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『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
催
馬
楽
の
影
響
は
、
梅
枝
、
竹
河
、
総
角
、
東
屋
、
と
い

う
巻
名
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
物
語
に
お
い
て
も
催
馬
楽
が
謡
わ
れ
、
詞
章
が

引
用
さ
れ
る
。
藤
原
茂
樹
氏
が
「
物
語
内
の
日
常
に
お
け
る
催
馬
楽
の
機
会
は
、
場

面
に
応
じ
る
心
情
を
描
出
す
る
ご
と
く
当
意
即
妙
の
融
通
性
を
も
つ
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る（
１
）」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
物
語
の
展
開
に
も
機
能
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
稿
に
お
い
て
問
題
に
す
る
の
は
、
そ
の
巻
名
に
も
な
っ
て
い
る
催
馬
楽
「
東

屋
」
と
浮
舟
の
〈
三
条
の
小
家
〉
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
論

考
は
既
に
あ
る
の
だ
が（
２
）、

催
馬
楽
を
中
心
に
、
浮
舟
と
薫
、
匂
宮
の
物
語
を
読
み
直

し
て
み
た
い
と
思
う
。

さ
て
、
物
語
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
邸
が
そ
の
人
を
物
語
る
よ
う
に
、
同
じ
く
区
域

や
空
間
も
同
じ
よ
う
に
そ
れ
ら
を
物
語
る
。
東
屋
巻
と
は
、
そ
の
巻
名
が
物
語
っ
て

い
る
よ
う
に
、
常
陸
介
家
の
継
子
、
東
国
と
い
う
蔑
視
を
纏
う
浮
舟
の
都
で
の
隠
れ

家
・〈
三
条
の
小
家
〉
を
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

東
国
と
い
う
〈
鄙
〉
を
纏
い
な
が
ら
、
浮
舟
は
物
語
に
登
場
す
る
。
し
か
し
な
が

ら
浮
舟
の
出
自
は
、
あ
く
ま
で
も
都
で
あ
る
。
落
し
胤
と
は
い
え
、
高
貴
な
皇
統
譜

に
連
な
る
血
筋
の
女
で
あ
っ
た
。
父
は
八
の
宮
、
母
は
中
将
の
君
。
異
母
妹
に
大
君

と
中
の
君
が
い
る
。
そ
こ
に
薫
と
匂
の
宮
が
絡
み
、
更
に
は
仏
教
と
い
う
道
心
の
世

界
も
入
り
込
ん
で
お
り
、
浮
舟
の
物
語
は
複
雑
で
あ
る
。

浮
舟
は
母
・
中
将
の
君
共
々
、
八
の
宮
に
棄
て
ら
れ
、
都
か
ら
〈
削
除
〉
さ
れ
た

経
歴
が
背
景
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
あ
く
ま
で
も
物
語
の
世
界
に
お
い
て
、
浮
舟

と
い
う
存
在
は
、〈
削
除
〉
と
い
う
言
葉
が
漂
う
。
そ
れ
は
物
語
の
言
説
に
よ
る
〈
隠

す
〉
と
い
う
言
葉
と
響
き
合
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
勿
論
、〈
削
除
〉
と
〈
隠
す
〉
は

別
次
元
の
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
不
思
議
に
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
成
り
立

つ
存
在
こ
そ
、『
源
氏
物
語
』
が
最
後
に
辿
り
つ
い
た
、
浮
舟
と
い
う
女
で
は
な
か
ろ

う
か
。
否
、
女
の
性
、
女
体
の
世
界
で
は
な
か
っ
た
か
。

催
馬
楽
「
東
屋
」
と
は
、
男
と
女
の
〈
夜
の
営
み
〉
を
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
す
る
歌
謡

で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
東
屋
巻
と
い
う
、
ひ
と
つ
の
物
語
の
核
と
も
な
ろ
う
。
た
と
え

ば
、
紅
葉
賀
巻
に
お
け
る
、
光
源
氏
と
好
色
の
老
女
・
源
典
侍
が
戯
れ
る
場
面
で
「
東

屋
」
が
引
用
さ
れ
、
エ
ロ
ス
の
世
界
を
暗
示
さ
せ
る（
３
）。

君
、
東
屋
を
忍
び
や
か
に
う
た
ひ
て
寄
り
た
ま
へ
る
に
、
典
侍
「
お
し
開
い
て
来

ま
せ
」
と
う
ち
添
へ
た
る
も
、
例
に
違
ひ
た
る
心
地
ぞ
す
る

	

典
侍
立
ち
濡
る
る
人
し
も
あ
ら
じ
東
屋
に
う
た
て
も
か
か
る
雨
そ
そ
き
か
な

と
う
ち
嘆
く
を
、
我
ひ
と
り
し
も
聞
き
お
ふ
ま
じ
け
れ
ど
、
疎
ま
し
や
、
何
ご

と
を
か
く
ま
で
は
、
と
お
ぼ
ゆ
。

	

源
氏
人
妻
は
あ
な
わ
づ
ら
は
し
東
屋
の
真
屋
の
あ
ま
り
も
馴
れ
じ
と
ぞ
思
ふ		

	

（
紅
葉
賀
340
）

こ
の
稿
で
は
、
東
屋
巻
と
い
う
巻
名
に
な
っ
た
、
催
馬
楽
「
東
屋
」
に
焦
点
を
据

え
て
、〈
三
条
の
小
家
〉
と
浮
舟
の
物
語
を
読
み
、
催
馬
楽
引
用
に
よ
る
『
源
氏
物

語
』
の
表
現
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

『
源
氏
物
語
』
三
条
の
小
家
と
浮
舟
小
考

―
催
馬
楽
「
東
屋
」
の
引
用
が
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
す
る
三
条
の
小
家
の
物
語
を
〈
読
む
〉

諸

岡

重

明
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一　

三
条
の
小
家
の
必
然
性
を
考
え
る
／
都
に
お
け
る
浮
舟
の
隠
れ
家

物
語
に
お
い
て
、〈
三
条
の
小
家
〉
の
登
場
の
必
然
性
を
考
え
て
み
る
。
そ
れ
は
物

語
が
設
定
し
た
虚
構
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
語
り
に
従
っ
て
ま
ず
は
物
語
を
読
ん

で
み
よ
う
。

浮
舟
の
求
婚
者
の
中
か
ら
母
・
中
将
の
君
は
、
左
近
少
将
を
選
ぶ
。
し
か
し
左
近

少
将
は
、
浮
舟
が
常
陸
介
の
実
子
で
な
い
こ
と
を
知
り
破
談
に
。
そ
の
上
、
左
近
少

将
は
常
陸
介
の
実
子
で
あ
る
浮
舟
の
妹
に
の
り
か
え
る
。
元
来
、
中
将
の
君
の
連
れ

子
で
あ
っ
た
浮
舟
は
常
陸
介
家
で
は
差
別
を
受
け
て
い
た
。
常
陸
介
家
で
疎
ま
れ
る

浮
舟
。
母
・
中
将
の
君
は
、
浮
舟
を
そ
の
異
母
姉
・
中
の
君
の
二
条
院
に
預
け
る
。

そ
こ
で
中
将
の
君
は
中
の
君
か
ら
薫
が
浮
舟
を
望
ん
で
い
る
こ
と
を
聞
き
、
娘
を
委

ね
て
帰
る
の
だ
が
、
そ
の
後
に
事
件
が
起
き
る
。
匂
宮
が
浮
舟
を
新
参
の
女
房
か
と

勘
違
い
し
な
が
ら
、
ま
た
中
の
君
の
妹
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
ず
に
浮
舟
に
言
い
寄
る
。

物
語
は
事
な
き
を
え
た
よ
う
に
設
定
す
る
が
…
。
そ
れ
を
知
っ
た
中
将
の
君
は
慌
て

て
浮
舟
を
〈
三
条
の
小
家
〉
に
移
す
。
こ
こ
に
〈
三
条
の
小
家
〉
が
登
場
す
る
。
こ

れ
が
ひ
と
ま
ず
の
展
開
で
あ
る
。

中
将
の
君
は
、
中
の
君
に
「「
明
日
明
後
日
、
固
き
物
忌
に
は
べ
る
を
、
お
ほ
ぞ
う

な
ら
ぬ
所
に
て
過
ぐ
し
て
、
ま
た
も
参
ら
せ
は
べ
ら
む
」
と
聞
こ
え
て
い
ざ
な
ふ
。」

（
東
屋
76
）
と
い
う
よ
う
に
、「
固
き
物
忌
」
を
口
実
に
、〈
三
条
の
小
家
〉
へ
と
連
れ

出
す
の
で
あ
る
。
そ
の
〈
三
条
の
小
家
〉
は
、

か
や
う
の
方
違
へ
所
と
思
ひ
て
、
小
さ
き
家
設
け
た
り
け
り
。
三
条
わ
た
り
に
、

さ
れ
ば
み
た
る
が
、
ま
だ
造
り
さ
し
た
る
所
な
れ
ば
、
は
か
ば
か
し
き
し
つ
ら

ひ
も
せ
で
な
ん
あ
り
け
る
。			

（
東
屋
77
）

と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
既
に
「
方
違
へ
所
」
に
と
中
将
の
君
が
用
意
し
て
い
た
、
と

