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わ
が
も
の 

 

 

一
．
は
じ
め
に 

  

『
源
氏
物
語
忍
草
』
は
『
源
氏
物
語
』
の
梗
概
書
と
し
て
、
北
村
湖
春
に
よ
り
元
禄

初
年
頃
に
執
筆
さ
れ
た
。『
源
氏
物
語
』
の
懇
切
で
平
明
な
梗
概
書
と
評
価
さ
れ
、
五
巻

か
ら
な
る
。
写
本
は
十
種
あ
り
、
本
稿
で
は
天
保
五
年
六
月
に
成
島
司
直
が
序
文
を
記

し
た
版
本
を
底
本
と
す
る
『
源
氏
物
語
忍
草
の
研
究 

本
文
・
校
異
編 

論
考
編
』（
注

１
）
を
『
源
氏
物
語
忍
草
』
本
文
と
し
、
そ
の
表
現
を
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
表
現
と

比
較
す
る
こ
と
で
そ
の
特
徴
と
『
源
氏
物
語
忍
草
』
に
お
け
る
人
物
造
型
を
検
討
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。
な
お
、
『
源
氏
物
語
』
本
文
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
（
注

２
）
に
よ
り
、
引
用
文
中
の
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

  

二
．
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
わ
が
も
の
」 

  

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
「
わ
が
」
は
「
自
分
が
所
有
し
て
い
た
り
、
深
い

関
係
に
あ
っ
た
り
す
る
物
事
を
自
分
の
立
場
か
ら
指
示
す
る
時
に
用
い
る
」（
注
３
）
語

で
、
「
わ
が
も
の
」
は
「
自
分
の
所
有
物 

自
分
の
も
の
」
（
注
３
）
と
し
、
後
述
す
る

『
源
氏
物
語
』
若
菜
下
巻
の
用
例
を
挙
げ
て
い
る
。 

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
わ
が
」
は
四
〇
八
例
あ
り
、
そ
の
中
で
「
わ
が
も
の
」

は
七
例
あ
る
。
一
つ
目
の
用
例
は
帚
木
巻
に
お
い
て
雨
夜
の
品
定
め
を
し
て
い
る
左
馬

頭
で
あ
る
。 

「
お
ほ
か
た
の
世
に
つ
け
て
見
る
に
は
咎
な
き
も
、
わ
が
も
の
と
う
ち
頼
む
べ
き

を
選
ら
ん
に
、
多
か
る
中
に
も
え
な
ん
思
ひ
定
む
ま
じ
か
り
け
る
。 

（
帚
木 

三
八
頁
） 

こ
こ
で
の
「
わ
が
も
の
」
と
は
「
妻
」
を
指
し
、
世
間
一
般
に
は
特
別
な
問
題
が
な
く

と
も
、
妻
と
し
て
迎
え
る
女
性
を
決
め
る
の
は
難
し
い
と
い
う
考
え
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
同
じ
よ
う
に
「
わ
が
も
の
」
が
配
偶
者
を
指
す
例
が
若
菜
下
巻
、
東
屋
巻
に
あ
る
。

ま
ず
、
若
菜
下
巻
で
は
夕
霧
が
女
三
宮
に
対
し
て 

 
 

宮
を
ば
、
い
ま
す
こ
し
の
宿
世
を
よ
ば
ま
し
か
ば
、
わ
が
も
の
に
て
も
見
た
て
ま

つ
り
て
ま
し
、
心
の
い
と
ぬ
る
き
ぞ
く
や
し
き
や
、
院
は
た
び
〱
さ
や
う
に
お
も

む
け
て
、
し
り
う
事
に
も
の
た
ま
は
せ
け
る
を
、
と
ね
た
く
思
へ
ど
、
す
こ
し
心

や
す
き
方
に
見
え
た
ま
ふ
御
け
は
ひ
に
、
あ
な
づ
り
き
こ
ゆ
と
は
な
け
れ
ど
、
い

と
し
も
心
は
動
か
ざ
り
け
り
。 

（
若
菜
下 

三
四
〇
頁
） 

と
述
べ
、
女
三
宮
と
強
い
因
縁
が
あ
れ
ば
自
分
の
妻
と
し
て
い
た
だ
ろ
う
と
す
る
。
ま 

た
、
東
屋
巻
に
は 

 
 

