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吉田幹生　薫と浮舟の物語

薫
と
浮
舟
の
物
語

吉
　
田
　
幹
　
生

一

　

大
君
を
失
っ
た
薫
は
、
そ
の
死
に
顔
を
見
な
が
ら
「
か
く
な
が
ら
、
虫
の
殻

の
や
う
に
て
も
見
る
わ
ざ
な
ら
ま
し
か
ば
」（
総
角
⑤
三
二
九
）
と
の
願
い
を

抱
く
。
伊
藤
博
氏
が
こ
の
あ
た
り
の
叙
述
に
つ
い
て
、「
あ
く
ま
で
も
大
君
と

の
「
心
」
の
交
流
を
求
め
て
い
た
は
ず
の
薫
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
「
心
」
な
き

肉
体
そ
の
も
の
に
つ
よ
い
執
着
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
大
君
の

形
代
・
人
形
を
求
め
て
の
薫
の
彷
徨
が
す
で
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
よ
う
」
と

述
べ
る
よ
う
（
1
（
に
、
薫
は
臨
終
直
前
の
大
君
の
発
言
「
こ
の
と
ま
り
た
ま
は
む
人

（
＝
中
の
君
）
を
、
同
じ
こ
と
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
と
ほ
の
め
か
し
き
こ
え

し
に
」（
総
角
⑤
三
二
七
）
な
ど
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
匂
宮
と
結
び
付
け
て

し
ま
っ
た
中
の
君
に
対
し
て
「
形
見
に
も
見
る
べ
か
り
け
る
も
の
を
」（
総
角

⑤
三
三
〇
）「
か
の
御
代
り
に
な
ず
ら
へ
て
も
見
る
べ
か
り
け
る
を
」（
総
角
⑤

三
四
〇
）
と
の
後
悔
の
念
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
早
蕨
巻
に
入
っ
て

そ
の
中
の
君
が
大
君
に
似
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
と
、

そ
の
思
い
は
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

一
方
の
中
の
君
も
、
大
君
を
亡
く
し
た
悲
し
み
は
深
く
、
新
春
を
迎
え
て
も

い
っ
こ
う
に
心
の
晴
れ
る
時
が
な
い
。
そ
し
て
、「（
薫
ガ
）
尽
き
せ
ず
思
ひ
ほ

れ
た
ま
ひ
て
、
新
し
き
年
と
も
言
は
ず
い
や
め
に
な
む
な
り
た
ま
へ
る
と
聞
き

た
ま
ひ
て
も
、
げ
に
、
う
ち
つ
け
の
心
浅
さ
に
は
も
の
し
た
ま
は
ざ
り
け
り
と
、

い
と
ど
、
今
ぞ
、
あ
は
れ
も
深
く
思
ひ
知
ら
る
る
」（
早
蕨
⑤
三
四
七
）
と
、

自
分
同
様
に
悲
し
み
に
沈
む
薫
に
対
し
て
共
感
の
情
を
深
め
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
薫
は
、
そ
の
よ
う
な
中
の
君
の
後
見
役
に
徹
し
て
あ
れ
こ
れ
と
世
話
を
す

る
の
だ
が
、
早
蕨
巻
巻
末
に
至
る
と
、
中
の
君
は
「
わ
が
御
心
に
も
、
あ
は
れ

深
く
思
ひ
知
ら
れ
に
し
人
（
＝
薫
）
の
御
心
を
、
今
し
も
お
ろ
か
な
る
べ
き
な

ら
ね
ば
、
か
の
人
（
＝
大
君
）
も
思
ひ
の
た
ま
ふ
め
る
や
う
に
、
い
に
し
へ
の

御
代
り
と
な
ず
ら
へ
き
こ
え
て
、
か
う
思
ひ
知
り
け
り
、
と
見
え
た
て
ま
つ
る

ふ
し
も
あ
ら
ば
や
」（
早
蕨
⑤
三
六
九
）
と
の
思
い
さ
え
抱
く
よ
う
に
な
る
。

こ
の
思
い
は
、
前
引
し
た
総
角
巻
巻
末
で
の
薫
の
思
い
と
同
質
の
も
の
で
あ
り
、

互
い
を
大
君
の
「
御
代
り
」
と
し
て
な
ず
ら
え
て
い
こ
う
と
い
う
点
で
共
通
す

る
。
つ
ま
り
、
物
語
は
亡
き
大
君
を
媒
介
と
し
て
薫
と
中
の
君
と
の
接
近
を

図
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
両
者
の
間
に
密
通
の
可

能
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
物
語
が
そ
の
方
向
に
展
開
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
早
蕨
巻
の
薫
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を
語
る
際
に
は
し
ば
し
ば
「
悔
し
」「
か
ひ
な
し
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
が
、

薫
は
中
の
君
へ
の
思
い
を
強
め
る
一
方
で
、
中
の
君
と
匂
宮
を
結
婚
さ
せ
た
こ

と
を
後
悔
し
、
し
か
し
今
と
な
っ
て
は
も
は
や
甲
斐
の
な
い
こ
と
と
自
制
す
る

の
で
あ
る
。

・
心
の
中
に
は
、
か
く
慰
め
が
た
き
形
見
に
も
、
げ
に
さ
て
こ
そ
、
か
や
う

に
も
あ
つ
か
ひ
き
こ
ゆ
べ
か
り
け
れ
と
、
悔
し
き

0

0

0

こ
と
や
う
や
う
ま
さ
り

ゆ
け
ど
、
今
は
か
ひ
な
き

0

0

0

0

も
の
ゆ
ゑ
、
常
に
か
う
の
み
思
は
ば
、
あ
る
ま

じ
き
心
も
こ
そ
出
で
く
れ
、
誰
が
た
め
に
も
あ
ぢ
き
な
く
を
こ
が
ま
し
か

ら
む
と
思
ひ
離
る
。�

（
早
蕨
⑤
三
五
一
）

・（
中
の
君
ノ
）
所
ど
こ
ろ
言
ひ
消
ち
て
、
い
み
じ
く
も
の
あ
は
れ
と
思
ひ

た
ま
へ
る
け
は
ひ
な
ど
、
い
と
よ
う
お
ぼ
え
た
ま
へ
る
を
、
心
か
ら
よ
そ

の
も
の
に
見
な
し
つ
る
と
思
ふ
に
、
い
と
悔
し
く

0

0

0

思
ひ
ゐ
た
ま
へ
れ
ど
、

か
ひ
な
け
れ

0

0

0

0

0

ば
、
そ
の
夜
の
こ
と
、
か
け
て
も
言
は
ず
、
忘
れ
に
け
る
に

や
と
見
ゆ
る
ま
で
、
け
ざ
や
か
に
も
て
な
し
た
ま
へ
り
。

�

（
早
蕨
⑤
三
五
六
）

後
見
役
と
懸
想
人
と
の
危
う
い
均
衡
の
上
に
立
つ
薫
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

「
か
ひ
な
し
」
と
い
う
思
い
が
薫
の
暴
走
に
歯
止
め
を
か
け
る
仕
組
み
に
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
宿
木
巻
に
入
り
、
夕
霧
の
六
の
君
と
匂
宮
の
縁
談
が
成
立
し

た
こ
と
に
よ
り
中
の
君
が
苦
悩
を
深
め
て
い
く
と
、
薫
は
中
の
君
へ
の
同
情
心

を
強
め
て
い
く
よ
う
に
な
る
。「
中
納
言
殿
も
、
い
と
い
と
ほ
し
き
わ
ざ
か
な

と
聞
き
た
ま
ふ
。
花
心
お
は
す
る
宮
な
れ
ば
、
あ
は
れ
と
は
思
ほ
す
と
も
、
い

ま
め
か
し
き
方
（
＝
六
の
君
）
に
か
な
ら
ず
御
心
移
ろ
ひ
な
ん
か
し
…
」（
宿

木
⑤
三
八
六
）
と
、
物
語
は
薫
の
心
内
を
叙
述
し
て
い
く
の
だ
が
、
し
か
し
こ

こ
で
は
匂
宮
と
中
の
君
を
結
び
付
け
た
こ
と
を
「
か
へ
す
が
へ
す
ぞ
悔
し
き
」

（
宿
木
⑤
三
八
七
）
と
す
る
思
い
が
記
さ
れ
る
も
の
の
、
薫
の
思
考
が
そ
こ
か

ら
「
か
ひ
な
し
」
に
向
う
こ
と
は
な
（
2
（

い
。
総
角
巻
に
「（
中
の
君
ニ
）
か
う
も

の
思
は
せ
た
て
ま
つ
る
（
＝
匂
宮
と
の
こ
と
で
物
思
い
を
さ
せ
る
）
よ
り
は
、

た
だ
う
ち
語
ら
ひ
て
、
尽
き
せ
ぬ
慰
め
に
も
見
た
て
ま
つ
り
通
は
ま
し
も
の
を

（
＝
夫
と
し
て
通
っ
て
い
け
ば
よ
か
っ
た
）」（
総
角
⑤
三
三
〇
～
一
）
と
考
え

て
い
た
薫
だ
け
に
、
匂
宮
と
の
夫
婦
関
係
に
悩
む
中
の
君
の
噂
を
聞
く
と
、

「
か
ひ
な
し
」
と
い
う
自
制
が
働
か
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
そ
れ
だ
け
薫
の
心
は
懸
想
人
の
側
に
傾
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
翌
朝
、
自
邸
の
朝
顔
を
手
折
っ
た
薫
は
二
条
邸
に
中
の
君
を
訪
ね
、

「
心
か
ら
、
悲
し
き
こ
と
（
＝
大
君
と
の
死
別
）
も
、
を
こ
が
ま
し
く
悔
し
き

0

0

0

も
の
思
ひ
を
も
、
か
た
が
た
に
安
か
ら
ず
思
ひ
は
べ
る
こ
そ
い
と
あ
い
な
け

れ
」（
宿
木
⑤
三
九
四
）
云
々
と
自
ら
の
思
い
を
述
べ
、「
よ
そ
へ
て
ぞ
見
る
べ

か
り
け
る
白
露
の
ち
ぎ
り
か
お
き
し
朝
顔
の
花
」（
宿
木
⑤
三
九
四
～
五
）
と

の
和
歌
を
中
の
君
に
詠
み
か
け
る
。
こ
の
和
歌
は
、
中
の
君
の
苦
悩
を
前
提
に
、

大
君
か
ら
許
し
を
得
て
い
た
の
だ
か
ら
私
こ
そ
が
あ
な
た
の
面
倒
を
見
る
べ
き

で
し
た
、
と
同
情
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
言
う
ま
で
も

な
く
、
こ
れ
ま
で
に
も
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
「
悔
し
き
も
の
思
ひ
」
の
表
明
で

