
、
、

浮
舟
の
入
水
に
つ
い
て
は
、
素
材
と
し
て
の
源
流
を
た
ど
る
試
み
が
先
学

に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
『
万
葉
集
』
の
処
女
入
水
の
歌
と
説
話
の
接
点

を
検
討
し
た
林
田
孝
和
氏
は
、
「
浮
舟
」
と
の
直
接
関
係
を
認
定
し
が
た
い

①

と
結
論
づ
け
る
。
ま
た
、
舞
台
と
な
っ
た
宇
治
に
つ
い
て
、
記
紀
の
応
神
天

皇
条
以
下
の
記
事
お
よ
び
『
古
今
集
』
の
橋
姫
を
詠
ん
だ
歌
な
ど
を
検
証
し

②

た
吉
海
直
人
氏
も
、
時
代
に
よ
る
素
材
の
変
容
を
確
認
し
た
に
と
ど
ま
る
。

つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
古
代
の
処
女
入
水
伝
説
が
記
録
さ
れ
た
時
代
と
、
「
浮

舟
」
が
執
筆
さ
れ
た
時
代
の
生
活
お
よ
び
文
化
の
距
離
が
、
あ
ら
た
め
て
問

わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
ろ
う
じ
て
、
平
安
初
期
・
中
期
の
諸
作
品
の
中

か
ら
、
表
現
と
し
て
の
「
身
を
投
ぐ
」
系
譜
を
た
ど
っ
た
の
が
、
森
下
純
昭

③

氏
で
あ
る
。
先
述
の
『
万
葉
集
』
が
、
あ
る
種
の
説
話
め
い
た
も
の
を
背
後

に
擁
す
る
の
に
対
し
、
森
下
氏
の
提
示
し
た
資
料
は
、
和
歌
の
表
現
に
重
点

浮
舟
入
水
の
脇
役
た
ち

序

浮
舟
入
水
の
脇
役
た
ち

ｌ
「
東
屋
」
か
ら
「
浮
舟
」
へ
構
想
の
変
化
を
追
っ
て
Ｉ

を
お
く
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
表
現
か
ら
、
「
十
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
に
か

け
て
の
頃
は
投
身
に
纒
わ
る
話
へ
の
関
心
が
極
め
て
高
か
っ
た
」
と
推
定
す

④

る
。
し
か
し
、
た
と
え
「
歌
語
り
」
と
し
て
伝
承
的
に
あ
る
い
は
物
語
的
に

投
身
す
る
話
が
口
頭
で
語
ら
れ
て
い
た
に
せ
よ
、
和
歌
表
現
に
「
身
を
投

ぐ
」
例
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
と
、
一
箇
の
物
語
の
素
材
と
し
て
、
読
者
の

共
感
を
得
る
こ
と
と
は
別
の
次
元
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
身
を
投
げ
た
女
性
に

対
す
る
読
者
の
共
感
を
得
る
こ
と
は
困
難
を
と
も
な
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
物

語
作
者
に
は
作
品
が
成
立
し
た
時
代
の
貴
族
女
性
の
実
相
と
物
語
世
界
の
異

和
感
を
拭
触
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
よ
う
。
浮
舟
の
構
想
が
成
立
し
た
時
期

に
つ
い
て
、
私
は
ま
だ
自
身
の
論
を
も
た
な
い
が
、
田
舎
育
ち
の
腹
違
い
の

妹
の
存
在
を
中
君
が
語
っ
た
「
宿
木
」
以
降
、
浮
舟
の
入
水
を
読
者
に
納
得

さ
せ
る
さ
ま
ざ
ま
の
表
現
手
法
が
と
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
第
一
は
浮

舟
の
設
定
に
あ
る
。
し
か
し
、
い
く
ら
鄙
育
ち
と
は
い
え
、
物
語
の
女
主
人

公
の
位
置
に
あ
り
、
都
の
文
化
圏
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
以
上
、
口
承
な
ど
に

よ
る
昔
話
の
女
の
よ
う
な
入
水
を
読
者
は
納
得
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推

三
五

野
村
倫
、
子

『



測
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
女
主
人
公
を
入
水
に
導
く
者
と
し
て
、
脇
役
の
女
房

た
ち
（
右
近
と
侍
従
）
に
比
重
が
か
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
、
藤
村

潔
氏
の
「
右
近
と
侍
従
」
で
、
こ
の
二
人
の
女
房
の
役
割
に
つ
い
て
の
問
題

⑤

提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
氏
は
中
君
と
浮
舟
の
役
割
の
変
更
に
重
点
を
置

い
て
い
る
。
し
か
し
、
本
論
は
あ
く
ま
で
も
浮
舟
入
水
の
経
緯
の
な
か
で
、

二
人
の
女
房
の
役
割
の
矛
盾
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
を
意
識
し

た
、
作
者
の
構
想
の
変
化
を
物
語
の
展
開
に
そ
っ
て
明
確
に
し
て
み
た
い
。

１

二
人
の
女
房
、
右
近
と
侍
従
は
必
ず
し
も
同
時
に
登
場
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
こ
の
二
人
の
行
為
や
思
考
が
、
匂
宮
や
薫
を
包
含
す
る
形
で
二
極

対
立
し
た
構
図
を
み
せ
る
の
は
「
浮
舟
」
後
半
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
浮

舟
が
登
場
し
‘
た
段
階
で
は
、
侍
従
と
右
近
の
浮
舟
入
水
へ
の
関
与
の
し
方
は
、

ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
人
の
女
房
の
役

割
が
、
「
東
屋
」
で
は
軽
か
っ
た
も
の
が
、
「
浮
舟
」
で
は
物
語
展
開
の
主

導
権
を
握
る
に
い
た
っ
た
と
、
存
在
の
意
味
に
変
質
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

『
源
氏
物
語
』
に
は
同
名
異
人
が
多
い
。
官
位
の
昇
進
に
よ
る
男
た
ち
の

呼
称
の
変
化
と
は
別
に
、
女
性
、
特
に
女
房
に
同
称
の
異
人
が
多
い
。
そ
の

中
で
も
、
特
に
「
侍
従
」
と
呼
ば
れ
る
女
房
は
群
を
ぬ
い
て
多
い
。
「
絵
合
」

に
登
場
す
る
内
裏
女
房
の
侍
従
命
婦
を
の
ぞ
き
、
次
の
六
人
を
数
え
る
。
た

る
0

一
侍
従
ｌ
「
東
屋
」
の
継
承

竃
や

心
］

末
摘
花
・
雲
居
雁
・
女
三
宮
の
そ
れ
ぞ
れ
に
仕
え
る
侍
従
は
、
す
べ
て
乳
母

子
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
恋
の
手
引
者
と
し
て
の
性
格
も
、

わ
ず
か
な
が
ら
共
通
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
浮

舟
付
の
侍
従
は
「
蜻
蛉
」
に
い
た
っ
て
「
よ
そ
人
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、

浮
舟
の
入
水
以
前
の
記
事
に
は
出
自
が
記
載
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
「
よ

そ
人
」
の
定
義
は
、
む
し
ろ
、
後
に
な
っ
て
付
加
さ
れ
た
と
も
解
し
う
る
。

そ
こ
で
、
本
文
の
展
開
に
そ
っ
て
、
侍
従
の
役
割
を
確
認
す
る
。

小
野
の
妹
尼
付
侍
従

一
二
一
ハ

だ
し
、
女
三
宮
の
乳
母
は
侍
従
乳
母
の
称
の
他
に
中
納
言
乳
母
と
同
一
か
と

⑥

す
る
解
釈
が
あ
り
、
や
や
問
題
を
残
す
。

２

「
東
屋
」
の
末
部
で
菫
は
三
条
の
屋
か
ら
浮
舟
を
連
れ
出
し
て
、
そ
の
ま

ま
宇
治
に
む
か
う
。
具
体
的
な
婚
儀
の
記
述
は
な
い
が
、
こ
の
宇
治
行
き
を

も
っ
て
二
人
の
結
婚
が
成
立
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
三
条
の
屋
の
場
面
に

女
三
宮
乳
母
侍
従
乳
母

浮
舟
付
侍
従

末
摘
花
付
侍
従

雲
居
雁
付
（
小
）
侍
従

女
三
宮
付
（
小
）
侍
従

乳
母
・
お
乳
主

よ
そ
人

乳
母
子

御
乳
母
子

乳
母
子

３

主
人
を
す
て
て
九
州
下
向
（
末
摘
花
・

蓬
生
）

恋
の
仲
立
ち
（
乙
女
）

恋
の
仲
立
ち
（
若
菜
上
・
下
・
柏
木
）

・
病
没
（
橋
姫
）

（
中
納
言
乳
母
力
）
（
若
葉
上
）

成
婚
に
同
行
（
東
屋
）
・
恋
の
仲
立
（
浮

舟
）
・
浮
舟
生
前
を
語
る
（
蜻
蛉
）

「
わ
が
人
に
し
た
り
け
る
」
存
在
（
手

習
）



,

次
の
よ
う
に
あ
る
。

（
薫
は
）
か
き
抱
き
て
、
（
浮
舟
を
車
に
）
乗
せ
給
ひ
つ
。
（
中
略
）

「
人
一
人
や
、
侍
る
、
へ
き
」

と
の
給
へ
ば
、
こ
の
君
に
添
ひ
た
る
侍
従
と
、
乗
り
ぬ
。
乳
母
、
〃
尼
君

の
供
な
り
し
童
な
ど
も
、
お
く
れ
て
、
い
と
、
怪
し
き
心
地
し
て
、
居

た
り
。
（
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
五
』
に
よ
る
。
一
九
一
’
一
九
二

