
浮
舟
の
身
に
刻
ま
れ
る
言
葉

|
|
浮
舟
巻
「
つ
れ
づ
れ
と
身
を
知
る
雨
」

一
、
は
じ
め
に

宿
木
巻
で
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
、
東
屋
巻
で
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
し
た

浮
舟
は
、
薫
と
結
ば
れ
宇
治
に
据
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
続
く
浮
舟
巻

に
お
い
て
、
宇
治
か
ら
正
月
の
挨
拶
と
し
て
中
の
君
に
届
け
ら
れ
た
浮

舟
の
手
紙
を
き
っ
か
け
に
し
て
匂
宮
は
浮
舟
の
も
と
に
通
う
こ
と
に
な

る
。
こ
こ
に
、
薫
と
匂
宮
と
の
間
で
恋
に
悩
ん
だ
末
、
浮
舟
巻
末
で
浮

舟
は
死
を
決
意
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、

物
語
は
浮
舟
の
意
志
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
周
囲
の
思
惑
に
よ
り
、
進

行
し
て
い
く
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
物
語
の
進
行
に
お
け
る
浮

舟
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
先
行
研
究
で
は
、
大
君
の
「
形
代
」
と
し
て
独

自
の
判
断
力
を
持
た
な
い
人
物
像
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
「
無
内
容
」

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
歌
は
浮
舟
の
自
己
意
識

に
つ
い
て
改
め
て
考
え
さ
せ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

の
一
首
を
め
ぐ
っ
て
l
l
l

相P

希

周

つ
れ
づ
れ
と
身
を
知
る
雨
の
を
や
ま
ね
ば
袖
さ
へ
い
と

(
浮
舟
)

ど
み
か
さ
ま
さ
り
て

(
浮
舟
⑤
二
ハ
こ

匂
宮
と
の
二
度
目
の
逢
瀬
の
後
、
匂
宮
と
薫
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
文
が

届
く
中
、
浮
舟
は
右
の
一
首
を
薫
に
返
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
薫
に

対
す
る
浮
舟
の
心
境
が
窺
え
る
重
要
な
箇
所
で
あ
る
が
、
浮
舟
の
不
幸

な
運
命
が
浮
舟
自
身
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
印
象
的
な
部
分
で
も
あ
る
。

こ
の
一
首
の
解
釈
に
つ
い
て
、
藤
井
貞
利
氏
は
「
浮
舟
は
薫
の
来
訪

の
な
い
こ
と
を
、
浮
舟
の
身
分
の
つ
た
な
さ
に
引
き
合
わ
せ
て
嘆
く
。

こ
こ
に
身
を
知
る
雨
が
止
ま
ら
な
い
か
ら
と
詠
み
、
縁
薄
い
夫
婦
の
契

り
を
嘆
く
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
針
本
正
行
氏
は
浮
舟
の
入
水
・

出
家
志
向
を
呼
び
起
こ
す
も
の
と
し
て
、
こ
の
一
首
を
と
ら
え
て
い
る
。

そ
う
し
た
解
釈
を
も
っ
て
な
お
説
き
尽
く
せ
な
い
点
が
こ
の
一
首
に
は

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
一
首
が
浮
舟
巻
に
お
い
て
持
つ
意
味
は
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い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
本
稿
は
、
右
の
一
首
が
詠
ま
れ
る
物
語

の
状
況
と
言
葉
の
分
析
を
通
し
て
、
浮
舟
巻
に
お
け
る
浮
舟
の
自
己
意

識
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
浮
舟
物
語
に
お
け
る
薫
と
匂
宮
の
造
型

右
の
歌
に
お
い
て
浮
舟
は
、
薫
と
の
関
係
性
の
疎
遠
さ
を
訴
え
、
そ

れ
を
薫
に
伝
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
浮
舟

の
一
首
は
、
薫
へ
の
返
歌
の
役
割
の
み
な
ら
ず
彼
女
の
運
命
を
彼
女
自

身
に
重
々
し
く
言
い
聞
か
せ
る
も
の
と
し
て
も
読
み
取
れ
る
。
ま
ず
、

右
の
一
首
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
浮
舟
物
語
に
お
け
る
薫

と
匂
宮
の
造
型
を
あ
ら
た
め
て
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

浮
舟
物
語
で
は
、
浮
舟
と
薫
の
聞
に
匂
宮
の
存
在
が
割
り
込
み
、
薫

と
浮
舟
の
関
係
を
破
局
へ
導
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
薫
と
匂
宮
の

対
立
関
係
の
設
定
に
つ
い
て
、
甲
斐
睦
朗
氏
は
、
匂
宮
と
薫
に
つ
い
て

描
写
さ
れ
て
い
る
横
笛
巻
の
叙
述
に
注
目
し
、
匂
宮
が
紫
の
上
に
育
て

ら
れ
る
こ
と
は
薫
と
の
対
立
的
設
定
の
準
備
で
あ
る
と
捉
え
、
「
こ
の

時
点
で
少
な
く
と
も
作
者
に
は
第
三
部
の
構
想
が
で
き
て
い
た
」
と
し
、

「
物
語
構
想
上
の
契
機
と
し
て
、
つ
ま
り
、
〈
女
三
宮
|
薫
君
〉
の
系
列

に
対
峠
す
る
も
の
と
し
て
の
〈
紫
上
|
匂
宮
〉
の
設
定
」
で
あ
る
と
指

摘
し
て
い
る
。
氏
の
指
摘
通
り
、
匂
宮
と
中
の
君
と
の
聞
に
お
け
る
薫

の
存
在
、
薫
と
浮
舟
の
聞
に
お
け
る
匂
宮
の
存
在
、
と
い
う
よ
う
に
対

立
関
係
を
も
っ
て
物
語
が
進
行
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
二
人
の
対
立

関
係
に
よ
り
、
浮
舟
の
運
命
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
元
々
、
浮
舟
は
彼
女
な
り
の
判
断
力
を
も
っ
て
薫
と
匂
宮

を
み
て
い
た
と
思
わ
れ
る
節
が
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
浮
舟
は
薫
か

匂
宮
か
と
い
う
選
択
の
岐
路
で
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

わ
が
心
に
も
、
そ
れ
こ
そ
は
あ
る
べ
き
こ
と
に
は
じ
め
よ
り
待
ち

わ
た
れ
、
と
は
思
ひ
な
が
ら
、
あ
な
が
ち
な
る
人
の
御
事
を
恩
ひ

出
づ
る
に
、
恨
み
た
ま
ひ
し
さ
ま
、
の
た
ま
し
こ
と
ど
も
面
影
に

っ
と
そ
ひ
て
、
い
さ
さ
か
ま
ど
ろ
め
ば
、
夢
に
見
え
た
ま
ひ
っ
つ
、

い
と
う
た
で
あ
る
ま
で
お
ぼ
ゆ
。
(
浮
舟
⑤
一
五
七
)
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薫
と
匂
宮
が
同
時
に
浮
舟
を
都
に
迎
え
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
浮
舟

