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は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』
の
浮
舟
は
、
作
中
で
そ
の
あ
り
方
が
既
存
の
物
語
作
品
に
重
ね
ら
れ
る

こ
と
が
多
く
、
ま
た
人
々
の
世
間
話
と
い
う
「
物
語
」
の
中
で
語
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
女

君
の
一
人
で
あ
る
。
本
稿
は
、
物
語
世
界
内
に
お
け
る
「
物
語
」
な
る
も
の
に
は
い
か
な

る
意
義
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
意
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
も
拙
論

（
小
泉
﹇
二
〇
一
七
﹈、
小
泉
﹇
二
〇
一
八
﹈）
に
お
い
て
考
察
を
試
み
て
き
た
。
本
稿
も
そ
れ
に

連
な
る
も
の
と
し
て
、「
物
語
」
と
の
関
わ
り
の
深
い
浮
舟
に
着
目
し
、「
つ
い
で
」
に
語

ら
れ
、
か
つ
「
物
語
」
を
聞
く
浮
舟
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

　

浮
舟
と
「
物
語
」
と
の
関
わ
り
の
深
さ
は
、
諸
先
行
論
に
よ
っ
て
も
数
多
く
論
じ
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
浮
舟
の
物
語
が
『
竹
取
物
語
』
等
の
既
存
の
物
語
作
品
を
引
用
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
宗
雪
﹇
二
〇
〇
二
﹈、
井
野
﹇
二
〇
一
一
﹈
等
に
よ
っ
て
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
浮
舟
は
人
々
の
物
語
す
な
わ
ち
う
わ
さ
や
世
間
話
と
い
っ
た
も
の
の

中
で
語
ら
れ
る
女
君
で
も
あ
り
、
そ
の
存
在
が
示
さ
れ
る
当
初
か
ら
、
薫
と
中
の
君
の
語

ら
い
の
中
か
ら
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
安
藤
﹇
二
〇
〇
六
﹈
は
、
浮
舟
失
踪
後
の
情
報
の
伝

播
に
関
し
、「
浮
舟
不
在
の
物
語
の
中
で
流
通
す
る
〈
う
わ
さ
〉
は
、
浮
舟
不
在
を
語
る

〈
う
わ
さ
〉
＝
物
語
へ
と
成
長
（
肥
大
）
し
、
続
く
「
手
習
」
巻
で
物
語
そ
の
も
の
と
な
っ

て
し
ま
う
か
の
よ
う
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
浮
舟
に
つ
い
て
語
る
人
々
の
「
物
語
」
が
、

『
源
氏
物
語
』
そ
の
も
の
に
も
重
な
り
う
る
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

先
行
論
の
中
で
は
、
浮
舟
の
情
報
が
人
々
の
世
間
話
や
う
わ
さ
の
中
で
語
ら
れ
る
こ
と
こ

そ
論
じ
ら
れ
て
き
た
も
の
の
、
そ
れ
が
「
物
語
」
の
「
つ
い
で
」
に
語
ら
れ
る
と
い
う
表

現
を
伴
う
点
に
関
し
て
は
、
管
見
の
限
り
、
あ
ま
り
注
意
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た）1
（

。
後
述
す

る
が
、
浮
舟
は
他
の
登
場
人
物
に
比
べ
、「
物
語
」
の
「
つ
い
で
」
に
語
ら
れ
る
例
が
特

に
多
い
の
で
あ
る
。
浮
舟
と
、
人
々
の
語
る
「
物
語
」
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
上
で
、
手

が
か
り
と
な
る
問
題
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
浮
舟
は
、
物
語
作
品
を
鑑
賞
す
る
姿
や
、
自
ら
の
心
を
慰
め
る
よ
う
な
歌
を
手
習

と
し
て
書
き
つ
け
る
姿
、
そ
し
て
心
中
を
声
に
出
し
て
語
る
姿
を
見
せ
て
も
い
る
。
こ
の

よ
う
に
「
物
語
」
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
浮
舟
は
、『
源
氏
物
語
』
と
い
う
長
大
な
「
物
語
」

作
品
の
終
局
に
置
か
れ
る
女
君
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
浮
舟
の
物
語
の
意
味
に
つ
い
て

は
、
小
林
﹇
一
九
八
六
﹈
に
よ
っ
て
、「
さ
ま
ざ
ま
な
引
用
の
「
差
異
の
網
目
」
に
変
容

し
て
し
ま
っ
た
源
氏
物
語
」
が
「
夢
」
の
よ
う
に
「
解
体
」
し
て
い
く
様
相
が
読
み
解
か

れ
て
い
る
。
ま
た
吉
井
﹇
二
〇
〇
八
﹈
は
、
浮
舟
が
「
沈
黙
」
を
続
け
る
描
写
か
ら
、
物

語
そ
の
も
の
も
ま
た
「
沈
黙
」
へ
辿
り
着
こ
う
と
し
て
い
る
と
す
る
。
一
方
で
、
池
田
﹇
二

〇
〇
一
﹈
は
「
円
環
」
の
よ
う
に
「
浮
舟
の
〈
手
習
〉
の
行
為
の
中
に
」「
物
語
行
為
の

は
じ
ま
り
が
暗
喩
」
さ
れ
て
い
る
と
し
、
そ
れ
よ
り
更
に
踏
み
込
ん
だ
形
で
神
田
﹇
二
〇

〇
一
﹈
は
、
浮
舟
が
「
物
語
作
者
に
大
転
身
し
得
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
物
語

作
者
に
も
通
じ
る
浮
舟
の
あ
り
方
は
、
繰
り
返
さ
れ
る
手
習
や
、
自
ら
の
心
中
を
語
り
出

す
様
相
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
三
谷
﹇
一
九
九
二
﹈
に
よ
っ
て
も
、「
一
人
称

的
に
実
存
す
る
浮
舟
」
と
し
て
、
語
り
手
と
捉
え
う
る
あ
り
方
と
解
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
浮
舟
と
物
語
の
作
り
手
、語
り
手
と
を
重
ね
る
見
方
に
対
し
、三
田
村
﹇
一

九
九
六
﹈
に
お
い
て
、
浮
舟
が
「
徹
底
し
て
〈
音
〉
を
聞
き
続
け
る
存
在
と
し
て
造
型
さ

れ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
点
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
お
、
こ
の
三
田
村
論
文
で

「
物
語
」
を
聞
く
浮
舟

│
│ 「
つ
い
で
」
を
手
が
か
り
に 

│
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は
、「
浮
舟
」
巻
ま
で
の
浮
舟
を
「
聞
き
続
け
る
存
在
」
と
み
て
お
り
、「
浮
舟
」
巻
以
降

に
つ
い
て
は
、「「
聞
く
」
場
面
は
出
て
来
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
」「
主
題
性
を
担
う
方

法
を
別
の
も
の
に
明
け
渡
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」
と
す
る
。
た
だ
し
同
論

文
の
末
尾
の
注
の
中
で
は
、「
手
習
」
巻
後
半
以
降
の
「
再
び
聞
き
始
め
る
浮
舟
」
に
ふ
れ
、

浮
舟
に
関
す
る
「
語
り
」
が
「
手
習
」
巻
の
後
半
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
「
重

要
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
」
と
示
唆
し
て
い
る
。

　

本
稿
は
、「
手
習
」
巻
以
降
、『
源
氏
物
語
』
の
最
後
に
置
か
れ
た
浮
舟
の
聞
く
態
度
を
、

「
つ
い
で
」
と
あ
わ
せ
て
重
要
視
す
る
。「
物
語
」
と
深
く
関
わ
る
浮
舟
は
、「
物
語
」
の
「
つ

い
で
」
に
語
ら
れ
続
け
る
一
方
で
、『
源
氏
物
語
』
の
最
後
に
は
、「
つ
い
で
」
で
は
な
く

「
物
語
」
の
う
ち
に
語
ら
れ
る
例
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
例
の
な
か
で
、
浮
舟
は
、

自
ら
に
関
す
る
「
物
語
」
を
聞
く
姿
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
浮
舟
が
「
つ
い
で
」
に

語
ら
れ
る
こ
と
を
手
が
か
り
と
し
、
物
語
の
終
わ
り
に
、
浮
舟
の
聞
く
姿
が
語
ら
れ
る
こ

と
の
意
義
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
考
察
し
た
い
。

　

本
稿
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
、
浮
舟
が
な
ん
ら
か
の
「
つ
い
で
」

に
語
ら
れ
る
例
の
多
い
女
君
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、「
つ
い
で
」
の
持
ち
得
る
意
味
を

検
討
す
る
。
第
二
節
で
は
、「
つ
い
で
」
の
な
か
で
も
特
に
「
物
語
」
の
「
つ
い
で
」
に

語
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
を
、
浮
舟
の
物
語
の
内
容
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
。
第
三
節
で
は
、

一
、
二
節
で
の
検
討
と
は
逆
に
、
浮
舟
が
「
つ
い
で
」
で
は
な
く
「
物
語
」
の
う
ち
に
語

ら
れ
る
例
を
検
討
し
、
そ
う
し
た
例
の
一
部
で
、
自
ら
に
関
す
る
「
物
語
」
を
聞
く
浮
舟

の
姿
が
語
ら
れ
る
こ
と
の
意
義
を
考
え
る
。
他
の
登
場
人
物
た
ち
に
よ
っ
て
語
ら
れ
続
け

て
き
た
浮
舟
は
、
最
後
に
は
自
ら
の
「
物
語
」
を
聞
く
姿
を
見
せ
る
。
聞
く
浮
舟
の
姿
が

語
ら
れ
る
な
か
で
、
物
語
が
終
わ
り
を
迎
え
て
い
く
こ
と
の
意
義
を
論
じ
る
。

一　
「
つ
い
で
」
に
語
ら
れ
る
浮
舟
と
物
語
の
場

　

本
節
で
は
、
浮
舟
が
な
ん
ら
か
の
「
つ
い
で
」
に
語
ら
れ
る
例
の
多
い
女
君
で
あ
る
こ

と
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
表
現
が
何
を
示
す
か
、
考
察
す
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
全
体
に
お
け
る
「
つ
い
で
」
の
用
例
は
、
お
よ
そ
二
二
七
〜
二
二
九
例
（
正

