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『
女
人
源
氏
物
語
』
と
瀬
戸
内
訳
『
源
氏
物
語
』

小
説
「
髪
」
に
着
目
し
て

浮
舟
の
出
家
と
瀬
戸
内
寂
聴

瀬
戸
内
寂
聴
は
、
『
女
人
源
氏
物
語
』
の
執
筆
（
昭
和
6
3
.
1
1

＼
平
成
元
•
8

、
小
学
館
）
を
経
て
、
平
成
八
年
か
ら
同
十
年
の

間
に
、
原
文
記
述
に
ほ
ぽ
忠
実
な
『
源
氏
物
語
』
の
現
代
語
訳
を

行
っ
て
い
る
（
平
成
8
.
1
2
¥
l
o
.
4
、
講
談
社
）
。

『
女
人
源
氏
物
語
』
は
光
源
氏
あ
る
い
は
宇
治
十
帖
の
薫
な
ど

と
恋
を
演
ず
る
女
君
一
人
一
人
の
心
の
内
に
立
ち
入
っ
て
女
君
の

思
い
を
独
白
の
形
を
と
っ
て
描
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
『
源

氏
物
語
』
の
筋
立
て
を
生
か
し
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
女
君
が
瀬
戸

内
的
な
心
性
を
背
負
い
、
瀬
戸
内
の
深
い
共
感
に
よ
り
造
型
さ
れ

て
い
る
。
瀬
戸
内
は
こ
の
創
作
を
通
し
て
、
『
源
氏
物
語
』
で
作

者
が
描
こ
う
と
し
た
も
の
は
絶
対
者
源
氏
の
姿
で
な
く
、
源
氏
を

愛
し
た
女
性
た
ち
の
哀
切
な
出
家
、
哀
れ
な
死
で
あ
る
と
い
う
読

(
l
)
 

み
を
強
く
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
読
み
を
含
め
て
彼
女
が
『
源

氏
物
語
』
に
お
い
て
捉
え
た
論
理
（
源
氏
を
め
ぐ
る
女
性
た
ち
、

特
に
「
乱
調
」
を
演
ず
る
女
性
の
思
い
の
深
長
さ
、
出
家
し
て
い

く
女
性
へ
の
仏
の
慈
悲
の
ま
な
ざ
し
の
存
在
な
ど
）
が
、

造
型
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

『
女
人
源
氏
物
語
』
の
原
典
離
れ
に
対
し
、
平
成
十
年
完
結
の

『
源
氏
物
語
』
現
代
語
訳
は
原
典
世
界
へ
の
回
掃
と
い
え
る
。
こ

の
『
源
氏
』
訳
で
は
、
先
行
す
る
現
代
語
訳
や
注
釈
書
を
丁
寧
に

踏
ま
え
つ
つ
、
原
典
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
・
語
句
を
尊
重
し
て
現

代
文
に
変
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
際
長
い
原
文
を
二
つ
な
り
―
―
―
つ

な
り
に
分
け
る
こ
と
に
よ
り
、
主
語
述
語
が
照
応
し
た
わ
か
り
や

す
い
文
章
と
な
っ
て
い
る
。
文
末
が
「
で
す
•
ま
す
」
体
で
読
者

に
訴
え
る
力
を
強
め
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。
用
語
も
現
代
に

ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
使
用
し
、
「
現
代
の
日
常
に
も
連
続
す
る
等

身
大
の
恋
愛
や
人
生
の
描
か
れ
る
身
近
な
作
品
と
し
て
の
印
象
を

(
2
)
 

醸
し
出
す
」
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
訳
出
の
中
で
、

原
典
の
内
容
に
書
き
加
え
も
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
文
章
洋
位
の

大
き
な
も
の
は
少
な
く
、
仏
教
用
語
を
含
め
説
明
が
必
要
な
と
こ

ろ
な
ど
原
典
の
意
味
内
容
を
明
確
に
す
る
た
め
、
句
単
位
で
の
加

筆
が
目
立
つ
。
た
だ
し
説
明
の
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
訳
者
の
思

旦/--. 

羽

女
君
の

長

-33 -



い
入
れ
が
現
れ
る
場
合
が
あ
る
。

瀬
戸
内
が
こ
う
し
た
形
で
逐
語
訳
を
行
っ
た
の
は
、
『
女
人
源

氏
物
語
』
の
創
作
を
通
じ
て
発
見
し
た
と
す
る
『
源
氏
物
語
』
の

論
理
を
、
今
度
は
『
源
氏
物
語
』
本
文
に
近
づ
く
こ
と
で
確
認
し

(
3
)
 

つ
つ
補
強
し
よ
う
と
し
た
故
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
瀬
戸
内
訳
は
右
の
よ
う
に
原
典
世
界
へ
の
寄
り
添
い
と

し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
訳
の

後
、
瀬
戸
内
は
小
説
「
髪
」
を
執
筆
し
て
い
る
（
平
成
1
1
.
1
0
、

『
新
潮
』
掲
載
、
後
他
の
十
編
の
単
編
小
説
と
と
も
に
単
行
本
『
髪
』

（
平
成
1
2
.
1
、
新
潮
社
）
に
収
め
ら
れ
る
。
本
稿
で
も
こ
の
作

品
本
文
の
引
用
は
こ
の
単
行
本
に
よ
る
）
。
「
髪
」
は
『
源
氏
物
語
』

の
最
後
の
ヒ
ロ
イ
ン
浮
舟
の
出
家
を
め
ぐ
っ
て
、
彼
女
に
関
わ
っ

た
一
人
の
阿
闇
梨
の
転
落
の
生
を
描
く
も
の
で
あ
る
。
『
源
氏
』

現
代
語
訳
は
、
こ
の
「
髪
」
と
繋
が
り
を
も
つ
点
で
瀬
戸
内
の
新

た
な
精
神
の
境
位
を
示
す
も
の
と
し
て
意
味
を
有
す
る
。
以
下
瀬

戸
内
の
浮
舟
と
の
関
わ
り
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
そ
の
内
実
を
明

ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

阿
闇
梨
の
出
奔

瀬
戸
内
寂
聴
の
『
源
氏
物
語
』
訳
に
つ
い
て
、
説
明
の
た
め
の

加
筆
挿
入
ば
か
り
で
な
く
、
訳
者
の
思
い
入
れ
が
現
れ
る
場
合
が

あ
る
こ
と
を
前
述
し
た
が
、
そ
う
し
た
訳
の
中
で
も
、
「
手
習
」

巻
（
巻
十
）
で
浮
舟
が
横
川
僧
都
に
出
家
を
許
さ
れ
剃
髪
を
阿
闇

梨
に
委
ね
る
件
り
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
記
述
を
次
に
掲
げ
る
。

【
】
で
括
っ
た
箇
所
が
原
文
に
対
し
て
明
ら
か
な
加
筆
と
認
め

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
（
中
略
）
こ
こ
で
一
休
み
し
て
か
ら
、
宮
中
へ
参
上
し
よ

う
と
存
じ
て
お
り
ま
す
が
、
し
か
し
そ
ん
な
に
お
急
ぎ
に

な
ら
れ
る
の
で
し
た
ら
、
今
日
、
授
戒
を
務
め
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
ょ
う
」
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
、
姫
君
は
飛
び

立
つ
ほ
ど
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。
／
（
中
略
）

…
…
こ
の
阿
閣
梨
も
、
姫
君
の
御
発
心
を
も
っ
と
も
な
こ
と

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
姫
君
が
記
帳
の
す
き
間
か
ら
ご
自

分
の
お
手
で
外
へ
か
き
出
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
御
髪
が
、
あ

ま
り
に
も
つ
や
つ
や
と
美
し
く
、
惜
し
い
ほ
ど
な
の
で
、
【
思

わ
ず
見
惚
れ
て
、
】
し
ば
ら
く
鋏
を
持
っ
た
ま
ま
、
【
切
る
に

し
の
び
な
く
】
た
め
ら
っ
て
い
る
の
で
し
た
。
（
中
略
）

こ
も
き
一
人
が
お
側
に
い
て
、
少
将
の
尼
に
、
こ
れ
こ
れ

で
す
と
知
ら
せ
た
も
の
で
す
か
ら
、
少
将
の
尼
が
う
ろ
た
え

て
か
け
つ
け
て
み
る
と
、
す
で
に
僧
都
が
、
【
授
戒
の
し
る

し
に
、
】
自
分
の
衣
や
袈
裟
な
ど
を
、
形
式
ば
か
り
に
で
も

と
、
姫
君
に
お
着
せ
申
し
上
げ
【
て
い
ま
す
。
急
な
御
出
家

な
の
で
、
姫
君
用
の
得
度
の
お
支
度
は
何
の
ご
用
意
も
な
か

っ
た
か
ら
で
し
た
。
】
／
（
中
略
）

姫
君
は
、
す
ぐ
に
は
と
て
も
叶
え
て
も
ら
え
そ
う
も
な
く
、

誰
も
が
皆
、
思
い
止
ま
る
よ
う
に
と
言
い
聞
か
せ
て
お
ら
れ

た
難
し
い
出
家
の
本
望
を
、
【
何
と
】
嬉
し
い
こ
と
に
、
【
今

つ
い
に
】
遂
げ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
だ
け
は
仏
の
お

か
げ
で
叶
え
て
い
た
だ
け
た
の
だ
と
思
わ
れ
て
、
生
き
て
い

た
甲
斐
が
あ
っ
た
と
、
【
つ
く
づ
く
嬉
し
く
】
お
思
い
に
な
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ら
れ
る
の
で
し
た
。
（
二
四
八
＼
―
-
五

