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第

一
章
　
　
思
念
す
る
女

。
大
君
に
関
す
る
考
察

一

宇
治
大
君
の
結
婚
拒
否
に
こ
れ
と
い
っ
た
明
確
な
動
機
が
な
い
、
と
い

う
の
は
、
か
つ
て
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（１
）。
結
婚
拒
否
と
、
拒
否

を
貫
徹
さ
せ
る
た
め
の
死
は
、
既
定
の
条
件
で
あ
り
、
そ
の
予
定
さ
れ
た

物
語
の
展
開
か
ら
の
要
求
に
よ

っ
て
、
大
君
の
人
物
像
は
、
些
か
矛
盾
対

立
す
る
性
質
を
合
わ
せ
持

つ
結
果
と
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ

っ
た
。

こ
れ
は
、
八
宮
の
人
物
像
が
、
浮
舟
登
場
の
新
構
想
（２
）
に
よ
り
、
橋
姫

巻
と
宿
木
巻
と
で
矛
盾
を
来
し
て
い
る
の
と
、
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
物

語
の
展
開
上
引
き
起
こ
さ
れ
る
矛
盾
不
整
合
は
、
大
君
の
人
物
設
定
に
限

ら
ず
、
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（３
）。
結
婚
拒
否
は
、

作
者
に
と

っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
多
く
の
矛
盾
不
整
合
を

犯
し
て
ま
で
も
描
く
必
要
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
物
語
に
必
須
の

要
件
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
宇
治
十
帖
を
通
し
て
、
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
の

導
収
△
口
日
　
　
齢
弘
〓
羊

に
よ

っ
て
も
首
肯
さ
れ
る
。
こ
と
は
大
君
の
問
題
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
中

君
、
そ
し
て
浮
舟

へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
。

二

い
く
つ
も
の
動
機
が
列
挙
さ
れ
な
が
ら
、
大
君
の
結
婚
拒
否
に
は
、
な

ぜ
、
こ、
れ，
と
い
っ
た
納
得
し
得
る
明
確
な
動
機
が
見
出
せ
な
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
す
で
に
多
く
の
先
学
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
紫
上
が
具
体
的
苦
悩
の
体
験
か
ら
得
た
想
い
を
、
大
君
が
、
自
己
の

体
験
な
し
に
、
そ
の
ま
ま
観
念
だ
け
自
明
の
も
の
と
し
て
継
承
し
て
し
ま

っ
た
所
為
で
あ
る
と
い
え
る
。
若
菜
下
巻
の
、

あ
ま
り
年
積
り
な
ば
、
そ
の
御
心
ば

へ
も
、
つ
ひ
に
衰

へ
な
ん
。
さ

ら
む
世
を
見
果
て
ぬ
さ
き
に
、
心
と
そ
む
き
に
し
が
な
と
、
た
ゆ
み

な
く
お
ば
し
わ
た
れ
ど
、
さ
か
し
き
や
う
に
や
お
ぼ
さ
む
と
、

つ
ゝ

ま
れ
て
、
は
か
だ
ヽ
し
く
も
き
こ
え
給
は
ず
。
　
３

一―
三
二
五
）

（４
）

-10-



と
あ
る
紫
上
の
思
い

。
態
度
が
、
総
角
巻
で
の
大
君
の
、

か
う
、
お
ろ
か
な
ら
ず
見
ゆ
め
る
心
ば

へ
の
、
見
劣
り
し
て
、
我
も

人
も
見
え
ん
が
、
心
安
か
ら
ず
、
憂
か
る
べ
き
こ
と
。
も
し
、
命
、

し
ひ
て
と
ま
ら
ば
、
病
に
こ
と

つ
け
て
、
か
た
ち
を
も
愛

へ
て
ん
。

（中
略
）
と
、
思
ひ
し
み
給
ひ
て
、
と
あ
る
に
て
も
、
か

ゝ
る
に
て

も
、
い
か
で
、
こ
の
思
ふ
こ
と
し
て
ん
と
思
す
を
、
さ
ま
で
き
か
し

き
こ
と
は
、
え
う
ち
出
で
給
は
で

（
四
―
四
五
九
）

と
い
う
思
念

。
態
度
に
、
そ
の
ま
ま
重
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
は

端
的
に
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
源
氏
物
語
の
流
れ
の
中
で
な
ら
ば
ま

だ
し
も
、
大
君
の
物
語
と
し
て
、
或
い
は
大
君
の

「
個
」
の
問
題
と
し
て

は
、
実
体
験
の
な
い
―
謂
わ
ば
裏
付
け
の
な
い
、
拒
否
の
観
念
だ
け
が
、

空
回
り
し
て
い
る
感
が
拭
え
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
彼
女
の
結
婚
拒

否
の
動
機
は
、
紫
上
の
苦
悩
で
あ

っ
て
、
彼
女
自
身
の
内
に
は
存
在
し
な

い
の
で
あ
る
。

三

と
こ
ろ
で
、
結
婚
拒
否
の
物
語

。
女
君
は
、
宇
治
十
帖
大
君
に
よ

っ
て

初
め
て
源
氏
物
語
中
に
登
場
す
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
正
篇
中
に
も
幾

度
か
描
出
さ
れ
て
い
た
。
無
論
正
篇
中
で
光
源
氏
を
拒
否
し
続
け
た

「
拒

否
す
る
女
」
と
い
え
ば
、
空
蝉
、
朝
顔
な
ど
が
、
ま
ず
想
起
さ
れ
よ
う
。

そ
の
空
蝉
の
物
語
を
内
包
す
る
帯
木
三
帖
を
充
分
に
意
識
し
た
上
で
、
宇

治
十
帖
は
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（５
）。
確
か
に
宇
治
の
姫
君
達
の
境

