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は
じ
め
に

物
語
の
主
人
公
は
単
に
登
場
す
る
分
量
の
多
少
と
い
う
問
題
を
超

え
て
作
品
の
構
成
や
展
開
方
向
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
実
に
深
い
意

味
を
有
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
物
語
の
方
法
と
い
う
の
は
主

人
公
の
意
味
そ
の
も
の
と
も
深
い
関
連
性
を
持
つ
と
い
え
る
。
主
と

し
て
小
野
で
蘇
生
し
た
浮
舟
が
出
家
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
追
っ
て

い
る
手
習
巻
に
は
、
浮
舟
の
心
情
表
現
と
と
も
に
、
多
く
の
独
詠
歌
、

手
習
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
歌
や
表
現
は
、い
わ
ゆ
る「
語

ら
ぬ
女
」
と
し
て
、
そ
の
内
面
世
界
が
作
品
の
展
開
と
深
く
関
わ
り

合
う
こ
と
の
な
か
っ
た
浮
舟
と
い
う
ヒ
ロ
イ
ン
の
内
面
的
な
成
長
を

示
し
て
い
る
と
同
時
に
、
第
三
部
の
後
半
に
入
り
、
男
性
主
人
公
か

ら
女
性
主
人
公
へ
と
物
語
の
中
心
が
移
動
し
て
い
る
こ
と
と
も
関
わ

り
合
う
点
で
、
手
習
巻
の
方
法
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
。

手
習
巻
の
中
将
挿
話
を
め
ぐ
っ
て
は
「
あ
は
れ
」
に
満
ち
た
表
現

が
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
現
実
の
苦
悩
の
中
に
孤
絶
す
る
浮

舟
と
の
断
絶
が
浮
か
び
上
が
り
、
結
果
と
し
て
「
あ
は
れ
」
が
色
を

失
い
相
対
化
さ
れ
る
構
造
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
す
る
論⎝
１
⎠、同
じ
く「
あ

は
れ
」
の
語
に
着
目
し
、
中
将
の
挿
話
が
「
薫
型
」
の
人
物
が
薫
に

類
似
し
た
感
情
を
い
だ
い
て
浮
舟
の
前
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
構
想

を
持
つ
と
い
う
論⎝
２
⎠が
宇
治
十
帖
を
読
解
す
る
た
め
の
重
要
な
示
唆
を

与
え
て
く
れ
る
。
男
主
人
公
が
姿
を
現
さ
な
い
中
、
そ
れ
を
髣
髴
さ

せ
る
人
物
が
女
主
人
公
と
関
わ
り
合
い
、
そ
の
出
家
の
引
き
金
と
な

る
と
い
う
物
語
展
開
の
意
味
す
る
も
の
、
続
編
の
主
人
公
を
め
ぐ
る

物
語
の
方
法
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
考
え
て
み
る
必
要

が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
本
稿
は
、
薫
と
浮
舟
の
関
係
に
つ
い
て
、
そ

薫
と
浮
舟

―
―
「
宇
治
十
帖
」
後
半
部
の
物
語
に
お
け
る
男
と
女
―
―

金　
　

兌
映
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し
て
薫
と
い
う
主
人
公
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
浮
舟
の
手
習
歌
を
視
座
に
、
彼
女
が
出
家
に
至
る
ま

で
の
心
情
の
変
化
を
た
ど
り
つ
つ
、
手
習
巻
の
中
将
挿
話
を
中
心
に

︿
主
人
公
﹀
を
め
ぐ
る
男
女
の
構
図
を
描
き
出
し
、
主
題
を
導
き
出

す
た
め
の
手
習
巻
の
方
法
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一
宇
治
川
に
身
を
投
げ
た
と
思
わ
れ
て
い
た
浮
舟
が
蘇
生
す
る
ま
で

の
物
語
に
お
い
て
は
、
横
川
の
僧
都
の
助
け
と
妹
尼
た
ち
の
保
護
が

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
浮
舟
は
、
小
野
の
庵
に
移
さ
れ
て

も
な
か
な
か
正
気
に
戻
ら
な
か
っ
た
が
、
夏
の
終
り
頃
、
妹
尼
の
懇

願
に
下
山
し
た
僧
都
の
加
持
祈
祷
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
意
識
を
回
復

す
る
。
浮
舟
は
、
自
分
の
失
踪
前
後
の
こ
と
を
回
想
し
戸
惑
い
な
が

ら
も
、
出
家
し
た
い
意
向
を
妹
尼
に
伝
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場

面
に
は
「
心
に
は
、な
ほ
い
か
で
死
な
ん
と
思
ひ
わ
た
り
た
ま
へ
ど
、

さ
ば
か
り
に
て
生
き
と
ま
り
た
る
人
の
命
な
れ
ば
、い
と
執
念
く
て
」

（
⑥
二
九
八
）
と
、
死
に
た
い
と
強
く
願
っ
て
も
死
ね
な
か
っ
た
命
の

し
ぶ
と
さ
が
語
ら
れ
て
い
る
。
手
習
巻
に
お
け
る
最
初
の
浮
舟
の
手

習
歌
に
お
い
て
も
、
浮
舟
の
「
死
」
へ
の
意
志
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
。

な
ほ
あ
さ
ま
し
く
も
の
は
か
な
か
り
け
る
と
、
我
な
が
ら
口
惜

し
け
れ
ば
、
手
習
に
、

　
　

 

身
を
投
げ
し
涙
の
川
の
は
や
き
瀬
を
し
が
ら
み
か
け
て
誰

か
と
ど
め
し

思
ひ
の
外
に
口
惜
し
け
れ
ば
、
行
く
末
も
う
し
ろ
め
た
く
、
疎

ま
し
き
ま
で
思
ひ
や
ら
る
。 

（
手
習
⑥
三
〇
二
⎝
３
⎠）

蘇
生
し
た
浮
舟
が
最
初
に
口
に
し
た
言
葉
は
「
夜
、
こ
の
川
に
落
と

し
入
れ
た
ま
ひ
て
よ
」（
⑥
二
八
八
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
意
識

不
明
の
状
態
で
四
月
五
月
が
過
ぎ
、
僧
都
の
加
持
祈
祷
に
よ
っ
て
よ

う
や
く
意
識
を
回
復
し
た
浮
舟
は
、
自
分
の
失
踪
前
後
の
こ
と
を
回

想
し
始
め
る
。そ
れ
は「
我
は
限
り
と
て
身
を
投
げ
し
人
ぞ
か
し
」（
⑥

二
九
五
～
六
）
と
い
う
記
憶
に
始
発
す
る
。
浮
舟
は
、
意
識
を
失
っ

て
い
た
間
の
わ
が
姿
の
「
恥
づ
か
し
」（
⑥
二
九
六
）
さ
、
死
に
そ
こ

な
っ
た
無
念
さ
を
思
い
、
食
物
を
と
る
こ
と
す
ら
拒
否
す
る
。
右
の

場
面
に
お
け
る
手
習
歌
は
、
蘇
生
直
後
の
浮
舟
の
心
情
の
延
長
上
に

あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
歌
は
、
月
明
の
夜
、
小
野
の
尼

君
た
ち
の
合
奏
を
背
景
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
琴
や
琵
琶
を
演
奏
す
る

人
々
の
中
で
、
浮
舟
は
そ
う
い
う
教
養
を
身
に
つ
け
る
機
会
が
な
か

っ
た
自
分
の
身
の
上
に
つ
い
て
考
え
る
。「
月
の
明
き
夜
な
夜
な
、

老
人
ど
も
は
艶
に
歌
よ
み
、
い
に
し
へ
思
ひ
出
で
つ
つ
さ
ま
ざ
ま
の

物
語
な
ど
す
る
に
、
答
ふ
べ
き
方
も
な
け
れ
ば
」（
⑥
三
〇
二
）
と
あ

る
よ
う
に
、
も
と
よ
り
表
現
力
と
い
う
面
で
は
劣
る
と
語
ら
れ
て
き



－113－

た
浮
舟
で
あ
っ
た
し
、
東
国
で
幼
年
時
代
を
過
ご
し
た
た
め
、
都
で

の
思
い
出
が
な
く
、
老
人
た
ち
の
話
し
合
い
に
入
る
余
地
が
な
い
の

で
あ
る
。
後
藤
祥
子
氏
は
、「
身
を
投
げ
し
」
の
歌
が
発
想
の
面
で
菅

原
道
真
の
歌
「
流
れ
行
く
我
は
水
屑
と
な
り
は
て
ぬ
君
し
が
ら
み
と

な
り
て
と
ど
め
よ
」
に
き
わ
め
て
近
い
と
指
摘
し
「
道
真
歌
に
纒
綿

す
る
流
離
譚
の
孤
高
な
印
象
は
、
浮
舟
の
「
身
を
投
げ
し
」
の
歌
に

響
い
て
い
よ
う
。
︙
地
の
文
に
い
う
所
の
拙
い
生
い
立
ち
や
無
才
の

自
覚
と
は
、
う
ら
は
ら
な
誇
り
高
さ
を
、
歌
の
力
に
は
ひ
そ
め
て
い

る
と
い
え
る⎝
４
⎠」
と
述
べ
る
。
手
習
の
歌
が
「
日
常
的
風
雅
の
世
界
を

超
え
て
屹
立
す
る
」
浮
舟
の
精
神
を
伝
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ

し
て
浮
舟
に
と
っ
て
小
野
は
、
彼
女
が
強
く
希
求
し
て
い
た
「
世
の

中
に
あ
ら
ぬ
と
こ
ろ⎝
５
⎠」

で
も
あ
っ
た
。

次
に
掲
げ
る
の
は
、「
身
を
投
げ
し
」
の
歌
に
つ
づ
く
二
番
目
の
手

習
歌
で
あ
る
。

　
　