物
語
は
〈
三
条
の
小
家
〉
を
設
定
す
る
。
そ
こ
で
浮
上
す
る
の
は
や
は
り
、
常
陸
介

家
の
財
力
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
、「
小
さ
き
家
」
で
あ
っ
て
も
都
の
中
心
地
で
あ
る
三

条
に
小
家
を
「
設
け
た
り
け
り
」
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
そ
の
財
力
と
い
う
設
定
が
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
、
物
語
は
〈
三
条
の
小
家
〉
か
ら
浮
舟
の
物
語
を
大
き
く
動
か
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
こ
の
財
力
ゆ
え
に
、
そ
れ
が
目
当
て
の
左
近
少
将
の
動
向
に
よ
っ
て
、

浮
舟
は
行
き
場
を
更
に
失
く
す
。
こ
の
よ
う
な
物
語
の
手
法
は
、
浮
舟
を
追
い
込
む

こ
と
で
、
新
た
な
『
源
氏
物
語
』
を
紡
ぎ
出
し
、
物
語
は
〈
罪
〉
の
問
題
へ
と
進
展

す
る
。
女
の
〈
罪
〉
と
い
う
王
朝
文
学
の
テ
ー
マ
が
、
浮
舟
に
突
き
つ
け
ら
れ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
〈
三
条
の
小
家
〉
は
物
語
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う

な
表
現
を
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
は
、
右
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
「
小
さ
き
家
」（
東
屋
77
）
で
あ
り
、「
危
げ

な
る
所
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
中
将
の
君
が
語
る
よ
う
に
、

「
こ
こ
は
、
ま
だ
か
く
あ
ば
れ
て
、
危
げ
な
る
所
な
め
り
、
さ
る
心
し
た
ま
へ
。

曹
司
曹
司
に
あ
る
物
ど
も
召
し
出
で
て
使
ひ
た
ま
へ
。
宿
直
人
の
こ
と
な
ど
言

ひ
お
き
て
は
べ
る
も
、
い
と
う
し
ろ
め
た
け
れ
ど
、
か
し
こ
に
腹
立
ち
恨
み
ら

る
る
が
い
と
苦
し
け
れ
ば
」
と
、
う
ち
泣
き
て
帰
る
。			

（
東
屋
78
）

ま
だ
造
り
た
て
の
三
条
の
小
家
に
は
手
入
れ
も
行
き
届
い
て
い
な
い
の
で
「
危
げ
な

る
所
な
め
り
」
と
、
不
用
心
な
と
こ
ろ
な
の
で
気
を
付
け
る
よ
う
に
言
い
渡
す
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
は
、
母
が
娘
を
守
る
気
持
ち
＝
下
賤
な
男
か
ら
の
懸
想
を
懸
念
す
る

気
持
ち
が
含
ま
れ
て
い
よ
う
。
そ
れ
は
、「
宿
直
人
の
こ
と
な
ど
言
ひ
お
き
て
は
べ

る
」
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
浮
舟
は
こ
の
「
小
さ
き
家
」
で
あ

る
「
危
げ
な
る
所
」
で
あ
る
〈
三
条
の
小
家
〉
に
〈
隠
さ
れ
る
〉
の
で
あ
る
。

ま
た
、「
小
さ
き
家
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
巻
名
「
東
屋
」
と
い
う
言
葉
の
イ
メ
ー

ジ
が
交
ざ
り
合
い
、
取
る
に
足
ら
な
い
家
を
印
象
付
け
る（
４
）。

し
か
し
、
母
・
中
将
の

君
が
「
曹
司
曹
司
に
あ
る
物
ど
も
召
し
出
で
て
使
ひ
た
ま
へ
」
と
言
う
よ
う
に
幾
つ

か
部
屋
が
あ
る
よ
う
だ
。
そ
し
て
宿
直
人
と
い
う
存
在
を
用
意
す
る
に
は
、
そ
の
た

め
の
部
屋
も
必
要
に
な
る
。
そ
れ
は
、「
小
さ
き
家
」
と
い
う
概
念
で
は
収
ま
り
き
れ
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な
い
。「
小
さ
き
家
」
と
い
う
語
り
は
、
語
り
手
が
上
流
貴
族
側
に
存
在
し
て
お
り
、

そ
の
蔑
視
的
な
視
座
が
働
き
か
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
物
語
が
語
る
不
用
心
な

〈
三
条
の
小
家
〉
の
風
景
を
見
て
み
よ
う
。

旅
の
宿
は
つ
れ
づ
れ
に
て
、
庭
の
草
も
い
ぶ
せ
き
心
地
す
る
に
、
賤
し
き
東
国

声
し
た
る
者
ど
も
ば
か
り
の
み
出
で
入
り
、
慰
め
に
見
る
べ
き
前
栽
の
花
も
な

し
。
う
ち
あ
ば
れ
て
、
は
れ
ば
れ
し
か
ら
で
明
か
し
暮
ら
す
に
、
宮
の
上
の
御

あ
り
さ
ま
思
ひ
出
づ
る
に
、
若
い
心
地
に
恋
し
か
り
け
り
。
あ
や
に
く
だ
ち
た

ま
へ
り
し
人
の
御
け
は
ひ
も
、
さ
す
が
に
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
何
ご
と
に
あ
り

け
む
、
い
と
多
く
あ
は
れ
げ
に
の
た
ま
ひ
し
か
な
、
な
ご
り
を
か
し
か
り
し
御

移
り
香
も
、
ま
だ
残
り
た
る
心
地
し
て
、
お
そ
ろ
し
か
り
し
も
思
ひ
出
で
ら
る
。		

	

（
東
屋
83
）

棲
み
処
が
固
定
さ
れ
た
場
所
で
は
な
い
〈
旅
の
宿
〉
＝
東
国
を
纏
っ
た
〈
三
条
の
小

家
〉
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
浮
舟
と
〈
三
条
の
小
家
〉
の
関
係
性
が
見
い
だ
せ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。〈
三
条
の
小
家
〉
は
、「
忌
違
ふ
」（
東
屋
86
）
と
い
う
よ
う
に
「
物

忌
み
」「
方
違
へ
」
の
た
め
の
仮
の
棲
み
処
に
過
ぎ
な
い
。
浮
舟
は
こ
の
後
宇
治
の
世

界
を
彷
徨
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
二
条
院
を
思
い
起
こ
す
＝
異
母
姉
・
中
の
君
の

事
を
思
い
起
こ
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
の
君
を
思
い
出
す
こ
と
は
、
匂
宮
を
も
思

い
出
さ
せ
る
。
匂
宮
の
残
り
香
を
感
じ
て
し
ま
う
浮
舟
は
、
恐
ろ
し
く
も
あ
り
な
が

ら
、
匂
宮
の
エ
ロ
ス
に
酔
い
し
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
の
君
を
思
い
出
し
、
同
時

に
匂
宮
の
残
り
香
を
女
体
に
感
じ
る
そ
の
空
間
が
、〈
三
条
の
小
家
〉
で
は
な
か
っ
た

か
。〈
三
条
の
小
家
〉
に
は
、
浮
舟
の
女
の
性
と
女
体
が
醸
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
巻
名
「
東
屋
」
の
意
味
合
い
が
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
催
馬
楽
「
東
屋
」
の
世
界
＝
男
と
女
の
懸
想
の
世
界
が
。
男
を
引
き

寄
せ
る
空
間
が
、〈
三
条
の
小
家
〉
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
エ
ロ
ス
の
世
界
観
が
シ

ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
物
語
は
薫
が
造
営
す
る
宇
治
の
御
堂

の
完
成
を
告
げ
る
。

宇
治
の
御
堂
造
り
は
て
つ
と
聞
き
た
ま
ふ
。
み
ず
か
ら
お
は
し
ま
し
た
り
。	

	
	

（
東
屋
84
）

こ
れ
を
契
機
に
、〈
三
条
の
小
家
〉
へ
と
引
き
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
薫
と
浮
舟
の
物

語
は
大
き
く
動
き
出
す（
５
）。
そ
れ
は
〈
御
堂
〉
造
営
と
い
う
、
第
一
部
か
ら
連
な
る
、

連
鎖
す
る
愛
の
も
つ
れ
と
〈
罪
〉
の
テ
ー
マ
に
も
連
動
す
る（
６
）。
そ
し
て
〈
三
条
〉
と

い
う
空
間
こ
そ
が
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、〈
罪
〉
の
磁
場
で
も
あ
っ
た
。
そ

れ
は
、
浮
舟
の
物
語
に
至
り
、〈
忌
み
籠
る
〉
空
間
と
な
り
、
そ
こ
で
〈
方
違
へ
〉
し

て
宇
治
の
物
語
へ
と
〈
罪
〉
の
空
間
を
移
動
さ
せ
る
重
要
な
〈
三
条
〉
の
空
間
と
な

る
の
で
あ
る
。〈
忌
み
籠
る
〉
空
間
・〈
三
条
の
小
家
〉
は
、〈
罪
〉
を
増
幅
さ
せ
る
空

間
で
も
あ
っ
た
。

浮
舟
は
、
中
将
の
君
と
の
手
紙
の
や
り
取
り
を
通
し
て
、「
つ
れ
づ
れ
は
何
か
。
心

や
す
く
て
な
む
」（
東
屋
83
）
と
い
う
よ
う
に
、
所
在
な
い
の
は
心
配
い
り
ま
せ
ん
。

か
え
っ
て
気
安
い
、
と
。
こ
の
よ
う
に
宙
に
浮
い
た
よ
う
な
状
況
で
の
浮
舟
に
と
っ

て
、〈
三
条
の
小
家
〉
で
二
条
院
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
思
い
め
ぐ
ら
す
「
つ
れ
づ
れ
」

