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は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
の
蜻
蛉
巻
で
は
浮
舟
失
踪
後
の
動
静
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
巻
の
後
半
に
至
る
と
物
語
の
舞
台
は
都
に
移
る
。
こ
こ
で
は

式
部
卿
宮
の
姫
君
が
父
を
亡
く
し
て
出
仕
し
、
宮
の
君
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
春
亡
せ
た
ま
ひ
ぬ
る
式
部
卿
宮
の
御
む
す
め
を
、
継
母
の
北
の
方
こ
と
に
あ
ひ
思
は
で
、
兄
の
馬
頭
に
て
人
柄
も
こ
と
な
る
こ
と

な
き
心
か
け
た
る
を
、
い
と
ほ
し
う
な
ど
も
思
ひ
た
ら
で
、
さ
る
べ
き
さ
ま
に
な
ん
契
る
と
聞
こ
し
め
す
た
よ
り
あ
り
て
、「
い
と
ほ

し
う
。
父
宮
の
い
み
じ
く
か
し
づ
き
た
ま
ひ
け
る
女
君
を
、
い
た
づ
ら
な
る
や
う
に
も
て
な
さ
ん
こ
と
」
な
ど
の
た
ま
は
せ
け
れ
ば
、

〔
略
〕
こ
の
ご
ろ
迎
へ
と
ら
せ
た
ま
ひ
て
け
り
。〔
略
〕
限
り
あ
れ
ば
、
宮
の
君
な
ど
う
ち
言
ひ
て
、
裳
ば
か
り
ひ
き
懸
け
た
ま
ふ
ぞ
、

い
と
あ
は
れ
な
り
け
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜻
蛉
⑥
二
六
三
頁
）

宮
の
君
は
継
母
の
兄
弟
で
あ
る
馬
頭
と
の
不
相
応
な
縁
談
を
強
い
ら
れ
た
も
の
の
、
事
情
を
知
っ
た
明
石
中
宮
に
迎
え
ら
れ
て
女
一
宮
に

仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
出
仕
に
は
じ
ま
る
宮
の
君
の
挿
話
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
浮
舟
を
物
語
の
舞
台
に
呼
び
戻

す
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
蜻
蛉
巻
は
前
半
部
よ
り
浮
舟
の
再
登
場
を
促
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が（

１
）、

宮
の
君
に
つ
い
て
は
藤
井
貞
和
氏
が
非
在
の
浮
舟
を
想
起
さ
せ
る
一
因
と
し
て
言
及
し
た
ほ
か（

２
）、
吉
井
美
弥
子
氏
は
宮
の
君
と
浮
舟
と
の
重

な
り
か
ら
物
語
が
浮
舟
な
し
で
新
た
な
状
況
を
切
り
開
け
ず
に
い
る
こ
と
を
見
て
取
り（

３
）、
野
村
倫
子
氏
は
女
房
に
な
っ
た
宮
の
君
と
の
対
比

に
よ
り
浮
舟
の
「
女
君
性
」
が
保
証
さ
れ
薫
の
追
慕
の
対
象
に
な
る
と
説
い
た（

４
）。
こ
の
よ
う
に
作
品
構
成
上
の
意
義
が
論
じ
ら
れ
る
一
方
、

宮
の
君
の
出
仕
は
物
語
成
立
期
の
出
仕
の
実
態
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
て
き
た
。
藤
原
道
長
が
娘
の
格
上
げ
を
図
り
高
貴

な
女
房
を
召
し
集
め
た
等
の
事
情
に
よ
り（

５
）、
物
語
成
立
期
に
は
出
自
の
高
い
女
性
の
出
仕
が
増
加
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
野
村
倫
子
氏
は
宮
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の
君
の
出
仕
に
つ
い
て
「
現
実
社
会
を
反
映
す
る
も
の
」
と
し
て
お
り（
６
）、
高
橋
由
記
氏
も
道
長
政
権
確
立
後
の
出
仕
の
実
態
が
宮
の
君
の
設

定
を
可
能
に
し
た
と
し
て
「
特
定
の
一
族
に
だ
け
権
力
が
集
中
し
た
時
代
様
相
を
色
濃
く
表
し
て
い
る
」
と
説
く（

７
）。
両
氏
と
共
通
す
る
見
解

は
近
時
の
諸
論
に
散
見
さ
れ（

８
）、
ほ
ぼ
通
説
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

宮
の
君
は
式
部
卿
宮
の
娘
で
あ
る
か
ら
、
高
貴
な
出
自
の
人
物
が
女
房
に
な
る
、
と
い
う
点
に
お
い
て
物
語
成
立
期
の
出
仕
の
実
態
と
接

点
を
持
つ
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
の
理
解
で
十
分
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
従
来
の
諸
説
で
は
史
実
と
の
関
係
に
焦
点
が

あ
て
ら
れ
る
一
方
、
先
行
物
語
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た（

９
）。
と
く
に
宮
の
君
が
出
仕
す
る
に
至
っ
た
経
緯
に

継
母
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
看
過
す
べ
き
で
な
い
よ
う
に
思
う
。
宮
の
君
は
継
母
に
よ
っ
て
馬
頭
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る

が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
池
田
和
臣
氏
が
『
源
氏
物
語
』
中
の
継
子
い
じ
め
譚
を
瞥
見
す
る
な
か
で
既
存
の
発
想
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る

こ
と
に
触
れ
て
い
る）

（1
（

。
と
く
に
『
落
窪
物
語
』
に
お
い
て
落
窪
の
君
は
継
母
か
ら
典
薬
助
と
の
関
係
を
強
い
ら
れ
て
お
り
、
宮
の
君
と
の
共

通
性
が
確
認
で
き
る
。
本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
、
落
窪
の
君
が
女
房
と
し
て
の
扱
い
も
受
け
て
お
り
、『
源
氏
物
語
』
中
に
も
そ
れ
に
類

す
る
事
例
が
見
出
せ
る
点
で
あ
る
。
宮
の
君
が
継
母
か
ら
不
当
な
縁
談
を
強
い
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
虐
遇
を
き
っ
か
け
に
女
房
に
身

を
落
と
し
て
い
る
の
も
、
既
存
の
継
子
譚
に
着
想
を
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
よ
り
、
本
稿
で
は
宮
の
君
の
出
仕
に
つ
い
て
落
窪
の
君
を
中
心
に
継
子
譚
の
女
君
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
特
徴
を
と
ら
え
直
す
こ
と

を
目
指
す
。
宮
の
君
の
出
仕
が
物
語
成
立
期
の
社
会
状
況
と
接
点
を
持
つ
だ
け
で
な
く
、
継
子
譚
の
発
想
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の

で
も
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
男
君
が
女
君
を
女
房
の
立
場
か
ら
救
い
出
さ
な
い
、
と
い
う
類
型
か
ら
逸
脱
し
た
新
た
な
展
開
を
辿

る
こ
と
で
手
習
巻
以
後
の
物
語
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
（
一
）　

女
房
扱
い
を
受
け
る
女
君

ま
ず
落
窪
の
君
が
継
母
か
ら
女
房
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

一	

筝
の
琴
を
世
に
を
か
し
く
弾
き
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
当
腹
の
三
郎
君
、
十
ば
か
り
な
る
に
、
琴
心
に
い
れ
た
り
と
て
、「
こ
れ
に
習
は
せ
」