編
一
五
九
〜
一
六
一
例
、
続
編
六
七
例
）
ほ
ど
で
あ
る）2
（

。『
古
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
に
よ
れ
ば
、

「
つ
い
で
」
に
は
「
①
次
第
。
順
序
。
序
列
。
②
機
会
。
お
り
。」
の
意
味
が
あ
る
。
本
稿

で
は
②
の
意
味
の
中
で
も
「
つ
い
で
」
を
き
っ
か
け
と
し
て
何
ら
か
の
情
報
が
語
り
だ
さ

れ
る
場
合
に
注
目
す
る
。

　
「
つ
い
で
」
を
き
っ
か
け
と
し
て
後
に
何
ら
か
の
情
報
が
語
り
出
さ
れ
る
例
は
、
稿
者

が
確
認
し
た
限
り
お
よ
そ
九
三
〜
九
四
例
（
正
編
五
八
〜
五
九
例
、
続
編
三
五
例
）
ほ
ど
見
ら

れ
た
。中
で
も
、「
つ
い
で
」
を
伴
っ
て
浮
舟
の
情
報
を
語
り
出
す
例
は
、一
五
例
で
あ
り
、

全
登
場
人
物
の
中
で
も
最
も
多
い
。
他
に
「
つ
い
で
」
を
伴
っ
て
語
ら
れ
る
人
物
と
し
て

は
、
浮
舟
の
次
に
例
が
多
い
の
は
女
三
の
宮
（
四
例
）、
玉
鬘
（
三
例
）、
末
摘
花
（
三
例
）

等
で
あ
る
。
こ
の
他
、
様
々
な
人
物
や
事
柄
に
一
〜
三
例
程
度
の
用
例
数
で
分
散
し
て
お

り
、
浮
舟
ほ
ど
集
中
し
て
「
つ
い
で
」
に
語
ら
れ
る
存
在
は
他
に
な
い
。

　

浮
舟
が
「
つ
い
で
」
に
話
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
、
秋
山
﹇
二
〇
一
一
﹈
で
少
し
触
れ
ら

れ
、「「
も
の
の
つ
い
で
」
で
あ
る
の
に
注
意
し
た
い
。
ま
と
も
な
用
件
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
。
そ
れ
も
薫
の
身
分
・
立
場
ゆ
え
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
薫
か
ら
浮
舟
に
対

す
る
扱
い
の
軽
さ
を
示
す
と
い
っ
た
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
古
語
大
辞
典
』

（
中
田
﹇
一
九
八
三
﹈）
に
お
け
る
「
つ
い
で
」
の
「
語
誌
」（
原
田
芳
起
執
筆
）
が
示
す
よ
う
に
、

「
機
会
」「
お
り
」
を
意
味
す
る
「
つ
い
で
」
の
用
法
に
は
展
開
が
あ
り
、
元
々
『
古
今
和

歌
集
』
の
頃
に
は
「
ま
だ
後
句
が
前
句
に
対
し
て
副
次
的
に
な
る
意
味
に
は
な
っ
て
い
な

い
」
の
で
あ
っ
た
。
よ
う
や
く
『
後
撰
和
歌
集
』
の
頃
に
「
後
句
が
明
ら
か
に
副
次
的
つ

け
た
り
と
見
な
さ
れ
る
例
が
混
じ
」
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
浮
舟
に
関
わ
ら
な
い
「
つ
い

で
」
の
例
を
見
る
と
、
女
三
の
宮
や
斎
宮
の
女
御
と
い
っ
た
高
貴
な
女
君
も
、「
つ
い
で
」

に
語
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
浮
舟
の
扱
い
の
軽
さ
を
示
す
表
現
と
の
み
解
す
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

以
下
に
、「
つ
い
で
」
に
浮
舟
の
情
報
を
語
り
出
す
一
五
例
全
て
を
掲
出
す
る
。
な
お
、

シ
ロ
ヌ
キ
の
丸
付
数
字
は
浮
舟
が
「
物
語
」
の
「
つ
い
で
」
に
語
ら
れ
る
例
（
八
例
）
を

示
し
、
ク
ロ
ヌ
キ
の
丸
付
数
字
は
「
物
語
」
と
い
う
言
葉
を
伴
わ
ず
「
つ
い
で
」
に
語
ら

れ
る
例
（
七
例
）
を
示
す
。

①
中
の
君
、
薫
の
懸
想
を
避
け
る
べ
く
浮
舟
を
紹
介
す
る
。

　
〔
中
の
君
〕「
人ひ

と

形が
た

の
つ
い
で
に
、
い
と
あ
や
し
く
、
思
ひ
よ
る
ま
じ
き
こ
と
を
こ

そ
思
ひ
出
で
は
べ
れ
」 

（
宿
木
⑤
四
四
九
）

❷
薫
、
弁
と
思
い
出
話
を
す
る
中
で
浮
舟
の
こ
と
を
言
い
出
す
。
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…
…
昔
物
語
な
ど
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
故
権
大
納
言
の
君
の
御
あ
り
さ
ま
も
、
聞
く

人
な
き
に
心
や
す
く
て
、
い
と
こ
ま
や
か
に
聞
こ
ゆ
。（
中
略
）
故
姫
君
の
御
事
ど
も
、

は
た
尽
き
ず
。（
中
略
）
さ
て
、
も
の
の
つ
い
で
に
、
か
の
形
代
の
こ
と
を
言
ひ
出
で

た
ま
へ
り
。 

（
宿
木
⑤
四
五
七
〜
四
五
九
）

❸
薫
、
弁
に
浮
舟
の
様
子
を
尋
ね
る
。

　

…
…

の
つ
ま
引
き
上
げ
て
物
語
し
た
ま
ふ
。
几
帳
に
隠
ろ
へ
て
ゐ
た
り
。
言
の

つ
い
で
に
、〔
薫
〕「
か
の
人
は
、
先
つ
こ
ろ
宮
に
と
聞
き
し
を
…
…
」 （
東
屋
⑥
八
五
）

④
母
中
将
の
君
、
中
の
君
に
窮
状
を
訴
え
る
。

　
〔
母
中
将
の
君
〕「
…
…
あ
は
れ
に
な
む
思
う
た
ま
へ
ら
る
る
御
心
深
さ
な
る
」
な

ど
言
ふ
つ
い
で
に
、
こ
の
君
を
も
て
わ
づ
ら
ふ
こ
と
、
泣
く
泣
く
語
る
。

 

（
東
屋
⑥
四
七
〜
四
八
）

❺
薫
、
女
二
の
宮
に
浮
舟
引
き
取
り
の
了
承
を
得
る
。

　

女
宮
に
物
語
な
ど
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
の
つ
い
で
に
、〔
薫
〕「
な
め
し
と
も
や
思
さ

ん
と
、
つ
つ
ま
し
な
が
ら
、
さ
す
が
に
年
経
ぬ
る
人
の
は
べ
る
を
、
…
…
」

 

（
浮
舟
⑥
一
六
一
）

⑥
内
舎
人
、
薫
の
命
を
受
け
警
備
を
強
化
さ
せ
る
と
右
近
に
話
す
。

〔
内
舎
人
〕「
…
…
雑ざ

ふ

事じ

ど
も
仰
せ
ら
る
る
つ
い
で
に
、
か
く
て
お
は
し
ま
す
ほ
ど
に
、

夜
半
、
暁
の
こ
と
も
、
な
に
が
し
ら
か
く
て
さ
ぶ
ら
ふ
と
思
ほ
し
て
、
…
…
」

 

（
浮
舟
⑥
一
八
三
）

⑦
中
将
、
少
将
の
尼
に
浮
舟
の
こ
と
を
尋
ね
る
。

　

…
…
あ
は
れ
な
り
し
昔
の
こ
と
ど
も
も
思
ひ
出
で
た
る
つ
い
で
に
、〔
中
将
〕「
か

の
廊
の
つ
ま
入
り
つ
る
ほ
ど
、
風
の
騒
が
し
か
り
つ
る
紛
れ
に
、す
だ
れの
ひ
ま

よ
り
、
な

べ
て
の
さ
ま
に
は
あ
る
ま
じ
か
り
つ
る
人
の
、
う
ち
垂
れ
髪
の
見
え
つ
る
は
、
…
…

（
中
略
）」
と
の
た
ま
ふ
。 

（
手
習
⑥
三
〇
八
）

❽
⑨
中
将
、
弟
禅
師
の
君
に
、
浮
舟
の
こ
と
を
尋
ね
る
。

　

禅
師
の
君
、
こ
ま
か
な
る
物
語
な
ど
す
る
つ
い
で
に
、〔
中
将
〕「
小
野
に
立
ち
寄

り
て
、
も
の
あ
は
れ
に
も
あ
り
し
か
な
。（
中
略
）」
な
ど
の
た
ま
ふ
つ
い
で
に
、「
風

の
吹
き
上
げ
た
り
つ
る

よ
り
、
髪
い
と
長
く
、
を
か
し
げ
な
る
人
こ
そ
見
え
つ
れ
。

…
…
」 

（
手
習
⑥
三
一
〇
〜
三
一
一
）

10
中
将
、
妹
尼
に
浮
舟
の
こ
と
を
尋
ね
る
。

　

い
と
ど
い
や
目
に
、
尼
君
は
も
の
し
た
ま
ふ
。
物
語
の
つ
い
で
に
、〔
中
将
〕「
忍

び
た
る
さ
ま
に
も
の
し
た
ま
ふ
ら
ん
は
、
誰
に
か
」
と
問
ひ
た
ま
ふ
。

 

（
手
習
⑥
三
一
二
）

⑪
横
川
の
僧
都
、
明
石
の
中
宮
に
浮
舟
の
こ
と
を
語
る
。

　

御
物
の
怪
の
執し

ふ

念ね

き
こ
と
、
さ
ま
ざ
ま
に
名
の
る
が
恐
ろ
し
き
こ
と
な
ど
の
た
ま

ふ
つ
い
で
に
、〔
横
川
の
僧
都
〕「
い
と
あ
や
し
う
、
稀
有
の
こ
と
を
な
ん
見
た
ま
へ
し
。

（
中
略
）」
と
て
、
か
の
見
つ
け
た
り
し
こ
と
ど
も
を
語
り
き
こ
え
た
ま
ふ
。

 

（
手
習
⑥
三
四
五
）

12
薫
、
明
石
の
中
宮
に
浮
舟
を
喪
っ
た
悲
し
み
を
語
る
。

　

御
前
の
ど
や
か
な
る
日
に
て
、
御
物
語
な
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
つ
い
で
に
、〔
薫
〕「
あ

や
し
き
山
里
に
、
年
ご
ろ
ま
か
り
通
ひ
見
た
ま
へ
し
を
、
…
…
」 

（
手
習
⑥
三
六
三
）

13
明
石
の
中
宮
、
小
宰
相
に
対
し
、
僧
都
の
話
を
薫
へ
伝
え
る
よ
う
指
示
す
る
。

　
〔
明
石
の
中
宮
〕「
…
…
か
た
は
な
ら
む
こ
と
は
、
と
り
隠
し
て
、
さ
る
こ
と
な
ん

あ
り
け
る
と
、
お
ほ
か
た
の
物
語
の
つ
い
で
に
、
僧
都
の
言
ひ
し
こ
と
語
れ
」
と
の

た
ま
は
す
。 

（
手
習
⑥
三
六
四
）

14
小
宰
相
、
薫
に
僧
都
の
話
を
伝
え
る
。

　