は
、「
心
や
す
く
て
な
む
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。〈
三
条
の
小
家
〉
は
浮
舟
に

と
っ
て
ど
う
で
あ
っ
た
か
が
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

弁
の
尼
が
薫
に
、
浮
舟
の
所
在
を
語
る
場
面
で
は
、〈
三
条
の
小
家
〉
は

「
一
日
、
か
の
母
君
の
文
は
べ
り
き
。
忌
違
ふ
と
て
、
こ
こ
か
し
こ
に
な
ん
あ
く

が
れ
た
ま
ふ
め
る
、
こ
の
ご
ろ
も
あ
や
し
き
小
家
に
隠
ろ
へ
も
の
し
た
ま
ふ
め

る
も
心
苦
し
く
、
す
こ
し
近
き
ほ
ど
な
ら
ま
し
か
ば
、
そ
こ
に
も
渡
し
て
心
や

す
か
る
べ
き
を
、
荒
ま
し
き
山
道
に
、
た
は
や
す
く
も
え
思
ひ
た
た
で
な
ん
と

は
べ
り
し
」
と
聞
こ
ゆ
。			

（
東
屋
86
）

と
い
う
よ
う
に
、「
忌
違
ふ
」「
あ
や
し
き
小
家
」
で
あ
っ
た
。
薫
は
弁
の
尼
に
、「
さ

ら
ば
、
そ
の
心
や
す
か
ら
ん
所
に
、
消
息
し
た
ま
へ
」（
東
屋
86
）
と
言
う
。
こ
こ
で

用
い
ら
れ
る
の
が
、
浮
舟
と
母
・
中
将
の
君
と
の
手
紙
の
や
り
取
り
で
出
て
来
た
言

説
と
同
じ
く
、「
心
や
す
か
ら
ん
」
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
言
葉
は
、
薫
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の
三
条
の
小
家
の
訪
問
の
際
に
再
度
、
使
用
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
心
や
す
か
ら

ん
」
と
い
う
言
説
に
よ
っ
て
〈
三
条
の
小
家
〉
は
形
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
目
に

つ
か
な
い
隠
れ
家
は
、
浮
舟
の
〈
つ
れ
づ
れ
な
〉
物
思
い
に
も
、
そ
こ
を
訪
れ
る
薫

に
と
っ
て
も
、〈
都
合
の
い
い
場
所
〉
で
あ
る
の
が
、〈
三
条
の
小
家
〉
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
弁
の
尼
が
〈
三
条
の
小
家
〉
を
訪
れ
た
時
に
語
ら
れ
る
の
が
、「
い
と
つ
れ

づ
れ
に
人
目
も
見
え
ぬ
所
な
れ
ば
」（
東
屋
89
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

先
の
引
用
で
、
浮
舟
が
〈
三
条
の
小
家
〉
を
、「
旅
の
宿
は
つ
れ
づ
れ
に
て
」
と
言
っ

て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
言
説
で
も
あ
る
。
物
思
い
に
耽
る
隠
れ
家
＝
「
人
目
も
見

え
ぬ
所
」
に
、
浮
舟
を
／
浮
舟
が
、〈
隠
す
〉
／
〈
隠
れ
る
〉
領
域
と
し
て
〈
三
条
の

小
家
〉
は
機
能
し
て
い
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
物
語
は
、
そ
の
よ
う
に
設
定
す
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
薫
に
と
っ
て
都
合
が
い
い
場
所
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
言

説
で
囲
い
込
ま
れ
た
〈
三
条
の
小
家
〉
は
、
右
の
引
用
で
も
判
然
と
す
る
よ
う
に
、

薫
を
浮
舟
に
近
づ
け
る
機
会
と
し
て
、
そ
の
装
置
と
し
て
物
語
の
必
然
性
が
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
物
語
に
お
い
て
〈
三
条
の
小
家
〉
の
必
然
性
と
は
、
こ
の

よ
う
に
浮
舟
を
〈
隠
す
〉
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
物
語
を
次
の
領
域
で

あ
る
宇
治
の
世
界
へ
と
進
め
る
た
め
の
〈
物
忌
み
〉
と
〈
方
違
ひ
〉
の
た
め
の
領
域

で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
重
要
な
物
語
の
設
定
で
は
な
か
っ
た

か
。
さ
ら
に
、
浮
舟
と
い
う
女
体
へ
の
ま
な
ざ
し
が
こ
こ
〈
三
条
〉
と
い
う
領
域
に

お
い
て
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

三
条
―
。
第
一
部
の
世
界
に
お
い
て
、
光
源
氏
と
藤
壺
の
〈
罪
〉
と
〈
愛
の
も

つ
れ
〉
の
空
間
・〈
三
条
宮
〉
が
存
在
し
て
い
た
領
域
で
あ
っ
た（
７
）。

物
語
は
、〈
三
条
〉

へ
と
浮
舟
を
導
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
空
を
超
え
て
女
の
〈
罪
〉
に
に
じ
り
寄
っ
て

い
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
浮
舟
の
女
体
の
行
方
が
暗
示
さ
れ

て
も
い
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
物
語
に
お
け
る
〈
三
条
の
小
家
〉
の
機
能
と
必
然
性
を
読
ん
で
き

た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
す
る
催
馬
楽
「
東
屋
」
の
引
用
に
つ
い
て
、
物
語

を
読
ん
で
み
た
い
。

二　

催
馬
楽
「
東
屋
」
の
引
用
で
浮
舟
と
薫
の
関
係
性
を
読
む

ま
ず
は
、
催
馬
楽
「
東
屋
」
を
見
て
み
よ
う

東
屋
の　

真
屋
の
あ
ま
り
の　

そ
の
雨
そ
そ
ぎ　

我
立
ち
濡
れ
ぬ　

殿
戸
開
か
せ

鎹
も　

錠
も
あ
ら
ば
こ
そ　

そ
の
殿
戸　

我
鎖
さ
め　

お
し
開
い
て
来
ま
せ　

我

や
人
妻（
８
）

一
段
が
男
の
、
二
段
が
女
の
詞
章
で
あ
る
。

（
男
）
東
屋
の
軒
先
の
、
真
屋
の
軒
先
の
、
雨
だ
れ
で
、
あ
な
た
が
開
け
て
く
れ

る
の
を
待
っ
て
い
る
私
は
立
ち
濡
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
よ
、
さ
あ
～
戸
を
開
け

て
く
れ
よ

（
女
）
掛
け
が
ね
も
、
錠
も
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
家
の
戸
に
、
私
は
鎖
す
で
し
ょ

う
、
さ
あ
～
押
し
開
い
て
私
の
と
こ
ろ
へ
来
て
よ
、
私
は
あ
な
た
の
妻
で
す
よ

と
い
う
妻
問
い
、
夜
這
い
歌
で
あ
る
。
で
は
、
催
馬
楽
「
東
屋
」
の
引
用
部
分
を
見

て
み
よ
う
。

〈
三
条
の
小
家
〉
に
隠
さ
れ
た
浮
舟
の
も
と
へ
、
宇
治
か
ら
薫
が
訪
問
す
る
。

「
宵
う
ち
過
ぐ
る
ほ
ど
に
、
宇
治
よ
り
人
参
れ
り
と
て
、
門
忍
び
や
か
に
う
ち
た
た

く
。
さ
に
や
あ
ら
ん
、
と
思
へ
ど
、
弁
開
け
さ
せ
た
れ
ば
、
車
を
ぞ
引
き
入
る
な
る
」

（
東
屋
90
）
と
い
う
よ
う
に
、
薫
は
宵
が
過
ぎ
た
頃
に
〈
三
条
の
小
家
〉
を
訪
れ
る
。

こ
れ
は
逢
瀬
の
時
間
で
あ
る
。
物
語
は
、
先
に
〈
三
条
の
小
家
〉
へ
と
訪
れ
て
い
た

弁
の
尼
が
宿
直
人
に
門
を
開
け
さ
せ
て
、
車
を
引
き
入
れ
る
気
配
が
し
た
と
語
る
。

「
雨
す
こ
し
う
ち
そ
そ
く
に
、
風
は
い
と
冷
や
か
に
吹
き
入
り
て
、
言
ひ
知
ら
ず
か

を
り
来
れ
ば
、
か
う
な
り
け
り
と
、
誰
も
誰
も
心
と
き
め
さ
し
ぬ
べ
き
御
け
は
ひ
を

か
し
け
れ
ば
」（
東
屋
90
）
と
、
降
り
始
め
た
雨
。
そ
し
て
冷
た
い
秋
風
に
乗
っ
て
邸

の
隙
間
か
ら
入
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
薫
の
体
臭
が
入
り
込
む
。
皆
、
そ
の
体
臭
に
よ
っ

て
薫
の
訪
問
を
確
実
視
し
、
色
め
く
。
薫
は
「
心
や
す
き
所
に
て
、
月
ご
ろ
の
思
ひ
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あ
ま
る
こ
と
も
聞
こ
え
さ
せ
ん
と
て
な
む
」（
東
屋
90
）
と
言
う
。
こ
こ
で
表
現
さ
れ