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号
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と
北
の
方
の
た
ま
へ
ば
、
時
々
教
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
之
一
、
一
八
―
九
頁
）

二	
二
人
の
婿
の
装
束
、
い
さ
さ
か
な
る
ひ
ま
な
く
、
か
き
あ
ひ
縫
は
せ
た
ま
へ
ば
、
し
ば
し
こ
そ
物
い
そ
が
し
か
り
し
か
、
夜
も
寝
も
寝

ず
縫
は
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
之
一
、
一
九
頁
）

本
文
一
に
お
い
て
、
継
母
は
落
窪
の
君
に
命
じ
て
三
郎
君
に
琴
を
教
え
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
の
ち
落
窪
の
君
の
手
紙
を
継
母
が
得
て
道
頼

と
の
関
係
を
知
っ
た
際
に
は
、
落
窪
の
君
が
男
に
迎
え
取
ら
れ
る
の
を
危
惧
し
て
「
よ
き
吾
子
た
ち
の
使
ひ
人
と
見
置
き
た
り
つ
る
も
の

を
」（
巻
之
一
、
七
九
頁
）
と
思
っ
て
い
る
。
落
窪
の
君
が
三
郎
君
に
琴
を
教
え
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
よ
き
吾
子
た
ち
の
使
ひ
人
」
と
し

て
の
役
割
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
本
文
二
に
お
い
て
、
継
母
は
大
君
と
中
の
君
の
婿
に
贈
る
装
束
を
落
窪
の
君

に
寝
る
間
も
な
く
縫
わ
せ
て
い
る
。
落
窪
の
君
が
道
頼
と
逢
っ
た
こ
と
で
裁
縫
の
進
行
が
遅
れ
た
際
、
継
母
は
女
房
で
あ
る
少
納
言
に
手
伝

わ
せ
て
お
り
（
巻
之
一
、
八
七
頁
）、
落
窪
の
君
が
道
頼
に
迎
え
取
ら
れ
た
後
に
は
落
窪
の
君
に
代
わ
る
女
房
を
召
し
集
め
て
も
い
る
（
巻

之
二
、
一
四
七
頁
）。
婿
の
装
束
を
縫
う
の
は
本
来
女
房
の
役
目
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
を
継
母
は
落
窪
の
君
に
押
し
付
け
て
い
た

の
だ
と
理
解
で
き
る
。
な
お
あ
こ
ぎ
が
落
窪
の
君
に
道
頼
を
頼
る
よ
う
諭
す
場
面
で
も
継
母
に
つ
い
て
「
使
ひ
た
て
ま
つ
り
た
ま
は
む
の
心

の
い
と
深
く
て
」（
巻
之
一
、
四
六
頁
）
と
述
べ
て
お
り
、
あ
こ
ぎ
の
認
識
に
即
し
て
も
継
母
が
落
窪
の
君
を
女
房
と
し
て
使
役
し
て
い
た

こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

落
窪
の
君
は
「
わ
か
う
ど
ほ
り
腹
」（
巻
之
一
、
一
七
頁
）
で
あ
り
、
皇
室
の
血
統
を
ひ
く
女
君
で
あ
る
。
し
か
し
実
母
を
亡
く
し
た
こ

と
で
継
母
か
ら
虐
待
を
受
け
て
お
り
、
女
房
が
担
う
べ
き
仕
事
を
強
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
後
ろ
盾
を
失
っ
て
継
母
か
ら
虐
待
を
受

け
る
な
か
、
皇
統
で
あ
り
な
が
ら
女
房
の
立
場
に
身
を
落
と
す
、
と
い
う
推
移
を
辿
っ
て
い
る
点
に
は
宮
の
君
と
の
共
通
性
が
見
出
せ
る
。

た
だ
し
宮
の
君
の
場
合
は
、
父
宮
の
死
後
、
継
母
か
ら
不
相
応
な
縁
談
を
強
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
明
石
中
宮
に
迎
え
ら
れ
て
女
一
宮

の
女
房
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
継
母
の
虐
遇
が
間
接
的
に
女
房
に
身
を
落
と
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
点
は
、
継
母
か
ら
直
接
使
役
さ

れ
て
い
る
落
窪
の
君
と
相
違
す
る
。
そ
こ
か
ら
宮
の
君
の
出
仕
を
先
行
物
語
の
発
想
と
は
切
り
離
し
て
捉
え
る
立
場
も
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
『
源
氏
物
語
』
中
の
継
子
譚
の
枠
組
み
を
持
つ
物
語
は
、
既
存
の
発
想
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
変
化
さ
せ
て
織
り
な
さ
れ
て
い
た
点
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に
留
意
し
た
い）
（（
（

。
こ
う
し
た
傾
向
は
皇
統
の
女
君
が
女
房
扱
い
を
受
け
る
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
事
態
に
つ
い
て
も
見
て
取
れ
る
場
合
が
あ
る
。

ま
ず
兵
部
卿
宮
の
娘
で
あ
る
紫
の
上
の
場
合
は
、
姫
君
の
失
踪
を
知
っ
た
継
母
の
心
情
が
「
わ
が
心
に
ま
か
せ
つ
べ
う
思
し
け
る
」（
若
紫

①
二
六
〇
頁
）
と
語
ら
れ
て
お
り
、
陣
野
英
則
氏
に
よ
っ
て
継
母
が
紫
の
上
を
女
房
と
し
て
使
役
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
ら
れ

て
い
る）

（1
（

。
継
母
に
使
役
さ
れ
る
可
能
性
が
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
光
源
氏
が
紫
の
上
を
連
れ
去
る
こ
と
に
救
済
と
し
て
の
意
味
が
付
与
さ
れ
、

合
理
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
常
陸
宮
の
娘
で
あ
る
末
摘
花
に
対
し
、
叔
母
が
「
こ
の
君
を
わ
が
む
す
め
ど
も
の
使
ひ

人
に
な
し
て
し
が
な
」（
蓬
生
②
三
三
三
頁
）
と
娘
の
女
房
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
も
、
畑
恵
理
子
氏
に
よ
っ
て
『
落
窪
物
語
』
の
継
母

の
造
型
を
継
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が）

（1
（

、
こ
の
場
合
は
継
母
の
役
ど
こ
ろ
を
継
母
で
な
い
人
物
が
担
う
体
で
あ
る
と
い
え

る
。
受
領
の
妻
に
な
っ
た
末
摘
花
の
叔
母
は
、
姉
妹
で
あ
る
末
摘
花
の
母
に
侮
辱
さ
れ
て
い
た
と
し
て
（
蓬
生
②
三
三
二
頁
）、
姪
の
末
摘

花
に
恨
み
を
転
化
し
て
い
る
。
継
子
譚
に
由
来
す
る
虐
遇
の
形
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
継
母
で
は
な
く
叔
母
で
あ
る
と
い
う
設
定
に
よ
っ
て

そ
の
必
然
性
を
生
じ
さ
せ
、
受
領
層
ゆ
え
の
自
意
識
を
も
掘
り
下
げ
て
い
る
と
い
え
る
。
継
子
譚
の
枠
組
み
を
持
つ
物
語
に
お
い
て
、
女
房