立
ち
寄
り
て
物
語
し
た
ま
ふ
つ
い
で
に
、
言
ひ
出
で
た
り
。 

（
手
習
⑥
三
六
五
）

⑮
薫
、
浮
舟
の
情
報
を
求
め
て
明
石
の
中
宮
に
対
面
す
る
。

　

…
…
な
ど
思
ひ
乱
れ
て
、
な
ほ
の
た
ま
は
ず
や
あ
ら
ん
と
思
へ
ど
、
御
気
色
の
ゆ

か
し
け
れ
ば
、
大
宮
に
、
さ
る
べ
き
つ
い
で
つ
く
り
出
で
て
ぞ
啓
し
た
ま
ふ
。

 

（
手
習
⑥
三
六
六
〜
三
六
七
）

　

浮
舟
は
、「
宿
木
」
巻
で
そ
の
存
在
が
話
題
に
上
る
当
初
か
ら
「
人
形
の
つ
い
で
」
に

語
り
出
さ
れ
（
①
）、「
手
習
」
巻
ま
で
「
つ
い
で
」
に
語
ら
れ
る
例
の
多
い
女
君
で
あ
る

と
み
な
せ
よ
う
。ま
た
、こ
れ
ら
一
五
例
の
場
面
は
、い
ず
れ
も
浮
舟
不
在
の
状
況
で
あ
っ

た
点
に
も
注
意
し
た
い
。

　

で
は
、こ
う
し
た
「
つ
い
で
」
に
語
る
と
い
う
表
現
は
何
を
示
す
だ
ろ
う
か
。「
つ
い
で
」

に
関
し
て
、
石
井
﹇
一
九
八
七
﹈
は
、「「
物
事
の
「
偶
然
性
」
を
言
い
当
て
た
こ
と
ば
」

で
あ
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
を
踏
ま
え
て
飯
沼
﹇
一
九
八
一
﹈
は
、「「
つ
い
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で
」
は
、
物
語
に
お
い
て

と
な
る
こ
と
ば
」
で
あ
り
、「
あ
る
事
実
が
「
つ
い
で
」
に

話
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
の
話
の
筋
を
大
き
く
展
開
さ
せ
、
盛
り
上
げ
て
ゆ
く
の
で

あ
る
」
と
し
た
。「
つ
い
で
」
は
、
物
語
の
展
開
に
関
わ
り
を
持
つ
言
葉
だ
と
言
え
よ
う
。

加
え
て
、
森
﹇
二
〇
一
二
ａ
﹈
は
「〈
物
語
の
場
〉
の
物
語
が
対
象
化
さ
れ
よ
う
と
す
る

瞬
間
、
し
ば
し
ば
「
つ
い
で
」
と
い
う
語
が
あ
ら
わ
れ
る
」
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
以
上

の
点
を
踏
ま
え
、『
源
氏
物
語
』
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
に
特
徴
的
な
「
つ
い
で
」
の
例

を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
…
…
し
ば
し
聞
き
た
ま
ふ
に
、
こ
の
近
き
母
屋
に
集
ひ
ゐ
た
る
な
る
べ
し
、
う
ち
さ

さ
め
き
言
ふ
こ
と
ど
も
を
聞
き
た
ま
へ
ば
、
わ
が
御
上う
へ

な
る
べ
し
、
…
…
（
中
略
）

な
ど
言
ふ
に
も
、
思
す
こ
と
の
み
心
に
か
か
り
た
ま
へ
れ
ば
、
ま
づ
胸
つ
ぶ
れ
て
、

か
や
う
の
つ
い
で
に
も
、
人
の
言
ひ
漏
ら
さ
む
を
聞
き
つ
け
た
ら
む
時
、
な
ど
お
ぼ

え
た
ま
ふ
。 

（
帚
木
①
九
四
〜
九
五
）

・
…
…
い
ま
す
こ
し
問
は
ず
語
り
も
せ
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
い
と
頭か

し
らい
た
う
う
る
さ
く
も

の
う
け
れ
ば
な
む
、
い
ま
ま
た
も
つ
い
で
あ
ら
む
を
り
に
思
ひ
出
で
て
な
む
聞
こ
ゆ

べ
き
と
ぞ
。 

（
蓬
生
②
三
五
五
）

　

こ
れ
ら
二
例
は
、
物
語
世
界
内
に
存
在
す
る
作
中
人
物
が
、『
源
氏
物
語
』
に
語
ら
れ

る
内
容
を
聞
き
と
る
様
を
語
る
場
面
で
あ
る
。「
帚
木
」
巻
で
は
、
源
氏
の
行
状
が
間
違
っ

た
形
で
紀
伊
守
邸
の
女
房
に
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
他
な
ら
ぬ
源
氏
自
身
が
聞
き
と

り
、「
か
や
う
の
つ
い
で
」
に
藤
壺
と
の
密
事
が
露
顕
す
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
を
抱

い
て
い
る
。
ま
た
、「
蓬
生
」
巻
の
末
尾
で
は
、「
蓬
生
」
巻
の
語
り
手
と
思
し
い
人
物
（
恐

ら
く
「
侍
従
が
を
ば
の
少
将
」
で
あ
ろ
う）3
（

）
か
ら
、「
蓬
生
」
巻
の
後
日
談
を
聞
き
と
る
様
が

語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
つ
い
で
」
の
折
に
続
き
を
語
ろ
う
と
い
う
語
り
手
の
意

志
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
つ
い
で
」
に
よ
っ
て
物
語
の
場
が
意
識
さ
れ
る
と
は
、「
語
り
手
」

「
聞
き
手
」「
素
材
」
と
い
う
、
物
語
の
語
ら
れ
る
場
を
構
成
す
る
も
の
が
意
識
さ
れ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う）4
（

。
語
り
手
の
存
在
と
同
時
に
、
そ
の
話
を
聞
く
聞
き

手
の
存
在
が
見
え
や
す
く
な
り
、『
源
氏
物
語
』
そ
の
も
の
が
語
ら
れ
る
場
を
も
意
識
さ

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

勿
論
、「
つ
い
で
」
が
常
に
こ
こ
ま
で
は
っ
き
り
と
「
物
語
の
場
」
を
意
識
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
「
つ
い
で
」
と
い
う
言
葉
を
伴
わ
ず
と
も
、
何
ら
か
の

物
語
が
語
ら
れ
る
時
に
は
当
然
語
り
手
だ
け
で
は
な
く
聞
き
手
が
存
在
し
、
物
語
の
場
が

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
小
森
﹇
二
〇
一
二
﹈
が
「「
聴
き
手
」
は
常
に
、

言
葉
の
向
こ
う
側
に
い
て
、
言
葉
と
し
て
は
姿
を
あ
ら
わ
さ
な
い
」
と
言
う
よ
う
に
、
聞

き
手
の
存
在
は
基
本
的
に
は
意
識
さ
れ
に
く
い
。
そ
れ
に
比
べ
て
、「
つ
い
で
」
と
い
う

言
葉
が
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
後
に
何
ら
か
の
情
報
が
語
り
出
さ
れ
る
箇
所
に
お
い
て
は
、
物

語
の
語
ら
れ
る
場
を
構
成
す
る
語
り
手
、
素
材
、
そ
し
て
聞
き
手
の
存
在
が
、
通
常
よ
り

も
見
え
や
す
く
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
浮
舟
の
物

語
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
が
、
浮
舟
の
場
合
、「
つ
い
で
」
と
し
て
そ
の
情
報
が
語
り
だ

さ
れ
る
例
が
他
の
登
場
人
物
に
比
べ
特
に
多
く
、「
宿
木
」
巻
で
初
め
て
そ
の
存
在
が
示

さ
れ
る
時
か
ら
「
手
習
」
巻
で
生
存
の
情
報
が
伝
播
し
て
い
く
時
ま
で
続
い
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

ま
た
、
そ
う
し
た
例
の
う
ち
半
数
以
上
で
、「
つ
い
で
」
に
付
随
し
て
「
物
語
」
と
い

う
言
葉
そ
の
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
物
語
」
と
い
う
語
、
そ
し
て
物
語
の
語
ら
れ
る

場
を
意
識
さ
せ
る
「
つ
い
で
」
が
、
浮
舟
に
ま
と
わ
り
つ
く
よ
う
に
語
り
進
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
加
え
て
浮
舟
は
、
既
存
の
物
語
作
品
に
似
た
境
遇
の
女
君
で
あ
る
こ
と
を
、

作
中
人
物
た
ち
の
印
象
と
し
て
繰
り
返
し
様
々
に
確
認
さ
れ
て
い
る
女
君
で
も
あ
っ
た）5
（

。

「
手
習
」
巻
ま
で
、
浮
舟
は
「
つ
い
で
」
に
語
ら
れ
る
場
に
不
在
で
あ
り
な
が
ら
、「
物
語
」

そ
の
も
の
を
意
識
さ
せ
る
よ
う
語
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

人
々
の
語
る
言
葉
の
中
で
存
在
が
示
さ
れ
、
う
わ
さ
話
の
素
材
と
な
り
続
け
る
浮
舟
の

物
語
は
、「
つ
い
で
」
と
い
う
言
葉
を
通
し
て
、
そ
れ
を
語
る
語
り
手
、
そ
の
素
材
、
さ

ら
に
通
常
は
注
意
さ
れ
に
く
い
聞
き
手
の
存
在
と
い
っ
た
、
物
語
の
語
ら
れ
る
場
を
構
成

す
る
も
の
を
意
識
さ
せ
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二　
「
物
語
」
の
「
つ
い
で
」
と
浮
舟

　

第
一
節
で
は
、「
物
語
」
と
い
う
言
葉
が
「
つ
い
で
」
と
あ
わ
せ
て
、
浮
舟
に
ま
と
わ

り
つ
く
よ
う
に
物
語
の
語
ら
れ
る
場
を
意
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
き
た
。

本
節
で
は
、
浮
舟
以
外
に
関
す
る
情
報
を
語
る
「
物
語
」
の
「
つ
い
で
」
を
確
認
し
た
上

で
、
浮
舟
の
物
語
自
体
の
内
容
と
あ
わ
せ
て
、「
物
語
」
の
「
つ
い
で
」
と
い
う
表
現
が

持
つ
意
味
を
考
え
る
。
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「
つ
い
で
」
に
語
ら
れ
る
例
の
多
い
浮
舟
は
、
そ
の
半
数
以
上
で
「
物
語
」
の
「
つ
い
で
」

に
語
ら
れ
る
女
君
で
も
あ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
全
体
を
通
し
て
見
る
と
、「
物
語
」
の
「
つ