も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
薫
の
気
持
ち
が
恋
情
の
告
白
に
傾
く
可
能
性
が
高
ま

る
場
面
な
の
だ
が
、
中
の
君
の
返
歌
を
得
て
「
な
ほ
い
と
よ
く
似
た
ま
へ
る
も

の
か
な
と
思
ふ
に
も
、
ま
づ
ぞ
悲
し
き

0

0

0

」（
宿
木
⑤
三
九
五
）
と
あ
る
よ
う
に
、

今
回
は
大
君
と
の
死
別
の
悲
し
み
が
薫
の
心
中
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う

し
て
「
悔
し
き
も
の
思
ひ
」
の
暴
走
を
回
避
し
た
薫
は
、
源
氏
と
の
別
れ
の
悲
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し
み
と
比
較
し
な
が
ら
、「
な
ほ
、
こ
の
近
き
夢
（
＝
大
君
と
の
死
別
）
こ
そ
、

さ
ま
す
べ
き
方
な
く
思
ひ
た
ま
へ
ら
る
る
は
、
同
じ
こ
と
、
世
の
常
な
き
悲
し

0

0

び0

な
れ
ど
、
罪
深
き
方
は
ま
さ
り
て
は
べ
る
に
や
と
、
そ
れ
さ
へ
な
ん
心
憂
く

は
べ
る
」（
宿
木
⑤
三
九
六
～
七
）
と
訴
え
、「
か
た
み
に
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ

か
は
し
た
ま
ふ
」（
宿
木
⑤
三
九
七
）
と
あ
る
よ
う
に
、
大
君
の
死
を
媒
介
と

し
て
中
の
君
と
互
い
に
共
感
し
あ
う
の
だ
が
、
こ
の
共
感
が
中
の
君
に
宇
治
行

き
依
頼
と
い
う
更
な
る
提
案
を
促
す
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
。

　

数
日
後
、
再
び
薫
に
宇
治
行
き
依
頼
の
手
紙
を
贈
っ
た
中
の
君
は
、
総
角
巻

で
の
実
事
な
き
一
夜
を
思
い
出
し
な
が
ら
薫
と
結
婚
し
て
い
た
可
能
性
を
考
え
、

薫
を
廂
の
間
に
招
き
入
れ
さ
え
す
る
。
当
の
薫
も
「
を
り
を
り
は
、
過
ぎ
に
し

方
の
悔
し
さ

0

0

0

を
忘
る
る
を
り
な
く
、
も
の
に
も
が
な
や
と
と
り
返
さ
ま
ほ
し
き

と
ほ
の
め
か
し
つ
つ
」（
宿
木
⑤
四
二
六
）「
月
ご
ろ
、
悔
し

0

0

と
思
ひ
わ
た
る
心

の
中
の
苦
し
き
ま
で
な
り
ゆ
く
さ
ま
を
つ
く
づ
く
と
言
ひ
つ
づ
け
た
ま
ひ
て
」

（
宿
木
⑤
四
二
八
）
と
、
こ
こ
で
も
後
悔
の
念
を
表
出
す
る
の
だ
が
、
前
回
と

は
異
な
り
、
中
の
君
の
袖
を
捉
え
て
簾
の
中
に
さ
え
侵
入
し
よ
う
と
迫
っ
て
い

く
。
つ
ま
り
、
今
回
は
「
悲
し
き
こ
と
」
の
方
へ
と
話
題
が
そ
れ
て
い
か
ず
、

薫
と
中
の
君
が
最
も
接
近
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
密
通
の
可
能
性
が
最

高
潮
に
達
す
る
場
面
が
演
出
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
な
る
と
中
の
君

の
方
も
態
度
を
硬
化
さ
せ
る
結
果
と
な
り
、
結
局
今
回
も
「
男
君
は
、
い
に
し

へ
を
悔
ゆ
る

0

0

0

心
の
忍
び
が
た
さ
な
ど
も
い
と
し
づ
め
が
た
か
り
ぬ
べ
か
め
れ
ど
、

昔
だ
に
あ
り
が
た
か
り
し
御
心
の
用
意
な
れ
ば
、
な
ほ
い
と
思
ひ
の
ま
ま
に
も

も
て
な
し
き
こ
え
た
ま
は
ざ
り
け
り
」（
宿
木
⑤
四
二
九
）
と
、
何
事
も
な
く

退
出
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

　

右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
薫
が
中
の
君
に
接
近
す
べ
く
段
階
的
に
状
況
を
敷

設
し
て
き
て
い
な
が
ら
、
何
故
物
語
は
最
後
の
最
後
で
二
人
の
密
通
を
回
避
す

る
の
か
。
中
の
君
に
迫
っ
た
際
に
も
薫
が
「
か
ば
か
り
の
対
面
は
、
い
に
し
へ

を
も
思
ひ
出
で
よ
か
し
、
過
ぎ
に
し
人
（
＝
大
君
）
の
御
ゆ
る
し
も
あ
り
し
も

の
を
」（
宿
木
⑤
四
二
八
）
と
発
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
君
の
許
可
を
得
て

い
る
と
い
う
思
い
が
薫
に
は
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
匂
宮
と
結
び
付
け

た
こ
と
を
「
悔
し
」
と
後
悔
す
る
の
だ
が
、
と
な
れ
ば
、
早
蕨
巻
の
よ
う
な

「
か
ひ
な
し
」
と
い
う
思
い
の
消
え
た
宿
木
巻
に
あ
っ
て
、
薫
の
行
動
に
歯
止

め
を
か
け
た
も
の
は
い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た
の
か
。

　

薫
は
「
い
と
恥
づ
か
し
と
思
し
た
り
つ
る
腰
の
し
る
し
に
、
多
く
は
心
苦
し

く
お
ぼ
え
て
や
み
ぬ
る
か
な
」（
宿
木
⑤
四
二
九
）
と
今
回
の
一
件
を
振
り
返

る
の
だ
が
、
こ
れ
を
中
の
君
が
妊
娠
し
て
い
た
か
ら
と
の
み
理
解
す
る
の
で
は

不
十
分
で
あ
ろ
う
。
注
目
す
べ
き
は
、
宇
治
行
き
を
め
ぐ
る
二
人
の
認
識
の
違

い
で
あ
る
。
中
の
君
は
「
忍
び
て

0

0

0

渡
さ
せ
た
ま
ひ
て
ん
や
」（
宿
木
⑤
三
九
七

～
八
）「
い
か
で
忍
び
て

0

0

0

渡
り
な
む
」（
宿
木
⑤
四
二
一
）「
い
と
忍
び
て

0

0

0

こ
そ

よ
か
ら
め
」（
宿
木
⑤
四
二
七
）
と
あ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
人
目
を
避
け

て
ひ
っ
そ
り
と
宇
治
に
行
く
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
薫
は
「
な
ほ
、

宮
に
、
た
だ
心
う
つ
く
し
く
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
か
の
御
気
色
に
従
ひ
て

な
ん
よ
く
は
べ
る
べ
き
」（
宿
木
⑤
四
二
五
～
六
）「
宇
治
に
い
と
渡
ら
ま
ほ
し

げ
に
思
い
た
め
る
を
、
さ
も
や
渡
し
き
こ
え
て
ま
し
な
ど
思
へ
ど
、
ま
さ
に
、

宮
は
、
ゆ
る
し
た
ま
ひ
て
ん
や
、
さ
り
と
て
、
忍
び
て
、
は
た
、
い
と
便
な
か

ら
む
」（
宿
木
⑤
四
三
〇
）
と
発
言
し
ま
た
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で

も
匂
宮
の
許
可
を
得
て
行
動
に
移
し
た
い
と
い
う
考
え
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
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宿
木
巻
の
薫
か
ら
は
確
か
に
「
か
ひ
な
し
」
と
い
う
思
い
は
消
え
た
も
の
の
、

匂
宮
の
存
在
は
常
に
気
に
か
け
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
先
の
「
腰

の
し
る
し
」
も
中
の
君
の
背
後
に
匂
宮
が
い
る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
後
「
何
か
は
、
こ
の
宮
離
れ
は
て
た

ま
ひ
な
ば
、
我
を
頼
も
し
人
に
し
た
ま
ふ
べ
き
に
こ
そ
は
あ
め
れ
」（
宿
木
⑤

四
三
二
）
と
思
う
の
も
、
こ
の
考
え
の
裏
返
し
で
あ
り
、
募
っ
て
き
た
薫
の
恋

情
を
爆
発
寸
前
で
思
い
留
ま
ら
せ
た
の
は
、
や
は
り
匂
宮
の
存
在
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
（
（
（

る
。

　

ま
た
、
こ
の
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
注
目
し
て
お
き
た
い
の
が
、
前
引
し
た
早

蕨
巻
で
の
「
常
に
か
う
の
み
思
は
ば
、
あ
る
ま
じ
き
心
も
こ
そ
出
で
く
れ
」

（
波
線
部
）
と
い
う
思
い
で
あ
る
。
こ
こ
で
薫
が
危
惧
し
て
い
る
「
あ
る
ま
じ

き
心
」
と
は
人
妻
で
あ
る
中
の
君
へ
の
恋
情
の
こ
と
だ
が
、
た
と
え
ば
源
氏
や

夕
霧
が
そ
れ
ぞ
れ
藤
壺
・
落
葉
の
宮
に
対
す
る
思
い
を
「
あ
る
ま
じ
き
心
」
と

し
て
捉
え

・
か
ら
う
じ
て
鶏
の
声
は
る
か
に
聞
こ
ゆ
る
に
、
命
を
か
け
て
、
何
の
契
り

に
か
か
る
目
を
見
る
ら
む
、
わ
が
心
な
が
ら
、
か
か
る
筋
に
お
ほ
け
な
く

あ
る
ま
じ
き
心
の
報
い
に
、
か
く
来
し
方
行
く
先
の
例
と
な
り
ぬ
べ
き
こ

と
は
あ
る
な
め
り
…�

（
夕
顔
①
一
六
九
）

・（
夕
霧
）「
い
と
、
か
う
、
言
は
む
方
な
き
者
に
思
ほ
さ
れ
け
る
身
の
ほ
ど

は
、
た
ぐ
ひ
な
う
恥
づ
か
し
け
れ
ば
、
あ
る
ま
じ
き
心
の
つ
き
そ
め
け
む

も
、
心
地
な
く
悔
し
う
お
ぼ
え
は
べ
れ
ど
、
と
り
返
す
も
の
な
ら
ぬ
中
に
、

何
の
た
け
き
御
名
に
か
は
あ
ら
む
。
…
」�

（
夕
霧
④
四
七
八
～
九
）

と
、
そ
の
存
在
を
認
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
先
の
薫
は
そ
の
存
在
自
体
を
打