と
し
て
扱
わ
れ
る
事
態
は
皇
統
の
女
君
が
陥
る
逆
境
の
一
つ
の
典
型
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
で
は
と
き
に
そ
れ
が
状

況
に
変
化
を
加
え
た
形
で
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る）

（1
（

。

以
上
の
よ
う
な
事
例
を
思
い
返
せ
ば
、
宮
の
君
が
継
母
の
虐
遇
を
き
っ
か
け
に
女
房
に
身
を
落
と
し
て
い
る
の
も
、
先
行
す
る
継
子
譚
に

着
想
を
得
な
が
ら
変
化
を
加
え
た
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
女
君
の
身
辺
に
継
母
が
存
在
し
な
が
ら
、
そ
の
人
物
か

ら
直
接
使
役
さ
れ
る
の
で
な
い
事
例
は
先
に
見
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
継
母
の
虐
遇
と
皇
統
の
女
君
が
女
房
に
身
を
落
と
す

事
態
と
が
連
な
っ
て
い
る
点
を
重
視
し
て
、
宮
の
君
の
出
仕
は
継
子
譚
を
変
奏
さ
せ
て
い
く
物
語
が
蜻
蛉
巻
に
至
っ
て
新
た
に
編
み
出
し
た

女
君
の
零
落
の
形
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
先
行
す
る
物
語
と
の
関
係
を
視
野
に
入
れ
る
と
、
宮
の
君
の
出
仕
に
つ
い

て
高
貴
な
女
性
の
出
仕
が
増
加
し
た
現
実
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
す
る
従
来
の
理
解
は
、
や
や
物
語
成
立
期
の
史
実
に
力
点
を
置
き
す
ぎ
た

見
方
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
し
ろ
高
貴
な
女
性
が
女
房
に
身
を
落
と
す
事
態
は
現
実
に
増
加
す
る
以
前
か
ら
物
語
の

世
界
で
は
描
か
れ
て
い
た
と
い
え）

（1
（

、
宮
の
君
の
場
合
は
そ
の
発
想
の
系
譜
に
連
な
る
こ
と
が
現
実
の
社
会
状
況
と
接
点
を
持
つ
こ
と
に
も
つ

な
が
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
二
）　

宮
の
君
の
待
遇
と
薫
の
失
望

次
に
宮
の
君
の
特
徴
に
つ
い
て
、
出
仕
後
の
待
遇
に
注
目
し
て
検
討
を
進
め
た
い
。
紫
の
上
や
末
摘
花
の
場
合
は
女
房
と
し
て
扱
わ
れ
る

事
態
が
未
然
に
回
避
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
こ
こ
で
も
落
窪
の
君
と
の
比
較
を
中
心
に
行
う
。
以
下
、
継
母
か
ら
直
接
女
房
扱
い
を
受
け
る

落
窪
の
君
の
場
合
と
異
な
り
、
宮
の
君
は
異
例
の
高
待
遇
で
女
一
宮
方
に
迎
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
う
し
た
出
仕
後
の
あ

り
方
は
宮
の
君
が
他
の
女
房
と
は
別
格
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
印
象
付
け
、
既
存
の
継
子
譚
と
は
異
な
る
物
語
展
開
を
導
き
出
し
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
宮
の
君
の
呼
称
や
装
束
、
居
所
の
あ
り
方
に
焦
点
を
あ
て
て
検
討
す
る
。

一	

限
り
あ
れ
ば
、
宮
の
君
な
ど
う
ち
言
ひ
て
、
裳
ば
か
り
ひ
き
懸
け
た
ま
ふ
ぞ
、
い
と
あ
は
れ
な
り
け
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜻
蛉
⑥
二
六
三
頁
）

二	

宮
の
君
は
、
こ
の
西
の
対
に
ぞ
御
方
し
た
り
け
る
。
若
き
人
々
の
け
は
ひ
あ
ま
た
し
て
、
月
め
で
あ
へ
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜻
蛉
⑥
二
七
三
頁
）

本
文
一
は
、
は
じ
め
に
引
用
し
た
宮
の
君
が
出
仕
し
た
直
後
の
箇
所
を
一
部
再
掲
し
た
も
の
で
あ
る
。「
限
り
あ
れ
ば
」
と
あ
る
た
め

「
宮
の
君
」
と
い
う
呼
称
は
女
房
と
し
て
の
呼
び
名
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
が
、
高
橋
由
記
氏
が
論
中
で
取
り
上
げ
た
脩
子
内
親
王
付
き
章

明
親
王
女
も
「
一
品
宮
々
君
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら）

（1
（

、
宮
家
の
姫
君
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
呼
称
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
そ
う
し
た
名
で
呼
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
も
、
宮
の
君
の
場
合
は
「
う
ち

4

4

言
ひ
て
」
と
あ
り
周
囲
か
ら
気
遣
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
表
れ
て
い

る）
（1
（

。
こ
れ
に
対
し
落
窪
の
君
の
場
合
は
継
母
が
邸
の
者
た
ち
に
「
落
窪
の
君
と
言
へ
」（
巻
之
一
、
一
七
頁
）
と
命
じ
た
こ
と
か
ら
、
居
住

す
る
「
落
窪
」
に
由
来
す
る
蔑
称
で
呼
ば
れ
て
お
り
、
宮
の
君
の
よ
う
な
血
統
へ
の
配
慮
は
伺
え
な
い
。

ま
た
宮
の
君
は
「
裳
ば
か
り
ひ
き
懸
け
た
ま
ふ
ぞ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
裳
を
着
用
す
る
一
方
、
唐
衣
の
着
用
は
免
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

点
は
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
が
「
主
人
の
前
で
は
女
房
は
裳
、
唐
衣
着
用
の
正
装
が
決
り
で
あ
る
」
と
す
る
よ
う
に
、
式
部
卿
宮
の
姫
君

で
あ
る
こ
と
に
よ
る
特
別
措
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
落
窪
の
君
の
装
束
に
つ
い
て
は
父
の
中
納
言
が
「
白
き
袷
一
つ
を
こ
そ
着
て
ゐ

た
り
つ
れ
」
と
言
及
し
て
お
り
（
巻
之
一
、
二
六
頁
）、
袷
の
袿
一
枚
の
着
用
し
か
許
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
女
君
の
過
酷
な
状
況
を
象
徴
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し
て
い
た
。

本
文
二
は
薫
が
宮
の
君
の
も
と
を
訪
れ
る
場
面
で
あ
る
が
、
宮
の
君
は
対
の
屋
を
居
所
と
し
て
い
る
ほ
か
多
数
の
女
房
を
付
き
従
え
て
い

る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。『
栄
花
物
語
』
で
関
白
藤
原
道
兼
の
娘
が
藤
原
威
子
の
も
と
に
出
仕
し
た
際
も
「
大
人
十
人
、
童
女
二
人
、
下
仕
」

（
あ
さ
み
ど
り
②
一
四
三
頁
）
が
付
き
添
っ
て
い
た
と
語
ら
れ
て
お
り
、
高
貴
な
女
性
が
女
房
に
な
る
と
き
、
そ
の
女
性
に
仕
え
る
女
房
が

同
行
す
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
宮
の
君
が
出
仕
す
る
際
も
多
数
の
女
房
が
同
行
し
て
お
り
、
そ
う
す
る
の
に
十
分
な
住
ま