頁
。
以
下
、
本
文
引
用
は
同
書
に
よ
り
、
適
宜
、
こ
と
ば
を
補
っ
た
。
）

玉
上
琢
弥
氏
は
「
源
氏
物
語
評
釈
」
の
評
釈
部
分
で
同
様
の
場
面
、
つ
ま
り

女
君
が
男
に
連
れ
出
さ
れ
る
場
合
に
同
行
す
る
女
房
と
し
て
、
「
夕
顔
」
の

⑦
．
‐
⑧

右
近
、
「
若
紫
」
の
少
納
言
を
提
示
す
る
。
玉
上
氏
は
こ
れ
ら
の
例
の
総
括

と
し
て
「
最
少
限
度
一
人
は
つ
れ
て
ゆ
く
の
だ
」
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の

．
人
」
は
女
君
に
と
っ
て
最
も
親
し
い
関
係
に
あ
る
人
物
に
限
定
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
夕
顔
付
の
右
近
は
乳
母
子
で
あ
り
、
主
人
の
没
後
、

光
源
氏
に
女
主
人
の
素
性
や
境
涯
を
語
り
う
る
立
場
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
若

紫
の
供
を
し
た
少
納
言
は
乳
母
で
あ
り
、
姫
の
父
の
式
部
卿
宮
に
対
し
て
、

姫
の
行
動
の
全
責
任
を
負
う
存
在
で
あ
っ
た
。
『
源
氏
物
語
」
・
に
限
ら
ず
、

そ
の
他
の
作
品
に
も
、
隠
し
妻
的
な
女
性
の
結
婚
に
侍
女
一
人
が
同
行
す
る

例
は
あ
る
。
人
物
は
不
明
で
あ
る
が
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
十
二
月
十
八
日

⑨条
に
、
「
例
は
か
く
も
の
た
ま
は
せ
ぬ
を
、
も
し
や
が
て
と
思
す
に
や
と
て
、

人
一
人
ゐ
て
行
く
」
と
あ
る
。
和
泉
式
部
が
宮
邸
に
伴
わ
れ
る
条
で
あ
る
。

こ
の
宇
治
行
き
に
侍
従
と
い
う
浮
舟
付
き
の
第
一
の
女
房
が
同
行
し
た
こ

と
は
、
成
婚
の
事
実
を
確
認
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
一
つ
車
の
菫
と

浮
舟
の
心
理
が
描
出
さ
れ
な
い
反
面
、
弁
の
尼
と
侍
従
の
心
中
の
対
立
と
も

浮
舟
入
水
の
脇
役
た
ち

い
う
べ
き
も
の
が
、
三
条
か
ら
宇
治
へ
の
道
程
に
顕
在
化
し
て
く
る
。
忌
月

と
さ
れ
る
九
月
に
二
人
が
結
ば
れ
た
こ
と
を
危
ぶ
み
な
が
ら
も
、
弁
の
尼
と

侍
従
が
、
薫
と
浮
舟
に
従
う
。
弁
の
尼
は
菫
の
思
い
人
で
あ
っ
た
故
大
君
に

仕
え
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
、
車
中
で
浮
舟
を
眼
前
に
置
い
て
大
君
を
追

想
す
る
。Ｎ

ろ
に
恋
ひ
た
て
ま
つ
る
に
、
世
の
中
の
っ
上
ま
し
さ
も
思
え
ず
。

（
一
九
二
頁
）

薫
に
対
す
る
賛
同
の
念
が
強
烈
な
だ
け
に
、
薫
に
添
う
弁
の
尼
に
対
し
て
反

感
を
示
す
桐

侍
従
は
、
「
い
と
憎
く
、
物
の
初
め
に
、
か
た
ち
異
に
て
乗
り
添
ひ
た

る
を
だ
に
、
思
ふ
に
、
な
ぞ
や
。
か
く
、
い
や
め
な
る
」
と
、
憎
く
、

・
三
七

尼
君
は
、
い
と
、
は
し
た
な
く
思
ゆ
る
に
つ
け
て
も
、
「
故
姫
君
の
、

御
と
も
に
こ
そ
、
か
や
う
に
て
も
、
見
た
て
ま
つ
り
つ
ゞ
へ
か
り
し
か
。

あ
り
経
れ
ば
、
思
ひ
か
け
ぬ
事
を
も
見
る
か
な
」
と
、
悲
し
う
思
え
て
、

う
皇
む
と
す
れ
ど
、
う
ち
ひ
そ
み
つ
上
泣
く
。
（
一
九
二
’
一
九
三
頁
）

こ
の
弁
の
尼
の
大
君
思
慕
は
、
の
ち
の
童
の
独
詠

形
見
ぞ
と
見
る
に
つ
け
て
は
朝
露
の

と
こ
ろ
せ
き
ま
で
濡
る
上
袖
か
な
（
一
九
三
頁
）

と
呼
応
す
る
。
つ
ま
り
、
発
言
こ
そ
し
な
い
が
、
弁
の
尼
は
、
や
や
否
定
的

な
形
で
、
浮
舟
を
大
君
の
形
身
と
し
て
眺
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
浮
舟
付
き
の
侍
従
は
、
ど
う
描
出
さ
れ
て
ゆ
く
か
。
ま
ず
、
菫
に
対
す

る
手
離
し
の
讃
辞
が
示
さ
れ
る
。

若
き
人
は
、
い
と
、
ほ
の
か
に
見
た
て
ま
つ
り
て
、
め
で
聞
え
て
、
す

▽



と
、
お
ろ
そ
か
に
、
う
ち
思
ふ
な
り
け
り
。
（
一
九
三
頁
）

つ
ま
り
、
異
形
の
者
（
尼
姿
）
が
結
婚
し
よ
う
と
す
る
二
人
に
つ
き
従
い
、

さ
ら
に
忌
ま
わ
し
い
涙
ま
で
流
す
、
と
心
中
で
批
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
述
の
菫
の
独
詠
に
対
し
て
「
い
と
Ｎ
、
し
ぼ
る
ば
か
り
」
に
泣
く
尼
姿
に

も
、
同
様
に
「
見
苦
し
」
と
判
じ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
無
言
の
対
立
は
、
侍

従
側
か
ら
の
結
論
と
し
て
の
「
む
つ
か
し
き
事
添
ひ
た
る
心
ち
す
」
と
い
う

一
言
で
終
る
。

浮
舟
は
侍
従
ほ
ど
も
露
骨
な
感
情
を
示
し
て
い
な
い
。
牛
車
に
同
乗
し
た

四
人
の
う
ち
、
侍
従
が
、
最
も
激
し
い
嫌
悪
感
を
示
す
。
弁
の
尼
の
大
君
思

慕
が
薫
の
大
君
思
慕
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
に
ま
で
気
付
い
て
は
い
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
が
、
九
月
の
成
婚
と
突
然
の
宇
治
行
き
の
状
況
の
な
か
で
、
菫

と
浮
舟
を
め
ぐ
る
不
調
和
を
読
者
に
認
識
さ
せ
る
に
は
十
分
で
あ
っ
た
。

３

浮
舟
を
伴
っ
た
牛
車
は
宇
治
に
着
い
た
。
故
八
宮
邸
、
つ
ま
り
薫
に
と
っ

て
は
故
大
君
と
の
思
い
出
の
場
で
あ
る
。
薫
は
そ
こ
に
故
大
君
の
代
り
に
浮

舟
を
据
え
る
こ
と
で
、
果
た
せ
な
か
っ
た
思
い
を
実
現
し
よ
う
と
も
く
ろ
む
。

（
宇
治
に
）
お
は
し
着
き
て
、
「
あ
は
れ
、
亡
き
魂
や
、
や
ど
り
て
、

見
給
ふ
ら
む
。
誰
に
よ
り
て
、
か
く
、
す
ｇ
ろ
に
、
惑
ひ
あ
り
く
物
に

も
あ
ら
な
く
に
」
と
、
思
ひ
続
け
給
ひ
て
、
お
り
て
は
、
少
し
心
し
ら

ひ
て
（
浮
舟
よ
り
）
立
ち
去
り
給
へ
り
。
（
一
九
四
頁
）

今
な
お
、
こ
の
邸
に
故
大
君
の
存
在
を
意
識
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
徐
々
に
、

