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そ
し
て
、
つ
い
に
舟
に
飛
び
移
る
こ
と
が
で
き
た
が
そ
の
途
端
に
息

が
絶
え
た
。
そ
の
腹
を
裂
い
て
み
る
と
腸
が
ず
た
ず
た
に
ち
ぎ
れ
て

い
た
。「
断
腸
」
の
語
源
と
し
て
引
か
れ
る
故
事
だ
が
、
李
白
は
こ

れ
も
意
識
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
第
四
句
で
は
作
者
が
軽
舟

に
乗
っ
て
重
な
る
山
を
一
気
に
下
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
ス
ピ
ー
ド

感
溢
れ
る
描
写
で
、
急
流
を
下
る
爽
快
感
が
伝
わ
っ
て
く
る
。「
軽
」

と
「
重
」
の
対
比
。「
千
」・「
一
」・「
両
」（
二
）・「
万
」
と
い
う
数

詞
が
巧
み
に
配
置
さ
れ
て
い
る
点
も
味
わ
い
と
し
て
見
逃
せ
な
い
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
３
）

『
登
　
高
』　
　
杜
　
甫

　
　
憂
愁
の
詩
人　
悲
憤
・
慷
慨
を
詠
う

　
李
白
と
杜
甫
は
盛
唐
を
代
表
す
る
二
大
詩
人
と
い
う
こ
と
は
今
更

改
め
て
言
う
に
は
及
ば
な
い
。
自
由
奔
放
を
極
め
た
天
才
肌
の
李
白

に
対
し
、
杜
甫
は
辛
酸
刻
苦
を
な
め
尽
く
し
た
漂
泊
の
詩
人
と
い
う

対
照
的
な
存
在
で
も
あ
っ
た
。
李
白
は
杜
甫
よ
り
十
一
歳
の
年
長

だ
っ
た
が
、
ふ
た
り
は
年
齢
の
差
を
超
え
て
心
を
許
し
合
っ
て
い
た

こ
と
が
、
後
に
於
い
て
、
お
互
い
が
そ
の
頃
を
思
い
出
し
書
き
残
さ

れ
た
詩
に
よ
っ
て
窺
え
る
。
李
白
は
七
〇
一
年
、
杜
甫
は
七
一
二

年
の
生
ま
れ
で
、
共
に
玄
宗
皇
帝
に
仕
え
た
経
歴
が
あ
る
。
李
白
は

酒
の
匂
い
も
構
わ
ず
皇
帝
に
直
接
顔

を
合
わ
せ
て
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
も

出
来
る
、
い
わ
ば
特
別
待
遇
の
身
分

だ
っ
た
が
、
杜
甫
は
皇
帝
に
意
見
具

申
を
す
る
左
拾
遺
と
い
う
役
目
が
ら

で
あ
り
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
間
接

的
に
し
か
意
見
具
申
は
出
来
な
い
立

場
だ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
仕
事
に
か
な
り
の
誇
り
と
生
き
甲
斐
を
抱

き
つ
つ
も
、遂
に
は
こ
と
志
と
違
う
こ
と
に
な
っ
て
そ
の
場
を
去
り
、

そ
の
先
は
た
だ
た
だ
長
い
放
浪
と
苦
悩
の
人
生
を
送
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。

　

李
白
の
家
柄
に
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
。
が
、

杜
甫
は
そ
の
家
系
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
十
三
代
前
の
先
祖
は
杜

預
（
晋
の
名
将
か
つ
春
秋
左
氏
伝
の
注
釈
者
）
が
居
て
、
祖
父
に
は

初
唐
の
代
表
的
詩
人
杜と

審し
ん

言げ
ん

を
も
つ
。
代
々
地
方
官
を
務
め
る
名
家

の
血
筋
だ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
の
若
い
頃
の
様
子
は
、
一
、二
の
事