0
ペ
ー
ジ
）

浮
舟
の
美
し
い
黒
髪
を
切
る
に
あ
た
っ
て
の
阿
闇
梨
の
た
め
ら

い
、
そ
し
て
一
方
で
出
家
を
遂
げ
た
と
き
の
浮
舟
の
無
上
の
解
放

感
が
原
文
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
昭
和
四
十
八
年
に
平
泉
で
出
家

得
度
し
た
際
の
感
慨
が
沸
き
上
が
り
こ
の
よ
う
な
書
き
ぶ
り
と
な

っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
原
典
に
沿
う
こ
と
を
自
ら
に
課
し
な

が
ら
そ
れ
で
も
そ
の
枠
か
ら
離
れ
た
訳
を
行
っ
た
の
は
、
瀬
戸
内

の
人
生
の
軌
跡
の
中
で
そ
の
所
以
を
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

右
に
示
し
た
記
事
の
う
ち
阿
闇
梨
の
た
め
ら
い
に
対
応
す
る
箇

所
は
『
源
氏
物
語
』
（
「
手
習
」
巻
）
本
文
で
、

げ
に
い
み
じ
か
り
し
人
の
御
有
さ
ま
な
れ
ば
、
う
つ
し
人

に
て
は
、
世
に
お
は
せ
む
も
う
た
て
こ
そ
あ
ら
め
と
、
こ
の

阿
闇
梨
も
こ
と
は
り
に
思
に
、
き
丁
の
帷
子
の
ほ
こ
ろ
び
よ

り
、
御
髪
を
か
き
出
だ
し
給
つ
る
が
、
い
と
あ
た
ら
し
く
お

か
し
げ
な
る
に
な
む
、
し
ば
し
鋏
を
も
て
や
す
ら
ひ
け
る
。

（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。
三
六
五
頁
）

と
あ
る
。
こ
の
記
述
で
は
、
阿
閣
梨
が
浮
舟
の
様
子
か
ら
そ
の
出

家
を
余
儀
な
い
も
の
と
感
じ
た
上
で
、
一
人
の
人
間
と
し
て
の
正

常
な
感
覚
で
若
い
女
性
の
美
し
い
髪
を
切
る
こ
と
の
躊
躇
を
示
し

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
が
『
女
人
源
氏
物
語
』
で
は
、

几
帳
の
帷
子
の
す
き
ま
か
ら
、
わ
た
く
し
は
自
分
の
長
い

髪
を
か
き
よ
せ
て
、
几
帳
の
外
の
阿
闇
梨
の
方
へ
さ
し
だ
し

ま
し
た
。
一
度
で
は
掌
に
あ
ま
る
多
い
髪
を
か
き
出
し
か
き

出
し
い
た
し
ま
す
と
、
さ
す
が
に
人
に
も
ほ
め
ら
れ
た
美
し

い
自
分
の
髪
が
ほ
ん
の
少
し
い
と
し
く
な
っ
て
、
胸
が
切
な

ひ
と

く
な
っ
た
の
を
、
あ
わ
て
て
も
み
消
し
ま
し
た
。

「
こ
ん
な
美
し
い
も
っ
た
い
な
い
御
髪
で
は
、
鋏
も
た
め
ら

い
ま
す
」

ご
く
ひ
く
い
声
で
し
た
が
、
阿
闇
梨
の
ひ
と
り
ご
と
が
几

帳
越
し
に
聞
き
と
れ
た
の
は
耳
の
迷
い
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
（
「
夢
浮
橋
」
、
小
学
館
版
に
よ
る
。
二
六
一
頁
）

と
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
原
典
中
の
阿
闇
梨
の
黒
髪
を
惜
し
む

思
い
が
、
『
女
人
源
氏
物
語
』
で
は
浮
舟
を
視
点
人
物
と
す
る
た

め
、
彼
女
自
身
が
そ
の
剃
髪
を
惜
し
む
心
を
抱
く
こ
と
に
な
り
、

一
方
で
彼
女
の
髪
を
切
る
阿
闇
梨
の
た
め
ら
い
を
彼
か
ら
発
せ
ら

れ
た
言
葉
と
し
て
描
い
て
い
る
。
こ
れ
は
前
述
の
瀬
戸
内
の
体
験

(
4
)
 

と
重
な
る
。
そ
し
て
そ
の
言
葉
が
阿
闇
梨
よ
り
示
さ
れ
た
こ
と
と
、

現
代
語
訳
で
阿
闇
梨
の
躊
躇
の
思
い
が
明
確
化
さ
れ
た
こ
と
を
受

け
て
、
小
説
「
髪
」
は
、
そ
の
た
め
ら
い
を
更
に
増
幅
し
、
髪
の

美
し
さ
に
魅
せ
ら
れ
た
彼
の
迷
い
と
し
て
肥
大
化
さ
せ
る
。
そ
し

て
彼
が
自
ら
の
切
っ
た
浮
舟
の
髪
を
隠
し
持
ち
出
奔
す
る
行
為
に

も
発
展
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

小
説
「
髪
」
で
は
、
始
め
横
川
僧
都
一
行
が
宇
治
川
畔
で
浮
舟

を
発
見
し
た
と
き
、
阿
闇
梨
は
僧
都
の
命
で
彼
女
を
邸
の
中
に
か

つ
ぎ
入
れ
、
そ
の
濡
れ
た
衣
服
を
脱
が
せ
裸
を
見
て
し
ま
う
。
阿

闇
梨
は
こ
の
出
来
事
か
ら
浮
舟
へ
の
思
い
を
強
め
更
に
彼
女
の
髪

を
切
る
場
に
居
合
わ
せ
て
彼
女
へ
の
執
着
を
決
定
的
に
し
、
切
っ

た
そ
の
髪
を
隠
し
持
つ
こ
と
に
な
る
。
次
は
「
髪
」
の
中
で
浮
舟

得
度
に
際
し
、
彼
女
の
髪
を
切
る
場
面
で
あ
る
。

こ
の
お
方
は
こ
う
す
る
し
か
方
法
は
な
い
の
だ
と
、
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り
納
得
し
た
つ
も
り
で
い
て
も
、
ふ
い
に
几
帳
の
帷
子
の
す

