
随
身
の
声
も
、
う
ち
っ
け
に
交
り
て

聞
ゆ
。
月
日
の
過
ぎ
行
べ
ま
＼
に
昔
の

事
の
、
か
く
思
ひ
忘
れ
ぬ
も
、
今
は
、

何
に
す
べ
き
こ
と
ぞ
」
と
、
心
憂
け
れ

ば
、
阿
弥
陀
仏
に
、
思
ひ
紛
ら
は
し
て
、

い
と
ゾ
、
物
ち
言
は
で
居
た
り
。
横
川

に
通
ふ
人
の
み
な
む
、
こ
の
わ
た
り
に

に
は
、
近
き
便
な
り
け
る
。

　
か
の
殿
は
、
「
こ
の
子
を
、
や
が
て
、

や
ら
ん
」
と
、
思
し
け
れ
ど
、
人
目
多

く
て
、
便
な
け
れ
ば
、
殿
に
、
か
へ
り

給
ひ
て
、
ま
た
の
日
、
殊
更
に
ぞ
、
い

だ
し
た
て
給
ふ
。
（
「
夢
浮
橋
」
巻
四
二

五
・
四
二
六
ぺ
ー
ジ
）

「
浮
舟
の
君
が
横
川
に
か
く
ま
わ
れ
て
ゐ

　
は
「
小
野
」
が
正
し
い
。
こ
の
段
落

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
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島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
杜
会
科
学
）
第
十
九
巻

両
者
の
問
に
は
明
ら
か
な
違
い
が
あ
る
。
つ
ま
り
「
浮
舟
」
で
は
薫
が
他
日
自
身
で

浮
舟
の
ひ
き
と
り
に
向
か
お
う
と
す
る
意
志
が
み
え
る
の
に
対
し
、
『
源
氏
物
語
』

で
は
小
君
に
こ
の
日
の
翌
日
浮
舟
の
も
と
に
向
か
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
浮
舟
」

に
は
小
君
は
描
か
れ
な
い
。
そ
れ
は
人
物
関
係
を
よ
り
単
純
に
す
る
こ
と
で
主
題
等

を
単
一
化
・
明
確
化
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
と
も
と
れ
る
が
、
薫
自
身
の
訪
れ
と
い
う

こ
と
に
は
薫
の
浮
舟
に
対
す
る
思
い
の
強
さ
を
あ
ら
わ
す
も
の
が
あ
ろ
う
。
そ
の
こ

と
は
『
源
氏
物
語
』
で
尼
達
が
薫
に
つ
い
て
語
り
あ
い
「
女
二
の
宮
の
御
を
と
こ
」

と
い
っ
て
い
る
の
に
対
し
「
浮
舟
」
で
は
そ
の
部
分
を
簡
略
化
し
て
女
二
の
宮
に
つ

い
て
の
言
及
を
な
く
し
て
い
る
こ
と
と
も
関
連
す
る
。
女
二
の
宮
と
い
う
浮
舟
の
高

位
に
あ
る
存
在
を
消
す
こ
と
で
「
浮
舟
」
で
は
浮
舟
を
薫
の
唯
一
最
愛
の
女
性
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
薫
が
浮
舟
を
自
分
の
大
切
な
人
と
し
て
ひ
き
と
ろ
う
と
す

る
。
こ
う
し
て
「
浮
舟
」
は
薫
に
よ
る
浮
舟
の
ひ
き
と
り
1
1
救
い
と
り
を
読
者
に
期

待
さ
せ
た
ま
ま
「
浮
舟
の
君
は
い
つ
ま
で
も
じ
つ
と
見
送
つ
て
た
た
ず
ん
で
ゐ
た
。
」

と
い
う
余
韻
を
含
ん
だ
文
章
を
も
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
『
源
氏
物
語
』
で
は

そ
う
し
た
調
和
的
な
結
末
は
な
い
。
掲
出
の
と
こ
ろ
で
も
尼
達
が
薫
に
っ
い
て
話
す

の
を
聞
い
て
心
憂
く
思
い
ひ
た
す
ら
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
て
心
閉
ざ
し
て
い
る
。
そ
し

て
前
述
の
よ
う
に
こ
の
あ
と
も
ひ
き
っ
づ
き
浮
舟
の
迷
い
の
姿
が
描
か
れ
る
。
彼
女

は
薫
の
命
を
負
っ
て
小
野
を
訪
れ
た
小
君
と
の
面
会
を
頑
な
に
担
み
薫
の
手
紙
に
返

事
を
書
こ
う
と
も
し
な
い
。
自
己
の
暗
部
を
こ
と
ご
と
く
見
透
か
さ
れ
た
薫
と
の
間

に
も
と
の
ご
と
く
の
愛
の
生
活
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
潔
癖