が
悩
ん
で
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
か
る
よ
う
に
、
浮
舟
は
「
わ

が
心
に
も
、
そ
れ
こ
そ
は
あ
る
べ
き
こ
と
」
と
、
薫
に
迎
え
と
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
つ
つ
、
匂
宮
の
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。
一
方
で
、
浮
舟
は
情
熱
的
な
匂
宮
と
の
恋
に
つ
い
て
「
い
と
う
た

で
あ
る
ま
で
お
ぼ
ゆ
」
と
、
冷
静
に
自
分
の
状
況
を
把
握
し
て
い
る
。

薫
と
匂
宮
に
対
す
る
、
こ
の
よ
う
な
浮
舟
の
思
い
は
徐
々
に
物
語
の

表
面
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

こ
の
人
、
は
た
、
い
と
け
は
ひ
こ
と
に
、
心
深
く
、
な
ま
め
か
し

き
さ
ま
し
て
、
久
し
か
り
つ
る
ほ
ど
の
怠
り
な
ど
の
た
ま
ふ
も
言



多
か
ら
ず
、
恋
し
悲
し
と
下
り
立
た
ね
ど
、
常
に
あ
ひ
見
ぬ
恋
の

苦
し
さ
を
、
さ
ま
よ
き
ほ
ど
に
う
ち
の
た
ま
へ
る
、
い
み
じ
く
言

ふ
に
は
ま
さ
り
て
、
い
と
あ
は
れ
と
人
の
思
ひ
ぬ
べ
き
さ
ま
を
し

め
た
ま
へ
る
人
柄
な
り
。
艶
な
る
方
は
さ
る
も
の
に
て
、
行
く
末

長
く
人
の
頼
み
ぬ
べ
き
心
ば
へ
な
ど
、
こ
よ
な
く
ま
さ
り
た
ま
へ

り
。
思
は
ず
な
る
さ
ま
の
心
ば
へ
な
ど
漏
り
聞
か
せ
た
ら
む
と
き

も
、
な
の
め
な
ら
ず
い
み
じ
く
こ
そ
あ
ベ
け
れ
。
あ
や
し
う
、
う

つ
し
心
も
な
う
思
し
焦
ら
る
る
人
を
あ
は
れ
と
恩
ふ
も
、
そ
れ
は

い
と
あ
る
ま
じ
く
軽
き
こ
と
ぞ
か
し
。
こ
の
人
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
、

(
浮
舟
⑥
一
四
三
)

薫
の
性
格
の
描
写
と
匂
宮
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
浮
舟
の
思
惑
が
窺

わ
れ
る
部
分
で
あ
る
。
浮
舟
は
で
つ
つ
し
心
も
な
う
思
し
焦
ら
る
る
人

を
あ
は
れ
と
思
」
う
こ
と
を
、
「
い
と
あ
る
ま
じ
く
軽
き
こ
と
ぞ
か
し
」

と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
部
分
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
浮
舟
は
か
な
り
す

ぐ
れ
た
調
察
力
を
持
つ
女
性
で
あ
り
、
人
を
見
る
目
が
鋭
敏
で
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
浮
舟
は
単
な
る
大
君
の
形
代
に
止
ま
ら
ず
、
自
律
的

な
意
識
を
も
っ
て
薫
と
匂
宮
を
判
断
し
て
い
る
。
薫
の
こ
と
を
思
う
際
、

そ
れ
は
初
め
か
ら
中
の
君
や
母
の
中
将
の
君
の
意
思
に
よ
り
決
定
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
あ
る
程
度
浮
舟
自
身
も
納
得
し
た
上
で
、

周
囲
の
人
々
の
意
見
に
従
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

一
、
浮
舟
の
「
身
を
知
る
雨
」
|
『
伊
勢
物
語
』
第
百
七
段
の
投
影

浮
舟
物
語
に
お
い
て
、
薫
と
匂
宮
の
造
型
か
ら
浮
舟
の
自
己
意
識
を

め
ぐ
っ
て
考
察
し
て
み
た
。
こ
こ
で
冒
頭
に
あ
げ
た
浮
舟
の
「
つ
れ
づ

れ
と
身
を
知
る
雨
」
歌
を
思
い
起
こ
し
た
い
。
こ
の
浮
舟
の
歌
も
自
己

意
識
の
歌
と
し
て
考
え
た
い
の
で
あ
る
が
、

(
浮
舟
)

ど
み
か
さ
ま
さ
り
て

つ
れ
づ
れ
と
身
を
知
る
雨
の
を
や
ま
ね
ば
袖
さ
へ
い
と

(
浮
舟
⑥
一
ム
ハ
一
)
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こ
の
引
歌
と
し
て
従
来
指
摘
さ
れ
る
の
は
次
の
二
首
で
あ
る
。

業
平
朝
臣
の
家
に
侍
り
け
る
女
の
も
と
に
、
よ
み
で
っ
か
は

し
け
る
と
し
ゆ
き
の
朝
臣

ァ
、
つ
れ
づ
れ
の
な
が
め
に
ま
さ
る
涙
川
袖
の
み
濡
れ
て
逢
ふ
よ

し
も
な
し

(
『
古
今
集
』
巻
第
十
三
・
恋
歌
三
、
六
一
七
に
も
)

藤
原
敏
行
朝
臣
の
、
業
平
朝
臣
の
家
な
り
け
る
女
を
あ
ひ
知

り
て
、
文
遣
は
せ
り
け
る
詞
に
「
い
ま
ま
う
で
来
、
雨
の
降

り
け
る
を
な
む
見
わ
づ
ら
ひ
侍
る
」
と
言
へ
り
け
る
を
聞
き



て
、
か
の
女
に
代
り
て
よ
め
り
け
る
在
原
業
平
朝
臣

ィ
、
か
ず
か
ず
に
思
ひ
思
は
ず
間
ひ
が
た
み
身
を
知
る
雨
は
降
り

ぞ
ま
さ
れ
る

(
『
古
今
集
』
巻
第
十
四
・
恋
四
、
七
O
五
に
も
)