 

は
か
な
く
て
世
に
ふ
る
川
の
う
き
瀬
に
は
た
づ
ね
も
ゆ
か

じ
二
本
の
杉

と
手
習
に
ま
じ
り
た
る
を
、
尼
君
見
つ
け
て
、「
二
本
は
、
ま
た

も
あ
ひ
き
こ
え
ん
と
思
ひ
た
ま
ふ
人
あ
る
べ
し
」
と
、
戯
れ
言

を
言
ひ
あ
て
た
る
に
、
胸
つ
ぶ
れ
て
面
赤
め
た
ま
へ
る
も
、
い

と
愛
敬
づ
き
う
つ
く
し
げ
な
り
。 

（
手
習
⑥
三
二
四
）

こ
の
一
首
は
『
古
今
集
』
の
「
初
瀬
川
古
川
の
辺
に
二
本
あ
る
杉
年

経
て
ま
た
も
逢
ひ
見
む
二
本
あ
る
杉
」（
雑
躰
・
旋
頭
歌
・
一
〇
〇
九
）

を
踏
ま
え
る
。
母
や
乳
母
に
導
か
れ
て
何
度
も
初
瀬
に
お
参
り
を
し

た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
か
ひ
も
な
く
、
死
の
う
と
し
た
命
ま
で
も

心
に
か
な
わ
な
か
っ
た
、
と
、
浮
舟
は
考
え
る
。
王
朝
貴
族
社
会
の

女
性
た
ち
に
と
っ
て
の
長
谷
観
音
信
仰
は
、
救
済
の
宗
教
的
意
味
の

み
な
ら
ず
、
呪
術
的
な
現
世
利
益
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た⎝
６
⎠。

そ
し
て
浮
舟
の
運
命
に
お
い
て
重
要
な
瞬
間
は
常
に
観
音
と
結
び
つ

い
て
い
る
と
言
え
る⎝
７
⎠。
薫
に
よ
る
浮
舟
の
か
い
ま
見
は
、
初
瀬
詣
で

か
ら
帰
っ
て
く
る
浮
舟
一
行
と
宇
治
で
来
合
わ
せ
た
時
に
行
わ
れ
た

（
宿
木
⑤
四
八
八
）。
二
条
院
で
匂
宮
に
迫
ら
れ
た
後
、
浮
舟
を
慰
め

励
ま
す
乳
母
の
言
葉
に
「
さ
り
と
も
、初
瀬
の
観
音
お
は
し
ま
せ
ば
、

あ
は
れ
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
ら
ん
。
な
ら
は
ぬ
御
身
に
、
た
び
た

び
し
き
り
て
詣
で
た
ま
ふ
こ
と
は
」（
東
屋
⑥
六
八
）
と
も
あ
っ
た
。

そ
し
て
入
水
自
殺
を
は
か
り
、
失
神
状
態
で
発
見
さ
れ
た
浮
舟
を
蘇

生
さ
せ
た
の
は
、
初
瀬
詣
で
の
妹
尼
等
の
一
行
で
あ
っ
た
。
妹
尼
は

「
お
の
が
寺
に
て
見
し
夢
あ
り
き
」（
⑥
二
八
六
）
と
言
い
「
た
だ
、

わ
が
恋
ひ
悲
し
む
む
す
め
の
か
へ
り
お
は
し
た
る
な
め
り
」（
⑥
二

八
六
～
七
）、
或
い
は
「
い
み
じ
く
か
な
し
と
思
ふ
人
の
か
は
り
に
、

仏
の
導
き
た
ま
へ
る
と
思
ひ
き
こ
ゆ
る
を
」（
⑥
二
八
八
）
と
言
っ
て

い
る
。
観
音
霊
験
譚
の
中
に
は
、
観
音
が
優
婆
塞
な
ど
に
身
を
変
え

て
直
接
救
う
話
も
あ
る
が
「
浮
舟
物
語
」
で
は
、
妹
尼
や
僧
都
た
ち
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を
導
い
て
助
け
さ
せ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う⎝
８
⎠。

引
用
文
に
続
く
と
こ
ろ
で
、浮
舟
は
「
た
び
た
び
詣
で
さ
せ
し
を
、

か
ひ
な
き
に
こ
そ
あ
め
れ
、
命
さ
へ
心
に
か
な
は
ず
、
た
ぐ
ひ
な
き

い
み
じ
き
目
を
見
る
は
い
と
心
憂
き
」（
⑥
三
二
三
～
四
）
と
、
初
瀬

参
詣
を
拒
否
し
た
が
、
浮
舟
が
生
き
て
い
る
こ
と
自
体
、
長
谷
観
音

の
恩
寵
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
浮
舟
は
、
長
谷
観
音
が
導
い
た
妹
尼
や

僧
都
た
ち
に
強
く
守
ら
れ
、
疲
弊
し
た
心
身
を
癒
し
、
自
ら
の
生
を

観
照
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
横
川
の
僧
都
に
調
伏
さ
れ
た

︿
も
の
の
け
﹀
の
言
葉
に
「
さ
れ
ど
観
音
と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
は
は

ぐ
く
み
た
ま
ひ
け
れ
ば
」（
⑥
二
九
五
）
と
、
浮
舟
の
回
生
に
長
谷
観

音
の
霊
験
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
た
。
浮
舟
の
手

習
歌
は
「
浮
舟
自
身
は
意
識
し
な
い
ま
ま
に
、
結
果
と
し
て
匂
宮
と

薫
の
こ
と
を
暗
示
し
た⎝
９
⎠」

形
と
な
っ
た
。
が
、
薫
と
匂
宮
と
の
再
会

の
兆
し
は
、
歌
に
先
立
つ
浮
舟
の
心
情
表
現
に
あ
ら
わ
に
さ
れ
て
お

ら
ず
、こ
と
匂
宮
に
対
し
て
は「
こ
よ
な
く
飽
き
に
た
る
心
地
す
」（
⑥

三
三
一
）、
も
う
う
ん
ざ
り
だ
と
思
う
浮
舟
で
あ
る
。
物
語
の
叙
述

か
ら
見
る
限
り
、
浮
舟
が
い
ま
だ
匂
宮
へ
の
愛
欲
の
思
い
を
抱
い
て

い
る
と
見
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
物
語
の
本
文
か
ら
見

る
限
り
、
浮
舟
が
死
を
決
心
し
た
と
き
、
最
後
ま
で
後
ろ
髪
を
引
か

れ
た
の
は
、
母
親
へ
の
慕
情
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
は
か
な
く
て
」

の
歌
の
直
前
で
思
い
出
さ
れ
て
い
る
の
も
、
初
瀬
に
母
君
と
と
も
に

詣
で
た
日
々
の
こ
と
で
あ
る
。
今
の
浮
舟
に
と
っ
て
「
ま
た
も
あ
ひ

見
む
」
人
と
は
、
母
、
そ
し
て
乳
母
や
右
近
の
こ
と
を
言
う
の
に
違

い
あ
る
ま
い
（
手
習
⑥
三
〇
三
）。「
世
」
を
棄
て
た
今
、
も
は
や
現

世
利
益
を
求
め
る
こ
と
も
な
い
と
、
妹
尼
の
参
詣
勧
誘
を
拒
む
浮
舟

で
あ
る
が
、
肉
親
へ
の
恩
愛
の
情
だ
け
は
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
浮
舟
に
と
っ
て
真
の
保
護
者
た
る
べ
き
存
在
は
、
彼
女
に

本
当
の
愛
を
教
え
て
く
れ
た
か
に
見
え
た
匂
宮
で
は
な
か
っ
た
。

二
手
習
巻
に
は
じ
め
て
登
場
し
「
世
の
中
に
あ
ら
ぬ
と
こ
ろ
」（
⑥

三
〇
四
）
を
求
め
る
浮
舟
の
前
に
現
れ
る
こ
と
で
彼
女
の
出
家
の
引

き
金
と
な
る
中
将
の
存
在
は
、
物
語
の
中
で
如
何
な
る
意
味
を
有
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
中
将
の
懸
想
場
面
を
中
心
に
、
彼

が
「
薫
と
酷
似
し
た
型
の
人
物⎠

₁₀
⎝

」
で
あ
る
こ
と
に
特
に
注
目
し
て
当

該
巻
に
お
け
る
中
将
挿
話
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

浮
舟
が
小
野
の
山
里
で
よ
う
や
く
安
定
を
取
り
戻
し
て
い
る
と
こ

ろ
へ
、
妹
尼
の
亡
き
娘
の
婿
で
あ
っ
た
中
将
が
懸
想
人
と
し
て
登
場

し
て
く
る
。
彼
は
、
横
川
で
修
業
す
る
弟
禅
師
の
君
を
訪
ね
る
つ
い

で
に
、
度
々
小
野
の
山
里
に
立
ち
寄
っ
て
い
た
。
中
将
は
、
妹
尼
と

の
会
話
の
中
で
「
昔
を
思
し
忘
れ
ぬ
御
心
ば
へ
も
、
世
に
な
び
か
せ

た
ま
は
ざ
り
け
る
と
、
お
ろ
か
な
ら
ず
思
ひ
た
ま
へ
ら
る
る
を
り
多
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く
」（
⑥
三
〇
六
）
と
、
そ
の
、
妹
尼
の
亡
き
娘
に
対
す
る
志
が
賞
賛