き
間
か
ら
、
御
自
身
の
お
手
で
こ
ち
ら
へ
向
っ
て
か
き
出
し

て
こ
ら
れ
た
お
髪
が
、
あ
ま
り
に
も
豊
か
で
つ
や
つ
や
と
輝

匂
大
き
な
生
き
物
の
よ
う
に
、
ど
っ
と
躍
り
出
す
勢
い
で
、

お
の
れ
の
眼
前
に
波
打
っ
た
時
に
は
、
そ
の
媚
め
か
し
さ
と

あ
で
や
か
さ
に
息
も
止
ま
り
そ
う
に
な
っ
た
。

あ
の
夜
、
水
に
濡
れ
そ
ば
っ
て
い
た
髪
を
掬
い
上
げ
た
な

ま
な
ま
し
い
感
触
が
、
手
に
も
顔
に
も
首
に
も
よ
み
が
え
っ

て
き
て
、
目
の
中
に
光
が
は
じ
け
る
ふ
う
で
あ
っ
た
。
思
わ

ず
悦
惚
と
し
て
、
為
す
べ
き
こ
と
も
忘
れ
は
て
た
。
し
ば
ら

く
見
惚
れ
て
鋏
を
片
手
に
茫
然
と
し
て
い
た
。
は
っ
と
吾
に

還
っ
て
、
右
手
の
鋏
を
持
ち
直
し
、
左
手
で
目
の
前
に
あ
ふ

れ
の
た
う
っ
て
い
る
黒
髪
を
、
し
っ
か
り
と
掬
い
上
げ
た
。

あ
の
時
の
凍
り
つ
い
た
よ
う
な
冷
た
さ
は
な
く
、
千
筋
の
一

本
一
本
の
す
べ
て
に
血
が
通
い
、
生
命
が
宿
っ
て
い
る
温
か

さ
が
あ
っ
た
。
あ
の
夜
、
日
に
も
心
に
も
躯
の
芯
に
も
灼
き

つ
い
て
し
ま
っ
た
清
浄
の
裸
身
が
、
目
の
奥
に
揺
れ
た
。

六
尺
に
余
る
髪
の
な
か
ば
と
思
う
あ
た
り
に
鋏
を
入
れ

た
。
髪
は
き
ち
き
ち
と
哭
き
声
を
あ
げ
る
。
一
筋
ず
つ
が

身
を
固
め
合
い
思
い
が
け
な
い
強
い
抵
抗
を
見
せ
た
。
そ

の
間
に
も
髪
の
哭
き
声
が
む
せ
ぶ
よ
う
に
聞
え
て
く
る
。

天
然
の
油
を
含
む
の
か
、
髪
は
刃
を
す
べ
り
易
く
捕
え
難

か
っ
た
。
い
つ
の
間
に
か
お
の
れ
の
額
に
じ
っ
と
り
と
汁

が
滲
ん
で
き
た
。

剪
っ
た
あ
ふ
れ
る
黒
髪
は
、
櫛
笞
に
と
う
て
い
収
め
き
れ

な
い
。
残
り
の
髪
は
用
意
の
髪
に
包
み
こ
ん
で
櫛
箆
の
横
に

置
い
た
。
そ
の
時
、
誰
の
目
も
な
い
の
を
確
か
め
て
か
ら
一

握
り
の
黒
髪
を
別
の
紙
に
抱
き
こ
み
、
素
早
く
お
の
れ
の
衣

の
懐
に
し
の
び
こ
ま
せ
た
。
（
平
成
十
年
版
単
行
本
の
本
文

に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
二
五
一
＼
―
-
五
ニ
ペ
ー
ジ
）

傍
線
部
は
原
典
に
そ
の
内
容
が
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
以

外
は
瀬
戸
内
の
独
自
な
挿
入
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
切
ら
れ
る
髪
の

美
し
さ
が
、
そ
れ
に
生
命
を
宿
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
描
き
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
後
阿
闇
梨
は
浮
舟
に
還
俗
を
勧
め
た
僧
都
の

姿
を
権
門
蕪
に
お
も
ね
る
姿
と
見
て
落
胆
し
、
ま
た
彼
女
の
還
俗

を
予
想
す
る
。
彼
は
権
力
の
下
の
人
間
、
恩
愛
の
前
の
人
間
の
弱

さ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
僧
都
と
浮
舟
に
見
た
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
弱
さ
と
自
ら
の
弱
さ
を
呼
応
さ
せ
て
阿
閣
梨
は
出
奔
す
る
の
だ

が
、
観
念
の
中
で
浮
舟
を
我
が
も
の
と
し
続
け
る
た
め
に
は
出
奔

(
5
)
 

の
ほ
か
に
道
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
作
品
中
で
は
阿
闇
梨
の

迷
い
を
促
す
も
の
と
し
て
、
浮
舟
に
と
り
つ
い
た
も
の
の
け
が
修

行
一
途
の
僧
の
こ
の
世
に
怨
恨
を
残
し
た
故
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
、
あ
る
若
い
僧
が
「
魔
羅
断
ち
」
を
仕
損
ね
て
発
狂
し
琵
琶
湖

に
自
ら
の
命
を
断
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
阿
闇
梨
は

浮
舟
の
髪
を
持
っ
て
諸
国
を
さ
ま
よ
う
が
、
そ
の
途
上
で
僧
都
の

死
を
聞
い
て
掃
京
、
そ
の
時
浮
舟
の
髪
を
持
ち
続
け
る
自
己
を
次

の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。

あ
の
お
方
へ
の
妄
執
を
道
づ
れ
に
、
ど
こ
の
辺
士
に
朽
ち

果
て
よ
う
と
悔
は
な
い
と
、
覚
悟
し
て
の
果
し
な
い
流
浪
の

歳
月
。
ど
れ
ほ
ど
苦
し
い
時
も
、
あ
の
一
房
の
黒
髪
を
懐
に
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小
説
「
髪
」
と
原
典
の
比
較
対
照
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た

の
は
、
浮
舟
が
も
つ
官
能
美
に
執
す
る
阿
閣
梨
の
姿
で
あ
る
。
妄

執
の
中
で
の
阿
闇
梨
の
官
能
美
へ
の
執
着
は
観
念
化
し
、
彼
の
生

(
6
)
 

を
支
え
る
も
の
と
な
る
。
こ
う
し
た
阿
闇
梨
の
造
型
と
同
時
に
、

こ
の
作
品
で
は
横
川
僧
都
・
浮
舟
の
造
型
が
注
目
さ
れ
る
。

阿
闇
梨
は
僧
都
の
聖
性
を
疑
い
、
ま
た
浮
舟
が
僧
都
の
誘
い
に

従
っ
て
薫
と
と
も
に
愛
欲
の
生
活
に
戻
る
こ
と
を
想
像
し
て
出
奔

に
踏
み
切
る
だ
が
、
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
「
髪
」
の
中
で
い
か
に
書

か
れ
て
い
る
か
。

ま
ず
僧
都
を
め
ぐ
る
記
述
を
辿
っ
て
い
く
と
、
始
め
に
、

僧
都
は
高
徳
と
験
力
の
高
さ
で
都
に
も
名
の
響
い
た
聖
僧
で

あ
ら
れ
た
が
、
こ
よ
な
く
情
味
の
深
い
お
気
質
で
、
肉
親
へ

の
思
い
や
り
も
厚
か
っ
た
。
出
家
に
あ
る
ま
じ
き
人
情
と
、

陰
で
と
か
く
そ
し
る
む
き
も
あ
っ
た
が
、
お
耳
に
入
っ
た
と

こ
ろ
で
一
行
に
気
に
と
め
ぬ
至
っ
て
お
お
ら
か
な
御
性
格
で

あ

ら

れ

た

。

（

ニ

―

―

―

五

ペ

ー

ジ

）

と
さ
れ
る
。
こ
の
設
定
は
原
典
に
明
確
に
見
ら
れ
な
い
が
、
瀬
戸

内
寂
聴
が
原
典
を
踏
ま
え
た
以
下
の
僧
都
の
描
写
か
ら
導
き
出
し

横
川
の
僧
都
を
め
ぐ
っ
て

抱
き
し
め
て
い
る
限
り
、
生
き
耐
え
て
こ
ら
れ
た
の
だ
。

（
二
五
三

S
二
五
四
ペ
ー
ジ
）

阿
閣
梨
は
な
お
も
浮
舟
の
髪
を
持
ち
、
彼
女
の
官
能
の
魅
力
に

執
し
て
生
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
本
文
を
大
き

く
変
え
て
阿
闇
梨
の
迷
い
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
固
有
の
も
の
と
い
え
る
。
僧
都
は
母
尼
が
初
瀬
詣
で
の
帰
途
宇

治
で
発
病
し
た
た
め
に
山
籠
り
を
止
め
て
宇
治
へ
駈
け
つ
け
る
。

母
尼
は
僧
都
ら
の
加
持
祈
祷
に
よ
っ
て
危
機
を
脱
す
る
が
、
母

尼
を
移
し
た
古
い
院
で
浮
舟
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
。
弟
子
た

ち
が
彼
女
を
狐
の
化
身
と
す
る
の
に
対
し
僧
都
は
人
間
と
見
定
め

助
け
る
こ
と
を
決
意
す
る
。

こ
れ
は
正
真
正
銘
の
人
問
だ
。
死
に
か
か
っ
て
い
る
が
命
が

絶
え
た
わ
け
で
も
な
い
。
余
命
が
あ
る
間
は
、
た
と
い
一
日
、

ニ
H
で
も
大
切
に
守
っ
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
折
悪
し

く
雨
も
降
っ
て
き
た
よ
う
だ
。
恐
ろ
し
い
鬼
神
に
取
り
憑
か

れ
た
か
、
誰
か
に
家
を
追
わ
れ
た
か
、
だ
ま
さ
れ
捨
て
ら
れ

た
か
、
ど
っ
ち
み
ち
こ
の
女
は
、
非
業
の
死
を
と
げ
ね
ば
な

ら
ぬ
運
命
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
う
い
う
者
は
仏

が
必
ず
、
お
見
捨
て
に
な
ら
ず
お
救
い
下
さ
る
は
ず
な
の
だ
。

し
ば
ら
く
薬
湯
な
ど
飲
ま
せ
た
り
し
て
、
助
け
る
よ
う
手
を

尽

く

し

て

み

よ

う

（

二

三

七

ペ

ー

ジ

）

こ
の
僧
都
の
言
の
う
ち
「
恐
ろ
し
い
鬼
神
に
取
り
憑
か
れ
た
か
、

ー
お
救
い
下
さ
る
は
ず
な
の
だ
。
」
は
、
『
源
氏
物
語
』
原
文
の
「
鬼

に
も
神
に
も
り
よ
う
ぜ
ら
れ
、
人
に
を
は
れ
、
人
に
は
か
り
ご
た

れ
て
も
、
こ
れ
横
さ
ま
の
死
に
を
す
べ
き
も
の
に
こ
そ
あ
ん
め
れ
、

仏
の
必
ず
救
ひ
給
ふ
べ
き
際
な
り
。
」
（
「
手
習
」
巻
三
二
八
ペ
ー

ジ
）
に
対
応
し
た
も
の
だ
が
、
文
を
短
く
切
り
浮
舟
が
非
業
な
死

を
遂
げ
る
運
命
を
強
調
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

更
に
僧
都
は
、
こ
う
し
て
小
野
に
伴
わ
れ
た
浮
舟
が
日
に
日
に

衰
弱
す
る
一
方
な
の
を
見
か
ね
た
彼
の
妹
尼
の
懇
願
で
小
野
に
下
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り
浮
舟
の
た
め
に
修
法
を
行
う
。
弟
子
た
ち
が
そ
の
下
山
を
反
対