遇
は
、
署
木
巻
で
左
馬
の
頭
が
、

も
と
は
、
や
ん
ご
と
な
き
す
ぢ
な
れ
ど
、
世
に
経
る
た
づ
き
す
く
な

く
、
時
世
う

つ
ろ
ひ
て
、
お
ぼ
え
衰

へ
ぬ
れ
ば
、
心
は
心
と
し
て
事

足
ら
ず
、
わ
ろ
び
た
る
事
ど
も
、
出
で
来
る
わ
ざ
な
め
れ
ば

（
一
―

六
〇
）

と
規
定
し
た
中
の
品
に
、
ま
さ
し
く
符
合
す
る
。
ま
た
、
橋
姫
巻
で
の
、

さ
て
、
そ
の
、
あ
り
け
ん
返
事
は
、
な
ど
か
、
見
せ
給
は
ざ
り
し
。

ま
ろ

（匂
）
な
ら
ま
し
か
ば
と
、
う
ら
み
給
ふ
。

（薫
）
さ
か
し
。

い
と
、
さ
ま
だ
ヽ
、
御
寛
ず
べ
か
め
る
端
を
だ
に
、
見
せ
さ
せ
給
は

ぬ
。

（
四
―
三
二
六
）

と
の
薫

・
匂
二
人
の
や
り
と
り
は
、
帯
木
巻
巻
頭
の
頭
の
中
将

。
光
源
氏

間
の
、色

ノ
ヽ
の
紙
な
る
文
ど
も
を
、
ひ
き
出
で
ゝ
、
中
精
、
わ
り
な
く
ゆ

か
し
が
れ
ば

（中
略
）

（
光
）
そ
こ

（中
将
）
に
こ
そ
、
多
く
集

ヘ

給
ふ
ら
め
。
す
こ
し
見
ば
や
。
さ
て
な
ん
、
こ
の
厨
子
も
心
よ
く
開

く
べ
き

（
一
―
五
六
、
五
七
）

と
い
う
会
話
と
重
な
る
。
さ
ら
に
、
今
西
祐

一
郎
氏
も
指
摘
す
る
如
く

（６
）、
引
用
の
や
り
と
り
の
後
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
薫

。
匂
二
人
の
、
山

里
に
思
い
が
け
ず
見
出
さ
れ
る
中
の
品
の
女
性
に
つ
い
て
の
会
話
は
、
今

引
用
し
た
中
将

・
光
間
の
会
話
に
端
を
発
す
る
、
雨
夜
の
品
定
と
同
趣
向

で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
対
話
は
、
以
後
光
や
匂
が
中
の
品
の
女
性
と
関
わ
り

を
持

っ
て
い
く
契
機
と
し
て
、
同

一
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

後
述
す
る
夕
顔
物
語
と
浮
舟
物
語
の
類
似
を
別
と
し
て
、
最
も
明
確
に
、
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宇
治
十
帖
が
帯
木
三
帖
を
念
頭
に
置
い
て
語
ら
れ
て
い
る
証
左
と
し
て
挙

げ
ら
れ
る
の
は
、
忍
び
込
む
薫
の
気
配
を
感
じ
た
大
君
が
、
中
君
を
残
し

て
逃
げ
て
し
ま
う
、
例
の
身
代
わ
り
花
嫁
の
局
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
こ
と

さ
ら
言
及
す
る
ま
で
も
な
く
、
空
蝉
が
軒
端
荻
を
残
し
て
光
源
氏
か
ら
逃

れ
た
場
面
は
、
空
蝉
と
い
う
巻
名
や
人
物
名
の
示
す
如
く
（７
）、
空
蝉
物

語
中
第

一
の
眼
日
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
場
面
を
、
作
者
が
無
意
識
に
繰

り
返
し
て
い
る
、
と
考
え
る
方
が
、
む
し
ろ
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
軒
端
荻
、

中
君
に
対
す
る
光
、
薫
の
対
応
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
て
い
る
の
で
は
あ

る
が
、
夕
顔
巻
に
は
、

う
ら
も
な
く
、
待
ち
聞
え
顔
な
る
片

つ
方
の
人

（軒
端
荻
）
を
、
あ

は
れ
と
思
さ
ぬ
に
し
も
あ
ら
ね
ど
、

つ
れ
な
く
て
、
聞
き
居
た
ら
む

事
の
、
は
づ
か
し
け
れ
ば
、
ま
づ
こ
な
た

（
空
蝉
）
の
心
、
み
は
て

ゝ
と
思
す
程
に

（
一
―

一
三
〇
）

と
あ
り
、　
一
方
総
角
巻
に
は
、

「
猶
、
つ
れ
な
き
人

（大
君
）
の
御
氣
色
、

い
ま

一
度
、
見
は
て
む
の
心
に
、
思
い
の
ど
め

つ
ヽ

（
四
―
四
〇
七
）
」

と
い
う
薫
の
、
中
君
と
何
事
も
な
く

一
夜
を
過
ご
し
た
後
の
心
内
語
が
あ

っ
て
、
両
者
ま

っ
た
く
正
反
対
の
反
応
を
し
め
し
た
、
と
は
い
え
な
い
の

で
あ
る
。
先
程
も
触
れ
た
よ
う
に
、
浮
舟
物
語
に
関
し
て
は
、
第
二
章
で

述
べ
る
こ
と
に
な
る
が
、
今
み
た
如
く
宇
治
十
帖
は
需
木
三
帖
の
強
い
影

響
の
下
に
、
展
開
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
宇
治
の
姉
妹
も
空
蝉
も
、