い
で
」
あ
る
い
は
「
物
語
」
す
る
「
つ
い
で
」
な
ど
の
類
い
は
全
部
で
二
一
例
あ
る
が
、

そ
の
う
ち
、
八
例
が
浮
舟
に
つ
い
て
語
り
出
す
も
の
で
あ
る
。「
物
語
」
の
「
つ
い
で
」

に
語
り
だ
さ
れ
る
対
象
は
、
浮
舟
を
除
く
と
、
源
氏
、
斎
宮
の
女
御
、
女
三
の
宮
、
八
の

宮
な
ど
、
様
々
で
あ
り
、
各
一
〜
二
例
ず
つ
分
散
し
て
い
る
。
浮
舟
の
次
に
「
物
語
」
の

「
つ
い
で
」
に
語
ら
れ
る
人
物
は
玉
鬘
だ
が
、
そ
の
数
は
三
例
と
、
浮
舟
の
八
例
に
比
べ

る
と
少
な
い
。
浮
舟
ほ
ど
「
物
語
」
の
「
つ
い
で
」
に
語
ら
れ
続
け
る
人
物
は
い
な
い
と

み
な
せ
よ
う
。

　

ま
ず
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
物
語
」
の
「
つ
い
で
」
と
い
う
表
現
を
確
認
す
る
。

す
る
と
、
語
り
出
さ
れ
る
内
容
に
女
君
の
話
題
が
多
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

・
そ
の
こ
ろ
大
臣
〔
源
氏
〕
の
参
り
た
ま
へ
る
に
、
御
物
語
こ
ま
や
か
な
り
。
事
の
つ

い
で
に
、
斎
宮
の
下
り
た
ま
ひ
し
こ
と
、
さ
き
ざ
き
も
の
た
ま
ひ
出
づ
れ
ば
、
聞
こ

え
出
で
た
ま
ひ
て
、
…
… 

（
絵
合
②
三
七
四
）

・
こ
の
後
見
ど
も
の
中
に
、
重
々
し
き
御
乳
母
の
せ
う
と
、
左
中
弁
な
る
、
か
の
院
の

親
し
き
人
に
て
年
ご
ろ
仕
う
ま
つ
る
あ
り
け
り
。
こ
の
宮
に
も
心
寄
せ
こ
と
に
て
さ

ぶ
ら
へ
ば
、
参
り
た
る
に
会
ひ
て
物
語
す
る
つ
い
で
に
、「
上
な
む
、
し
か
じ
か
御

気
色
あ
り
て
…
…
」 
（
若
菜
上
④
二
九
）

・
例
の
さ
ま
ざ
ま
な
る
御
物
語
聞
こ
え
か
は
し
た
ま
ふ
つ
い
で
に
、
宇
治
の
宮
の
こ
と

語
り
出
で
て
、
見
し
暁
の
あ
り
さ
ま
な
ど
く
は
し
く
聞
こ
え
た
ま
ふ
に
、
宮
〔
匂
宮
〕

い
と
切
に
を
か
し
と
思
い
た
り
。 

（
橋
姫
⑤
一
五
三
）

　

朱
雀
院
が
斎
宮
の
女
御
の
こ
と
を
、
左
中
弁
が
女
三
の
宮
の
こ
と
を
、
薫
が
宇
治
の
姫

君
た
ち
の
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
話
題
に
す
る
際
に
、「
物
語
」
の
「
つ
い
で
」
と
い
う
き
っ

か
け
を
用
い
て
い
る
。「
物
語
」
の
「
つ
い
で
」
に
語
ら
う
際
に
は
、
女
君
に
関
す
る
情

報
を
語
る
も
し
く
は
聞
き
と
る
と
い
っ
た
目
的
が
あ
る
場
合
が
多
い
と
み
な
せ
そ
う
で
あ

る
。
直
截
に
女
君
の
事
を
問
う
た
り
、
女
君
側
の
女
房
や
父
親
等
が
す
ぐ
に
女
君
の
事
を

語
っ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
の
「
つ
い
で
」
を
き
っ
か
け
に
、
そ
れ
と
な
く

話
題
を
移
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
女
君
に
関
わ
る
情
報
を
語
る
も
し
く
は
聞

き
と
る
際
に
あ
ら
わ
れ
る
「
つ
い
で
」
は
、『
落
窪
物
語
』、『
う
つ
ほ
物
語
』『
栄
花
物
語
』

等
に
も
見
ら
れ
る
。

・
か
た
み
に
隔
て
な
く
物
語
し
け
る
つ
い
で
に
、
こ
の
わ
が
君
の
御
事
を
語
り
て
、（
中

略
）
よ
き
人
の
女
な
ど
人
に
語
ら
せ
て
、人
に
問
ひ
聞
き
た
ま
ひ
、つ
い
で
に
、帯
刀
、

落
窪
の
君
の
上
を
語
り
聞
こ
え
け
れ
ば
、
…
… 

（『
落
窪
物
語
』
巻
一　

二
一
）

・
こ
と
静
ま
り
て
、
こ
れ
か
れ
御
物
語
の
つ
い
で
に
、
春
宮
、「
今
日
こ
こ
に
も
の
し

た
ま
ふ
人
々
の
中
に
こ
と
も
な
き
娘
、
誰た
れ

持も

た
う
び
た
ら
む
」。

 

（『
う
つ
ほ
物
語
』「
嵯
峨
の
院
」
一
七
二
）

・
東
宮
の
十
五
六
ば
か
り
に
お
は
し
ま
し
け
る
に
、
あ
る
僧
の
経
高
く
読
み
け
れ
ば
、

つ
ね
に
夜
居
さ
せ
て
世
の
物
語
申
し
け
る
つ
い
で
に
、
小
一
条
殿
の
姫
君
の
御
事
を

語
り
聞
こ
え
さ
せ
る
に
、
宮
、
御
耳
と
ど
ま
り
て
思
し
め
し
て
、
…
…

 

（『
栄
花
物
語
』「
み
は
て
ぬ
ゆ
め
」
一
八
四
）

　

こ
れ
ら
の
例
は
い
ず
れ
も
、
な
ん
ら
か
の
形
で
女
君
の
情
報
を
語
り
出
す
も
の
で
あ
っ

た
。
区
切
り
な
し
に
続
い
て
い
く
談
話
で
は
な
く
、
語
り
た
い
内
容
や
、
聞
き
と
り
た
い

内
容
、
す
な
わ
ち
あ
る
程
度
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
情
報
を
求
め
る
際
に
、「
つ
い
で
」
と

い
う
き
っ
か
け
を
置
い
て
話
題
を
区
切
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ

と
は
、
第
一
節
で
論
じ
た
、「
つ
い
で
」
と
い
う
言
葉
が
あ
ら
わ
れ
る
時
に
物
語
の
語
ら

れ
る
場
を
構
成
す
る
も
の
が
意
識
さ
れ
や
す
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
と
も
符
合
す
る
。
た

だ
し
、
そ
の
内
容
は
女
君
の
こ
と
に
限
ら
な
い
。
例
え
ば
夜
居
の
僧
都
の
密
奏
の
場
面
で

は
、
源
氏
と
藤
壺
の
秘
事
は
「
し
め
や
か
な
る
御
物
語
の
つ
い
で
に
」
語
り
出
さ
れ
て
い

る
（
薄
雲
②
四
五
三
）。
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
「
物
語
」
は
、
内
容
を
推
定
す
る
こ
と
が

難
し
い
。
内
容
を
示
さ
な
い
世
間
話
程
度
の
意
味
あ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
内
容
不

明
の
「
物
語
」
と
は
異
な
る
情
報
を
語
り
出
す
際
に
、「
つ
い
で
」
と
い
う
言
葉
で
一
つ

の
区
切
り
が
示
さ
れ
て
い
る
と
み
な
せ
よ
う
。
こ
の
場
合
、「
つ
い
で
」
の
前
後
の
内
容

の
重
要
度
の
差
で
は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
れ
ま
で
話
し
て
い
た
「
物
語
」
と
は
内
容
を
区

切
る
よ
う
な
形
で
情
報
が
語
り
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。

　

加
え
て
浮
舟
は
、
薫
か
ら
の
懸
想
に
関
わ
る
場
面
以
外
で
も
、「
物
語
」
の
「
つ
い
で
」

に
語
ら
れ
て
い
た
（
12
13
14
）。
そ
の
三
例
は
、
い
ず
れ
も
失
踪
し
た
浮
舟
の
生
存
情
報
が

伝
播
し
て
い
く
場
面
で
あ
っ
た
。
浮
舟
は
人
々
の
う
わ
さ
話
と
い
う
物
語
の
中
で
語
ら
れ

な
が
ら
も
、
表
現
と
し
て
は
「
物
語
」
の
「
つ
い
で
」
な
の
だ
と
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
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ま
で
語
ら
れ
て
き
た
「
物
語
」
か
ら
区
切
り
を
置
き
、
外
に
あ
る
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ

を
付
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
浮
舟
は
、
語
ら
れ
る
と
同
時
に
物

語
の
外
側
に
置
か
れ
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
あ
ら
た
め
て
「
物
語
」
に
関
わ
る
浮
舟
の
特
徴
的
な
あ
り
方
を
と
ら
え

て
み
る
と
、
次
の
三
点
が
注
目
さ
れ
る
。
第
一
に
、
浮
舟
は
『
源
氏
物
語
絵
巻
』「
東
屋
一
」

に
も
描
か
れ
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
の
君
と
共
に
「
物
語
」
を
鑑
賞
す
る
姿
を

語
ら
れ
て
い
た
。

・
絵
な
ど
取
り
出
で
さ
せ
て
、
右
近
に
詞
こ
と
ば

読
ま
せ
て
見
た
ま
ふ
に
、
向
ひ
て
も
の
恥
ぢ

も
え
し
あ
へ
た
ま
は
ず
、
心
に
入
れ
て
見
た
ま
へ
る
灯ほ

影か
げ

、
さ
ら
に
こ
こ
と
見
ゆ
る

と
こ
ろ
な
く
、
こ
ま
か
に
を
か
し
げ
な
り
。 

（
東
屋
⑥
七
二
〜
七
三
）

　

右
の
場
面
は
、
物
語
作
品
の
中
に
モ
ノ
と
し
て
物
語
作
品
が
存
在
す
る
と
い
う
、
入
れ

子
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
浮
舟
は
物
語
作
品
の
作
中
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
物

語
そ
の
も
の
を
外
側
か
ら
見
つ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
失
踪
後
小
野
に
辿
り
着
い
た
浮
舟
が
、
快
復
し
妹
尼
た
ち
と
生
活
す
る
中
で

し
き
り
に
手
習
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
手
習
に
関
し
て
、
松
井
﹇
一
九
八
四
﹈
は
「
浮

舟
に
と
っ
て
の
手
習
と
は
心
を
鎮
め
、
さ
ら
に
は
自
ら
の
歌
と
い
う
、
文
字
と
し
て
外
在

化
さ
れ
た
自
己
を
見
つ
め
直
し
て
ゆ
く
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し

て
い
る
。
ま
た
吉
野
﹇
二
〇
一
一
﹈
は
、「
蘇
生
後
の
浮
舟
の
手
習
は
、
思
考
の
過
程
で

こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
も
の
を
、
歌
を
す
す
ん
で
「
書
く
」
こ
と
に

よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
見
つ
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
た
」
と
す
る
。
手
習

に
書
き
つ
け
ら
れ
た
歌
が
浮
舟
の
本
心
を
そ
の
ま
ま
表
わ
す
も
の
で
あ
る
か
は
問
題
の
残

る
と
こ
ろ
で
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
浮
舟
は
、
過
去
の
体
験
に
基
づ
き
自
ら
の
思
い

を
書
こ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
も
ま
た
文
字
と
し
て
書
き
起
こ
さ
れ
た
思
い

を
外
側
か
ら
見
つ
め
よ
う
と
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

　

第
三
に
、「
手
習
」
巻
に
お
け
る
中
将
の
存
在
で
あ
る
。
浮
舟
が
手
習
を
続
け
る
中
で

現
れ
る
の
が
、
中
将
と
呼
ば
れ
る
男
君
で
あ
る
。
こ
の
男
君
は
仏
道
へ
の
関
心
等
、
薫
の

相
似
形
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
小
野
村
﹇
一
九
七
〇
﹈
は
、「
薫

に
共
通
す
る
特
徴
が
中
将
に
与
え
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、「
中
将
は
浮
舟
の
脱

出
し
よ
う
と
し
た
自
然
的
な
「
あ
は
れ
」
の
世
界
の
象
徴
と
し
て
浮
舟
に
迫
る
」
と
い
う

点
に
、
宇
治
十
帖
全
体
を
論
じ
る
中
で
言
及
し
て
い
る
。
中
将
と
薫
の
類
似
は
、
中
将
の

登
場
す
る
次
の
よ
う
な
場
面
等
に
顕
著
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
横
川
に
通
ふ
道
の
た
よ
り
に
よ
せ
て
、
中
将
、
こ
こ
に
お
は
し
た
り
。
前さ

駆き

う
ち
追

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

の
御
さ
ま
け
は
ひ
ぞ
さ
や
か
に
思
ひ
出
で
ら
る
る
。（
中
略
）
い
ろ
い
ろ
の
狩
衣
姿
の

男
ど
も
の
若
き
あ
ま
た
し
て
、
君
も
同
じ
装さ
う

束ぞ
く

に
て
、
南

み
な
み

面お
も
てに
呼
び
据
ゑ
た
れ
ば
、

う
ち
な
が
め
て
ゐ
た
り
。
年
二
十
七
八
の
ほ
ど
に
て
、
ね
び
と
と
の
ひ
、
心
地
な
か

ら
ぬ
さ
ま
も
て
つ
け
た
り
。 

（「
手
習
」
⑥
三
〇
四
〜
三
〇
五
頁
）

　

中
将
の
登
場
は
、
中
将
の
年
齢
や
官
職
等
を
含
め
、
浮
舟
が
体
験
し
た
薫
と
の
過
去
に

重
ね
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
浮
舟
に
対
し
、
自
ら
の
過
去
の
物
語
を
も
う

一
度
突
き
つ
け
る
も
の
と
解
せ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、「
物
語
」
の
「
つ
い
で
」
と

い
う
表
現
の
持
つ
意
味
、
す
な
わ
ち
浮
舟
が
「
物
語
」
の
外
側
に
あ
り
、「
物
語
」
を
見

つ
め
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
て
き
た
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
三
点
を
見
る
と
、
物
語
の
内
容
と
し
て
も
、
浮
舟
は
物
語
と
い
う
も
の
を
外
側

か
ら
見
つ
め
る
、
あ
る
い
は
再
現
さ
れ
た
自
ら
の
体
験
、
す
な
わ
ち
『
源
氏
物
語
』
の
過

去
の
物
語
内
容
に
重
な
る
言
葉
、
そ
し
て
光
景
を
見
つ
め
る
姿
が
た
び
た
び
語
ら
れ
て
い

る
と
わ
か
る
。「
東
屋
」
巻
で
は
モ
ノ
と
し
て
存
在
す
る
物
語
作
品
を
鑑
賞
し
て
い
た
。

そ
し
て
、
手
習
行
為
に
お
い
て
は
文
字
と
し
て
自
ら
の
過
去
の
経
験
に
基
づ
く
言
葉
を
書

き
つ
け
よ
う
と
試
み
て
い
た
。「
手
習
」
巻
の
中
将
か
ら
の
懸
想
に
お
い
て
は
、
あ
た
か

も
薫
を
再
現
す
る
か
の
よ
う
な
形
で
、
過
去
の
物
語
そ
の
も
の
が
も
う
一
度
突
き
つ
け
ら

れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
物
語
」
の
「
つ
い
で
」
は
、
そ
れ
ま
で
話
し
て
い
た
「
物
語
」
と
は
異
な
る
、
一
つ

の
区
切
り
を
置
い
た
内
容
を
語
り
出
す
際
に
示
さ
れ
て
い
た
。
第
一
節
の
内
容
を
踏
ま
え

る
と
、「
物
語
」
の
「
つ
い
で
」
を
通
し
て
、
浮
舟
は
「
物
語
」
の
語
ら
れ
る
場
を
意
識

さ
せ
る
と
同
時
に
、
浮
舟
自
身
は
「
物
語
」
の
外
側
に
置
か
れ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与

え
る
こ
と
が
た
び
た
び
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
浮
舟
の

物
語
の
内
容
と
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
浮
舟
は
様
々
な
角
度
か
ら
「
物
語
」

そ
の
も
の
と
つ
な
が
る
女
君
で
あ
り
、
同
時
に
浮
舟
自
身
も
「
物
語
」
を
外
側
か
ら
見
る

様
を
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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三　

自
ら
の
「
物
語
」
を
聞
く
浮
舟

　

浮
舟
に
、
物
語
の
語
ら
れ
る
場
を
意
識
さ
せ
る
と
同
時
に
、
自
身
は
「
物
語
」
の
外
側

に
置
か
れ
る
か
の
よ
う
な
印
象
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
そ
の
こ
と
は
ど
の
よ
う

な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
際
注
意
し
た
い
の
は
、
浮
舟
が
、「
宿
木
」
巻
か
ら
「
手

習
」
巻
で
の
生
存
情
報
の
伝
播
ま
で
「
つ
い
で
」
に
語
ら
れ
続
け
て
き
た
の
に
対
し
、
浮

舟
の
物
語
の
後
半
、
す
な
わ
ち
「
蜻
蛉
」
巻
以
降
に
至
る
と
、「
つ
い
で
」
で
は
な
く
「
物

語
」
の
う
ち
に
語
ら
れ
る
例
が
散
見
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
そ
う
し
た
例
を
確

認
し
た
上
で
、『
源
氏
物
語
』
の
最
後
に
、
浮
舟
自
身
に
つ
い
て
語
る
「
物
語
」
の
場
で
、

そ
れ
を
聞
く
浮
舟
の
姿
が
語
ら
れ
る
様
相
を
、「
物
語
」
の
「
つ
い
で
」
が
持
つ
意
味
を

踏
ま
え
て
考
察
す
る
。

　

以
下
に
浮
舟
の
情
報
が
「
つ
い
で
」
を
伴
わ
ず
「
物
語
」
の
中
で
語
ら
れ
る
例
（
四
例
）

を
掲
出
す
る
。

⑴
薫
、
匂
宮
に
浮
舟
失
踪
後
の
悲
し
み
を
語
る
。

　

や
う
や
う
世
の
物
語
聞
こ
え
た
ま
ふ
に
、
い
と
籠
め
て
し
も
は
あ
ら
じ
と
思
し

て
、「（
中
略
）
昔
、
御
覧
ぜ
し
山
里
に
、
は
か
な
く
て
亡
せ
は
べ
り
に
し
人
の

…
…
」 
（
蜻
蛉
⑥
二
一
九
）

⑵
下
人
、
八
の
宮
の
姫
君
の
葬
儀
に
つ
い
て
語
る
。

　

…
…
物
語
な
ど
し
て
言
ふ
を
聞
け
ば
「
故
八
の
宮
の
御
む
す
め
、
右
大
将
殿
の
通

ひ
た
ま
ひ
し
、
こ
と
に
な
や
み
た
ま
ふ
こ
と
も
な
く
て
に
は
か
に
隠
れ
た
ま
へ
り
と

て
…
…
」 

（
手
習
⑥
二
八
九
）

⑶
浮
舟
、
小
君
と
の
対
面
を
渋
り
妹
尼
に
弁
解
す
る
。

　
〔
浮
舟
〕「
…
…
い
か
に
も
い
か
に
も
、
過
ぎ
に
し
方
の
こ
と
を
、
我
な
が
ら
さ
ら

に
え
思
ひ
出
で
ぬ
に
、
紀
伊
守
と
か
あ
り
し
人
の
世
の
物
語
す
め
り
し
中
に
な
ん
、

見
し
あ
た
り
の
こ
と
に
や
と
、
ほ
の
か
に
思
ひ
出
で
ら
る
る
こ
と
あ
る
心
地
せ
し
。

…
…
」 

（
夢
浮
橋
⑥
三
八
九
）

⑷
浮
舟
、
小
君
と
の
対
面
を
固
辞
し
臥
す
。

　
〔
妹
尼
〕「
…
…
」
な
ど
言
ひ
騒
ぐ
も
、
う
た
て
聞
き
に
く
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
顔
も

引
き
入
れ
て
臥
し
た
ま
へ
り
。
主
〔
妹
尼
〕
ぞ
、
こ
の
君
〔
小
君
〕
に
物
語
す
こ
し
聞

こ
え
て
、「
物
の
怪
に
や
お
は
す
ら
ん
、
例
の
さ
ま
に
見
え
た
ま
ふ
を
り
な
く
、
な

や
み
わ
た
り
た
ま
ひ
て
、
御
か
た
ち
も
異
に
な
り
た
ま
へ
る
を
、（
中
略
）」
と
聞
こ

ゆ
。（
中
略
）〔
妹
尼
〕「
げ
に
」
な
ど
言
ひ
て
、
か
く
な
む
と
移
し
語
れ
ど
も
、
も
の

も
の
た
ま
は
ね
ば
、
か
ひ
な
く
て
、
…
… 

（
夢
浮
橋
⑥
三
九
三
〜
三
九
四
）

　

浮
舟
の
情
報
が
「
つ
い
で
」
を
伴
わ
ず
「
物
語
」
の
中
で
語
ら
れ
る
例
は
、
い
ず
れ
も

浮
舟
が
失
踪
し
た
後
、
つ
ま
り
「
蜻
蛉
」
巻
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
う
ち
二
例
は

「
夢
浮
橋
」
巻
に
あ
っ
た
。

　

ま
ず
は
、
⑴
の
「
蜻
蛉
」
巻
と
、
⑵
の
「
手
習
」
巻
の
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
⑴
は