～
Ｉ
Ｉ
ｊ

を
こ
に
思
ふ
。
「
老
い
た
る
者
は
、
す
直
る
に
、
涙
も
ろ
に
あ
る
物
ぞ
」

三
八

浮
舟
と
故
大
君
の
比
較
が
連
ね
ら
れ
る
。
浮
舟
に
と
っ
て
は
「
色
‐
Ｊ
１
に
、

よ
く
」
と
思
わ
れ
た
着
物
も
、
童
に
と
っ
て
は
「
昔
の
、
い
と
、
な
え
ば
み

た
り
し
御
姿
の
、
あ
て
に
、
な
ま
め
か
し
か
り
し
の
み
」
を
喚
起
す
る
に
と

ど
ま
る
。
た
だ
、
浮
舟
の
髪
の
美
し
さ
は
、
薫
に
も
認
め
ら
れ
る
。
外
見
の

比
較
を
終
え
て
、
父
の
故
八
宮
の
話
か
ら
、
浮
舟
の
教
養
へ
と
話
が
転
じ
る
。

や
や
、
教
養
波
劣
る
か
と
直
感
し
て
、
薫
は
「
教
へ
っ
入
も
見
て
ん
」
と
考

え
る
。
か
っ
て
光
源
氏
が
若
紫
を
二
条
院
に
連
れ
出
し
た
時
、
不
確
か
な
が

ら
も
そ
の
行
末
に
期
待
を
か
け
、
理
想
の
女
性
に
育
て
上
げ
た
前
例
が
あ
る
。

し
か
し
、
物
語
は
読
者
の
期
待
を
覆
し
て
ゆ
く
。
額
際
の
感
じ
が
大
君
に
似

て
い
る
と
薫
に
思
わ
せ
、
期
待
を
抱
か
せ
な
が
ら
、
浮
舟
の
無
教
養
が
一
気

に
提
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
侍
従
は
、
主
人
の
無
教
養
の
表
出
の
た
め
に
存

在
し
た
と
い
え
よ
う
。

「
こ
れ
は
、
少
し
、
ほ
の
め
か
い
給
ひ
た
り
や
。
「
あ
は
れ
、
わ
が
妻
」

ａ
‐
，

と
言
ふ
琴
は
、
さ
り
と
も
、
手
な
ら
し
給
ひ
け
む
」

な
ど
、
問
ひ
給
ふ
。

Ｔ
ｐ
Ｊ
、
ノ
、
〆
、
＃
、
／
、
／
、
ノ
、
〆
！

「
そ
の
、
大
和
言
葉
だ
に
、
つ
き
な
く
な
ら
ひ
に
た
れ
ば
、
ま
し
て
、

こ
れ
は
」
。

と
、
い
ふ
。

（
中
略
）

琴
は
、
お
し
や
り
て
、

「
楚
王
の
台
の
上
の
、
夜
の
琴
の
声
」

と
詞
じ
給
へ
る
も
、
か
の
、
弓
を
の
み
引
く
あ
た
り
に
な
ら
ひ
て
、
「
い

と
、
め
で
た
く
、
思
ふ
や
う
な
り
」
と
侍
従
も
、
聞
き
居
た
り
け
り
。

9
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さ
る
は
、
扇
の
色
も
心
お
き
つ
ゞ
へ
き
、
閨
の
い
に
し
へ
を
知
ら
ね
ば
、

ひ
と
へ
に
、
め
で
間
ゆ
る
ぞ
、
お
く
れ
た
る
な
め
る
か
し
。

（
一
九
六
’
一
九
七
頁
）

当
時
の
貴
族
女
性
の
教
養
に
つ
い
て
は
、
『
枕
草
子
』
二
十
三
段
に
あ
る

小
一
条
左
大
臣
の
言
が
有
名
で
あ
る
。

ａ
く
ｒ
ｌ
ｊ
ｊ
ｊ
，
ｊ
ｊ
ｊ
～

『
ひ
と
つ
に
は
御
手
を
な
ら
ひ
給
へ
・
つ
ぎ
に
は
き
ん
の
御
琴
を
、
人

ｌ
Ｄ
ｌ
‐
ｊ
、
Ｊ
Ｌ
ｊ
、
く
ノ
ｊ
、
ｒ

よ
り
こ
と
に
ひ
き
ま
さ
ら
ん
と
お
ぽ
せ
。
さ
て
は
古
今
の
歌
二
十
巻
を

⑩

み
な
う
か
べ
さ
せ
給
ふ
を
御
学
問
に
は
せ
さ
せ
給
Ｅ

習
字
・
琴
・
歌
を
必
須
と
言
い
う
る
な
ら
、
浮
舟
は
、
少
な
く
と
も
琴
と
和

歌
に
つ
い
て
は
失
格
と
な
る
。
せ
っ
か
く
勧
め
ら
れ
た
琴
に
、
浮
舟
は
手
も

触
れ
ず
に
終
っ
て
し
ま
う
。
菫
は
、
そ
の
琴
の
連
想
で
、
一
句
を
詞
じ
た
。

愛
を
失
っ
た
女
の
詩
。
詩
の
表
面
の
意
味
は
、
浮
舟
に
も
侍
従
に
も
理
解
で

き
る
。
し
か
し
、
そ
の
朗
詠
の
素
材
に
ま
で
気
付
か
な
い
と
こ
ろ
に
、
「
か

の
、
弓
を
の
み
引
く
あ
た
り
に
な
ら
ひ
て
」
と
、
田
舎
育
ち
で
あ
る
こ
と
が

、

強
調
さ
れ
る
。
「
侍
従
も
」
と
遠
廻
し
で
は
あ
る
が
、
こ
の
侍
従
と
無
教
養

の
点
で
同
等
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
浮
舟
で
あ
る
。

浮
舟
に
と
っ
て
は
第
一
の
側
近
で
あ
る
侍
従
す
ら
、
こ
の
程
度
の
教
養
し

か
な
い
、
と
読
者
は
再
確
認
す
る
。
い
く
ら
地
方
宮
の
後
妻
と
な
っ
た
母
と

と
も
に
常
陸
ま
で
下
向
し
た
と
は
い
え
、
浮
舟
は
、
物
語
の
女
主
人
公
的
位

置
に
定
ま
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
浮
舟
当
人
が
読
者
か
ら
（
あ
る
い

は
都
人
の
概
念
か
ら
）
拒
絶
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
も
、
侍
従

は
成
婚
の
場
に
必
要
で
あ
っ
た
。
常
陸
の
受
領
階
級
程
度
の
育
ち
の
教
養
と
、

中
央
権
門
貴
族
の
ご
く
日
常
的
な
教
養
の
落
差
が
、
侍
従
を
介
す
る
こ
と
で
、

浮
舟
入
水
の
脇
役
た
ち

浮
舟
本
人
を
傷
つ
け
ず
、
し
か
も
読
者
に
明
瞭
に
印
象
づ
け
ら
れ
た
と
言
え

』
生
浄
「
ノ
。

４

さ
て
、
侍
従
は
「
浮
舟
」
巻
で
は
存
在
意
義
が
後
退
す
る
。
前
半
部
は
、

次
章
で
と
り
あ
げ
る
右
近
の
一
人
舞
台
で
あ
っ
て
、
巻
の
中
核
と
な
る
匂
宮

と
浮
舟
の
宇
治
川
遊
び
の
場
面
で
よ
う
や
く
再
登
場
す
る
。
そ
れ
ま
で
、
一

人
で
匂
宮
と
の
関
係
を
と
り
も
っ
て
い
た
右
近
が
協
力
者
を
必
要
と
し
た
時

に
、
侍
従
が
仲
間
に
ひ
き
入
れ
ら
れ
る
。

侍
従
も
、
い
と
目
安
き
若
人
な
り
け
り
。
（
中
略
）
宮
も
、

「
こ
れ
は
、
ま
た
、
誰
そ
。
わ
が
名
、
漏
ら
す
な
よ
・
」

と
、
口
が
た
め
給
ふ
を
、
「
い
と
、
め
で
た
し
」
と
、
思
ひ
聞
え
た
り
。

（
二
三
八
頁
）

侍
従
は
、
「
東
屋
」
で
薫
と
初
対
面
の
時
に
も
、
「
め
で
聞
え
て
、
す
且
ろ

に
恋
ひ
た
て
ま
つ
」
っ
て
い
る
。
田
舎
育
ち
で
、
都
の
貴
公
子
と
み
る
と
、

す
ぐ
に
熱
中
す
る
こ
と
は
、
の
ち
に
浮
舟
に
対
す
る
言
葉
の
中
で
自
弁
し
て

い
る
。

と
の
呉
御
か
た
ち
を
「
た
ぐ
ひ
、
お
は
し
ま
さ
じ
」
と
、
見
し
か
ど
、

こ
の
御
有
様
は
、
い
み
じ
か
り
け
り
。
う
ち
乱
れ
給
へ
る
愛
敬
よ
・
ま

る
な
ら
ば
、
か
ば
か
り
の
御
思
ひ
を
、
見
る
‐
Ｊ
１
、
え
、
か
く
て
あ
ら

じ
。
き
さ
い
の
宮
に
も
参
り
て
、
つ
ね
に
見
た
て
ま
つ
り
て
む
。

（
二
四
三
頁
）

つ
ま
り
、
先
に
出
会
っ
た
の
が
薫
で
あ
っ
た
の
で
心
を
ひ
か
れ
た
が
、
匂
宮

三
九



と
会
っ
て
み
る
と
、
も
う
薫
の
比
で
は
な
い
と
告
白
し
て
い
る
。
こ
の
匂
宮

称
賛
の
前
に
は
「
色
め
か
し
き
」
心
か
ら
、
匂
の
付
き
人
の
大
夫
と
も
、
交

際
を
深
め
て
い
る
。
と
．
の
大
夫
も
含
め
て
、
以
降
の
侍
従
は
匂
宮
一
辺
倒
に

な
り
、
も
う
一
人
の
女
房
の
右
近
と
対
立
し
て
ゆ
く
よ
う
に
な
る
。
‐

で
は
、
何
故
、
「
浮
舟
」
で
再
登
場
し
て
以
降
の
侍
従
が
匂
宮
び
い
き
と

な
り
、
「
浮
舟
」
前
半
部
で
は
ま
っ
た
く
描
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
。
１
で

