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］

浮舟物語における罪と恥の意識

　
戦
後
ま
も
な
く
、
昭
和
二
十
三
年
に
日
本
で
も
発
表
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ

人
社
会
学
者
R
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
『
菊
と
刀
』
は
、
燈
原
の
火
の
ご
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
L

き
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
、
現
在
で
も
出
版
が
重
ね
ら
れ
、
多
く
の
日
本

人
に
さ
ま
ざ
ま
な
共
感
と
疑
問
を
投
げ
か
け
て
き
た
。
そ
の
著
書
の
ハ
イ

ラ
イ
ト
の
ひ
と
つ
に
「
罪
の
文
化
」
と
「
恥
の
文
化
」
と
い
う
図
式
が
あ

る
。
西
欧
文
化
圏
を
特
徴
づ
け
る
基
本
的
テ
ー
マ
が
内
面
的
な
「
罪
の
文

化
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
は
外
面
的
な
「
恥
の
文
化
」
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
「
罪
の
文
化
」
の
社
会
で
は
罪
を
犯
し
た
者
は

誰
が
見
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
、
罪
は
罪
で
あ
り
、
内
面
的
葛
藤
・
苦
し

み
と
い
っ
た
罪
過
を
あ
が
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
「
恥

の
文
化
」
に
お
い
て
は
、
誰
か
ら
も
見
ら
れ
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
外
面
的

に
発
覚
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
恥
と
は
な
ら
ず
内
面
的
に
苦
し
む
必

要
も
な
い
の
だ
と
い
う
。
ゆ
え
に
日
本
人
は
常
に
他
人
の
目
、
世
間
の
目

を
異
常
な
ま
で
に
意
識
し
て
ふ
る
ま
う
よ
う
に
な
る
。
と
い
っ
た
内
容
で

あ
る
。
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
こ
の
図
式
は
、
複
雑
な
社
会
を
単
一
な
テ
ー
マ

で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
方
法
の
素
朴
さ
ゆ
え
に
、
多
く
の
社
会
学
者
た
ち

か
ら
反
論
の
対
象
に
な
っ
た
。
論
の
是
非
は
と
も
か
く
と
し
て
、
社
会
の

あ
り
方
を
構
成
す
る
概
念
、
人
の
行
動
規
範
を
決
定
す
る
概
念
と
し
て
、

コ
恥
」
の
意
識
と
「
罪
」
の
意
識
が
大
き
な
要
素
を
担
っ
て
い
る
こ
と
は

疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
悲
劇
の
ヒ
ロ
イ
ン
浮
舟
の

心
の
動
き
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
『
源
氏
物
語
』
社
会
の
内
部
に
存

在
す
る
罪
の
意
識
と
恥
の
意
識
の
一
端
を
読
み
解
い
て
み
た
い
。

一、

o
M
に
お
け
る
罪
の
意
識
そ
の
一
（
密
通
の
罪
）

　
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
罪
」
と
い
う
言
葉
の
用
例
数
は
全
編
で
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2

九
〇
例
程
あ
り
、
多
屋
頼
俊
は
「
源
氏
物
語
の
罪
障
意
識
」
の
中
で
以
下

の
六
種
類
に
分
類
し
て
い
る
。

　
①
　
さ
ま
ざ
ま
の
罪

　
②
　
法
的
な
罪

　
③
　
不
孝
の
罪
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④
仏
教
と
絶
縁
す
る
罪

　
⑤
　
執
着
の
罪

　
⑥
　
宿
世
の
罪

①
は
単
純
な
過
失
、
落
度
、
無
礼
、
不
作
法
や
、
人
の
性
格
や
育
ち
に
お

　
け
る
欠
点
な
ど
、
法
的
に
は
罰
せ
ら
れ
な
い
類
の
行
為
・
状
態
の
意
で

　
あ
る
。

②
は
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
る
不
法
行
為
の
意
で
、
殺
人
、
傷
害
、
窃
盗
、

　
帝
・
朝
廷
に
対
す
る
謀
反
な
ど
。

③
は
親
不
孝
の
罪
で
あ
り
、
本
来
は
儒
教
の
「
孝
」
の
思
想
に
基
づ
く
も

　
の
で
あ
る
が
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
田
中
徳
定
が
指
摘
す
る
よ

　
注
3

　
う
に
、
仏
教
の
孝
経
典
に
よ
る
仏
教
思
想
と
し
て
の
「
孝
」
の
考
え
方

　
に
基
づ
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

④
は
斎
宮
・
斎
院
な
ど
、
神
官
に
仕
え
る
た
め
に
仏
教
と
絶
縁
す
る
罪
を

　
意
味
し
て
い
る
。

⑤
は
「
愛
執
の
罪
」
「
不
倫
の
罪
」
な
ど
に
相
当
す
る
も
の
。

⑥
は
前
世
に
お
け
る
罪
で
、
そ
の
因
果
が
現
世
に
及
ん
で
い
る
と
い
う
も

　
の
。

　
よ
っ
て
①
、
②
以
外
は
い
ず
れ
も
仏
教
倫
理
に
お
け
る
罪
で
あ
り
、
本

物
語
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
仏
教
倫
理
に
お
け
る
罪
が
重
要
な
問
題
・
テ
ー

マ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
重
松
信
弘
「
源
氏
物
語
の
倫
理
思
想

注
4（

二
）
」
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
一
九
〇
例
程
の
罪
の
用
例
の
う
ち
、
一
〇
〇

例
余
り
が
仏
教
に
お
け
る
罪
で
あ
り
、
仏
教
の
戒
め
を
破
る
罪
は
成
仏
を

妨
げ
、
来
世
に
よ
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
る
た
め
、
人
々
に
重
い
罪
と
し
て

認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　
浮
舟
が
犯
し
た
罪
と
は
こ
の
中
の
⑤
に
あ
た
る
「
不
倫
の
罪
」
「
密
通

の
罪
」
で
あ
る
。
本
物
語
に
お
け
る
密
通
の
罪
と
い
え
ば
、
藤
壼
と
光
源

氏
、
女
三
宮
と
柏
木
、
そ
し
て
こ
の
浮
舟
と
匂
宮
の
問
題
が
大
き
な
三
本

の
柱
と
な
り
物
語
を
構
築
し
て
い
る
が
、
女
君
た
ち
は
罪
の
意
識
と
い
う

面
で
は
総
じ
て
希
薄
な
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
藤
壺
の
場
合
で
あ
る
が
、
女
御
の
立
場
で
、
臣
籍
に
降
下
し
た
光