「
拒
否
す
る
女
」
で
あ
る
こ
と
と
、
無
関
係
と
は
思
わ
れ
な
い
。
作
者
が
、

続
篇
に
お
い
て
紫
上
の
苦
悩
を
承
け
た
、

「
拒
否
す
る
女
」
を
描
き
出
す

構
想
を
た
て
た
時
、
正
篇
中
の

「
拒
否
す
る
女
」
を
意
識
す
る
の
は
、
自

然
で
あ
る
。
如
上
の
帯
木
三
帖
と
宇
治
十
帖
の
関
係
を
合
わ
せ
考
え
れ
ば
、

両
者
が
無
関
係
に
描
か
れ
て
い
る
と
推
定
す
る
方
が
、
不
自
然
な
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

「
女

（
空
蝉
）
は
、
さ
こ
そ
、
忘
れ
給
ふ
を
、
嬉
し
き
に

思
ひ
な、
せ、
ど
、
あ
や
し
く
、
夢
の
や
う
な
る
事
を
、
心
‥こ、
静
な
い
折、
な、
き、

頃、
‥こ、
で
（
一
―
一
一
四
、
傍
点
引
用
者
）
」
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
光
を

想
い
つ
つ
、

「
い
と
か
く
、
品
定
ま
り
ぬ
る
、
身
の
お
ぼ
え
な
ら
で
、
過

ぎ
に
し
親
の
、
御
け
は
ひ
と
ま
れ
る
故
郷
な
が
ら
、
た
ま
さ
か
に
も
、
待

ち

つ
け
た
て
ま
つ
ら
ば

（
一
―

一
〇
五
）
」
、

つ
ま
り
今
の
境
遇
に
定
ま

る
以
前
な
ら
ば
、
と
考
え
る
空
蝉
の
思
惟
は
、
大
君
が
薫
を
愛
し
つ
つ
も
、

「
ひ
と
所
お
は
せ
ま
し
か
ば

（
四
―
四
〇
〇
）
」
、
せ
め
て
父
宮
が
い
て

下
さ
れ
ば
、
と
考
え
る
の
と
同
じ
い
。
た
だ
、
大
君
の
方
が
、

「
親
の
、

御
け
は
ひ
と
ま
れ
る
故
郷
な
が
ら
」
も
親
が
い
な
い
か
ら
と
薫
を
拒
否
す

る
点
が
、
よ
り
条
件
付
け
が
厳
し
く
は
あ
る
が
。
ま
た
拒
否
し
つ
つ
も
、

男
に
う
と
ま
れ
果
て
ぬ
よ
う
に
と
気
を
遣
う
の
も
、
共
通
す
る
点
と
い
え

２つ
。以

上
、
大
君
像
に
は
空
蝉
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
大

君
は
紫
上
の
苦
悩
か
ら
得
た
思
念
の
み
な
ら
ず
、
空
蝉
の

「
敷
な
ら
ぬ
身

（
一
―
九
六
）
」
と
い
う
思
念
も
受
け
継
い
で
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、

空
蝉
の
お
か
れ
た
状
況
や
、
体
験
、
光
と
薫
の
差
異
な
ど
を
等
閑
視
し
た

も
の
で
あ
り
、
大
君
自
身
の
体
験
に
よ
る
裏
付
け
が
な
い
た
め
、
説
得
力

を
持
て
な
い
。
つ
ま
り
、
大
君
は
あ
く
ま
で
実
体
験
を
持
た
な
い

「
思
念

の
人
」
と
し
て
存
在
し
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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第
二
章
　
　
体
験
す
る
女

。
中
君
に
関
す
る
考
察

一

大
君
の
死
後
、
中
君
の
物
語
が
展
開
す
る
の
だ
が
、
早
蕨
巻
巻
頭
で
彼

女
は
、な

ら
び
給

へ
り
し
折
は
、
と
り
′
ヽ
に
て
、
更
に
、
似
給

へ
り
と
も
、

見
え
ざ
り
し
を
、
う
ち
忘
れ
て
は
、
ふ
と
、
そ
れ
か
と
、
思
ゆ
る
ま

で
、
か
よ
ひ
給

へ
る

（
五
―

一
二
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
実
際
そ
れ
以
降
の
中
君
は
、
容
貌
の
み
な
ら
ず
内

面
に
お
い
て
も
、
大
君
と
の
同

一
性
が
高
い
と
い
え
る
。
当
初
薫
よ
り
も

匂
宮
に
惹
か
れ
て
い
た
彼
女
で
あ
る
が
、
次
第
に
匂
と
比
べ
て
、
誠
実
で

思
慮
深
い
薫
の
方
に
、
よ
り
高
い
評
価
を
与
え
る
よ
う
に
な
る
。
大
君
が

匂
と
比
較
し
て
薫
の
素
晴
ら
し
さ
を
感
じ
て
い
た
の
と
同

一
で
あ
る
。
薫

の
懸
想
を

「
さ
す
が
に
、
湊
は
か
に
も
あ
ら
ぬ
、
御
心
ば

へ
。
有
様
の
あ

は
れ
を
、
知
ら
ぬ
に
は
あ
ら
ず

（
五
―
八
五
）
」
に
思
う
が
、
何
と
か
深

く
う
と
ま
れ
果
て
は
し
な
い
よ
う
に
拒
否
す
る
た
め
、
浮
舟
の
話
題
を
持

ち
出
す
の
も
、
大
君
が
、
中
君
を
と
薫
に
告
げ
た
の
と
等
し
い
。
こ
れ
ら

か
ら
解
る
通
り
、
大
君
と
中
君
の
姉
妹
は
、
二
人
の
対
比
に
お
い
て
、
或

い
は
お
か
れ
た
状
況
の
違
い
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
差
異
が
強
調
さ
れ