さ
れ
て
も
い
る
。
新
し
い
人
物
中
将
の
登
場
は
、
亡
き
娘
の
代
わ
り

に
浮
舟
と
、
中
将
と
の
縁
組
を
期
待
す
る
妹
尼
た
ち
の
心
内
が
述
べ

ら
れ
て
い
く
中
で
、
新
た
な
恋
の
場
面
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。

室
内
か
ら
眺
め
て
い
る
浮
舟
の
視
点
に
沿
っ
て
語
ら
れ
る
、
中
将

の
最
初
の
登
場
の
様
子
は
、「
前
駆
う
ち
追
ひ
て
、
あ
て
や
か
な
る
男

の
入
り
来
る
を
見
出
し
て
、
忍
び
や
か
に
て
お
は
せ
し
人

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
御
さ
ま

け
は
ひ
ぞ
さ
や
か
に
思
ひ
出
で
ら
る
る
」（
⑥
三
〇
四
）
と
描
か
れ
て

い
る
。「
例
の
、
忍
び
て
お
は
し
た
り
」（
浮
舟
⑥
一
四
二
）
と
、
人

目
を
避
け
て
宇
治
に
通
っ
て
い
た
薫
の
こ
と
が
こ
こ
で
想
起
さ
れ

る
。「
垣
ほ
に
植
ゑ
た
る
撫
子
も
お
も
し
ろ
く
、
女
郎
花
、
桔
梗
な

ど
咲
き
は
じ
め
た
る
」（
⑥
三
〇
五
）、
そ
う
し
た
前
栽
の
な
か
に
、

色
さ
ま
ざ
ま
の
狩
衣
姿
の
若
い
男
た
ち
を
大
勢
引
き
連
れ
、
同
じ
よ

う
な
装
束
を
し
て
邸
に
入
っ
て
く
る
中
将
。そ
の
姿
は
、山
里
の
人
々

に
亡
き
娘
の
生
前
を
追
憶
さ
せ
、
で
き
る
こ
と
な
ら
浮
舟
を
そ
の
身0

代
わ
り

0

0

0

と
し
て
中
将
と
結
ば
せ
た
い
と
い
う
思
い
を
尼
君
に
抱
か
せ

る
。
中
将
の
懸
想
に
お
い
て
「
女
郎
花
」
に
関
わ
っ
た
表
現
が
多
く

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る⎠

₁₁
⎝

。

中
将
の
最
初
の
訪
問
の
帰
り
際
、「
前
近
き
女
郎
花
を
折
り
て
、「
何

に
ほ
ふ
ら
ん
」
と
口
ず
さ
び
て
、
独
り
ご
ち
立
て
り
」（
⑥
三
〇
九
）

と
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
注
目
し
た
い
。「
こ
こ
に
し
も
何
に
ほ
ふ

ら
ん
女
郎
花
人
の
も
の
言
ひ
さ
が
に
く
き
世
に
」（
拾
遺
・
雑
秋
・
遍

照
・
一
〇
九
八
）
が
引
か
れ
た
こ
の
部
分
で
、
中
将
の
底
意
は
こ
の

歌
の
上
句
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
人
々
は
下
句
に
重
点
を
置
い
て
受
け

取
り
、
再
び
中
将
へ
の
賞
賛
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
姫
部
志
」

「
美
人
部
師
」「
姫
部
四
」「
佳
人
部
為
」
等
と
表
記
さ
れ
、
女
性
の

比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
の
「
女
郎
花
」
と
い
う
歌
こ
と
ば
は
、

と
り
わ
け
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、「
女
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、

男
性
か
ら
の
愛
憐
執
着
の
対
象
と
な
っ
て
し
ま
う
、
女
の
生
き
難

さ⎠
₁₂
⎝

」
を
暗
示
す
る
言
葉
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
手
習
巻
の
中
将
の

登
場
場
面
に
「
女
郎
花
」
が
頻
用
さ
れ
る
の
は
、
中
将
が
他
な
ら
ぬ

「
矮
小
化
さ
れ
た
薫
」
で
あ
る
た
め
、
こ
の
二
人
が
と
も
に
、
浮
舟

と
相
容
れ
る
境
地
に
は
な
い
こ
と
を
際
や
か
に
示
す
も
の
で
あ
る
と

小
山
香
織
氏
は
述
べ
る
。
そ
し
て
宿
木
巻
の
薫
は
、
世
の
無
常
・
は

か
な
さ
の
象
徴
で
あ
る
朝
顔
の
花
を
「
折
り
て
持
」
ち
、「
女
郎
花
を

ば
見
過
ぎ
」（
⑤
三
九
一
）
た
と
語
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
の

中
将
は
「
女
郎
花
を
折
」
る
こ
と
で
薫
よ
り
も
さ
ら
に
卑
俗
な
存
在

で
あ
る
こ
と
を
自
ら
示
し
た
も
の
と
な
っ
た
。
中
将
の
浮
舟
へ
の
懸

想
は
、
浮
舟
の
置
か
れ
た
状
況
か
ら
し
て
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
な
い

も
の
で
あ
る
が
、
中
将
の
感
情
は
ひ
と
り
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、
浮
舟

の
代
理
人
格
で
あ
る
妹
尼
と
次
の
よ
う
な
和
歌
を
贈
答
す
る
。

（
中
将
）
あ
だ
し
野
の
風
に
な
び
く
な
女
郎
花
我
し
め
結
は
む
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道
と
ほ
く
と
も

（
妹
尼
）
う
つ
し
植
ゑ
て
思
ひ
乱
れ
ぬ
女
郎
花
う
き
世
を
そ
む

く
草
の
庵
に 

（
手
習
⑥
三
一
三
）

「
女
郎
花
秋
の
野
風
に
う
ち
な
び
き
心
ひ
と
つ
を
た
れ
に
よ
す
ら
む
」

（
古
今
・
秋
上
・
二
三
〇
・
左
大
臣
時
平
）の
よ
う
に
、「
風
」に「
な
び
く
」

も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
の
多
い
女
郎
花
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で

中
将
は
そ
の
女
郎
花
に
「
我
し
め
結
は
む
」、
わ
が
物
に
し
た
い
と

性
急
に
詠
ん
で
い
る
。
第
一
句
「
あ
だ
し
野
」
は
、
彼
女
自
身
の
意

思
と
は
関
係
な
し
に
薫
と
匂
宮
と
の
二
人
の
貴
公
子
の
間
で
板
挟
み

に
な
っ
て
い
た
浮
舟
の
境
遇
か
ら
す
る
と
、
実
に
皮
肉
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
浮
舟
は
、
小
山
氏
の
指
摘
ど
お
り
「
既
に
自

身
を
女
郎
花
に
喩
え
る
こ
と
も
な
い
」
の
で
あ
っ
た
が
。

引
用
し
た
贈
答
以
外
に
も
、
中
将
と
妹
尼
は
「
待
乳
の
山
」「
鹿

の
泣
く
音
に
」「
を
ち
な
る
里
」
な
ど
の
引
歌
を
駆
使
し
て
会
話
を

交
わ
す
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
や
り
と
り
は
浮
舟
の
内
面
と
は
全

く
無
縁
な
も
の
で
あ
っ
た⎠

₁₃
⎝

。
中
将
の
求
愛
の
言
葉
は
、
恋
の
場
面
に

ふ
さ
わ
し
い
古
歌
な
ど
に
導
か
れ
て
い
な
が
ら
、
沈
黙
す
る
浮
舟
の

「
絶
対
的
な
孤
独⎠

₁₄
⎝

」
の
前
で
空
転
す
る
、
ひ
と
り
よ
が
り
の
よ
う
な

も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
言
わ
れ
る
よ
う
に
、「
山
籠
り
も
う
ら

や
ま
し
う
、
︙
今
日
は
、
み
な
は
ぶ
き
棄
て
て
も
の
し
は
べ
り
つ
る
」

（
⑥
三
〇
五
～
六
）
と
言
う
そ
の
中
将
の
道
心
の
由
来
が
明
か
さ
れ
る

こ
と
は
、
最
後
ま
で
な
い
の
で
あ
る
。
薫
の
場
合
は
、
そ
の
道
心
が

自
己
の
出
生
へ
の
疑
惑
ゆ
え
の
身
の
不
安
に
起
因
す
る
こ
と
が
物
語

の
最
初
の
時
点
に
語
ら
れ
て
い
た
（「
お
ぼ
つ
か
な
誰
に
問
は
ま
し
い
か

に
し
て
は
じ
め
も
は
て
も
知
ら
ぬ
わ
が
身
ぞ
」（
匂
兵
部
卿
⑤
二
五
））。

す
な
わ
ち
、「
輝
き
を
失
い
、矮
小
化
さ
れ
戯
画
化
さ
れ
た
中
将
の
、

ま
さ
し
く
そ
の
描
か
れ
方

0

0

0

0

の
故
に
、
薫
が
物
語
に
再
登
場
し
、
浮
舟

に
何
ら
か
の
関
わ
り
を
持
つ⎠

₁₅
⎝

」
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で

は
、
さ
ら
に
、
主
人
公
そ
の
人
で
は
な
く
「
矮
小
化
さ
れ
戯
画
化
さ

れ
」
た
脇
役
の
人
を
わ
ざ
わ
ざ
登
場
さ
せ
、
ヒ
ロ
イ
ン
と
の
構
図
の

中
で
空
転
す
る
様
子
を
描
い
て
み
せ
た
後
、
主
人
公
そ
の
人
を
本
格

的
に
登
場
さ
せ
る
、
そ
の
方
法
自
体
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。
竹