い
が
与
え
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
の
落
窪
の
君
は
「
落
窪
」
に
住
ま
わ
せ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
典
薬
助
と
の
関
係
を
強
い
ら
れ

る
と
き
は
「
枢
戸
の
廂
二
間
あ
る
部
屋
の
酢
、
酒
、
魚
な
ど
、
ま
さ
な
く
し
た
る
部
屋
」（
巻
之
一
、
一
〇
三
頁
）
と
悪
臭
た
だ
よ
う
部
屋

に
幽
閉
さ
れ
て
い
た
。

落
窪
の
君
に
対
す
る
継
母
の
態
度
は
「
つ
か
う
ま
つ
る
御
達
の
数
に
だ
に
思
さ
ず
」（
巻
之
一
、
一
七
頁
）
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。
呼
称

や
装
束
、
居
所
の
あ
り
方
に
即
し
て
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
、
落
窪
の
君
は
並
の
女
房
以
下
の
劣
悪
な
環
境
を
強
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
、
宮
の
君
は
式
部
卿
宮
鍾
愛
の
姫
君
と
い
う
高
い
出
自
に
配
慮
し
た
待
遇
で
迎
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
両
者
の
相
違
は
、

継
母
か
ら
直
接
女
房
扱
い
を
受
け
て
い
る
か
否
か
、
と
い
う
点
に
基
づ
く
も
の
と
い
え
る
。
宮
の
君
の
場
合
は
継
母
の
虐
遇
か
ら
の
救
済
措

置
と
し
て
出
仕
が
選
び
取
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
う
し
た
高
待
遇
も
実
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。

『
落
窪
物
語
』
に
お
い
て
落
窪
の
君
が
並
の
女
房
以
下
の
過
酷
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
男
君
に
よ
っ
て
救
い
出
さ
れ
る
展
開

を
促
す
も
の
と
思
し
い
。
道
頼
は
と
く
に
「
落
窪
の
君
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
女
君
が
継
母
や
父
親
か
ら
冷
遇
さ
れ
て
い
る
の
を
確

か
め
、「
い
か
で
、
よ
く
て
み
せ
て
し
が
な
」（
巻
之
一
、
八
七
頁
）
と
姫
君
を
幸
福
に
し
、
継
母
方
に
復
讐
を
果
た
す
こ
と
を
決
意
す
る
の

で
あ
る
。
ま
た
女
君
を
女
房
扱
い
か
ら
救
い
出
す
の
に
類
す
る
行
為
は
光
源
氏
に
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
、
物
語
展
開
や
主
人
公
像
の
類
型
に

な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
述
の
と
お
り
、
光
源
氏
は
紫
の
上
を
連
れ
去
っ
た
こ
と
で
継
母
に
女
房
と
し
て
扱
わ
れ
る
危
機
か
ら
意
図

せ
ず
と
も
救
い
出
し
て
お
り
、
叔
母
の
筑
紫
行
き
の
勧
誘
を
末
摘
花
が
拒
ん
だ
後
も
女
君
を
邸
に
迎
え
入
れ
生
活
を
援
助
し
て
い
る
。
こ
の

ほ
か
玉
鬘
を
迎
え
る
際
も
、
男
た
ち
の
興
味
を
集
め
る
存
在
に
し
よ
う
と
す
る
ね
ら
い
と
表
裏
す
る
が
、
秋
好
中
宮
の
女
房
と
し
て
認
識
さ

れ
な
い
よ
う
配
慮
し
て
居
所
を
選
ん
で
い
た
（
玉
鬘
③
一
二
五
頁
）。
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一
方
、
宮
の
君
の
場
合
は
そ
の
出
自
に
ふ
さ
わ
し
い
待
遇
を
受
け
て
い
る
た
め
、
落
窪
の
君
の
場
合
と
比
べ
れ
ば
女
房
の
立
場
が
持
つ
逆

境
と
し
て
の
意
味
合
い
は
弱
い
と
い
え
る）

（1
（

。
む
し
ろ
そ
の
待
遇
の
あ
り
方
は
、
宮
の
君
が
並
の
女
房
と
は
一
線
を
画
す
存
在
で
あ
る
こ
と
を

印
象
付
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る）

（1
（

。
女
一
宮
方
の
女
房
は
「
や
む
ご
と
な
き
人
の
御
む
す
め
な
ど
も
い
と
多
か
り
」（
総
角
⑤
三
〇
五
頁
）

と
出
自
の
高
い
者
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
と
も
別
格
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
そ
う
し

た
宮
の
君
の
出
仕
の
あ
り
方
は
、
男
君
が
女
君
を
救
い
出
さ
な
い
、
と
い
う
既
存
の
型
か
ら
外
れ
た
独
自
の
展
開
を
導
い
て
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
宮
の
君
の
格
の
高
さ
が
印
象
付
け
ら
れ
る
な
か
で
、
薫
は
宮
の
君
に
宮
家
の
姫
君
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
振
舞
い
を
期
待
し
、
そ

れ
ゆ
え
失
望
す
る
の
で
あ
る
。
薫
が
宮
の
君
に
対
面
し
た
場
面
を
引
用
す
る
。

人
づ
て
と
も
な
く
言
ひ
な
し
た
ま
へ
る
声
、
い
と
若
や
か
に
愛
敬
づ
き
、
や
さ
し
き
と
こ
ろ
添
ひ
た
り
。
た
だ
、
な
べ
て
の
か
か
る
住

み
処
の
人
と
思
は
ば
、
い
と
を
か
し
か
る
べ
き
を
、
た
だ
今
は
、
い
か
で
、
か
ば
か
り
も
、
人
に
声
聞
か
す
べ
き
も
の
と
な
ら
ひ
た
ま

ひ
け
ん
と
な
ま
う
し
ろ
め
た
し
〔
略
〕
こ
れ
こ
そ
は
、
限
り
な
き
人
の
か
し
づ
き
生
ほ
し
た
て
た
ま
へ
る
姫
君
、
ま
た
、
か
ば
か
り
ぞ

多
く
は
あ
る
べ
き
、
あ
や
し
か
り
け
る
こ
と
は
、
さ
る
聖
の
御
あ
た
り
に
、
山
の
ふ
と
こ
ろ
よ
り
出
で
来
た
る
人
々
の
、
か
た
ほ
な
る

は
な
か
り
け
る
こ
そ
、
こ
の
、
は
か
な
し
や
、
軽
々
し
や
な
ど
思
ひ
な
す
人
も
、
か
や
う
の
う
ち
見
る
気
色
は
、
い
み
じ
う
こ
そ
を
か

し
か
り
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜻
蛉
⑥
二
七
四
―
五
頁
）

自
ら
求
め
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
宮
の
君
が
声
を
聞
か
せ
た
と
き
薫
は
宮
の
君
に
失
望
す
る
。
先
立
つ
場
面
で
小
宰
相
の
君
が
声
を
聞
か
せ

て
話
し
た
際
は
「
見
し
人
よ
り
も
、
こ
れ
は
心
に
く
き
気
添
ひ
て
も
あ
る
か
な
」（
蜻
蛉
⑥
二
四
六
頁
）
と
、
浮
舟
よ
り
嗜
み
深
い
者
と
好