す
る
の
に
対
し
次
の
よ
う
に
言
う
。

拙
僧
は
破
戒
無
漸
の
法
師
で
、
戒
律
の
中
に
破
っ
た
戒
も
多

い
だ
ろ
う
。
し
か
し
女
犯
の
戒
に
つ
い
て
だ
け
は
、
ま
だ
世

間
か
ら
と
や
か
く
後
指
さ
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
ま
た
真
実
、

自
分
は
女
犯
の
過
ち
を
つ
ゆ
犯
し
た
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
な

の
に
、
齢
六
十
を
越
え
て
今
更
に
、
世
間
か
ら
女
色
の
件
で

非
難
を
蒙
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
前
世
の
因
縁

で

あ

ろ

う

よ

（

二

四

一

ニ

ペ

ー

ジ

）

こ
の
よ
う
な
僧
都
が
浮
舟
の
願
い
を
聞
き
入
れ
て
彼
女
を
得
度

さ
せ
、
阿
閣
梨
に
彼
女
の
髪
を
お
ろ
す
よ
う
命
じ
る
。
そ
の
僧
都

が
「
あ
ろ
う
こ
と
か
」
薫
の
依
頼
に
応
じ
て
浮
舟
へ
還
俗
を
勧
め

る
手
紙
を
送
る
。

大
将
ど
の
に
、
あ
な
た
の
御
出
家
を
、
仏
の
お
叱
り
を
お
受

け
に
な
る
こ
と
の
よ
う
に
聞
か
さ
れ
、
驚
愕
し
て
お
り
ま
す
。

そ
う
し
た
御
関
係
な
ら
、
昔
の
御
縁
を
取
り
戻
し
て
大
将
殿

の
愛
執
の
罪
を
晴
ら
し
て
さ
し
上
げ
な
さ
い
。
一
日
で
も
出

家
す
れ
ば
そ
の
功
徳
は
量
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
か

ら
、
そ
う
な
っ
て
も
仏
を
信
じ
つ
つ
お
頼
り
な
さ
る
よ
う
に

（
二
五
―
―
―
ペ
ー
ジ
）

こ
の
僧
都
の
言
葉
の
中
の
二
日
で
も
出
家
す
れ
ば
」
以
下
の

浮
舟
へ
の
示
唆
は
、
原
文
に
「
一
日
の
出
家
の
功
徳
は
は
か
り
な

き
も
の
な
れ
ば
、
な
を
頼
ま
せ
給
へ
と
な
む
」
（
「
夢
浮
橋
」
四

0

ニ
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
瀬
戸
内
は
「
還

俗
し
て
蕉
と
娠
い
と
げ
、
薫
の
愛
執
の
罪
を
睛
ら
し
て
あ
げ
る
よ

う
に
」
（
「
源
氏
の
し
お
り
」
現
代
語
訳
巻
末
付
載
）
と
解
説
し
、

一
貫
し
て
還
俗
勧
奨
の
解
を
と
る
。

僧
都
が
浮
舟
に
還
俗
を
勧
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
よ

っ
て
阿
闇
梨
が
僧
都
の
中
に
「
仏
へ
の
う
ら
ぎ
り
」
を
見
、
阿
闇

槃
に
出
奔
を
促
す
こ
と
に
な
る
点
で
意
味
を
持
つ
。
し
か
し
そ
の

見
方
の
誤
り
を
阿
闇
梨
は
後
に
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
僧
都
は
そ

の
時
阿
閣
梨
の
想
像
し
た
よ
う
な
矮
小
な
人
で
は
な
か
っ
た
。
こ

の
作
品
の
中
で
阿
閣
梨
が
最
終
的
に
捉
え
る
姿
と
し
て
は
以
下
の

記
述
が
あ
る
。

長
い
歳
月
の
流
浪
の
中
で
、
横
川
の
僧
都
こ
そ
、
戒
律
を
超

え
た
広
大
な
信
仰
の
聖
人
、
何
も
の
に
も
捉
わ
れ
な
い
自
在

無
辺
の
高
徳
と
慈
悲
の
生
菩
薩
と
い
う
、
有
難
い
認
識
に
よ

う
や
く
落
着
い
て
き
た
。
（
―
-
五
四
ペ
ー
ジ
）

か
つ
て
そ
の
僧
都
は
阿
闇
梨
に
煩
悩
の
悩
み
を
問
わ
れ
た
時
、

「
煩
悩
の
中
よ
り
あ
げ
る
凡
夫
の
必
死
の
念
仏
こ
そ
、
み
仏
の
み

胸
に
ま
っ
直
届
け
ら
れ
る
」
（
二
四
七
ペ
ー
ジ
）
と
答
え
て
い
る
。

こ
こ
に
は
自
ら
の
弱
さ
を
知
り
つ
つ
仏
に
す
が
り
必
死
の
思
い
で

弱
さ
と
戦
う
僧
都
の
姿
が
示
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
僧
と
し
て
の

常
識
を
破
る
広
や
か
で
慈
悲
に
満
ち
た
姿
を
支
え
る
も
の
が
こ
う

し
た
自
ら
を
厳
し
く
律
す
る
心
と
仏
へ
の
切
実
で
真
摯
な
侶
仰
で

あ
っ
た
。
瀬
戸
内
の
独
自
な
人
間
把
握
と
い
え
よ
う
。

ち
な
み
に
瀬
戸
内
は
『
源
氏
物
語
の
脇
役
た
ち
』
（
平
成
12.

3
、
岩
波
書
店
）
で
も
、
こ
の
僧
都
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
。

老
母
の
急
病
に
駈
け
つ
け
る
の
も
、
得
体
の
知
れ
な
い
正
体

も
な
い
女
を
助
け
る
の
も
、
僧
都
に
と
っ
て
は
人
の
命
を
尊
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四
く
重
く
見
る
ば
か
り
の
純
粋
さ
で
あ
り
、
目
前
に
困
っ
た
者

が
あ
れ
ば
鳥
獣
で
あ
ろ
う
と
差
別
な
く
救
い
の
手
を
伸
ば
さ

ず
に
い
ら
れ
な
い
僧
都
の
優
し
さ
で
あ
り
、
そ
の
慈
悲
心
は

確
固
た
る
深
い
信
仰
の
裏
付
け
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

(
―
ニ
―
―
ペ
ー
ジ
）

こ
れ
は
『
女
人
源
氏
』
を
経
て
「
髪
」
に
お
い
て
捉
え
た
姿
と

相
似
の
人
間
的
特
性
を
示
す
。
瀬
戸
内
は
僧
都
の
中
に
、
人
の
命

の
尊
さ
を
感
じ
る
純
粋
さ
、
優
し
さ
を
見
、
そ
の
根
底
に
仏
へ
の

深
い
信
仰
を
読
み
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
確
か
な
信
仰
が
「
凡

夫
の
必
死
の
念
仏
」
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
共
感

を
抱
い
た
の
で
あ
る
。

阿
閣
梨
の
妄
執
を
描
く
作
品
と
は
い
え
そ
の
世
界
が
妙
に
明
る

い
印
象
を
も
つ
の
は
、
そ
の
す
ぐ
背
後
に
こ
う
し
た
慈
愛
に
満
ち

た
僧
都
の
存
在
が
あ
る
故
で
あ
ろ
う
。

浮
舟
像
—
『
女
人
源
氏
物
語
』
と
「
髪
」
—

一
方
浮
舟
も
阿
闇
梨
の
予
想
に
反
し
出
家
を
全
う
す
る
女
性
で

あ
っ
た
。
こ
こ
で
浮
舟
に
つ
い
て
見
る
と
、
阿
闇
梨
が
横
川
の
僧

都
の
死
を
聞
い
て
陸
奥
の
辺
土
か
ら
都
に
帰
っ
た
後
、
彼
女
は

あ
の
お
方
は
還
俗
な
ど
な
さ
ら
ず
見
事
出
家
を
遂
げ
き

り
、
あ
れ
か
ら
五
年
後
、
流
行
病
い
で
浄
土
へ
清
ら
か
に

旅

立

た

れ

た

と

か

。

（

―

-

五

四

ペ

ー

ジ

）

と
描
か
れ
、
出
家
の
折
の
志
を
貫
い
て
命
を
閉
じ
た
も
の
と
し
て

い
る
。こ

の
生
き
方
は
、
『
女
人
源
氏
物
語
』
の
最
終
章
「
夢
浮
橋
」

で
出
家
し
た
こ
と
を
喜
び
迷
い
の
中
に
い
る
薫
を
見
下
す
浮
舟
の

姿
の
延
長
に
あ
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
浮
舟
は
横
川

僧
都
の
導
き
を
得
て
出
家
が
か
な
い
、
そ
の
後
薫
に
遣
わ
さ
れ
た

小
君
と
い
う
弟
と
の
対
面
を
拒
み
通
し
て
、
自
ら
の
生
き
方
に
思

い
を
致
す
。
そ
の
『
女
人
源
氏
物
語
』
の
「
夢
浮
橋
」
の
章
に
お

け
る
浮
舟
を
め
ぐ
る
記
述
を
掲
げ
る
。
傍
線
を
施
し
た
部
分
は
『
源

氏
物
語
』
本
文
に
そ
の
記
事
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

お
経
を
読
ん
で
も
ひ
ね
も
す
経
を
写
し
て
も
、
空
し
い
日

は
空
し
い
想
い
に
心
が
空
白
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
で
も
、
こ
の
う
る
さ
い
好
き
に
な
れ
な
い
尼
た
ち
の
中
に