こ
の
君
は
さ
す
が
に
尋
ね
お
ぼ
す
心
ば
へ
の
あ
り
な
が
ら
、
う
ち
つ
け
に
も
言
ひ

か
け
給
は
ず
、
つ
れ
な
し
顔
な
る
し
も
こ
そ
い
た
け
れ
、
よ
ろ
づ
に
つ
け
て
思
は

て
ら
る
れ
ば
、
若
き
人
は
ま
し
て
、
か
く
や
思
は
て
き
こ
え
給
ふ
ら
ん
、
我
が
も

の
に
せ
ん
と
、
か
く
に
く
き
人
を
思
け
む
こ
そ
見
ぐ
る
し
き
こ
と
な
べ
か
り
け
れ
、

な
ど
、
た
ゞ
心
に
か
ゝ
り
て
、
な
が
め
の
み
せ
ら
れ
て
、
と
て
や
か
く
て
や
と
、

よ
ろ
づ
に
よ
か
ら
む
あ
ら
ま
し
ご
と
を
思
つ
ゞ
く
る
に
、
い
と
か
た
し
。 

（
東
屋 

一
七
〇
頁
） 

中
将
の
君
（
浮
舟
の
母
）
が
匂
宮
や
薫
と
縁
が
で
き
た
こ
と
で
、
左
近
少
将
を
浮
舟
の 

婿
に
し
よ
う
と
い
う
以
前
の
自
ら
の
考
え
を
後
悔
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は 

「
わ
が
も
の
」
が
男
性
か
ら
見
た
妻
を
指
す
だ
け
で
は
な
く
、
婿
と
い
う
意
味
を
含
有 

し
、
配
偶
者
を
指
す
表
現
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

ま
た
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
七
つ
の
用
例
の
う
ち
、
残
る
三
例
は
薫
が
、
一
例
は 

匂
宮
が
「
わ
が
も
の
」
を
用
い
て
お
り
、
前
述
の
「
配
偶
者
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、 

す
べ
て
「
自
分
の
も
の
」
と
い
う
所
有
物
で
あ
る
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。 
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中
納
言
殿
聞
き
給
て
、
あ
い
な
く
も
の
を
思
あ
り
き
給
。
わ
が
あ
ま
り
異
や
う

な
る
ぞ
や
、
さ
る
べ
き
契
や
あ
り
け
む
、
親
王
の
う
し
ろ
め
た
し
と
お
ぼ
し
た
り

し
さ
ま
も
あ
は
れ
に
忘
れ
が
た
く
、
こ
の
君
た
ち
の
御
あ
り
さ
ま
け
は
ひ
も
、
こ

と
な
る
事
な
く
て
世
に
衰
へ
給
は
む
こ
と
の
お
し
く
も
お
ぼ
ゆ
る
あ
ま
り
に
、

人
ゝ
し
く
も
て
な
さ
ば
や
と
、
あ
や
し
き
ま
で
も
て
あ
つ
か
は
る
ゝ
に
、
宮
も
あ

や
に
く
に
と
り
も
ち
て
責
め
給
し
か
ば
、
わ
が
思
ふ
方
は
異
な
る
に
、
譲
ら
る
ゝ

あ
り
さ
ま
も
あ
い
な
く
て
、
か
く
も
て
な
し
て
し
を
、
思
へ
ば
く
や
し
く
も
あ
り

け
る
か
な
、
い
づ
れ
も
わ
が
物
に
て
見
た
て
ま
つ
ら
む
に
、
咎
む
べ
き
人
も
な
し

か
し
、
と
と
り
返
す
も
の
な
ら
ね
ど
、
お
こ
が
ま
し
く
心
ひ
と
つ
に
思
ひ
乱
れ
給
。 

（
総
角 

四
四
〇
頁
） 

匂
宮
の
外
出
に
対
す
る
帝
の
監
視
の
目
が
厳
し
く
な
り
、
宇
治
へ
の
訪
れ
が
難
し
く
な

っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
中
の
君
と
匂
宮
を
手
引
き
し
た
こ
と
を
薫
は
後
悔
す
る
。
そ
し