る
〈
心
や
す
き
所
〉
と
は
薫
に
と
っ
て
、「
気
の
置
け
な
い
所
」
な
の
で
あ
る
。
薫
は

「
気
の
置
け
な
い
所
」
＝
〈
三
条
の
小
家
〉
で
、
長
い
間
私
の
胸
に
溜
ま
り
に
溜
ま
っ

た
こ
の
想
い
を
申
し
上
げ
よ
う
と
思
う
と
言
う
。
こ
の
問
い
か
け
は
、
妻
問
い
の
形

式
で
あ
り
、
既
に
催
馬
楽
「
東
屋
」
の
核
心
の
世
界
ば
導
入
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
応
す
べ
き
浮
舟
は
、「
君
は
苦
し
げ
に
思
ひ
て
ゐ
た
ま
へ
れ
ば
」（
東
屋

90
）
と
い
う
よ
う
に
困
惑
す
る
ば
か
り
で
言
葉
が
な
い
。
薫
の
来
訪
に
よ
り
、
浮
舟

に
と
っ
て
は
「
心
や
す
き
所
」
で
は
も
は
や
な
い
の
で
あ
る
。〈
三
条
の
小
家
〉
は
薫

と
い
う
男
の
論
理
で
「
心
や
す
き
所
」
と
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
女
に
と
っ
て
は
、「
危
げ
な
る
所
な
め
り
、
さ
る
心
し
た
ま
へ
」、「
旅
の
宿
」、

「
あ
や
し
き
小
家
」、「
人
目
も
見
え
ぬ
所
」
と
い
う
物
語
の
言
説
と
呼
応
す
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
か
く
し
て
、
巻
名
「
東
屋
」
が
示
す
、
催
馬
楽
の
世
界
観
が
展
開
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

乳
母
は
見
か
ね
て
「
し
か
お
は
し
ま
し
た
ら
む
を
、
立
ち
な
が
ら
や
は
帰
し
た
て

ま
つ
り
た
ま
は
ん
。
か
の
殿
に
こ
そ
、
か
く
な
む
、
と
忍
び
て
聞
こ
え
め
。
近
き
ほ

ど
な
れ
ば
」（
東
屋
90

－

91
）
と
、「
せ
っ
か
く
お
見
え
に
な
っ
た
薫
を
こ
の
ま
ま
お

上
げ
し
な
い
ま
ま
帰
さ
れ
る
の
か
、
常
陸
介
の
邸
（
に
居
る
中
将
の
君
）
に
伝
え
ま

し
ょ
う
、
す
ぐ
近
く
な
の
だ
か
ら
」
と
言
う
が
、
弁
の
尼
は
、
こ
れ
を
諫
め
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
薫
の
〈
三
条
の
小
家
〉
へ
の
来
訪
譚
は
始
ま
る
。

こ
こ
で
「
雨
す
こ
し
う
ち
そ
そ
く
に
」
と
い
う
物
語
の
言
説
に
注
意
し
た
い
。
催

馬
楽
「
東
屋
」
の
鍵
語
の
ひ
と
つ
で
あ
る
〈
雨
〉
の
登
場
で
あ
る
。
催
馬
楽
に
お
け

る
ひ
と
つ
の
形
式
的
妻
問
い
は
、「
雨
宿
り
」
で
あ
っ
た
。
鈴
木
日
出
男
氏
が
、「
雨

を
口
実
に
懸
想
し
た
り
、
遣
ら
ず
の
雨
を
期
待
す
る
の
は
（
中
略
）、『
万
葉
集
』
以
来

頻
繁
に
踏
襲
さ
れ
る
表
現
類
型
の
一
つ
で
あ
っ
た（
９
）」

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
薫
は
〈
三

条
の
小
家
〉
へ
と
「
雨
宿
り
」
す
る
パ
タ
ー
ン
で
こ
の
場
へ
と
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
薫
の
体
臭
は
秋
夜
の
冷
た
い
風
に
乗
っ
て
〈
三
条
の
小
家
〉
へ
と
流
れ
込

む
。
三
田
村
雅
子
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
性
的
興
奮
状
態
の
薫
を
語
る
も
の
こ
そ
、

彼
の
体
臭
で
あ
ろ
う）
（1
（

。〈
三
条
の
小
家
〉
へ
と
車
が
引
き
入
れ
ら
れ
た
時
か
ら
薫
の
エ

ロ
ス
は
発
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
催
馬
楽
の
詞
章
が
代
弁
す
る
。
物
語
は

更
に
催
馬
楽
「
東
屋
」
の
世
界
を
取
り
込
ん
で
い
く
。

弁
の
尼
は
、
若
い
者
同
士
お
話
を
す
る
だ
け
で
あ
り
、
す
ぐ
に
男
女
の
仲
に
な
る

は
ず
も
な
い
と
言
う
。
さ
ら
に
薫
は
思
慮
深
い
方
な
の
で
浮
舟
の
意
向
を
無
視
す
る

こ
と
は
な
い
と
も
述
べ
る
。
つ
ま
り
、〈
夜
這
い
の
時
間
〉
に
、
浮
舟
の
意
向
＝
拒
否

を
語
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
表
面
上
の
弁
の
尼
の
言
葉
で
あ
り
、
彼
女
も
そ
れ
を

理
解
し
た
上
で
の
言
動
と
行
動
で
あ
っ
た
。
物
語
は
そ
の
よ
う
に
設
定
す
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
催
馬
楽
「
東
屋
」
の
持
つ
意
味
合
い
を
物
語
が
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

弁
の
尼
の
言
説
の
裏
側
に
あ
る
男
女
の
仲
を
、
言
わ
ず
も
が
な
示
す
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、〈
三
条
の
小
家
〉
の
意
味
を
見
い
だ
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

雨
や
や
降
り
来
れ
ば
、
空
は
い
と
暗
し
。
宿
直
人
の
あ
や
し
き
声
し
た
る
、
夜

行
う
ち
し
て
、「
家
の
辰
巳
の
隅
の
崩
れ
い
と
危
し
。
こ
の
、
人
の
御
車
入
る
べ

く
は
、
引
き
入
れ
て
御
門
鎖
し
て
よ
。
か
か
る
、
人
の
供
人
こ
そ
、
心
は
う
た

て
あ
れ
」
な
ど
言
ひ
あ
へ
る
も
、
む
く
む
く
し
く
聞
き
な
ら
は
ぬ
心
地
し
た
ま

ふ
。「
佐
野
の
わ
た
り
に
家
も
あ
ら
な
く
に
」
な
ど
口
ず
さ
び
て
、
里
び
た
る
簀

子
の
端
つ
方
に
ゐ
た
ま
へ
り
。

	
	

さ
し
と
む
る
む
ぐ
ら
や
し
げ
き
東
屋
の
あ
ま
り
ほ
ど
ふ
る
雨
そ
そ
き
か
な

と
う
ち
払
ひ
た
ま
へ
る
追
風
、
い
と
か
た
は
な
る
ま
で
東
国
の
里
人
も
驚
き
ぬ

べ
し
。			

（
東
屋
91
）

右
の
引
用
は
、
催
馬
楽
「
東
屋
」
の
言
葉
と
世
界
観
が
直
接
的
に
、
ま
た
間
接
的
に

取
り
込
ま
れ
て
い
る
世
界
で
あ
る
。
先
に
見
た
「
雨
す
こ
し
う
ち
そ
そ
く
に
」
が
こ

こ
で
、「
雨
や
や
降
り
来
れ
ば
」
と
重
ね
て
表
現
さ
れ
る
。
鍵
語
で
あ
る
〈
雨
〉。
そ

れ
は
催
馬
楽
に
お
い
て
は
、
立
ち
濡
れ
て
し
ま
っ
た
男
を
表
現
す
る
手
立
て
で
も
あ

り
、
雨
宿
り
と
い
う
口
実
を
活
か
し
た
夜
這
い
歌
で
も
あ
っ
た
。
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薫
は
軒
の
し
ず
く
を
払
う
。
こ
こ
に
立
ち
濡
れ
た
懸
想
す
る
男
の
姿
が
浮
き
上
が

る
。
そ
し
て
雨
の
し
ず
く
を
払
う
行
為
に
よ
っ
て
一
段
と
薫
の
体
臭
は
匂
い
立
つ
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
薫
の
エ
ロ
ス
が
立
ち
上
が
っ
た
瞬
間
で

も
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
催
馬
楽
の
持
つ
力
は
、
物
語
を
語
り
と
は
別
次
元
で
推
し
進
め
る
で

あ
ろ
う
。
中
将
の
君
が
強
く
思
う
浮
舟
と
上
流
貴
族
の
男
性
と
の
結
婚
と
い
う
事
が

東
屋
巻
の
深
層
の
テ
ー
マ
だ
と
す
れ
ば
、
婿
を
向
い
入
れ
る
催
馬
楽
「
我
家
」
さ
え

も
そ
の
根
底
に
響
き
渡
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
卑
猥
な
詞
章
（
御
肴
に　

何
よ
け

む　

鮑
栄
螺
か　

石
陰
子
よ
け
む
）
が
並
べ
立
て
ら
れ
る
。
東
屋
巻
は
、
巻
名
が
示

す
よ
う
に
催
馬
楽
の
世
界
を
無
言
の
う
ち
に
抱
え
込
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

そ
し
て
『
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
』「
東
屋
二
」
の
場
面
は
、
今
回
論
じ
た
三
条
の
小