を
自
身
の
詩
に
窺
う
こ
と
が
出
来
る
だ
け
で
、
あ
ま
り
細
か
い
こ
と

は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
二
十
歳
前
後
の
頃
か
ら
二
十
九
歳
ま
で
南
方

の
呉
や
越
、
さ
ら
に
は
東
方
の
斉
、
趙
の
地
方
を
漫
遊
し
て
過
ご
し

た
こ
と
が
判
っ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。

近
体
詩
の
確
立

　

六
朝
時
代
に
始
ま
つ
た
声
律
の
工
夫
が
、
初
唐
に
入
っ
て
さ
ら
に
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進
み
、
平
仄・
押
韻・
対
句
の
規
定
が
整
理
さ
れ
て
五
言
律
詩
や
七
言

律
詩
の
よ
う
な
均
整
美
を
備
え
た
詩
型
が
ほ
ぼ
完
成
す
る
の
が
盛
唐

の
時
代
だ
っ
た
。
こ
の
詩
型
の
初
期
で
は
、
主
に
使
わ
れ
た
の
は
い

わ
ゆ
る
宮
廷
詩
で
、
典
雅
、
艶
麗
の
文
辞
を
そ
ろ
え
、
故
事
を
ち
り

ば
め
る
繁
雑
な
技
巧
に
満
ち
た
華
麗
な
内
容
の
詩
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ

た
。
そ
う
い
う
傾
向
は
と
か
く
単
な
る
言
葉
の
遊
戯
、
文
字
の
遊
び

に
終
始
す
る
と
い
う
、
詩
と
し
て
は
い
さ
さ
か
本
来
の
有
り
様
に
欠

け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
玄
宗
皇
帝
の
宮
中
に
お
け
る
華
や
か
な
生
活

に
明
け
く
れ
た
影
響
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
陳
腐
な
宮
廷
詩
の
域
を

脱
却
し
、
厳
し
い
格
律
の
中
に
、
社
会
批
判
の
深
い
志
を
凝
縮
さ
せ
、

洗
練
さ
れ
た
言
葉
に
よ
っ
て
人
の
心
を
打
つ
よ
う
な
五
言
律
詩
・
七

言
律
詩
の
完
成
が
、
杜
甫
の
出
現
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
っ
た
。

　
社
会
に
翻
弄
さ
れ
た
不
遇
の
人
生

　

詩
人
の
多
く
は
官
吏
登
用
の
試
験
に
合
格
し
た
者
が
多
か
っ
た
。

進
士
に
及
第
し
経
国
済
民
に
力
を
致
す
こ
と
が
究
極
の
目
標
で
あ
る

と
い
う
の
が
中
国
人
士
の
志
す
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
杜
甫
も
ま
た
進
士

の
試
験
に
向
か
っ
た
の
だ
が
、
人
間
誰
し
も
、
生
き
る
時
代
の
偶
然

の
係
わ
り
と
い
う
も
の
を
避
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
受
験
の
時
の

宰
相
李り

林り
ん

甫ぽ

と
い
う
ま
こ
と
に
詰
ま
ら
ぬ
人
物
の
せ
い
で
、
杜
甫
は

合
格
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
李
林
甫
を
登
用
し
た
の
は
玄
宗