古
注
で
は
浮
舟
の
歌
を
『
古
今
集
』
の
恋
三
と
四
に
分
か
れ
て
と
ら

れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
歌
は
『
伊
勢
物
語
』
の
第
百
七
段
の
贈

答
歌
を
表
現
上
の
対
応
の
み
な
ら
ず
物
語
の
主
題
に
お
い
て
も
ふ
ま
え

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
浮
舟
巻
の
浮
舟
の
「
身
を
知
る
雨
」

歌
と
『
伊
勢
物
語
』
の
話
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
舟
巻

の
主
題
が
鮮
明
に
み
え
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
『
伊
勢
物
語
』

の
話
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

『
伊
勢
物
語
』
第
百
七
段
の
話
は
高
貴
な
男
に
仕
え
て
い
る
侍
女
と

内
記
の
藤
原
敏
行
と
の
恋
の
話
で
あ
る
。
こ
の
侍
女
は
若
く
歌
も
詠
め

な
い
の
で
藤
原
敏
行
と
の
贈
答
歌
を
主
人
の
男
が
代
わ
り
に
詠
ん
で
女

に
書
か
せ
て
贈
っ
て
い
た
。
雨
で
藤
原
敏
行
が
侍
女
の
も
と
に
訪
れ
る

の
を
迷
っ
て
い
る
と
伝
え
た
と
こ
ろ
、
侍
女
か
ら
倒
の
「
身
を
知
る
雨
」

歌
が
贈
ら
れ
る
。
こ
の
「
身
を
知
る
雨
」
に
つ
い
て
、
『
新
編
日
本
古

典
全
集
』
の
頭
注
に
は
「
男
が
自
分
に
熱
心
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る

雨
の
意
で
、
雨
で
男
が
来
な
い
こ
と
に
よ
り
、
わ
が
身
の
ほ
ど
を
知
っ

て
悲
し
み
に
流
す
涙
の
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
」
と
解
し
て
い
る
。
頭

注
の
指
摘
通
り
、
侍
女
は
、
雨
の
せ
い
で
男
が
来
な
い
こ
と
か
ら
男
の

愛
情
の
薄
さ
を
感
じ
、
わ
が
身
の
ほ
ど
を
嘆
く
。
と
こ
ろ
が
、
侍
女
の

歌
を
受
け
取
っ
た
藤
原
敏
行
は
、
「
み
の
も
か
さ
も
取
り
あ
へ
で
、
し

と
ど
に
ぬ
れ
て
ま
ど
ひ
」
(
『
伊
勢
物
語
』
第
百
七
段
、
二
O
七
頁
)
1

と、

侍
女
の
も
と
に
駆
け
つ
け
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
侍
女
の
「
身
を

知
る
雨
」
歌
は
、
男
の
愛
情
を
問
い
た
だ
す
働
き
を
持
つ
も
の
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
浮
舟
の
「
身
を
知
る
雨
」
の
歌
を
手

に
し
た
薫
は
で
っ
ち
も
置
か
ず
見
た
ま
ふ
」
(
浮
舟
⑤
二
ハ
こ
と
感

心
す
る
も
浮
舟
の
も
と
を
す
ぐ
訪
ね
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
浮
舟
巻
の
こ
の
部
分
に
お
い
て
『
伊
勢
物
語
』
の
話

が
想
起
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
余
計
に
浮
舟
の
心
境
を
読
み
取
れ
な
い

薫
と
浮
舟
の
ず
れ
が
目
立
つ
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
で
本
来
の
浮
舟
の
「
身
を
知
る
雨
」
歌
の
問
題
に
も
ど
っ
て
み

た
い
と
思
う
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
詳
し
い
解
釈
を
し
て
い
る
の
は
本
居

宣
長
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
に
は
「
身
を
し
る
は
、
此
歌

に
て
は
、
我
が
身
を
う
き
身
と
し
る
意
な
る
を
、
か
の
本
歌
に
よ
り
て
、

身
を
し
る
雨
と
い
ひ
、
さ
て
下
句
、
身
を
う
き
物
と
し
る
に
つ
け
て
、

い
よ
い
よ
涙
も
袖
に
お
ち
ま
さ
る
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
一
首
に

お
い
て
、
浮
舟
は
「
憂
き
身
」
で
あ
る
我
が
身
を
思
い
薫
に
返
歌
し
た

と
解
す
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
も
、
宣
長
説
に
従
っ
て
「
憂
き
身
」
の

意
味
で
読
み
取
り
た
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
押
さ
え
て
お
き
た
い
の

は
薫
と
匂
宮
へ
の
返
歌
を
贈
る
前
に
、
下
書
き
と
し
て
書
い
た
手
習
歌

の
存
在
で
あ
る
。

司-
ζ
U
 



ま
ず
、
薫
か
ら
浮
舟
に
贈
ら
れ
た
歌
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

(
薫
)
水
ま
さ
る
を
ち
の
里
人
い
か
な
ら
む
晴
れ
ぬ
な
が
め
に
か

き

く

ら

す

こ

ろ

(

浮

舟

⑥

一

五

九

)

浮
舟
の
安
否
を
問
う
歌
と
い
え
る
だ
ろ
う
が
、
浮
舟
は
こ
の
薫
の
歌
に

対
し
す
ぐ
に
返
事
す
る
の
で
は
な
く
、
次
の
手
習
歌
を
無
心
に
か
い
て

い
る
。

(
浮
舟
)
「
今
日
は
、
え
聞
こ
ゆ
ま
じ
」
と
恥
ぢ
ら
ひ
て
、
手
習
に
、

里
の
名
を
わ
が
身
に
知
れ
ば
山
城
の
宇
治
の
わ
た
り
ぞ
い
と

ど
住
み
う
き

宮
の
描
き
た
ま
へ
り
し
絵
を
、
時
々
見
て
泣
か
れ
け
り
。

(
浮
舟
⑤
一
六
O
)

浮
舟
は
こ
の
手
習
歌
を
書
い
た
後
、
匂
宮
と
一
緒
に
見
た
絵
を
み
な

が
ら
泣
く
こ
と
か
ら
、
浮
舟
巻
で
の
浮
舟
の
思
い
は
匂
宮
に
や
や
傾
い

て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
は
、
薫
と
匂
宮
と
の
板
挟

み
で
浮
舟
の
苦
悩
が
い
か
に
深
刻
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
窺
え
る
と