浮
舟
失
踪
後
、
薫
が
匂
宮
を
見
舞
い
悲
し
み
を
語
る
場
面
で
、
薫
が
「
つ
い
で
」
で
は
な

く
「
物
語
」
の
中
で
浮
舟
の
こ
と
を
語
り
出
す
。
こ
の
よ
う
に
女
君
の
死
後
、
残
さ
れ
た

男
君
が
「
物
語
」
を
し
て
思
い
出
を
語
る
と
い
う
展
開
は
、
正
編
よ
り
見
ら
れ
る
典
型
に

則
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う）6
（

。
⑵
で
は
僧
都
を
訪
ね
た
下
人
が
八
の
宮
の
姫
君
、
つ
ま
り
浮
舟

の
葬
儀
に
つ
い
て
、
そ
れ
と
知
ら
ず
に
浮
舟
の
近
く
で
語
る
が
、
瀕
死
の
状
態
か
ら
よ
う

や
く
少
し
言
葉
を
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
浮
舟
の
反
応
は
語
ら
れ
な
い
。

　

⑶
、
⑷
は
「
夢
浮
橋
」
巻
の
例
で
あ
る
。
⑶
で
は
、
小
君
と
の
対
面
を
渋
る
浮
舟
が
、

妹
尼
に
対
し
自
分
の
思
い
を
声
に
出
し
語
る
。
こ
こ
で
浮
舟
は
、「
紀
伊
守
と
か
あ
り
し

人
の
世
の
物
語
す
め
り
し
中
」
で
、
自
分
自
身
に
関
す
る
話
を
聞
き
、「
思
ひ
出
で
ら
る

る
こ
と
あ
る
心
地
」
が
し
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
⑶
で
浮
舟
が
示
す
「
紀
伊
守
と
か
あ
り

し
人
の
世
の
物
語
」
が
語
ら
れ
る
場
面
は
、
以
下
に
あ
た
る
。

・
…
…
わ
が
親
の
名
と
あ
い
な
く
耳
と
ま
れ
る
に
、
ま
た
言
ふ
や
う
、〔
紀
伊
守
〕「（
中

略
）
そ
の
御
妹お
と
う
と、
ま
た
忍
び
て
据
ゑ
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
り
け
る
を
、
去こ

年ぞ

の
春
、

ま
た
亡う

せ
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
、（
中
略
）」
と
言
ふ
を
聞
く
に
、
い
か
で
か
は
あ
は
れ

な
ら
ざ
ら
む
、
人
や
あ
や
し
と
見
む
と
つ
つ
ま
し
う
て
、
奥
に
む
か
ひ
ゐ
た
ま
へ
り
。

（
中
略
）〔
紀
伊
守
〕「
こ
の
大
将
殿
の
御
後
の
は
、
劣
り
腹
な
る
べ
し
。（
中
略
）」
な
ど

語
る
。（
中
略
）
尼
君
、「
光
る
君
と
聞
こ
え
に
け
ん
故
院
の
御
あ
り
さ
ま
に
は
、（
中

略
）」
と
の
た
ま
へ
ば
、〔
紀
伊
守
〕「
そ
れ
〔
夕
霧
〕
は
、
容
貌
も
い
と
う
る
は
し
く

き
よ
ら
に
、（
中
略
）
兵
部
卿
宮
ぞ
い
と
い
み
じ
く
お
は
す
る
や
。（
中
略
）」
な
ど
、

教
へ
た
ら
ん
や
う
に
言
ひ
つ
づ
く
。
あ
は
れ
に
も
を
か
し
く
も
聞
く
に
、
身
の
上
も
、

こ
の
世
の
こ
と
と
も
お
ぼ
え
ず
。
と
ど
こ
ほ
る
こ
と
な
く
語
り
お
き
て
出
で
ぬ
。
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（
手
習
⑥
三
五
七
〜
三
六
〇
）

　

こ
こ
で
は
、
薫
が
浮
舟
を
隠
し
て
い
た
事
情
や
、
浮
舟
の
出
自
に
つ
い
て
、
ほ
ぼ
正
し

い
情
報
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
妹
尼
の
応
答
で
は
「
光
る
君
」
に
ふ
れ
ら
れ
、
紀
伊

守
の
話
も
夕
霧
と
匂
宮
の
評
価
に
ま
で
及
ぶ
。「
教
へ
た
ら
ん
や
う
に
」
語
ら
れ
た
紀
伊

守
の
話
を
、
浮
舟
は
周
囲
に
怪
し
ま
れ
な
い
よ
う
気
を
つ
け
な
が
ら
聞
い
て
い
た
。
浮
舟

は
⑶
で
、
小
君
と
の
対
面
を
拒
む
中
、
そ
の
話
を
「
物
語
」
を
聞
き
と
っ
た
と
し
て
話
題

に
上
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
続
く
⑷
で
、
自
ら
の
考
え
を
話
し
終
え
た
浮
舟
は
、
小
君
に
応
対
す
る
よ
う
求

め
る
妹
尼
の
声
を
「
聞
き
に
く
く
」
思
い
、
沈
黙
し
、
顔
も
隠
し
て
臥
し
て
し
ま
う
。
妹

尼
は
そ
う
し
た
浮
舟
に
代
わ
っ
て
、
小
君
に
「
物
語
」
を
す
る
。
そ
の
内
容
は
、
失
踪
し

小
野
に
辿
り
着
い
た
後
の
浮
舟
の
事
情
を
簡
略
に
語
り
直
す
も
の
で
あ
る
。
浮
舟
は
妹
尼

の
話
す
浮
舟
自
身
の
「
物
語
」
を
、
聞
き
た
く
な
い
と
い
う
態
度
を
示
し
な
が
ら
も
、
否

応
な
し
に
聞
か
さ
れ
て
い
る
。
沈
黙
し
臥
し
て
な
お
、「
物
語
」
を
聞
か
さ
れ
、
付
き
合

わ
さ
れ
る
浮
舟
の
姿
を
語
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

⑶
、
⑷
の
よ
う
に
、
浮
舟
が
自
ら
に
つ
い
て
の
「
物
語
」
を
聞
く
こ
と
に
関
し
、
神
田

﹇
二
〇
〇
一
﹈
が
、
浮
舟
が
紀
伊
守
の
「
物
語
」
を
聞
く
姿
は
「
浮
舟
自
身
に
よ
る
噂
の

回
収
を
意
味
し
よ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
だ
が
、
浮
舟
に
関
す
る
情
報
を
含
ん
だ
「
物

語
」
を
浮
舟
が
傍
ら
で
聞
い
て
い
る
と
い
う
状
況
か
ら
は
、
異
な
る
次
元
に
お
け
る
意
味

を
読
み
取
り
う
る
。
こ
う
し
た
世
間
話
は
、
そ
れ
自
体
が
「
物
語
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ

れ
て
い
る
と
同
時
に
、『
源
氏
物
語
』
そ
の
も
の
に
重
な
る
内
容
を
有
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、『
源
氏
物
語
』
中
で
既
に
語
ら
れ
た
内
容
が
、
登
場
人
物
の
口
か
ら
、
も
う
一
度

語
り
直
さ
れ
る
ま
さ
に
そ
の
場
に
浮
舟
が
い
て
、
そ
の
内
容
を
聞
き
と
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
内
容
は
、
浮
舟
自
身
に
つ
い
て
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
自
ら
に
関

す
る
「
物
語
」
を
聞
く
浮
舟
は
、
物
語
の
聞
き
手
の
ご
と
き
立
場
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

な
お
、
浮
舟
が
中
将
の
懸
想
を
避
け
る
べ
く
老
尼
君
た
ち
の
部
屋
へ
逃
げ
込
ん
だ
際
に

は
、
自
ら
の
経
験
を
思
い
出
す
浮
舟
に
寄
り
添
う
よ
う
な
語
り
方
が
な
さ
れ
て
い
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
、
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
、
…
… 

（
手
習
⑥
三
三
一
）

　

三
谷
﹇
二
〇
〇
七
﹈
は
こ
の
場
面
を
、「
そ
の
錯
綜
す
る
表
現
不
可
能
と
言
っ
て
よ
い

浮
舟
の
経
験
が
、
こ
の
心
中
思
惟
の
詞
で
は
、
浮
舟
巻
と
は
異
な
っ
た
、
別
の
〈
物
語
〉

と
な
っ
て
い
る
」
と
し
、「
特
性
あ
る
物
語
論
」
で
も
あ
る
と
位
置
づ
け
た
。「
手
習
」
巻

が
、
浮
舟
の
経
験
、
す
な
わ
ち
こ
れ
ま
で
『
源
氏
物
語
』
に
語
ら
れ
て
き
た
浮
舟
の
物
語

そ
の
も
の
を
形
を
変
え
つ
つ
語
り
直
す
様
相
を
持
つ
こ
と
は
、
中
将
の
登
場
等
か
ら
も
見

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
浮
舟
自
身
も
、
手
習
行
為
や
、
⑶
の
場
面
で
自
ら
の
言

葉
を
声
に
出
し
て
語
る
姿
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
繰
り
返
し
自
ら
の
心
中
を
言
葉
に
し
よ

う
と
試
み
て
も
い
る
。
従
来
の
浮
舟
論
は
、
こ
の
手
習
行
為
や
自
ら
の
思
い
を
語
り
出
す

姿
を
最
後
の
浮
舟
の
あ
り
方
と
と
ら
え
る
傾
向
が
強
か
っ
た
が
、
こ
う
し
た
点
に
加
え
、

浮
舟
が
こ
れ
ま
で
の
作
中
人
物
に
比
べ
て
特
殊
で
あ
る
の
は
、
他
者
の
語
る
自
ら
の
「
物

語
」
を
聞
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

小
森
﹇
二
〇
一
二
﹈
は
、「
あ
る
言
説
が
発
話
さ
れ
て
い
る
と
き
、
沈
黙
を
守
り
続
け

る
の
が
「
聴
き
手
」」
で
あ
る
と
す
る
。
沈
黙
を
続
け
る
最
後
の
浮
舟
の
姿
勢
か
ら
は
、

少
な
く
と
も
物
語
内
に
お
い
て
は
、「
聞
く
」
姿
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
手
習
を
す
る

浮
舟
の
姿
は
、
あ
く
ま
で
「
手
習
」
巻
で
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
物
語
の
一
番
最
後
の

浮
舟
の
あ
り
方
で
は
な
い
。「
手
習
」
巻
の
終
盤
、
そ
し
て
「
夢
浮
橋
」
巻
と
い
う
掉
尾

に
お
い
て
は
、
聞
く
浮
舟
が
い
る
の
で
あ
る
。

　

浮
舟
は
は
っ
き
り
と
「
聴
く
」
態
度
を
見
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
確
か
に
そ
の