意
的
に
受
け
取
っ
て
い
た
。
宮
の
君
に
対
し
て
薫
が
失
望
し
た
の
は
「
な
べ
て
の
か
か
る
住
み
処
の
人
と
思
は
ば
、
い
と
を
か
し
か
る
べ
き

を
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
女
房
と
し
て
で
は
な
く
、
宮
家
の
姫
君
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
振
舞
い
を
期
待
し
て
い
た
た
め
と
理
解
で
き
る
。
そ

う
し
た
宮
の
君
に
対
す
る
薫
の
期
待
は
、
宮
の
君
が
他
の
女
房
と
は
別
格
の
存
在
で
あ
る
こ
と
が
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
、
必
然
の

も
の
と
し
て
導
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
宮
の
君
に
失
望
し
て
し
ま
う
薫
の
姿
は
、
女
君
を
女
房
の
立
場
か
ら
救
い
出
す
男
君
な
ど
物

語
の
理
想
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
照
ら
し
返
す
よ
う
で
も
あ
る
。
薫
は
宮
の
君
と
は
対
照
的
に
大
君
や
中
の
君
が
鄙
の
地
で
出
家
者
に
育
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て
ら
れ
て
い
な
が
ら
魅
力
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
、
次
い
で
浮
舟
の
可
憐
さ
に
つ
い
て
も
思
い
返
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
宮
の
君
が
継
母
の
虐
遇
を
き
っ
か
け
に
女
房
の
立
場
に
身
を
落
と
し
、
し
か
し
手
厚
い
待
遇
で
迎
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

そ
の
格
の
高
さ
を
印
象
づ
け
、
男
君
が
女
君
に
失
望
し
見
放
す
と
い
う
既
存
の
型
か
ら
逸
脱
し
た
新
た
な
展
開
を
導
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
三
）　

宮
の
君
の
物
語
の
意
義

宮
の
君
の
物
語
は
型
か
ら
外
れ
た
展
開
を
辿
る
こ
と
で
何
を
描
き
出
し
、
宇
治
十
帖
の
構
成
上
い
か
な
る
機
能
を
果
た
し
た
の
か
。
宮
の

君
に
失
望
し
た
薫
の
心
情
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
考
察
を
深
め
た
い
。
こ
こ
で
は
宮
の
君
登
場
以
前
に
も
、
薫
が
宇
治
の
女
君
と
の
関
係

を
喪
失
し
た
と
き
、
女
房
の
立
場
に
あ
る
女
性
た
ち
と
の
関
係
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
る）

11
（

。
都
を
舞
台
と
す
る
こ
れ
ら

の
場
面
で
は
、
女
房
と
の
関
係
が
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
で
、
宇
治
の
女
君
が
薫
に
と
っ
て
い
か
な
る
存
在
で
あ
っ
た
か
が
表
さ
れ
て
い

る
。
と
く
に
宿
木
巻
の
按
察
の
君
と
の
関
連
は
従
来
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
こ
う
し
た
一
連
の
叙
述
と
の
脈
絡
を
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
宮
の
君
に
失
望
し
た
際
の
薫
の
心
情
に
つ
い
て
は
、
宇
治
の
女
君
た
ち
へ
の
執
着
が
よ
り
強
固
な
も
の
に
な
っ

て
い
る
こ
と
と
も
に
、
浮
舟
を
大
君
の
代
替
と
し
て
捉
え
る
認
識
も
持
続
し
て
い
る
こ
と
を
み
て
い
き
た
い
。

以
下
本
文
一
は
大
君
死
後
、
按
察
の
君
と
の
関
係
が
語
ら
れ
る
場
面
、
本
文
二
は
浮
舟
失
踪
後
、
小
宰
相
の
君
と
の
関
係
が
語
ら
れ
る
場

面
で
あ
る
。

一　

例
の
、
寝
ざ
め
が
ち
な
る
つ
れ
づ
れ
な
れ
ば
、
按
察
の
君
と
て
、
人
よ
り
は
す
こ
し
思
ひ
ま
し
た
ま
へ
る
が
局
に
お
は
し
て
、
そ
の
夜

は
明
か
し
た
ま
ひ
つ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宿
木
⑤
四
一
八
頁
）

二　

見
し
人
よ
り
も
、
こ
れ
は
心
に
く
き
気
添
ひ
て
も
あ
る
か
な
、
な
ど
て
か
く
出
で
立
ち
け
ん
、
さ
る
も
の
に
て
、
我
も
置
い
た
ら
ま
し

も
の
を
、
と
思
す
。
人
知
れ
ぬ
筋
は
か
け
て
も
見
せ
た
ま
は
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜻
蛉
⑥
二
四
六
―
七
頁
）

ま
ず
こ
れ
ら
の
女
房
た
ち
に
対
す
る
薫
の
関
わ
り
方
に
注
目
し
た
い
。
大
君
を
亡
く
し
た
の
ち
薫
は
按
察
の
君
と
一
夜
を
共
に
し
て
お
り
、
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そ
の
心
情
は
「
寝
ざ
め
が
ち
な
る
つ
れ
づ
れ
な
れ
ば
」
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
君
を
亡
く
し
た
喪
失
感
を
慰
め
る
た
め
で
あ
っ
た

こ
と
が
伺
え
る
。
ま
た
小
宰
相
の
君
と
対
面
し
た
際
は
「
さ
る
も
の
に
て
、
我
も
置
い
た
ら
ま
し
も
の
を
」
と
あ
り
、
実
際
に
行
動
に
移
る

わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
邸
に
迎
え
と
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
相
手
だ
と
好
感
を
抱
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
宮
の
君
の
場
合
は
、
女
房
の
立

場
へ
の
転
落
に
同
情
し
て
は
い
た
が
（
蜻
蛉
⑥
二
六
四
頁
）、
対
面
後
即
座
に
失
望
し
、
宇
治
の
女
君
た
ち
を
想
起
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
薫
は
宇
治
の
女
君
と
の
関
係
を
喪
失
す
る
た
び
、
都
の
女
房
た
ち
と
交
渉
を
重
ね
て
実
事
に
至
る
な
り
魅
力
を
感
じ
る
な
り
し

て
き
た
の
だ
が
、
宮
の
君
に
対
し
て
は
何
の
進
展
も
見
ら
れ
な
い
う
ち
に
関
係
を
断
念
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
按
察
の
君
を
大
君
の

喪
失
感
を
慰
め
る
相
手
と
し
て
い
た
の
に
注
目
す
れ
ば
、
宮
の
君
と
の
関
係
を
早
々
に
断
念
し
た
こ
と
に
は
、
薫
の
想
い
が
宇
治
の
女
君
以

外
に
転
化
し
得
な
く
な
っ
た
こ
と
が
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
按
察
の
君
と
の
逢
瀬
の
の
ち
薫
が
中
の
君
に
「
紛
る
る
こ
と
も
や
あ
ら

ん
な
ど
思
ひ
よ
る
を
り
を
り
は
べ
れ
ど
、
さ
ら
に
外
ざ
ま
に
は
な
び
く
べ
く
も
は
べ
ら
ざ
り
け
り
」（
宿
木
④
四
四
七
頁
）
と
述
べ
て
い
た

よ
う
に
、
薫
に
と
っ
て
宇
治
の
女
君
が
唯
一
無
二
の
存
在
で
あ
る
こ
と
は
宿
木
巻
の
段
階
で
す
で
に
表
れ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
事
実
は
宮