に
過
去
と
の
間
を
遮
断
す
る
浮
舟
に
と
っ
て
仏
の
救
い
が
約
東
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
彼
女
の
出
家
後
の
姿
は
「
宗
教
的
な
る
も
の
の
磁
場
の
中
に
自
ら
を
定
着

さ
せ
、
そ
こ
に
生
を
規
制
す
る
堅
固
な
枠
を
保
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
は
そ

う
し
た
危
う
い
緊
張
に
か
ろ
う
じ
て
耐
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
」
「
彼
女
の
緊
張
が

緩
む
と
き
、
彼
女
の
前
に
は
再
び
衆
生
界
の
迷
妄
と
苦
悩
が
立
ち
現
わ
れ
る
は
ず
で

　
（
5
）

あ
る
。
」
と
い
う
指
摘
の
通
り
安
住
の
な
い
危
う
い
も
の
で
あ
っ
た
。
川
端
康
成
は

し
か
し
そ
う
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
相
を
捉
え
よ
う
と
は
し
な
い
。
彼
は
昭
和
四
十

四
年
五
月
の
「
美
の
存
在
と
発
見
」
（
ハ
ワ
イ
大
学
ヒ
ロ
分
校
で
の
公
開
講
義
）
の

中
で
、

　
　
紫
式
部
は
浮
舟
を
い
っ
く
し
ん
で
、
清
浄
の
さ
か
ひ
へ
静
か
に
お
も
む
か
せ

　
　
て
、
「
源
氏
物
語
」
を
終
つ
て
、
余
韻
鰯
々
と
残
し
ま
し
た
。
（
『
全
集
』
第
二

　
　
十
八
巻
四
二
一
ぺ
ー
ジ
）

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
浮
舟
の
救
い
・
余
韻
あ
る
終
章
と
い
う
解
釈
は
ま
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
「
浮
舟
」
に
お
い
て
彼
が
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
さ
き

　
「
浮
舟
」
は
前
に
論
じ
た
よ
う
に
第
二
～
第
四
章
及
び
第
五
～
第
九
章
の
二
つ
の

時
間
の
流
れ
を
第
九
章
の
も
り
上
が
り
で
収
め
る
と
い
う
構
成
に
お
い
て
不
可
抗
に

も
不
倫
を
犯
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
運
命
を
負
っ
て
出
家
に
ま
で
至
る
浮
舟
と
い
う
女
性
の

姿
を
『
源
氏
物
語
」
に
取
材
し
て
辿
っ
て
い
る
。
そ
の
間
の
彼
女
の
苦
悩
が
具
象
的

レ
ベ
ル
を
離
れ
よ
り
存
在
の
本
源
に
関
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
、
ま
た
彼
女
の
心
性

に
っ
い
て
不
倫
と
い
う
状
況
に
陥
り
や
す
い
傾
向
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
『
源
氏

物
語
』
の
そ
の
部
分
と
の
比
較
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
効
果
的
な
原
典
の

変
改
を
お
こ
な
い
な
が
ら
川
端
康
成
は
こ
の
作
品
で
余
儀
な
く
運
命
に
流
さ
れ
苦
悩

す
る
は
か
な
く
美
し
い
女
性
の
造
型
を
目
論
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
不
倫
　
（
破

倫
）
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
伊
藤
整
氏
が
『
千
羽
鶴
』
解
説
で
次
の
よ
う
に
い

わ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
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読
者
の
た
め
に
、
少
し
立
ち
入
っ
て
解
説
風
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
事
件

　
　
が
容
易
に
あ
り
得
る
も
の
と
し
て
作
者
は
こ
の
小
説
を
書
い
て
い
る
わ
け
で
は

　
　
な
い
。
（
中
略
）
だ
が
人
間
が
こ
の
世
に
置
か
れ
て
い
る
状
態
、
す
な
わ
ち
人

　
　
間
が
そ
の
感
覚
の
受
容
性
と
道
徳
の
支
え
と
を
意
識
し
て
、
美
し
い
も
の
に
心

　
　
ひ
か
れ
、
社
会
の
秩
序
の
中
に
窮
屈
に
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
状
態
は
、
き
び
し