言
葉
に
「
あ
い
な
く
耳
と
ま
」
り
、「
あ
は
れ
に
も
を
か
し
く
も
聞
」
い
て
い
た
と
い
う
。

そ
し
て
、
浮
舟
が
聞
い
た
紀
伊
守
の
「
物
語
」
に
は
、
浮
舟
の
出
自
や
薫
と
の
事
情
と
い
っ

た
情
報
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
情
報
を
先
に
聞
い
た
の
は
紀
伊
守
で
あ
り
、
彼
の

教
え
る
か
の
よ
う
な
語
り
口
の
中
で
諸
々
の
情
報
が
一
つ
の
「
物
語
」
と
し
て
ま
と
め
ら

れ
、
浮
舟
を
含
め
た
周
囲
の
人
々
に
共
有
さ
れ
て
い
る
。
浮
舟
が
そ
う
し
た
自
ら
に
関
す

る
「
物
語
」
を
聞
く
姿
か
ら
は
、
浮
舟
が
自
ら
の
物
語
の
聞
き
手
と
も
言
い
う
る
立
場
へ

変
化
し
て
い
る
様
相
を
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
加
え
て
、
⑷
で
妹
尼
が
語

る
浮
舟
に
関
す
る
「
物
語
」
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
最
後
の
「
物
語
」
と
い
う
言

葉
の
用
例
で
も
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
最
後
の
「
物
語
」
は
、
浮
舟
に
よ
っ
て
聞
き
と

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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「
物
語
」
の
「
つ
い
で
」
に
、
不
在
の
ま
ま
他
の
登
場
人
物
た
ち
に
語
ら
れ
続
け
て
き

た
浮
舟
は
、
一
方
で
物
語
の
語
ら
れ
る
場
を
意
識
さ
せ
、
物
語
の
外
側
に
置
か
れ
る
か
の

よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
さ
れ
て
き
た
。
つ
い
に
は
、
自
ら
の
「
物
語
」
を
聞
く
浮
舟
の

姿
が
語
ら
れ
る
中
で
、
物
語
は
終
わ
り
を
迎
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

四　

聞
き
手
と
し
て
の
浮
舟
│
│
結
び
に
か
え
て
│
│

　
「
つ
い
で
」
と
い
う
言
葉
が
あ
ら
わ
れ
る
箇
所
に
お
い
て
は
、
物
語
の
語
ら
れ
る
場
を

構
成
す
る
も
の
が
、
通
常
よ
り
も
見
え
や
す
い
形
で
示
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
物
語
の

語
ら
れ
る
場
は
、
語
り
手
、
素
材
、
ひ
い
て
は
通
常
注
意
さ
れ
に
く
い
聞
き
手
の
存
在
で

構
成
さ
れ
る
。
浮
舟
は
、『
源
氏
物
語
』
中
の
他
の
登
場
人
物
と
比
べ
、「
つ
い
で
」
に
語

ら
れ
る
例
が
特
に
多
く
、「
つ
い
で
」
に
付
随
し
て
「
物
語
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
ま

で
も
が
示
さ
れ
る
例
が
多
い
。「
つ
い
で
」
を
通
し
て
、
浮
舟
は
そ
の
場
に
不
在
で
あ
り

な
が
ら
、
物
語
の
語
ら
れ
る
場
を
構
成
す
る
も
の
を
意
識
さ
せ
る
傾
向
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
た
。

　

ま
た
一
方
で
、「
物
語
」
の
「
つ
い
で
」
に
語
ら
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、浮
舟
自
身
は
「
物

語
」
の
外
側
に
置
か
れ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
浮
舟
の
物
語

の
展
開
と
あ
わ
せ
て
考
え
て
も
、
浮
舟
は
物
語
作
品
を
鑑
賞
す
る
姿
や
、
過
去
の
自
ら
の

経
験
、
す
な
わ
ち
過
去
の
物
語
の
内
容
を
繰
り
返
す
よ
う
な
状
況
と
向
き
合
わ
さ
れ
る
姿

が
た
び
た
び
語
ら
れ
て
い
る
。「
物
語
」
の
う
ち
に
語
ら
れ
る
こ
と
と
、「
物
語
」
を
外
側

か
ら
見
つ
め
る
よ
う
な
姿
の
双
方
が
、
浮
舟
と
い
う
一
人
の
女
君
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
浮
舟
は
、「
つ
い
で
」
に
加
え
、
物
語
内
容
と
し
て
も
、
様
々
な
角
度
か
ら
、「
物

語
」
そ
の
も
の
と
つ
な
が
り
結
び
つ
く
様
が
示
さ
れ
て
い
る
女
君
と
い
え
よ
う
。

　

浮
舟
は
「
宿
木
」
巻
か
ら
「
手
習
」
巻
で
の
生
存
情
報
の
伝
播
ま
で
「
つ
い
で
」
に
語

ら
れ
続
け
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
浮
舟
の
物
語
の
後
半
に
至
る
と
、「
つ
い
で
」
で
は

な
く
「
物
語
」
の
う
ち
に
語
ら
れ
る
例
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
の
中
に
は
、
浮
舟
自
身
が
浮

舟
に
関
す
る
「
物
語
」
を
聞
き
と
る
状
況
を
語
る
も
の
が
あ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
の
最

後
の
「
物
語
」
の
用
例
も
、
妹
尼
が
浮
舟
の
事
情
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
傍
で
は
臥

し
て
拒
も
う
と
し
な
が
ら
も
、
最
後
ま
で
自
ら
の
「
物
語
」
を
聞
か
さ
れ
続
け
る
浮
舟
の

姿
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
物
語
」
の
「
つ
い
で
」
と
い
う
表
現
を
通
し
て
物
語
の
語
ら
れ
る
場
を
構
成
す
る
も

の
、
す
な
わ
ち
語
り
手
、
素
材
、
聞
き
手
の
存
在
が
意
識
さ
れ
や
す
い
浮
舟
の
物
語
は
、

し
か
し
一
方
で
、語
ら
れ
る
素
材
で
あ
る
筈
の
浮
舟
自
身
は
そ
の
場
に
不
在
で
あ
り
、「
物

語
」
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
も
与
え
て
い
た
。
一
連
の
「
つ
い
で
」
の
表

現
は
、
最
後
の
最
後
で
、
自
ら
の
「
物
語
」
を
聞
く
浮
舟
の
姿
が
語
ら
れ
る
こ
と
へ
の
布

石
と
捉
え
ら
れ
る
。
浮
舟
不
在
の
ま
ま
語
ら
れ
続
け
た
「
物
語
」
は
、「
つ
い
で
」
に
よ

り
聞
き
手
の
存
在
へ
の
意
識
、
お
よ
び
浮
舟
が
物
語
の
外
側
に
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え

な
が
ら
、
最
後
に
は
自
ら
の
物
語
を
聞
き
手
の
ご
と
き
立
場
で
聞
き
と
る
浮
舟
の
姿
へ
と

収
束
し
て
い
く
。「
物
語
」
そ
の
も
の
と
常
に
付
き
合
わ
さ
れ
て
き
た
女
君
が
、『
源
氏
物

語
』
の
最
後
に
、
自
ら
の
「
物
語
」
を
聞
か
さ
れ
る
中
で
、
物
語
は
終
わ
り
を
迎
え
る
の

で
あ
る
。

　

自
ら
の
「
物
語
」
を
聞
く
と
い
う
浮
舟
の
あ
り
方
は
、
こ
の
最
後
の
女
君
に
感
情
移
入
、

あ
る
い
は
肩
入
れ
す
る
よ
う
に
読
み
進
め
て
き
た
『
源
氏
物
語
』
の
読
者
た
ち
の
姿
と
照

応
す
る
し
く
み
と
も
考
え
ら
れ
る
。
物
語
を
語
り
出
す
、
書
き
出
す
と
い
っ
た
姿
勢
と
は

ま
た
異
な
る
形
で
、
物
語
の
円
環
構
造
の
如
き
も
の
が
意
識
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
『
源
氏

物
語
』
と
い
う
物
語
作
品
の
中
で
語
ら
れ
て
い
た
筈
の
女
君
が
、
最
後
に
聞
き
手
と
し
て

『
源
氏
物
語
』
そ
の
も
の
に
重
な
る
自
ら
の
物
語
を
共
有
し
、引
き
取
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
よ
う
な
浮
舟
の
あ
り
方
は
、「
手
習
」
巻
の
後
半
で
紀
伊
守
た
ち
の
語
る

「
物
語
」
に
「
光
る
君
」
の
呼
び
名
が
あ
ら
わ
れ
、『
源
氏
物
語
』
続
編
の
み
な
ら
ず
正
編

の
内
容
ま
で
も
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
と
の
関
係
も
留
意
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
点
を
含
め

て
、『
源
氏
物
語
』
中
に
あ
ら
わ
れ
る
「
物
語
」
の
持
つ
意
味
の
考
察
を
今
後
も
続
け
て

い
き
た
い
。

※
古
典
作
品
の
引
用
本
文
は
次
に
示
す
本
に
依
拠
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
他
の
諸
注
釈
等
を
参
照
し
、

一
部
私
に
表
記
を
あ
ら
た
め
た
箇
所
が
あ
る
。

・『
源
氏
物
語
』
…
…
阿
部
秋
生
・
秋
山

・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳
『
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
20　

源
氏
物
語
①
』
〜
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
25　

源
氏
物
語
⑥
』
小
学

館
（
一
九
九
四
〜
一
九
九
八
）

・『
う
つ
ほ
物
語
』
…
…
室
城
秀
之
校
注
『
う
つ
ほ
物
語　

全　

改
訂
版
』
お
う
ふ
う
（
二
〇
〇
一
）

・『
落
窪
物
語
』
…
…
三
谷
栄
一
・
三
谷
邦
明
・
稲
賀
敬
二
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
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集
17　

落
窪
物
語
／
堤
中
納
言
物
語
』
小
学
館
（
二
〇
〇
〇
）

・『
栄
花
物
語
』
…
…
山
中
裕
・
池
田
尚
隆
・
秋
山

・
福
長
進
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
31　

栄
花
物
語
①
』
〜
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
33　

栄
花
物
語
③
』（
一
九
九
五

〜
一
九
九
八
）

※
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
数
を
示
す
際
に
は
、
池
田
亀
鑑 

編
著
『
源
氏
物
語
大
成
』
中
央
公
論
社
（
一

九
五
三
〜
一
九
五
六
）、
平
安
文
学
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
（
日
本
文
学w

eb

図
書
館
）、
上
田
英
代
「
古

典
総
合
研
究
所
」http://w

w
w.genji.co.jp/

（
二
〇
一
九
年
二
月
一
一
日
閲
覧
）
を
併
用
し
て
確

認
し
た
。

注（1
）　
「
物
語
」
の
「
つ
い
で
」
と
い
う
表
現
に
関
し
て
、
安
藤
﹇
二
〇
〇
八
﹈
は
「
相
互
に
語
り
、

そ
し
て
聞
く
」
人
々
を
捉
え
る
な
か
で
、「「
つ
い
で
」
と
し
て
の
「
物
語
」
と
は
何
か
、
あ
る
い

は
「
物
語
の
つ
い
で
」
に
語
ら
れ
る
の
は
何
か
（
そ
れ
は
「
物
語
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る