て
、
大
君
、
中
の
君
の
二
人
を
自
分
の
も
の
と
し
て
世
話
を
し
た
い
（
注
４
）
と
い
う

表
現
や
、 

ゆ
ゝ
し
き
ま
で
白
く
う
つ
く
し
く
て
、
た
か
や
か
に
も
の
語
り
し
、
う
ち
笑
ひ 

な
ど
し
給
顔
を
見
る
に
、
わ
が
も
の
に
て
見
ま
ほ
し
く
う
ら
や
ま
し
き
も
、
世
の

思
離
れ
が
た
く
な
り
ぬ
る
に
や
あ
ら
む
。
さ
れ
ど
、
言
ふ
か
ひ
な
く
な
り
給
に
し

人
の
、
世
の
常
の
あ
り
さ
ま
に
て
、
か
や
う
な
ら
む
人
を
も
と
ゞ
め
を
き
給
へ
ら

ま
し
か
ば
と
の
み
お
ぼ
え
て
、
こ
の
比
面
立
た
し
げ
な
る
御
あ
た
り
に
、
い
つ
し

か
な
ど
は
思
寄
ら
れ
ぬ
こ
そ
、
あ
ま
り
す
べ
な
き
君
の
御
心
な
め
れ
。 

（
宿
木 

一
〇
四
頁
） 

と
い
う
よ
う
に
、
薫
は
匂
宮
と
中
の
君
の
間
に
生
ま
れ
た
若
君
を
自
分
の
も
の
と
し
て

み
た
い
と
思
い
、
亡
く
な
っ
た
大
君
が
子
を
残
し
て
く
れ
て
い
た
ら
と
後
悔
す
る
場
面

も
あ
る
。
ま
た
匂
宮
と
薫
の
そ
れ
ぞ
れ
が
浮
舟
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

よ
ろ
し
う
な
り
あ
は
ぬ
と
こ
ろ
を
見
つ
け
た
ら
む
に
て
だ
に
、
さ
ば
か
り
ゆ
か
し

と
お
ぼ
し
し
め
た
る
人
を
、
そ
れ
と
見
て
さ
て
や
み
た
ま
ふ
べ
き
御
心
な
ら
ね

ば
、
ま
し
て
隈
も
な
く
見
給
に
、
い
か
で
か
こ
れ
を
わ
が
物
に
は
な
す
べ
き
と
、

心
も
そ
ら
に
な
り
給
て
、
な
を
ま
も
り
た
ま
へ
ば
、
右
近
、
「
い
と
ね
ぶ
た
し
。

よ
べ
も
す
ゞ
ろ
に
起
き
明
か
し
て
き
。
つ
と
め
て
の
ほ
ど
に
も
、
こ
れ
は
縫
ひ
て

む
。
急
が
せ
給
と
も
、
御
車
は
日
た
け
て
ぞ
あ
ら
む
」
と
言
ひ
て
、
し
さ
し
た
る

も
の
ど
も
と
り
具
し
て
、
き
丁
に
う
ち
か
け
な
ど
し
つ
ゝ
、
う
た
ゝ
寝
の
さ
ま
に

よ
り
臥
し
ぬ
。 

（
浮
舟 

二
〇
二
頁
） 

匂
宮
は
浮
舟
の
存
在
を
知
り
、
な
ん
と
か
自
分
の
も
の
に
で
き
な
い
か
と
思
い
、
浮
舟

と
女
房
た
ち
の
様
子
を
覗
き
見
る
場
面
で
あ
る
。
ま
た
、 

宮
も
か
ゝ
づ
ら
ひ
給
ふ
に
て
は
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
と
思
な
が
ら
も
、
さ
ら
に 