　
　
い
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
流
動
的
で
あ
る
。

　
　
　
感
覚
に
従
っ
て
、
そ
の
秩
序
の
枠
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
し

　
　
か
し
そ
う
す
れ
ば
、
他
人
が
傷
っ
き
、
し
た
が
っ
て
他
人
に
与
え
た
痛
み
を
苦

　
　
痛
と
す
る
自
分
が
傷
っ
く
。
そ
れ
は
、
破
倫
と
か
死
と
か
自
殺
と
か
い
う
も
の

　
　
が
、
何
で
も
な
い
日
常
性
の
す
ぐ
隣
に
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
破

　
　
倫
を
怖
れ
る
よ
う
に
我
々
は
強
く
習
慣
づ
け
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
感
じ
や

　
　
す
い
人
問
、
純
粋
な
人
問
ほ
ど
、
あ
る
時
そ
れ
を
無
意
識
の
う
ち
に
乗
り
越
え

　
　
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
日
何
で
も
な
く
、
自
殺
を
招
き
、
他
人
の
死
と

　
　
い
う
も
の
を
招
く
。
そ
の
最
大
の
原
因
は
美
の
感
受
性
で
あ
り
、
ま
た
因
縁
で

　
　
あ
る
、
と
著
者
は
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
（
「
作
家
と
作
品
川
端
康
成
（
二
）
」
、

　
　
『
川
端
康
成
二
』
集
英
社
所
収
）

　
こ
れ
は
『
千
羽
鶴
」
に
っ
い
て
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
浮
舟
」
を
理

解
す
る
上
で
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
見
解
で
あ
る
。
っ
ま
り
、
感
じ
や
す
い
純
粋
な
人

間
が
美
し
い
も
の
を
求
め
て
日
常
の
倫
理
の
枠
を
越
え
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
深
く
悩

み
死
に
至
る
と
い
う
構
図
は
ま
さ
に
「
浮
舟
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
が
演
じ
た
そ
れ
で
あ

り
、
川
端
康
成
は
『
源
氏
物
語
』
に
取
材
し
な
が
ら
そ
う
し
た
感
じ
や
す
い
人
間
の

美
し
い
も
の
に
惹
か
れ
る
姿
を
増
幅
し
て
浮
舟
像
に
と
り
こ
め
た
と
い
え
る
。

　
更
に
「
浮
舟
」
終
章
で
は
こ
の
、
美
し
い
も
の
に
感
ず
る
は
か
な
い
女
性
の
魂
に
、

前
述
の
よ
う
に
薫
に
よ
る
救
い
と
り
の
可
能
性
の
暗
示
と
い
う
形
で
救
済
と
慰
め
が

　
　
　
　
　
　
川
端
康
成
「
浮
舟
」
論
（
呉
羽
）

与
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
点
に
注
目
し
た
い
。
川
端
康
成
は

コ
艮
愁
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

　
　
「
土
曜
夫
人
」
の
悲
し
み
も
「
源
氏
物
語
」
の
あ
は
れ
も
、
そ
の
悲
し
み
や
あ

　
　
は
れ
そ
の
も
の
の
な
か
で
、
日
本
風
な
慰
め
と
救
ひ
と
に
や
は
ら
げ
ら
れ
て
ゐ

　
　
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
悲
し
み
や
あ
は
れ
の
正
体
と
西
洋
風
に
裸
で
向
ひ
合
ふ

　
　
や
う
に
は
出
来
て
ゐ
な
い
。
私
は
西
洋
風
な
悲
痛
も
苦
悩
も
経
験
し
た
こ
と
が

　
　
な
い
。
西
洋
風
な
虚
無
も
廃
頽
も
日
本
で
見
た
こ
と
が
な
い
。
（
『
全
集
』
第
二

　
　
十
七
巻
三
九
三
ぺ
ー
ジ
）

　
こ
こ
で
い
う
『
源
氏
物
語
』
の
「
あ
は
れ
」
は
宇
治
十
帖
の
浮
舟
の
生
に
お
け
る

「
あ
は
れ
」
で
も
あ
ろ
う
。
川
端
康
成
は
そ
の
「
あ
は
れ
」
が
慰
め
と
救
い
に
や
わ

ら
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
感
受
性
を
も
っ
は
か
な
い
存
在
者
の
欠
如
を
悲

し
み
で
充
填
し
よ
う
と
し
て
沸
き
あ
が
る
人
問
性
確
保
の
情
動
と
い
う
も
の
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