源
氏
と
密
通
し
、
子
ま
で
宿
し
た
。
し
か
も
そ
の
不
義
の
子
は
東
宮
と
な

り
、
帝
に
な
る
こ
と
を
約
束
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
藤
壺

は
出
家
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
直
接
の
動
機
は
、
密
通
と
い
う
仏
教
倫

理
に
お
け
る
大
罪
を
仏
道
の
道
に
入
っ
て
償
お
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
か

っ
た
。

か
か
る
こ
と
絶
え
ず
は
、
い
と
ど
し
き
世
に
う
き
名
さ
へ
漏
り
出
で

な
む
、
大
后
の
あ
る
ま
じ
き
こ
と
に
の
た
ま
ふ
な
る
位
を
も
去
り
な

ん
、
と
（
藤
壺
は
）
や
う
や
う
思
し
な
る
。

　
　
　
　
　
〈
小
学
館
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
・
源
氏
物
語

　
　
　
　
　
（
賢
木
・
一
＝
二
頁
）
よ
り
引
用
。
以
下
す
べ
て
同
本
〉

藤
壺
の
心
内
を
引
用
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
光
源
氏
と
の
逢
瀬
が
続
く
な

ら
ば
、
そ
の
う
ち
に
必
ず
悪
い
噂
が
立
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
自
分
の
身

を
犠
牲
に
し
て
も
東
宮
を
守
ろ
う
。
と
、
今
の
位
（
中
宮
）
を
退
い
て
出

家
す
る
こ
と
を
決
心
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
仏
道
の
道
に
入
る
こ
と

は
光
源
氏
か
ら
逃
避
す
る
こ
と
で
あ
り
、
わ
が
子
を
守
る
こ
と
が
第
一
義

の
目
的
な
の
で
あ
る
。
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老
い
し
ら
へ
る
人
な
ど
は
、
「
い
で
や
、
お
ろ
そ
か
に
も
お
は
し
ま

す
か
な
。
め
づ
ら
し
う
さ
し
出
で
た
ま
へ
る
御
あ
り
さ
ま
の
、
か
ば

か
り
ゆ
ゆ
し
き
ま
で
に
お
は
し
ま
す
を
」
と
う
つ
く
し
み
き
こ
ゆ
れ

ば
、
（
女
三
宮
は
）
片
耳
に
聞
き
た
ま
ひ
て
、
さ
の
み
こ
そ
は
思
し

隔
つ
る
こ
と
も
ま
さ
ら
め
と
恨
め
し
う
、
わ
が
身
つ
ら
く
て
、
尼
に

も
な
り
な
ば
や
の
御
心
つ
き
ぬ
。
　
　
　
　
　
（
柏
木
・
三
〇
〇
頁
）

女
三
宮
の
心
内
を
引
用
し
た
。
老
女
房
が
、
生
ま
れ
て
き
た
若
君
（
薫
）

に
対
し
て
冷
た
い
態
度
を
取
る
源
氏
を
非
難
す
る
の
を
耳
に
し
て
、
女
三

宮
は
、
今
後
ま
す
ま
す
源
氏
が
冷
淡
に
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
、
恨
め

し
く
情
け
な
く
思
う
場
面
で
あ
る
。
女
三
宮
に
は
出
家
に
よ
っ
て
積
極
的

に
罪
を
償
お
う
と
す
る
意
識
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
「
尼
に
も
な
り

な
ば
や
」
の
傍
線
部
が
如
実
に
物
語
る
。
や
は
り
ま
ず
源
氏
か
ら
隔
絶
す

る
こ
と
が
直
接
的
な
目
的
で
、
そ
の
手
段
と
し
て
尼
に
で
も
な
り
た
い
、

と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
は
や
社
会
生
活
に
お
い
て
源
氏
の
妻
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
精
神
的
に
耐
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、

密
通
以
前
か
ら
女
三
宮
の
心
の
中
に
あ
っ
た
源
氏
に
対
す
る
畏
怖
心
が
密

通
発
覚
に
よ
り
さ
ら
に
顕
在
化
し
た
、
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ

れ
は
柏
木
が
密
通
後
に
「
し
か
い
ち
じ
る
し
き
罪
に
は
当
た
ら
ず
と
も
、

こ
の
院
（
源
氏
）
に
目
を
側
め
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
む
こ
と
は
、
い
と
恐
ろ

し
く
恥
つ
か
し
く
お
ぼ
ゆ
。
」
（
若
菜
下
・
二
一
二
〇
頁
）
と
、
罪
は
た
い
し

た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
源
氏
と
い
う
人
間
に
対
す
る
恐
怖
心
に
懐

い
て
い
る
の
と
共
通
し
て
い
る
。
密
通
と
罪
と
の
関
係
は
早
く
野
村
精
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
5

に
よ
り
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
罪
の
問
題
」
に
お
い
て
「
少
く
と
も
事
件

（
密
通
）
進
行
中
に
お
け
る
藤
壼
自
身
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
描
く
作
者
の

心
理
で
は
、
藤
壼
と
つ
み
と
い
う
語
と
の
関
係
は
極
め
て
薄
い
と
結
論
し

て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
さ
れ
、
ま
た
、
山
田
清
市
も
「
源
氏
物

　
　
　
　
　
　
　
　
注
6

語
に
表
わ
れ
た
罪
の
意
識
」
で
「
密
通
を
自
覚
的
に
罪
と
い
う
語
で
受
け

と
め
た
例
は
殆
ど
見
当
ら
な
い
の
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
密
通
の
当
事
者
達
は
い
ず
れ
も
「
罪
」
と
い
う
概
念
に

は
捉
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
特
に
浮
舟
の
場
合
は
、
密
通
に
お
け
る
罪
の
意
識
が
薄
弱
で
あ
っ
た
と

言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
ず
密
通
に
至
っ
た
経
緯
が
他
の
二
人
と

は
決
定
的
に
異
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
浮
舟

の
密
通
事
件
は
事
前
に
察
知
で
き
な
い
事
故
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
女