家
の
物
語
で
あ
る
。
詞
書
に
は
、
催
馬
楽
「
東
屋
」
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
絵
巻

を
よ
く
よ
く
見
る
と
、
簀
子
に
腰
を
掛
け
て
座
る
薫
の
姿
を
中
心
に
右
側
に
庭
に
生

い
茂
っ
た
草
が
描
か
れ
、
左
側
に
邸
内
の
う
つ
伏
せ
る
浮
舟
、
弁
の
尼
、
女
房
二
人

の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
中
心
で
あ
る
薫
の
腰
か
け
る
簀
子
あ
た
り
に
、
開
い
た
傘

が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
構
図
は
雨
を
印
象
付
け
る
だ
け
で
は
な
い
。
絵
巻
か
ら
透

け
て
見
え
る
の
は
、
催
馬
楽
「
妹
之
門
」
で
あ
る
。「
妹
之
門
」
の
鍵
語
が
、〈
肘
笠
〉

〈
雨
や
ど
り
〉〈
笠
や
ど
り
〉
で
あ
る
。

妹
が
門　

夫
が
門　

行
き
過
ぎ
か
ね
て
や　

我
が
行
か
ば　

肘
笠
の　

肘
笠
の　

雨
も
や
降
ら
な
む　

し
で
田
長　

雨
や
ど
り　

笠
や
ど
り　

や
ど
り
て
ま
か
ら

む　

し
で
田
長

絵
巻
も
ま
た
「
注
釈
書
」
で
あ
る
、
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
実
に
鋭
い
指
摘

に
も
な
り
得
る
。

さ
て
、
東
屋
巻
に
も
ど
ろ
う
。〈
東
屋
〉
は
、
東
国
に
纏
わ
れ
た
〈
三
条
の
小
家
〉

を
比
喩
的
に
詠
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
薫
が
口
ず
さ
む
古
歌
「
佐
野
の
わ
た
り
に

家
も
あ
ら
な
く
に
」
と
、
こ
こ
で
も
東
国
が
囲
い
込
む
。
そ
こ
に
は
、
催
馬
楽
「
東

屋
」
に
お
け
る
「
殿
戸
開
か
せ
」
と
い
う
男
の
謡
い
か
け
が
響
き
渡
っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
聞
こ
え
の
が
れ
ん
方
な
け
れ
ば
、
南
の
廂
に
御
座
ひ
き
つ

く
ろ
ひ
て
、
入
れ
た
て
ま
つ
る
。
心
や
す
く
し
も
対
面
し
た
ま
は
ぬ
を
、
こ
れ

か
れ
押
し
出
で
た
り
。
遣
戸
と
い
ふ
も
の
鎖
し
て
、
い
さ
さ
か
開
け
た
れ
ば
、

「
飛
騨
の
工
匠
も
恨
め
し
き
隔
て
か
な
。
か
か
る
物
の
外
に
は
、
ま
だ
ゐ
な
ら
は

ず
」
と
愁
へ
た
ま
ひ
て
、
い
か
が
し
た
ま
ひ
け
ん
、
入
り
た
ま
ひ
ぬ
。	

	
	

（
東
屋
92
）

薫
は
南
の
廂
に
通
さ
れ
る
が
、
浮
舟
は
対
面
し
な
い
。
こ
こ
で
活
用
さ
れ
る
の
が

催
馬
楽
の
世
界
に
あ
っ
た
女
の
謡
い
か
け
の
世
界
に
あ
る
、〈
鎹
〉〈
錠
〉〈
鎖
す
〉
と

い
う
言
葉
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
薫
が
〈
三
条
の
小
家
〉
へ
と
車
で
入
っ
た
後
に
宿
直

人
が
、
ぶ
っ
そ
う
だ
か
ら
「
御
門
鎖
し
て
よ
」
と
い
う
言
説
か
ら
も
伺
え
る
で
あ
ろ

う
。
た
だ
し
催
馬
楽
に
お
い
て
は
、「
そ
の
殿
戸　

我
鎖
さ
め
」
で
あ
っ
た
が
、
浮
舟

は
「
遣
戸
を
鎖
す
」
と
い
う
行
為
を
す
る
。
そ
れ
は
〈
拒
否
〉
を
意
味
す
る
。
催
馬

楽
「
東
屋
」
の
世
界
は
、〈
拒
否
〉
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
訪
ね
て
来
た
男
を
積
極
的

に
受
け
入
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
植
田
恭
代
氏
は
、「
催
馬
楽
を
意
識

し
つ
つ
設
定
を
変
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
次
に
は
「
い
さ
さ
か
あ
け
た

れ
ば
」
と
あ
り
、
む
し
ろ
催
馬
楽
の
内
容
に
即
す
る
表
現
と
な
る
。（
中
略
）
一
見
、

詞
章
に
反
す
る
よ
う
で
い
な
が
ら
、
実
は
、
微
妙
に
重
ね
ら
れ
て
い
る）
（（
（

」
と
指
摘
し

て
い
る
。
逆
説
的
に
い
え
ば
、
浮
舟
の
女
体
の
行
方
を
暗
示
す
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
こ
に
「
東
屋
」
引
用
の
潜
在
的
な
意
味
が
伺
え
よ
う
。

薫
の
独
泳
は
、
催
馬
楽
の
男
の
謡
い
か
け
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
反
し

て
女
の
謡
い
か
け
を
浮
舟
は
し
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
〈
鎖
す
〉
と
い
う
言
葉
を
巧

み
に
取
り
入
れ
た
場
面
描
写
に
お
い
て
、
催
馬
楽
「
東
屋
」
の
世
界
は
組
み
込
ま
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
返
歌
は
し
な
い
も
の
の
、
浮
舟
自
ら
「
い

さ
さ
か
開
け
た
れ
ば
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
催
馬
楽
の
世
界
の
戸
は
開
け
ら
れ
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た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
催
馬
楽
「
東
屋
」
に
お
け
る
、
女
の
積
極
性
が
、
浮
舟
と

い
う
無
言
の
女
の
行
為
と
し
て
表
示
さ
れ
て
い
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
薫
は
「
飛
騨
の
工
匠
も
恨
め
し
き
隔
て
か
な
」
と
嘆
く
の
で
あ
る
が
、

浮
舟
を
〈
見
る
〉
と
い
う
行
為
に
こ
そ
彼
の
満
足
が
満
た
さ
れ
る
の
で
あ
る）
（1
（

。「
隔

て
」
は
二
人
が
会
う
と
い
う
行
為
以
上
に
、
浮
舟
を
〈
見
る
〉
こ
と
が
容
易
で
な
い

状
況
に
お
け
る
薫
の
ジ
レ
ン
マ
を
露
わ
に
す
る
。
つ
ま
り
逢
瀬
と
い
う
も
の
よ
り
も
、

〈
見
る
〉
と
い
う
薫
の
独
り
よ
が
り
な
逢
瀬
が
浮
上
す
る
の
で
あ
る
。
堅
牢
な
造
り
の

浮
舟
の
御
座
所
は
、「
飛
騨
の
工
匠
」
と
い
う
例
を
持
ち
出
し
て
、
浮
舟
を
〈
見
る
〉

こ
と
が
容
易
で
な
い
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。「
飛
騨
の
工
匠
」
と
は
、
当
時
の
都
市

貴
族
邸
に
お
い
て
は
社
会
通
念
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
東
国
に

纏
わ
れ
た
〈
三
条
の
小
家
〉
の
特
殊
性
を
物
語
は
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
飛
騨
の
工
匠
」
＝
都
市
部
の
高
級
貴
族
で
は
当
然
で
あ
っ
た
と
い
う
仮
定
す
れ
ば
、

物
語
の
意
図
が
垣
間
見
ら
れ
よ
う
。
都
に
存
在
す
る
東
国
・〈
東
屋
〉
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。〈
三
条
の
小
家
〉の
特
殊
性
と
、
浮
舟
と
い
う
女
体
の
特
殊
性
を
見
せ
て
い
よ
う
。

中
将
の
君
が
、「
ま
だ
造
り
さ
し
た
る
所
な
れ
ば
、
は
か
ば
か
し
き
し
つ
ら
ひ
も
せ

で
な
ん
あ
り
け
る
」（
東
屋
77
）
と
〈
三
条
の
小
家
〉
を
説
明
し
て
い
た
し
、「
こ
こ

は
、
ま
だ
か
く
あ
ば
れ
て
、
危
げ
な
る
所
な
め
り
、
さ
る
心
し
た
ま
へ
」（
東
屋
78
）

と
言
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
浮
舟
の
御
座
所
だ
け
は
、
都
市
部
の
上
流
貴
族
並

に
女
体
を
守
る
べ
く
設
え
て
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。「
遣
戸
と
い
ふ
も
の
鎖
し
て
」

と
、
そ
の
〈
三
条
の
小
家
〉
の
様
相
を
物
語
は
説
明
す
る
が
、
こ
の
異
様
な
造
り
は

ま
さ
に
女
体
に
鍵
を
鎖
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
催
馬
楽
の
世
界
を
巧
み
に
利

用
し
な
が
ら
、
そ
し
て
反
転
さ
せ
そ
こ
か
ら
新
た
な
世
界
を
構
築
し
て
い
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
そ
の
根
底
に
催
馬
楽
が
持
つ
男
女
の
仲
、
卑
猥
さ
を
浮
か
ば
せ
る
こ
と