て
い
た
の
で
は
あ
る
が
、
同

一
の
状
況
に
お
か
れ
た
場
合
、
同

一
の
判
質

行
動
を
と
る
、
同

一
人
物
の
分
身
的
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。
元
来
中
君

自
身
に
も
、
大
君
に
薫
と
の
結
婚
を
勧
め
ら
れ
て
、

「
い
か
に
お
ぼ
す
に

か
と
、
心
憂
く
て
、　
一
所
を
の
み
や
は
、
さ
て
、
世
に
果
て
給

へ
と
は

（
父
宮
は
）
き
こ
え
給
ひ
け
ん

（
四
―
二
九
九
）
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う

に
、
結
婚
拒
否
の
意
志
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
匂
宮
と
結
ば
れ
た
直
後
も
、

よ
り
積
極
的
で
あ

っ
た
の
は
む
し
ろ
大
君
の
方
で
あ
り
、
中
君
本
人
は
、

心
憂
い
こ
と
と
思
い
、
わ
れ
か
の
気
色
を
し
て
い
る
。

つ
ま
り
同
じ
よ
う

に
大
君
も
中
君
も
拒
否
の
意
志
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
相
手
の
男

性
の
異
同
が
、
拒
否
の
成
否
を
決
し
た
と
い
え
る
。

大
君
の
結
婚
拒
否
は
、
薫
が
相
手
で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
貫
徹
し
得
た

の
で
あ
る
こ
と
、
贅
言
を
要
し
ま
い
。
で
は
薫
以
外
の
男
性
な
ら
ば
、
ど

の
よ
う
な
結
果
を
み
せ
て
い
た
の
か
。
そ
の
想
定
の
下
展
開
し
て
い
く
の

が
、
中
君

・
匂
宮
の
物
語
で
あ
り
、
中
君
は
、
大
君
が

「
思
念
の
人
」
で

あ

っ
た
の
に
対
し
、

「
体
験
す
る
人
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
と
な

る
。
人
物
の
思
念
と
体
験
を
、
二
人
が
別
々
に
受
け
持

っ
て
い
る
と
い
え

る
の
で
は
な
い
か
。

二

大
君
の
生
は
、
思
念
が
独
り
歩
き
し
た
も
の
で
あ
り
、
理
想
的
男
性

（３
）を
拒
否
し
続
け
、
拒
否
を
貫
徹
す
る
た
め
に
自
ら
願

っ
て
病
死
し
て

い
く
、
と
い
っ
た
、
現
実
性
の
些
か
薄
弱
な
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
引

き
替
え
中
君
は
、
本
人
の
意
志
と
別
で
は
あ

っ
た
が
匂
宮
と
結
ば
れ
、
宇

治
か
ら
都
の
匂
邸
に
引
き
取
ら
れ
、
匂
の
子
を
生
み
、
世
人
か
ら
幸
福
な

人
物
と
し
て
祝
福
さ
れ
、　
一
方
で
薫
の
恋
慕
を
賢
明
に
処
置
し
、
密
通
を
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回
避
す
る
な
ど
、
匂
宮
の
妻
と
し
て
、
現
実
に
対
応
し
て
生
き
た
と
い
え

る
。
彼
女
の
生
き
方
は
、

「
中
君
は
薫
の
邪
恋
な
ど
に
も
よ
る
が
匂
宮
と

の
結
婚
生
活
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
は
彼

女
の
明
る
い
聡
明
さ
、
自
主
的
に
道
を
求
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ
る
。
」

（９
）な
ど
の
評
価
が
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
女
性
の
現
実
的
な
生
き
方
と

し
て
、　
一
つ
の
理
想
的
な
姿
と
も
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
当
時
の

女
性
の
、
逼
迫
し
た
苦
し
い
状
況
下
で
の
生
き
方
を
表
現
す
る
に
あ
た
り
、

女
性
に
と

っ
て
、
薫
の
如
き
か
な
り
理
想
的
な
男
性
と
の
婚
姻
で
さ
え
、

苦
悩
が
付
き
饉
わ
ぎ
る
を
得
な
い
こ
と
を
描
出
し
よ
う
と
意
図
す
る
（
１０
）

作
者
に
と

っ
て
、
薫
だ
か
ら
こ
そ
拒
否
し
た
大
君
の
物
語
は
、
些
か
失
敗

で
あ

っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
女
性
に
簡
単
に
拒
否
を
許
す
、

薫
の
よ
う
な
特
異
な
人
物
は
、
現
実
に
は
な
か
な
か
存
在
せ
ず
、
大
君
の

拒
否
は
、
現
実
に
即
し
た
女
性
の
生
き
方
と
し
て
は
、
実
行
し
難
い
も
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
、
中
君
の
薫
拒
否
、
浮
舟
の
男
性
拒
否
が
、
繰
り
返
し

語
ら
れ
る
必
要
が
あ

っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

三

大
君
物
語
の
結
婚
拒
否
は
、
中
君
物
語

。
浮
舟
物
語
に
継
承
さ
れ
反
復

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
単
に
薫
が
拒
否
さ
れ
る
事
実
が
繰

り
返
さ
れ
る
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
類
似
し
た
状
況
が
設
定