こ
ろ
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
浮
舟
の
手
習
歌
の
「
里

の
名
を
わ
が
身
に
知
れ
ば
」
の
表
現
で
あ
る
。
『
新
編
日
本
古
典
全
集
』

の
頭
注
に
は
、
「
薫
が
「
を
ち
の
里
人
」
と
呼
び
か
け
た
の
を
受
け
る
」

と
し
て
い
る
。
確
か
に
、
「
里
の
名
」
ー
は
宇
治
の
地
名
に
誘
い
起
こ
さ
れ

「
憂
し
」
を
か
け
た
も
の
で
、
こ
の
表
現
か
ら
身
の
憂
さ
を
嘆
く
浮
舟

の
心
境
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
薫
の
歌
に
対
す
る
返
歌
で

は
な
く
手
習
歌
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
手
習
歌
の
後
、
浮

舟
は
匂
宮
と
薫
に
返
歌
を
贈
る
の
で
あ
っ
て
、
手
習
歌
そ
の
も
の
を
薫

に
贈
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
例
の
「
身
を
知
る
雨
」
歌
は
そ
の
手
習
歌

の
延
長
線
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
薫
へ
の
浮
舟
の
返
歌

「
身
を
知
る
雨
」
を
「
憂
き
身
」
と
読
み
取
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の

手
習
歌
の
「
里
の
名
」
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
手
習
歌
が
浮
舟
自
身
の
身
の
上
へ
の
確
か
な
洞
察
と
今
後
の
悩
み

な
ど
を
明
ら
か
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
薫
へ
の
返
歌
も
答
歌

で
あ
る
と
同
時
に
彼
女
自
身
の
自
己
意
識
を
あ
ら
わ
し
た
歌
と
し
て
読

み
取
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

浮
舟
の
手
習
歌
は
、
す
で
に
そ
の
重
要
性
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
き

丸
。
浮
舟
巻
に
お
い
て
、
手
習
歌
は
二
首
あ
る
が
、
次
の
歌
も
彼
女
の

運
命
を
予
知
す
る
よ
う
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
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(
浮
舟
)
降
り
み
だ
れ
み
ぎ
は
に
こ
ほ
る
雪
よ
り
も
中
空
に
て

ぞ
わ
れ
は
消
ぬ
ベ
き

と
書
き
消
ち
た
り
。
こ
の
「
中
空
」
を
と
が
め
た
ま
ふ
。
げ
に
、

憎
く
も
書
き
て
け
る
か
な
と
、
恥
づ
か
し
く
て
ひ
き
破
り
つ
。

(
浮
舟
⑥
一
五
四
)



こ
の
場
面
か
ら
は
、
匂
宮
と
の
関
係
で
物
思
い
に
ふ
け
る
浮
舟
の
心

境
が
う
か
が
わ
れ
る
。
さ
ら
に
「
中
空
」
に
消
え
て
い
く
自
分
の
運
命

を
予
測
し
て
い
る
こ
と
も
物
語
に
お
け
る
手
習
歌
の
重
要
性
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
浮
舟
自
身
が
不
吉
を
感
じ
、
か
き
消
し
た
わ
け

で
あ
る
。
自
分
も
感
知
で
き
な
か
っ
た
心
境
が
手
習
歌
と
し
て
あ
ら
わ

れ
た
と
も
言
え
よ
う
。

例
の
浮
舟
の
歌
も
単
に
薫
へ
の
返
歌
と
し
て
の
機
能
に
止
ま
ら
な
い

と
い
う
こ
と
を
前
提
に
問
題
を
提
起
し
た
が
、
こ
の
歌
に
お
け
る
浮
舟

の
彼
女
自
身
へ
の
疑
視
も
ま
た
見
逃
し
難
い
。

四
、
「
つ
れ
づ
れ
」
の
感
覚
と
浮
舟

浮
舟
の
「
つ
れ
づ
れ
と
身
を
知
る
雨
」
歌
に
お
い
て
、
「
つ
れ
づ
れ
」

と
い
う
表
現
に
着
目
し
つ
つ
、
匂
宮
と
の
密
通
に
繋
が
る
浮
舟
の
心
情

の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
考
察
を
試
み
て
み
た
い
。
「
つ
れ
づ
れ
」
と
い
う

言
葉
は
浮
舟
の
登
場
後
、
浮
舟
と
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
な
る
。
そ

し
て
、
浮
舟
の
こ
の
よ
う
な
感
情
は
、
薫
と
の
疎
遠
を
説
明
す
る
も
の

で
あ
る
と
と
も
に
、
匂
宮
と
の
密
通
の
感
覚
と
も
結
び
つ
け
て
考
え
ら

れ
る
と
一
一
一
一
回
え
よ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
二
条
院
に
お
い
て
、
浮
舟
は
薫
よ
り
匂
宮
の
方
に

先
に
接
し
て
い
た
。
次
の
部
分
は
、
二
条
院
に
比
べ
殺
風
景
な
三
条
の

隠
れ
家
で
、
浮
舟
が
一
人
で
様
々
な
物
思
い
に
沈
ん
で
い
る
一
節
で
あ

る。

旅
の
宿
は
つ
れ
づ
れ
に
て
、
庭
の
草
も
い
ぶ
せ
き
心
地
す
る
に
、

賎
し
き
東
国
声
し
た
る
者
ど
も
ば
か
り
の
み
出
で
入
り
、
慰
め
に

見
る
べ
き
前
栽
の
花
も
な
し
。
う
ち
あ
ば
れ
て
、
は
れ
ば
れ
し
か

ら
で
明
か
し
暮
ら
す
に
、
宮
の
上
の
御
あ
り
さ
ま
思
ひ
出
づ
る
に
、

若
い
心
地
に
恋
し
か
り
け
り
。
あ
や
に
く
だ
ち
た
ま
へ
り
し
人
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

恩

ひ

出

で

ら

る

。

(

東

屋

⑥

八

三

)
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こ
の
場
面
は
浮
舟
物
語
に
お
い
て
、
匂
宮
を
考
え
る
際
、
欠
か
す
こ

と
が
で
き
な
い
部
分
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
箇
所
で
は
、
こ
れ
ま

で
の
浮
舟
物
語
と
は
、
や
や
様
相
を
異
に
し
て
、
浮
舟
の
内
面
が
あ
る

程
度
具
体
的
に
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
宿
木
巻
か
ら
こ
の
部
分
ま
で
、
浮
舟
本
人
の