ち
消
そ
う
と
し
て
い
る
点
に
注
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
態
度
は
、

密
通
の
危
険
が
ひ
と
ま
ず
回
避
さ
れ
た
後
の
、
中
の
君
へ
の
次
の
発
言
に
も
認

め
ら
れ
る
。

・
よ
ろ
づ
に
思
ひ
た
ま
へ
わ
び
て
は
、
心
の
ひ
く
方
の
強
か
ら
ぬ
わ
ざ
な
り

け
れ
ば
、
す
き
が
ま
し
き
や
う
に
思
さ
る
ら
む
と
恥
づ
か
し
け
れ
ど
、
あ

る
ま
じ
き
心
の
か
け
て
も
あ
る
べ
く
は
こ
そ
め
ざ
ま
し
か
ら
め
、
た
だ
か

ば
か
り
の
ほ
ど
に
て
、
時
々
思
ふ
こ
と
を
も
聞
こ
え
さ
せ
う
け
た
ま
は
り

な
ど
し
て
…�

（
宿
木
⑤
四
四
七
）

こ
こ
で
も
薫
は
「
あ
る
ま
じ
き
心
」
の
存
在
を
強
く
否
定
す
る
の
だ
が
、
こ
れ

ら
の
用
例
か
ら
は
薫
の
持
つ
強
い
倫
理
観
の
よ
う
な
も
の
の
が
想
像
さ
れ
よ
う
。

そ
れ
は
密
通
に
対
す
る
極
度
の
潔
癖
性
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
の
だ
が
、
薫
の

造
型
に
お
い
て
密
通
の
可
能
性
は
既
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
密
通
が
回
避
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
薫
の
恋
情
が
収

ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
今
回
の
一
件
を
機
に
中
の
君
が
薫
で
は
な

く
匂
宮
を
選
択
し
た
こ
と
に
よ
り
、
薫
が
こ
れ
以
上
中
の
君
に
接
近
し
て
い
く

可
能
性
は
断
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
薫
を
中
の
君
へ
と
近
づ
け
る
際
の
鍵
語

で
あ
っ
た
「
悔
し
」
等
の
語
も
、
前
引
し
た
「
悔
ゆ
る
心
」
を
最
後
と
し
て
薫

の
心
内
か
ら
は
し
ば
ら
く
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
（
次
に
見
ら
れ
る
の
は
蜻
蛉

巻
）。
そ
し
て
い
よ
い
よ
浮
舟
登
場
と
な
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
中
の
君
の

口
か
ら
薫
に
異
母
妹
（
浮
舟
）
の
存
在
が
告
げ
ら
れ
、
宿
木
巻
巻
末
で
薫
の
垣

間
見
が
語
ら
れ
る
も
の
の
、
物
語
は
そ
こ
か
ら
即
座
に
薫
と
浮
舟
の
関
係
成
就
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へ
と
は
向
か
わ
ず
、
続
く
東
屋
巻
で
は
浮
舟
側
の
事
情
を
語
り
始
め
る
こ
と
に

な
る
。

　

弁
の
尼
経
由
で
薫
の
意
向
を
知
ら
さ
れ
た
母
中
将
の
君
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ

を
本
気
に
せ
ず
、
浮
舟
の
結
婚
相
手
と
し
て
は
身
分
の
釣
り
合
う
左
近
少
将
を

と
決
め
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
浮
舟
が
常
陸
介
の
実
子
で
な
い
こ
と
を

知
っ
た
左
近
少
将
が
一
方
的
に
こ
の
縁
談
を
破
棄
す
る
と
、
中
将
の
君
は
浮
舟

の
庇
護
を
中
の
君
に
求
め
て
二
条
院
に
参
上
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
重
要

な
こ
と
は
、
中
将
の
君
の
考
え
が
一
変
し
、
薫
と
浮
舟
と
を
結
び
付
け
よ
う
と

す
る
気
持
ち
が
固
ま
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

Ａ
乳
母
ゆ
く
り
か
に
思
ひ
よ
り
て
、
た
び
た
び
言
ひ
し
こ
と
を
、
あ
る
ま
じ

き
こ
と
に
言
ひ
し
か
ど
、
こ
の
御
あ
り
さ
ま
（
＝
薫
）
を
見
る
に
は
、
天

の
川
を
渡
り
て
も
、
か
か
る
彦
星
の
光
を
こ
そ
待
ち
つ
け
さ
せ
め
、
わ
が

む
す
め
は
、
な
の
め
な
ら
ん
人
に
見
せ
ん
は
惜
し
げ
な
る
さ
ま
を
、
夷
め

き
た
る
人
を
の
み
見
な
ら
ひ
て
、
少
将
を
か
し
こ
き
も
の
に
思
ひ
け
る
を
、

悔
し
き
ま
で
思
ひ
な
り
に
け
り
。�
（
東
屋
⑥
五
四
）

こ
う
し
て
物
語
は
、
薫
の
側
か
ら
と
同
時
に
浮
舟
の
側
か
ら
も
、
二
人
が
結
び

付
く
こ
と
を
既
定
路
線
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
お
膳
立
て
が
出
来
あ
が
っ
た
と
こ
ろ
で
、
匂
宮
の
侵
入
事
件
が

語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
結
果
と
し
て
事
な
き
を
得
た
浮
舟
で
あ
っ
た
が
、
匂

宮
に
迫
ら
れ
た
際
に
は

・
扇
を
持
た
せ
な
が
ら
と
ら
へ
た
ま
ひ
て
、（
匂
宮
）「
誰
ぞ
。
名
の
り
こ
そ

ゆ
か
し
け
れ
」
と
の
た
ま
ふ
に
、（
浮
舟
ハ
）
む
く
つ
け
く
な
り
ぬ
。

�

（
東
屋
⑥
六
一
）

・（
匂
宮
ハ
）
心
づ
き
な
げ
に
気
色
ば
み
て
も
も
て
な
さ
ね
ど
、（
浮
舟
ガ
）

た
だ
い
み
じ
う
死
ぬ
ば
か
り
思
へ
る
が
い
と
ほ
し
け
れ
ば
、
情
あ
り
て
こ

し
ら
へ
た
ま
ふ
。�

（
東
屋
⑥
六
三
）

と
あ
る
よ
う
に
、
相
当
の
恐
怖
心
を
抱
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、

同
じ
く
夕
霧
に
迫
ら
れ
た
落
葉
の
宮
が
「
世
を
知
り
た
る
方
の
心
や
す
き
や
う

に
を
り
を
り
ほ
の
め
か
す
も
め
ざ
ま
し
う
、
げ
に
た
ぐ
ひ
な
き
身
の
う
さ
な
り

や
と
思
し
つ
づ
け
た
ま
ふ
に
」（
夕
霧
④
四
〇
八
）
と
感
じ
た
り
、
薫
に
迫
ら

れ
た
大
君
が
「
言
ふ
か
ひ
な
く
う
し
と
思
ひ
て
泣
き
給
ふ
御
気
色
」（
総
角
⑤

二
三
五
）
を
見
せ
た
り
し
た
よ
う
な
「
う
し
」
の
認
識
を
こ
こ
で
の
浮
舟
が
抱

く
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
、
浮
舟
の
気
持
ち
が
匂
宮
に
傾
い
て
い
く
こ
と
と
無

関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
三
条
の
小
家
に
移
さ
れ
た
浮
舟
は
、
中
将
の
君
が
匂
宮

と
比
較
し
て
「
こ
の
君
（
＝
薫
）
は
、
さ
す
が
に
、
尋
ね
思
す
心
ば
へ
の
あ
り

な
が
ら
、
う
ち
つ
け
に
も
言
ひ
か
け
た
ま
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
ひ
出
で
ら
る
れ
ば
、
若
き
人
（
＝
浮
舟
）
は

ま
し
て
、
か
く
や
（
薫
ヲ
）
思
ひ
出
で
き
こ
え
た
ま
ふ
ら
ん
」（
東
屋
⑥
八

一
）
と
考
え
た
の
と
は
対
照
的
に
、
中
の
君
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
こ
と
に
続

け
て
、
先
の
出
来
事
を

Ｂ
あ
や
に
く
だ
ち
た
ま
へ
り
し
人
（
＝
匂
宮
）
の
御
け
は
ひ
も
、
さ
す
が
に

思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
何
ご
と
に
か
あ
り
け
む
、
い
と
多
く
あ
は
れ
げ
に
の

た
ま
ひ
し
か
な
、
な
ご
り
を
か
し
か
り
し
御
移
り
香
も
、
ま
だ
残
り
た
る

心
地
し
て
、
恐
ろ
し
か
り
し
も
思
ひ
出
で
ら
る
。�

（
東
屋
⑥
八
三
）

と
想
起
す
る
の
だ
が
、「
さ
す
が
に
思
ひ
出
で
ら
れ

0

0

て
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
そ
れ
は
浮
舟
の
記
憶
の
底
か
ら
ふ
っ
と
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
と
い
う
体
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な
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
恐
怖
心
の
方
が
強
く
匂
宮
へ
の
愛
情
を
自

覚
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
し
か
し
匂
宮
の
声
や
匂
い
は
確
実
に

浮
舟
の
心
に
浸
透
し
て
い
る
と
読
み
解
く
べ
き
と
こ
ろ
な
の
で
あ
ろ
（
4
（

う
。
物
語

は
、
薫
と
浮
舟
と
を
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
周
囲
の
思
惑
を
描
き
込
む
と
同
時

に
、
そ
れ
と
齟
齬
す
る
よ
う
な
浮
舟
の
情
念
を
も
始
動
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
浮
舟
巻
で
薫
を
装
っ
て
侵
入
し
て
き
た
匂
宮
と
一
夜
を
共
に
す
る
場