の
側
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
浮
舟
に
し
て
も
傍
に
仕
え
る
右
近
に
し
て
み
て

も
、
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
「
取
り
違
え
が
も
た
ら
し
た
密
通
」
な
の
で

あ
る
。
忍
ん
で
き
た
男
が
薫
で
は
な
く
匂
宮
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い

れ
ば
未
然
に
防
げ
た
は
ず
で
あ
る
。
藤
壼
に
し
て
も
女
三
宮
に
し
て
も
少

な
く
と
も
密
通
時
に
相
手
が
誰
で
あ
る
か
は
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

拒
む
こ
と
が
実
際
は
困
難
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
る
が
、
あ
る
意
味
落
ち

度
が
無
い
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
に
罪
の
意
識
が
生
じ
て
も
お
か
し
く
な

い
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
二
人
に
お
い
て
さ
え
罪
の
自
覚
を
付
与
し

な
か
っ
た
物
語
が
、
過
失
の
な
い
浮
舟
に
対
し
て
密
通
の
罪
を
押
し
付
け

る
と
は
思
え
な
い
。
た
だ
し
浮
舟
に
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
ず
る
ず
る
と
匂

宮
と
の
恋
路
に
は
ま
り
込
ん
で
い
く
こ
と
で
、
罪
の
意
識
が
生
じ
て
も
お

か
し
く
な
い
展
開
に
は
な
る
の
で
あ
る
が
、
浮
舟
が
仏
教
倫
理
に
お
け
る
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不
倫
の
罪
を
自
覚
す
る
場
面
は
見
当
た
ら
な
い
。
蘇
生
し
て
か
ら
ひ
た
す

ら
匂
宮
と
の
こ
と
を
「
こ
よ
な
く
飽
き
に
た
る
心
地
す
」
と
疎
ま
し
く
思

う
の
も
、
自
分
が
む
し
ろ
被
害
者
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
強
い
こ
と
の
表

れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
恥
」
の
意
識
と
「
人
笑
へ
」

　
浮
舟
の
「
恥
」
の
問
題
に
入
る
前
に
、
物
語
に
お
け
る
「
恥
」
と
「
人

笑
へ
」
の
関
係
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。

　
物
語
全
編
に
お
け
る
名
詞
「
は
ち
」
の
用
例
は
意
外
に
少
な
く
僅
か
七

例
を
数
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
以
下
に
列
挙
す
る
。
［
］
内
は
恥
の
内
容

を
示
し
た
。

1
あ
る
ま
じ
き
恥
も
こ
そ
と
（
桐
壺
更
衣
は
）
心
づ
か
ひ
し
て
、
皇
子
を

　
ば
と
ど
め
た
て
ま
つ
り
て
、
忍
び
て
ぞ
出
で
た
ま
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
桐
壼
・
二
｝
頁
）

　
　
　
［
（
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
）
不
面
目
な
事
態
］

2
身
に
あ
ま
る
ま
で
の
御
心
ざ
し
の
よ
う
つ
に
か
た
じ
け
な
き
に
、
（
桐

　
壺
更
衣
は
）
人
げ
な
き
恥
を
隠
し
つ
つ
ま
じ
ら
ひ
た
ま
ふ
め
り
つ
る
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
桐
壺
・
三
〇
頁
）

　
　
　
［
（
後
見
も
無
く
）
扱
い
が
人
並
み
で
な
く
劣
っ
て
い
る
こ
と
］

3
（
源
典
侍
）
「
ま
だ
か
か
る
も
の
を
こ
そ
思
ひ
は
べ
ら
ね
。
今
さ
ら
な

　
る
身
の
恥
に
な
む
」
と
て
、
泣
く
さ
ま
い
と
い
み
じ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紅
葉
賀
・
三
三
八
頁
）

　
　
　
［
人
の
も
の
笑
い
に
な
る
こ
と
］

4
（
源
氏
）
「
（
前
略
）
こ
れ
よ
り
大
き
な
る
恥
に
の
ぞ
ま
ぬ
さ
き
に
世
を

　
の
が
れ
な
む
と
思
う
た
ま
へ
立
ち
ぬ
る
」
な
ど
こ
ま
や
か
に
聞
こ
え
た

　
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
須
磨
・
一
六
五
頁
）

　
　
　
［
名
誉
を
け
が
さ
れ
る
こ
と
］

5
（
源
氏
）
「
大
納
言
の
、
外
腹
の
む
す
め
を
奉
ら
る
な
る
に
、
朝
臣

　
（
惟
光
）
の
い
つ
き
む
す
め
出
だ
し
た
て
ら
む
、
何
の
恥
か
あ
る
べ
き
」

　
と
さ
い
な
め
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
少
女
・
五
九
頁
）

　
　
　
［
（
自
分
の
娘
を
五
節
の
舞
姫
に
さ
し
出
し
て
）
侮
辱
を
受
け
る
こ

　
　
　
と
］

6
舞
人
は
、
衛
府
の
次
将
ど
も
の
、
容
貌
き
よ
げ
に
丈
だ
ち
等
し
き
か
ぎ

　
り
を
選
ら
せ
た
ま
ふ
。
こ
の
選
び
に
入
ら
ぬ
を
ば
恥
に
愁
へ
嘆
き
た
る

す
き
者
ど
も
あ
り
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
（
若
菜
下
・
一
六
九
頁
）

　
　
　
［
（
舞
人
の
選
に
も
れ
て
）
面
目
を
失
う
こ
と
］

7
御
命
ま
で
に
は
あ
ら
ず
と
も
、
人
の
御
ほ
ど
ほ
ど
に
つ
け
て
は
べ
る
こ

　
と
な
り
。
死
ぬ
る
に
ま
さ
る
恥
な
る
こ
と
も
、
よ
き
人
の
御
身
に
は
な

　
か
な
か
は
べ
る
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
浮
舟
・
一
七
九
頁
）

　
　
　
［
（
死
ぬ
こ
と
よ
り
も
つ
ら
い
〉
屈
辱
を
受
け
る
こ
と
］

　
物
語
に
お
け
る
「
恥
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
に

弁
別
で
き
る
。
一
つ
は
ー
の
よ
う
に
、
桐
壼
の
更
衣
が
病
気
で
宮
中
を
退

出
す
る
際
に
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
不
名
誉
で
不
面
目
な
事
態
に