心
境
が
窺
わ
れ
る
箇
所
は
殆
ど
な
く
、
浮
舟
の
周
囲
の
人
々
の
思
い
や

状
況
が
彼
女
を
取
り
囲
む
形
で
語
ら
れ
て
い
た
。
は
じ
め
て
浮
舟
の
内

面
の
叙
述
が
見
え
る
部
分
に
し
て
も
、
彼
女
自
身
の
内
面
叙
述
と
は
言

え
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
平
林
優

子
氏
の
指
摘
が
あ
る
柄
、
例
え
ば
、
母
の
計
ら
い
で
、
中
の
君
の
い
る



二
条
院
の
酉
の
対
に
移
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
時
や
、
そ
の
後
、
浮
舟
を

中
の
君
に
託
し
て
中
将
の
君
が
常
陸
邸
に
帰
る
時
な
ど
の
叙
述
が
そ
れ

で
あ
る
。
「
(
中
将
の
君
は
)
い
と
う
れ
し
と
思
ほ
し
て
、
人
知
れ
ず
出

で
立
つ
。
御
方
も
、
か
の
御
あ
た
り
を
ば
睦
び
き
こ
え
ま
ほ
し
と
思
ふ

心
な
れ
ば
、
な
か
な
か
か
か
る
こ
と
ど
も
の
出
で
来
た
る
を
う
れ
し
と

思
ふ
」
(
東
屋
⑥
四
O
)
「
こ
の
御
方
も
)
い
と
心
細
く
な
ら
は
ぬ
心
地

に
立
ち
離
れ
ん
と
恩
へ
ど
」
(
東
屋
⑥
五
七
)
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
も

「
御
方
も
」
「
こ
の
御
方
も
」
と
い
う
形
で
、
浮
舟
の
内
心
は
母
の
中
将

の
思
い
に
密
着
し
た
形
で
語
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
三
条
の
隠
れ
家
で
の
浮
舟
の
心
情
叙
述
は
、
明
ら
か

に
以
前
の
そ
れ
と
は
位
相
を
異
に
し
て
い
る
。
東
屋
巻
か
ら
本
格
的
に

物
語
に
登
場
し
て
い
る
浮
舟
は
、
東
国
か
ら
中
の
君
の
二
条
院
へ
と
移

さ
れ
、
中
の
君
の
蔭
に
隠
れ
て
日
々
を
送
る
。
や
っ
と
一
人
に
な
っ
た

浮
舟
は
、
自
分
の
身
の
上
に
つ
い
て
思
い
に
ふ
け
る
時
間
が
で
き
た
。

二
条
院
で
の
匂
宮
と
の
出
来
事
を
「
恐
ろ
し
か
り
し
も
思
ひ
で
ら
る
」

と
、
思
い
返
す
。
こ
の
匂
宮
と
の
出
来
事
帽
を
め
ぐ
っ
て
、
浮
舟
は
母
や

乳
母
な
ど
の
思
い
と
は
別
の
、
自
分
自
身
の
固
有
の
思
い
を
持
ち
は
じ

め
て
い
る
の
で
あ
る
。
薫
と
契
る
前
、
浮
舟
に
と
っ
て
匂
宮
と
の
出
来

事
は
あ
ま
り
に
も
強
烈
な
印
象
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
三
条

の
隠
れ
家
で
、
浮
舟
は
匂
宮
と
の
出
来
事
場
を
気
に
か
け
な
が
ら
、
薫
と

結
ぼ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
薫
に
頼
る
よ
う
に
な
る
。

こ
こ
で
、
注
目
し
た
い
の
は
、
「
旅
の
宿
り
は
つ
れ
づ
れ
に
て
」
の

三
条
の
隠
れ
家
の
場
面
描
写
と
「
恐
ろ
し
か
り
し
も
思
ひ
で
ら
る
」
と

い
う
浮
舟
の
心
情
が
調
和
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
三
条
の
隠
れ
家
に
至

る
前
、
浮
舟
は
「
つ
れ
づ
れ
」
ー
を
感
じ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
母
と
中

の
君
の
そ
ば
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
よ
り
浮
舟
は
「
つ
れ
づ
れ
」
の
思
い

を
抱
き
は
じ
め
、
自
分
の
身
の
上
を
思
う
よ
う
に
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
偶
然
に
も
彼
女
の
心
中
に
あ
っ
た
の
は
、
匂
宮
と
の
出
来
事
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
浮
舟
巻
で
、
浮
舟
の
「
つ
れ
づ
れ
」
の
深
層

に
匂
宮
の
思
い
出
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
浮
舟

は
そ
の
「
つ
れ
づ
れ
」
の
感
情
に
惑
わ
さ
れ
つ
つ
匂
宮
と
の
密
通
に
向

か
っ
て
い
く
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
浮
舟
を
め
ぐ
っ
て
の
、
「
つ
れ
づ
れ
」
に
関

す
る
用
例
を
辿
り
な
が
ら
、
特
に
、
彼
女
の
密
通
と
結
び
つ
け
て
考
え

て
み
た
い
。
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(
匂
宮
)
「
今
は
の
た
ま
へ
か
し
。
誰
が
ぞ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、

(
中
の
君
)
「
昔
、
か
の
山
里
に
あ
り
け
る
人
の
む
す
め
の
、
さ
る

や
う
あ
り
て
、
こ
の
ご
ろ
か
し
こ
に
あ
る
と
な
む
聞
き
は
べ
り
し
」

と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
お
し
な
べ
て
仕
う
ま
つ
る
と
は
見
え
ぬ
文

書
き
を
心
得
た
ま
ふ
に
、
か
の
わ
づ
ら
は
し
き
こ
と
あ
る
に
思
し

あ
は
せ
っ
。
卯
槌
を
か
し
う
、
つ
れ
づ
れ
な
り
け
る
人
の
し
わ
ざ

と
見
え
た
り
。
ま
た
ぶ
り
に
、
山
橘
作
り
て
貫
き
そ
へ
た
る
枝



(
浮
舟
)
ま
だ
古
り
ぬ
も
の
に
は
あ
れ
ど
君
が
た
め
ふ
か
き
心
に

ま
っ
と
知
ら
な
ん

と
、
こ
と
な
る
こ
と
な
き
を
、
か
の
思
ひ
わ
た
る
人
の
に
や
と
思

し
寄
り
ぬ
る
に
、
御
目
と
ま
り
て
、
(
匂
宮
)
「
返
り
事
し
た
ま
へ
。

情
な
し
。
隠
い
た
ま
ふ
べ
き
文
に
も
あ
ら
ざ
め
る
を
。
な
ど
御
気

色
の
あ
し
き
。
ま
か
り
な
ん
よ
」
と
て
立
ち
た
ま
ひ
ぬ
。

(
浮
舟
⑥
一
一
一
一
)