で
、
さ
ら
に
東
屋
巻
の
世
界
は
際
立
つ
で
あ
ろ
う
。

三　

鶏
な
ど
は
鳴
か
で
／
催
馬
楽
「
鶏
鳴
」
と
『
伊
勢
物
語
』
の 

 

「
鬼
一
口
」
譚
が
交
錯
す
る
場
面
か
ら

で
は
、
催
馬
楽
「
東
屋
」
の
男
を
積
極
的
に
待
つ
女
、
エ
ロ
ス
の
世
界
を
活
か
し

た
こ
の
場
面
の
展
開
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
浮
舟
の
御
座
所
に
入
り

込
ん
だ
後
の
薫
の
行
動
に
お
け
る
展
開
と
な
る
。
次
を
見
て
み
よ
う
。

か
の
人
形
の
願
ひ
も
の
た
ま
は
で
、
た
だ
、「
お
ぼ
え
な
き
も
の
の
は
さ
ま
よ
り

見
し
よ
り
、
す
ず
ろ
に
恋
し
き
こ
と
。
さ
る
べ
き
に
や
あ
ら
む
、
あ
や
し
き
ま

で
ぞ
思
ひ
き
こ
ゆ
る
」
と
ぞ
語
ら
ひ
た
ま
ふ
べ
き
。
人
の
さ
ま
い
と
ら
う
た
げ

に
お
ほ
ど
き
た
れ
ば
、
見
劣
り
も
せ
ず
、
い
と
あ
は
れ
と
思
し
け
り
。	

	
	

（
東
屋
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）

と
い
う
よ
う
に
語
る
。
大
君
の
代
わ
り
の
〈
人
形
〉
と
し
て
の
浮
舟
。
そ
れ
を
告
白

す
る
こ
と
な
く
、「
お
ぼ
え
な
き
も
の
の
は
さ
ま
よ
り
見
し
よ
り
、
す
ず
ろ
に
恋
し
き

こ
と
。
さ
る
べ
き
に
や
あ
ら
む
、
あ
や
し
き
ま
で
ぞ
思
ひ
き
こ
ゆ
る
」
と
い
う
よ
う

に
、
宇
治
で
浮
舟
を
偶
然
に
も
見
か
け
て
以
来
無
性
に
あ
な
た
が
恋
し
い
と
打
ち
明

け
る
。
不
思
議
な
く
ら
い
お
慕
い
し
て
い
る
と
。
薫
の
浮
舟
へ
の
語
り
を
、
こ
の
よ

う
に
物
語
の
語
り
手
は
推
測
す
る
の
だ
が
、
む
し
ろ
語
り
手
の
視
座
は
薫
の
浮
舟
を

〈
見
る
〉
視
座
と
重
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
興
奮
状
態
こ
そ
が
薫
の
欲
望
を
満

た
す
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
そ
の
夜
明
け
前
の
場
面
描
写
は
興
味
深
い
。
そ
の
箇
所
を
見
て
み
よ
う
。

ほ
ど
も
な
う
明
け
ぬ
る
心
地
す
る
に
、
鶏
な
ど
は
鳴
か
で
、
大
路
近
き
所
に
、

お
ぼ
と
れ
た
る
声
し
て
、
い
か
に
と
か
聞
き
も
知
ら
ぬ
名
の
り
を
し
て
、
う
ち

群
れ
て
行
く
な
ど
ぞ
聞
こ
ゆ
る
。
か
や
う
の
朝
ぼ
ら
け
に
見
れ
ば
、
物
戴
き
た

る
者
の
鬼
の
や
う
な
る
ぞ
か
し
と
聞
き
た
ま
ふ
も
、
か
か
る
蓬
の
ま
ろ
に
寝
に

な
ら
ひ
た
ま
は
ぬ
心
地
も
を
か
し
く
も
あ
り
け
り
。			

（
東
屋
93
）

と
い
う
箇
所
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
夜
明
け
前
「
鶏
な
ど
は
鳴
か
で
」
と
い
う
よ
う
に
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後
朝
の
別
れ
を
思
わ
せ
る
の
だ
が
、
後
朝
の
情
景
の
情
趣
の
無
さ
を
も
こ
の
鶏
の
鳴

か
な
い
描
写
は
語
っ
て
い
よ
う
。
後
朝
の
別
れ
ど
こ
ろ
か
、
薫
は
機
を
見
計
ら
っ
て
、

浮
舟
を
宇
治
へ
と
連
れ
出
す
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
鶏
の
描
写
は
、「
東
屋
」
と
同
じ
よ
う
に
他
の
催
馬
楽
の
世
界
を

取
り
込
ん
で
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
逆
に
言
え
ば
、〈
三
条
の
小
家
〉
で
の
件
は
催
馬
楽

「
鶏
鳴
」
の
世
界
を
彷
彿
さ
せ
る
。
そ
し
て
催
馬
楽
「
東
屋
」
が
同
じ
く
催
馬
楽
「
鶏

鳴
」
の
世
界
を
引
き
寄
せ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

催
馬
楽
「
鶏
鳴
」
は
こ
う
あ
る
。

鶏
は
鳴
き
ぬ　

て
ふ
か
さ　

さ
く
ら
麿
が　

其
が
も
の
を
押
し
は
し　

来
り
ゐ

て
す
れ　

汝
が
子
生
す
ま
で

	

〈
又
「
汝
が
こ
す
り
て
よ
」〉

「
鶏
が
鳴
い
て
し
ま
っ
た
。
さ
く
ら
麿
と
い
う
男
が
男
性
器
を
誇
張
さ
せ
て
や
っ
て
来

て
性
交
を
し
た
。
わ
が
子
が
で
き
る
ま
で
、
何
度
も
何
度
も
」
と
い
う
歌
で
あ
る
。

催
馬
楽
に
お
い
て
は
、「
鶏
は
鳴
い
て
し
ま
っ
た
」
と
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
名
残

惜
し
い
逢
瀬
、
激
し
い
性
愛
の
世
界
を
謡
う
の
で
あ
る
。
こ
の
催
馬
楽
は
「
男
が
夜

這
い
に
押
し
入
っ
た
情
景
を
女
の
側
か
ら
歌
っ
て）
（1
（

」
い
る
も
の
ら
し
い
。

『
源
氏
物
語
』
の
当
該
箇
所
は
、「
鶏
な
ど
は
鳴
か
で
」
と
い
う
よ
う
に
、
ま
だ
鶏

は
鳴
い
て
い
な
い
。
こ
れ
は
後
朝
の
別
れ
か
ら
言
え
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
の
だ
が
、

物
語
の
展
開
と
設
定
で
は
、
誰
に
も
察
知
さ
れ
な
い
夜
明
け
前
に
、
薫
は
浮
舟
を
宇

治
へ
と
連
れ
去
り
た
い
が
た
め
で
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
『
鶏
鳴
』
の
世
界
が
持
つ
エ

ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
、
薫
と
い
う
作
中
人
物
造
型
に
お
い
て
極
め
て
有
効
で
あ
ろ
う
。

鶏
が
鳴
か
ず
と
も
、〈
鶏
〉
が
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
浮
舟
と
の
一
夜
は
、
濃
厚

な
エ
ロ
ス
で
満
ち
溢
れ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
そ
れ
は
薫
が
浮
舟
を
〈
見
る
〉

と
い
う
行
為
に
濃
縮
さ
れ
て
い
よ
う
。

〈
三
条
の
小
家
〉
の
後
朝
の
情
景
に
、「
鶏
な
ど
は
鳴
か
で
」
と
〈
鶏
〉
と
〈
鳴
く
〉

（
こ
の
場
合
は
、
鳴
か
な
い
）
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
催
馬
楽
『
鶏
鳴
』
を
連
想
さ

せ
る
。
そ
れ
は
薫
の
〈
見
る
〉
性
欲
の
対
象
・
浮
舟
の
女
体
が
露
わ
に
な
ろ
う
。

後
朝
と
〈
鶏
〉
と
い
う
描
写
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
光
源
氏
と
夕
顔
の
逢
瀬
で

あ
る
。
光
源
氏
と
夕
顔
の
秘
め
た
逢
瀬
。
夕
顔
の
五
条
あ
た
り
の
長
屋
は
物
う
る
さ

く
、
騒
々
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
光
源
氏
は
近
く
の
廃
院
へ
と
夕
顔
を
連
れ

出
す
。「
明
け
方
も
近
う
な
り
に
け
り
。
鶏
の
声
な
ど
は
聞
こ
え
で
…
」（
夕
顔
158
）

と
い
う
よ
う
に
、
後
朝
の
別
れ
に
は
少
し
早
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
廃
院
に
お
い

て
夕
顔
は
、
六
条
御
息
所
の
生
霊
に
殺
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
〈
鶏
〉
が

再
度
描
か
れ
る
。「
か
ら
う
じ
て
鶏
の
声
は
る
か
に
聞
こ
ゆ
る
に
…
」（
夕
顔
169
）
と

先
の
鶏
が
鳴
か
な
い
夜
明
け
前
の
時
間
か
ら
夜
明
け
を
示
す
。
鶏
の
鳴
き
声
は
時
間

の
推
移
を
表
現
す
る
と
共
に
、
夕
顔
の
死
と
並
行
し
て
二
人
の
夜
の
帳
で
の
濃
厚
な

時
間
さ
え
も
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
〈
鶏
〉
と
い
う
鍵
語
で
あ
り
、
鳴
く