触
れ
た
よ
う
に
、
侍
従
の
名
を
有
す
る
何
人
か
は
恋
の
手
引
者
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
侍
従
が
手
引
き
し
た
段
階
で
は
恋
愛
が
成
就
せ
ず
破
綻
に
終
る
か
、

の
ち
に
侍
従
と
は
無
関
係
に
二
人
が
結
ば
れ
る
と
い
う
共
通
点
す
ら
有
し
て

い
る
。
浮
舟
付
の
侍
従
の
「
色
め
か
し
」
さ
も
、
「
東
屋
」
の
段
階
で
、
す

で
に
匂
宮
を
浮
舟
の
も
と
に
手
引
す
る
者
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
た
名
残
り

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
「
浮
舟
」
で
匂
宮
と
直
接
、
関
わ
り
を
も

ち
は
じ
め
た
の
は
右
近
で
あ
り
へ
侍
従
は
右
近
一
人
で
二
人
の
仲
を
隠
し
き

れ
な
く
な
っ
て
か
ら
再
登
場
す
る
。
侍
従
の
役
割
が
一
次
的
に
右
近
に
代
っ

た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
と
は
い
え
ま
い
。
し
か
し
、
二
人
の
女
房
が
対
立
す
る

存
在
と
し
て
物
語
が
展
開
し
て
か
ら
は
、
単
な
る
手
引
者
で
あ
っ
た
か
な
か

っ
た
か
と
い
う
次
元
を
離
れ
て
、
浮
舟
の
入
水
に
照
準
を
絞
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
こ
の
侍
従
の
役
割
の
後
退
は
、
右
近
と
の
関
係
を
整
理
す
る
こ
と
で
、

浮
舟
入
水
の
主
題
と
も
相
関
す
る
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ

う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
二
の
右
近
と
の
関
係
で
述
尋
へ
る
。

r

１

「
右
近
」
ほ
ど
何
度
も
個
有
名
詞
を
明
示
さ
れ
る
人
物
は
他
に
な
い
。
以

下
、
主
な
箇
所
だ
け
を
掲
げ
て
も
左
の
よ
う
に
な
る
。

・
匂
宮
の
侵
入
（
二
一
三
’
二
二
六
頁
）
過
ヶ
所

・
匂
宮
の
文
を
受
取
る
（
二
三
○
豆
自
称
を
含
め
て
２
ヶ
所

・
宇
治
川
遊
び
の
留
守
を
あ
ず
か
る
（
二
三
五
’
二
四
一
息
６
ヶ
所

。
再
び
匂
宮
の
文
を
受
け
る
（
二
四
三
頁
）
２
ヶ
所

・
匂
宮
の
宇
治
来
訪
か
ら
右
近
の
姉
の
話
ま
で
（
二
五
九
’
二
七
四
頁
）
自
称

を
含
め
て
ｎ
ヶ
所

も
ち
ろ
ん
、
ほ
と
ん
ど
が
行
為
の
主
体
者
と
し
て
の
「
右
近
」
の
明
示
で
あ

る
が
へ
自
称
の
ほ
か
に
も
本
人
以
外
の
も
の
に
も
関
わ
っ
て
、
例
え
ば
「
右

近
が
姉
」
と
い
っ
た
表
現
ま
で
含
ん
で
い
る
。
特
に
、
匂
宮
が
宇
治
を
訪
れ

て
透
見
を
し
た
時
に
は
、
縫
い
物
の
片
付
け
に
お
わ
れ
、
眠
気
に
お
そ
わ
れ

て
い
る
こ
と
を
言
い
な
が
ら
邸
内
を
動
き
ま
わ
る
右
近
の
行
動
の
一
炎
が
確

認
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
一
つ
一
つ
の
行
動
の

集
積
か
ら
、
思
わ
ず
に
右
近
が
匂
宮
を
浮
舟
の
寝
所
に
導
く
行
為
が
不
自
然

で
な
く
な
る
。

匂
宮
の
侵
入
以
降
の
部
分
に
つ
い
て
も
、
大
ま
か
に
解
釈
を
加
え
て
右
近

の
行
動
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
匂
宮
と
浮
舟
を
結
ぶ
役
割
と
し
て
い
か
に
右

近
が
重
要
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
と
、
ま
た
、
い
か
に
二
人
の
逢
瀬
や
文

二
右
近
’
「
浮
舟
」
巻
の
展
開

四
○

T



の
贈
答
を
穏
密
裡
に
運
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
の
二
点
に
つ
き
る
。
数
例
を
あ

げ
て
み
る
。

右
近
、
「
人
に
知
ら
す
ま
じ
う
は
、
い
か
Ｎ
は
、
た
ば
か
る
べ
き
」
と
、

わ
り
な
う
思
ゆ
（
二
二
○
頁
）

よ
ろ
づ
、
右
近
ぞ
、
空
言
を
、
し
な
ら
ひ
け
る
。
（
二
三
○
頁
）

右
近
は
、
よ
る
づ
に
、
例
の
、
言
ひ
紛
ら
は
し
て
、
御
衣
な
ど
、
た
て

ま
つ
り
た
り
。
（
二
四
○
頁
）

そ
し
て
、
右
近
の
名
の
確
認
を
繰
り
返
す
場
面
の
中
で
、
最
も
浮
舟
入
水

と
直
接
的
な
関
係
を
有
す
る
の
が
、
薫
か
ら
匂
宮
の
存
在
を
知
っ
て
い
る
こ

と
を
暗
示
し
た
文
を
の
ぞ
き
見
し
た
箇
所
で
あ
ろ
う
。
結
果
的
に
、
右
近
が

文
を
盗
み
読
ん
で
語
っ
た
と
も
知
ら
ず
に
、
す
で
に
自
分
の
行
為
が
都
人
に

知
れ
わ
た
っ
た
と
誤
認
し
た
浮
舟
が
入
水
に
思
い
至
る
。
冒
頭
に
戻
っ
て
、

右
近
の
名
前
の
確
認
は
、
い
わ
ば
、
女
主
人
浮
舟
を
ぼ
か
し
て
し
ま
う
こ
と

に
あ
る
。
い
か
に
浮
舟
が
田
舎
育
ち
で
あ
り
、
薫
の
訪
れ
が
絶
間
が
ち
と
は

い
え
、
匂
宮
と
一
夜
を
共
に
し
て
翌
朝
ま
で
気
付
か
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ

と
は
物
語
の
女
主
人
公
と
し
て
は
立
場
が
苦
し
い
。
そ
の
浮
舟
の
立
場
が
物

語
の
主
人
公
と
し
て
距
離
が
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
距
離
を
緩
和
す
る
た
め
に
、

こ
と
さ
ら
右
近
の
行
為
の
一
点
が
く
だ
く
だ
し
い
ま
で
に
描
写
さ
れ
た
の
で

は
あ
る
薑
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
浮
舟
の
田
舎
人
ら
し
さ
を
隠
し

て
、
都
の
姫
君
た
ち
の
立
場
に
少
し
で
も
近
く
見
せ
よ
う
と
す
る
右
近
の
行

為
の
確
認
は
、
「
東
屋
」
末
部
の
侍
従
の
無
教
養
を
前
面
に
押
し
出
し
て
浮

舟
自
身
の
教
養
の
程
度
を
さ
り
げ
な
く
隠
し
た
手
法
と
ま
さ
に
同
一
と
い
え

よ
』
フ
。

・
浮
舟
入
水
の
脇
役
た
ち

２

右
近
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
今
ひ
と
つ
、
姉
の
物
語
を
す
る
こ
と
に
あ
る
。

『
大
和
物
語
』
所
収
の
生
田
川
伝
説
に
類
似
し
た
、
姉
の
三
角
関
係
の
話
が

浮
舟
入
水
の
決
意
に
働
き
か
け
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
鈴
木
日
出
男

氏
以
下
が
、
右
近
の
姉
の
悲
恋
謹
と
説
話
の
構
図
お
よ
び
、
そ
れ
ら
と
浮
舟

⑪

入
水
の
相
関
関
係
の
整
理
を
し
て
い
る
。
本
論
に
お
い
て
は
、
そ
の
姉
の
身

上
話
の
告
白
の
意
味
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
話
を
、
こ
と
さ
ら
浮
舟
に

語
る
の
で
は
な
く
、
侍
従
に
話
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
侍
従
に
長

話
を
き
か
せ
た
上
で
、
浮
舟
に
、
菫
と
匂
宮
の
い
ず
れ
の
招
き
に
応
じ
る
の

か
を
問
う
。
右
近
は
い
ず
方
へ
も
と
言
い
、
侍
従
は
「
宮
を
、
い
み
じ
く
め

で
間
ゆ
る
心
な
れ
ば
、
ひ
た
み
ち
に
」
宮
を
支
持
す
る
。

か
っ
て
、
匂
宮
を
薫
と
誤
認
し
て
寝
所
に
導
い
た
右
近
は
、
そ
れ
を
「
御

宿
世
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」
と
自
分
を
納
得
さ
せ
た
。
今
度
は
、
事
極
ま
っ
て
、