正
月
に
な
り
、
浮
舟
か
ら
異
母
姉
の
中
の
君
の
も
と
へ
手
紙
が
届
く
。

そ
れ
が
、
居
合
わ
せ
た
匂
宮
の
自
に
と
ま
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点

は
、
浮
舟
の
手
紙
を
み
て
匂
宮
は
ま
ず
、
「
つ
れ
づ
れ
な
り
け
る
人
の

し
わ
ざ
」
と
思
う
の
で
あ
る
。
『
湖
月
抄
』
ー
で
は
、
「
つ
れ
づ
れ
な
り
け

る
入
の
」
に
つ
い
て
「
隙
の
あ
る
人
の
し
た
る
も
の
と
也
」
と
述
べ
、

ま
た
「
か
の
わ
づ
ら
は
し
き
こ
と
」
は
「
か
の
見
初
め
給
ひ
し
人
と
お

ぼ
し
あ
は
す
也
」
と
、
語
っ
て
い
る
。
匂
宮
は
そ
こ
で
「
思
し
あ
は
せ

っ
」
と
、
以
前
、
偶
然
に
見
か
け
た
女
君
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
の
で

あ
る
。
結
局
、
こ
の
手
紙
が
き
っ
か
け
で
物
語
で
は
急
速
に
匂
宮
と
浮

舟
の
関
係
が
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
つ
れ
づ
れ
な
り
け
る
人
」

と
い
う
表
現
は
密
通
へ
と
導
か
れ
る
暗
示
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
中
の
君
の
も
と
に
届
い
た
浮
舟
の
手

紙
を
読
ん
だ
後
、
匂
宮
が
宇
治
を
訪
れ
浮
舟
の
も
と
に
忍
び
通
う
よ
う

に
な
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
や
は
り
何
か
の
暗
示
が
潜
ん
で
い
る
と
言

え
よ
う
。
そ
し
て
、
浮
舟
の
暮
ら
し
に
つ
い
て
物
語
は
彼
女
の
感
情
と

は
別
に
、
周
囲
の
人
々
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
「
つ
れ
づ
れ
」
と
表
現
し

て
い
く
の
で
あ
る
。

母
君
、
た
つ
や
と
、
い
と
あ
は
れ
な
る
文
を
書
き
て
お
こ
せ
た

ま
ふ
。
お
ろ
か
な
ら
ず
心
苦
し
う
思
ひ
あ
つ
か
ひ
た
ま
ふ
め
る
に
、

か
ひ
な
う
も
て
あ
っ
か
は
れ
た
て
ま
つ
る
こ
と
と
う
ち
泣
か
れ

て
、
「
い
か
に
つ
れ
づ
れ
に
見
な
ら
は
ぬ
心
地
し
た
ま
ふ
ら
ん
。

し
ば
し
忍
び
過
ぐ
し
た
ま
へ
」
と
あ
る
返
り
事
に
、
(
浮
舟
)
「
つ

れ
づ
れ
は
何
か
。
心
や
す
く
て
な
む
。
」
(
東
屋
⑥
八
三
1
八
四
)

勺
，

引
用
文
は
、
中
の
君
の
と
こ
ろ
か
ら
隠
れ
家
へ
移
し
た
浮
舟
の
も
と

に
、
母
の
中
将
の
君
か
ら
連
絡
が
届
く
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
母
の

中
将
の
君
は
浮
舟
に
三
条
の
隠
れ
家
で
の
暮
ら
し
に
対
し
て
、
「
い
か

に
つ
れ
づ
れ
に
見
な
ら
は
ぬ
こ
こ
ち
し
た
ま
ふ
ら
む
。
」
と
、
所
在
な

さ
を
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
浮
舟
は
「
心
や
す
く
て
な
む
」
と
、

中
将
の
君
を
慰
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
浮
舟
と
母
の
贈
答
場
面
に
つ
い
て
、
「
つ
れ
づ
れ
」
の
表
現
に

注
意
し
た
鈴
木
裕
子
氏
は
、
「
母
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、
既
に
「
恋
」

の
感
覚
に
目
覚
め
つ
つ
あ
る
浮
舟
は
、
そ
の
抽
象
的
な
「
恋
」
の
回
想

で
つ
れ
づ
れ
の
心
を
埋
め
て
い
る
、
そ
う
し
て
過
ご
す
「
つ
れ
づ
れ
」

な
ど
少
し
も
苦
で
は
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
】
と
示
唆
に
富



ん
だ
指
摘
を
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
押
さ
え
て
お
き
た
い
の
は
、
ま

だ
、
浮
舟
は
匂
宮
と
の
聞
で
恋
の
感
情
を
育
ん
で
い
る
と
は
言
い
切
れ

な
い
こ
と
で
あ
る
。
氏
の
指
摘
の
中
で
、
「
抽
象
的
な
「
恋
」
の
回
想

で
つ
れ
づ
れ
の
心
を
埋
め
て
い
る
」
と
あ
る
こ
と
は
、
聞
い
直
す
余
地

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
く
ま
で
、
こ
の
段
階
で
は
匂
宮
に
対
す
る

浮
舟
の
思
い
は
恐
ろ
し
い
体
験
の
記
憶
に
止
ま
っ
て
い
る
。
浮
舟
に
と

っ
て
は
彼
女
の
置
か
れ
た
状
況
や
心
情
の
「
つ
れ
づ
れ
」
に
匂
宮
の
記

憶
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
く
過
程
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
か
ら

彼
女
の
密
通
の
感
覚
が
深
ま
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
薫
に

よ
り
宇
治
に
移
さ
れ
た
後
も
、
な
ん
ら
か
の
形
で
こ
の
「
つ
れ
づ
れ
」

と
い
う
表
現
が
浮
舟
の
心
境
を
表
す
言
葉
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

次
は
、
匂
宮
と
の
密
通
の
後
、
薫
と
匂
宮
と
の
聞
で
、
悩
ん
だ
末
、

死
を
決
心
し
た
浮
舟
が
匂
宮
か
ら
の
手
紙
を
処
分
す
る
場
面
で
あ
る
。

む
つ
か
し
き
反
故
な
ど
破
り
て
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
一
た
び

に
も
し
た
た
め
ず
、
灯
台
の
火
に
焼
き
、
水
に
投
げ
入
れ
さ
せ
な

ど
や
う
や
う
失
ふ
。
心
知
ら
ぬ
御
達
は
、
も
の
へ
渡
り
た
ま
ふ
べ

け
れ
ば
、
つ
れ
づ
れ
な
る
月
日
を
経
て
、
は
か
な
く
し
集
め
た
ま

へ
る
手
習
な
ど
を
破
り
た
ま
ふ
な
め
り
と
思
ふ
。

(
浮
舟
⑥
一
八
五
)