河
巻
に
お
い
て
は
、
玉
鬘
の
姫
君
を
め
ぐ
る
求
婚
譚
が
中
心
的
な
話

題
と
し
て
展
開
す
る
。
玉
鬘
は
、
も
と
も
と
薫
を
大
君
の
婿
に
と
望

ん
で
い
た
が
、
亡
き
夫
鬚
黒
の
遺
志
を
思
い
か
つ
て
冷
泉
院
の
意
に

背
い
た
こ
と
へ
の
償
い
の
気
持
も
あ
っ
て
、
大
君
を
院
へ
と
の
心
づ

も
り
で
あ
る
。
薫
は「
ま
め
人
」（
竹
河
⑤
六
九
）の
世
評
を
意
識
し「
す

き
者
な
ら
は
む
か
し
」（
⑤
七
〇
）
と
、
姫
君
た
ち
の
周
辺
を
窺
っ
た

り
す
る
が
、「
の
ど
や
か
に
さ
ま
よ
」（
⑤
八
四
）
き
懸
想
人
の
一
線
か

ら
踏
み
出
せ
な
い
。
大
君
一
人
に
熱
を
上
げ
、「
心
い
ら
れ
」（
⑤
八
四
）

し
て
い
る
の
は
、
蔵
人
少
将
で
あ
る
。
薫
は
、
い
か
に
も
「
矮
小
化

さ
れ
た
柏
木
像
」
と
し
て
の
造
型
が
目
立
つ
蔵
人
少
将
に
対
し
、
む
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し
ろ
、
そ
の
観
察
者
的
な
立
場
に
身
を
置
か
さ
れ
て
い
る
。「
人
も

ゆ
る
さ
ぬ
」
禁
忌
の
恋
に
身
を
や
い
て
い
た
の
は
柏
木
そ
の
人
で
あ

っ
た
が
、
柏
木
の
「
矮
小
化
」
と
し
て
描
か
れ
る
の
は
、
薫
で
は
な

く
、
蔵
人
少
将
で
あ
っ
た
。
手
習
巻
に
お
け
る
中
将
は
、
ミ
ニ
薫
と

し
て
そ
の
言
動
や
振
舞
い
な
ど
が
い
か
に
も
「
ま
め
人⎠

₁₆
⎝

」
薫
を
髣
髴

と
さ
せ
な
が
ら
、
道
心
を
持
つ
が
故
に
女
君
と
の
独
特
な
恋
の
形
が

織
り
成
さ
れ
た
薫
と
は
違
い
、
女
君
と
深
く
関
わ
り
合
う
こ
と
が
で

き
ず
、
沈
黙
す
る
女
君
の
前
で
ひ
と
り
空
回
り
す
る
、
滑
稽
味
を
浴

び
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
中
将
の
挿
話
に
よ
っ
て

「
二
重
の
意
味
―
懸
想
そ
の
も
の
に
よ
り
追
い
詰
め
ら
れ
る
と
い
う

必
然
と
、「
あ
は
れ
」
の
世
界
の
相
対
化
と
い
う
も
う
一
つ
の
文
脈
的

必
然
と
―
で
、
浮
舟
の
出
家
は
導
か
れ⎠

₁₇
⎝

」
て
く
る
の
で
あ
り
、
薫
と

浮
舟
の
た
め
の
最
後
の
舞
台
が
用
意
さ
れ
て
く
る
と
言
え
る
の
で
あ

る
。

三
以
上
、
中
将
の
懸
想
を
め
ぐ
る
「
女
郎
花
」
の
頻
用
、
薫
と
の
関

わ
り
の
中
で
の
中
将
挿
話
の
意
味
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
ま
ず
明

ら
か
な
こ
と
は
、「
浮
舟
と
中
将
・
妹
尼
と
の
徹
底
し
た
断
絶
」
で
あ

る
。
中
将
ら
の
関
係
の
「
皮
相
性
・
空
虚
性
」
が
露
わ
に
な
っ
て
い

く
中
で
、
中
将
と
の
交
渉
を
拒
否
し
続
け
る
浮
舟
は
、
沈
黙
を
守
る

こ
と
で
存
在
の
重
み
を
増
し
て
い
く
。
沈
黙
す
る
浮
舟
と
、
俗
的
な

中
将
と
、
浮
舟
を
わ
が
娘
の
身
代
わ
り
と
し
か
認
識
し
な
い
妹
尼
の

様
子
が
描
か
れ
て
い
く
中
で
、
物
語
は
、
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
こ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
前
駆
う
ち
追
ひ
て
、
あ
て
や
か
な
る
男
の
入
り
来
る
を
見
出
し

て
、
忍
び
や
か
に
お
は
せ
し
人
の
︙
」（
⑥
三
〇
四
）。
浮
舟
は
供
人

た
ち
の
先
払
い
の
声
を
聞
き
、
気
品
の
あ
る
男
君
が
邸
内
に
入
っ
て

く
る
の
を
内
か
ら
な
が
め
る
。
浮
舟
は
、中
将
の
訪
問
を
通
し
て「
過

去
」
の
貴
顕
の
世
界
を
「
さ
や
か
」
に
思
い
出
す
。
妹
尼
た
ち
が
中

将
の
願
望
を
口
に
し
て
い
る
の
を
聞
い
て
浮
舟
は「
あ
な
い
み
じ
や
、

世
に
あ
り
て
、
い
か
に
も
い
か
に
も
人
に
見
え
ん
こ
そ
、
そ
れ
に
つ

け
て
ぞ
昔
の
こ
と
思
ひ
出
で
ら
る
べ
き
、
さ
や
う
の
筋
は
、
思
ひ
絶

え
て
忘
れ
な
ん
」（
⑥
三
〇
七
）
と
思
う
。
中
将
は
、浮
舟
の
こ
と
を
、

初
瀬
に
参
詣
し
て
不
思
議
な
い
き
さ
つ
で
見
つ
け
出
し
た
人
だ
と
禅

師
の
君
か
ら
聞
く
と
「
あ
は
れ
な
り
け
る
こ
と
か
な
。
い
か
な
る
人

に
か
あ
ら
む
。
世
の
中
を
う
し
と
て
ぞ
、
さ
る
所
に
は
隠
れ
ゐ
け
む

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
し
。
昔
物
語
の
心
地
も
す
る
か
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
⑥
三
一
一
）
と
、
世
を
厭
わ

し
く
思
い
小
野
の
山
荘
に
隠
れ
住
ん
で
い
る
こ
と
に
興
味
を
示
す
。

荒
廃
し
た
邸
に
住
む
姫
君
と
男
主
人
公
と
の
間
で
恋
物
語
が
展
開
す

る
と
い
っ
た
類
の
話
は
、『
大
和
物
語
』
一
七
三
段
、『
住
吉
物
語
』
な

ど
に
そ
の
典
型
が
見
ら
れ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
の
帚
木
巻
や
末
摘
花
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巻
な
ど
に
も
「
昔
物
語
」
の
用
例
と
そ
の
具
体
相
が
描
き
出
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
例
は
、
男
性
貴
族
の
好
奇
心
を
そ
そ
る
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
と
し
て
、
ま
た
、
若
き
光
源
氏
の
恋
の
経
験
譚
と
し
て
そ
れ
な
り

に
魅
力
的
な
恋
物
語
に
な
り
得
て
い
る
が
、
手
習
巻
の
中
将
は
、
恋

物
語
へ
の
発
展
の
機
会
す
ら
与
え
ら
れ
ず
、
女
君
の
沈
黙
の
前
に
ひ

と
り
空
回
り
し
、
や
が
て
舞
台
か
ら
退
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
浮
舟

は
、
た
だ
、
自
分
が
こ
の
世
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
人
に
知
ら
れ
た

く
な
い
と
思
う
の
み
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
浮
舟
の
内
面
が
妹
尼
た

ち
に
は
全
く
理
解
で
き
ず
、
浮
舟
の
こ
と
が
「
世
づ
か
ず
、
人
に
似

ぬ
人
」（
⑥
三
一
三
）
に
見
え
る
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。

中
将
と
の
結
婚
は
、
浮
舟
に
は
、
薫
と
匂
宮
と
の
間
で
板
ば
さ
み

に
な
っ
て
い
た
つ
ら
い
経
験
を
よ
び
さ
ま
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
中

将
の
言
動
や
振
舞
い
な
ど
が
、
物
語
世
界
に
薫
を
顕
現
さ
せ
て
い
る

こ
と
を
前
に
述
べ
た
が
、
そ
う
で
な
い
よ
う
に
見
え
な
が
ら
露
骨
に

自
分
の
心
を
打
ち
明
け
る
そ
の
求
愛
の
言
葉
が
、
物
語
上
に
ま
ざ
ま

ざ
と
薫
を
想
起
さ
せ
て
い
る
。
中
将
は
、
浮
舟
に
つ
い
て
語
ろ
う
と

し
な
い
妹
尼
に
対
し
て
「
う
ち
つ
け
心
あ
り
て
参
り
来
む
に
だ
に
、

山
深
き
道
の
か
ご
と
は
聞
こ
え
つ
べ
し
。
ま
し
て
思
し
よ
そ
ふ
ら
ん

方
に
つ
け
て
は
、こ
と
ご
と
に
隔
て
た
ま
ふ
ま
じ
き
こ
と
に
こ
そ
は
。

い
か
な
る
筋
に
世
を
恨
み
た
ま
ふ
人
に
か
。
慰
め
き
こ
え
ば
や
」（
⑥

三
一
二
～
三
）
と
、
自
分
の
本
音
を
打
ち
明
け
る
。
薫
も
大
君
に
対

し
て
「
世
の
常
に
な
よ
び
か
な
る
筋
に
も
あ
ら
ず
や
。
た
だ
か
や
う

に
物
隔
て
て
、
言
残
い
た
る
さ
ま
な
ら
ず
、
さ
し
む
か
ひ
て
、
と
に

か
く
に
定
め
な
き
世
の
物
語
を
隔
て
な
く
聞
こ
え
て
」（
総
角
⑤
二
三

〇
）
と
似
た
よ
う
な
言
い
ぐ
さ
を
し
て
い
た
が
、
単
に
女
君
へ
の
接

近
の
仕
方
が
似
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
道
心
へ
の
こ
だ
わ

り
が
そ
の
造
型
の
重
要
な
部
分
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
目

し
た
い
。

中
将
が
三
度
目
に
小
野
を
訪
れ
る
場
面
に
は
、
中
将
が
「
文
な
ど

わ
ざ
と
や
ら
ん
は
、
さ
す
が
に
う
ひ
う
ひ
し
う
、
ほ
の
か
に
見
し
さ

ま
は
忘
れ
ず
、
も
の
思
ふ
ら
ん
筋
何
ご
と
と
知
ら
ね
ど
あ
は
れ
な
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ば0