や
が
て
亡
せ
に
し
物
と
思
な
し
て
を
や
み
な
ん
、
う
つ
し
人
に
な
り
て
、
末
の
世

に
は
、
黄
な
る
泉
の
ほ
と
り
ば
か
り
を
、
お
の
づ
か
ら
語
ら
ひ
寄
る
風
の
紛
れ
も

あ
り
な
ん
、
我
も
の
に
と
り
返
し
み
ん
の
心
ち
又
つ
か
は
じ
な
ど
、
思
乱
れ
て
、

猶
の
た
ま
は
ず
や
あ
ら
ん
と
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
御
け
し
き
の
ゆ
か
し
け
れ
ば
、
大
宮

に
さ
る
べ
き
つ
ゐ
で
つ
く
り
出
だ
し
て
ぞ
啓
し
給
。 

（
手
習 

三
八
五
頁
） 

薫
は
浮
舟
が
い
な
く
な
り
、
死
ん
だ
と
思
っ
て
い
た
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
自

分
の
も
の
に
と
り
返
し
た
い
と
思
う
が
そ
の
気
持
ち
を
諦
め
よ
う
、
と
い
う
場
面
で
あ

る
。 こ

れ
ら
の
匂
宮
や
薫
の
用
い
る
「
わ
が
も
の
」
は
前
掲
の
配
偶
者
を
指
す
「
わ
が

も
の
」
と
は
異
な
り
、
所
有
物
と
い
う
意
味
合
い
が
強
く
表
れ
て
い
る
。
特
に
手
習
巻

に
は
「
と
り
返
し
」
て
自
分
の
も
の
に
し
た
い
と
い
う
表
現
が
あ
り
、
元
々
も
自
分
の

所
有
物
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
も
う
一

度
自
分
の
も
の
と
し
て
「
と
り
返
し
」
た
い
、
と
い
う
所
有
に
対
す
る
強
い
思
い
が
読

み
取
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
気
持
ち
を
諦
め
る
と
い
う
こ
と
は
本
心
で
は
所
有
し
た
い

が
、
と
い
う
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。 

な
ぜ
、
薫
や
匂
宮
の
「
わ
が
も
の
」
は
所
有
の
意
味
合
い
が
強
い
の
だ
ろ
う
か
。

薫
や
匂
宮
の
「
わ
が
も
の
」
に
し
た
い
対
象
は
大
君
、
中
の
君
、
中
の
君
の
若
君
、
浮

舟
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
に
共
通
す
る
こ
と
は
立
場
の
弱
い
存
在
で
あ
り
、
保
護
す

る
べ
き
存
在
と
い
う
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
大
君
、
中
の
君
、
浮
舟
は
零
落

し
た
宇
治
八
の
宮
の
娘
で
あ
り
、
都
を
離
れ
た
場
所
で
暮
ら
す
存
在
で
あ
る
。
後
ろ
見

の
無
い
、
不
憫
な
存
在
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
不
遇
の
境
遇
で
あ
る
女
性
に
対
し
て
軽

視
す
る
と
も
と
れ
る
意
識
の
表
れ
が
「
わ
が
も
の
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
な
の
で
は

な
い
か
。
こ
れ
は
他
の
女
性
と
婚
姻
関
係
を
結
ん
だ
匂
宮
も
浮
舟
以
外
に
は
用
い
て
い

な
い
表
現
で
あ
り
、
婚
姻
関
係
や
恋
愛
関
係
に
あ
る
女
性
み
な
に
対
し
て
用
い
て
い
る

の
で
は
な
い
。
光
源
氏
も
多
く
の
女
性
に
心
を
寄
せ
、
様
々
な
身
分
、
境
遇
の
女
性
と

関
係
を
結
ん
で
き
た
が
、
「
わ
が
も
の
」
と
は
表
現
し
て
い
な
い
。
大
君
、
中
の
君
、

浮
舟
は
薫
や
匂
宮
の
「
わ
が
も
の
」
の
対
象
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
不
遇