面
で
も
、
図
ら
ず
も
男
と
関
係
を
結
ん
だ
正
篇
の
女
君
た
ち
が
、
そ
の
翌
朝

身
の
う
さ
を
嘆
く
に
あ
か
で
明
く
る
夜
は
と
り
か
さ
ね
て
ぞ
音
も
な
か
れ

け
る�

（
帚
木
①
一
〇
四
・
空
蝉
）

世
が
た
り
に
人
や
伝
へ
ん
た
ぐ
ひ
な
く
う
き
身
を
醒
め
ぬ
夢
に
な
し
て
も

�
（
若
紫
①
二
三
二
・
藤
壺
）

う
き
身
世
に
や
が
て
消
え
な
ば
尋
ね
て
も
草
の
原
を
ば
問
は
じ
と
や
思
ふ

�

（
花
宴
①
三
五
七
・
朧
月
夜
）

あ
け
ぐ
れ
の
空
に
う
き
身
は
消
え
な
な
む
夢
な
り
け
り
と
見
て
も
や
む
べ

く�

（
若
菜
下
④
二
二
九
・
女
三
の
宮
）

と
和
歌
に
詠
ん
で
い
る
の
と
は
対
照
的
に
、
匂
宮
の
情
熱
的
な
対
応
に
接
し
て
、

Ｃ
女
、
い
と
さ
ま
よ
う
心
に
く
き
人
（
＝
薫
）
を
見
な
ら
ひ
た
る
に
、
時
の

間
も
見
ざ
ら
む
に
死
ぬ
べ
し
と
思
し
焦
が
る
る
人
（
＝
匂
宮
）
を
、
心
ざ

し
深
し
と
は
か
か
る
を
言
ふ
に
や
あ
ら
む
と
思
ひ
知
ら
る
る
に
も
、
あ
や

し
か
り
け
る
身
か
な
、
誰
も
、
も
の
の
聞
こ
え
あ
ら
ば
、
い
か
に
思
さ
む

と
、
ま
づ
か
の
上
（
＝
中
の
君
）
の
御
心
を
思
ひ
出
で
き
こ
ゆ
れ
ど
…

�

（
浮
舟
⑥
一
三
〇
）

と
思
う
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
浮
舟
は
、
薫
と
結
ば
れ
る
べ
く
周
囲
の
環
境
が
整
っ
て
い
く
中
で
、

匂
宮
に
心
惹
か
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
浮
舟
を
苦
し

め
な
い
は
ず
は
な
い
。
匂
宮
に
浮
舟
が
迫
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
中
将
の
君
は

「
便
な
き
こ
と
も
出
で
来
な
ば
人
笑
へ
な
る
べ
し
」（
⑥
東
屋
七
七
）
と
言
い
置

い
て
い
た
が
、
匂
宮
と
の
愛
に
生
き
る
こ
と
は
ま
さ
に
「
人
笑
へ
」
を
招
来
す

る
行
為
に
ほ
か
な
ら
ず
、
浮
舟
は
周
囲
の
期
待
（
薫
）
と
自
身
の
恋
情
（
匂

宮
）
と
の
間
で
苦
悩
を
深
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
実
は
浮
舟
が
「
う
し
」
の

認
識
を
抱
く
の
は
、
そ
の
よ
う
な
時
で
あ
っ
た
。
匂
宮
と
の
逢
瀬
が
あ
っ
た
後
、

薫
が
宇
治
を
訪
れ
た
際
に
、
浮
舟
は
「
女
、
い
か
で
見
え
た
て
ま
つ
ら
む
と
す

ら
ん
と
、
空
さ
へ
恥
づ
か
し
く
恐
ろ
し
き
に
、
あ
な
が
ち
な
り
し
人
（
＝
匂

宮
）
の
御
あ
り
さ
ま
う
ち
思
ひ
出
で
ら
る
る
に
、
ま
た
こ
の
人
（
＝
薫
）
に
見

え
た
て
ま
つ
ら
む
を
思
ひ
や
る
な
ん
、
い
み
じ
う
心
憂
き
」（
浮
舟
⑥
一
四

二
）
と
思
い
な
が
ら
も
薫
と
対
面
す
る
の
だ
が
、
そ
こ
に

Ｄ
男
は
、
過
ぎ
に
し
方
の
あ
は
れ
を
も
思
し
出
で
、
女
は
、
今
よ
り
添
ひ
た

る
身
の
う
さ
を
嘆
き
加
へ
て
、
か
た
み
に
も
の
思
は
し
。

�

（
浮
舟
⑥
一
四
五
）

と
あ
る
の
が
初
出
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、

・
…
は
じ
め
よ
り
契
り
た
ま
ひ
し
さ
ま
も
、
さ
す
が
に
か
れ
（
＝
薫
）
は
な

ほ
い
と
も
の
深
う
人
柄
の
め
で
た
き
な
ど
も
、
世
の
中
を
知
り
に
し
は
じ

め
な
れ
ば
に
や
。
か
か
る
う
き
こ
と
聞
き
つ
け
て
思
ひ
疎
み
た
ま
ひ
な
む

世
に
は
、
い
か
で
か
あ
ら
む
、
い
つ
し
か
と
思
ひ
ま
ど
ふ
親
に
も
、
思
は

ず
に
心
づ
き
な
し
と
こ
そ
は
も
て
わ
づ
ら
は
れ
め
…

�

（
浮
舟
⑥
一
五
七
～
八
）
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・
君
は
、
さ
て
も
わ
が
身
行
く
方
も
知
ら
ず
な
り
な
ば
、
誰
も
誰
も
、
あ
へ

な
く
い
み
じ
と
し
ば
し
こ
そ
思
う
た
ま
は
め
、
な
が
ら
へ
て
人
笑
へ
に
う

き
こ
と
も
あ
ら
む
は
、
い
つ
か
そ
の
も
の
思
ひ
の
絶
え
む
と
す
る
、
と
思

ひ
か
く
る
に
は
…�

（
浮
舟
⑥
一
六
八
）

・
ま
ろ
は
、
い
か
で
死
な
ば
や
、
世
づ
か
ず
心
憂
か
り
け
る
身
か
な
、
か
く

う
き
こ
と
あ
る
た
め
し
は
下
衆
な
ど
の
中
に
だ
に
多
く
や
は
あ
な
る
、
と

て
、
う
つ
ぶ
し
臥
し
た
ま
へ
ば
…�

（
浮
舟
⑥
一
八
一
）

と
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
右
の
用
例
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
浮
舟
が

抱
く
「
う
し
」
の
感
情
は
、
他
の
女
君
た
ち
と
は
異
な
り
、
男
に
迫
ら
れ
た
こ

と
そ
れ
自
体
に
で
は
な
く
、
匂
宮
と
薫
の
間
で
板
挟
み
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

状
況
に
こ
そ
由
因
す
る
の
で
あ
（
（
（
る
。

　

こ
の
よ
う
に
物
語
は
、
思
い
乱
れ
る
浮
舟
の
姿
を
描
き
込
ん
で
い
く
の
だ
が
、

薫
が
そ
れ
に
気
づ
く
こ
と
は
な
い
。
浮
舟
に
「
思
ひ
乱
る
」
と
い
う
語
が
初
め

て
使
わ
れ
る
の
は
「
う
し
」
の
初
例
と
同
じ
時
だ
が
、
そ
こ
に

Ｅ
あ
や
し
う
、
う
つ
し
心
も
な
く
思
し
焦
ら
る
人
（
＝
匂
宮
）
を
あ
は
れ
と

思
ふ
も
、
そ
れ
は
い
と
あ
る
ま
じ
く
軽
き
こ
と
ぞ
か
し
。
こ
の
人
（
＝

薫
）
に
う
し
と
思
は
れ
て
、
忘
れ
た
ま
ひ
な
む
心
細
さ
は
、
い
と
深
う
し

み
に
け
れ
ば
、
思
ひ
乱
れ
た
る
気
色
を
、（
薫
ハ
）
月
ご
ろ
に
、
こ
よ
な

う
も
の
の
心
思
ひ
知
り
ね
び
ま
さ
り
に
け
り
、
つ
れ
づ
れ
な
る
住
み
処
の

ほ
ど
に
、
思
ひ
残
す
こ
と
は
あ
ら
じ
か
し
と
見
た
ま
ふ
も
、
心
苦
し
け
れ

ば
、
常
よ
り
も
心
と
ど
め
て
語
ら
ひ
た
ま
ふ
。�

（
浮
舟
⑥
一
四
三
～
四
）

と
あ
る
よ
う
に
、
薫
は
浮
舟
の
内
面
に
ま
っ
た
く
考
え
及
ば
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
匂
宮
と
浮
舟
と
の
秘
密
を
知
っ
た
薫
は
、
浮
舟
と
関
係
を

持
っ
た
匂
宮
に
つ
い
て
「
さ
て
も
、
知
ら
ぬ
あ
た
り
に
こ
そ
、
さ
る
す
き
事
を

も
の
た
ま
は
め
、
昔
よ
り
隔
て
な
く
て
、
あ
や
し
き
ま
で
し
る
べ
し
て
率
て
歩

き
た
て
ま
つ
り
し
身
に
し
も
、
う
し
ろ
め
た
く
思
し
よ
る
べ
し
や
」（
浮
舟
⑥

一
七
四
）
と
思
い
、
浮
舟
の
こ
と
に
つ
い
て
も

Ｆ
女
の
い
た
く
も
の
思
ひ
た
る
さ
ま
な
り
し
も
、
片
は
し
心
得
そ
め
た
ま
ひ

て
は
、
よ
ろ
づ
思
し
あ
は
す
る
に
、
い
と
う
し
。
あ
り
が
た
き
も
の
は
、

人
の
心
に
も
あ
る
か
な
、
ら
う
た
げ
に
お
ほ
ど
か
な
り
と
は
見
え
な
が
ら
、

色
め
き
た
る
方
は
添
ひ
た
る
人
ぞ
か
し
、
こ
の
宮
の
御
具
に
て
は
い
と
よ

き
あ
は
ひ
な
り
…�

（
浮
舟
⑥
一
七
五
）

と
理
解
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
薫
の
思
考
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
匂
宮
と
の
対
比
か
ら
か

つ
て
の
自
身
と
中
の
君
と
の
関
係
を
振
り
返
り
「
対
の
御
方
（
＝
中
の
君
）
の

御
事
を
、
い
み
じ
く
思
ひ
つ
つ
年
ご
ろ
過
ぐ
す
は
、
わ
が
心
の
重
さ
こ
よ
な
か

り
け
り
、
さ
る
は
、
そ
れ
は
、
今
は
じ
め
て
さ
ま
あ
し
か
る
べ
き
ほ
ど
に
も
あ

ら
ず
、
も
と
よ
り
の
た
よ
り
に
も
よ
れ
る
を
、
た
だ
心
の
中
の
隈
あ
ら
ん
が
わ

が
た
め
に
も
苦
し
か
る
べ
き
に
よ
り
こ
そ
思
ひ
憚
る
も
を
こ
な
る
わ
ざ
な
り
け

れ
」（
浮
舟
⑥
一
七
四
）
と
考
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
前
節
末
で
述
べ
た
よ
う