う
。
虚
無
と
隣
あ
わ
せ
に
そ
う
し
た
「
人
間
の
い
の
ち
の
う
つ
く
し
さ
」
・
人
間
存

在
へ
の
信
頼
の
姿
が
抱
懐
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
川
端
康
成
は
日
本
人
の
「
あ
は

れ
」
に
そ
れ
を
見
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「
あ
は
れ
」
の
象
徴
的
具
現
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

て
「
浮
舟
」
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
う
し
た
慰
め
と
救
い
に
関
連
し
て
い
え
ば
、
『
千
羽
鶴
』
「
二
重
星
」
の
章
（
〕
一

重
星
」
は
『
別
冊
文
芸
春
秋
』
．
昭
二
六
・
一
〇
に
初
出
）
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る
。
大
田
夫
人
の
死
後
、
菊
治
が
彼
の
家
を
訪
ね
た
文
子
と
語
る
件
り
で
あ
る
。

　
　
「
僕
が
結
婚
す
る
だ
ら
う
と
、
文
子
さ
ん
は
た
び
た
び
言
ひ
ま
し
た
よ
。
」

　
　
「
そ
ん
な
の
、
三
谷
さ
ん
と
私
と
で
は
、
ま
る
で
ち
が
ひ
ま
す
わ
。
」

　
　
　
と
、
文
子
は
涙
の
た
ま
つ
た
目
で
菊
治
を
見
つ
め
た
。

　
　
「
三
谷
さ
ん
と
私
と
は
、
ち
が
ひ
ま
す
わ
。
」

　
　
「
ど
う
ち
が
ふ
ん
で
せ
う
。
」
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島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
杜
会
科
学
）
第
十
九
巻

　
　
「
身
分
も
ち
が
ひ
ま
す
し
…
…
。
」

　
　
「
身
分
…
…
？
」

　
　
「
は
い
。
身
分
も
ち
が
ひ
ま
す
わ
。
で
も
、
身
分
と
言
っ
て
い
け
な
け
れ
ば
、

　
　
身
の
上
の
暗
さ
つ
て
言
ふ
の
で
せ
う
か
。
」

　
　
「
つ
ま
り
、
罪
の
深
さ
：
：
：
？
　
そ
れ
は
僕
で
せ
う
。
」

　
　
「
い
い
え
。
」

　
　
　
文
子
は
強
く
か
ぷ
り
を
振
つ
た
。
涙
が
目
の
そ
と
に
出
た
。
し
か
し
、
そ
れ

　
　
は
一
し
づ
く
で
、
左
の
目
尻
か
ら
思
ひ
が
け
な
く
離
れ
て
、
耳
の
近
く
を
流
れ

　
　
落
ち
た
。

　
　
「
罪
で
し
た
ら
、
母
が
負
っ
て
、
死
ん
だ
ん
で
す
も
．
の
。
で
も
、
罪
と
は
思
ひ

　
　
ま
せ
ん
の
。
た
だ
、
母
の
か
な
し
み
だ
つ
た
と
思
ひ
ま
す
の
。
」

　
　
　
菊
治
は
う
つ
向
い
た
。

　
　
「
罪
で
し
た
ら
、
消
え
る
時
が
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
か
な
し
み
は

　
　
過
ぎ
去
り
ま
す
わ
。
」

　
　
「
し
か
し
、
文
子
さ
ん
が
身
の
上
の
暗
さ
な
ど
と
言
ふ
と
、
お
母
さ
ん
の
死
を

　
　
暗
く
す
る
こ
と
で
せ
う
。
」

　
　
「
や
は
り
、
か
な
し
み
の
深
さ
と
言
っ
た
方
が
、
よ
か
っ
た
ん
で
す
わ
。
」

　
　
「
か
な
し
み
の
深
さ
は
…
…
。
」

　
　
　
愛
の
深
さ
と
同
じ
だ
ら
う
と
、
菊
治
は
言
は
う
と
し
て
や
め
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
全
集
』
第
十
二
巻
二
三
二
・
一
三
四
ぺ
i
ジ
）

　
亡
夫
の
愛
人
大
田
夫
人
と
ひ
き
合
う
も
の
を
感
じ
て
関
係
を
も
っ
た
菊
治
は
、
そ

の
罪
の
重
荷
に
た
え
き
れ
ず
自
殺
し
た
大
田
夫
人
　
　
年
齢
を
感
じ
さ
せ
な
い
無
邪

気
な
あ
ど
け
な
さ
を
も
つ
女
性
で
浮
舟
の
純
粋
さ
に
通
う
と
こ
ろ
が
あ
る
　
　
の
娘

文
子
と
母
の
遺
し
た
志
野
茶
碗
に
よ
っ
て
接
近
す
る
。
右
の
文
章
は
、
彼
が
文
子
を

家
に
招
い
て
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
不
可
抗
な
因
縁
に
よ
り
人
倫
か
ら
転
落
し
た