の
か
）
と
い
っ
た
問
い
も
、
考
察
に
値
す
る
」
と
示
唆
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
と
ど
ま
る
。

（
2
）　
「
つ
い
で
」
に
関
わ
る
部
分
で
、
本
文
に
二
箇
所
の
異
同
が
み
ら
れ
る
た
め
、
用
例
数
に
変
動

が
生
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ⅰ
古
代
学
協
会
蔵
大
島
本
「
つ
ゐ
て
」
だ
が
、
定
家
本
系
他
本
多

く
に
「
つ
て
」
と
あ
る
（
若
紫
①
二
一
七
）、
ⅱ
古
代
学
協
会
蔵
大
島
本
に
な
し
、
他
諸
本
に
「
き

こ
え
さ
せ
給
め
る
院
も
こ
と
の
つ
い
て
に
」
と
あ
り
、
脱
落
と
見
て
補
入
す
る
説
が
あ
る
（
若
菜

上
④
一
二
一
）。

（
3
）　

三
谷
﹇
一
九
九
二
ｂ
﹈
は
、「
蓬
生
」
巻
の
「
語
り
手
は
、
巻
中
に
登
場
す
る
「
聞
き
し
老
人
」

＝
「
侍
従
が
伯
母
の
、
少
将
と
い
ひ
侍
り
し
老
人
」
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
」
と
す
る
。

（
4
）　

森
﹇
二
〇
一
二
ｂ
﹈
は
、「
物
語
は
、
⑴
語
り
手
、
⑵
聞
き
手
、
⑶
素
材
の
三
条
件
に
よ
っ
て

成
立
し
、
そ
の
三
条
件
が
相
互
に
規
定
し
あ
う
関
係
の
中
で
進
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
」
と
す
る
。

（
5
）　

た
と
え
ば
、
浮
舟
の
存
在
を
知
っ
た
「
手
習
」
巻
の
中
将
は
、「
昔
物
語
の
心
地
も
す
る
か
な
」

と
の
感
想
を
抱
く
（
手
習
⑥
三
一
一
）。
ま
た
横
川
の
僧
都
も
、
浮
舟
を
助
け
る
際
「
昔
物
語
に
、

魂
殿
に
置
き
た
り
け
ん
人
の
た
と
ひ
を
思
ひ
出
で
」
た
と
語
る
（
夢
浮
橋
⑥
三
七
六
）。

（
6
）　

正
編
に
お
い
て
も
、
夕
顔
の
死
後
、
源
氏
が
「
右
近
を
召
し
出
で
て
、
の
ど
や
か
な
る
夕
暮
れ

に
物
語
な
ど
」
を
す
る
場
面
（
夕
顔
①
一
八
三
）
等
が
あ
る
。
な
お
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
女
君

の
死
後
、
男
君
が
女
房
を
呼
び
集
め
て
「
物
語
」
を
共
有
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
複
数
個
所
で

見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
小
泉
﹇
二
〇
一
九
﹈
で
検
討
し
た
。

引
用
文
献

秋
山　

﹇
二
〇
一
一
﹈「「
形
代
」
と
し
て
の
浮
舟
」『
源
氏
物
語
の
論
』
笠
間
書
院

安
藤　

徹
﹇
二
〇
〇
六
﹈「
物
語
と
〈
う
わ
さ
〉」『
源
氏
物
語
と
物
語
社
会
』
森
話
社

安
藤　

徹
﹇
二
〇
〇
八
﹈「「
物
語
」
の
言
葉
」　

糸
井
通
浩
・
神
尾
暢
子 

編
『
王
朝
物
語
の
し
ぐ
さ
と

こ
と
ば
』
清
文
堂
出
版

飯
沼
清
子
﹇
一
九
八
一
﹈「
夜
居
僧
都
小
論
│
│
密
奏
を
起
点
と
し
て
│
│
」『
王
朝
文
学
史
稿
』
九

池
田
和
臣
﹇
二
〇
〇
一
﹈「『
源
氏
物
語
』
の
言
語
状
況
│
│
物
語
行
為
の
喩
と
し
て
の
、
色
好
み
の
こ

と
ば
│
│
」『
源
氏
物
語　

表
現
構
造
と
水
脈
』
武
蔵
野
書
院

石
井
正
己
﹇
一
九
八
七
﹈「「
つ
い
で
」
と
「
ま
こ
と
や
」」　

藤
井
貞
和 

編
『
王
朝
物
語
必
携
』
学
燈

社

井
野
葉
子
﹇
二
〇
一
一
﹈「
竹
取
引
用
群
│
│
浮
舟
巻
を
中
心
に
、
そ
し
て
柏
木
・
夕
霧
物
語
」『
源
氏

物
語　

宇
治
の
言
の
葉
』
森
話
社

小
野
村
洋
子
﹇
一
九
七
〇
﹈「
源
氏
物
語
の
精
神
的
基
底
の
終
局
と
物
語
の
世
界
」『
源
氏
物
語
の
精
神

的
基
底
』
創
文
社

神
田
龍
身
﹇
二
〇
〇
一
﹈「〈
情
報
〉
と
し
て
の
浮
舟
│
│
欲
望
の
沸
騰
点
」『
源
氏
物
語
＝
性
の
迷
宮
へ
』

講
談
社

小
泉　

咲
﹇
二
〇
一
七
﹈「『
源
氏
物
語
』「
蓬
生
」
巻
に
み
え
る
「
物
語
」
│
│
古
物
語
と
老
女
房
の

関
わ
り
に
注
目
し
て
│
│
」『
平
安
朝
文
学
研
究
』
復
刊
二
五

小
泉　

咲
﹇
二
〇
一
八
﹈「
物
語
を
評
す
る
言
葉
│
│
『
源
氏
物
語
』「
絵
合
」
巻
か
ら
│
│
」『
平
安

朝
文
学
研
究
』
復
刊
二
六

小
泉　

咲
﹇
二
〇
一
九
﹈「『
源
氏
物
語
』
正
編
に
お
け
る
人
々
の
「
物
語
」
│
│
共
有
と
展
開
│
│
」

『
国
文
学
研
究
』
一
八
八

小
林
正
明
﹇
一
九
八
六
﹈「
最
後
の
浮
舟
│
│
手
習
巻
の
テ
ク
ス
ト
相
互
連
関
性
│
│
」『
物
語
研
究
│

特
集
・
語
り
そ
し
て
引
用
』
新
時
代
社

小
森
陽
一
﹇
二
〇
一
二
﹈「
聴
き
手
論
序
説
」『
文
体
と
し
て
の
物
語
・
増
補
版
』
青
弓
社

中
田
祝
夫
﹇
一
九
八
三
﹈『
古
語
大
辞
典
』
小
学
館

松
井
健
二
﹇
一
九
八
四
﹈「
浮
舟
再
生
物
語
に
お
け
る
独
詠
歌
の
位
置
」『
日
本
文
学
論
究
』
四
三

三
谷
邦
明
﹇
一
九
九
二
ａ
﹈「
源
氏
物
語
と
語
り
手
た
ち
│
│
物
語
文
学
と
被
差
別
あ
る
い
は
源
氏
物

語
に
お
け
る
〈
語
り
〉
の
文
学
史
的
位
相
│
│
」『
物
語
文
学
の
言
説
』
有
精
堂

三
谷
邦
明
﹇
一
九
九
二
ｂ
﹈「〈
読
み
〉
そ
し
て
テ
ク
ス
ト
分
析
の
方
法
│
│
蓬
生
巻
の
方
法
あ
る
い
は

無
明
の
闇
へ
の
一
歩
│
│
」『
物
語
文
学
の
言
説
』
有
精
堂

三
谷
邦
明
﹇
二
〇
〇
七
﹈「
閉
塞
さ
れ
た
死
と
い
う
終
焉
と
そ
の
彼
方
（
三
）
│
│
浮
舟
物
語
を
読
む

あ
る
い
は
〈
も
の
の
ま
ぎ
れ
〉
論
に
お
け
る
彼
方
を
越
え
た
絶
望
│
│
」『
源
氏
物
語
の
方
法　

〈
も
の
の
ま
ぎ
れ
〉
の
極
北
』
翰
林
書
房

宗
雪
修
三
﹇
二
〇
〇
二
﹈「
話
型
に
抗
す
る
物
語
│
│
宇
治
十
帖
の
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
」『
源
氏
物
語

歌
織
物
』
世
界
思
想
社

森　

正
人
﹇
二
〇
一
二
ａ
﹈「
堤
中
納
言
物
語
『
こ
の
つ
い
で
』
論
」『
場
の
物
語
論
』
若
草
書
房

森　

正
人
﹇
二
〇
一
二
ｂ
﹈「〈
物
語
の
場
〉
と
〈
場
の
物
語
〉
序
説
」『
場
の
物
語
論
』
若
草
書
房

吉
井
美
弥
子
﹇
二
〇
〇
八
﹈「
夢
浮
橋
巻
の
沈
黙
」『
読
む
源
氏
物
語　

読
ま
れ
る
源
氏
物
語
』
森
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Ukifune as a listener of monogatari: Through the case study of tsuide

Saki KOIZUMI

　The character of Ukifune in The Tale of Genji (Genji monogatari, c. 1008) is deeply interwoven with monoga-
tari storytelling and narration. The present study takes cue from the expression of tsuide, which signals an 
‘occasion’ for storytelling, and which has been hitherto unexplored as far as prior scholarship on Ukifune is con-
cerned. In particular, it investigates the significance of Ukifune being narrated as a character who listens to the 
monogatari about herself towards the end of the novel.
　The first section of this paper shows that, in comparison to the other characters in The Genji, Ukifune appears 
in a conspicuous number of narrative examples involving tsuide. What’s more, it points out the tendency of tsuide 
to exhibit awareness of the “place/space” (ba) from which the story is being narrated. The second section, in turn, 
presents the possibility that this use of tsuide creates the impression of Ukifune herself being placed outside of the 
narrated monogatari. This impression is further corroborated by the contents of her story. Finally, the third section 
of this paper explores the number of examples in the latter part of Ukifune’s arc which do not use tsuide and 
which place her within the monogatari being narrated. Among these examples, special attention is given to the 
significance behind the instances where Ukifune is narrated as listening to her own story, particularly at the end of 
the “Writing Practice” (Tenarai) and “The Floating Bridge of Dreams” (Yume no Ukihashi) chapters. Accordingly, 
the paper in question sheds light on the manner in which the narrative builds upon Ukifune as a figure continu-
ously narrated via tsuide and, towards the end of the novel, converges it with the emergent figure of Ukifune as 
someone who consumes her own monogatari from the standpoint of a listener.
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