に
「
あ
る
ま
じ
き
心
」
の
存
在
を
強
く
否
定
す
る
薫
で
あ
る
だ
け
に
、
自
分
と

の
関
係
を
知
り
な
が
ら
浮
舟
に
手
を
出
し
た
匂
宮
が
許
せ
な
い
の
で
あ
ろ
う
し
、

そ
の
よ
う
な
匂
宮
を
受
け
入
れ
る
浮
舟
の
心
理
も
ま
た
理
解
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。「
波
こ
ゆ
る
こ
ろ
と
も
知
ら
ず
末
の
松
待
つ
ら
む
と
の

み
思
ひ
け
る
か
な
／
人
に
笑
は
せ
た
ま
ふ
な
」（
浮
舟
⑥
一
七
六
～
七
）
と
い

う
難
詰
の
和
歌
と
言
葉
を
浮
舟
に
贈
る
の
も
、
そ
れ
ゆ
え
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
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る
。

　

こ
う
し
て
、
追
い
つ
め
ら
れ
た
浮
舟
は

Ｇ
な
が
ら
へ
ば
か
な
ら
ず
う
き
こ
と
見
え
ぬ
べ
き
身
の
、
亡
く
な
ら
ん
は
何

か
惜
し
か
る
べ
き
、
親
も
し
ば
し
こ
そ
嘆
き
ま
ど
ひ
た
ま
は
め
、
あ
ま
た

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

も
て
そ
こ
な
ひ
、
人
笑
へ

0

0

0

な
る
さ
ま
に
て
さ
す
ら
へ
む
は
、
ま
さ
る
も
の

思
ひ
な
る
べ
し
。�

（
浮
舟
⑥
一
八
四
～
五
）

な
ど
と
考
え
て
、
つ
い
に
自
死
を
決
意
す
る
の
だ
が
、
は
た
し
て
薫
と
浮
舟
と

は
こ
の
ま
ま
す
れ
違
い
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
か
。

三

　

浮
舟
を
失
っ
た
薫
は
、

・
心
憂
か
り
け
る
所
か
な
、
鬼
な
ど
や
住
む
ら
む
、
な
ど
て
、
今
ま
で
さ
る

所
に
据
ゑ
た
り
つ
ら
む
、
思
は
ず
な
る
筋
の
紛
れ
あ
る
や
う
な
り
し
も
、

か
く
放
ち
お
き
た
る
に
心
や
す
く
て
、
人
も
言
ひ
犯
し
た
ま
ふ
な
り
け
む

か
し
、
と
思
ふ
に
も
、
わ
が
た
ゆ
く
世
づ
か
ぬ
心
の
み
悔
し
く
、
御
む
ね

い
た
く
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。�

（
蜻
蛉
⑥
二
一
五
）

・
宮
を
め
づ
ら
し
く
あ
は
れ
と
思
ひ
き
こ
え
て
も
、
わ
が
方
を
さ
す
が
に
お

ろ
か
に
思
は
ざ
り
け
る
ほ
ど
に
、
い
と
あ
き
ら
む
る
と
こ
ろ
な
く
、
は
か

な
げ
な
り
し
心
に
て
、
こ
の
水
の
近
き
を
た
よ
り
に
て
、
思
ひ
寄
る
な
り

け
ん
か
し
、
わ
が
こ
こ
に
さ
し
放
ち
据
ゑ
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
い
み
じ
く
う

き
世
に
経
と
も
、
い
か
で
か
か
な
ら
ず
深
き
谷
を
も
求
め
出
で
ま
し
、
と

い
み
じ
う
う
き
水
の
契
り
か
な
と
、
こ
の
川
の
疎
ま
し
う
思
さ
る
る
こ
と

い
と
深
し
。�

（
蜻
蛉
⑥
二
三
五
）

と
、
自
分
自
身
の
側
に
死
の
原
因
を
求
め
て
い
く
よ
う
に
な
り
、
そ
の
思
い
は

や
が
て
「
た
だ
、
わ
が
過
ち
に
失
ひ
つ
る
人
な
り
」（
蜻
蛉
⑥
二
三
六
）「
わ
が

過
ち
に
て
失
ひ
つ
る
」（
蜻
蛉
⑥
二
四
三
）
と
い
う
認
識
へ
と
収
斂
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
薫
が
「
わ
が
過
ち
」
と
捉
え
る
の
は
、
他
に
二
例
あ
り
い
ず
れ

も
匂
宮
と
中
の
君
を
結
び
付
け
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
（
総
角
⑤
二
八
五
・
宿

木
⑤
四
五
四
）。
こ
の
こ
と
が
「
悔
し
」
の
念
に
結
び
付
く
こ
と
は
前
述
の
通

り
だ
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
「
と
く
迎
へ
と
り
た
ま
は
ず
な
り
に
け
る
こ
と
悔
し

う
」（
蜻
蛉
⑥
二
三
七
）
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
後
悔
の
念
に
繋
が
っ
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
浮
舟
の
四
十
九
日
を
終
え
た
薫
は
半
生
を
回
顧
し
つ

つ
、「
思
ひ
も
て
い
け
ば
、
宮
を
も
思
ひ
き
こ
え
じ
、
女
（
＝
浮
舟
）
を
も
う

し
と
思
は
じ
、
た
だ
わ
が
あ
り
さ
ま
の
世
づ
か
ぬ
怠
り
ぞ
」（
蜻
蛉
⑥
二
六

一
）
と
の
考
え
に
至
る
の
で
あ
（
（
（
る
。
こ
の
「
女
を
も
う
し

0

0

と
思
は
じ
」
と
い
う

思
い
は
、
前
掲
Ｅ
の
「
こ
の
人
に
う
し

0

0

と
思
は
れ
て
、
忘
れ
た
ま
ひ
な
む
心
細

さ
は
、
い
と
深
う
し
み
に
け
れ
ば
」
と
い
う
浮
舟
の
危
惧
と
響
き
合
っ
て
い
よ

う
。
薫
の
預
か
り
知
ら
ぬ
こ
と
で
は
あ
る
が
、
薫
と
浮
舟
と
が
繋
が
り
得
る
可

能
性
を
物
語
は
暗
示
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
右
の
よ
う
な
考
え
を
抱
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
匂
宮
や
浮
舟
の
こ

と
を
完
全
に
許
せ
た
わ
け
で
は
な
い
ら
し
い
。
薫
は
、
女
房
と
戯
れ
る
匂
宮
を

見
て
「
い
か
で
、
こ
の
わ
た
り
に
も
、
め
づ
ら
し
か
ら
む
人
の
、
例
の
心
入
れ

て
騒
ぎ
た
ま
は
ん
を
語
ら
ひ
取
り
て
、
わ
が
思
ひ
し
や
う
に
、
や
す
か
ら
ず
と

だ
に
も
思
は
せ
た
て
ま
つ
ら
ん
」（
蜻
蛉
⑥
二
七
〇
）
と
思
っ
て
い
る
し
、
ま

た
召
人
で
あ
る
小
宰
相
の
君
を
「
見
し
人
（
＝
浮
舟
）
よ
り
も
、
こ
れ
は
心
に
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く
き
気
添
ひ
て
も
あ
る
か
な
」（
蜻
蛉
⑥
二
四
六
）
と
評
価
す
る
背
景
に
も
、

彼
女
が
匂
宮
の
懸
想
を
き
っ
ぱ
り
と
は
ね
つ
け
た
こ
と
を
「
ま
め
人
（
＝
薫
）

は
、
す
こ
し
人
よ
り
こ
と
な
り
と
思
す
に
な
ん
あ
り
け
る
」（
蜻
蛉
⑥
二
四

五
）
と
い
う
こ
と
が
影
響
し
て
い
よ
う
。
手
習
巻
や
夢
浮
橋
巻
の
巻
末
で
も
、

そ
れ
ぞ
れ
「
さ
す
が
に
、
そ
の
人
と
は
見
つ
け
な
が
ら
、
あ
や
し
き
さ
ま
に
、

容
貌
こ
と
な
る
人
の
中
に
て
、
う
き
こ
と

0

0

0

0

を
聞
き
つ
け
た
ら
ん
こ
そ
い
み
じ
か

る
べ
け
れ
」（
手
習
⑥
三
六
八
～
九
）「
人
の
隠
し
す
ゑ
た
る
に
や
あ
ら
ん
」

（
夢
浮
橋
⑥
三
九
五
）
と
、
浮
舟
が
他
の
男
に
か
く
ま
わ
れ
て
い
る
可
能
性
に

思
い
至
る
よ
う
に
、
浮
舟
を
軽
侮
す
る
心
は
相
当
に
根
深
い
よ
う
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
浮
舟
へ
の
思
い
を
断
ち
切
れ
な
い
の
が
薫
と
い
う
人
物
で
も

あ
っ
た
。
四
十
九
日
が
終
わ
る
と
物
語
は
宮
廷
社
会
を
舞
台
と
す
る
よ
う
に
な

る
。
こ
の
蜻
蛉
巻
後
半
の
位
置
付
け
を
め
ぐ
っ
て
は
、
様
々
に
議
論
が
展
開
さ

れ
て
き
た
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
や
は
り
薫
の
新
た
な
恋
の
展
開
の
芽
が
こ
と

ご
と
く
摘
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
先
に
見
た
小
宰
相
の
君

に
し
て
も
、
浮
舟
以
上
と
の
評
価
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
も
す
ぐ
さ
ま
「
な
ど
て

か
く
出
で
立
ち
け
ん
、
さ
る
も
の
に
て
、
我
も
置
い
た
ら
ま
し
も
の
を

0

0

0

0

0

」（
蜻

蛉
⑥
二
四
六
）
と
の
感
想
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宮
仕
え
し
た
今
と
な
っ

て
は
召
人
以
上
の
扱
い
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
か
つ
て
薫
と

の
縁
談
話
が
持
ち
上
が
っ
て
た
宮
の
君
に
し
て
も
、
小
宰
相
の
君
同
様
、
も
は

や
薫
の
恋
の
相
手
に
は
な
り
得
ま
い
。
宮
の
君
の
声
を
聞
い
て
の
「
た
だ
、
な

べ
て
の
か
か
る
住
み
処
の
人
と
思
は
ば
、
い
と
を
か
し
か
る
べ
き
を
、
た
だ
今

は
、
い
か
で
、
か
ば
か
り
も
、
人
に
声
聞
か
す
べ
き
も
の
と
な
ら
ひ
た
ま
ひ
け

ん
と
な
ま
う
し
ろ
め
た
し
」（
蜻
蛉
⑥
二
七
四
）
と
い
う
感
想
も
、「
式
部
卿
宮

の
姫
君
と
し
て
宮
の
君
を
恋
い
慕
う
気
持
ち
が
萎
え
て
き
て
い
る
こ
と
を
う
か

が
わ
せ
る
」（
鑑
賞
と
基
礎
知
識
）
と
い
う
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
言