侍
従
が
、
匂
宮
と
の
仲
を
「
宿
世
」
だ
と
迫
る
。
右
近
と
侍
従
は
、
「
宇
治

川
」
の
条
を
境
に
、
立
場
が
逆
転
し
て
い
く
。
薫
び
い
き
の
侍
従
が
匂
宮
び

い
き
に
な
り
、
二
人
の
仲
を
宿
世
と
ま
で
言
い
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
右
近

は
、
自
分
の
誤
ち
を
「
御
宿
世
」
の
一
言
で
一
旦
は
納
得
さ
せ
た
も
の
の
、

徐
々
に
用
心
深
く
な
り
、
菫
に
一
件
が
知
れ
た
と
察
知
し
て
以
降
は
、
浮
舟

に
匂
宮
の
こ
と
を
「
い
ひ
き
り
つ
る
よ
し
」
を
言
い
わ
た
す
。

浮
舟
は
、
始
終
、
二
人
の
男
君
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
長
を
く
り
返
し
思
い
出

し
は
す
る
が
、
一
方
を
よ
し
と
は
決
し
て
言
わ
な
い
。
そ
の
代
り
を
右
近
と

侍
従
が
そ
れ
ぞ
れ
に
弁
じ
て
い
る
と
い
え
る
。
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し
か
し
、
「
浮
舟
」
で
は
、
単
な
る
状
況
か
ら
思
索
へ
と
物
語
が
変
質
し

た
結
果
、
手
引
き
の
女
房
が
二
人
必
要
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、

薫
と
匂
宮
の
動
静
に
注
意
す
る
と
、
「
宇
治
川
遊
び
」
以
降
、
必
ず
と
い
っ

て
よ
い
ほ
ど
に
薫
と
匂
宮
の
行
動
が
重
な
っ
て
、
物
語
が
緊
迫
し
て
い
る
こ

と
が
明
白
で
あ
る
。
二
人
の
貴
公
子
が
ほ
ぼ
同
じ
状
況
で
浮
舟
に
行
動
す
る

こ
と
が
、
浮
舟
の
不
安
を
昂
め
る
。
し
か
も
へ
そ
の
一
々
に
対
し
て
、
批
評

的
に
な
っ
た
り
協
力
的
に
な
っ
た
り
、
絶
え
ず
物
語
を
波
立
た
せ
る
の
が
二

人
の
女
房
の
役
割
で
あ
っ
た
。
一
時
的
に
は
、
と
も
に
匂
宮
側
に
立
っ
て
い

た
も
の
が
、
右
近
が
ふ
と
冷
静
に
な
る
よ
う
に
浮
舟
に
進
言
し
た
時
に
は
、

す
で
に
右
近
と
侍
従
の
役
割
は
終
息
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
侍
従
は
最

後
ま
で
匂
宮
の
側
に
あ
る
が
、
右
近
は
こ
と
さ
ら
に
薫
を
勧
め
な
い
。
状
況

の
い
き
詰
ま
り
を
最
も
端
的
に
体
現
し
て
い
る
の
が
右
近
で
あ
ろ
う
。
浮
舟

の
思
索
が
現
実
か
ら
非
現
実
へ
、
急
激
に
入
水
へ
と
至
る
の
と
同
じ
う
し
て
、

右
近
は
浮
舟
を
つ
き
離
し
た
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
二
人
の
男
性
の
間

で
不
祥
事
を
起
こ
し
た
と
い
う
右
近
の
姉
の
話
は
、
読
者
を
口
承
の
昔
語
り

の
よ
う
な
説
話
的
世
界
に
引
き
こ
む
。
そ
し
て
、
こ
の
説
話
的
昔
話
を
経
験

談
と
し
て
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
、
辺
境
の
常
陸
で
の
実
話
と
い
う
点
を
さ
し

ひ
い
て
も
、
女
主
人
公
浮
舟
の
入
水
を
昔
話
的
な
事
件
か
ら
、
い
か
に
も
あ

り
そ
う
な
話
と
し
て
読
者
に
納
得
さ
せ
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
。

の
で
あ
れ
ば
、
三

ぱ
十
分
で
あ
ろ
う
。

単
に
一
人
の
女
君
を
め
ぐ
っ
て
二
人
の
貴
公
子
が
対
立
す
る
構
図
を
作
る

で
あ
れ
ば
、
一
で
述
べ
た
侍
従
の
よ
う
な
色
好
み
の
若
女
房
が
一
人
い
れ

L'

１

「
浮
舟
」
で
匂
宮
の
侵
入
を
許
し
た
「
右
近
」
が
「
東
屋
」
の
中
君
付
き

の
「
右
近
」
と
同
一
人
か
否
か
は
、
藤
村
潔
氏
が
構
想
論
と
相
関
さ
せ
た
問

⑫

題
と
し
て
提
起
し
た
。
藤
村
氏
の
論
を
要
約
す
る
と
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

「
東
屋
」
の
中
君
付
右
近
は
、
「
浮
舟
」
の
右
近
と
同
一
人
物
で
あ
る
。
当

初
は
中
君
を
投
身
さ
せ
る
た
め
に
大
輔
と
い
う
女
房
を
設
定
し
た
が
、
新
た

に
浮
舟
を
登
場
さ
せ
て
中
君
の
運
命
を
移
し
た
た
め
に
大
輔
は
中
君
と
浮
舟

の
橋
渡
し
役
の
み
を
果
た
す
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
新
し
い
女
君
の
登

場
に
従
っ
て
、
こ
の
大
輔
の
娘
の
右
近
が
急
拠
設
定
さ
れ
た
。
匂
官
の
初
度

の
宇
治
侵
入
の
際
に
、
宮
の
目
に
と
ま
っ
た
。
の
が
一
‐
右
近
と
名
の
り
し
若
き

人
」
で
あ
り
、
宮
に
と
っ
て
既
知
の
存
在
で
あ
っ
た
。
以
後
の
「
蜻
蛉
」
ま

で
、
こ
の
右
近
は
一
貫
し
て
浮
舟
の
傍
に
あ
っ
て
、
入
水
に
関
与
し
て
ゆ
く
（

本
稿
の
目
的
に
関
係
し
た
部
分
を
要
約
す
る
と
以
上
の
よ
う
に
な
る
。
藤
村

氏
の
い
う
「
主
人
公
の
投
身
と
い
う
構
想
が
要
求
し
た
女
房
」
で
あ
る
こ
と

は
肯
首
で
き
る
が
、
右
近
が
同
一
人
物
で
あ
る
と
す
る
点
と
、
素
性
の
不
分

明
さ
を
大
輔
と
の
母
子
関
係
に
の
み
求
め
る
点
に
疑
問
を
残
す
。
す
で
に
、

⑬
⑭
⑮

小
山
敦
子
氏
・
吉
岡
曠
氏
・
待
井
新
一
氏
ら
の
反
論
が
る
。
小
山
氏
は
母
子

関
係
に
言
及
す
る
も
の
の
、
論
の
主
眼
は
浮
舟
入
水
の
構
想
が
い
つ
成
立
し

た
か
に
あ
り
、
ま
た
、
吉
岡
氏
は
浮
舟
と
の
君
の
接
点
と
し
て
大
輔
が
不
可

欠
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
椀
曲
な
異
論
を
唱
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の

二
二
人
の
右
近

W

Ｊ
一

四
二



２

ま
ず
、
「
東
屋
」
と
「
浮
舟
」
の
二
つ
の
巻
に
登
場
す
る
右
近
の
矛
盾
の

所
存
を
明
確
に
す
る
。
一
は
出
自
に
つ
い
て
、
「
東
屋
」
で
は
中
君
の
宇
治

八
宮
邸
に
出
仕
し
た
大
輔
の
女
と
し
、
「
浮
舟
」
に
あ
っ
て
は
常
陸
で
成
長

し
た
浮
舟
の
乳
母
の
子
と
す
る
点
に
あ
る
。
二
と
し
て
は
、
匂
宮
を
浮
舟
の

浮
舟
入
水
の
脇
役
た
ち

二
人
の
論
が
あ
く
ま
で
右
近
を
同
一
人
物
と
認
定
す
る
の
に
対
し
、
待
井
氏

は
本
文
か
ら
三
ヶ
所
を
あ
げ
て
、
二
つ
の
巻
に
登
場
す
る
右
近
は
別
人
と
説

く
。
氏
は
、
三
ヶ
所
の
例
示
箇
所
の
二
番
目
に
先
述
の
藤
村
氏
引
用
の
「
右

近
と
名
の
り
し
若
き
人
も
あ
り
」
を
含
む
部
分
を
提
示
し
、
玉
上
琢
弥
氏
の

⑯

『
源
氏
物
語
評
釈
』
を
援
用
し
つ
つ
、
作
者
の
ミ
ス
テ
ー
ク
と
み
な
し
う
る
旨

を
強
調
す
る
。
氏
の
論
は
「
手
習
」
の
浮
舟
出
家
の
伏
線
を
入
水
以
前
の
物

語
に
求
め
る
こ
と
に
あ
り
、
右
近
の
問
題
は
副
次
的
な
位
置
に
留
ま
り
、
ま

た
、
ミ
ス
テ
ー
ク
と
断
定
す
る
こ
と
の
意
味
と
位
置
付
け
も
、
従
来
の
説
に

一
石
を
投
じ
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
上
述
の
三
氏
の
論
は
、
と