さ
、
立
場
の
弱
さ
を
よ
り
顕
著
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
光
源
氏
が
多
く
の
女
性
と

関
係
を
結
ん
で
い
て
も
そ
こ
に
相
手
を
所
有
し
よ
う
と
す
る
意
識
は
「
わ
が
も
の
」
と
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い
う
表
現
を
起
点
に
し
た
と
き
、
見
え
て
こ
な
か
っ
た
。
一
方
の
薫
や
匂
宮
は
光
源
氏

の
子
孫
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
女
性
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
の
違
い
が
こ
こ
か

ら
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。 

ま
た
、
薫
が
「
わ
が
も
の
」
を
用
い
る
場
面
は
後
悔
の
念
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
も

特
徴
で
あ
る
。
心
中
で
は
自
分
の
所
有
物
と
し
て
扱
い
た
い
と
い
う
願
望
や
欲
が
後
悔

と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
る
。
道
心
を
抱
き
、
俗
聖
八
の
宮
を
憧
憬
し
た
薫
の
欲
を
捨
て

ら
れ
な
い
俗
の
部
分
、
身
と
心
の
乖
離
し
た
姿
が
「
わ
が
も
の
」
と
い
う
表
現
に
表
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

三
．
『
源
氏
物
語
忍
草
』
に
お
け
る
「
わ
が
も
の
」 

  

『
源
氏
物
語
忍
草
』
に
お
い
て
、「
わ
が
も
の
」
と
い
う
表
現
は
六
例
あ
り
、
す
べ
て

薫
の
心
情
を
表
す
場
合
に
の
み
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
六
例
は
『
源
氏
物
語
』

本
文
の
引
用
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、『
源
氏
物
語
忍
草
』
に
お
け
る
薫
像
を
描
く
際
に
北

村
湖
春
が
意
図
し
て
使
用
し
た
と
言
え
よ
う
。 

 
 

御
簾
ご
し
の
対
面
は
常
に
せ
さ
せ
給
ふ
か
ほ
る
は
橋
姫
の
巻
に
．
琵
琶
こ
と
ひ
き

遊
ひ
給
ひ
し
を
覗
て
見
給
ひ
し
後
は
．
道
心
も
さ
め
て
．
い
か
で
是
を
我
物
に
せ

ん
と
心
に
か
ゝ
れ
ど
．
聖
の
道
に
心
ざ
し
あ
り
と
て
．
ま
う
で
来
り
し
身
が
．
今

更
此
道
を
ほ
の
め
か
さ
ん
も
．
人
の
お
も
は
く
．
は
ず
か
し
け
れ
ば
．
少
も
色
に

出
さ
で
過
し
給
ふ 

（
椎
本 
二
八
四
頁
） 

  
 

か
ほ
る
心
の
内
に
は
．
か
く
て
は
え
過
し
は
つ
ま
じ
．
中
の
君
を
は
匂
ふ
宮
へ
奉

り
．
姉
君
を
ば
我
が
も
の
に
と
思
す
．
女
の
御
身
は
か
く
て
も
過
ぎ
し
給
ふ
べ
き

に
あ
ら
ず
．
い
づ
か
た
へ
い
か
や
う
に
と
か
お
ぼ
す
． 

（
椎
本 

二
八
六
頁
） 

こ
の
二
例
は
『
源
氏
物
語
』
で
は
見
ら
れ
な
い
、
今
現
在
の
思
い
、
つ
ま
り
、
現
在
進

行
形
の
薫
の
心
情
表
現
と
し
て
「
わ
が
も
の
」
を
使
用
し
て
い
る
。
大
君
へ
の
思
い
を

薫
が
直
接
的
に
表
現
し
て
い
な
く
と
も
、
読
者
に
と
っ
て
薫
の
大
君
を
「
わ
が
も
の
」

に
し
た
い
と
い
う
欲
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
大
君
へ
の
思
い
と
聖
の
道
へ
の

道
心
と
で
揺
れ
動
く
薫
像
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
わ
が
も
の
」
を
使