浮
舟
が
死
を
決
心
し
た
後
の
場
面
で
あ
る
が
、
周
囲
の
人
々
は
、
こ

れ
か
ら
の
京
の
生
活
の
た
め
、
浮
舟
が
手
紙
を
処
分
し
て
い
る
と
思
っ

て
い
る
。
「
つ
れ
づ
れ
な
る
月
日
を
経
て
」
と
は
、
宇
治
で
の
浮
舟
の

生
活
が
い
か
に
所
在
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
が
周
囲
の
人
々
の
視
線
で

語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
原
因
が
、
薫
が
浮
舟
の
も
と
へ
な
か
な

か
訪
れ
な
い
こ
と
に
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
浮
舟
に
と
っ
て
「
つ
れ
づ
れ
」
の
言
葉
は
単
な
る

暇
を
表
す
表
現
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
浮
舟
巻
で
、
浮
舟
が
母
の
傍
か
ら

離
れ
て
人
生
を
一
人
歩
み
始
め
る
時
点
か
ら
感
じ
る
「
つ
れ
づ
れ
」
と

い
う
寂
婁
感
と
匂
宮
へ
の
思
い
が
同
時
に
語
り
始
め
ら
れ
る
こ
と
は
注

目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
居
所
を
失
っ
た
浮
舟
が
初
偉
う
空
間
だ
け
で
は

な
く
、
彼
女
の
過
ご
す
苦
し
い
時
間
か
ら
も
他
者
の
意
志
(
特
に
、
匂

宮
と
の
密
通
に
つ
な
が
る
)
に
左
右
さ
れ
る
し
か
な
い
彼
女
の
無
力
さ

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
そ
れ
が
、
匂
宮
と
の
関
係
が
急

速
に
進
ん
だ
一
つ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。

浮
舟
に
と
っ
て
、
宇
治
の
時
空
、
そ
の
も
の
が
〈
さ
す
ら
い
〉
で
あ

ム
。
も
う
一
つ
考
え
た
い
の
は
、
薫
と
離
れ
た
宇
治
で
、
浮
舟
の
「
つ

れ
づ
れ
」
と
い
う
感
情
が
深
ま
っ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
、
薫
と
の
聞
が
疎
遠
で
あ
る
中
、
か
わ
り
に
そ
の
座
を
し
め
る
の

は
、
匂
宮
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
つ
れ
づ
れ
」
と
い
う
表
現
は
浮
舟
の

密
通
の
感
覚
を
説
明
す
る
一
つ
の
鍵
と
な
る
言
葉
で
あ
る
と
言
え
よ

、つ
J
O
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玉
、
お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
浮
舟
巻
に
お
け
る
浮
舟
の
自
己
意
識
の
問
題
を
、

彼
女
の
「
身
を
知
る
雨
」
歌
を
中
心
に
考
察
し
て
み
た
。
返
歌
と
し
て

薫
に
贈
ら
れ
た
浮
舟
の
歌
は
、
薫
と
の
感
情
の
ず
れ
と
彼
女
自
身
の
自

己
意
識
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
浮
舟
巻
の
冒
頭
で

匂
宮
と
の
密
通
に
身
を
委
ね
た
浮
舟
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
走
る
し
か

な
か
っ
た
彼
女
自
身
の
心
境
が
、
巧
み
に
歌
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

特
に
、
浮
舟
の
手
習
歌
に
は
、
彼
女
本
人
さ
え
も
意
識
し
き
れ
て
い
な

い
感
情
を
表
面
化
さ
せ
る
言
葉
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
浮
舟

の
一
連
の
言
葉
は
、
巧
み
な
連
想
に
よ
っ
て
練
り
上
げ
ら
れ
、
浮
舟
の

運
命
さ
え
揺
さ
ぶ
る
も
の
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

浮
舟
巻
を
浮
舟
物
語
の
中
で
い
か
に
位
置
づ
け
れ
ば
よ
い
か
。
浮
舟

巻
を
浮
舟
の
自
己
意
識
の
場
と
し
て
み
た
場
合
、
こ
の
「
身
を
知
る
雨
」

歌
の
部
分
は
、
重
要
な
箇
所
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
歌
を
詠
ん

で
か
ら
浮
舟
は
疎
遠
な
薫
と
の
関
係
を
再
認
識
し
自
分
の
身
の
上
を

「
憂
き
身
」
と
し
て
把
握
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
歌

が
『
古
今
集
』
・
『
伊
勢
物
語
』
第
百
七
段
の
「
身
を
知
る
雨
」
の
歌

言
葉
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
主
題
ま
で
を
練
り
こ
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
注

意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
伊
勢
物
語
』
の
話
と
浮
舟
の
諸
問
題
と
合
わ

せ
論
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
浮
舟
巻
の
主
題
が
明
ら
か
に
な
る

に
違
い
な
い
が
、
今
の
と
こ
ろ
確
か
な
の
は
、
浮
舟
巻
で
、
薫
、
匂
宮

と
の
関
係
に
混
迷
す
る
中
、
自
分
の
身
の
上
を
深
刻
に
認
識
し
て
い
く

自
己
意
識
の
片
鱗
と
し
て
浮
舟
の
「
身
を
知
る
雨
」
歌
が
あ
っ
た
こ
と

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

i主2 

鈴
木
日
出
男
『
源
氏
物
語
虚
構
論
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
二
O
O
三
年
)

『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
金
集
』
(
小
学
館
)
に
よ

り
そ
の
巻
名
と
巻
数
、
頁
数
を
記
す
。

藤
井
貞
利
「
歌
人
浮
舟
の
成
長
|
|
物
語
に
お
け
る
」
〔
『
源
氏
物
語
論
』

(
岩
波
書
庖
、
ニ
0
0
0
年
)
二
ハ
頁
〕

針
本
正
行
「
「
身
を
知
る
雨
」
表
現
史
論
|
|
『
古
今
集
』
・
『
伊
勢
物

語
』
・
『
和
泉
式
部
日
記
』
・
『
源
氏
物
語
』
を
中
心
に
|
|
」
〔
室
伏
信

助
(
編
)
『
伊
勢
物
語
の
表
現
史
』
、
笠
間
書
院
、
二
O
O
四
年
〕
。
本
稿
は
、

針
本
氏
の
論
に
導
か
れ
つ
つ
、
そ
れ
と
同
時
に
、
浮
舟
の
「
身
を
知
る
雨
」

歌
が
彼
女
の
入
水
・
出
家
志
向
を
読
み
起
こ
す
も
の
と
し
で
あ
っ
た
と
捉

え
る
針
本
氏
の
論
と
は
や
や
異
な
る
視
点
で
浮
舟
の
「
身
を
知
る
雨
」
歌

を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。

甲
斐
陸
朗
「
源
氏
物
語
の
人
物
把
握
の
一
方
法
|
|
匂
宮
の
人
物
像
を
中
心

に
|
|
1
」
(
『
中
古
文
学
』
七
号
、
一
九
七
一
年
三
月
)