の
君
と
の
関
係
を
通
し
て
よ
り
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
確
か
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
宮
の
君
は
八
の
宮
の
兄
弟
を
父
に
持
ち
、
宇
治

の
女
君
た
ち
と
血
縁
上
連
な
る
存
在
で
あ
る
か
ら
、
按
察
の
君
の
場
合
と
は
異
な
り
、
交
流
を
深
め
る
な
か
で
薫
の
喪
失
感
が
慰
め
ら
れ
る

可
能
性
も
想
定
し
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
う
は
な
ら
ず
む
し
ろ
即
座
に
関
係
が
絶
た
れ
る
こ
と
で
、
大
君
や
中
の
君
、
浮
舟
に

対
す
る
執
着
の
強
さ
が
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
八
の
宮
の
娘
で
な
い
女
性
が
新
た
に
現
れ
て
も
薫
と
の
仲
は
進
展
し
得
な
い
こ
と
が
確
認
さ

れ
、
そ
れ
で
も
な
お
物
語
が
書
き
続
け
ら
れ
よ
う
と
す
る
と
き
、
浮
舟
の
再
登
場
が
要
請
さ
れ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
女
房
た
ち
と
の
関
係
を
経
て
薫
が
抱
く
宇
治
の
女
君
た
ち
へ
の
想
い
に
注
目
し
た
い
。
先
述
の
と
お
り
、
薫
は
按
察
の
君
と
逢
瀬
を

交
わ
し
た
後
、
大
君
に
つ
い
て
何
者
に
も
代
え
が
た
い
存
在
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
小
宰
相
の
君
と
対
面
し
た
際
に
は
「
見

し
人
よ
り
も
、
こ
れ
は
心
に
く
き
気
添
ひ
て
も
あ
る
か
な
」
と
、
小
宰
相
の
君
を
浮
舟
よ
り
嗜
み
が
あ
る
と
評
し
て
い
る
。
こ
の
評
価
に
つ

い
て
、
す
で
に
原
陽
子
氏
は
薫
に
と
っ
て
浮
舟
が
大
君
の
形
代
に
過
ぎ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
表
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
が）

1（
（

、
こ

う
し
た
薫
に
と
っ
て
の
浮
舟
の
存
在
の
軽
さ
は
、
按
察
の
君
と
大
君
を
思
い
比
べ
た
と
き
と
の
落
差
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
よ
り
明
確
に
み

て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

－9－

蜻
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こ
の
の
ち
宮
の
君
と
対
面
し
た
際
に
は
「
か
や
う
の
う
ち
見
る
気
色
は
、
い
み
じ
う
こ
そ
を
か
し
か
り
し
か
」
と
、
浮
舟
の
魅
力
を
捉
え

直
し
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
浮
舟
を
大
君
の
代
替
と
捉
え
る
意
識
は
通
底
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う）

11
（

。
そ
れ

は
浮
舟
に
対
す
る
評
価
が
「
さ
る
聖
の
御
あ
た
り
に
、
山
の
ふ
と
こ
ろ
よ
り
出
で
来
た
る
人
々
の
、
か
た
ほ
な
る
は
な
か
り
け
る
こ
そ
、
こ

の
、
は
か
な
し
や
、
軽
々
し
や
な
ど
思
ひ
な
す
人
も
」
と
、
大
君
や
中
の
君
の
存
在
を
想
起
す
る
な
か
で
導
か
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ

う
し
た
薫
の
心
情
の
推
移
は
女
一
宮
と
の
恋
を
断
念
し
た
後
に
も
み
ら
れ
る
。
薫
は
「
昔
の
人
も
の
し
た
ま
は
ま
し
か
ば
、
い
か
に
も
い
か

に
も
外
ざ
ま
に
心
を
分
け
ま
し
や
〔
略
〕
ま
た
宮
の
上
に
と
り
か
か
り
て
、
恋
し
う
も
つ
ら
く
も
、
わ
り
な
き
こ
と
ぞ
、
を
こ
が
ま
し
き
ま

で
悔
し
き
」（
蜻
蛉
⑥
二
六
〇
頁
）
と
大
君
や
中
の
君
と
の
過
去
を
回
想
し
た
う
え
で
、「
こ
れ
に
思
ひ
わ
び
て
さ
し
つ
ぎ
に
は
、
あ
さ
ま
し

く
て
亡
せ
に
し
人
の
〔
略
〕
た
だ
心
や
す
く
ら
う
た
き
語
ら
ひ
人
に
て
あ
ら
せ
む
と
思
ひ
し
に
は
、
い
と
ら
う
た
か
り
し
人
を
」（
蜻
蛉
⑥

二
六
〇
―
一
頁
）
と
浮
舟
の
魅
力
を
思
い
返
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
蜻
蛉
巻
後
半
部
に
お
い
て
、
薫
は
大
君
や
中
の
君
に
連
な
る
存
在
と
し

て
意
識
し
た
と
き
の
み
浮
舟
の
魅
力
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
は
薫
が
未
だ
一
個
人
と
し
て
浮
舟
と
向
き
合
っ
て
い
な
い
こ

と
が
表
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
宮
の
君
に
失
望
し
た
際
の
薫
の
心
情
に
は
、
宇
治
の
女
君
に
対
す
る
執
着
の
強
さ
と
と
も
に
、
浮
舟
に
対
す
る
認
識
の

皮
相
さ
が
同
時
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
薫
の
浮
舟
に
対
す
る
扱
い
の
軽
さ
や
入
水
に
至
っ
た
苦
悩
を
理
解
で
き
て
い
な
い
こ
と
は

蜻
蛉
巻
の
随
所
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
が）

11
（

、
宮
の
君
と
の
関
係
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
薫
の
心
情
に
も
そ
う
し
た
一
面
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

手
習
巻
以
後
の
物
語
で
は
浮
舟
が
生
存
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
が
、
い
ま
だ
浮
舟
の
抱
え
て
い
た
苦
悩
に
思
い
至
ら
な
い
薫
の
姿

も
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
薫
は
明
石
中
宮
に
対
し
浮
舟
の
性
格
に
つ
い
て
「
心
と
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
う
も
て
離
る
る
こ
と
は
は
べ
ら
ず
や
と
思

ひ
わ
た
り
は
べ
る
人
の
あ
り
さ
ま
」（
手
習
⑥
三
六
七
頁
）
と
述
べ
、
小
野
に
小
君
を
遣
わ
し
た
の
ち
返
書
が
な
い
と
き
は
「
人
の
隠
し
す

ゑ
た
る
に
や
あ
ら
ん
」（
夢
浮
橋
⑥
三
九
五
頁
）
と
邪
推
す
る
。
こ
う
し
た
浮
舟
に
対
す
る
認
識
の
甘
さ
は
、
宮
の
君
の
物
語
で
も
予
示
さ

れ
て
い
た
と
い
え
る
。
は
じ
め
に
述
べ
た
と
お
り
、
先
行
研
究
で
は
宮
の
君
の
物
語
に
つ
い
て
浮
舟
を
再
登
場
さ
せ
る
意
義
が
論
じ
ら
れ
て