、八
月
十
余
日
の
ほ
ど
に
、小
鷹
狩
の
つ
い
で
に
お
は
し
た
り
」（
⑥

三
一
四
）
と
あ
る
。
中
将
と
妹
尼
は
「
待
乳
の
山
」
の
引
歌
を
駆
使

し
て
会
話
を
交
わ
し
た
後
、
次
の
よ
う
な
和
歌
を
贈
答
す
る
。

（
中
将
）
松
虫
の
声
を
た
づ
ね
て
来
つ
れ
ど
も
ま
た
荻
原
の
露

に
ま
ど
ひ
ぬ

（
妹
尼
）
秋
の
野
の
露
わ
け
き
た
る
狩
衣
む
ぐ
ら
し
げ
れ
る
宿

に
か
こ
つ
な 

（
手
習
⑥
三
一
五
～
六
）

中
将
の
和
歌
に
見
え
る
「
荻
原
」
の
語
は
、
夕
霧
巻
で
、
夕
霧
が
落

葉
宮
を
訪
れ
る
場
面
に
お
け
る
夕
霧
の
和
歌
「
荻
原
や
軒
端
の
露
に

そ
ぼ
ち
つ
つ
八
重
た
つ
霧
を
分
け
ぞ
ゆ
く
べ
き
」（
④
四
一
一
～
二
）

に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
夕
霧
の
歌
に
対
し
て
落
葉
宮
は
「
分
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け
ゆ
か
む
草
葉
の
露
を
か
ご
と
に
て
な
ほ
濡
れ
衣
を
か
け
ん
と
や
思

ふ
」
と
、
露
に
濡
れ
る
の
を
言
い
が
か
り
に
し
て
、
こ
の
私
に
濡
れ

衣
を
着
せ
よ
う
と
い
う
心
づ
も
り
な
の
で
す
か
、
と
切
り
返
す
。
こ

の
二
人
の
贈
答
の
前
に
は
、二
人
に
よ
る
も
う
一
つ
の
贈
答
歌
「（
落

葉
宮
）
わ
れ
の
み
や
う
き
世
を
知
れ
る
た
め
し
に
て
濡
れ
そ
ふ
袖
の

名
を
く
た
す
べ
き / 

（
夕
霧
）
お
ほ
か
た
は
わ
れ
濡
れ
衣
を
着
せ
ず

と
も
く
ち
に
し
袖
の
名
や
は
か
く
る
る
」）
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ

こ
に
は
「
涙
に
濡
れ
る
」
こ
と
と
「
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
る
」
こ
と

か
ら
の
連
想
で
「
朝
露
」
が
導
き
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
前
者

の
贈
答
歌
が
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
単
な
る
歌

語
の
一
致
と
い
う
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
夕
霧
と
中
将
が
物
語
の
よ
り

深
い
と
こ
ろ
で
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
夕
霧

の
落
葉
宮
を
訪
問
す
る
時
期
は
、
中
将
の
場
合
と
同
じ
く
「
八
月
中

の
十
日
ば
か
り
」（
夕
霧
④
三
九
七
）
と
あ
り
、「
う
ひ
う
ひ
し
」「
家

路
は
見
え
ず
」（
中
将
の
場
合
は
「
見
え
ぬ
山
路
」（
⑥
三
一
七
））
な
ど

酷
似
し
た
言
葉
の
例
が
散
見
す
る
。
中
将
は
薫
だ
け
で
は
な
く
正
編

の
夕
霧
と
も
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
物
語
が
中

将
の
造
型
を
正
編
世
界
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
類
型
的
な
恋
物
語

の
男
主
人
公
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
な
が
ら
、
物
語
そ
の
も
の
に
内
在

す
る
人
間
関
係
の
空
虚
性
・
断
絶
の
中
で
空
転
せ
ざ
る
を
え
な
い
人

物
と
し
て
、
方
法
的
に
登
場
せ
し
め
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

は
な
い
か
。
中
将
の
歌
こ
と
ば
が
空
虚
な
修
飾
の
よ
う
に
聞
こ
え
る

の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
し
た
中
将
の
ひ
と
り
よ
が
り
な

言
動
が
浮
舟
の
共
感
を
得
る
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
中
将
は
浮
舟
出
家

の
直
接
的
な
契
機
を
作
っ
た
。

蘇
生
直
後
の
浮
舟
は
、
尼
君
た
ち
の
初
瀬
参
詣
へ
の
同
行
を
拒
否

し
た
が
、
物
語
の
内
部
世
界
に
は
、
浮
舟
の
死
を
決
意
し
た
意
志
を

再
生
へ
の
道
へ
と
変
化
さ
せ
る
し
た
た
か
な
力
の
よ
う
な
も
の
が
流

れ
て
い
る
。
手
習
巻
の
物
語
は
、
浮
舟
の
意
志
が
か
つ
て
の
「
世
」

を
拒
否
し
、
新
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
力
に
変
わ
る
、
そ
の
過
程
を

描
い
た
も
の
と
も
読
め
る
。
浮
舟
に
と
っ
て
中
将
が
、
過
去
を
思
い

出
さ
せ
る
よ
す
が
に
過
ぎ
な
い
以
上
、
浮
舟
は
中
将
を
回
避
す
る
ほ

か
な
い
の
で
あ
る
が
、
中
将
に
同
調
し
て
風
流
ぶ
る
尼
た
ち
の
存
在

も
、
浮
舟
を
不
安
が
ら
せ
る
「
う
し
ろ
め
た
」（
⑥
三
一
七
）
い
者
た

ち
に
過
ぎ
な
い
。
風
流
気
取
り
の
小
才
子
中
将
も
、
そ
れ
に
調
子
を

合
わ
せ
て
若
や
ぎ
浮
き
た
つ
尼
君
た
ち
も
、
す
べ
て
浮
舟
の
内
面
と

は
無
縁
で
あ
る
。
妹
尼
は
「
例
の
人
に
て
あ
ら
じ
と
、
い
と
う
た
た

あ
る
ま
で
世
を
恨
み
た
ま
ふ
め
れ
ば
。
残
り
少
な
き
齢
の
人
だ
に
、

今
は
と
背
き
は
べ
る
時
は
、
い
と
も
の
心
細
く
お
ぼ
え
は
べ
り
し
も

の
を
」（
⑥
三
一
五
）
と
、
浮
舟
の
前
途
を
案
じ
て
「
親
が
り
」
言
う

が
、
浮
舟
は
、
中
将
と
の
結
婚
を
暗
に
強
要
す
る
妹
尼
た
ち
を
、
自

分
の
真
の
保
護
者
た
る
べ
き
存
在
で
は
な
い
と
「
う
し
ろ
め
た
」
さ
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を
感
じ
る
。
中
将
の
三
度
目
の
来
訪
の
折
、
返
事
を
責
め
る
妹
尼
に

対
し
て
浮
舟
は
、「
さ
や
う
に
世
づ
い
た
ら
む
こ
と
言
ひ
出
で
ん
も
い

と
心
憂
く
」（
⑥
三
一
五
～
六
）
と
思
い
、
妹
尼
へ
の
返
事
さ
え
し
な

く
な
っ
た
。

蘇
生
後
、
浮
舟
は
、
身
上
を
明
か
さ
な
い
こ
と
を
恨
む
妹
尼
に
対

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

る
人
も
あ
ら
ば
、
い
と
い
み
じ
く
こ
そ
」（
⑥
二
九
九
）
と
言
っ
た
。

尼
た
ち
の
娘
や
孫
で
宮
仕
え
を
し
て
い
た
り
、
そ
れ
と
は
違
っ
た
生

活
を
し
て
い
る
（
⑥
三
〇
三
）
者
た
ち
に
対
し
「
か
け
て
も
見
え
ず
」

と
い
う
の
も
、
同
じ
理
由
で
あ
る
。
即
ち
「
世
の
中
に
な
ほ
あ
り
け

り
と
い
か
で
人
に
知
ら
れ
じ
」
と
い
う
の
は
、
浮
舟
の
蘇
生
後
よ
り

一
貫
し
て
い
る
心
情
で
あ
る
。
そ
し
て
過
去
へ
の
繋
が
り
を
忌
避
す

る
浮
舟
の
心
境
が
、
中
将
と
の
縁
組
を
願
う
尼
君
た
ち
の
心
情
と
対

立
す
る
仕
組
み
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
周
り
の
尼
君
た
ち
は
「
心