伊
井
春
樹
「
浮
舟
の
異
性
観
」
(
『
解
釈
と
鑑
賞
国
文
学
』
第
六
九
巻
十

二
号
、
二
O
O
四
年
十
二
月
)
に
指
摘
が
あ
る
。

『
古
今
集
』
の
本
文
は
、
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
(
小
学
館
)
に
よ

勺コ守，，
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り
巻
数
と
歌
の
番
号
を
記
す
。

『
河
海
抄
』
、
に
は
ア
の
歌
を
、
『
眠
江
入
楚
』
『
紫
明
抄
』
『
孟
律
抄
』
に

は
イ
の
歌
を
、
『
湖
月
抄
』
に
は
ア
、
ィ
両
方
を
引
歌
と
し
て
あ
げ
て
い

る。小
町
谷
照
彦
「
手
習
の
君
浮
舟
」
(
『
王
朝
文
学
の
歌
こ
と
ば
表
現
』
若
草

堂
豆
一
房
、
一
九
九
七
年
)

『
伊
勢
物
語
』
の
本
文
は
、
『
新
編
日
本
古
典
全
集
』
(
小
学
館
)
に
よ
り
、

段
数
と
頁
を
記
す
。

『
本
居
宣
長
会
集
』
第
四
巻
(
筑
摩
書
一
房
、
一
九
六
九
年
)
五
O
六
頁

『
細
流
抄
』
に
「
星
の
名
と
は
、
宇
治
を
い
へ
り
。
喜
撰
が
歌
よ
り
出
た

り
。
い
と
ど
い
へ
る
字
妙
也
。
里
の
名
と
い
ひ
て
、
う
き
は
み
え
た
る
を
、

又
か
さ
ね
て
う
き
と
い
へ
る
感
あ
る
事
也
」
と
し
て
い
る
。

池
田
和
臣
『
源
氏
物
語
表
現
構
造
と
水
脈
』
(
武
蔵
野
書
院
、
二
O
O
一

年
)
、
関
根
賢
司
『
字
治
十
帖
の
企
て
』
(
お
う
ふ
う
、
二
O
O
五
年
)
、
高

田
裕
彦
『
源
氏
物
語
の
文
学
史
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
二
O
O
三
年
)
な

と。平
林
優
子
「
浮
舟
の
入
水
に
つ
い
て
」
〔
論
集
平
安
文
学
第
四
号
『
源
氏
物

語
試
論
集
』
、
勉
誠
社
、
一
九
九
七
年
〕

「
つ
れ
づ
れ
」
の
言
葉
の
意
味
は
、
「
為
す
事
も
な
く
て
物
寂
し
き
さ
ま
。

す
べ
き
わ
ざ
も
な
く
、
ひ
ま
な
る
さ
ま
。
閑
散
無
珊
」
の
意
味
で
あ
る

(
北
山
総
太
『
源
氏
物
語
辞
典
』
、
平
凡
社
、
一
九
七
五
年
)
。

橋
本
真
理
子
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
つ
れ
づ
れ
に
つ
い
て
の
試
論
」

(
『
平
安
朝
文
学
研
究
』
一
九
六
九
年
二
一
月
)
は
、
宇
治
十
帖
に
お
け
る

「
つ
れ
づ
れ
」
の
用
例
の
中
、
特
に
、
浮
舟
に
関
す
る
用
例
の
多
さ
か
ら
、

「
無
性
格
と
云
わ
れ
る
浮
舟
の
人
間
の
形
象
化
の
方
法
に
も
、
作
者
の
意
図
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に
も
接
近
し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
そ
の
重
要
性
に
着
目
し
て
い

る
。
氏
の
見
解
は
手
習
巻
に
重
心
を
置
き
「
現
世
離
脱
か
ら
出
家
へ
向
か

う
、
内
部
よ
り
生
じ
た
耐
え
難
い
余
剰
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
説
く
。

最
近
、
高
橋
汐
子
氏
「
「
つ
れ
づ
れ
」
の
女
君
|
|
浮
舟
物
語
に
お
け
る

「
つ
れ
づ
れ
」
宇
|
」
(
『
物
語
研
究
』
第
四
号
、
物
語
研
究
会
、
二
O
O

四
年
三
月
)
で
は
、
匂
宮
に
よ
っ
て
、
浮
舟
の
時
聞
が
変
化
す
る
と
し
て
、

浮
舟
の
「
つ
れ
づ
れ
」
の
思
い
が
匂
宮
に
左
右
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
節
で
は
浮
舟
巻
で
浮
舟
の
置
か
れ
た
状
況

と
心
境
の
中
に
お
け
る
浮
舟
の
「
つ
れ
づ
れ
」
を
匂
官
と
の
密
通
へ
の
下

地
と
し
て
読
み
解
き
た
い
。

有
川
武
彦
(
校
訂
)
『
増
注
源
氏
物
語
湖
月
抄
』
(
講
談
社
学
術
文
庫
三

一
四
上
一
一
一
五
、
講
談
社
、
一
九
八
二
年
、
七
六
四
1
七
六
五
頁
)

井
野
菜
子
「
浮
舟
の
山
橘
」
(
『
論
叢
源
氏
物
語
4
本
文
と
表
現
』
、
新
潮
社
、

二
O
O
二
年
)
で
は
「
山
橘
」
の
語
か
ら
浮
舟
の
「
忍
ぶ
恋
」
を
読
み
解

い
て
い
る
。

鈴
木
裕
子
「
浮
舟
の
和
歌
に
つ
い
て
|
|
初
期
の
贈
答
歌
二
首
の
再
検
討
|

|
」
〔
『
中
古
文
学
』
第
五
五
巻
五
七
号
(
中
古
文
学
会
、
一
九
九
六
年
五

月
)
四
二
頁
〕

高
橋
亨
「
宇
治
物
語
時
空
論
」
(
『
源
氏
物
語
の
対
立
法
』
、
東
京
大
学
出
版

社
、
一
九
八
二
年
)
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