な
る
こ
と
を
危
惧
し
て
、
ひ
っ
そ
り
と
退
出
す
る
。
と
い
う
よ
う
に
、
A

「
名
誉
を
け
が
さ
れ
る
こ
と
、
面
目
を
失
う
こ
と
、
侮
辱
を
う
け
る
こ
と
、

も
の
笑
い
に
な
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
今
一
つ
は
例
え
ば
2
の
桐
壺
の
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更
衣
の
、
後
見
も
無
い
劣
っ
た
立
場
の
よ
う
に
、
B
「
自
分
の
能
力
・
状

態
・
行
為
な
ど
に
つ
い
て
世
間
並
み
で
な
い
と
い
う
劣
等
意
識
」
を
表
現

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
物
語
中
に
動
詞
「
は
つ
」
は
一
九
例
あ
る
が
、

　
・
（
紫
上
）
「
書
き
そ
こ
な
ひ
つ
」
と
恥
ぢ
て
隠
し
た
ま
ふ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
紫
・
二
五
九
頁
）

　
・
男
君
の
御
前
に
て
は
、
（
雲
居
雁
は
）
恥
ぢ
て
さ
ら
に
弾
き
た
ま
は

　
　
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
菜
下
・
二
〇
三
頁
）

の
よ
う
に
、
お
お
む
ね
こ
の
B
の
劣
等
意
識
を
表
現
す
る
も
の
で
、
形
容

詞
「
は
つ
か
し
」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
を
表
現
し
て
い
る
。
で
は
本
物
語
に

お
い
て
A
グ
ル
ー
プ
の
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
「
世
間
か
ら
は
ず
か
し
め
を
受

け
る
」
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
コ
恥
の
文
化
」
の
「
恥
」
に
該
当
す
る
表

現
は
、
僅
か
に
し
か
出
現
し
な
い
名
詞
「
は
ち
」
以
外
で
は
ど
の
よ
う
な

言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
役
割
を
担
っ
た
言
葉
こ

　
　
　
注
7

そ
「
人
笑
へ
」
で
あ
る
。
当
時
の
物
語
文
学
に
お
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
使
わ

れ
て
い
な
い
が
、
『
源
氏
物
語
』
の
一
つ
の
特
色
を
築
い
た
言
葉
で
も
あ

る
。　

「
人
笑
へ
」
（
「
人
笑
は
れ
」
含
む
）
と
い
う
言
葉
は
物
語
中
に
五
八
例

出
現
し
、
同
時
代
の
物
語
（
蜻
蛉
日
記
三
例
、
宇
津
保
物
語
五
例
、
落
窪

物
語
二
例
、
枕
草
子
一
例
、
和
泉
式
部
日
記
二
例
、
夜
の
寝
覚
一
例
）
と

比
べ
る
と
突
出
し
て
い
る
。
「
人
笑
へ
」
は
末
摘
花
、
近
江
君
、
源
典
侍

と
い
っ
た
既
に
世
間
か
ら
笑
わ
れ
者
に
な
っ
て
い
る
人
物
達
に
は
使
用
さ

れ
な
い
。
家
柄
も
良
い
高
貴
な
男
君
・
女
君
達
が
、
恥
を
か
か
な
い
よ
う

に
と
願
う
か
、
あ
る
い
は
恥
を
か
く
こ
と
を
恐
れ
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る

言
葉
で
あ
る
。
こ
の
「
人
笑
へ
」
な
る
言
葉
は
、
ま
ず
物
語
前
半
に
お
け

る
主
人
公
光
源
氏
と
ヒ
ロ
イ
ン
藤
壺
の
心
の
中
に
始
発
す
る
。

　
源
氏
と
藤
壺
が
そ
れ
ぞ
れ
悩
み
苦
し
む
「
人
笑
へ
」
の
意
識
、
そ
の
根

底
に
あ
る
も
の
は
、
冷
泉
帝
が
密
通
に
よ
る
不
義
の
子
で
あ
る
こ
と
が
露

見
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
恥
を
恐
れ
る
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
光
源
氏
）
「
（
前
略
）
濁
り
な
き
心
に
ま
か
せ
て
つ
れ
な
く
過
ぐ
し

は
べ
ら
む
も
い
と
愕
り
多
く
、
こ
れ
よ
り
大
き
な
る
恥
に
の
ぞ
ま
ぬ

さ
き
に
世
を
の
が
れ
な
む
と
思
う
た
ま
へ
立
ち
ぬ
る
」
な
ど
こ
ま
や

か
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
須
磨
・
ニ
ハ
六
頁
）

右
大
臣
家
の
画
策
に
よ
り
、
謀
反
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
た
源
氏
は
、
「
自

分
に
は
や
ま
し
い
気
持
ち
な
ど
全
く
な
い
が
、
流
罪
な
ど
の
大
き
な
恥
に

遭
遇
す
る
前
に
自
ら
須
磨
に
退
去
し
た
い
」
旨
を
左
大
臣
に
告
げ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
「
大
き
な
る
恥
」
の
根
底
に
は
密
通
の
露
見
が
意
識
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
、
須
磨
に
退
い
た
源
氏
の
心
中
に

「
人
笑
へ
」
の
意
識
が
つ
き
ま
と
う
。
「
い
か
に
せ
ま
し
、
か
か
り
と
て
都

に
帰
ら
ん
こ
と
も
、
ま
だ
世
に
赦
さ
れ
も
な
く
て
は
、
人
笑
は
れ
な
る
こ

と
こ
そ
ま
さ
ら
め
」
（
明
石
・
二
二
三
頁
）
と
都
に
は
当
分
帰
れ
な
い
こ

と
を
自
覚
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
き
　
で
ん

　
藤
壼
に
し
て
も
、
「
命
長
く
も
と
思
ほ
す
は
心
憂
け
れ
ど
、
弘
徽
殿
な

ど
の
う
け
は
し
げ
に
の
た
ま
う
と
聞
き
し
を
、
空
し
く
聞
き
な
し
た
ま
は

ま
し
か
ば
人
笑
は
れ
に
や
、
と
思
し
つ
よ
り
て
な
む
」
（
紅
葉
賀
・
三
二

五
頁
）
と
あ
り
、
巻
の
順
番
で
い
え
ば
、
「
人
笑
へ
」
の
初
出
は
こ
れ
で

あ
る
が
、
不
義
の
子
を
産
ん
だ
自
分
が
こ
れ
か
ら
長
く
生
き
な
け
れ
ば
な
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こ
う
き
　
で
ん