よ
り
外
に
、
世
に
う
し
ろ
め
た
く
は
見
え
た
ま
は
ぬ
も
の
を
」（
⑥

三
一
六
）
と
、
浮
舟
を
「
ひ
き
動
か
し
つ
べ
く
」
勧
め
る
。
中
将
の

登
場
は
、
浮
舟
の
孤
立
を
一
層
浮
彫
に
し
、
彼
女
を
出
家
の
途
へ
確

実
に
導
い
て
い
る
。

か
か
る
古
代
の
心
ど
も
に
は
あ
り
つ
か
ず
、
い
ま
め
き
つ
つ
、

腰
折
れ
歌
好
ま
し
げ
に
、
若
や
ぐ
気
色
ど
も
は
、
い
と
う
し
ろ

め
た
う
お
ぼ
ゆ
。
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
、 

（
手
習
⑥
三
一
七
）

尼
た
ち
の
「
腰
折
れ
歌
好
ま
し
げ
」
に
浮
き
立
つ
様
子
に
、
浮
舟

は
不
安
の
一
念
に
駆
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
入
水
に
失
敗
し
た
無
念

さ
に
結
び
つ
い
た
︿
さ
す
ら
ひ
﹀
へ
の
恐
れ
が
表
れ
て
お
り
、
そ
の

思
い
は
、
後
文
で
「
ひ
た
ぶ
る
に
亡
き
も
の
に
人
に
見
聞
き
棄
て
ら

れ
て
も
や
み
な
ば
や
」
と
い
う
気
持
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
浮
舟

の
人
生
は
「
さ
す
ら
ひ⎠

₁₈
⎝

」
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
る
と
言
っ
て
も

よ
い
。
彼
女
は
そ
の
名
前
ど
お
り
、
安
住
す
る
こ
と
の
な
い
、
浮
い

て
い
る
舟
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
浮
舟
は
、
中
将
の
懸

想
と
い
う
危
機
的
な
状
況
の
中
で
、
自
分
の
半
生
そ
の
も
の
で
あ
っ

た
︿
さ
す
ら
ひ
﹀
へ
の
不
安
を
覚
え
て
い
る
。
蘇
生
直
後
に
「
い
か

な
る
さ
ま
に
さ
す
ら
へ
け
ん
な
ど
、
思
ひ
や
り
世
づ
か
ず
あ
や
し
か

る
べ
き
」（
⑥
三
〇
三
～
四
）
と
、
他
人
の
想
像
に
思
い
を
め
ぐ
ら
し

て
い
た
と
こ
ろ
に
も
「
さ
す
ら
ひ
」
の
語
が
見
え
て
い
た
。
そ
し
て

中
将
の
執
心
に
つ
け
、
男
と
い
う
も
の
は
執
拗
な
も
の
だ
っ
た
と
、

匂
宮
と
の
体
験
を
思
い
出
す
浮
舟
で
あ
る
。「
い
と
む
つ
か
し
う
も

あ
る
か
な
、
人
の
心
は
あ
な
が
ち
な
る
も
の
な
り
け
り
と
見
知
り
に

し
を
り
を
り
も
、
や
う
や
う
思
ひ
出
づ
る
ま
ま
に
︙
」（
⑥
三
二
二
）。

妹
尼
に
は
、
中
将
の
歌
に
も
返
歌
を
せ
ず
、
尼
た
ち
の
合
奏
に
も
加

わ
ら
な
い
浮
舟
が
「
も
の
思
ひ
知
ら
ぬ
」（
⑥
三
二
二
）
人
の
よ
う
に
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思
わ
れ
て
い
た
が
、浮
舟
は
、「
よ
ろ
づ
に
つ
け
て
世
の
中
を
思
ひ
棄
」

（
⑥
三
二
三
）
て
、孤
立
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、自
分
が
︿
さ

す
ら
ひ
﹀を
つ
づ
け
る
よ
る
べ
の
な
い
身
の
上
に
な
っ
た
の
は
、匂
宮
、そ

の
人
と
の
縁
の
た
め
で
あ
っ
た
と
浮
舟
が
自
覚
し
て
い
る
こ
と（「
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
」（
⑥
三
三
一
））
に
注
意
を
払
い
た
い
。

浮
舟
は
一
途
な
男
の
懸
想
か
ら
逃
れ
る
道
は
出
家
し
か
な
い
こ
と

に
気
づ
く
。
九
月
、
初
瀬
詣
に
出
か
け
る
尼
君
た
ち
は
、
浮
舟
に
も

同
行
を
勧
誘
す
る
が
、
浮
舟
は
「
知
ら
ぬ
人
に
具
し
て
、
さ
る
道
の

歩
き
を
し
た
ら
ん
よ
」（
⑥
三
二
四
）
と
、
拒
絶
す
る
。
出
か
け
て
い

く
尼
君
た
ち
を
見
送
り
、「
頼
も
し
人
に
思
ふ
人
一
人
も
の
し
た
ま
は

ぬ
」（
⑥
三
二
五
）
自
分
の
身
の
上
を
思
う
浮
舟
の
と
こ
ろ
に
、
中
将

が
四
度
目
の
訪
問
を
す
る
。
例
に
よ
っ
て
浮
舟
に
「
あ
は
れ
」
を
求

め
る
中
将
は
「
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
」（
⑥
三
二
八
）
と
詠
み
か
け
な
が
ら
「
お
の
づ
か
ら

御
心
も
通
ひ
ぬ
べ
き
を
」
と
い
う
。
浮
舟
は
、
た
だ
気
味
わ
る
く
ば

か
り
思
っ
て
い
た
老
尼
の
居
室
に
逃
げ
込
む
。
浮
舟
は
、
地
獄
の
さ

ま
を
連
想
さ
せ
る
老
尼
た
ち
の
大
き
な
い
び
き
、
母
尼
君
の
い
た
ち

の
よ
う
な
動
作
に
お
び
え
る
。「
い
と
恐
ろ
し
う
、
今
宵
こ
の
人
々

に
や
食
は
れ
な
ん
と
思
ふ
も
、
惜
し
か
ら
ぬ
身
な
れ
ど
、
例
の
心
弱

さ
は
、
︙
」（
⑥
三
二
九
）。
浮
舟
は
、
い
よ
い
よ
次
の
よ
う
な
思
念

を
抱
く
よ
う
に
な
る
。

さ
ら
に
、
た
だ
今
食
ひ
て
む
と
す
る
と
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
。
鬼
の
と

り
も
て
来
け
ん
ほ
ど
は
、
も
の
お
ぼ
え
ざ
り
け
れ
ば
、
な
か
な

か
心
や
す
し
、
い
か
さ
ま
に
せ
ん
と
お
ぼ
ゆ
る
む
つ
か
し
さ
に

も
、
い
み
じ
き
さ
ま
に
生
き
返
り
、
人
に
な
り
て
、
︙

 

（
手
習
⑥
三
三
〇
～
三
三
一
）

後
文
で
、
浮
舟
は
、
も
し
自
分
が
死
ん
で
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
恐
ろ

し
き
も
の
た
ち
よ
り
も
も
っ
と
恐
ろ
し
い
地
獄
の
中
に
い
た
こ
と
だ

ろ
う
か
と
思
う
。
秋
山
虔
氏
は
「
こ
の
想
念
は
浮
舟
の
前
進
の
契
機

と
な
っ
た⎠

₁₉
⎝

」
と
述
べ
る
。「
亡
き
も
の
と
身
を
も
人
を
も
思
ひ
つ
つ

棄
て
て
し
世
を
ぞ
さ
ら
に
棄
て
つ
る
」「
限
り
ぞ
と
思
ひ
な
り
に
し

世
の
中
を
か
へ
す
が
へ
す
も
そ
む
き
ぬ
る
か
な
」（
⑥
三
四
一
）。
つ

ら
な
っ
て
い
る
こ
の
二
首
の
う
た
は
、
浮
舟
の
再
生
の
回
路
を
よ
く

示
し
て
い
る
。
そ
し
て
浮
舟
が
真
の
出
家
の
決
心
に
思
い
至
っ
た
そ

の
瞬
間
、
彼
女
自
身
に
お
け
る
「
過
去
」
の
意
味
が
よ
う
や
く
明
ら

か
に
さ
れ
る
。

昔
よ
り
の
こ
と
を
、
ま
ど
ろ
ま
れ
ぬ
ま
ま
に
、
常
よ
り
も
思
ひ

つ
づ
く
る
に
、（
イ
）
い
と
心
憂
く
、
親
と
聞
こ
え
け
ん
人
の
御

容
貌
も
見
た
て
ま
つ
ら
ず
遥
か
な
る
東
国
を
か
へ
る
が
へ
る
年

月
を
ゆ
き
て
、（
ロ
）
た
ま
さ
か
に
た
づ
ね
寄
り
て
、
う
れ
し
頼
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も
し
と
思
ひ
き
こ
え
し
は
ら
か
ら
の
御
あ
た
り
も
思
は
ず
に
て

絶
え
す
ぎ
、（
ハ
）
さ
る
方
に
思
ひ
さ
だ
め
た
ま
へ
り
し
人
に
つ

け
て
、
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
、（
ニ
）

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
。

（
ホ
）
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
に
か
へ
さ
ふ
。

 

（
手
習
⑥
三
三
一
～
三
三
二
）

浮
舟
は
流
離
す
る
わ
が
半
生
に
つ
い
て
自
ら
認
識
し
、
出
家
の
決

心
を
い
よ
い
よ
固
め
て
ゆ
く
。（
イ
）に
は
自
分
の
生
い
立
ち
が
、（
ロ
）

に
は
中
君
と
の
二
条
院
で
の
出
会
い
、（
ハ
）
に
は
薫
と
の
契
り
と
そ

の
破
綻
、（
ニ
）
に
は
、
匂
宮
に
惹
か
れ
て
い
た
わ
が
心
を
悔
い
る
心

境
、（
ホ
）
に
は
薫
を
な
つ
か
し
く
思
う
気
持
と
、
そ
の
慕
情
を
打
ち

消
そ
う
と
す
る
心
情
、
が
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
匂
宮
に
対