／
鳴
か
な
い
と
い
う
表
現
が
催
馬
楽
「
鶏
鳴
」
を
連
想
さ
せ
る
。
そ
し
て
、〈
鶏
〉
と

後
朝
の
別
れ
が
死
別
と
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

東
屋
巻
に
戻
ろ
う
。
夜
明
け
前
の
大
路
で
の
風
景
に
出
て
来
る
商
人
た
ち
の
姿
で

あ
る
〈
鬼
〉
は
意
味
深
長
で
あ
る
。
こ
こ
に
『
伊
勢
物
語
』
の
「
鬼
一
口
」
の
世
界

が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
薫
と
浮
舟
の
世
界
は
情
愛
か
ら
破
滅
へ

の
道
行
き
を
す
る
こ
と
を
暗
示
し
て
は
い
ま
い
か
。
そ
れ
は
夕
顔
巻
の
〈
鶏
〉
と
重

ね
れ
ば
、
そ
し
て
東
屋
巻
に
お
け
る
〈
鶏
〉
に
思
い
を
馳
せ
れ
ば
、
深
い
情
愛
の
世

界
か
ら
一
転
、〈
不
吉
な
予
感
〉
を
漂
わ
せ
て
も
い
よ
う
。〈
鬼
〉
に
関
す
る
言
説
は
、

入
水
後
の
浮
舟
に
付
き
纏
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
浮
舟
の
存
在
自
体
が
薫
に

と
っ
て
、
亡
き
大
君
の
〈
人
形
〉
で
あ
っ
た
。〈
人
形
〉
は
、
川
へ
と
流
す
〈
祓
〉
の

道
具
だ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
不
吉
さ
は
こ
こ
で
も
浮
舟
の
存
在
を
際
立
た
せ

て
は
い
ま
い
か
。

四　

三
条
の
小
家
か
ら
宇
治
へ

物
語
は
〈
三
条
の
小
家
〉
か
ら
宇
治
の
山
荘
へ
と
舞
台
は
移
る
。
そ
こ
は
か
つ
て
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亡
き
八
宮
が
住
ん
で
い
た
寝
殿
を
山
に
〈
御
堂
〉
と
し
て
移
築
し
た
後
、
新
築
し
た

山
荘
で
あ
っ
た
。
浮
舟
に
と
っ
て
の
宇
治
で
の
〈
隠
さ
れ
る
〉
場
所
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
都
に
お
け
る
〈
三
条
の
小
家
〉
と
同
じ
く
新
築
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
都

に
お
け
る
〈
三
条
の
小
家
〉
は
、
浮
舟
の
女
体
に
と
っ
て
「
危
げ
な
る
所
」
で
あ
っ
た

が
、
宇
治
の
〈
山
里
〉
は
「
浮
き
て
あ
や
し
う
お
ぼ
ゆ
」（
東
屋
97
）
所
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
浮
舟
は
不
安
な
身
の
上
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
物
語
は
催
馬
楽
「
東
屋
」
を
つ
き
つ
け
る
。
そ
れ
は
、
薫
が
浮
舟

に
琴
の
嗜
み
を
教
え
よ
う
と
し
た
時
に
表
現
さ
れ
る
。

か
や
う
の
こ
と
も
つ
き
な
か
ら
ず
教
へ
な
さ
ば
や
と
思
し
て
、「
こ
れ
は
す
こ
し

ほ
の
め
か
い
た
ま
ひ
た
り
や
。
あ
は
れ
、
わ
が
つ
ま
と
い
ふ
琴
は
、
さ
り
と
も

手
な
ら
し
た
ま
ひ
け
ん
」
な
ど
問
ひ
た
ま
ふ
。「
そ
の
大
和
言
葉
だ
に
、
つ
き
な

く
な
ら
ひ
に
け
れ
ば
、
ま
し
て
こ
れ
は
」
と
言
う
、
い
と
か
た
は
に
心
お
く
れ

た
り
と
は
見
え
ず
。			

（
東
屋
100
）

薫
は
こ
こ
に
お
い
て
、〈
東
〉
と
い
う
言
葉
遊
び
を
す
る
。
吾
妻
と
わ
が
つ
ま
を
掛

け
て
東
琴
を
導
き
出
す
。『
岷
江
入
楚
』
は
、「
秘
和
琴
也
あ
つ
ま
に
て
お
ひ
た
ち
給

へ
は
也
箋）
（1
（

」
と
指
摘
す
る
。
東
国
出
身
（
出
身
は
都
で
あ
る
の
だ
が
）、
と
い
う
蔑
視

が
薫
の
言
葉
遊
び
を
導
き
出
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
薫
は
言
う
。
い
く
ら
東
国
育
ち
と

は
い
え
、「
あ
は
れ
、
わ
が
つ
ま
」
く
ら
い
の
琴
は
弾
け
る
だ
ろ
う
、
と
。
和
歌
も
ろ

く
に
詠
め
な
い
の
だ
か
ら
な
お
の
事
、
和
琴
の
弾
き
方
は
し
ら
な
い
と
浮
舟
は
言
う
。

都
の
嗜
み
を
何
も
身
に
着
け
て
い
な
い
浮
舟
は
、
こ
こ
で
「
あ
は
れ
、
わ
が
つ
ま
」

と
い
う
催
馬
楽
「
東
屋
」
の
フ
レ
ー
ズ
が
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
国
を
纏
っ
た
女

と
し
て
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
、
催
馬
楽
「
東
屋
」
の
も
つ
女
の
エ
ロ

ス
の
世
界
が
引
き
寄
せ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
薫
は
浮
舟
の
教
養
の
無
さ
を
嘆
き
つ
つ

も
、
浮
舟
の
女
体
に
溺
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
匂

宮
と
の
ラ
イ
バ
ル
関
係
も
浮
上
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。「
あ
は
れ
、
わ
が
つ
ま
」
と
い

う
薫
の
投
げ
か
け
た
言
葉
に
そ
れ
は
見
て
と
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
都
の
教
養
／
無
教

養
は
、
反
転
し
て
様
々
な
角
度
か
ら
浮
舟
の
女
体
を
照
射
す
る
。
催
馬
楽
「
東
屋
」

の
詞
章
を
投
げ
か
け
た
物
語
の
語
り
は
、
意
味
深
長
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、〈
東
国
〉

蔑
視
と
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
催
馬
楽
「
東
屋
」
に
お
け
る
女
体
と
し
て
。

ま
た
、『
河
海
抄
』
は
こ
こ
に
催
馬
楽
「
東
屋
」
を
見
る
の
で
あ
る
が
、『
河
海
抄
』

が
記
載
し
て
い
る
も
の
は
、
先
引
し
た
詞
章
と
は
少
し
違
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

あ
は
れ
わ
か
つ
ま
あ
つ
ま
や
の
ま
や
の
あ
ま
り
の
雨
そ
ゝ
き
わ
れ
た
ち
ぬ
れ
ぬ　

そ
の
と
ひ
ら
か
せ　

か
す
か
ひ
も　

戸
さ
し
も
あ
ら
は
こ
そ　

そ
の
戸
を
わ
れ

さ
ゝ
め　

を
し
ひ
ら
い
て　

き
ま
せ　

わ
れ
や
人
つ
ま）

（1
（

と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
東
屋
の
」
で
謡
い
出
さ
れ
る
詞
章
が
、『
河
海
抄
』
の
引
用

テ
ク
ス
ト
で
は
、「
あ
は
れ
わ
か
つ
ま
」
と
い
う
謡
い
出
し
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

最
後
の
「
わ
れ
や
人
つ
ま
」
と
呼
応
す
る
形
に
な
り
、
と
て
も
興
味
深
い
。
こ
の
『
河

海
抄
』
の
引
用
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
藤
原
茂
樹
氏
は
、「
こ
こ
で
は
「
あ
は
れ
わ
か
つ

ま
」
と
感
動
を
ま
じ
え
た
フ
レ
ー
ズ
か
ら
歌
い
だ
し
て
い
る
特
殊
な
事
例
で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
謡
い
方
は
実
際
の
場
面
で
は
あ
り
え
た
時
々
の
裁
量
と
考
え
る）
（1
（

」
と
述
べ

る
。
藤
原
氏
が
言
う
よ
う
に
、
催
馬
楽
の
謡
い
方
の
自
由
さ
や
柔
軟
性
こ
そ
が
、『
源

氏
物
語
』
や
、
他
の
物
語
に
も
引
用
の
容
易
さ
が
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
催
馬
楽

の
流
行
は
、
こ
の
よ
う
な
自
由
な
発
想
が
活
か
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
あ
り
得
た
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
、
物
語
に
組
み
込
ま
れ
た
時
に
、
更
な
る
自
由
な
物
語
を
紡
ぎ
出
す
こ

と
に
も
な
り
得
る
。

こ
の
『
河
海
抄
』
の
引
用
テ
ク
ス
ト
を
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
東
屋
巻
に
お
け
る
薫
の