ら
な
い
と
思
う
の
は
憂
諺
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
自
分
が
死
ん
で
弘
徽
殿
の

女
御
な
ど
の
笑
い
者
に
な
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
気
を
強
く
持
っ
て

生
き
よ
う
と
す
る
。
何
と
し
て
も
密
通
の
露
見
だ
け
は
避
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
藤
壺
の
心
情
を
原
岡
文
子
は
「
運
命
の
危
機
の

中
で
、
「
人
笑
へ
」
の
語
に
よ
り
、
そ
の
深
刻
な
状
況
を
受
け
止
め
、
も

の
笑
い
の
種
と
な
っ
て
身
を
破
滅
さ
せ
る
こ
と
を
避
け
る
べ
く
自
ら
の
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
8

を
切
り
拓
く
と
い
う
構
図
」
と
い
う
鈴
木
日
出
男
の
論
を
引
用
し
、
「
六

条
御
息
所
、
紫
の
上
、
明
石
の
君
と
い
っ
た
主
要
な
女
君
た
ち
を
蘇
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
9

せ
る
方
向
に
こ
の
構
図
が
受
け
継
が
れ
て
い
く
」
旨
を
言
及
す
る
。
こ
の

よ
う
に
、
光
源
氏
と
藤
壺
に
お
い
て
発
生
し
た
「
人
笑
へ
」
の
意
識
は
、

「
恥
」
と
の
関
係
に
お
い
て
確
立
さ
れ
、
そ
の
後
の
物
語
社
会
内
に
お
い

て
重
要
な
鍵
と
な
る
語
と
し
て
機
能
し
て
い
く
。

三
、
浮
舟
に
お
け
る
「
恥
」
の
意
識
と
「
人
笑
へ
」

　
物
語
中
に
五
八
例
出
現
す
る
「
人
笑
へ
」
（
「
人
笑
は
れ
」
含
む
）
と
い

う
言
葉
の
う
ち
、
半
数
近
く
に
当
た
る
二
五
例
が
宇
治
十
帖
に
お
い
て
用

い
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち
の
二
〇
例
が
宇
治
の
三
姉
妹
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
宇
治
三
姉
妹
に
お
け
る
二
〇
例
の
使
用
方
法
を
分
析
す
る
。

a
　
父
（
八
宮
）
が
娘
（
大
君
・
中
君
）
に
対
し
て
（
も
の
笑
い
に
な
ら

　
な
い
よ
う
に
願
う
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
例

b
　
姉
（
大
君
）
が
妹
（
中
君
）
に
対
し
て
（
同
右
、
以
下
同
じ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
例

c
　
妹
（
中
君
）
が
姉
（
大
君
）
に
対
し
て
　
　
　
　
　
　
　
一
例

def9h

大
君
が
自
分
自
身
に
対
し
て

中
君
が
自
分
自
身
に
対
し
て

母
（
中
将
の
君
）
が
娘
（
浮
舟
）

乳
母
が
浮
舟
に
対
し
て

浮
舟
が
自
分
自
身
に
対
し
て

に
対
し
て

四一四五一
例　例　例　例　例

二
例
が
重
複
す
る
の
で
合
計
が
二
二
例
に
な
る
が
、
一
連
の
用
例
は
親
兄

弟
同
士
、
家
と
い
う
一
族
の
絆
の
中
で
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

家
の
中
の
誰
か
が
「
人
笑
へ
」
に
な
る
こ
と
が
、
家
全
体
の
「
恥
」
と
し

て
世
間
か
ら
侮
辱
さ
れ
、
名
誉
を
失
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の

宇
治
十
帖
に
お
け
る
「
恥
」
の
図
式
は
、
ま
さ
に
日
向
一
雅
が
「
「
家
」

の
観
念
に
呪
縛
さ
れ
た
「
人
笑
へ
」
の
意
識
の
構
造
こ
そ
、
源
氏
物
語
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
0

人
物
た
ち
が
所
有
し
た
恥
の
特
質
」
と
言
及
す
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。

　
さ
て
、
浮
舟
が
捕
ら
わ
れ
た
「
人
笑
へ
」
の
意
識
は
h
の
四
例
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
母
が
捕
ら
わ
れ
た
f
の
四
例
と
無
関
係
で
は
な
い
。
こ
の
母

の
四
例
の
「
人
笑
へ
」
の
意
識
は
、
す
べ
て
我
が
娘
浮
舟
が
世
間
に
恥
じ

な
い
よ
う
な
人
並
み
の
結
婚
を
さ
せ
て
あ
げ
た
い
と
思
う
気
持
ち
か
ら
生

じ
て
お
り
、
父
が
宮
家
で
あ
る
と
い
う
母
の
誇
り
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

浮
舟
は
母
の
こ
の
気
持
を
痛
い
ほ
ど
身
に
感
じ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
浮
舟

の
「
人
笑
へ
」
の
意
識
は
、
母
の
「
人
笑
へ
」
の
意
識
が
折
り
重
な
っ
て
、

よ
り
重
み
を
増
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点

．
を
踏
ま
え
て
時
間
の
進
行
と
と
も
に
h
の
四
例
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

1

母
（
中
将
の
君
）
そ
こ
ち
渡
り
た
ま
へ
る
。
乳
母
出
で
来
て
、
「
殿
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（
薫
）
よ
り
、
人
々
の
装
束
な
ど
も
こ
ま
か
に
思
し
や
り
て
な
ん
。