も
に
主
眼
が
他
に
あ
り
、
右
近
の
問
題
は
あ
く
ま
で
二
次
的
な
地
位
に
甘
ん

じ
て
い
る
。
し
か
し
、
右
近
こ
そ
が
浮
舟
入
水
の
物
語
を
当
時
の
説
者
に
納

得
さ
せ
、
後
代
に
亜
流
的
作
品
を
次
々
と
生
み
出
さ
せ
る
ほ
ど
「
入
水
」
を

魅
力
的
な
も
の
に
仕
上
げ
得
る
こ
と
に
成
功
さ
せ
た
存
在
と
い
え
よ
う
。
そ

し
て
、
同
時
に
右
近
の
分
裂
し
た
か
に
み
え
る
描
写
は
、
侍
従
と
相
関
し
て

浮
舟
の
立
場
を
明
確
に
し
、
読
者
に
対
し
て
は
浮
舟
の
入
水
を
認
め
ざ
る
を

え
な
い
よ
う
に
導
く
た
め
の
、
作
者
の
物
語
執
筆
の
苦
闘
の
証
し
と
い
え
よ

う
。
以
下
、
右
近
一
人
の
問
題
に
限
定
せ
ず
に
論
を
展
開
し
た
い
。

寝
所
に
案
内
し
て
以
来
、
宮
の
接
近
を
「
宿
世
」
と
い
い
、
余
人
に
秘
し
て

宮
の
宇
治
来
訪
に
加
担
し
て
い
た
態
度
が
、
侍
従
の
登
場
以
降
は
自
分
の
想

い
は
黙
し
た
ま
ま
、
浮
舟
自
身
に
判
断
を
迫
り
、
匂
宮
に
熱
中
す
る
侍
従
と

は
対
立
す
る
と
も
と
れ
る
発
言
に
ま
で
い
た
る
。
つ
ま
り
、
侍
従
が
「
東

屋
」
と
「
浮
舟
」
の
二
巻
の
間
で
薫
を
愛
で
る
立
場
か
ら
匂
宮
に
熱
中
し
て

ゆ
く
過
程
と
相
反
し
て
、
右
近
は
匂
宮
へ
の
消
極
的
協
力
者
の
立
場
か
ら
非

協
力
者
へ
と
入
れ
替
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
同
じ
「
浮
舟
」
の
記
事
で
あ
り

な
が
ら
、
当
初
は
い
か
に
も
「
若
き
人
」
で
落
ち
つ
き
の
な
い
女
房
ら
し
く

描
写
さ
れ
な
が
ら
、
後
半
に
至
っ
て
姉
の
身
上
話
を
す
る
頃
に
は
、
い
か
に

も
「
色
め
か
し
」
く
匂
宮
に
肩
入
れ
す
る
侍
従
に
比
し
て
、
分
別
も
あ
り
将

来
を
見
通
す
よ
う
な
、
あ
る
程
度
の
思
慮
を
備
え
た
存
在
と
化
す
る
。
こ
の

二
点
か
ら
、
次
の
よ
う
な
仮
説
が
導
け
よ
う
。
右
近
は
作
者
の
執
筆
の
大
ま

か
な
変
更
に
よ
っ
て
、
物
語
に
お
け
る
役
割
を
三
転
し
た
。
つ
ま
り
、
中
君

付
き
と
し
て
の
「
東
屋
」
の
右
近
、
次
い
で
「
浮
舟
」
前
半
部
に
お
い
て
浮

舟
付
と
し
て
匂
宮
を
入
れ
る
右
近
、
最
後
に
侍
従
と
対
立
し
た
り
或
い
は
姉

が
常
陸
で
起
こ
し
た
事
件
を
語
っ
て
浮
舟
を
入
水
に
追
い
こ
む
右
近
、
こ
の

よ
う
に
三
転
、
役
割
が
変
化
す
る
に
つ
れ
て
中
君
付
の
は
ず
で
あ
っ
た
も
の

が
、
途
中
か
ら
浮
舟
の
乳
母
子
へ
と
塗
り
変
え
ら
れ
た
結
果
と
い
え
ま
い
か
。

右
近
の
変
貌
は
、
大
輔
と
の
母
子
関
係
、
あ
る
い
は
ケ
ァ
レ
ス
・
ミ
ス
、
二

人
説
と
い
う
た
も
の
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
浮
舟
の
入
水
に
照
準
を
絞
っ

た
執
筆
過
程
で
、
物
語
の
発
展
の
上
で
次
第
に
矛
盾
を
含
包
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
っ
た
結
果
、
生
じ
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
待
井
氏
の
二
人
説
を
改
め
て
否
定
す
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
行

四
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わ
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
の
二
の
１
に
お
い
て
「
浮
舟
」
で
は
右
近
の
名
称

が
強
調
的
に
確
認
さ
れ
つ
つ
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
と
こ
ろ
が

「
東
屋
」
の
中
君
付
き
の
右
近
に
関
し
て
も
同
様
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。

母
に
連
れ
ら
れ
て
常
陸
か
ら
上
京
し
て
間
も
な
く
、
二
条
院
内
の
局
に
あ
っ

て
匂
宮
に
踏
み
込
ま
れ
た
場
面
、
し
か
も
、
そ
れ
は
宮
と
浮
舟
の
初
対
面
と

な
り
、
宮
の
脳
裏
に
浮
舟
の
印
象
が
鮮
や
か
に
刻
み
つ
け
ら
れ
、
後
々
の
二

人
の
恋
の
伏
線
と
な
る
箇
所
で
あ
る
。
匂
宮
が
浮
舟
の
局
で
添
い
伏
し
て
い

る
時
、
中
君
は
洗
髪
の
最
中
で
あ
っ
た
。
中
君
が
身
動
き
で
き
な
い
状
況
を

設
定
し
た
上
で
、
匂
宮
が
未
知
の
女
性
に
寄
り
伏
し
て
素
性
を
問
う
時
間
を

、
、

用
意
す
る
。
浮
舟
の
乳
母
さ
え
宮
に
対
し
て
激
し
い
抵
抗
が
で
き
な
い
ま
ま

夜
を
む
か
え
、
そ
こ
に
来
あ
わ
せ
た
の
が
「
大
輔
が
む
す
め
」
の
「
右
近
」

で
あ
る
。
右
近
は
主
人
の
匂
宮
に
表
立
っ
て
意
見
で
き
な
い
立
場
か
ら
、
中

君
に
そ
れ
と
報
告
に
の
み
参
る
。
右
近
は
同
じ
女
房
の
「
少
将
と
二
人
し
て
、

い
と
ほ
し
が
」
り
、
匂
宮
の
好
色
を
「
さ
上
め
き
か
は
す
」
様
子
が
中
君
の

心
痛
を
誘
発
す
る
。
結
局
、
内
裏
か
ら
の
使
者
の
口
上
を
、
少
し
懐
曲
し
て

急
ぎ
の
招
き
で
あ
る
か
の
よ
う
に
言
い
な
し
て
、
右
近
が
匂
宮
を
浮
舟
か
ら

引
き
離
す
。
宮
が
参
内
し
た
の
ち
に
中
君
は
浮
舟
を
招
く
が
、
浮
舟
は
「
た

Ｎ
、
い
と
、
苦
し
く
侍
り
」
と
固
持
す
る
。
し
か
し
、
中
君
の
好
意
を
無
に

す
る
こ
と
も
偉
か
ら
れ
て
乳
母
が
右
近
と
対
面
す
る
。
岩
波
古
典
文
学
大
系

本
で
十
一
頁
に
わ
た
る
当
該
箇
所
に
、
右
近
の
名
は
十
一
回
を
数
え
、
そ
れ

に
比
し
て
少
将
の
名
は
わ
ず
か
三
回
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
二
人
の
女
房

を
配
し
な
が
ら
、
右
近
一
人
の
行
為
の
み
が
強
調
さ
れ
、
少
将
は
右
近
に
同

調
す
る
副
次
的
人
物
に
終
始
す
る
。
い
わ
ば
少
将
は
、
右
近
と
と
も
に
匂
宮

に
寄
り
伏
さ
れ
た
浮
舟
を
「
い
と
ぼ
し
が
」
り
、
浮
舟
か
ら
対
面
を
拒
否
さ

れ
た
中
君
を
二
人
し
て
「
目
ま
じ
る
ぎ
」
し
て
心
中
を
推
察
す
る
相
手
と
し

て
し
か
存
在
し
え
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
匂
宮
と
浮
舟
の
運
命
的
な
出
会

い
を
、
浮
舟
に
同
情
し
て
終
始
行
動
し
た
の
が
右
近
で
あ
る
。

「
東
屋
」
の
右
近
は
母
子
二
代
で
中
君
に
仕
え
、
匂
宮
の
好
色
に
批
判
的

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
右
近
の
活
躍
は
こ
の
場
の
み
で
終
る
。
少
将
と