ま
じ
っ
て
勤
行
し
て
い
る
時
、
ふ
っ
と
、
山
奥
に
湧
く
泉
の

よ
う
な
清
冽
な
も
の
が
全
身
を
流
れ
る
瞬
間
が
あ
る
の
で

す
。
あ
あ
、
今
、
自
分
が
潔
め
ら
れ
た
と
思
う
そ
の
瞬
間
に

は
、
ま
た
と
な
い
至
福
の
想
い
に
心
が
う
る
お
さ
れ
て
い
ま

す。
薫
さ
ま
の
お
手
紙
に
対
し
て
ど
う
し
て
も
、
一
言
も
お
返

事
で
き
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
わ
た
く
し
に
は
わ
か

り
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
心
が
少
し
で
も
落
ち
着
い
た
今
に
な
っ
て
想
い

返
せ
ば
、
お
返
事
を
し
な
い
よ
う
、
何
か
が
わ
た
く
し
を
制

し
て
く
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
ほ
う
が
よ
か

っ
た
の
か
、
悪
か
っ
た
の
か
、
わ
た
く
し
に
は
わ
か
り
ま
せ

ん。
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
を
み
仏
に
ゆ
だ
ね
た
今
の
わ
た
く
し

は
、
自
分
の
心
に
正
直
に
従
う
こ
と
が
、
み
仏
の
み
心
に
従

-39 -



っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
も
し
か
し
た
ら
、
あ
れ
も

ひ
と
つ
の
浮
橋
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
男
と
女

の
間
の
恋
も
は
か
な
い
浮
橋
な
ら
、
み
仏
に
近
づ
く
橋
も
危

う
い
浮
橋
で
、
油
断
し
た
ら
い
つ
ふ
り
落
と
さ
れ
る
か
わ
か

ら
な
い
か
細
い
橋
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
（
中
略
）

小
君
の
む
な
し
い
報
告
を
受
け
て
あ
の
方
は
ど
ん
な
お
顔

を
な
さ
っ
た
こ
と
や
ら
。
案
外
、
量
見
の
せ
ま
い
と
こ
ろ
も

あ
る
お
方
な
の
で
、
妙
に
気
を
廻
し
て
、
こ
う
ま
で
か
た
＜

な
な
の
は
、
わ
た
く
し
に
か
く
し
男
で
も
で
き
て
、
こ
っ
そ

り
か
く
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ぐ
ら
い
の
想
像
を
し
て

い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
と
も
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。

あ
の
方
も
こ
の
方
も
、
誰
も
す
べ
て
は
み
な
、

JII
の
向
こ

う
の
世
界
に
住
む
は
る
か
な
昔
の
夢
の
中
の
人
た
ち
に
す
ぎ

ま
せ
ん
。

こ
れ
ま
で
見
え
て
い
た
も
の
が
少
し
ず
つ
見
え
な
く
な
っ

て
い
く
に
つ
れ
、
こ
れ
ま
で
見
え
な
か
っ
た
も
の
が
、
ほ
の

か
に
ほ
の
か
に
見
え
て
く
る
よ
う
な
気
も
し
て
ま
い
り
ま

す
。
次
第
に
光
を
増
す
は
る
か
な
夜
空
の
星
の
よ
う
に
。

（
「
夢
浮
橋
」
の
章
、
二
七
八
ー
ニ
七
九
頁
）

こ
こ
で
の
浮
舟
は
、
横
川
の
僧
都
か
ら
の
還
俗
の
勧
め
を
拒
ん

で
静
謡
の
中
で
仏
の
慈
悲
を
確
信
し
つ
つ
そ
れ
に
す
が
ろ
う
と
し

て
い
る
。
実
際
の
原
典
の
浮
舟
は
猶
迷
い
を
脱
し
て
い
る
と
は
言

(
7
)
 

え
な
い
の
だ
が
、
こ
の
『
女
人
源
氏
』
の
最
終
部
で
は
、
仏
の
知

恵
に
よ
っ
て
自
ら
の
生
を
透
徹
し
た
目
で
見
通
す
力
を
得
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
浮
舟
の
姿
は
『
私
の
好
き
な
古
典
の
女
た
ち
』
（
新

潮
社
、
昭
五
七
・
ニ
）
の
中
に
み
ら
れ
る
浮
舟
把
握
と
比
べ
て
も

格
段
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。

出
家
し
た
浮
舟
が
一
向
に
心
お
だ
や
か
に
暮
ら
せ
も
せ
ず

わ
ず
ら
わ
し
い
尼
た
ち
に
囲
ま
れ
て
い
る
の
も
、
出
家
と
は
、

所
詮
こ
ん
な
も
の
で
一
挙
に
悟
り
な
ど
開
か
れ
る
わ
け
も
な

い
し
、
そ
れ
で
も
出
家
し
な
い
立
場
の
人
問
に
は
ど
う
し
て

も
理
解
の
外
の
も
の
が
出
家
者
の
心
に
は
生
ま
れ
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
こ

ん
な
形
で
不
親
切
に
投
げ
だ
す
終
り
方
で
、
読
者
の
そ
れ
ぞ

れ
の
心
に
作
者
が
波
紋
を
投
げ
か
け
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

格
別
聡
明
で
も
、
思
慮
深
く
も
な
く
、
官
能
的
で
、
情
の

深
い
浮
舟
の
よ
う
な
女
は
、
永
遠
に
私
た
ち
の
ま
わ
り
に
は

た
く
さ
ん
い
ま
す
。
し
か
し
自
分
の
罪
を
罪
と
認
め
、
こ
れ

ほ
ど
自
分
を
責
め
る
女
は
そ
う
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
（
以

下

略

）

（

「

浮

舟

」

二

四

―

頁

）

『
私
の
好
き
な
古
典
の
女
た
ち
』
で
は
自
ら
の
罪
に
深
く
悩
む

浮
舟
の
姿
に
瀬
戸
内
が
魅
力
を
感
じ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の

よ
う
な
浮
舟
に
瀬
戸
内
が
心
惹
か
れ
る
の
は
、
同
じ
畠
で
、
「
し

い
て
い
え
ば
、
私
は
と
り
す
ま
し
た
女
人
や
聡
明
す
ぎ
て
難
の
な

い
人
や
、
貞
淑
一
辺
到
の
人
よ
り
、
嫉
妬
深
か
っ
た
り
、
も
ろ
か

っ
た
り
、
男
に
だ
ま
さ
れ
た
り
、
情
熱
の
制
御
出
来
な
い
愚
か
さ

を
持
っ
た
女
の
方
に
、
親
愛
感
を
抱
く
し
、
な
つ
か
し
い
感
じ
が

す
る
の
で
す
。
」
（
「
朧
月
夜
」
の
条
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
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こ
の
よ
う
に
僧
都
、
浮
舟
の
堅
固
な
仏
へ
の
帰
依
の
姿
を
傍
ら

に
置
き
な
が
ら
阿
闇
梨
は
髪
を
持
っ
て
出
奔
し
た
。
そ
の
よ
う
に

「
髪
」
を
書
く
意
味
は
何
か
。

「
髪
」
に
つ
い
て
水
原
紫
苑
氏
は
以
下
の
よ
う
な
解
説
を
さ
れ

て
い
る
。

凄
絶
な
結
末
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
救
済
が
な
い
か
と
言
え

ば
そ
ん
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
生
き
な
が
ら
地
獄
に
落
ち
た

か
に
見
え
る
阿
闇
梨
の
妄
執
、
そ
の
妄
執
が
燃
え
き
わ
ま
る

果
て
に
は
、
玲
瀧
と
し
た
宇
宙
の
姿
が
は
る
か
に
想
像
て
き

る
の
で
あ
る
。
そ
の
宇
宙
の
姿
は
ま
た
、
浮
舟
の
無
垢
な
裸

身
に
重
ね
合
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い

五
瀬
戸
内
に
お
け
る
「
乱
調
」
と
「
髪
」

り
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
段
階
で
の
浮
舟
へ
の
共
感
に
対
し
、
瀬
戸
内
は
出
家