う
こ
と
で
よ
り
そ
の
葛
藤
が
鮮
明
に
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
梗
概
書
と

い
う
点
か
ら
も
、
後
述
す
る
後
悔
の
念
と
共
に
表
現
さ
れ
る
「
わ
が
も
の
」
に
し
た
い

欲
求
を
現
在
進
行
形
で
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
よ
り
薫
の
身
と
心
の
乖
離
、
理
想
と
現

実
の
乖
離
す
る
姿
を
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。 

 

一
方
、
『
源
氏
物
語
』
同
様
に
後
悔
の
念
と
共
に
過
去
を
振
り
返
り
、
「
わ
が
も
の
」 

表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。「
わ
が
も
の
」
に
で
き
な
か
っ
た
の
は
大
君
で
あ
る
。 

 
 

か
ほ
る
は
．
大
君
を
我
も
の
に
も
せ
ず
．
か
く
空
し
く
見
な
し
給
ひ
し
悲
し
さ
の
．

心
余
る
を
も
．
誰
に
か
語
ら
ん
と
思
し
侘
て
．
匂
宮
へ
参
り
て
．
し
め
や
か
に
聞

え
か
は
し
給
ふ
． 

（
早
蕨 

三
〇
〇
頁
） 

  
 

か
ほ
る
も
お
は
し
ま
し
て
．
住
な
れ
給
ふ
を
う
れ
し
と
お
ぼ
す
．
さ
れ
ど
我
物
に

せ
ざ
り
し
く
や
し
さ
ぞ
．
月
日
に
そ
へ
て
い
や
ま
し
け
る
． （

早
蕨 

三
〇
二
頁
） 

  
 

八
の
宮
の
御
正
つ
き
の
と
ふ
ら
ひ
を
．
か
ほ
る
念
比
に
し
給
ふ
其
悦
び
な
ど
を
ま

づ
聞
え
給
へ
り
．
か
ほ
る
は
よ
き
折
ふ
し
な
れ
ば
．
我
も
の
に
せ
ざ
り
し
悔
し
さ

も
．
せ
め
て
か
た
ら
ん
と
思
し
て
．
ま
こ
と
や
か
に
申
う
け
た
ま
は
り
た
き
事
も

侍
る
に
．
今
少
し
ち
か
く
よ
せ
給
へ
と
聞
え
給
へ
ば
．
げ
に
と
思
し
て
寄
給
ふ
も

む
ね
つ
ぶ
れ
て
思
す
． 

（
宿
木 

三
一
七
頁
） 

こ
の
よ
う
に
大
君
を
失
っ
た
こ
と
へ
の
後
悔
の
念
は
強
く
、「
悔
し
さ
」「
空
し
く
」「
悲 

し
さ
」
と
い
う
語
と
と
も
に
「
わ
が
も
の
」
に
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。 

ま
た
、
浮
舟
が
失
踪
し
て
も 

か
ほ
る
は
物
を
思
ひ
／
＼
の
は
て
に
は
．
大
君
お
は
し
ま
さ
ば
何
し
に
心
を
外
へ

分
ん
． 

（
蜻
蛉 

三
四
〇
頁
） 

と
い
う
よ
う
に
、
大
君
さ
え
生
き
て
い
て
く
れ
た
ら
浮
舟
に
心
を
寄
せ
る
こ
と
も
な
く

浮
舟
が
入
水
自
殺
を
図
り
失
踪
す
る
と
い
う
悲
劇
は
起
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら

の
記
述
か
ら
も
薫
の
大
君
へ
の
思
い
の
強
さ
、
執
着
の
強
さ
が
う
か
が
え
る
。
他
に
も

現
在
進
行
形
の
心
情
表
現
で
あ
り
、
薫
の
「
わ
が
も
の
」
の
対
象
に
『
源
氏
物
語
』
に

は
な
か
っ
た
中
の
君
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
用
例
が
あ
る
。 