と
も
に
、
浮
舟
が
匂
宮
に
と
り
篭
め
ら
れ
る
の
を
「
い
と
ほ
し
」
く
思
う
だ

け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

さ
て
、
「
浮
舟
」
に
登
場
す
る
右
近
に
つ
い
て
は
二
で
述
べ
た
と
お
り
で

あ
る
。
名
前
の
確
認
、
つ
ま
り
行
為
者
の
主
体
を
明
確
に
し
て
い
る
の
が
二

、
、

っ
の
巻
の
右
近
の
共
通
点
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
矛
盾
点
と
し
て
は
出
自
の
食

い
違
い
に
終
始
す
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
相
違
を
あ
げ
れ
ば
、
右
近
の

役
割
の
変
化
は
さ
ら
に
明
瞭
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
東
屋
」
の
右
近
は
匂
宮

に
侵
入
さ
れ
た
浮
舟
に
対
し
て
少
将
と
も
ど
も
同
情
し
、
心
を
寄
せ
る
。
い

わ
ば
少
将
と
右
近
は
同
じ
立
場
で
浮
舟
に
接
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
浮
舟
」
後
半
で
は
、
右
近
と
侍
従
は
半
ば
対
時
す
る
形
を
と
っ
て
、
浮
舟

を
薫
側
へ
或
い
は
匂
宮
側
へ
と
相
互
に
引
き
合
う
モ
メ
ン
ト
を
構
成
す
る
。

つ
ま
り
、
匂
宮
と
浮
舟
の
宇
治
川
遊
び
に
侍
従
を
加
担
さ
せ
て
以
降
、
右
近

は
単
な
る
恋
の
仲
立
ち
役
か
ら
、
浮
舟
を
入
水
に
導
く
役
割
に
転
じ
て
い
る

の
で
あ
る
。
二
人
の
女
房
の
配
置
は
「
東
屋
」
の
踏
襲
と
言
え
よ
う
が
、
そ

の
役
割
は
は
る
か
に
重
く
な
っ
て
い
る
。

四
四



３

再
び
「
浮
舟
」
の
匂
宮
侵
入
の
条
に
戻
る
。
こ
こ
で
は
、
、
中
君
付
の
「
東

屋
」
の
右
近
と
岨
縮
を
見
出
せ
な
い
。
匂
宮
の
視
線
を
通
し
て
描
写
さ
れ
る

右
近
は
、
「
東
屋
」
の
中
君
付
右
近
の
描
出
と
酷
似
す
る
。
右
近
が
固
有
名

詞
を
確
認
し
て
行
為
の
主
体
を
明
示
さ
れ
る
の
に
比
し
て
、
浮
舟
に
は
ほ
と

ん
ど
動
き
ら
し
い
も
の
が
み
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
匂
宮
の
侵

入
を
許
容
し
た
責
任
は
す
べ
て
右
近
に
帰
さ
れ
る
。
「
東
屋
」
の
末
部
近
く
、

浮
舟
に
最
も
近
い
人
と
し
て
宇
治
に
同
行
し
た
侍
従
は
、
匂
宮
の
最
初
の
訪

問
の
際
に
は
登
場
し
な
い
。
お
そ
ら
く
、
二
条
院
で
か
っ
て
添
い
伏
し
た
女

と
浮
舟
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
を
匂
宮
が
確
信
し
、
そ
の
ま
ま
薫
を
装
っ

て
邸
内
に
入
り
こ
む
決
心
を
固
め
る
た
め
に
、
中
君
と
宇
治
の
女
君
を
結
ぶ
．

人
物
を
配
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の

場
面
の
右
近
は
こ
と
さ
ら
に
「
東
屋
」
の
中
君
付
の
右
近
を
雰
髭
さ
せ
る
。

匂
宮
に
と
っ
て
の
侍
従
は
、
浮
舟
と
同
様
に
未
知
の
人
物
で
あ
り
、
「
東
屋
」

で
わ
ず
か
に
接
触
の
あ
っ
た
浮
舟
と
宇
治
の
女
君
を
同
一
人
物
と
確
認
す
る

だ
け
の
説
得
力
を
有
し
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

二
月
に
匂
宮
の
再
訪
が
あ
り
、
浮
舟
と
宇
治
川
に
遊
ぶ
。
右
近
一
人
で
は

対
処
し
き
れ
ず
、
侍
従
を
二
人
に
同
行
さ
せ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
侍
従
は
匂
宮

の
好
き
者
ぶ
り
に
傾
倒
し
、
匂
宮
も
侍
従
に
好
感
を
抱
い
て
、
「
こ
れ
は
、

、
泡
、
、

ま
た
、
誰
そ
。
わ
が
名
、
漏
ら
す
な
よ
」
と
秘
密
の
共
有
を
促
す
。
侍
従
の

側
に
は
宮
に
没
頭
す
る
用
意
は
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
宮
と
は
面
識
の

な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
場
面
で
も
一
層
明
確
に
な
ろ
う
。
「
東
屋
」
か
ら

浮
舟
入
水
の
脇
役
た
ち

「
浮
舟
」
の
間
に
、
年
立
の
上
か
ら
は
成
婚
の
九
月
以
降
年
末
ま
で
の
記
事

を
欠
く
が
、
そ
れ
以
上
に
、
筆
者
に
と
っ
て
は
匂
宮
と
薫
の
二
人
を
同
等
に

浮
舟
に
配
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
ろ
う
。
匂
宮
の
好
色
だ
け
で
は
宇
治

へ
の
侵
入
は
説
得
性
を
欠
く
。
二
条
院
の
暗
闇
の
中
、
す
ぐ
に
匂
宮
と
は
気

付
か
ず
に
、
手
探
り
を
し
て
傍
ま
で
寄
っ
て
か
ら
、
「
桂
す
が
た
な
る
男
の
、

い
と
、
か
う
ば
し
」
い
の
に
気
付
い
た
右
近
と
、
睡
魔
に
朧
朧
と
し
て
い
て

匂
宮
と
気
付
か
な
い
右
近
の
姿
が
重
な
っ
て
、
浮
舟
が
意
図
し
な
い
ま
ま
に

二
人
の
男
君
を
受
け
入
れ
て
し
ま
う
設
定
が
可
能
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
宇

治
川
遊
び
以
降
は
、
右
近
と
匂
宮
を
強
紐
に
結
ぶ
必
要
性
が
な
く
な
る
。
浮

舟
は
橘
の
小
島
を
通
過
し
た
時
に
、
わ
が
身
が
敢
果
な
く
消
え
る
予
兆
を
孕

⑰

ん
だ
－
首
を
詠
む
。
そ
の
後
の
「
な
が
め
の
頃
」
の
文
使
い
以
下
、
匂
宮
と

菫
の
行
動
は
並
記
さ
れ
、
つ
い
に
匂
宮
と
浮
舟
の
文
の
交
換
を
菫
に
知
ら
れ

る
に
い
た
る
。
匂
宮
と
の
交
渉
が
露
顕
し
て
以
降
の
記
事
は
、
匂
宮
の
行
動

に
一
方
的
な
比
重
が
加
わ
る
。
そ
し
て
、
右
近
と
侍
従
も
宮
の
動
静
に
あ
わ

せ
て
浮
舟
に
迫
る
。
記
事
の
テ
ン
ポ
が
急
速
度
に
転
じ
る
「
な
が
め
の
頃
」

、
、
、

の
贈
答
の
あ
た
り
で
、
唐
突
に
二
条
院
の
右
近
の
名
が
み
え
る
。
浮
舟
の
母

、
℃

と
弁
の
尼
の
対
話
中
、
し
か
も
、
右
近
の
名
は
直
接
に
明
示
し
な
い
。
「
大

輔
が
む
す
め
」
と
出
自
で
呼
び
、
朧
化
は
し
て
い
る
が
、
こ
の
一
言
が
あ
る

た
め
に
、
「
浮
舟
‐
一
の
右
近
は
す
べ
て
「
東
屋
」
の
右
近
と
別
人
で
あ
る
と

錯
覚
さ
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
菫
か
ら
の
答
め
の
文
を
盗
み
見

た
の
ち
の
右
近
は
、
浮
舟
の
乳
母
の
子
と
し
て
、
姉
の
常
陸
で
の
不
幸
を
問

わ
ず
語
り
を
し
て
、
浮
舟
に
対
し
て
匂
宮
か
薫
か
の
選
択
の
決
断
を
迫
る
・

、
、

一
見
し
て
説
話
的
と
も
み
え
る
右
近
の
話
中
、
「
ま
上
も
、
い
ま
に
恋
ひ
泣

四
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き
侍
る
」
と
、
右
近
が
乳
母
子
で
あ
る
旨
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
乳
母
子

と
の
意
識
が
逆
に
「
浮
舟
」
の
巻
を
通
じ
て
、
す
べ
て
た
だ
一
人
の
右
近
し

か
い
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

執
筆
の
順
序
に
従
っ
て
人
物
を
位
置
↑
つ
け
た
の
で
は
な
く
、
物
語
を
通
読
し

た
あ
と
の
整
理
さ
れ
た
系
図
か
ら
逆
に
人
物
を
規
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
物

語
を
読
も
う
と
し
た
た
め
に
、
種
々
の
憶
測
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
出
自