皇
帝
だ
っ
た
。
が
、
李
は
狷け

ん

介か
い

こ
の
上
も
な
い
人
物
で
、
特
に
自
分

に
欠
け
て
い
る
高
い
教
養
を
備
え
た
人
物
を
嫌
い
、
自
身
の
権
勢
を

拡
大
す
る
こ
と
だ
け
に
腐
心
す
る
と
い

う
小
人
物
だ
っ
た
。
十
分
な
学
識
を
備

え
た
人
物
が
合
格
に
値
す
る
成
績
を
収

め
て
も
、
彼
等
に
よ
る
自
分
へ
の
批
判

を
恐
れ
、
そ
れ
を
認
め
ず
全
員
を
不
合

格
に
し
て
皇
帝
に
は
虚
偽
の
結
果
報
告

で
済
ま
す
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
。
杜
甫

も
そ
の
被
害
者
の
一
人
だ
っ
た
。
進
士

に
な
れ
な
か
っ
た
の
は
必
ず
し
も
彼
に

力
が
無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。　

　
李
や
楊よ

う

國こ
く

忠ち
ゅ
う

、
果
て
は
安
禄
山
の
よ

う
な
人
物
た
ち
に
よ
っ
て
世
は
騒
乱
の

時
代
に
入
る
。
さ
し
も
の
唐
朝
も
衰
退

が
始
ま
り
、
か
つ
て
の
繁
栄
に
影
が
さ

し
始
め
る
。
そ
れ
や
こ
れ
や
で
、
不
運

や
不
遇
が
重
な
り
、
三
十
歳
頃
か

ら
五
十
九
歳
で
病
死
す
る
ま
で
、

三
十
年
に
お
よ
ぶ
家
族
連
れ
の
放

浪
が
続
い
た
。生
涯
を
と
お
し
て
、

成
都
の
知
人
を
尋
ね
た
時
期
の
数

年
間
が
唯
一
安
静
を
得
た
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
悲
惨
な

流
浪
の
後
半
生
だ
っ
た
。
養
い
兼

重
慶

張
飛
廟

瞿
塘
峽

坐
峽

西
陵
峽

三
峽
ダ
ム

屈
原
祠

神
女
峰 

△
秭
帰 

○

忠
州
○

（
忠
県
）

雲
安
州
○

（
雲
陽
）

夔
州　

○

（
奉
節
）

長　江

白
帝
城
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ね
て
遠
地
の
親
族
に
妻
子
を
預
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
子
が
飢