い
か
で
き
よ
げ
に
何
ご
と
も
と
思
う
た
ま
ふ
れ
ど
、
ま
ま
が
心
ひ
と

つ
に
は
、
あ
や
し
く
の
み
ぞ
し
出
で
は
べ
ら
む
か
し
」
な
ど
言
ひ
騒

ぐ
が
、
心
地
よ
げ
な
る
を
見
た
ま
ふ
に
も
、
君
（
浮
舟
）
は
、
け
し

か
ら
ぬ
こ
と
ど
も
の
出
で
来
て
、
人
笑
へ
な
ら
ば
、
誰
も
誰
も
い
か

に
思
は
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
浮
舟
・
一
六
四
頁
）

浮
舟
の
母
が
宇
治
の
山
荘
に
浮
舟
を
訪
ね
て
き
て
の
場
面
で
あ
る
。

「
匂
宮
と
の
関
係
が
世
間
に
暴
露
さ
れ
て
も
の
笑
い
に
な
っ
た
ら
、
母
や

乳
母
や
薫
や
中
君
な
ど
周
囲
の
者
は
皆
ど
う
思
う
で
あ
ろ
う
」
と
浮
舟
は

苦
し
む
。
薫
大
将
の
も
と
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
母

や
乳
母
は
浮
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
対
照
的
な
浮
舟
の
つ
ら
い
気
持
ち
が

痛
い
ほ
ど
分
か
る
。
た
だ
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
「
母
の
御
も
と
に
し

ば
し
渡
り
て
、
思
ひ
め
ぐ
ら
す
ほ
ど
あ
ら
ん
と
思
せ
ど
」
（
浮
舟
・
一
六

三
頁
）
と
直
前
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
自
分
の
取
る
べ
き
道
を
「
思
ひ
め
ぐ

ら
し
た
い
」
と
考
え
て
い
て
、
ま
だ
死
ぬ
こ
と
ま
で
を
意
識
し
て
い
な
い
。

2

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
、
障
り
ど
こ
ろ
も
あ
る
ま
じ
く
、
さ

は
や
か
に
よ
う
つ
思
ひ
な
さ
る
れ
ど
、
う
ち
返
し
い
と
悲
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
浮
舟
・
一
六
八
頁
）

1
と
同
じ
場
面
の
夜
で
あ
る
。
母
は
弁
の
尼
に
「
も
し
娘
の
浮
舟
が
、
匂

宮
と
の
間
で
不
倫
関
係
に
で
も
陥
っ
た
ら
、
決
し
て
二
度
と
浮
舟
と
会
う

こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
旨
の
話
を
す
る
。
そ
れ
を
浮
舟
は
寝
た
ふ
り
を
し

て
聞
い
て
し
ま
う
。
浮
舟
は
胸
が
張
り
裂
け
そ
う
に
な
り
、
「
自
分
が
行

方
知
ら
ず
に
な
れ
ば
皆
は
悲
し
む
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
い
っ
と
き

の
こ
と
。
も
し
生
き
長
ら
え
て
世
間
の
も
の
笑
い
に
な
れ
ば
、
そ
の
屈
辱

は
絶
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
入
水
を
意
識
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
う
ち
返
し
い
と
悲
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
思
い
乱
れ
て
お
り
、
決
意
を

固
め
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
、

3

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
つ
か
ら
忘
れ
草
摘
み
て
ん
、

あ
り
な
が
ら
も
て
そ
こ
な
ひ
、
人
笑
へ
な
る
さ
ま
に
て
さ
す
ら
へ
む

は
、
ま
さ
る
も
の
思
ひ
な
る
べ
し
、

な
ど
思
ひ
な
る
。

　
　
　
　
（
浮
舟
・

一
八
四
頁
）

3
は
2
か
ら
数
日
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
数
日
の
間
に
浮
舟
の
心
を
動

か
し
た
重
要
な
こ
と
が
二
点
あ
る
。
一
つ
は
薫
が
匂
宮
と
浮
舟
と
の
関
係

を
知
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
浮
舟
に
手
紙
で
そ
の
こ
と
を
問
い
詰

め
た
こ
と
。
今
一
つ
は
右
近
が
東
国
の
悲
劇
の
話
を
浮
舟
に
聞
か
せ
た
こ

と
で
あ
る
。

　
私
は
こ
の
東
国
の
悲
劇
の
話
が
浮
舟
に
入
水
を
決
意
さ
せ
る
決
定
的
要

因
に
な
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
右
近
は
自
分
の
姉
と
、
姉
を
愛
し
て
殺
人
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ま
で
を
犯
し
た
男
の
話
を
持
ち
出
し
た
。
姉
は
生
き
長
ら
え
て
い
る
が
い

ま
だ
に
汚
名
を
そ
そ
い
で
い
る
こ
と
を
話
し
、
話
し
の
最
後
に
「
死
ぬ
る

に
ま
さ
る
恥
な
る
こ
と
も
、
よ
き
人
の
御
身
に
は
な
か
な
か
は
べ
る
な

り
」
と
結
び
、
早
く
薫
か
匂
宮
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
決
め
な
さ
い
と
浮
舟

に
迫
っ
た
。
右
近
は
薫
と
匂
宮
が
「
死
ぬ
る
に
ま
さ
る
恥
」
を
か
く
こ
と

に
な
る
と
説
明
し
た
の
で
あ
る
が
、
浮
舟
は
自
分
の
身
に
も
置
き
換
え
て

こ
の
言
葉
を
自
覚
し
た
。
3
の
傍
線
部
の
ゴ
シ
ッ
ク
表
記
「
ま
さ
る
も
の

思
ひ
な
る
べ
し
」
と
い
う
浮
舟
の
心
内
は
、
「
死
ぬ
に
ま
さ
る
も
の
思
い

で
あ
ろ
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
明
ら
か
に
右
近
の
「
死
ぬ
る
に
ま
さ

る
恥
」
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
1
、
2
で
は
自
分
が
死

ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
悲
し
む
対
象
を
「
誰
も
誰
も
」
と
漠
然
と
考
え
て
い
る

の
に
対
し
、
3
で
は
「
親
も
」
と
母
の
こ
と
を
具
体
的
に
意
識
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
も
決
意
が
固
ま
っ
た
表
れ
で
あ
ろ
う
。

4

う
き
さ
ま
に
言
ひ
な
す
人
も
あ
ら
む
こ
そ
、
思
ひ
や
り
恥
つ
か
し
け

れ
ど
、
心
浅
く
け
し
か
ら
ず
人
笑
へ
な
ら
ん
を
聞
か
れ
た
て
ま
つ
ら

む
よ
り
は
な
ど
思
ひ
つ
づ
け
て
、

（
浮
舟
）
な
げ
き
わ
び
身
を
ば
棄
つ
と
も
亡
き
影
に
う
き
名
流
さ
む

こ
と
を
こ
そ
思
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
浮
舟
・
一
九
三
頁
）