い
と
ゞ
有
し
よ
り
思
ひ
乱
れ
て
．
何
か
は
歎
き
給
ふ
ら
む
．
匂
ふ
打
捨
給
は
ゞ
．
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我
物
に
て
見
奉
ら
ん
と
．
た
ゞ
此
事
の
み
に
お
き
ふ
し
お
ぼ
し
侘
る
． 

（
宿
木 

三
〇
八
頁
） 

大
君
を
失
い
匂
宮
と
の
関
係
に
苦
悩
す
る
中
の
君
を
、
匂
宮
が
捨
て
た
な
ら
ば
自
分
の

も
の
と
し
て
お
世
話
し
た
い
と
思
う
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
の
君
へ
の
執

着
と
い
う
よ
り
も
、
大
君
の
形
代
と
し
て
中
の
君
を
手
に
入
れ
た
い
と
い
う
願
望
で
あ

り
、
つ
ま
り
は
大
君
へ
の
執
着
の
表
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
で

は
浮
舟
に
対
す
る
「
わ
が
も
の
」
表
現
が
あ
っ
た
が
、『
源
氏
物
語
忍
草
』
に
は
無
か
っ

た
。
こ
の
浮
舟
に
対
す
る
執
着
も
蜻
蛉
巻
の
用
例
の
ご
と
く
、
大
君
の
形
代
と
し
て
の

浮
舟
、
と
い
う
認
識
ゆ
え
に
『
源
氏
物
語
忍
草
』
に
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。 

  

四
．
お
わ
り
に 

  

こ
こ
ま
で
『
源
氏
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
忍
草
』
に
お
け
る
「
わ
が
も
の
」
の
用
例

に
つ
い
て
検
討
し
た
。『
源
氏
物
語
忍
草
』
に
お
い
て
「
わ
が
も
の
」
を
用
い
る
の
は
薫

の
み
で
あ
る
と
い
う
点
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
「
わ
が
も
の
」
の
対
象
で
あ
っ
た

浮
舟
が
『
源
氏
物
語
忍
草
』
で
は
対
象
に
入
っ
て
い
な
い
点
が
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ

る
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
忍
草
』
は
『
源
氏
物
語
』
本
文
と
対
応
、
引
用
し
て
「
わ
が
も

の
」
を
用
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、『
源
氏
物
語
忍
草
』
と
し
て
薫
と
い
う
人
間
像
を
作

り
あ
げ
る
時
に
「
わ
が
も
の
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
点
が
あ
る
と
い
え
る
。 

 

中
西
健
治
氏
は
『
源
氏
物
語
忍
草
』
の
梗
概
率
か
ら 

で
き
る
だ
け
原
作
を
圧
縮
し
よ
う
と
意
図
し
て
臨
ん
で
い
る
か
と
思
わ
れ
る
蜻
蛉

な
き
や
手
習
巻
は
宇
治
十
帖
に
あ
っ
て
必
ず
し
も
分
量
的
に
少
な
い
巻
で
は
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
に
梗
概
率
が
大
き
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
例

え
ば
蜻
蛉
巻
は
源
氏
物
語
の
中
で
は
最
も
心
中
表
現
の
多
い
巻
で
あ
る
こ
と
、
手

習
巻
も
同
様
な
表
現
が
比
較
的
多
く
あ
る
こ
と
が
そ
の
こ
こ
と
関
連
が
あ
り
そ
う

に
思
え
る
し
、
（
注
５
） 

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
前
掲
の
『
源
氏
物
語
』
手
習
巻
の
薫
か

ら
浮
舟
へ
の
「
わ
が
も
の
」
表
現
が
『
源
氏
物
語
忍
草
』
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ

た
理
由
も
心
中
表
現
で
あ
っ
た
た
め
、
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、 

忍
草
は
あ
く
ま
で
も
光
源
氏
と
そ
の
周
辺
の
人
物
像
お
よ
び
動
静
に
こ
そ
関
心
が

向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
浮
舟
失
踪
後
の
薫
、
匂
宮
の
苦
悩
を
述
べ
立
て