は
か
な
い
存
在
者
が
死
に
至
る
か
な
し
み
に
お
い
て
純
粋
に
浄
化
さ
れ
る
姿
が
こ
の

会
話
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
。
母
娘
の
か
な
し
み
の
深
さ
が
残
さ
れ
た
菊
治
の
憂
悶

に
慰
め
と
救
い
を
感
じ
さ
せ
、
こ
の
あ
と
文
子
が
志
野
を
わ
る
と
い
う
そ
の
極
点
に

お
い
て
彼
は
妖
気
た
だ
よ
う
因
縁
の
呪
縛
か
ら
脱
す
る
こ
と
を
得
る
。

　
こ
こ
に
は
コ
及
愁
」
「
浮
舟
」
で
示
さ
れ
た
「
あ
は
れ
」
の
慰
籍
と
救
済
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
川
端
康
成
は
『
干
羽
鶴
』
に
お
い
て
「
日
本
古
来
の
悲
し
み
」

を
右
の
よ
う
な
形
で
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
と
の
比
較
を
も
と
に
し
て
「
浮
舟
」
の
内
容
を
検

討
し
、
川
端
康
成
が
こ
の
作
晶
の
執
筆
に
意
図
し
た
も
の
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
彼

は
『
源
氏
物
語
』
の
時
間
の
枠
を
再
構
成
し
叙
述
の
一
部
を
さ
り
げ
な
く
変
改
し
な

が
ら
浮
舟
の
人
間
像
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
生
を
、
余
儀
な
く
罪
を
犯
し
運
命
に
流

さ
れ
る
は
か
な
く
純
粋
な
女
性
の
そ
れ
と
し
て
増
幅
し
た
。
そ
し
て
死
に
至
る
ほ
ど

の
彼
女
の
憂
悶
の
魂
に
余
韻
み
ち
た
雰
囲
気
の
中
で
慰
め
と
救
い
を
与
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
人
間
像
の
造
型
に
お
い
て
川
端
康
成
は
「
哀
愁
」
で
捉
え
た
自
己
の
『
源

氏
物
語
』
観
（
「
あ
は
れ
」
観
）
を
再
確
認
し
、
「
哀
愁
」
で
決
意
し
た
そ
の
「
あ
は

れ
」
を
根
底
と
す
る
創
作
の
姿
勢
を
さ
ら
に
促
そ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
浮
舟
」
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
観
は
、
晩
年
の
「
美
の
存
在
と
発
見
」
に
お
け

る
そ
れ
（
前
述
）
と
重
な
り
あ
う
と
こ
ろ
か
ら
彼
の
生
涯
を
貫
く
も
の
だ
っ
た
と
い

え
よ
う
。

　
そ
し
て
そ
の
『
源
氏
物
語
』
観
は
『
千
羽
鶴
』
以
下
の
戦
後
作
品
に
多
様
に
生
か
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さ
れ
て
い
く
。
『
干
羽
鶴
』
の
『
源
氏
物
語
』
受
容
に
つ
い
て
は
さ
き
に
若
干
述
べ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
な
お
考
察
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
そ
の
他
の
作
品
の
『
源
氏
物

語
』
受
容
の
具
体
的
考
察
と
と
も
に
後
日
を
期
し
た
い
。

（
1
）
　
『
文
学
に
現
は
れ
た
る
国
民
思
想
の
研
究
　
一
』

（
2
）
川
端
康
成
に
よ
る
夕
顔
に
っ
い
て
の
言
及
は
み
ら
れ
な
い
。
山
田
吉
郎
氏
「
川
端
文

　
　
学
と
浮
舟
」
（
『
日
本
文
芸
論
稿
』
第
一
一
号
、
昭
和
五
六
・
一
一
）
に
も
『
源
氏
物
語
』

　
　
の
正
篇
に
っ
い
て
川
端
康
成
の
言
及
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
3
）
鈴
木
一
雄
氏
「
物
語
文
学
の
形
成
」
（
『
竹
取
物
語
伊
勢
物
語
大
和
物
語
平
中
物
語
』