う
ま
で
も
な
く
、
女
一
の
宮
も
ま
た
手
の
届
か
な
い
対
象
な
の
で
あ
り
、
妻
と

し
て
迎
え
た
女
二
の
宮
は
彼
女
に
似
る
べ
く
も
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
薫
の
思
考
は
宇
治
の
姫
君
た
ち
へ
と
回
帰
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
蜻
蛉
巻
は

Ｈ
あ
や
し
か
り
け
る
こ
と
は
、
さ
る
聖
の
御
あ
た
り
に
、
山
の
ふ
と
こ
ろ
よ

り
出
で
来
た
る
人
々
の
、
か
た
は
な
る
は
な
か
り
け
る
こ
そ
、
こ
の
、
は

か
な
し
や
、
軽
々
し
や
な
ど
思
ひ
な
す
人
も
、
か
や
う
の
う
ち
見
る
気
色

は
、
い
み
じ
う
こ
そ
を
か
し
か
り
し
か
、
と
何
ご
と
に
つ
け
て
も
、
た
だ

か
の
一
つ
ゆ
か
り
を
ぞ
思
ひ
出
で
た
ま
ひ
け
る
。
あ
や
し
う
つ
ら
か
り
け

る
契
り
ど
も
を
、
つ
く
づ
く
と
思
ひ
つ
づ
け
な
が
め
た
ま
ふ
夕
暮
、
蜻
蛉

の
も
の
は
か
な
げ
に
飛
び
ち
が
ふ
を
、

「
あ
り
と
見
て
手
に
は
と
ら
れ
ず
見
れ
ば
ま
た
行
く
方
も
し
ら
ず
消
え

し
か
げ
ろ
ふ

あ
る
か
な
き
か
の
」
と
、
例
の
、
独
り
ご
ち
た
ま
ふ
と
か
や
。

�

（
蜻
蛉
⑥
二
七
五
～
六
）

と
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
薫
に
も
は
や
自
己
救
済
は

あ
り
得
ま
い
。
薫
は
早
く
か
ら
仏
道
を
志
し
て
お
り
、
大
君
や
浮
舟
の
死
に
接

し
て
「
ま
こ
と
に
世
の
中
を
思
ひ
棄
て
は
つ
る
し
る
べ
な
ら
ば
、
恐
ろ
し
げ
に

う
き
こ
と
の
、
悲
し
さ
も
さ
め
ぬ
べ
き
ふ
し
を
だ
に
見
つ
け
さ
せ
た
ま
へ
」

（
総
角
⑤
三
二
九
）
と
仏
に
祈
っ
た
り
「
人
の
心
を
起
こ
さ
せ
む
と
て
、
仏
の

し
た
ま
ふ
方
便
は
、
慈
悲
を
も
隠
し
て
、
か
や
う
に
こ
そ
は
あ
な
れ
」（
蜻
蛉
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⑥
二
一
六
）
と
考
え
た
り
し
て
い
た
が
、
遂
に
薫
が
出
家
へ
と
踏
み
切
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
深
い
迷
妄
の
闇
へ
と
ま
す
ま
す
彷
徨
い
込
ん
で
い
く

趣
な
の
で
あ
る
。

四

　

一
方
の
浮
舟
は
、
小
野
で
蘇
生
し
た
後
、

・「
世
の
中
に
な
ほ
あ
り
け
り
と
い
か
で
人
に
知
ら
れ
じ
。
聞
き
つ
く
る
人

も
あ
ら
ば
、
い
と
い
み
じ
く
こ
そ
」
と
て
泣
い
た
ま
ふ
。

�

（
手
習
⑥
二
九
九
）

・
か
や
う
の
人
に
つ
け
て
、
見
し
わ
た
り
に
行
き
通
ひ
、
お
の
づ
か
ら
世
に

あ
り
け
り
と
、
誰
に
も
誰
に
も
聞
か
れ
た
て
ま
つ
ら
む
こ
と
、
い
み
じ
く

恥
づ
か
し
か
る
べ
し
。�

（
手
習
⑥
三
〇
三
）

・
限
り
な
く
う
き
身
な
り
け
り
と
見
は
て
て
し
命
さ
へ
、
あ
さ
ま
し
う
長
く

て
、
い
か
な
る
さ
ま
に
さ
す
ら
ふ
べ
き
な
ら
む
、
ひ
た
ぶ
る
に
亡
き
も
の

と
人
に
見
聞
き
棄
て
ら
れ
て
も
や
み
な
ば
や
と
思
ひ
臥
し
た
ま
へ
る
に
…

�

（
手
習
⑥
三
一
七
）

な
ど
と
繰
り
返
し
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
々
に
自
ら
の
存
在
を
知
ら
れ
た
く
な

い
と
の
思
い
を
強
く
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
後
掲
す
る
よ
う
に
、
薫
に
知
ら

れ
る
こ
と
を
極
端
に
恐
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
前
掲
Ｅ
や
「
わ
が
心

も
、
瑕
あ
り
て
か
の
人
（
＝
薫
）
に
疎
ま
れ
た
て
ま
つ
ら
む
、
な
ほ
い
み
じ
か

る
べ
し
と
思
ひ
乱
る
る
を
り
し
も
…
」（
浮
舟
⑥
一
五
八
）
と
、
薫
に
捨
て
ら

れ
る
こ
と
を
心
配
し
て
い
た
浮
舟
巻
の
あ
り
よ
う
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
、
浮
舟
が
男
性
と
か
か
わ
り
を
持
っ
て
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
を
回

避
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
蘇
生
し
た
浮
舟
は

Ｉ
今
は
限
り
と
思
ひ
は
て
て
し
ほ
ど
は
、
恋
し
き
人
多
か
り
し
か
ど
、
こ
と

人
々
は
さ
し
も
思
ひ
出
で
ら
れ
ず
、
た
だ
、
親
い
か
に
ま
ど
ひ
た
ま
ひ
け

ん
…�

（
手
習
⑥
三
〇
三
）

と
、
入
水
直
前
と
は
異
な
り
、
匂
宮
や
薫
の
こ
と
な
ど
を
思
い
出
し
た
り
は
し

な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
浮
舟
が
過
去
の
経
験
を
完
全
に
清
算
で
き
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。

Ｊ
や
う
や
う
身
の
う
さ
を
も
慰
め
つ
べ
き
き
は
め
に
、
あ
さ
ま
し
う
も
て
そ

こ
な
ひ
た
る
身
を
思
ひ
も
て
ゆ
け
ば
、
宮
を
、
す
こ
し
も
あ
は
れ
と
思
ひ

き
こ
え
け
ん
心
ぞ
い
と
け
し
か
ら
ぬ
、
た
だ
、
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
例
に
契
り
た
ま
ひ
し
を
、
な
ど

て
を
か
し
と
思
ひ
き
こ
え
け
ん
、
と
こ
よ
な
く
飽
き
に
た
る
心
地
す
。
は

じ
め
よ
り
、
薄
き
な
が
ら
も
の
ど
や
か
に
も
の
し
た
ま
ひ
し
人
は
、
こ
の

を
り
か
の
を
り
な
ど
、
思
ひ
出
づ
る
ぞ
こ
よ
な
か
り
け
る
。
か
く
て
こ
そ

あ
り
け
れ
と
聞
き
つ
け
ら
れ
た
て
ま
つ
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
さ
ま
を
、
よ
そ
な

が
ら
だ
に
、
い
つ
か
は
見
ん
ず
る
と
う
ち
思
ふ
、
な
ほ
わ
ろ
の
心
や
、
か

く
だ
に
思
は
じ
、
な
ど
心
ひ
と
つ
を
か
へ
さ
ふ
。�（
手
習
⑥
三
三
一
～
二
）

右
は
出
家
直
前
の
浮
舟
の
心
内
だ
が
、
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
傍
線
部
で
、
浮
舟

は
今
回
の
一
件
を
匂
宮
に
惹
か
れ
た
自
分
自
身
の
心
に
由
因
す
る
も
の
と
し
て

捉
え
て
い
る
。
こ
れ
は
「
わ
が
心
も
て
あ
り
そ
め
し
こ
と
な
ら
ね
ど
も
」（
浮

舟
⑥
一
七
八
）
と
い
う
捉
え
方
と
は
正
反
対
で
あ
り
、
た
と
え
匂
宮
が
き
っ
か

け
を
つ
く
っ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
に
惹
か
れ
て
し
ま
っ
た
自
ら
を
反
省
し
て
い
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る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
思
い
は
翌
年
春
の

Ｋ
春
の
し
る
し
も
見
え
ず
、
凍
り
わ
た
れ
る
水
の
音
せ
ぬ
さ
へ
心
細
く
て
、

「
君
に
ぞ
ま
ど
ふ
」
と
の
た
ま
ひ
し
人
（
＝
匂
宮
）
は
、
心
憂
し
と
思
ひ

は
て

0

0

に
た
れ
ど
、
な
ほ
そ
の
を
り
の
こ
と
は
忘
れ
ず
…

�

（
手
習
⑥
三
五
四
～
五
）

と
い
う
思
い
に
も
通
じ
て
い
く
。
匂
宮
へ
の
恋
情
は
消
え
去
り
、
思
い
出
だ
け

が
残
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
議
論
の
多
い
「
袖
ふ

れ
し
人
こ
そ
見
え
ね
花
の
香
の
そ
れ
か
と
に
ほ
ふ
春
の
あ
け
ぼ
の
」（
手
習
⑥

三
五
六
）
の
「
袖
ふ
れ
し
人
」
も
匂
宮
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
眼
前
の

紅
梅
の
香
り
か
ら
浮
舟
は
匂
宮
と
の
官
能
の
日
々
を
思
い
出
し
て
は
い
る
の
だ

が
、
し
か
し
そ
れ
は
未
練
や
執
着
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
捉

え
直
す
こ
と
を
通
し
て
、
匂
宮
と
の
関
係
が
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
い
く
と
い

う
結
構
な
の
だ
と
考
え
（
7
（
る
。

　