る
箇
所
や
そ
の
後
の
浮
舟
が
小
野
の
山
里
で
ひ
そ
か
に
暮
ら
す
心
境
に
は
筆
を
惜

し
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。
（
注
５
） 

と
し
、
浮
舟
に
対
す
る
薫
や
匂
宮
の
記
述
が
少
な
い
の
は
筆
者
が
重
き
を
置
い
た
の
が

光
源
氏
物
語
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
の
一
方
で
、 

宇
治
十
帖
は
い
わ
ゆ
る
第
三
部
と
称
さ
れ
て
い
る
が
、
桐
壺
巻
か
ら
藤
裏
葉
巻
ま

で
の
第
一
部
、
若
菜
上
巻
か
ら
幻
巻
ま
で
の
第
二
部
に
比
べ
て
心
中
表
現
が
次
第

に
多
く
な
り
、
巻
ご
と
の
分
量
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
湖
春
は
男
女
の

微
妙
な
心
理
の
葛
藤
に
筆
を
費
や
す
こ
と
を
避
け
て
い
る
の
は
勿
論
の
こ
と
、
と

く
に
仏
道
に
生
き
よ
う
と
す
る
薫
の
姿
に
惹
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
書
き
ぶ
り

が
目
立
っ
て
い
る
。
「
薫
は
」
と
い
う
文
言
が
目
立
っ
て
い
る
の
で
も
あ
る
。
（
注

５
） 

と
述
べ
る
。
中
西
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
浮
舟
に
関
わ
る
薫
の
心
理
描
写
の
記
述
が

少
な
く
、
湖
春
が
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
指
摘
に
同
意
で
き
る
。
し
か
し
、「
わ

が
も
の
」
と
い
う
表
現
を
起
点
と
し
て
『
源
氏
物
語
忍
草
』
の
薫
を
見
た
と
き
、「
仏
道

に
生
き
よ
う
と
す
る
薫
の
姿
」
と
い
う
よ
り
も
『
源
氏
物
語
』
に
描
か
れ
て
い
る
以
上

に
欲
を
持
ち
、
俗
世
の
絆
を
捨
て
ら
れ
な
い
、
む
し
ろ
自
ら
求
め
る
か
の
よ
う
な
薫
の

姿
が
浮
か
び
上
が
る
。
北
村
湖
春
は
『
源
氏
物
語
忍
草
』
に
お
い
て
、
俗
聖
を
憧
憬
し
、

仏
道
修
行
に
励
も
う
と
す
る
薫
の
捨
て
き
れ
な
い
心
の
部
分
を
拾
い
上
げ
、「
わ
が
も
の
」

と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
で
薫
の
葛
藤
を
よ
り
鮮
明
に
そ
し
て
悩
ま
し
く
描
き
上
げ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

（
注
） 

１
．
『
源
氏
物
語
忍
草
の
研
究 

本
文
・
校
異
編 

論
考
編
』
中
西
健
治
編
著 

 

二
〇
一
一
年
一
月 

和
泉
書
院 

２
．『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
一
九
～
二
三
』
柳
井
滋 

室
伏
信
助 

大
朝
雄
二 

鈴
木

日
出
男 

藤
井
貞
和 

今
西
祐
一
郎 

一
九
九
三
年
一
月
～
一
九
九
七
年
三
月 

岩
波
書
店  

３
．『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版 

第
十
三
巻
』
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員

会 

小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部 

二
〇
〇
三
年
三
月
一
〇
日 

小
学
館 

４
．『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
お
よ
び
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩

波
書
店
）
で
は
ど
ち
ら
も
「
自
分
の
も
の
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。 
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５
．
中
西
健
治
「
一 

源
氏
物
語
の
隠
れ
た
読
み
巧
者
―
北
村
湖
春
の
人
と
仕
事
―
」

（
『
源
氏
物
語
忍
草
の
研
究 

本
文
・
校
異
編 

論
考
編
』
中
西
健
治
編
著 

 

二
〇
一
一
年
一
月 

和
泉
書
院
） 