さ
れ
、
同
様
に
拒
否
さ
れ
る
姿
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

匂
宮
と
夕
霧
六
宮
と
の
婚
姻
に
よ

っ
て
苦
悩
す
る
中
君
は
、
薫
に
文
を

送

っ
て
邸
に
呼
び
、
宇
治
に
帰
り
た
い
と
願
う
。
薫
と
対
面
す
る
中
君
は

次
の
如
く
叙
述
さ
れ
る
。

ま
め
や
か
に
あ
は
れ
な
る

（薫
の
）
御
心
ば

へ
の
、
人
に
似
ず
物
し

給
ふ
を
、

（
中
君
は
）
見
る
に
つ
け
て
、
き
て
も
、
あ
ら
ま
し
を
と

ば
か
り
は
、
思
ひ
も
や
し
給
ひ
け
む
。
な
に
事
も
、
い
は
け
な
き
程

に
し
お
は
せ
ね
ば
、
恨
め
し
き
人

（
匂
）
の
御
心
ば

へ
を
、
思
ひ
く

ら
ぶ
る
に
は
、
何
事
も
、
い
と
ゞ
、
こ
よ
な
く
思
ひ
知
ら
れ
給
ふ
に

や
、
常
に
、
隔
て
多
か
る
も
い
と
ほ
し
く
、
物
を
思
ひ
知
ら
ぬ
様
に
、

（薫
が
）
お
も
ひ
給
ふ
ら
む
な
ど
、

（
中
君
は
）
思
ひ
給
ひ
て
、
今

日
は
、
御
簾
の
う
ち
に
、
入
れ
た
て
ま
つ
り
給
ひ
て
、
母
屋
の
御
簾

に
几
帳
そ
へ
て
、
我
は
、
す
こ
し
引
き
入
り
て
、
封
面
し
給

へ
り
。

（
五
―
七

一
）

大
君
が
匂
宮
と
比
較
し
て
、
薫
の
立
派
さ
を
認
め
、
ま
た
、
情
け
知
ら
ず

と
思
わ
れ
ぬ
よ
う
に
対
処
し
て
い
た
の
と
、
ま

っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
あ

ま
つ
き
え
、
自
ら
と
薫
と
の
婚
姻
が
成
立
し
な
か

っ
た
の
を
、
悔
い
る
如

き
言
辞
さ
え
み
ら
れ
る
。　
一
方
そ
の
対
面
の
折
、
薫
が
中
君
と
の
密
通
を

辛
う
し
て
自
制
し
た
の
は
、
中
君
の
懐
妊
の
帯
を
み
た
ゆ
え
で
あ

っ
た
。

そ
れ
も
大
君
の
喪
服
の
鈍
色
の
袖
を
み
て
思
い
止
ま

っ
た
の
に
対
応
し
て

い
る
。

「
思
ふ
事
を
も
、
お
な
じ
心
に
、
な
つ
か
し
う
、
言
ひ
合
は
す
べ

き
人
の
な
き
ま
ゝ
に
は

（
五
―
八
五
、
八
六
）
」
と
あ
る
よ
う
な
、
薫
の

恋
慕
に
対
し
て
孤
立
無
援
で
、
相
談
す
る
相
手
の
な
い
状
況
も
、
大
君
の

場
合
と
同

一
、
薫
の
中
君
に
対
す
る
言
葉
も
、

好
き
が
ま
し
き
や
う
に
、
思
き
る
ら
ん
と
、
恥
ず
か
し
け
れ
ど
、
あ



る
ま
し
き
心
の
、
か
け
て
も
侍
ら
ば
こ
そ
、
目
ざ
ま
し
か
ら
め
、
た

ゞ
、
か
ば
か
り
の
程
に
て
、
時
ノ
ヽ
、
思
ふ
事
を
も
聞
え
さ
せ
、
う

け
た
ま
は
り
な
ど
し
て
、
隔
て
な
く
、
の
た
ま
ひ
通
は
む
を
、
誰
か

は
咎
め
出
づ
べ
き
。
世
の
人
に
似
ぬ
、
心
の
程
は
、
皆
人
に
、
も
ど

か
し
か
る
ま
じ
く
は
べ
る
を
。
猶
、
後
安
く
を
、
お
も
ほ
し
た
れ

（
五
―
八
八
、
八
九
）

と
大
君
に
対
す
る
時
と
ま

っ
た
く
異
同
が
な
い
。

こ
の
よ
う
に
大
君
の
薫
と
の
結
婚
拒
否
が
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
中
君

物
語
に
移
入
さ
れ
、
反
復
さ
れ
て
い
る
。
二
人
の
拒
否
に
お
け
る
違
い
は
、

た
だ
結
婚
か
密
通
か
、
と
い
う
点
に
集
約
さ
れ
る
。
そ
れ
は

″動
機
″
の

問
題
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
中
君
の
薫
拒
否
に
お

い
て
は
、
中
君
に
と

っ
て
も
薫
に
と

っ
て
も
、
　
″密
通
″
で
あ
る
こ
と
が
、

拒
否
し
自
制
す
る
動
機
と
し
て
、
明
確
に
機
能
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

動
機
は
、
空
蝉
の
光
拒
否
の
動
機
で
も
あ

っ
た
。
空
蝉
は
光
と
の
密
通
の

後

「
常
は
、
い
と
、
す
く
′
ヽ
し
く
、
心
づ
き
な
し
と
、
思
ひ
あ
な
づ
り

つ
る
伊
豫
の
方
の
み
思
ひ
や
ら
れ
て
、
夢
に
や
見
ゆ
ら
ん
と
、
空
お
そ
ろ

し
く
、

つ
つ
ま
し

（
一
―
九
八
、
九
九
）
」
く
感
じ
て
い
る
。
ま
た

「
品

定
ま
り
ぬ
る
、
身
の
お
ぼ
え
な
ら
で

（
一
―

一
〇
五
）
」
と
の
彼
女
の
心

情
も
、
老
受
領
の
後
妻
と
し
て
の
自
ら
の

「
身
の
程
」
を
思
う
と
同
時
に
、

「
人
妻
」
で
あ
る
我
が
身
の
こ
と
も
慮

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
述
の
如

く
、
大
君
は

「
拒
否
す
る
女
」
と
し
て
空
蝉
の
思
念
を
承
け
て
い
る
。
が
、

そ
の
思
念
の
動
機
と
な
る
べ
き
体
験
は
、
こ
の
よ
う
に
中
君
が
継
承
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
先
程
引
用
し
た
宿
木
巻
で
中
君
が
自
邸
に