し
て
は
「
こ
よ
な
く
飽
き
に
た
る
心
地
す
」
と
、
も
う
ご
り
ご
り
だ

と
し
て
い
る
が
、
薫
に
対
し
て
は
「
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
、

か
す
か
な
慕
情
を
覚
え
て
い
る
浮
舟
で
あ
る
。
森
一
郎
氏
は
、
浮
舟

が「
薫
に
対
す
る
は
ず
か
し
さ
を
意
識
の
中
心
に
す
え
て
い
る
こ
と
」

は
「
浮
舟
の
自
己
意
識
の
明
確
な
把
握
で
あ
り
自
己
発
見
と
い
う
べ

き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
自
己
反
省
、
自
己
の
発
見
こ
そ
が
浮
舟
の

出
家
の
自
覚
的
な
第
一
歩
で
あ
る⎠

₂₀
⎝

」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
浮
舟
が
薫

を
な
つ
か
し
む
の
は
、
浮
舟
に
お
け
る
薫
の
存
在
の
独
自
な
重
さ
に

よ
る
。
薫
は
浮
舟
の
保
護
者
で
あ
っ
た
し
、
浮
舟
は
薫
に
「
は
づ
か

し
さ
」
を
覚
え
て
い
た
。
薫
に
対
す
る
浮
舟
の
感
情
の
形
は
手
習
巻

に
な
っ
て
鮮
明
に
見
え
て
く
る
。
互
い
に
惹
か
れ
あ
っ
て
い
な
が
ら

交
わ
ら
な
い
男
女
の
姿
が
宇
治
十
帖
後
半
部
の
「
手
習
」「
夢
浮
橋
」

巻
に
美
し
く
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

手
習
巻
で
浮
舟
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
九
番
目
の
手
習
歌
は
、新
春
、

出
家
し
て
尼
の
身
と
な
っ
た
浮
舟
が
往
時
を
追
憶
し
な
が
ら
詠
ん
だ

歌
「
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
」（
⑥
三
五
六
）
で
あ
る
。
こ
の
一
首
は
、
歌
の
前
に
「
こ
と

花
よ
り
も
こ
れ
に
心
寄
せ
の
あ
る
は
、
飽
か
ざ
り
し
匂
ひ
の
し
み
に

け
る
に
や
」
と
あ
り
、
紅
梅
と
の
関
連
か
ら
、
歌
中
の
「
袖
ふ
れ
し
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人
」
が
匂
宮
の
こ
と
を
い
う
と
解
さ
れ
て
き
た
が
、
当
該
歌
の
「
袖

ふ
れ
し
人
」
が
誰
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
宇
治
十
帖

の
別
の
巻
に
存
在
す
る
、
こ
の
歌
と
非
常
に
類
似
し
た
語
句
を
持
つ

歌
一
首
「
袖
ふ
れ
し
梅
は
か
は
ら
ぬ
に
ほ
ひ
に
て
根
ご
め
う
つ
ろ
ふ

宿
や
こ
と
な
る
」（
早
蕨
⑤
三
五
七
）
が
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う⎠
₂₁
⎝

。
こ
の
歌
は
、
大
君
亡
き
後
、
上
京
を
目
前
に
し
た
中
君
が
い
る

宇
治
を
訪
れ
た
薫
が
詠
ん
だ
歌
で
、
中
君
の
歌
「
見
る
人
も
あ
ら
し

に
ま
よ
ふ
山
里
に
む
か
し
お
ぼ
ゆ
る
花
の
香
ぞ
す
る
」
に
対
す
る
返

歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
歌
の
前
の
地
の
文
に
は
「
御
前

近
き
紅
梅
の
色
も
香
も
な
つ
か
し
き
に
、
鶯
だ
に
見
過
ぐ
し
が
た
げ

に
う
ち
鳴
き
て
渡
る
め
れ
ば
」（
⑥
三
五
六
）
と
あ
り
、
紅
梅
の
花
の

香
に
薫
の
身
の
芳
香
が
加
わ
り
、
昔
人
を
思
い
出
さ
せ
る
よ
す
が
と

な
っ
て
い
る
、
そ
の
情
趣
に
誘
わ
れ
て
中
君
が
贈
歌
し
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
紅
梅
と
の
関
連
が
物
語
上
に
語
ら
れ
て
い
る

の
は
、
匂
宮
だ
け
で
は
な
く
、
薫
も
、
白
梅
だ
け
で
は
な
く
紅
梅
の

花
と
も
深
く
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
袖
ふ
れ
し
人
」

を
薫
以
外
の
別
の
人
物
と
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
浮
舟
が
出
家
の
決
心
に
思
い
至
っ
た
時
の
心
内
語
に
は
、
匂
宮

に
対
し
て
「
こ
よ
な
く
飽
き
に
た
る
心
地
す
」
と
は
っ
き
り
語
ら
れ

て
い
た
し
、
し
か
も
、
浮
舟
が
「
袖
ふ
れ
し
」
の
手
習
歌
を
詠
ん
だ

そ
の
直
ぐ
後
に
は
、
妹
尼
の
甥
に
あ
た
る
紀
伊
守
と
い
う
初
出
の
人

物
が
小
野
を
訪
問
し
て
薫
の
動
静
を
語
る
場
面
が
設
け
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
浮
舟
の
出
家
直
後
、
女
一
宮
の
夜
居
に
侍
し
た
横
川

の
僧
都
が
浮
舟
の
こ
と
を
中
宮
に
語
る
場
面
（
⑥
三
四
五
～
七
）
と

同
様
、
薫
を
舞
台
に
呼
び
寄
せ
る
た
め
の
意
図
的
な
展
開
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
次
巻
で
横
川
の
僧
都
を
訪
ね
た
薫
が
こ
と
の
始
終
を

知
る
こ
と
に
な
る
（
夢
浮
橋
⑥
三
七
三
～
八
二
）
の
は
こ
れ
ら
の
場
面

を
受
け
た
も
の
と
い
え
る
。

浮
舟
の
半
生
は
「
頼
も
し
人
」（
⑥
三
二
五
）
を
追
い
求
め
て
過
ご

し
た
時
間
で
あ
っ
た
。
東
国
で
過
ご
し
た
幼
少
時
代
、
義
父
常
陸
介

と
の
不
和
、
左
近
少
将
と
の
婚
約
の
破
綻
、
薫
と
結
ば
れ
た
が
情
熱

で
多
感
な
匂
宮
に
身
も
心
も
惹
か
れ
て
い
た
こ
と
︙
。 

そ
し
て
死

を
超
え
て
︿
い
ま
、
こ
こ
﹀
に
浮
舟
が
い
る
。
初
瀬
観
音
に
守
ら
れ

二
度
目
の
生
を
得
た
浮
舟
は
、そ
の
初
瀬
へ
の
参
詣
を
拒
否
し
た
後
、

次
の
和
歌
を
詠
む
。「
心
に
は
秋
の
夕
を
わ
か
ね
ど
も
な
が
む
る
袖

に
露
ぞ
み
だ
る
る
」（
⑥
三
二
六
～
七
）。
歌
の
直
前
の
地
の
文
に
は「
夕

暮
の
風
の
音
も
あ
は
れ
な
る
に
、
思
ひ
出
づ
る
こ
と
多
く
て
」
と
あ

る
。
こ
の
歌
は
、
蜻
蛉
巻
で
薫
が
女
一
宮
を
思
慕
す
る
わ
が
心
を
省

み
、
わ
が
半
生
を
回
顧
し
な
が
ら
詠
ん
だ
歌
「
荻
の
葉
に
露
ふ
き
む

す
ぶ
秋
風
も
夕
ぞ
わ
き
て
身
に
は
し
み
け
る
」（
⑥
二
五
九
）
と
対
を

な
す
も
の
で
あ
る
。「
夕
ぞ
わ
き
て
」「
夕
を
わ
か
ね
ど
も
」
と
微
妙

に
違
っ
て
い
る
点
、
こ
の
二
人
の
男
女
の
行
く
先
を
暗
示
し
て
い
る
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の
か
も
し
れ
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
薫
は
、
手
習
巻
に
直
接
は
そ

の
姿
を
現
さ
ず
、
巻
は
、
女
主
人
公
の
み
の
舞
台
に
な
っ
て
い
る
か

の
よ
う
で
あ
る
が
、
姿
を
消
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
浮
舟
を
中
心
と

し
た
物
語
の
流
れ
の
中
で
、
薫
は
そ
の
存
在
感
を
見
せ
て
い
る
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四
薫
が
僧
都
に
浮
舟
再
会
の
案
内
役
を
懇
請
し
た
そ
の
夜
、
初
夏
の