き
た
が
、
薫
が
浮
舟
と
再
会
す
る
と
き
女
君
の
心
の
深
層
に
思
い
至
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
同
時
に
投
げ
か
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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以
上
、
宮
の
君
の
出
仕
は
、
皇
統
の
女
君
が
女
房
扱
い
を
受
け
る
継
子
譚
の
発
想
を
変
化
さ
せ
な
が
ら
引
き
継
ぎ
、
男
君
が
女
君
に
失
望

す
る
と
い
う
新
た
な
展
開
を
導
い
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宇
治
の
女
君
た
ち
へ
の
薫
の
執
着
の
強
さ
と
浮
舟
に
対
す
る
皮
相

な
認
識
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
、
浮
舟
を
物
語
の
舞
台
に
呼
び
戻
す
と
と
も
に
、
薫
と
の
関
係
が
孕
む
問
題
を
も
示
唆
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

※
『
源
氏
物
語
』『
落
窪
物
語
』『
栄
花
物
語
』
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
拠
る
。

（
注
）

１　

菊
田
茂
男
氏
「
東
屋
・
浮
舟
・
蜻
蛉
・
手
習
・
夢
浮
橋
」（
山
岸
徳
平
・
岡
一
男
監
修
『
源
氏
物
語
講
座　

第
四
巻　

各
巻
と
人
物
Ⅱ
』
有
精
堂
、
一
九

七
一
年
）、
小
林
正
明
氏
「
宇
治
十
帖
の
招
魂
」（『
む
ら
さ
き
』
第
二
十
一
輯
、
紫
式
部
学
会
、
一
九
八
四
年
七
月
）、
安
藤
徹
氏
「
隠
す
こ
と
と
顕
わ

す
こ
と
」（『
源
氏
物
語
と
物
語
社
会
』
森
話
社
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
一
九
九
四
年
）
等

２　

藤
井
貞
和
氏
「
王
権
・
救
済
・
沈
黙
」（『
デ
ィ
ヴ
ィ
ニ
タ
ス
叢
書　

三　

源
氏
物
語
の
始
原
と
現
在
』
砂
子
屋
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
初
出
一
九
七
二

年
）

３　

吉
井
美
弥
子
氏
「
蜻
蛉
巻
試
論

―
浮
舟
の
「
四
十
九
日
」」（『
読
む
源
氏
物
語　

読
ま
れ
る
源
氏
物
語
』
森
話
社
、
二
〇
〇
八
年
、
初
出
一
九
八
九
年
）。

宮
の
君
と
浮
舟
、
あ
る
い
は
女
一
宮
と
の
重
な
り
に
つ
い
て
は
宗
雪
修
三
氏
「「
世
づ
か
ぬ
」
薫

―
蜻
蛉
の
巻
の
独
詠
歌
と
主
題
」（
物
語
研
究
会
編

『
物
語
研
究

―
特
集
・
語
り
そ
し
て
引
用
』
新
時
代
社
、
一
九
八
六
年
）、
原
陽
子
氏
「
女
一
の
宮
物
語
の
ゆ
く
え
」（
今
井
卓
爾
・
鬼
塚
隆
昭
・
後
藤

祥
子
・
中
野
幸
一
編
『
源
氏
物
語
講
座　

第
四
巻　

京
と
宇
治
の
物
語　

物
語
作
家
の
世
界
』
勉
誠
社
、
一
九
九
二
年
）、
池
田
和
臣
氏
「
浮
舟
物
語
の

方
法

―
二
つ
の
挿
話
を
め
ぐ
っ
て

―
」（『
源
氏
物
語　

表
現
構
造
と
水
脈
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
九
七
年
）
に
も
言
及
が
あ

り
、
宮
の
君
の
存
在
は
大
君
の
魅
力
を
想
起
さ
せ
る
と
す
る
三
角
洋
一
氏
「
蜻
蛉
巻
の
宮
の
君
」（『
む
ら
さ
き
』
第
四
十
八
輯
、
紫
式
部
学
会
、
二
〇

一
一
年
一
二
月
）
も
あ
る
。

４　

野
村
倫
子
氏
「「
蜻
蛉
」
の
宮
の
君

―
薫
の
浮
舟
評
を
対
女
房
意
識
よ
り
み
る

―
」（『『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
の
継
承
と
展
開　

女
君
流
離
の
物
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語
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
一
九
九
九
年
・
二
〇
〇
六
年
）

５　

阿
部
秋
生
氏
「
作
者
の
環
境
」（『
源
氏
物
語
研
究
序
説
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
）、
吉
川
真
司
氏
「
平
安
時
代
に
お
け
る
女
房
の
存
在
形
態
」

（『
律
令
官
僚
制
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
、
初
出
一
九
九
五
年
）

６　

注
４
野
村
倫
子
氏

７　

高
橋
由
記
氏
「『
源
氏
物
語
』「
蜻
蛉
」
巻
の
宮
の
君
」（『
平
安
文
学
の
人
物
と
史
的
世
界

―
随
筆
・
私
家
集
・
物
語

―
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一

九
年
、
初
出
二
〇
〇
一
年
）

８　

宮
の
君
の
出
仕
に
つ
い
て
久
下
裕
利
氏
は
「
現
実
に
起
こ
り
得
る
事
例
の
反
映
で
あ
っ
た
可
能
性
」
が
あ
る
と
し
（「
宇
治
十
帖
の
表
現
位
相

―
作
者

の
時
代
と
の
交
差

―
」『
源
氏
物
語
の
記
憶

―
時
代
と
の
交
差
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
七
年
、
初
出
二
〇
一
〇
年
）、
廣
田
収
氏
は
「
歴
史
の
現

実
に
よ
る
物
語
へ
の
「
浸
食
」」
と
す
る
（「
式
部
卿
宮
の
姫
君
の
出
仕
」
横
井
孝
・
久
下
裕
利
編
『
宇
治
十
帖
の
新
世
界
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
八

年
）。

９　

千
野
裕
子
氏
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
中
の
高
貴
な
女
房
た
ち
に
つ
い
て
論
じ
る
な
か
で
宮
の
君
と
の
相
違
に
言
及
し
て
い
る
（「『
う
つ
ほ
物
語
』
の
女
房

た
ち
」『
女
房
た
ち
の
王
朝
物
語
論　
『
う
つ
ほ
物
語
』『
源
氏
物
語
』『
狭
衣
物
語
』』
青
土
社
、
二
〇
一
七
年
、
初
出
二
〇
一
三
年
）。
本
論
で
は
宮
の

君
の
出
仕
経
緯
に
継
母
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
継
子
譚
と
の
関
係
を
分
析
す
る
。

10　

池
田
和
臣
氏
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
継
子
譚
の
形
態
分
析

―
玉
鬘
物
語
の
解
析
の
た
め
に

―
」（『
源
氏
物
語　

表
現
構
造
と
水
脈
』
武
蔵
野
書

院
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
九
七
年
）。
上
坂
信
男
氏
も
継
母
が
宮
の
君
に
「
こ
と
に
あ
ひ
思
は
で
」
と
冷
淡
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
既
存
の
継
母
像