薫
を
呼
ん
だ
折
、
薫
が
中
君
の
袖
を
捉
え
、
う
ち
に
入

っ
て
来
る
時
の
叙

述
に

「
近
う
さ
ぶ
ら
う
女
房
、
二
人
ば
か
り
あ
れ
ど
、
す
ゞ
ろ
な
る
男
の
、

う
ち
入
り
来
た
る
な
ら
ば
こ
そ
、
こ
は
、
い
か
な
る
事
ぞ
と
も
、
ま
ゐ
り

寄
ら
め

（
五
―
七
五
）
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
需
木
巻
の
空
蝉
と
光
の
密

通
時
の

「
中
精
だ

つ
人
、
来
あ
ひ
た
る
。

（中
略
）
あ
さ
ま
し
う
こ
は
如

何
な
る
事
ぞ
と
、
思
ひ
惑
は
る
れ
ど
、
き
こ
え
ん
か
た
な
し
。
な
み
ノ
ヽ

の
人
な
ら
ば
こ
そ
、
荒
ら
か
に
も
、
引
き
か
な
ぐ
ら
め

（
一
―
九
五
、
九

六
）
」
と
の
叙
述
と
、
重
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

「
数
な
ら
ぬ
身
」
の
意
識
は
、
中
君
も
再
三
感
じ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ

は
、
匂
宮
と
六
君
の
婚
姻
と
い
う
現
実
の
体
験
か
ら
得
た
も
の
な
の
で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
も

「
思
念
の
人
」
大
君
に
対
し
て
、
中
君
は

「
体
験
す
る

人
」
な
の
で
あ
る
。

四

匂
宮
と
夕
霧
六
君
の
婚
姻
に
よ
る
、
中
君
の
不
安

・
苦
悩
は
、
女
性
の

生
き
方
と
し
て
結
婚
が
選
択
さ
れ
た
場
合
、　
一
般
に
回
避
不
能
な
も
の
と

し
て
、
描
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
中
君
の
心
情
は
次
の
如
く
語
ら
れ

２つ
。

中
納
言
の
君

（薫
）
の
、
い
ま
に
忘
る
べ
き
世
な
く
、
嘆
き
渡
り
給

ふ
め
れ
ど
、
も
し
、

（
大
君
が
）
世
に
お
は
せ
ま
し
か
ば
、
又
、
か

や
う
に
、
お
ぼ
す
事
は
あ
り
も
や
せ
ま
し
。
そ
れ
を
、

（大
君
は
）

い
と
深
う
、
い
か
で
、
さ
は
あ
ら
じ
と
、
思
ひ
入
り
給
ひ
て
、
と
ざ
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ま
か
う
ざ
ま
に
、
も
て
離
れ
ん
事
を
思
し
て
、
か
た
ち
を
も
、
愛

ヘ

て
む
と
、
し
給
ひ
し
ぞ
か
し
。
必
ず
、
さ
る
様
に
て
ぞ
お
は
せ
ま
し
。

今
思
ふ
に
、
い
か
に
、
重
り
か
な
る
御
心
掟
て
な
ら
ま
し
。

（
五
―

四

一
）

藤
村
潔
氏
の
指
摘
の
如
く
、
こ
の
中
君
の
心
中
思
惟
は
、
大
君
の
結
婚
拒

否
の
正
当
性
を
印
象
付
け
る
た
め
の
、

「
だ
め
押
し
」
（ｎ
）
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
彼
女
が
姉
君
の
思
慮
深
さ
を
賛
嘆
す
る
の
は
、
自
分
中
君
と

薫
の
婚
姻
を
勧
奨
し
て
い
た
姉
大
君
の
姉
心
と
は
、
矛
盾
す
る
は
ず
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
要
す
る
に
、
多
少
の
矛
盾
を
犯
し
て
ま
で
も
読
者
を
納
得

さ
せ
よ
う
と
の
、
作
者
の
意
図
ゆ
え
な
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

北
村
直
子
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、

「
中
君
の
心
内
語
は
、
大
君
の
生
前
抱

い
て
い
た
不
安
が
現
実
的
に
近
づ
い
て
き
て
い
る
こ
と
を
呈
示
す
る
も
の
」

（・２
）
で
あ
る
と
は
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
匂
宮
と
六
君
の
婚
姻
の
背
後

で
、
薫
と
女
二
宮
の
結
婚
話
も
、
同
じ
よ
う
に
進
展
し
て
い
る
か
ら
で
あ

２つ
。し

か
し
薫
自
身
は
、

昔
の
人
、
物
し
給
は
ま
し
か
ば
、
い
か
に
も
ノ
ヽ
、
外
ざ
ま
に
、
心

分
け
ま
し
や
。
時
の
帝
の
御
娘
を
賜
ふ
と
も
、
得
た
て
ま

つ
ら
ざ
ら

ま
し
。
ま
た
、
さ
思
ふ
人
あ
り
と
、
き
こ
し
召
し
な
が
ら
は
、
か

ゝ

る
事
も
な
か
ら
ま
し
を
。

（
五
―
三
二
三
）

と
考
え
て
い
る
。
大
君
存
命
な
ら
ば
自
分
は
女
二
宮
降
嫁
を
拒
否
し
た
し
、

帝
も
自
分

へ
の
降
嫁
な
ど
考
え
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

若
菜
上
巻
に
お
け
る
、
朱
雀
院
の
女
三
宮
の
婿
選
び
の
折
、
院
、
乳
母
、

光
源
氏
揃

っ
て
、
雲
居
雁
の
存
在
ゆ
え
に
、
夕
霧
を
婿
候
補
か
ら
除
外
し

て
い
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
薫
の
思
惟
を
、
弁
解
だ
と

一
方
的
に
き
め

つ
け
る
訳
に
も
い
く
ま
い
。
ま
た
、
中
君
の
薫

へ
の
評
価
に

″
ゆ
れ
″
が

み
ら
れ
る
こ
と
に
も
、
注
意
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
中
君
は
、
先
程
引
用
し