独
詠
が
更
に
男
の
気
持
ち
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、

催
馬
楽
「
東
屋
」
の
詞
章
で
は
、
男
の
来
訪
を
待
つ
女
に
そ
の
エ
ロ
ス
が
語
ら
れ
る

の
で
あ
る
が
、「
あ
は
れ
わ
か
つ
ま
」
と
情
愛
を
仕
掛
け
る
男
か
ら
呼
び
か
け
れ
ば
夜

這
い
の
エ
ロ
ス
は
、
更
に
深
く
な
る
で
あ
ろ
う
。「
あ
～
、
わ
た
し
の
妻
」
／
わ
た
し

の
も
の
、
人
の
妻
／
あ
な
た
の
も
の
、
ず
っ
と
待
っ
て
い
た
、
あ
な
た
の
来
る
日
を
、

と
い
う
よ
う
な
寝
所
の
激
し
さ
を
も
想
像
さ
せ
る
力
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
東
屋
巻
も
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『
河
海
抄
』
が
引
用
し
た
、
こ
の
よ
う
な
詞
章
を
意
識
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。

さ
て
催
馬
楽
「
東
屋
」
の
効
果
と
は
、
浮
舟
の
女
体
を
晒
す
こ
と
で
は
な
か
っ
た

か
。
ほ
ぼ
声
も
無
き
浮
舟
と
い
う
存
在
で
あ
る
が
、
催
馬
楽
「
東
屋
」
を
効
果
的
に

物
語
が
使
う
事
に
よ
っ
て
、〈
三
条
の
小
家
〉
に
隠
さ
れ
た
女
体
が
露
わ
に
な
る
の
で

あ
る
。〈
三
条
の
小
家
〉
に
お
い
て
は
、
肉
体
的
契
り
が
、
語
り
手
が
推
測
す
る
二
人

の
会
話
の
影
で
営
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
催
馬
楽
「
東
屋
」
に
よ
り
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
物
語
に
お
い
て
秘
さ
れ
た
空
間
の
行
為
を
連
想
さ
せ
る
。

浮
舟
と
〈
三
条
の
小
家
〉
は
先
述
し
た
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
第
一
部
の
世
界
に

お
い
て
光
源
氏
と
藤
壺
の
隠
匿
さ
れ
た
エ
ロ
ス
の
空
間
・〈
三
条
宮
〉
が
存
在
し
た

〈
三
条
〉
と
い
う
領
域
で
も
あ
っ
た）
（1
（

。
物
語
が
再
度
、
男
と
女
の
秘
さ
れ
た
物
語
を

〈
三
条
〉
に
設
定
し
た
意
味
が
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
連
鎖
す
る
愛
の

も
つ
れ
と
罪
。
催
馬
楽
「
東
屋
」
と
巻
名
「
東
屋
」
の
意
味
合
い
が
そ
こ
に
こ
め
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
か
。
愛
の
も
つ
れ
と
〈
罪
〉
は
、
時
空
を
超
え
て
宇
治
十
帖
の
世

界
へ
連
鎖
し
て
い
く
こ
と
へ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

浮
舟
の
女
体
は
「
東
屋
」
巻
を
契
機
と
し
て
、
さ
ら
に
晒
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
エ
ロ
ス
の
世
界
は
、
さ
ら
に
深
く
な
っ
て
い
く
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
さ

ら
に
稿
を
改
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

注

『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
に
拠
っ
た
。

巻
名
と
頁
数
を
記
し
た
。
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。

（
1
）		

藤
原
茂
樹
「
催
馬
楽
考
説
―
基
礎
編　

催
馬
楽
の
質
―
」（
藤
原
茂
樹
編

『
催
馬
楽
研
究
』
笠
間
書
院	

二
〇
一
一
。
初
出
二
〇
〇
六
）。
藤
原
氏
は
「
こ
れ

は
他
の
書
物
で
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
使
用
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
を

源
氏
物
語
作
者
の
考
案
に
よ
る
仮
構
と
し
て
排
除
せ
ず
、
催
馬
楽
の
歌
詞
が
も

つ
潜
在
力
を
場
面
に
合
わ
せ
て
機
能
す
る
よ
う
開
花
さ
せ
、
日
常
生
活
に
お
け

る
催
馬
楽
の
好
尚
の
様
を
垣
間
見
る
可
能
性
を
も
つ
貴
重
な
資
料
と
理
解
す
る
」

と
述
べ
る
。

（
2
）		

植
田
恭
代
「「
東
屋
」
と
浮
舟
の
物
語
」（『
源
氏
物
語
の
宮
廷
文
化
―
後

宮
・
雅
楽
・
物
語
世
界
』
笠
間
書
院	

二
〇
〇
九
。
初
出
一
九
八
九
）

（
3
）		

小
嶋
菜
温
子
「
源
典
侍
と
光
源
氏
」（『
源
氏
物
語
批
評
』
有
精
堂	

一
九
九

五
）
は
、
催
馬
楽
と
神
楽
歌
の
引
用
に
よ
っ
て
猥
雑
な
磁
場
が
在
る
と
読
む
。

（
4
）		

た
と
え
ば
、「
蓬
生
」
巻
に
お
い
て
、
末
摘
花
の
荒
れ
果
て
た
邸
を
形
容
す
る

際
に
催
馬
楽
「
東
屋
」
の
引
用
が
あ
る
。
雨
の
情
景
と
光
源
氏
の
訪
問
、
そ
れ

は
男
女
の
エ
ロ
ス
よ
り
も
荒
れ
果
て
た
常
陸
の
宮
邸
を
際
立
た
せ
る
。
常
陸
の

宮
邸
は
、
東
国
・
常
陸
の
地
名
で
も
あ
っ
た
。
東
国
が
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

	
	
	
	
	

雨
そ
そ
き
も
、
な
ほ
秋
の
時
雨
め
き
て
う
ち
そ
そ
け
ば
、
惟
光
「
御
か
さ

さ
ぶ
ら
ふ
。
げ
に
木
の
下
露
は
、
雨
に
ま
さ
り
て
」
と
聞
こ
ゆ
。	

	
	

（
蓬
生
348

－

349
）

（
5
）		

諸
岡
重
明
「
薫
の
宇
治
の
御
堂
造
営
―
連
鎖
す
る
愛
の
も
つ
れ
と
罪
」（『
物

語
研
究
』
第
六
号	

二
〇
〇
六
・
３
）

（
6
）		

諸
岡
重
明
「
藤
壺
の
御
堂
造
営
―
罪
と
エ
ロ
ス
の
三
条
宮
」（『
物
語
研
究
』

第
九
号	

二
〇
〇
九
・
３
）
や
、
諸
岡
重
明
「
光
源
氏
の
〈
老
い
〉
の
エ
ロ
ス
と

〈
死
〉
―
嵯
峨
の
御
堂
造
営
の
ゆ
く
え
／〈
罪
〉
の
系
譜
へ
」（
室
伏
信
助
監
修
、

上
原
作
和
編
『
人
物
で
読
む
源
氏
物
語	

光
源
氏
Ⅱ
』
勉
誠
出
版	

二
〇
〇
五
）

（
7
）		

注
6
の
諸
岡
重
明
論
考
。

（
8
）		
催
馬
楽
「
東
屋
」
の
引
用
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

神
楽
歌　

催
馬

楽　

梁
塵
秘
抄　

閑
吟
集
』（
小
学
館
）
に
拠
る
。

（
9
）		

鈴
木
日
出
男
「
宮
廷
歌
謡
の
形
成
」（『
古
代
和
歌
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会	

一
九
九
〇
）
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（
10
）		

三
田
村
雅
子
「
方
法
と
し
て
の
〈
香
〉
―
移
り
香
の
宇
治
十
帖
へ
―
」

（『
源
氏
物
語　

感
覚
の
論
理
』
有
精
堂	

一
九
九
六
）
や
、「
濡
れ
る
身
体
の
宇

治
―
水
の
感
覚
・
水
の
風
景
―
」（『
源
氏
研
究
』
第
２
号　

翰
林
書
房	

一

九
九
七
）。
注
5
の
諸
岡
重
明
論
考
。

（
11
）		

注
2
の
植
田
恭
代
論
考
。

（
12
）		

注
5
の
諸
岡
重
明
論
考
。

（
13
）		

注
8
の
訳
注
に
よ
る
。

（
14
）		

『
岷
江
入
楚
』
の
引
用
は
、『
源
氏
物
語
古
注
集
成　

第
14
巻　

岷
江
入
楚　

第

四
巻
』（
お
う
ふ
う
）
に
拠
っ
た
。

（
15
）		

『
河
海
抄
』
の
引
用
は
、
玉
上
卓
彌
編
『
紫
明
抄
・
河
海
抄
』（
角
川
書
店
）

に
よ
っ
た
。
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。

（
16
）		

藤
原
茂
樹
「
催
馬
楽
楽
譜
の
内
と
外
―
鍋
島
本
『
催
馬
楽
』
考
お
よ
び
催

馬
楽
の
基
礎
研
究
に
お
け
る
歌
詞
の
異
同
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
―
」（
藤
原

茂
樹
編
『
催
馬
楽
研
究
』
笠
間
書
院	

二
〇
一
一
）

（
17
）		

諸
岡
重
明
「『
源
氏
物
語
』
三
条
論
序
説
―
紅
葉
賀
巻
の
藤
壺
の
三
条
宮
を

中
心
に
」（
物
語
研
究
会
編
『「
記
憶
」
の
創
生
〈
物
語
〉
１
９
７
１

－

２
０
１

１
』
翰
林
書
房	

二
〇
一
二
）（

も
ろ
お
か
し
げ
あ
き　

日
本
学
研
究
所
研
究
員
）