問
題
は
む
し
ろ
薫
と
の
関
係
で
、
波
線
を
付
し
た
よ
う
に
薫
に
は
自
分
の
存

在
を
知
ら
れ
た
く
な
い
と
思
う
一
方
で
、
よ
そ
な
が
ら
で
も
そ
の
姿
を
拝
見
し

た
い
と
の
思
い
も
去
来
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
浮
舟
自
身
が
「
な
ほ
わ
ろ
の

心
や
」
と
自
覚
す
る
よ
う
に
、
薫
へ
の
思
い
は
完
全
に
は
断
ち
切
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
、
薫
が
自
分
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
際
の
「
忘

れ
た
ま
は
ぬ
に
こ
そ
は
と
あ
は
れ

0

0

0

に
思
ふ
に
も
」（
手
習
⑥
三
六
〇
）
と
い
う

反
応
に
端
的
で
あ
り
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
そ
う
い
う
「
な
ほ
わ
ろ
の
心
」
を
抱

え
た
ま
ま
で
、
浮
舟
は
薫
と
の
関
係
を
断
ち
切
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
薫
に
対
し
て
浮
舟
の
心
は
揺
れ
ざ
る
を
得
ま
い
。
知
ら
れ
る
よ
う

に
、
物
語
は
、
そ
の
よ
う
な
浮
舟
が
薫
に
存
在
を
知
ら
れ
る
方
向
へ
と
展
開
し

て
い
く
の
だ
が
、
い
っ
た
い
二
人
の
再
会
は
ど
う
い
う
可
能
性
を
孕
ん
だ
も
の

と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
く
る
の
か
。
そ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
の
結
末
を
ど
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
把
握
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
が
、
こ
の
問
題
を
考

え
る
前
に
、
手
習
巻
に
描
か
れ
る
中
将
を
め
ぐ
る
挿
話
の
意
味
を
考
え
て
お
く

必
要
が
あ
ろ
う
。

　

そ
の
際
重
要
な
指
針
と
な
る
の
が
、
原
岡
文
子
氏
の
論
で
あ
（
8
（

る
。
周
知
の
通

り
、
原
岡
氏
は
、
中
将
の
懸
想
が
浮
舟
を
出
家
へ
と
導
く
機
能
を
有
し
て
い
る

と
同
時
に
、
そ
の
描
か
れ
方
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
絶
対
的
な
位
置
を
占
め
て
き

た
「
あ
は
れ
」
の
世
界
が
相
対
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
こ
の
〈
あ

は
れ
の
相
対
化
〉
と
い
う
視
点
が
こ
こ
で
は
有
効
で
あ
ろ
う
。
妹
尼
や
中
将
が

そ
れ
ぞ
れ
「
か
か
る
御
住
ま
ひ
は
、
す
ず
ろ
な
る
こ
と
も
、
あ
は
れ
知
る
こ
そ

世
の
常
の
こ
と
な
れ
」（
手
習
⑥
三
一
五
）「
山
里
の
秋
の
夜
ふ
か
き
あ
は
れ
を

も
も
の
思
ふ
人
は
思
ひ
こ
そ
知
れ
」（
手
習
⑥
三
二
八
）
な
ど
と
浮
舟
に
働
き

か
け
る
も
の
の
、
浮
舟
は
い
っ
こ
う
に
「
あ
は
れ
」
の
世
界
に
対
し
て
心
を
開

こ
う
と
は
し
な
い
。
そ
し
て
、
前
掲
Ｊ
の
よ
う
に
「
宮
を
、
す
こ
し
も
あ
は
れ

0

0

0

と
思
ひ
き
こ
え
け
ん
心
ぞ
い
と
け
し
か
ら
ぬ
」
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て

浮
舟
は
「
女
も
、
限
り
な
く
あ
は
れ
と
思
ひ
け
り
」（
浮
舟
⑥
一
三
六
）「
か
た

み
に
あ
は
れ
と
の
み
深
く
思
し
ま
さ
る
」（
浮
舟
⑥
一
五
五
）
な
ど
と
あ
る
ご

と
く
匂
宮
に
惑
溺
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
へ
の
反
省
が
「
あ
は
れ
」
の
世
界

に
再
び
下
り
立
つ
こ
と
を
峻
拒
さ
せ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
物
語
は
、

自
ら
を
取
り
巻
く
周
囲
の
自
然
や
人
物
に
対
し
て
「
あ
は
れ
」
の
情
を
抱
い
た

蘇
生
後
の
紫
の
上
と
は
異
な
る
人
生
を
浮
舟
に
用
意
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
薫
と
の
問
題
に
引
き
絞
っ
て
言
え
ば
、
も
は
や
薫
と
の
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間
に
「
あ
は
れ
」
を
媒
介
と
し
た
関
係
は
構
築
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

確
か
に
、
前
述
の
通
り
、
浮
舟
は
自
ら
を
忘
れ
て
い
な
か
っ
た
薫
に
対
し
て

「
あ
は
れ
」
の
情
を
抱
い
て
は
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
野
を
訪
れ
た
薫
を

見
た
際
に
「
月
日
の
過
ぎ
ゆ
く
ま
ま
に
、
昔
の
こ
と
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
ど
も
の
も
言
は
で
ゐ
た
り
」（
夢
浮
橋
⑥
三
八
三
）
と
あ
る
よ
う
に
、
そ

う
い
う
共
感
の
情
そ
の
も
の
を
封
じ
込
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

　

そ
れ
で
は
、
薫
と
浮
舟
の
再
会
を
通
し
て
、
物
語
は
ど
の
よ
う
な
男
女
関
係

を
描
き
出
そ
う
と
し
た
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
注
目
す
べ
き

は
、
や
は
り
横
川
僧
都
の
手
紙
で
あ
ろ
う
。
薫
の
来
訪
を
受
け
、
浮
舟
と
の
関

係
を
知
っ
た
僧
都
は
、
簡
単
に
浮
舟
を
出
家
さ
せ
た
自
ら
の
落
ち
度
を
認
め
な

が
ら
も
、
浮
舟
に
還
俗
を
勧
奨
す
る
。

Ｌ
今
朝
、
こ
こ
に
、
大
将
殿
の
も
の
し
た
ま
ひ
て
、
御
あ
り
さ
ま
尋
ね
問
ひ

た
ま
ふ
に
、
は
じ
め
よ
り
あ
り
し
や
う
く
は
し
く
聞
こ
え
は
べ
り
ぬ
。
御

心
ざ
し
深
か
り
け
る
御
仲
を
背
き
た
ま
ひ
て
、
あ
や
し
き
山
が
つ
の
中
に

出
家
し
た
ま
へ
る
こ
と
、
か
へ
り
て
は
、
仏
の
責
め
そ
ふ
べ
き
こ
と
な
る

を
な
ん
、
う
け
た
ま
は
り
驚
き
は
べ
る
。
い
か
が
は
せ
ん
。
も
と
の
御
契

り
過
ち
た
ま
は
で
、
愛
執
の
罪
を
は
る
か
し
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
一
日
の

出
家
の
功
徳
は
は
か
り
な
き
も
の
な
れ
ば
、
な
ほ
頼
ま
せ
た
ま
へ
と
な
ん
。

こ
と
ご
と
に
は
、
み
づ
か
ら
さ
ぶ
ら
ひ
て
申
し
は
べ
ら
む
。
か
つ
が
つ
こ

の
小
君
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
ん
。�

（
夢
浮
橋
⑥
三
八
六
～
七
）

「
い
か
が
は
せ
ん
」
と
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
還
俗
勧
奨
は
窮
余
の
策

で
は
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
薫
と
浮
舟
の
双
方
に
と
っ
て
利
と
す
る
と
こ
ろ
の

大
き
い
提
案
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
第
三
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
恋
の
不
如

意
を
抱
え
込
む
薫
は
、
深
い
迷
妄
の
闇
を
彷
徨
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
僧
都
は

「
愛
執
の
罪
」
と
喝
破
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
が
第
二
部
以
降
明
瞭
に
な
っ
て
き

た
男
の
執
着
と
い
う
問
題
を
襲
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
横

川
僧
都
は
、
浮
舟
に
執
着
す
る
あ
ま
り
抱
え
込
む
こ
と
に
な
っ
た
薫
の
罪
を
晴

ら
す
べ
く
、
浮
舟
に
還
俗
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ

ず
、
薫
の
救
済
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

で
は
、
当
の
浮
舟
は
薫
救
済
の
た
め
の
捨
て
石
に
過
ぎ
な
い
の
か
と
言
え
ば
、

そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
浮
舟
に
対
し
て
、「
思
ひ
た
ち
て
、
心
を
起
こ
し
た
ま

ふ
ほ
ど
は
強
く
思
せ
ど
、
年
月
経
れ
ば
、
女
の
御
身
と
い
ふ
も
の
、
い
と
た
い

だ
い
し
き
も
の
に
な
ん
」（
手
習
⑥
三
三
五
）「
な
に
が
し
は
べ
ら
ん
限
り
は
仕

う
ま
つ
り
な
ん
。
何
か
思
し
わ
づ
ら
ふ
べ
き
」（
手
習
⑤
三
四
八
）
と
発
言
し

て
い
た
よ
う
に
、
僧
都
は
常
に
浮
舟
の
出
家
生
活
の
行
く
末
を
心
配
し
て
い
た
。

具
体
的
に
は
、
若
い
女
性
の
出
家
で
あ
る
だ
け
に
、
男
性
か
ら
の
誘
惑
に
負
け

不
淫
戒
を
犯
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
、
及
び
自
分
た
ち
が
生

き
て
い
る
間
は
よ
い
が
死
後
の
経
済
的
物
質
的
な
援
助
を
ど
う
確
保
す
る
の
か

と
い
う
問
題
で
あ
（
9
（
る
。
還
俗
し
て
薫
と
の
生
活
に
戻
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な

心
配
を
解
消
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
ま
た
、「
な
ほ

0

0

頼
ま
せ
た
ま
へ
」
と
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
還
俗
し
た
か
ら
と
い
っ
て
仏
の
加
護
が
断
ち
切
ら
れ
る
わ
け

で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
浮
舟
の
救
済
も
ま
た
可
能
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
、
宇
治
十
帖
の
問
題
と
し
て
捉
え
直
せ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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道
心
と
恋
心
の
対
立
を
抱
え
た
薫
の
人
物
造
型
は
、
光
源
氏
晩
年
の
問
題
を
引

き
継
い
だ
も
の
で
も
あ
っ
（
（（
（

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
薫
の
救
済
と
い
う
問
題
が
一
方
に

は
見
据
え
ら
れ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
む
し
ろ
物
語
は
、
そ
の
よ
う
な
薫