た
思
惟
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
或
い
は

「
（
大
君
が
）
お
は
せ
ま
し
か

ば
と
、
く
ち
お
し
う
、
思
ひ
出
で
聞
え
給

へ
ど
、
そ
れ
も
、
わ
が
有
様
の

や
う
に
、
う
ら
や
み
な
く
、
身
を
恨
む
べ
か
り
け
る
か
し
。

（
五
―

一
一

三
）
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
相
手
が
薫
で
あ

っ
て
も
、
匂
の
場
合
と
同
様

の
結
果
を
招
く
と
予
想
し
て
い
る
。
し
か
し

一
方
で
は
、
匂
宮
に
比
し
て
、

薫
の
方
が

一
段
と
立
ち
勝

っ
て
、
真
面
目
で
し
お
ら
し
い
人
柄
が
世
に
類

い
な
い
、
と
考
え

「
故
姫
君

（
大
君
）
の
、
思
し
掟
て
し
ま

ゝ
に
も
あ
ら

で
、
か
く
、
物
思
は
し
か
る
べ
き
方

（
匂
）
に
し
も
、
か

ゝ
り
そ
め
け
む

よ

（
五
―
二
〇
三
）
」
と
、
つ
ま
り
姉
君
の
勧
め
通
り
薫
と
む
す
ば
れ
て

い
た
ら
良
か

っ
た
、
と
思

っ
た
り
も
し
て
い
る
。
ま
た
、
東
屋
巻
に
お
い

て
も
、か

の
君

（薫
）
は
、
い
か
な
る
に
か
あ
ら
む
、
怪
し
き
ま
で
、
物
忘

れ
せ
ず
、
こ
宮

（
八
宮
）
の
、
御
後
の
世
を
さ
え
、
思
ひ
や
り
深
く
、

後
見
あ
り
き
給
ふ
め
る

（
五
―

一
五
四
）

な
ど
と
、
浮
舟
の
母
中
将
の
君
に
向
か

っ
て
薫
の
誠
実
さ
を
語

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
は
、
匂
と
薫
の
相
異
、
さ
ら
に
端
的
に
い
う
な
ら
ば
、
大
君
の
結

婚
拒
否
貫
徹
を
可
能
と
し
た
こ
と
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
薫
と
い
う
男

の
特
異
性
が
、
問
題
と
な

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
、
匂
も
薫
も
結

局
は
同

一
で
あ
る
、
と
こ
こ
で
明
言
す
る
こ
と
に
、
躊
躇
を
感
じ
て
い
る
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の
だ
と
思
わ
れ
る
。

五

と
こ
ろ
で
、
大
君
が
紫
上
の
思
念
を
承
け
て
い
る
こ
と
は
、
第

一
章
で

す
で
に
考
察
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
中
君
に
関
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

は
か
ば
か
し
い
後
見
も
な
い
身
で
男
性
の
心

一
つ
愛
情

一
つ
を
頼
り
に
、

正
妻
格
と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
き
た
女
性
が
、
そ
の
男
性
と
強
大
な
勢
力

の
後
見
を
持

つ
高
貴
な
女
性
と
の
婚
姻
に
よ

っ
て
、
自
己
の
有
り
よ
う
の

は
か
な
さ
頼
り
な
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
、
苦
悩
し
つ
つ
も
、
表
面
上
は
平

静
を
保

っ
て
お
い
ら
か
に
、
賢
明
に
対
処
し
よ
う
と
努
力
す
る
―
若
菜
巻

で
の
女
三
宮
降
嫁
に
際
し
て
の
紫
上
、
宿
木
巻
の
夕
霧
六
君
と
匂
宮
と
の

婚
姻
の
折
の
中
君
、
こ
の
二
人
の
、
心
情
、
思
惟
、
態
度
な
ど
を
比
較
し

つ
つ
検
討
し
て
い
く
と
、
如
上
の
ま

っ
た
く
同

一
の
様
相
が
看
取
さ
れ
る
。

そ
の
文
章
叙
述
を

つ
ぶ
さ
に
確
認
し
て
い
く
な
ら
ば
、
明
確
に
両
者
は
対

応
し
て
お
り
、
中
君
の
苦
悩
は
紫
上
の
苦
悩
を
意
識
し
た
上
で
描
か
れ
て

い
る
こ
と
が
解
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
苦
悩
は
無
視
さ
れ
て
世
人
か
ら

「
幸
人
」
と
い
わ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
も
同
じ
い
。
つ
ま
り
匂

・
六
君

の
結
婚
は
、
六
条
院

へ
の
女
三
宮
降
嫁
の
再
生
で
あ
り
、
紫
上
の
苦
悩
は

中
君
の
苦
悩
と
し
て
辿
り
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
大
君
は
紫
上
の

こ
の
苦
悩
か
ら
導
か
れ
た
思
念
を
継
承
し
て
、
結
婚
拒
否
を
遂
行
し
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
紫
上
と
同
じ
体
験
を
持

つ
中
君
の
物
語
は
、

大
君
の
拒
否
の
正
さ
を
検
証
し
承
認
し
て
い
る
ヽ
と
判
断
し
て
よ
い
か
と

も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
点
に
関
し
て
は
、
も
う
少
し
後
に
ま
わ
す
こ

と
と
し
て
、
今

一
度
中
君
物
語
と
、
第
二
部
で
の
紫
上
物
語
と
の
対
応
関

係
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
と
思
う
。

一ハ

中
君
の
苦
悩
は
無
論
匂
と
六
君
の
婚
姻
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
薫
の
わ