闇
の
中
を
横
川
か
ら
下
山
す
る
薫
一
行
の
松
明
の
光
は
、
小
野
の
山

荘
か
ら
も
遥
か
に
望
ま
れ
て
い
た
。「
小
野
に
は
、
い
と
深
く
茂
り

た
る
青
葉
の
山
に
向
か
ひ
て
、
紛
る
る
こ
と
な
く
、
遣
水
の
蛍
ば
か

り
を
昔
お
ぼ
ゆ
る
慰
め
に
て
な
が
め
ゐ
た
ま
へ
る
に
、
︙
」（
夢
浮

橋
⑥
三
八
二
）。
浮
舟
は
小
野
の
庵
室
で
青
葉
の
山
に
向
か
い
、
遣
水

の
蛍
を
眺
め
て
い
る
。
蛍
の
光
は
、
薫
の
行
列
の
か
か
げ
る
火
に
変

わ
る
。
尼
君
た
ち
は
、横
川
か
ら
の
礼
状
に
触
れ
、薫
の
こ
と
を
「
女

二
宮
の
御
夫
に
や
お
は
し
つ
ら
む
」
と
憧
憬
す
る
。
浮
舟
は
、
尼
君

た
ち
の
物
言
い
を
聞
き
な
が
ら
複
雑
な
感
慨
を
も
よ
お
す
。「
ま
こ

と
に
さ
に
や
あ
ら
ん
」
―
。
し
か
し
、
浮
舟
は
「
今
は
何
に
す
べ
き

こ
と
ぞ
」
と
、
薫
へ
の
情
念
を
振
り
切
ろ
う
と
す
る
。
浮
舟
の
眼
は

彼
女
自
身
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
薫
や
他
の
人
た
ち
に

は
到
達
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
彼
女
は
い
る
。
浮
舟
と
共
感
す
る
こ
と

な
く
空
回
り
す
る
よ
う
な
中
将
の
「
あ
は
れ
」
と
、
紀
野
守
が
語
る

薫
の
動
静
を
聞
い
て
「
忘
れ
た
ま
は
ぬ
に
こ
そ
は
あ
は
れ
と
見
た
ま

ふ
に
も
」（
手
習
⑥
三
六
〇
）
と
、
薫
へ
の
せ
つ
な
さ
を
感
じ
る
浮
舟

の
心
情
と
の
落
差
は
大
き
い
。
手
習
巻
に
は
、
脇
役
で
あ
る
中
将
が

こ
の
巻
で
初
出
で
あ
り
な
が
ら
浮
舟
の
出
家
過
程
の
中
で
そ
の
出
家

の
引
き
金
と
な
る
こ
と
が
克
明
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
ミ
ニ
薫
と

し
て
登
場
し
て
き
た
中
将
が
、
浮
舟
の
出
家
の
き
っ
か
け
と
な
る
と

い
う
ア
イ
ロ
ニ
ー
。
そ
れ
は
本
稿
の
最
初
に
示
し
た
よ
う
に
宇
治
十

帖
の
後
半
部
に
入
っ
て
男
性
よ
り
女
性
主
体
の
重
さ
が
浮
き
彫
り
に

さ
れ
る
こ
と
、
い
う
な
れ
ば
︿
男
の
矮
小
化
﹀
に
関
わ
る
。
薫
と
浮

舟
の
関
係
は
、
以
前
の
巻
々
に
お
い
て
匂
宮
と
浮
舟
の
間
で
起
き
た

こ
と
に
比
べ
れ
ば
読
む
側
に
深
い
印
象
を
残
す
場
面
が
多
く
な
い
。

そ
の
た
め
こ
の
物
語
の
主
人
公
は
匂
宮
で
あ
る
、
あ
る
い
は
匂
宮
と

薫
の
両
人
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
あ
る
の
だ
が
、
以
上
述
べ
て
き
た

こ
と
は
、
こ
の
物
語
の
主
人
公
が
薫
で
あ
る
理
由
の
重
大
な
証
明
の

一
つ
に
な
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
自
分
自
身
と
向
き
合
う
時

間
を
経
て
、
女
君
は
男
君
と
の
対
面
を
拒
否
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る
が
、
こ
の
男
は
、
物
語
の
最
後
に
女
君
を
「
人
の
隠
し
す
ゑ
た
る

に
や
あ
ら
ん
」（
夢
浮
橋
⑥
三
九
五
）、
誰
か
が
か
く
ま
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
思
念
を
抱
く
。
物
語
は
も
は
や
男
女
が
つ
な

が
っ
て
い
る
こ
と
が
不
可
能
な
世
界
を
描
く
に
至
っ
た
の
だ
。
そ
れ
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は
光
源
氏
の
物
語
で
は
描
き
得
な
い
世
界
で
あ
っ
た
。
手
習
巻
で
、

浮
舟
が
な
つ
か
し
さ
を
感
じ
る
対
象
は
薫
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
形
代
と
し
て
の
受
動
的
な
姿
が
印
象
づ
け
ら
れ
て
き
た
女
性
の

内
面
の
深
化
が
物
語
世
界
に
描
き
出
さ
れ
る
中
、
相
手
の
男
君
は
そ

の
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
男
女
間
の
構
図
を
、
物
語
は
中
将
と
い
う
初

出
の
人
物
を
通
じ
て
方
法
的
に
示
し
て
く
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
こ
の
薫
は
、
物
語
の
最
終
巻
で
「
作
者
の
思
想
の
最
も

恐
ろ
し
い
姿⎠

₂₂
⎝

」
を
垣
間
見
さ
せ
た
後
、
後
続
の
『
狭
衣
物
語
』
で
、

生
の
本
質
に
関
わ
る
根
源
的
な
問
題
を
抱
え
た
ま
ま
愛
の
遍
歴
を
続

け
る
孤
独
な
男
主
人
公
と
し
て
復
活
す
る
の
で
あ
る
。

︻
注
︼

（
１
）
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
―
そ
の
両
義
的
展
開
』
翰
林
書
房
、二
〇
〇
三
年
。

（
２
）
小
野
村
洋
子
「
源
氏
物
語
の
精
神
的
基
底
の
終
極
と
物
語
の
世
界
」『
源

氏
物
語
の
精
神
的
基
底
』
創
文
社
、
一
九
七
〇
年
、
初
出
は
、「
源
氏

物
語
に
お
け
る『
あ
は
れ
』の
一
課
題
」『
共
立
女
子
大
学
紀
要
』一
二
、

共
立
女
子
大
学
、
一
九
六
六
年
。

（
３
）
以
下
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
の
引
用
は
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
を
用
い
、
巻
数
・
巻
名
・
頁
数
を
記
す
。

（
４
）
後
藤
祥
子
「
手
習
い
の
歌
」『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
九
、
有
斐
閣
、

一
九
八
四
年
。

（
５
）
本
歌
は
「
世
の
中
に
あ
ら
ぬ
所
も
え
て
し
が
な
年
ふ
り
に
た
る
か
た

ち
か
く
さ
む
」（
拾
遺
・
雑
上
・
読
人
し
ら
ず
）。
浮
舟
は
、
三
条
の

隠
れ
家
で
、
こ
の
歌
を
引
い
て
母
君
と
唱
和
し
て
い
た
。

（
６
）
西
郷
信
綱
「
長
谷
寺
の
夢
」『
古
代
人
の
夢
』
平
凡
社
、
一
九
七
二
年
。

（
７
）
森
岡
常
夫
「
浮
舟
論
」『
平
安
朝
物
語
の
研
究
』
風
間
書
院
、
一
九
六

七
年
。

（
８
）
柳
井
滋
「
初
瀬
の
観
音
の
霊
験
」『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
九
、
有

斐
閣
、
一
九
八
四
年
。

（
９
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
頭
注
。
巻
六
、
三
二
四
頁
。

（
10
）
小
野
村
洋
子
氏
の
前
掲
論
文
。

（
11
）
高
田
祐
彦
「
浮
舟
物
語
と
和
歌
」『
源
氏
物
語
の
文
学
史
』
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
九
八
年
。

（
12
）
小
山
香
織
「
源
氏
物
語
の
女
郎
花
」『
む
ら
さ
き
』
第
四
一
号
、
武
蔵

野
書
院
、
二
〇
〇
四
年
。

（
13
）
高
田
祐
彦
氏
の
前
掲
論
文
。

（
14
）
原
岡
文
子
氏
の
前
掲
論
文
。

（
15
）
原
岡
文
子
氏
の
前
掲
論
文
。

（
16
）「
ま
め
」「
ま
め
人
」
と
い
う
語
の
用
い
方
が
第
三
部
で
は
変
容
さ
れ

て
い
る
部
分
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
第
三
部
で
は
「
ま
め
人
」
の
変

貌
（「
心
変
わ
り
」）
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
心
変
わ
ら
ぬ
人
」
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の
色
好
み
ぶ
り
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
手
習
巻
の
中
将
に
は
、

薫
に
お
い
て
見
ら
れ
て
い
た
「
ま
め
」「
ま
め
人
」
の
変
容
の
様
相
が

見
ら
れ
な
い
。

（
17
）
原
岡
文
子
氏
の
前
掲
論
文
。

（
18
）
長
谷
川
政
春
「
源
氏
物
語
の
︿
さ
す
ら
ひ
﹀
の
系
譜
」『
日
本
文
学
論
究
』

四
〇
、
国
学
院
大
学
文
学
会
、
一
九
八
〇
年
。

（
19
）
秋
山
虔
「
死
と
救
済
」『
源
氏
物
語
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
。

（
20
）
森
一
郎
「
山
里
の
人
々
」『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
九
、
有
斐
閣
、

一
九
八
四
年
。

（
21
）
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
―
」
青
山
学
院
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
編
『
国
際
学

術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

源
氏
物
語
と
和
歌
世
界
』
新
典
社
選
書
、
二
〇

〇
六
年
。 

高
田
祐
彦
氏
の
前
掲
論
文
に
も
、
薫
が
白
梅
の
み
な
ら
ず

紅
梅
の
花
と
も
深
く
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

（
22
）
吉
岡
曠
「
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
（
大
君
）」『
別
冊
国
文
学　

源
氏

物
語
必
携
Ⅱ
』
學
燈
社
、
一
九
八
二
年
。