え
て
死
ん
だ
悲
し
み
を
詠
ん
だ
詩
さ
え
残
し
て
い
る
。
そ
ん
な
生
涯

が
終
わ
る
三
年
前
に
詠
ん
だ
の
が
『
登
高
』
だ
っ
た
。

　
こ
の
詩
は
文
字
ど
お
り「
高
み
に
登
っ
て
」で
陰
暦
の
九
月
九
日
、

重
陽
の
節
句
に
山
や
丘
な
ど
高
い
所
に
登
り
、
茱し

ゅ

萸ゆ

（
か
わ
は
じ

か
み
）
を
頭
に
挿
し
て
厄
除
け
と
し
、
菊
の
花
び
ら
を
浮
か
べ
た

酒
を
飲
み
、
お
互
い
の
健
康
と
長
寿
を
祈
る
風
習
が
あ
っ
た
。
重

陽
と
は
奇
数
の
極
致
で
あ
る
「
九
」
が
月
と
日
に
重
な
る
た
め
に

い
う
。「
九
」
は
「
久
」
と
音
が
通
じ
る
た
め
に
特
に
縁
起
が
よ
い

と
さ
れ
て
い
た
。

風
急
天
高
猿
嘯
哀　
風
急
に
天
高
く
し
て
猿
嘯
哀
し

渚
清
沙
白
鳥
飛
迴　
渚
清
く
沙
白
く
し
て
鳥
飛
び
迴
る

無
邊
落
木
蕭
蕭
下　
無
辺
の
落
木
蕭
々
と
し
て
下
り

不
盡
長
江
滾
滾
来　
不
盡
の
長
江
滾
々
と
し
て
来
る

萬
里
悲
秋
常
作
客　
萬
里
悲
秋　
常
に
客
と
作
り

百
年
多
病
獨
登
臺　
百
年
多
病　
獨
り
臺
に
登
る

艱
難
苦
恨
繁
霜
鬢　
艱
難
苦は

な
は

だ
恨
む　
繁
霜
の
鬢

潦
倒
新
停
濁
酒
杯　
潦
倒
新
た
に
停
む　
濁
酒
の
杯

　
風
は
激
し
く
吹
き
荒
れ
、
秋
の
空
は
高
く
澄
み
、
猿
の
声
が
哀
し

く
聞
こ
え
て
く
る
。
見
下
ろ
せ
ば
長
江
の
水
際
は
透
き
と
お
り
、
沙

は
白
く
鳥
が
輪
を
描
い
て
飛
ん
で
い
る
。
果
て
し
な
い
落
ち
葉
は
寂

し
げ
に
散
っ
て
ゆ
き
、
尽
き
る
こ
と
を
知
ら
な
い
長
江
の
水
は
湧
き

立
ち
な
が
ら
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
流
れ
て
く
る
。

　
故
郷
を
去
る
こ
と
万
里
、
私
は
秋
を
悲
し
み
な
が
ら
来
る
秋
も
来

る
秋
も
い
つ
も
旅
人
で
あ
り
、
生
涯
を
通
じ
て
病
が
ち
の
身
で
あ
っ

て
今
日
九
月
九
日
に
は
、た
だ
ひ
と
り
こ
の
高
台
に
上
が
っ
て
い
る
。

相
次
ぐ
難
儀
の
た
め
に
髪
の
霜
が
め
っ
き
り
増
し
た
こ
と
は
、
は
な

は
だ
恨
め
し
く
思
う
。
私
は
近
頃
病
気
の
た
め
濁
酒
の
杯
を
汲
む
こ

と
を
止
め
て
し
ま
っ
た
が
、
い
よ
い
よ
投
げ
や
り
な
気
持
ち
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
詩
の
表
現
上
の
特
色

　
前
半
の
四
句
で
周
囲
の
情
景
を
描
写
し
、
後
半
の
四
句
で
自
身
の

姿
や
心
情
を
述
べ
て
い
る
。
前
半
の
四
句
で
は
清
涼
で
雄
大
な
眺
望

を
う
た
っ
て
い
る
が
、
第
一
句
に
は
、
激
し
く
吹
き
お
こ
る
秋
風
と

悲
し
げ
に
ひ
び
き
わ
た
る
猿
の
鳴
き
声
を
と
ら
え
て
、
も
の
悲
し
い

風
情
を
た
だ
よ
わ
せ
、
第
二
句
で
は
す
が
す
が
し
い
水
辺
の
風
景
を

描
い
て
清
澄
な
自
然
美
を
う
た
い
、
第
三
句
で
は
広
大
な
空
間
を
音

た
て
て
散
り
落
ち
る
枯
れ
葉
を
と
ら
え
て
、
や
る
せ
な
い
憂
愁
の
気

分
を
表
現
し
て
い
る
。
第
四
句
で
は
雄
壮
な
力
強
い
自
然
の
姿
を
う

つ
し
て
い
る
。
つ
ま
り
第
一
句
と
第
三
句
の
悲
傷
の
情
景
は
第
二
句

と
第
四
句
の
明
る
く
鮮
や
か
な
風
物
と
対
照
的
に
描
か
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
印
象
を
一
層
強
め
て
お
り
、
そ
の
背
景
に
作
者
自
身

を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
孤
独
感
と
悲
哀
と
が
読
む
人
の
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胸
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
後
半
に
お
い
て
も
、
第
五
句
と
第
六
句
の
対

応
に
よ
っ
て
、
よ
る
べ
な
い
放
浪
の
孤
独
な
作
者
が
浮
き
彫
り
に
さ

れ
て
い
る
。
第
七
句
に
示
さ
れ
る
老
後
の
杜
甫
の
姿
は
、
第
八
句
の

現
実
の
告
白
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
々
し
い
悲
壮
感
を
そ

な
え
て
い
る
点
な
ど
、
探
求
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
興
味
は
尽
き
ず
、
溜

め
息
の
出
る
ほ
ど
の
妙
味
の
あ
る
構
成
は
、
中
国
漢
詩
史
上
、
最
大

の
作
品
と
し
て
注
目
し
た
い
。

杜
甫
の
終
焉

　
数
多
い
七
言
律
詩
中
、
古
来
希
有
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。
或
る
評