を
契
機
と
し
て
浮
舟
に
自
ら
の
思
い
を
注
入
で
き
る
人
格
を
見
出

し
、
『
女
人
源
氏
』
に
お
け
る
よ
う
な
彼
女
の
造
型
を
行
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
現
代
語
訳
は
そ
う
し
た
浮
舟
把
握
を
そ
の
ま
ま
生
か

し
た
も
の
と
い
え
る
。

そ
し
て
小
説
「
髪
」
は
『
女
人
源
氏
物
語
』
以
来
の
浮
舟
像
を

押
し
進
め
た
形
で
描
か
れ
る
。
出
家
の
際
の
仏
に
詭
く
意
思
を
浮

舟
が
そ
の
死
ま
で
持
ち
続
け
た
こ
と
を
、
阿
闇
梨
は
彼
女
の
髪
を

抱
き
な
が
ら
知
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
阿
闇
梨
は
浮
舟
と
は
離

れ
た
と
こ
ろ
で
「
妄
執
の
尽
き
せ
ぬ
あ
か
し
」
を
生
の
力
と
し
て

持
ち
続
け
る
の
で
あ
る
。

(
8
)
 

、A
0

力
阿
闇
梨
の
姿
の
「
凄
絶
」
は
瀬
戸
内
寂
聴
が
出
家
前
に
描
い
て

き
た
女
性
た
ち
の
姿
と
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

瀬
戸
内
は
自
ら
の
好
尚
と
し
て
、
「
ど
こ
か
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で

危
な
っ
か
し
い
も
の
や
人
や
、
作
品
が
、
な
つ
か
し
く
美
し
い
と

思
え
て
く
る
。
乱
調
の
か
な
で
る
美
に
は
人
間
の
世
界
の
矛
盾
が

み
ち
み
ち
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
世
や
人
が
な
つ
か
し
く
も

な
る
よ
う
で
あ
る
。
／
偽
り
の
諧
調
に
安
住
し
て
な
ま
ぬ
る
い

生
を
送
る
よ
り
は
、
乱
調
の
美
に
身
を
投
じ
、
地
獄
の
火
に
焼
か

れ
る
方
が
望
ま
し
い
。
生
き
る
と
い
う
こ
と
も
死
ぬ
と
い
う
こ
と

も
私
に
は
乱
調
の
中
に
し
か
思
い
描
け
な
い
。
」
（
「
私
の
好
き
な

こ
と
ば
」
（
昭
和
4
6
.
8
)
）
と
述
べ
て
お
り
、
こ
う
し
た
生
き
方

を
す
る
女
性
た
ち
に
共
鳴
し
な
が
ら
世
俗
の
常
識
を
越
え
て
愛
を

貫
く
女
性
の
ロ
マ
ン
を
形
作
っ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
『
私
の
好
き

な
古
典
の
女
た
ち
』
の
中
で
の
浮
舟
へ
の
親
泥
は
こ
の
よ
う
な
瀬

戸
内
の
思
い
の
必
然
の
姿
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
『
女
人
源
氏
』
で

浮
舟
が
出
家
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
自
分
の
生
き
て
き
た
過
去
を

仏
に
全
て
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
大
切
に
か
き
抱
き
、
安
ら
か

な
心
境
に
達
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
彼
女
は
こ
れ
ま
で

の
自
ら
の
生
を
否
定
し
捨
て
る
こ
と
を
し
て
は
い
な
い
。
瀕
戸
内

が
こ
の
よ
う
な
造
型
を
す
る
こ
と
に
は
彼
女
自
身
が
自
ら
歩
ん
で

き
た
生
を
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
仏
の
慈
悲
の
下
に
捉
え
、
浮
舟

(
9
)
 

の
生
と
重
ね
よ
う
と
す
る
意
思
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
瀬
戸
内
の
中
に
は
「
乱
調
」
に
傾
く
思
い
が
生
き

続
け
る
。
か
つ
て
そ
こ
で
燃
焼
す
る
姿
の
美
し
さ
を
描
い
て
き
た
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彼
女
に
と
っ
て
、
「
乱
調
」
は
救
済
と
相
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な

く
、
そ
の
延
長
に
救
済
が
控
え
る
形
で
確
か
な
繋
が
り
を
も
つ
も

の
で
あ
っ
た
。

一
方
で
瀬
戸
内
は
『
源
氏
物
語
』
現
代
語
訳
を
通
し
て
そ
れ
ぞ

れ
の
女
君
を
よ
り
客
観
の
視
座
か
ら
見
る
こ
と
で
彼
女
た
ち
に
寄

り
添
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

か
つ
て
瀬
戸
内
は
「
あ
ま
り
好
き
に
な
れ
な
い
」
一
人
と
し
て

紫
上
を
あ
げ
て
い
た
（
『
私
の
好
き
な
古
典
の
女
た
ち
』
）
が
、
『
女

人
源
氏
』
で
紫
上
の
生
の
状
況
に
入
り
込
ん
だ
後
、
現
代
語
訳
で

は
彼
女
の
死
の
場
面
で
、
そ
の
死
を
哀
惜
す
る
言
第
の
書
き
入
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
は
、
そ
の
理
想
性
に
も
同
調
で
き
る
心
の

広
が
り
を
こ
の
訳
述
の
過
程
で
身
に
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の

(lo, 

と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

出
家
の
後
、
自
ら
の
心
の
お
の
ず
か
ら
の
発
露
と
し
て
『
女
人

源
氏
』
を
書
い
た
後
、
転
じ
て
原
典
回
帰
す
る
中
で
、
自
我
の
拘

泥
か
ら
脱
し
、
仏
の
超
越
的
立
場
に
よ
り
近
い
心
境
を
確
保
し
た

瀬
戸
内
は
、
そ
こ
で
の
慈
し
み
の
ま
な
ざ
し
が
お
の
ず
か
ら
王
朝

の
理
想
的
人
間
像
と
し
て
の
紫
上
の
心
境
と
融
和
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
連
城
一
子
一
木
彦
氏
の
「
穿
ち
す
ぎ
た
見
解
か

も
し
れ
な
い
が
、
瀬
戸
内
さ
ん
が
『
寂
聴
』
と
し
て
ひ
と
び
と
か

ら
―
つ
の
理
想
と
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
初
め
て
紫
の

上
と
同
じ
女
を
自
分
の
中
に
見
つ
け
た
気
も
す
る
。
」
と
い
う
発

言
は
、
瀬
戸
内
の
今
の
心
境
を
見
通
し
て
示
唆
的
で
あ
る
。

こ
う
し
た
瀬
戸
内
の
姿
勢
に
は
『
女
人
源
氏
』
で
そ
れ
ぞ
れ
の

女
君
に
深
く
入
り
込
み
、
そ
れ
ぞ
れ
に
生
を
共
有
し
た
こ
と
が
前

提
に
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
間
、
瀕
戸
内
は
『
源
氏
物
語
の
脇
役
た
ち
』
を
平
成
十
二

年
―
―
―
月
に
出
版
し
て
い
る
（
岩
波
書
店
）
。
そ
こ
で
は
彼
女
が
こ

れ
ま
で
取
り
上
げ
た
こ
と
の
な
い
物
語
中
の
脇
役
に
照
明
を
あ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
生
を
丁
寧
に
辿
っ
て
そ
の
人
物
な
ら
で

は
の
美
点
を
見
出
し
て
い
る
。
以
下
に
そ
の
指
摘
を
掲
げ
る
。

〇
彼
こ
そ
何
を
し
て
も
み
な
人
に
ゆ
る
さ
れ
て
い
る
最
高
の
帝

位
に
つ
き
な
が
ら
、
こ
の
人
は
痛
々
し
い
ほ
ど
謙
遜
で
、
被

虐
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
冷
静
に
自
己
を
認
識
で
き
る

近
代
的
な
智
性
の
持
ち
主
と
も
い
え
る
。
（
朱
雀
院
）

0
惟
光
は
こ
の
一
件
で
、
も
し
と
が
め
を
受
け
て
も
、
自
分
が

ど
う
な
ろ
う
と
か
ま
う
も
の
か
と
、
身
を
捨
て
た
つ
も
り
で

行
動
し
て
い
る
。
惟
光
の
源
氏
へ
の
忠
誠
ぶ
り
は
純
粋
で
打

算
が
な
い
。
実
に
い
い
主
従
の
関
係
で
あ
る
。
（
惟
光
）

〇
悪
役
に
徹
し
た
大
后
の
強
烈
な
性
格
の
悲
劇
が
、
鮮
烈
に
心

に
残
る
。
（
弘
徽
殿
の
女
御
）

0
形
式
主
義
で
、
気
取
り
屋
で
、
体
面
第
一
の
貴
族
社
会
に
迷

い
こ
ん
だ
異
分
子
と
し
て
、
近
江
の
君
の
庶
民
性
、
素
朴
さ
、

単
純
さ
、
生
命
力
の
強
さ
と
い
う
も
の
に
、
作
者
は
応
援
し

て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。
（
近
江
の
君
）

こ
う
し
た
形
で
瀬
戸
内
は
『
源
氏
物
語
』
の
中
の
一
人
一
人
へ

の
理
解
を
示
し
、
作
中
女
性
を
見
る
よ
り
高
い
境
位
を
確
保
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
心
境
で
自
ら
が
描
き
出
し
て
き
た
「
乱
調
」