を
恋
の
妄
執
へ
と
迷
い
込
ま
せ
る
べ
く
こ
こ
ま
で
操
作
し
て
き
て
い
た
。
薫
が

浮
舟
に
宛
て
た
物
語
の
最
終
歌
「
法
の
師
と
た
づ
ぬ
る
道
を
し
る
べ
に
て
思
は

ぬ
山
に
ふ
み
ま
ど
ふ

0

0

0

か
な
」（
夢
浮
橋
⑥
三
九
二
）
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な

宇
治
十
帖
に
お
い
て
描
き
出
さ
れ
て
き
た
薫
の
半
生
を
凝
縮
し
た
よ
う
な
内
容

に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
（（
（

が
、
物
語
は
そ
の
よ
う
な
薫
の
〈
ま
ど
ひ
〉
を

最
後
に
強
調
し
て
物
語
を
締
め
く
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
は
や
薫
は

物
語
の
主
題
を
担
い
得
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
物
語
と
し
て
は
、
む
し
ろ

そ
の
よ
う
な
薫
が
救
わ
れ
る
道
を
こ
こ
に
用
意
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な

い
か
。

　

し
か
し
、
救
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
薫
だ
け
で
は
な
い
。
第
二
部
で
の

紫
の
上
の
苦
悩
を
引
き
継
い
だ
大
君
や
浮
舟
に
よ
っ
て
宇
治
十
帖
の
主
題
が
深

化
さ
れ
て
き
た
と
見
る
立
場
に
立
て
ば
、
男
性
を
拒
否
し
て
出
家
を
果
た
し
た

浮
舟
を
再
び
還
俗
さ
せ
る
こ
と
は
、
主
題
の
後
退
と
も
評
さ
れ
か
ね
な
い
。
し

か
し
、
藤
壺
や
六
条
御
息
所
の
死
後
の
あ
り
よ
う
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

こ
の
物
語
は
出
家
が
即
救
済
を
意
味
す
る
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
、
浮
舟
が
出
家
し
た
と
こ
ろ
で
問
題
が
解
決
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ

の
後
の
救
済
に
ま
で
右
の
主
題
は
射
程
を
広
げ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
一
方
的

に
男
の
執
着
を
断
ち
切
る
だ
け
で
女
は
彼
岸
に
到
達
で
き
る
の
か
。
賢
木
巻
で

源
氏
が
藤
壺
に
訴
え
か
け
た
「
逢
ふ
こ
と
の
か
た
き
を
今
日
に
か
ぎ
ら
ず
は
い

ま
い
く
世
を
か
嘆
き
つ
つ
経
ん
／
御
絆
に
も
こ
そ
」（
賢
木
②
一
一
二
）
と
い

う
言
葉
を
参
考
に
す
る
と
、
薫
を
迷
妄
の
闇
に
彷
徨
わ
せ
た
ま
ま
浮
舟
が
出
家

生
活
を
続
け
た
と
し
て
も
、
薫
の
執
着
が
浮
舟
の
往
生
を
妨
げ
な
い
と
も
限
ら

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
浮
舟
が
救
わ
れ
る
た
め
に
も
、
薫
の
愛
執
を
断
ち
切
っ
て

お
く
の
は
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
（
（（
（

た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
第
二
部
の
光
源
氏
と
紫
の
上
を
そ
れ
ぞ
れ
受
け
継
ぐ
も
の
と

し
て
、
薫
と
浮
舟
を
捉
え
る
と
す
れ
ば
、
薫
と
浮
舟
の
関
係
も
ま
た
光
源
氏
と

紫
の
上
の
そ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

第
二
部
の
紫
の
上
は
、
自
身
へ
の
執
着
ゆ
え
に
出
家
を
許
そ
う
と
し
な
い
光
源

氏
を
「
あ
は
れ
」
と
見
つ
め
受
け
止
め
て
い
た
。
本
論
は
晩
年
の
紫
の
上
が
辿

り
つ
い
た
そ
の
よ
う
な
境
地
を
高
く
評
価
し
た
い
と
思
う
が
、
物
語
は
宇
治
十

帖
を
書
き
進
め
る
に
あ
た
り
、
そ
の
よ
う
な
源
氏
と
紫
の
上
の
関
係
を
仏
教
的

な
側
面
か
ら
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
浮
舟
を
軽
侮
し
つ
つ
も

忘
れ
ら
れ
な
い
薫
と
、「
な
ほ
わ
ろ
の
心
」
を
抱
え
た
ま
ま
で
薫
を
忘
れ
よ
う

と
し
て
い
る
浮
舟
、
こ
の
二
人
を
「
あ
は
れ
」
に
よ
る
共
感
で
は
な
く
結
び
付

け
、
と
も
に
救
済
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
横
川
僧
都
の
還
俗
勧
奨
が
要
請

さ
れ
た
の
だ
と
考
え
た
い
。

　

と
は
い
え
、
浮
舟
が
こ
の
申
し
出
を
承
引
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

は
た
し
て
、
僧
都
は
浮
舟
に
ど
の
よ
う
な
生
活
を
勧
め
よ
う
と
い
う
の
か
。
ま

た
、
そ
の
説
得
に
浮
舟
は
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
大
君
思

慕
を
原
点
と
す
る
薫
の
執
着
は
浮
舟
と
の
生
活
で
癒
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
。
物
語
は
、
今
後
の
具
体
的
な
展
開
を
す
べ
て
読
者
の
想
像
力
に
委
ね
た
と

こ
ろ
で
筆
を
擱
い
て
し
ま
う
。
恋
す
る
人
間
は
救
わ
れ
る
の
か
―
『
源
氏
物

語
』
は
恋
の
妄
執
に
取
り
つ
か
れ
た
男
女
の
苦
悩
を
様
々
に
描
き
出
し
て
き
た
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が
、
つ
い
に
そ
の
救
済
を
描
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
中
世

の
恋
愛
文
学
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
課
題
な
の
で
あ
っ
た
。

注
1　

伊
藤
博
「
愛
執
の
薫
」（『
源
氏
物
語
の
基
底
と
創
造
』
武
蔵
野
書
院
一
九
九
四
年
）。

2　

こ
の
あ
た
り
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
中
川
照
正
「
宇
治
十
帖
に
お
け
る
薫
の
主
題
」

（『
源
氏
物
語
研
究
集
成
』
第
二
巻
、
風
間
書
房
一
九
九
九
年
）
参
照
。
ま
た
、
宿
木

巻
に
お
け
る
「
悔
し
」
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
俊
光
「『
源
氏
物
語
』
宿
木
巻
の
薫
の
思

い
―
中
の
君
へ
の
「
悔
し
」
を
中
心
に
―
」（『
論
輯
』
駒
澤
大
学
大
学
院
、
二
〇
〇

七
年
三
月
）
参
照
。

（　

こ
の
こ
と
を
別
に
視
点
か
ら
捉
え
れ
ば
、
薫
の
執
着
は
柏
木
の
そ
れ
の
よ
う
に
決

し
て
暴
走
し
て
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
宇
治
十
帖

に
お
い
て
男
の
執
着
が
重
要
視
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
第

一
部
や
第
二
部
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
た
、
執
着
の
発
現
た
る
密
通
の
物
語
で
は
な

く
、
む
し
ろ
そ
の
救
済
が
宇
治
十
帖
で
は
目
指
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

4　

鈴
木
裕
子
「
中
将
の
君
と
浮
舟
＝
縛
る
母
・「
反
逆
」
す
る
娘
」（『
源
氏
物
語
』
を

〈
母
と
子
〉
か
ら
読
み
解
く
』
角
川
書
店
二
〇
〇
五
年
）
は
、
こ
の
時
浮
舟
が
抱
い
た

恐
ろ
し
さ
に
つ
い
て
「
こ
の
恐
ろ
し
さ
は
、
命
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
よ
う
な
鋭
い

恐
怖
感
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
、
官
能
を
揺
る
が
す
不
気
味

さ
と
で
も
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
す
る
。

（　

横
山
由
美
子
「
浮
舟
・
さ
す
ら
い
の
物
語
空
間
」（『
玉
藻
』
一
九
九
〇
年
三
月
）

参
照
。

（　

こ
の
「
宮
」
を
女
一
の
宮
と
解
す
る
説
も
あ
る
が
、
匂
宮
と
す
る
通
説
に
従
っ
た
。

7　

当
該
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
金
秀
姫
「
浮
舟
物
語
に
お
け
る
嗅
覚
表
現
―
「
袖

ふ
れ
し
人
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
二
〇
〇
一
年
一
月
）
藤
原
克
己

「「
袖
ふ
れ
し
人
」
は
薫
か
匂
宮
か
―
手
習
巻
の
浮
舟
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
源
氏

物
語
と
和
歌
世
界
』
新
典
社
二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

8　

原
岡
文
子
「「
あ
は
れ
」
の
世
界
の
相
対
化
と
浮
舟
の
物
語
」（『
源
氏
物
語
の
人
物

と
表
現
』
翰
林
書
房
二
〇
〇
三
年
）。

9　

今
井
久
代
「
浮
舟
の
出
家
―
「
我わ
た
し

」
と
「
君あ
な
た

」
の
は
ざ
ま
で
―
」（『
王
朝
文
学

と
仏
教
・
神
道
・
陰
陽
道
』
竹
林
舎
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
参
照
。

10　

岡
崎
義
恵
「
光
源
氏
の
道
心
」（『
源
氏
物
語
の
美
』
岡
崎
義
恵
著
作
集
（
、
宝
文

館
一
九
六
二
年
）
鈴
木
日
出
男
「
物
語
主
人
公
と
し
て
の
薫
」（『
源
氏
物
語
虚
構
論
』

東
京
大
学
出
版
会
二
〇
〇
三
年
）
藤
井
貞
和
「「
思
ひ
寄
ら
ぬ
隈
な
き
」
薫
」（『
源
氏

物
語
論
』
岩
波
書
店
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
参
照
。

11　

今
井
上
「
踏
み
惑
う
薫
と
夢
浮
橋
―
宇
治
十
帖
の
終
末
に
つ
い
て
の
試
論
―
」

（『
源
氏
物
語　

表
現
の
理
路
』
笠
間
書
院
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

12　

丸
山
キ
ヨ
子
「
横
川
の
僧
都
㈠
」（『
源
氏
物
語
の
仏
教
』
創
文
社
一
九
八
五
年
）

な
ど
参
照
。

＊
本
文
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
拠
っ
た
。

（
よ
し
だ
・
み
き
お　

本
学
准
教
授
）
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