の
先
入
観
を
捨
て
て
物
語
の
記
事
の
と
お
り
に
右
近
を
整
理
す
る
と
、
途
中

の
構
想
の
変
化
が
、
大
輔
の
女
の
二
条
院
の
中
君
付
き
右
近
か
ら
、
浮
舟
の

乳
母
子
の
右
近
へ
と
横
す
．
ヘ
リ
的
に
変
更
さ
れ
た
と
見
る
ほ
か
は
な
い
。
こ

の
右
近
に
対
す
る
侍
従
は
、
「
蜻
蛉
」
で
は
じ
め
て
「
よ
そ
人
」
と
明
記
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、
「
東
屋
」
の
浮
舟
に
最
も
近
い
存
在
、
一
見
し
て
乳
母
子

を
思
わ
せ
る
表
記
か
ら
、
次
第
に
後
退
し
、
浮
舟
の
失
跡
後
に
特
に
浮
舟
と

関
わ
り
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
存
在
に
位
置
が
確
定
し
て
ゆ
く
。
一
見
、

無
関
係
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
浮
舟
を
め
ぐ
る
二
人
の
女
房
の
右
近

と
侍
従
の
出
自
の
確
認
は
、
浮
舟
の
入
水
の
決
意
な
い
し
は
失
跡
後
に
も
ち

こ
さ
れ
て
い
る
点
で
も
共
通
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
二
人
と
も
、
当
初
か
ら

確
た
る
素
性
を
付
与
さ
れ
て
お
ら
ず
、
浮
舟
入
水
の
物
語
の
展
開
に
従
っ
て

流
動
的
に
操
作
さ
れ
た
と
見
な
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
右
近
の
記
事
は
三
転
し
、
そ
れ
に
相
関
し
て
侍
従
は
浮

舟
か
ら
遠
い
存
在
に
な
る
。
こ
れ
は
、
物
語
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
筆
者
の

執
筆
構
想
の
変
化
と
展
開
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、

「
宿
木
」
に
お
い
て
「
形
代
」
と
紹
介
さ
れ
て
入
水
の
大
ま
か
な
構
図
を

想
定
し
、
「
東
屋
」
で
は
匂
宮
に
も
存
在
を
知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
入
水

P

右
近
と
侍
従
の
二
人
の
女
房
の
記
事
は
矛
盾
に
満
ち
て
い
る
。
た
だ
し
、

そ
れ
を
指
摘
し
た
藤
村
氏
以
下
の
諸
氏
は
右
近
の
素
性
の
矛
盾
の
み
を
言
及

し
て
き
た
。
し
か
し
、
も
と
も
と
恋
の
手
引
者
を
思
わ
せ
る
存
在
で
あ
っ
た

侍
従
が
次
第
に
存
在
意
義
が
稀
薄
と
な
り
、
遂
に
は
「
よ
そ
人
」
と
明
記
さ

れ
た
過
程
と
重
ね
る
と
、
二
人
の
女
房
の
役
割
は
相
関
を
保
ち
な
が
ら
も
浮

舟
の
入
水
を
目
指
し
て
い
る
と
の
示
唆
が
得
ら
れ
る
。
そ
し
て
右
近
も
、
物

語
の
後
方
か
ら
照
射
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
執
筆
の
過
程
に
そ
っ
て

忠
実
に
読
み
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
結
論
と
し
て
、
右
近
の

記
事
は
一
見
矛
盾
に
満
ち
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
密
着
さ
せ
て
読

む
限
り
は
全
く
異
和
感
を
感
じ
さ
せ
な
い
こ
と
を
、
ま
ず
認
め
る
こ
と
で
あ

る
。
通
読
し
て
出
自
を
云
々
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
矛
盾
を
有
し
た
ま
ま
、

場
面
を
そ
の
場
に
即
し
て
読
む
方
が
、
説
得
性
が
強
く
、
ま
た
、
浮
舟
の
入

水
と
い
う
劇
的
な
昂
揚
を
支
え
得
る
と
言
え
よ
う
。
二
人
の
女
房
は
物
語
の

の
要
因
を
古
い
時
代
か
ら
継
承
さ
れ
た
妻
争
い
の
素
地
を
固
め
た
。
そ
し
て

「
浮
舟
」
に
い
た
っ
て
匂
宮
と
の
交
渉
、
薫
と
匂
宮
の
二
人
の
求
愛
と
そ

れ
ぞ
れ
に
思
惑
を
有
し
た
右
近
と
侍
従
の
存
在
が
、
浮
舟
と
い
う
女
主
人
の

「
お
ず
か
る
筆
へ
き
」
行
為
を
当
然
の
帰
結
に
化
す
。
入
水
と
い
う
漠
た
る
構

想
が
煮
詰
ま
る
に
し
た
が
い
、
女
主
人
公
の
入
水
の
決
意
が
読
者
に
与
え
る

衝
激
を
緩
和
し
て
納
得
さ
せ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
右
近
と
侍
従
を
駆
使

し
た
と
い
え
よ
う
。

結
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屋
開
に
不
可
欠
の
存
在
で
あ
り
、
物
語
の
目
的
に
応
じ
て
次
々
と
変
化
し
て

い
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
作
者
の
浮
舟
入
水
の
見
取
り
図
が
完
成
度

を
増
す
の
に
従
っ
て
、
二
人
の
女
房
は
物
語
の
展
開
の
必
然
性
に
よ
っ
て
、

そ
の
都
度
、
改
変
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
矛
盾
を
孕
み
な
が
ら
も

各
場
面
に
お
い
て
は
最
大
限
に
有
効
性
を
発
揮
し
た
。
い
わ
ば
、
浮
舟
の
入

水
の
物
語
は
こ
の
二
人
の
女
房
、
右
近
と
侍
従
の
矛
盾
に
満
ち
た
存
在
に
よ

っ
て
、
そ
の
異
和
感
や
嫌
悪
感
を
読
者
に
抱
か
せ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
、

⑱

後
世
に
「
い
と
ほ
し
」
と
言
わ
せ
得
る
だ
け
の
悲
劇
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
。

注
①
『
源
氏
物
語
の
発
想
』
二
八
五
頁
（
桜
楓
社
）

②
「
『
源
氏
物
語
』
続
篇
の
背
景
Ｉ
宇
治
の
内
包
す
る
イ
メ
ー
ジ
ー
」
（
「
源

氏
物
語
研
究
」
七
号
四
三
頁
）

③
「
入
水
證
の
系
譜
ｌ
「
狭
衣
物
語
」
を
中
心
に
ｌ
」
（
「
中
古
文
学
」
十

号
四
七
頁
）

④
『
紫
式
部
集
』
（
九
八
）

「
か
ひ
沼
の
池
と
い
ふ
所
な
ん
あ
る
」
と
、
人
の
あ
や
し
き
歌
語
り
す
る

を
聞
き
て
、
「
心
み
に
詠
ま
む
」
と
い
ふ

世
に
経
る
に
な
ぞ
か
ひ
沼
の
い
け
ら
じ
と
思
ひ
ぞ
沈
む
ゞ
そ
こ
は
知
ら

ね
ど
（
「
岩
波
文
庫
」
五
七
頁
）

⑤
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
二
三
年
九
月
号

浮
舟
入
水
の
脇
役
た
ち

⑥
山
岸
徳
平
氏
の
岩
波
古
典
文
学
大
系
な
ど
で
は

侍
従
乳
母
（
中
納
言
）
ｌ
小
侍
従

と
す
る
。
ま
た
、
『
源
氏
物
語
事
典
下
』
（
池
田
亀
鑑
・
東
京
堂
出
版
）
も
中

納
言
乳
母
と
同
一
人
と
す
る
。
．
た
だ
、
い
ず
れ
も
、
同
一
人
物
と
断
定
し
た
根

拠
は
説
明
し
て
い
な
い
。

⑦
玉
上
氏
は
、
こ
の
若
紫
の
二
条
院
入
り
を
、
「
夕
顔
の
巻
」
と
「
同
巻
」
と

誤
記
さ
れ
て
い
る
。

③
第
十
一
巻
四
五
四
頁
（
角
川
書
店
）

⑨
「
講
談
社
文
庫
」
七
三
頁

⑩
「
岩
波
文
庫
」
四
○
頁

⑪
「
浮
舟
物
語
試
論
」
（
「
文
学
」
↑
ゞ
討
・
ら
に
詳
し
い
。
新
し
い
と
こ
ろ
で

は
、
寺
本
直
彦
氏
が
「
浮
舟
物
語
と
生
田
川
伝
説
」
（
「
む
ら
さ
き
」
十
九
号
三

三
’
三
六
頁
）
を
発
表
し
て
い
る
。

⑫
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
三
三
年
九
月
号

⑬
『
源
氏
物
語
の
研
究
』
一
七
一
頁
（
風
間
書
房
）

⑭
ゞ
『
源
氏
物
語
論
』
四
○
四
頁
（
笠
間
書
院
）

⑮
「
浮
舟
の
復
活
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
五
一
年
九
月
号
）

⑯
第
十
二
巻
四
八
頁
（
角
川
書
店
）

⑰
高
橋
亨
『
源
氏
物
語
の
対
位
法
』
一
九
四
’
五
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
）

⑬
『
無
名
草
子
』
に
二
回
に
わ
た
っ
て
表
明
さ
れ
る
。四

七