を
捉
え
直
そ
う
と
し
た
の
が
「
髪
」
て
は
な
か
っ
た
か
。
瀬
戸
内
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出
家
か
ら
『
源
氏
物
語
』
現
代
語
訳
に
至
る
瀬
戸
内
寂
聴
の
精

神
の
軌
跡
に
つ
い
て
は
、
彼
女
の
創
作
と
の
関
連
を
考
え
る
こ
と

で
そ
の
特
徴
が
よ
り
明
瞭
に
な
る
。

例
え
ば
『
愛
死
』
（
平
成
5
.
1
1
.
4
S
6
.
9
.
5
、
「
読
売

新
聞
」
、
単
行
本
は
平
成
6
.
1
1
、
講
談
社
）
の
場
合
、
自
分
が

エ
イ
ズ
と
知
っ
た
彰
子
は
夫
の
昌
乎
の
前
か
ら
失
踪
す
る
。
『
源

氏
物
語
』
の
浮
舟
の
失
踪
と
重
な
る
構
図
と
い
え
る
。
こ
の
作
品

は
「
乱
調
の
愛
」
と
い
う
点
で
は
以
前
の
小
説
の
モ
チ
ー
フ
を
踏

襲
す
る
も
の
の
、
苦
悩
の
果
て
に
出
家
し
、
仏
の
慈
悲
の
も
と
に

自
己
の
精
神
の
安
住
の
場
を
見
出
す
と
い
う
、
『
女
人
源
氏
』
浮

舟
の
モ
チ
ー
フ
を
生
か
し
、
そ
れ
が
、
薫
を
最
後
に
放
り
出
す
よ

う
な
印
象
で
終
わ
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の
作
品
で
は
更
に
絶

望
を
経
た
新
た
な
歩
み
出
し
を
彰
子
・
昌
平
そ
れ
ぞ
れ
の
「
愛
」

の
行
為
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。

『
愛
死
』
の
中
で
、
彰
子
の
失
踪
の
あ
と
昌
乎
は
奈
良
の
古
仏

を
見
巡
る
。
法
隆
寺
百
済
観
音
の
前
で
若
い
日
の
彼
が
、
観
音
の

瞼
に
涙
を
見
、
「
自
分
の
苦
し
み
の
す
べ
て
を
観
音
が
見
通
し
、

憐
れ
み
の
涙
を
流
し
て
く
れ
た
」
こ
と
を
感
じ
る
体
験
を
し
た
（
第

七
章
「
古
式
の
微
笑
」
、
講
談
社
版
単
行
本
六
七
ペ
ー
ジ
）
故
で

...L-
，，ヽ

他
の
瀬
戸
内
作
品
と
の
関
わ
り
か
ら

は
「
髪
」
の
阿
閣
梨
の
姿
に
お
い
て
自
ら
の
「
乱
調
」
を
見
つ
め

る
、
よ
り
高
次
元
に
立
つ
に
至
っ
た
。
そ
の
迷
い
の
生
を
否
定
す

る
の
で
な
く
い
と
お
し
み
な
が
ら
彼
女
に
お
い
て
出
家
を
あ
ら
た

め
て
意
味
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

あ
っ
た
。

昌
乎
は
薬
師
寺
の
本
尊
に
威
厳
と
慈
悲
の
優
し
さ
を
感
じ
、
悦

惚
の
思
い
の
中
で
そ
の
優
し
さ
を
彰
子
に
及
ぼ
そ
う
と
す
る
。

昌
乎
は
そ
っ
と
そ
の
場
を
離
れ
た
。
誰
も
い
な
く
な
っ
た

本
堂
前
の
石
だ
た
み
の
広
い
庭
を
横
ぎ
り
、
な
つ
か
し
い
東

塔
の
方
へ
行
き
、
そ
の
塔
の
陰
か
ら
、
ま
だ
瞼
に
あ
り
あ
り

と
残
っ
て
い
る
薬
師
如
来
に
向
っ
て
深
く
頭
を
垂
れ
た
。

「
彰
子
の
病
苦
を
何
卒
少
し
で
も
や
わ
ら
げ
て
や
っ
て
下
さ

い
。
彰
子
を
お
救
い
下
さ
い
。
そ
の
た
め
に
は
…
…
」

昌
平
の
は
心
の
中
に
と
な
え
て
い
た
祈
り
の
言
葉
に
ぐ
っ

と
詰
っ
た
。
自
然
な
形
で
そ
の
時
昌
平
の
胸
に
浮
び
上
が
っ

た
の
は
、

「
私
の
命
と
引
き
か
え
に
し
て
下
さ
っ
て
も
」

と
い
う
言
葉
だ
っ
た
。
「
あ
あ
、
し
あ
わ
せ
だ
」
と
嘆
息

の
よ
う
に
つ
ぶ
や
い
た
あ
の
老
人
の
よ
う
に
、
彰
子
は
自

分
と
の
結
婚
生
活
で
、
心
の
芯
か
ら
、
あ
あ
し
あ
わ
せ
だ

と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
う
思
っ
た
と
き
、
自
分
は
彰
子
と
の
結
婚
生
活
の
幸
福

の
中
に
、
ど
れ
ほ
ど
す
っ
ぽ
り
と
心
身
を
ゆ
だ
ね
き
っ
て
い

た
か
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。

（
同
章
八
三
＼
八
四
ペ
ー
ジ
）

更
に
法
隆
寺
の
玉
虫
厨
子
「
捨
身
飼
虎
」
の
図
に
彰
子
へ
の
思

い
を
昂
揚
さ
せ
た
昌
平
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
彼
が
高
血
圧
で
倒

れ
た
こ
と
を
知
っ
て
彼
の
も
と
に
戻
っ
た
彰
子
に
つ
い
て
次
の
よ

う
な
記
述
が
あ
る
。
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万
一
昌
平
が
寝
た
っ
き
り
と
か
植
物
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
ら
ど
う
す
る
か
。
そ
う
思
っ
た
瞬
間
、
彰
子
は
不
安
や
恐

れ
よ
り
も
一
条
の
光
り
が
す
っ
と
胸
に
差
し
こ
ん
で
き
た
よ

う
な
涼
し
さ
を
感
じ
た
。
思
わ
ず
瞼
を
閉
じ
、
そ
の
光
り
を

確
か
め
た
い
と
思
っ
た
。
胸
の
あ
た
り
に
、
清
水
に
洗
わ
れ

た
よ
う
な
清
涼
感
が
漂
っ
て
い
る
。

（
第
九
章
「
菊
枕
」
一
九
一
頁
）

『
愛
死
』
で
瀬
戸
内
は
、
理
不
尽
な
運
命
の
下
で
、
愛
す
る
人

を
支
え
る
こ
と
に
生
の
意
義
を
見
出
し
、
そ
の
運
命
を
最
後
ま
で

生
き
抜
く
形
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
見
守
る
仏
な
ど
の
ま

な
ざ
し
の
存
在
を
予
想
さ
せ
る
。
そ
う
し
た
境
位
は
『
女
人
源
氏
』

の
浮
舟
の
姿
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
と
並
行
し
て
『
源
氏

物
語
』
訳
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

小
説
「
髪
」
は
単
行
本
と
し
て
短
編
集
『
髪
』
に
収
め
ら
れ
て

い
る
。
『
髪
』
所
収
の
他
の
作
品
と
の
絡
み
の
中
で
「
髪
」
を
捉

え
る
こ
と
て
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
短
編
は
人
生
老
晩
に
至
っ
た
主
人
公
が
若
き
日
を
見
つ
め

直
す
設
定
が
多
く
、
そ
う
し
た
境
地
に
至
っ
た
瀬
戸
内
の
想
像
力

の
所
産
と
い
え
る
。
そ
の
一
編
「
幻
」
は
、
夫
を
含
め
か
つ
て
愛

し
た
男
性
た
ち
や
親
し
い
女
友
達
と
死
別
し
て
い
く
女
性
（
「
私
」
）

の
姿
を
描
い
て
い
る
。
「
私
」
の
愛
人
の
一
人
並
木
晶
の
通
夜
で

の
彼
の
死
に
顔
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

通
夜
に
行
っ
た
時
、
す
で
に
柩
の
中
に
収
ま
っ
て
い
た
晶

の
顔
を
、
柩
の
小
さ
な
窓
の
上
か
ら
、
わ
た
し
は
怖
れ
を
持

っ
て
覗
き
こ
ん
だ
。
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
美
し
い
気
品
の
高