を
踏
ま
え
た
も
の
と
言
及
す
る
（「
源
氏
物
語
の
思
惟
と
そ
の
超
克

―
継
母
子
物
語
の
ば
あ
い

―
」『
平
安
文
学
研
究
』
第
五
十
四
巻
、
平
安
文
学

研
究
会
、
一
九
七
五
年
）。

11　

注
10
池
田
和
臣
氏
や
上
坂
信
男
氏
の
論
考
の
ほ
か
石
川
徹
氏
「
継
子
も
の
と
そ
の
周
辺

―
落
窪
物
語
を
め
ぐ
っ
て

―
」（『
平
安
時
代
物
語
文
学
論
』

笠
間
書
院
、
一
九
七
九
年
、
初
出
一
九
六
七	

年
）、
日
向
一
雅
氏
「
源
氏
物
語
と
継
子
譚
」（『
源
氏
物
語
の
主
題　
「
家
」
の
遺
志
と
宿
世
の	

物
語
の

構
造
』
桜
楓
社
、
一
九
八
三
年
）、
高
木
和
子
氏
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
継
子
譚
の
位
相
」（『
源
氏
物
語
の
思
考
』
風
間
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
初

出
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
参
照
。
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12　

陣
野
英
則
氏
「
主
人
格
の
女
性
と
女
房
た
ち
と
の
間
」（『
源
氏
物
語
論　

女
房
・
書
か
れ
た
言
葉
・
引
用
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
、
初
出
二
〇
〇

五
年
）

13　

畑
恵
里
子
氏
「「
蓬
生
」
巻
の
末
摘
花
と
『
落
窪
物
語
』

―
「
わ
が
む
す
め
ど
も
の
使
ひ
人
」
考

―
」（『
王
朝
継
子
物
語
と
力

―
落
窪
物
語
か
ら

の
視
座

―
』
新
典
社
、
二
〇
一
〇
年
、
初
出
二
〇
〇
八	

年
）。
な
お
畑
氏
は
「「
叔
母
」
と
は
「
母
」
へ
と
繋
が
り
、「
継
母
」
と
も
連
鎖
す
る
多
義

的
な	

存
在
」
と
末
摘
花
の
叔
母
を
継
母
に
連
な
る
存
在
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
本
文
の
う
え
で
「
叔	

母
」（
蓬
生
②
三
三
三
頁
）
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
力
点
を
置
き
、
あ
く
ま
で
も
継
母
で
は
な
い
存	

在
と
し
て
理
解
し
た
い
。

14　

こ
の
ほ
か
継
子
譚
の
枠
組
み
を
持
つ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
浮
舟
の
物
語
で
も
女
君
が
匂
宮
か
ら
女
房
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
て
お
り
（
浮
舟
⑥
一

五
五
頁
）、
継
母
で
は
な
く
男
君
に
よ
っ
て
使
役	

さ
れ
る
点
が
特
徴
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

15　

本
稿
で
は
継
子
譚
と
の
関
係
に
焦
点
を
あ
て
た
が
、
注
９
千
野
氏
に
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
も
高
貴
な
出
自
の
女
房
は
複
数
登
場
し

て
い
る
。

16　

注
７
高
橋
由
記
氏
。
資
料
の
引
用
は
『
天
祚
禮
祀
職
掌
録
』（
塙
保
己
一
編
『
群
書
類
従　

第
三
輯　

帝
王
部
』
訂
正
三
版
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一

九
五
九
年
）
に
拠
る
。

17　
『
源
氏
物
語
大
成
』
に
よ
れ
ば
別
本
の
陽
明
家
本
と
保
坂
本
で
は
「
う
ち
言
ひ
て
」
を
「
い
ひ
て
」
と
す
る
が
、
ほ
か
に
目
立
っ
た
写
本
間
の
異
同
は
み

ら
れ
な
い
。

18　

こ
の
点
は
女
房
に
身
を
落
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
宮
の
君
の
葛
藤
や
苦
悩
が
掘
り
下
げ
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。
先
の
本
文
一
で
語

り
手
が
「
あ
は
れ
」
と
評
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宮
の
君
の
出
仕
が
零
落
の
意
味
を
持
つ
こ
と
は
見
て
取
れ
る
が
、
女
君
の
内
面
に
は
焦
点
が
あ
て
ら

れ
て
お
ら
ず
、
以
後
も
そ
の
胸
中
が
語
ら
れ
る
場
面
は
見
出
せ
な
い
。
一
方
、
落
窪
の
君
の
場
合
は
継
母
か
ら
酷
使
さ
れ
る
な
か
で
「
い
か
で
な
ほ
消

え
う
せ
ぬ
る
わ
ざ
も
が
な
」（
巻
之
一
、
一
九
頁
）
等
と
絶
望
し
た
心
中
が
語
ら
れ
て
お
り
、
男
君
に
よ
る
救
済
が
必
然
化
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

19　

先
の
本
文
二
で
宮
の
君
の
居
所
は
「
御
方
」
と
語
ら
れ
て
い
た
が
、
同
じ
女
一
宮
付
き
女
房
の
小
宰
相
の
君
の
場
合
は
「
局
」（
蜻
蛉
⑥
二
四
六
頁
）
と

語
ら
れ
、
主
人
で
あ
る
女
一
宮
の
居
所
が
「
御
方
」
と
語
ら
れ
て
い
る
（
蜻
蛉
⑥
二
四
五
頁
）。
こ
う
し
た
語
ら
れ
方
に
即
せ
ば
、
宮
の
君
は
他
の
女
房

と
一
線
を
画
す
と
と
も
に
主
人
格
の
一
面
す
ら
持
つ
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
『
源
氏
物
語
大
成
』
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
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の
表
現
に
写
本
間
の
異
同
は
み
ら
れ
な
い
。

20　

夙
に
三
田
村
雅
子
氏
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
女
主
人
公
の
死
後
、
そ
の
形
代
と
し
て
召
人
が
登
場
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（「
源
氏
物
語
に
お

け
る
〈
形
代
〉」（『
源
氏
物
語　

感
覚
の
論
理
』
有
精
堂
出
版
、
一
九
九
六
年
、
初
出
一
九
七
〇
年
）

21　

注
３
原
陽
子
氏

22　

す
で
に
注
８
廣
田
収
氏
は
薫
が
宮
の
君
と
女
一
宮
を
「
同
じ
人
」
と
捉
え
て
い
る
点
に
注
目
し
て
「
薫
は
、「
ゆ
か
り
」
と
み
る
人
物
は
同
じ
だ
と
い
う

人
間
の
類
同
の
認
識
に
囚
わ
れ
て
い
る
」
と	

論
じ
て
い
る
。
本
稿
の
論
旨
も
廣
田
氏
の
理
解
に
重
な
る
面
は
あ
る
が
、
着
眼
点
が
異
な
り
、
浮
舟
に
対

す
る
薫
の
認
識
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。

23　

秋
山
虔
「
薫
大
将
の
人
間
像
」（『
源
氏
物
語
の
世
界
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
年
、
初
出
一
九
五
七
年
）、
藤
本
勝
義
氏
「
浮
舟
失
踪
の
波
紋
」

（
秋
山
虔
・
木
村
正
中
・
清
水
好
子
編
『
講
座　

源
氏
物
語
の
世
界　

第
九
集
』
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
）
等

［
付
記
］
本
稿
は
日
本
文
学
協
会
第
三
十
八
回
研
究
発
表
大
会
（
於
金
沢
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
の
内
容
に
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
お

よ
び
発
表
後
に
ご
教
示
を
賜
っ
た
先
生
方
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
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六
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