入
水
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
直
前
の
浮
舟
の
気
持
ち
で
あ
り
既
に
決
意
は
固

ま
っ
て
い
る
。
自
分
が
死
ん
だ
後
に
噂
を
流
さ
れ
る
の
も
恥
ず
か
し
い
け

れ
ど
、
（
生
き
長
ら
え
て
）
世
間
の
も
の
笑
い
に
な
る
の
が
（
薫
大
将
の
）

耳
に
入
る
よ
り
は
ま
し
だ
、
と
死
ん
だ
後
の
こ
と
ま
で
浮
舟
は
思
い
を
巡

ら
し
た
。

　
浮
舟
の
心
の
中
の
経
過
を
縷
々
の
べ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
ー
～
4
の
浮

舟
の
心
の
動
き
は
す
べ
て
自
分
や
周
囲
の
者
が
「
人
笑
へ
に
な
る
こ
と
」

を
忌
避
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
お
り
、
「
世
間
か
ら
侮
辱
さ
れ
な
が
ら
生

き
続
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
死
ん
だ
方
が
ま
し
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
密
通
に
よ
る
罪
を
臓
悔
す
る
意
識
は
表
現
さ
れ
て
い
な

い
。
浮
舟
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
罪
の
意
識
に
よ
り
密
通
を
償
お
う
と
し

て
死
を
選
択
し
た
の
で
は
な
く
、
「
家
」
に
呪
縛
さ
れ
た
「
人
笑
へ
」
の

意
識
に
よ
っ
て
死
に
追
い
や
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
「
死
に
ま
さ
る
恥
」
を

認
知
し
て
「
恥
」
よ
り
も
「
死
」
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。
浮
舟
に
と
っ

て
は
、
正
編
の
女
君
た
ち
と
は
違
っ
て
、
「
人
笑
へ
」
が
自
ら
の
道
を
切

り
拓
き
、
蘇
え
ら
せ
る
バ
ネ
の
力
に
は
な
ら
ず
、
逆
の
方
向
に
作
用
し
た

の
で
あ
る
。四

、
浮
舟
に
お
け
る
罪
の
意
識
そ
の
二
（
親
不
孝
の
罪
）

　
し
か
し
な
が
ら
密
通
の
罪
を
意
識
し
な
か
っ
た
浮
舟
で
は
あ
る
が
、
も

う
一
つ
の
別
の
罪
に
お
い
て
は
悩
み
苦
し
ん
で
い
た
こ
と
が
伺
え
る
の
で

あ
る
。
一
章
で
分
類
し
た
③
の
親
不
孝
の
罪
で
あ
る
。
親
不
孝
の
罪
に
つ

い
て
田
中
徳
定
は
、
「
平
安
時
代
に
お
け
る
「
孝
」
に
つ
い
て
の
考
え
方

は
、
儒
教
・
仏
教
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
形
で
、
現
実
世
界
に
あ
っ
て
は

不
孝
よ
り
大
な
る
罪
は
な
く
、
そ
の
た
め
来
世
に
お
い
て
は
堕
地
獄
を
免

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
1

れ
得
な
い
も
の
と
し
て
一
般
に
浸
透
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
説

き
、
帝
と
い
え
ど
も
例
外
で
は
な
く
、
朱
雀
帝
が
父
・
桐
壺
帝
の
遺
言
に
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浮舟物語における罪と恥の意識

反
し
た
こ
と
や
、
冷
泉
帝
に
お
い
て
真
の
父
親
を
知
ら
な
く
ば
父
に
孝
を

尽
く
せ
な
い
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と

は
、
こ
の
物
語
が
当
時
の
親
不
孝
の
罪
を
重
く
捉
え
て
い
た
こ
と
の
証
だ

と
い
う
。

　
浮
舟
が
親
に
先
立
つ
不
孝
の
罪
を
意
識
し
て
苦
し
み
悩
む
様
子
は
、
以

下
の
よ
う
に
直
接
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。

・
（
浮
舟
は
）
心
細
き
こ
と
を
思
ひ
も
て
ゆ
く
に
は
、
ま
た
え
思
ひ
た

つ
ま
じ
き
わ
ざ
な
り
け
り
。
親
を
お
き
て
亡
く
な
る
人
は
、
い
と
罪

深
か
な
る
も
の
を
な
ど
、
さ
す
が
に
、
ほ
の
聞
き
た
る
こ
と
を
も
思

ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
浮
舟
・
一
八
六
頁
）

・
（
浮
舟
は
）
つ
と
め
て
も
、
あ
や
し
か
ら
む
ま
み
を
思
へ
ば
、
無
期

に
臥
し
た
り
、
も
の
は
か
な
げ
に
帯
な
ど
し
て
経
読
む
。
親
に
先
立

ち
な
む
罪
失
ひ
た
ま
へ
と
の
み
思
ふ
。
　
　
　
（
浮
舟
・
一
九
二
頁
）

ま
た
、
蘇
生
し
た
後
の
本
文
を
以
下
に
挙
げ
る
が
、
母
に
臓
悔
す
る
気
持

ち
が
伺
え
、
入
水
前
に
親
不
孝
の
罪
と
葛
藤
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

・
（
浮
舟
は
）
今
は
限
り
と
思
ひ
は
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
・
三
〇
三
頁
）