い
死
顔
が
、
目
を
閉
じ
た
ま
ま
花
の
中
か
ら
静
か
に
私
を
見

上

げ

て

い

た

。

（

単

行

本

一

0
ニ
ペ
ー
ジ
）

こ
の
後
「
私
」
は
晶
の
魂
と
逢
う
た
め
ト
ス
カ
ー
ナ
行
き
の
飛

行
機
に
乗
る
。
「
乱
調
」
の
生
涯
の
果
て
に
「
私
」
は
そ
の
体
験

し
た
乱
調
の
愛
を
反
跳
し
つ
つ
落
ち
つ
い
た
清
冽
な
心
境
を
得
る

が
、
そ
う
し
た
心
境
は
、
瀬
戸
内
が
出
家
の
後
『
源
氏
物
語
』
と

出
会
い
そ
の
共
鳴
に
よ
り
描
き
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
風
」
は

「
藪
の
中
」
（
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
九
第
二
十
一
三
一
に
あ
る
話
）

の
主
人
公
の
女
が
瀕
戸
内
と
お
ば
し
き
女
性
作
家
の
前
で
転
落
の

生
を
語
る
も
の
だ
が
、
そ
こ
で
主
人
公
の
語
り
を
聞
く
女
性
作
家

の
融
通
無
碍
の
姿
こ
そ
瀬
戸
内
の
至
り
着
い
た
境
地
で
は
な
い

か
。
地
獄
も
極
楽
も
超
越
し
て
、
愛
に
情
熱
を
燃
や
し
苦
し
む
人

々
を
見
つ
め
、
そ
の
場
に
降
り
立
ち
そ
の
生
を
い
と
お
し
む
。
こ

の
よ
う
な
境
位
に
至
っ
た
瀬
戸
内
の
精
神
の
象
り
の
一
っ
と
し
て

「
髪
」
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
阿
闇
梨
の
迷
い
は
な
お

も
続
く
が
、
彼
に
注
が
れ
る
慈
愛
の
ま
な
ざ
し
は
か
つ
て
浮
舟
が

そ
れ
に
浴
し
た
よ
う
に
確
か
に
約
束
さ
れ
て
い
る
。
「
先
生
は
、

す
べ
て
を
諦
ら
め
る
た
め
で
は
な
く
、
す
べ
て
を
受
け
入
れ
る
た

め
に
出
家
な
さ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
。
そ
こ
に
は
茫
漠
と
し
た

優
し
さ
が
広
が
り
、
諦
観
よ
り
も
、
は
る
か
に
難
し
い
世
界
が
あ

る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
」
と
は
こ
の
よ
う
な
阿
闇
梨
を
造
型
す
る

瀬
戸
内
の
精
神
の
歩
み
を
的
確
に
捉
え
た
言
と
い
え
る
の
で
は
な

、、̂
O

しヵ
「
髪
」
は
『
女
人
源
氏
』
や
『
源
氏
物
語
』
現
代
語
訳
の
路
線

を
受
け
て
浮
舟
•
横
川
僧
都
な
ど
『
源
氏
物
語
』
の
中
の
人
問
へ
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(
1
)『
わ
た
し
の
源
氏
物
語
』
（
平
成
元
•
7

、
小
学
館
）
。

(
2
)
北
村
結
花
氏
「
い
ま
ど
き
の
『
源
氏
物
語
』

I
円
地
文
子
訳
か
ら

瀬
戸
内
寂
聴
訳
へ
I

」
(
『
国
際
文
化
学
』
創
刊
号
、
平
成
1
1
.
9
)
。

(
3
)
「
源
氏
物
語
の
魅
力
を
語
る
瀬
戸
内
寂
聴
」
（
『
源
氏
研
究
』
第

三
号
、
平
成
1
0
.
4
)
。
な
お
河
添
房
江
氏
は
、
こ
の
現
代
語
訳
が

『
源
氏
』
ブ
ー
ム
の
火
付
け
役
と
し
て
多
様
な
『
源
氏
』
享
受
の
形

を
導
き
出
し
つ
つ
こ
の
現
代
語
訳
自
体
は
「
正
典
」
化
と
し
て
の
位

置
を
占
め
て
い
る
あ
り
よ
う
を
指
摘
さ
れ
る
（
「
正
典
化
す
る
現
代

語
訳
ー
源
氏
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
行
方
」
『
源
氏
研
究
』
第
八
号
、
平

成

1
5
.
4
)
。

(
4
)
『
比
叡
』
に
は
俊
英
が
出
家
剃
髪
す
る
場
面
（
第
一
―
―
章
）
を
以
下

の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
傍
線
部
は
『
女
人
源
氏
物
語
』
の
中
の
阿

闇
梨
を
め
ぐ
る
描
写
と
重
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

着
物
や
白
布
を
通
し
て
尚
、
髪
の
ぬ
く
も
り
が
、
あ
た
た
か
い

毛
布
を
ま
と
っ
た
よ
う
に
＿
屑
と
背
を
抱
き
つ
つ
む
の
が
感
じ
ら

れ
た
。
思
い
が
け
ず
、
熱
い
も
の
が
、
躯
の
芯
を
強
く
貫
い
て

走
っ
た
。
手
足
の
先
ま
で
、
何
か
が
み
な
ぎ
り
今
に
も
は
り
さ

け
そ
う
に
な
っ
た
。
俊
子
は
深
い
息
を
し
て
、
そ
の
熱
い
棒
の

よ
う
な
も
の
を
散
ら
し
た
。
／
理
髪
師
が
臆
病
に
俊
子
の
髪
を

〔注〕

の
瀬
戸
内
の
共
鳴
の
ま
な
ざ
し
を
示
す
と
と
も
に
、
「
乱
調
」
の

生
を
描
く
彼
女
の
作
家
的
主
体
の
軌
跡
を
相
対
化
し
つ
つ
広
や
か

に
捉
え
直
し
、
調
和
の
中
に
定
位
す
る
こ
と
を
彼
女
に
促
す
作
品

の
一
っ
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
き
瀬
戸
内
作
品
に
及

ぼ
す
『
源
氏
物
語
』
の
意
味
を
あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
る
の
で
あ

る。

握
り
、
／
「
も
っ
た
い
な
い
」
／
と
口
の
中
で
小
さ
く
つ
ぶ

や
い
た
。
／
「
ど
う
ぞ
、
遠
慮
し
な
い
で
剃
っ
て
下
さ
い
。
」

／
俊
子
は
目
を
閉
じ
た
ま
ま
い
っ
た
。

(
5
)
水
原
紫
苑
氏
は
、
蕪
の
出
現
で
僧
都
が
浮
舟
に
還
俗
を
勧
奨
し
た

こ
と
に
よ
り
「
阿
閻
梨
と
浮
舟
と
そ
の
一
握
り
の
聖
な
る
空
間
が
犯

さ
れ
よ
う
と
す
る
」
「
そ
こ
で
初
め
て
阿
闇
梨
は
出
奔
す
る
の
だ
」

と
述
べ
ら
れ
る
（
「
宇
宙
に
よ
る
救
済
」
（
『
髪
』
平
成
1
4
.
8
、
新

潮
文
庫
解
説
）
。

(
6
)
早
乙
女
利
光
氏
の
調
査
（
「
瀕
戸
内
寂
聴
作
「
髪
」
と
源
氏
本
文

の
相
違
ー
小
説
「
髪
」
の
独
自
性
に
つ
い
て
ー
」
（
早
稲
田
大
学
教

育
学
部
『
学
術
研
究
（
国
語
国
文
学
編
）
』
第
五
一
号
、
平
成
15.

2
)
で
は
、
黒
髪
の
も
つ
呪
性
が
阿
闇
梨
を
迷
わ
せ
る
点
を
強
調
さ

れ
て
い
る
。

(
7
)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
和
4
6
.
8
、
有
精
堂
）
な
ど
。

(
8
)
(
5
)
に
掲
げ
た
水
原
紫
苑
氏
の
解
説
。

(
9
)
拙
稿
「
瀬
戸
内
寂
聴
『
女
人
源
氏
物
語
』
を
中
心
と
す
る
『
源

氏
物
語
』
体
験
（
『
源
氏
物
語
の
受
容
ー
現
代
作
家
の
場
合
ー
』

平
成
1
0
.
1
1
、
新
典
社
）
参
照
。

(10)
拙
稿
「
日
本
古
典
文
学
の
現
代
語
訳
ー
『
源
氏
物
語
』
の
場
合
ー
」

（
『
表
現
研
究
』
平
成
1
3
.
1
0
)
参
照
。

(11)
連
城
三
木
彦
氏
「
解
説
」
（
集
英
社
文
庫
版
『
女
人
源
氏
物
語
第

二
巻
』
）
。

(12)
山
田
詠
美
氏
「
解
説
」
（
集
英
社
文
庫
版
『
女
人
源
氏
物
語
第
四

巻』）。
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