　
　
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
所
収
）
に
引
用
さ
れ
た
も
の
。

（
4
）
山
田
吉
郎
氏
は
（
2
）
の
「
川
端
文
学
と
浮
舟
」
で
、
川
端
康
成
の
浮
舟
に
よ
せ
る
関

　
　
心
の
内
実
と
し
て
、
ω
形
代
的
性
各
2
－
色
好
み
性
を
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
5
）
菊
田
茂
男
氏
「
東
屋
・
浮
舟
・
蜻
蛉
・
手
習
・
夢
浮
橋
」
（
『
源
氏
物
語
講
座
』
第
四

　
　
巻
昭
四
六
・
八
、
有
精
堂
）

（
6
）
　
こ
の
件
り
の
直
前
で
川
端
康
成
は
梅
原
猛
氏
『
地
獄
の
思
想
』
（
昭
四
二
）
第
六
章

　
　
「
煩
悩
の
鬼
ど
も
（
源
氏
物
語
）
」
の
中
の
次
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
浮
舟
は
、
ま
さ
に
鬼
に
も
神
に
も
憲
か
れ
、
人
に
捨
て
ら
れ
、
は
か
り
ご
た
れ

　
　
　
　
た
、
行
く
と
こ
ろ
の
な
い
人
間
で
あ
り
、
横
ざ
ま
な
死
を
と
げ
る
し
か
生
き
る
道

　
　
　
　
の
な
い
人
間
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
人
問
こ
そ
、
仏
が
救
い
と
る
の
だ
。
ま
さ
に

　
　
　
　
大
乗
仏
教
の
核
心
な
の
で
あ
る
。
鬼
や
神
に
、
し
よ
う
の
な
い
煩
悩
に
と
り
っ
か

　
　
　
　
れ
、
生
き
る
道
を
失
い
、
自
己
の
命
を
た
た
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
人
間
、
そ
う

　
　
　
　
い
う
し
よ
う
が
な
い
人
間
こ
そ
、
仏
が
救
う
人
間
な
の
だ
。
そ
れ
は
大
乗
仏
教
の

　
　
　
　
核
心
で
あ
る
と
と
も
に
、
紫
式
部
の
確
信
で
あ
っ
た
か
に
み
え
る
。

　
　
　
「
浮
舟
」
で
暗
示
さ
れ
た
薫
ひ
き
と
り
と
い
う
救
済
の
形
は
こ
こ
で
の
梅
原
氏
の
捉

　
　
え
る
仏
に
よ
る
救
い
と
り
と
は
現
象
的
に
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
し

　
　
か
し
川
端
康
成
は
そ
う
し
た
表
層
的
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
よ
り
根
源
的
な
「
救
済
」
と

　
　
い
う
点
で
梅
原
氏
の
言
説
に
共
鳴
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
7
）
　
杉
森
久
英
氏
「
解
説
」
（
『
川
の
あ
る
下
町
の
話
』
、
新
潮
文
庫
）
に
あ
る
こ
と
ば
。

　
　
「
浮
舟
」
と
『
川
の
あ
る
下
町
の
話
』
と
の
関
係
は
（
8
）
参
照
。

（
8
）
　
薫
に
よ
る
「
浮
舟
」
ヒ
ロ
イ
ン
の
救
い
と
り
の
構
図
に
よ
く
似
た
も
の
と
し
て
『
川

　
　
の
あ
る
下
町
の
話
』
（
『
婦
人
画
報
』
昭
二
八
・
一
～
二
一
）
に
お
け
る
義
三
と
ふ
さ
子

　
　
の
関
係
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
川
端
康
成
本
来
の
構
想
と
文
体
に
よ
っ
て
、
荷
僅

　
　
の
果
て
に
樵
悼
し
た
身
を
病
院
の
ベ
ッ
ド
に
横
た
え
る
薄
幸
の
ふ
さ
子
と
彼
女
を
救
お

　
　
う
と
す
る
義
三
の
姿
が
若
者
達
の
錯
綜
し
た
関
係
の
中
に
描
か
れ
る
。
は
か
な
さ
と
虚

　
　
無
を
合
み
な
が
ら
〕
暴
愁
」
以
来
川
端
康
成
が
抱
懐
し
て
い
た
美
意
識
が
「
浮
舟
」
終

　
　
章
の
構
図
を
得
て
具
象
的
に
実
現
し
た
一
例
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
島
根
大
学
教
育
学
部
国
語
研
究
室
）

川
端
康
成
「
浮
舟
」
論
（
呉
羽
）