・
（
妹
尼
）
「
（
前
略
）
お
の
れ
は
、
世
に
は
べ
ら
ん
こ
と
、
今
日
明
日

と
も
知
り
が
た
き
に
、
い
か
で
う
し
ろ
や
す
く
見
お
き
た
て
ま
つ
ら

む
と
、
よ
う
つ
に
思
ひ
た
ま
へ
て
こ
そ
、
仏
に
も
祈
り
き
こ
え
つ

れ
」
と
、
臥
し
ま
ろ
び
つ
つ
、

（
浮
舟
は
）
ま
こ
と
の
親

い
と
い
み
じ
げ
に
思
ひ
た
ま
へ
る
に
、

（
実
母
）
の
、
や
が
て
殻
も
な
き
も
の
と

思
ひ
ま
ど
ひ
た
ま
ひ
け
ん
ほ
ど
推
し
は
か
る
ぞ
、
ま
。
つ
い
と
悲
し
か

り
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
手
習
・
三
四
三
頁
）

・
（
浮
舟
は
）
忘
れ
た
ま
は
ぬ
に
こ
そ
は
と
あ
は
れ
と
思
ふ
に
も
、
副

と
ど
母
君
の
御
心
の
中
推
し
は
か
ら
る
れ
ど
、

な
き
さ
ま
を
見
え
聞
こ
え
た
て
ま
つ
ら
む
は
、

し
く
そ
あ
り
け
る
。

な
か
な
か
言
ふ
か
ひ

な
ほ
、
い
と
つ
つ
ま

（
手
習
二
二
六
〇
頁
）

こ
れ
ら
の
浮
舟
の
心
情
は
、
入
水
を
遂
げ
て
死
に
至
れ
ば
、
母
を
悲
し
ま

せ
て
親
不
孝
の
罪
を
背
負
い
、
地
獄
に
堕
ち
る
と
い
う
仏
教
倫
理
を
認
識

し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
で
も
浮
舟
は
死
を
選
択

し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
浮
舟
が
親
不
孝
と
い
う
「
罪
」
の
意
識
と
人
笑

へ
と
い
う
「
恥
」
の
意
識
を
天
秤
に
か
け
た
結
果
、
「
恥
」
の
重
さ
が
ま

さ
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
家
の
観
念
に
呪
縛
さ
れ
た
「
恥
」
の
意
識
、

「
人
笑
へ
」
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
る
意
識
は
、
仏
教
倫
理
に
お
け
る
「
罪
」

の
意
識
よ
り
浮
舟
に
と
っ
て
は
重
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
浮
舟
は
「
罪
の

文
化
」
に
よ
る
内
面
的
葛
藤
と
い
う
罪
過
を
贈
い
た
い
と
思
い
な
が
ら
も
、

外
面
を
意
識
し
た
「
恥
の
文
化
」
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
入
水
す
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。

　
外
面
的
に
発
覚
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
恥
と
は
な
ら
ず
苦
し
む
必

要
も
な
い
、
と
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
言
う
が
、
外
面
的
に
発
覚
さ
せ
な
い
が

た
め
に
浮
舟
が
苦
し
ん
だ
懊
悩
、
煩
悶
を
考
え
る
と
き
、
浮
舟
を
取
り
巻

い
た
「
恥
の
文
化
」
の
残
酷
性
を
あ
ら
た
め
て
実
感
す
る
の
で
あ
る
。
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本
小
論
は
浮
舟
に
焦
点
を
当
て
て
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
罪
と

恥
の
意
識
」
の
あ
く
ま
で
も
一
端
を
考
察
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
今
後

の
課
題
と
し
て
、
こ
の
小
論
を
一
つ
の
土
台
に
、
物
語
全
体
に
お
け
る

「
罪
と
恥
の
意
識
」
を
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。

1 注23456

日
本
に
お
け
る
最
初
の
出
版
は
一
九
四
八
年
に
長
谷
川
松
治
訳
で

社
会
思
想
研
究
会
出
版
部
か
ら
。
最
近
で
は
二
〇
〇
五
年
に
同
じ

長
谷
川
松
治
訳
で
講
談
社
学
術
文
庫
。
最
新
刊
は
二
〇
〇
八
年
に

角
田
安
正
訳
で
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
。

多
屋
頼
俊
　
「
源
氏
物
語
の
罪
障
意
識
」
『
源
氏
物
語
講
座
　
第
五

巻
』
（
有
精
堂
・
一
九
七
一
年
）

田
中
徳
定
　
「
「
不
孝
」
と
そ
の
罪
を
め
ぐ
っ
て
」
『
駒
沢
國
文
第

32
?
x
（
一
九
九
五
年
）

蛍
巻
で
光
源
氏
は
玉
婁
に
対
し
て
「
不
孝
な
る
は
、
仏
の
道
に
も

い
み
じ
く
こ
そ
言
ひ
た
れ
」
と
、
不
孝
が
仏
教
に
お
い
て
き
び
し

く
戒
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
持
ち
出
し
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
、

不
孝
は
仏
教
の
戒
め
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

重
松
信
弘
「
源
氏
物
語
の
倫
理
思
想
（
二
）
」
『
国
文
学
研
究
　
第

四
号
』
（
一
九
六
八
年
十
一
月
）

野
村
精
一
　
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
罪
の
問
題
」
『
国
語
と
国
文
学

昭
和
三
十
三
年
三
月
号
』
（
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
）

山
田
清
市
　
「
源
氏
物
語
に
表
わ
れ
た
罪
の
意
識
」
『
国
文
学
－
解

7891011

釈
と
教
材
の
研
究
i
第
三
巻
五
号
』
（
学
燈
社
・
一
九
五
八
年
五

月
）山

本
利
達
「
「
人
笑
へ
」
と
「
人
笑
は
れ
」
」
『
む
ら
さ
き
　
三
十

二
輯
』
（
紫
式
部
学
会
　
一
九
九
五
年
十
二
月
）
に
お
い
て
は
、

「
人
笑
へ
」
と
「
人
笑
は
れ
」
と
い
う
二
つ
の
語
を
同
義
語
と
す

る
諸
説
（
山
岸
徳
平
、
松
尾
聰
な
ど
）
を
紹
介
し
な
が
ら
、
必
ず

し
も
同
義
語
と
は
い
え
な
い
と
説
く
が
、
こ
こ
で
は
両
語
と
も

「
世
間
の
物
笑
い
」
と
い
う
意
味
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
、
「
人

笑
へ
」
に
一
本
化
し
た
。

鈴
木
日
出
男
「
光
源
氏
の
女
君
た
ち
」
『
源
氏
物
語
と
そ
の
影
響
』

（
武
蔵
野
書
院
　
一
九
七
八
）

原
岡
文
子
「
浮
舟
物
語
と
「
人
笑
へ
」
」
『
國
文
学
　
第
三
八
巻
十

一
号
」
（
學
燈
社
　
一
九
九
三
年
十
月
）

日
向
一
雅
「
源
氏
物
語
の
「
恥
」
を
め
ぐ
っ
て
」
『
日
本
文
学
V

O
L
．
2
6
』
（
一
九
七
七
年
九
月
）

注
3
と
同
じ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
　
上

　
　
　
　
　
　
　
（
よ
し
む
ら
・
け
ん
い
ち
　
博
士
後
期
課
程
）
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