言
に
は
「
前
に
人
無
く
、
後
ろ
に
来
者
無
く
、
古
今
七
言
の
第
一
な

り
」
と
あ
る
。
四
聯
す
べ
て
が
対
句
を
な
す
全
対
格
で
ま
と
め
た
こ

の
詩
は
技
巧
を
感
じ
さ
せ
ず
自
然
で
見
事
な
完
成
度
を
示
す
。
人
間

は
本
来
孤
独
な
存
在
で
あ
り
、
年
を
と
る
と
い
う
絶
体
不
変
の
法
則

に
支
配
さ
れ
る
な
か
、
こ
の
詩
を
目
に
す
る
た
び
、
そ
の
悲
哀
を
感

じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
冷
徹
な
事
実
と
普
遍
的
な
真
実
を
格
調
高

く
詠
っ
た
名
作
は
杜
甫
の
代
表
作
と
し
て
現
在
に
至
る
ま
で
、
多
く

の
人
に
愛
誦
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
哀
切
さ
に
思
わ
ず
涙
を
こ

ぼ
し
た
人
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。

　

七
六
六
年
暮
春
、
病
状
も
小
康
を
得
た
の
で
、
雲
安
か
ら
八
十

キ
ロ
下
っ
た
虁き

州し
ゅ
う（
奉
節
）
に
移
住
し
た
杜
甫
は
約
二
年
間
こ
の
地

に
住
ん
で
い
る
が
、
そ
の
間
、
西
閣
・
赤
甲
・
壌
西
・
東
屯
と
四
回

居
を
変
え
て
い
る
。
虁
州
滞
在
中
、
杜
甫
は
約
四
百
三
十
首
の
詩

を
詠
ん
で
い
る
が
、
こ
の
詩
は
そ
の
中
の
一
首
で
あ
る
。
大
暦
三
年

（
七
六
八
）
の
正
月
杜
甫
は
こ
の
虁
州
を
あ
と
に
白
帝
城
下
を
船
出

し
て
三
峡
を
下
り
江
陵
へ
と
向
か
っ
た
。
さ
迷
う
よ
う
に
た
ど
り
着

い
た
洞
庭
湖
に
お
い
て
そ
の
暮
れ
に
詠
っ
た
の
が
、か
の
有
名
な「
登

岳
陽
樓
」
の
詩
で
あ
る
。

　

五
十
九
歳
の
長
く
苦
難
に
満
ち
た
人
生
は
大
暦
五
年
（
七
七
〇
）

の
冬
、
岳
州
に
向
か
う
湘
江
の
舟
中
に
お
い
て
そ
の
偉
大
な
生
涯
を

終
え
た
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
４
）

『
秋
　
興
』　
　
杜
　
甫

　
　
憂
愁
の
詩
人　
望
郷
を
詠
う

　
杜
甫
が
生
ま
れ
た
の
は
、
唐
の
玄
宗
皇
帝
の
即
位
の
年
、
七
一
二

年
。
亡
く
な
っ
た
の
は
七
七
〇
年
で
あ
る
。
わ
が
国
で
い
え
ば
奈
良

朝
の
中
ご
ろ
に
相
当
す
る
。

　
玄
宗
皇
帝
の
治
世
は
四
十
五
年
の
長
き
に
わ
た
る
が
、そ
の
前
半
、

年
号
を
開
元
と
呼
ぶ
時
期
は
唐
王
朝
の
最
盛
期
で
あ
り
（
開
元
の
治

二
十
九
年
間
）
人
々
の
生
活
は
豊
か
で
国
も
平
和
で
あ
っ
た
。
し
か

し
そ
の
後
半
、
年
号
が
天
宝
と
改
ま
る
こ
ろ
か
ら
、
政
治
は
し
だ
い

に
行
き
づ
ま
り
を
見
せ
は
じ
め
た
。
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