り
な
き
懸
想
に
よ
る
密
通
の
危
険
性
も
、　
一
方
で
は
大
き
な
苦
悩
の
種
と

な

っ
て
い
る
。
先
に
み
た
通
り
、
第
二
部
若
菜
巻
と
中
君
物
語
を
対
応
さ

せ
る
と
、
光
＝
匂
、
女
三
宮
＝
六
君
、
紫
上
＝
中
君
の
対
応
関
係
が
理
解

さ
れ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
薫
の
存
在
で
あ
る
。
若
菜
巻
で
密
通
を
起
こ

す
の
は
柏
木
で
あ
り
、
薫
は
そ
の
柏
木
の
子
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
薫
は
柏

木
と
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
も
す
る
。
そ
し
て
勿
論
、
そ
の
対

応
関
係
も
ま

っ
た
く
無
視
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
意
識
さ
れ
て
い
る

と
は
思
わ
れ
る
の
だ
が
（１３
）、
む
し
ろ
紫
上
＝
中
君
の
対
応
関
係
を
考
慮

す
る
な
ら
ば
、
彼
女
ら
と
密
通
を
起
こ
す
べ
く
あ
り
そ
う
な
人
物
は
、
そ

れ
ぞ
れ
夕
霧
、
薫
で
あ
り
、
こ
の
二
人
が
対
応
し
て
い
る
と
考
え
た
方
が

良
い
。
二
人
は
同
じ
よ
う
に

「
ま
め
人
」
と
呼
ば
れ
、
所
謂

「
色
好
み
」

で
は
な
い
人
物
、
即
ち
恋
愛
に
お
い
て
あ
な
が
ち
な
行
為
を
す
る
若
き
日

の
光
源
氏
や
、
匂
宮
な
ど
と
は
対
照
的
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

若
菜
巻
で
起
こ
っ
た
柏
木

・
女
三
宮
間
の
密
通
は
、
光
源
氏

・
藤
壺
間

の
密
通
の
報
い
と
し
て
の
面
を
持

つ
の
で
あ
る
が
、
作
中
に
も
し
ば
し
ば

仄
め
か
さ
れ
、
光
源
氏
も
厳
重
に
注
意
を
払

っ
て
い
た
、
夕
霧

・
紫
上
間
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の
密
通
の
方
が
、
応
報
と
し
て
は
よ
り
正
確
―
或
い
は
正
当
―
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
起
こ
さ
せ
な
か

っ
た
作
者
の
意
図
に
関
し
て
は
、

種
々
の
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
紫
上
お
よ
び
夕
霧
に
対

応
し
て
い
る
中
君

・
薫
間
の
密
通
が
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
回
避
さ
れ
て

い
る
の
を
み
る
と
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、

「
可
能
性
の
物
語
の
消
去
」

（‐４
）と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
密
通
が
起
こ
る
可

能
性
を

一
度
提
示
し
て
お
い
て
、
そ
れ
を
否
定
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
実

際
に
密
通
を
起
こ
し
得
る
の
は
、
柏
木
と
女
三
宮
、
匂
宮
と
浮
舟
で
あ
り
、

夕
霧

・
紫
上
、
或
い
は
薫

・
中
君
間
に
は
、
起
こ
り
得
な
い
。
女
性
側
の

適
切
な
処
置
対
応
と
、
男
性
側
の
性
格
―

つ
ま
り
人
物
の
造
型
か
ら
い
っ

て
、
実
現
の
可
能
性
が
極
度
に
低
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
薫

。
中
君
間

の
密
通
が
回
避
さ
れ
た
、
成
立
し
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
密
通
が
夕

霧

・
紫
上
間
に
は
生
起
し
得
な
か

っ
た
こ
と
の
確
認
と
な

っ
て
お
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
人
物
の
設
定
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
な

っ
て
い
る
の
だ
と

い
え
る
。

こ
こ
で
話
を
宇
治
十
帖
に
絞

っ
て
い
う
と
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
大
君

の
薫
拒
否
の
場
面
と
中
君
の
そ
れ
と
は
、
ほ
ぼ
同

一
趣
向
の
反
復
と
な

っ

て
い
る
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
大
君
の
拒
否
貫
徹
や
、
中
君
の
密
通
回
避

が
可
能
と
な

っ
た
の
に
は
、
彼
女
ら
の
適
切
な
対
処
と
共
に
、
相
手
が
薫

で
あ

っ
た
、
と
い
う
要
因
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
。
相
手
が
匂
で
は
不

可
能
で
あ

っ
た
ろ
う
と
い
う
仮
定
は
、
中
君
と
匂
の
婚
姻
や
、
匂

・
浮
舟

間
の
密
通
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
正
し
さ
を
承
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
、
人
物
の
異
同
に
よ

っ
て
物
語
の
展
開
に
差
異
が
生
ず
る
こ
と
を
示

唆
す
る
。
な
ら
ば
同
時
に
、
中
君
の
、
匂
と
六
君
の
婚
儀
成
立
に
よ

っ
て

苦
悩
す
る
姿
が
、
大
君
が
薫
と
結
ば
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
同
様
の
憂
苦

を
感
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
の
証
明
と
な

っ
て
い
る
、
と
の
想
定
の
有
効
性

を
、
否
定
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
み
た
通
り
薫
と
匂
で

は
、
そ
の
人
物
造
型
上
の
懸
隔
が
明
白
だ
か
ら
で
あ
る
。

七

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
中
君
物
語
が
大
君
の
拒
否
の
正
当
性
を
実
証

す
る
、
或
い
は
中
君
が
、
拒
否
し
な
か

っ
た
場
合
の
大
君
の
不
幸
を
代
行

し
て
い
る
、
と
み
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。

「
思
念
す
る
人
」
大
君
と

「
体
験
す
る
人
」
中
君
の
物
語
は
、
結
局
は
、
重
な
り
合

っ
て
ひ
と
つ
の

理
論
と
そ
の
実
践
、
と
い
う
関
係
に
は
な
り
得
な
か

っ
た
の
だ
と
い
え
る
。

作
者
の
構
想
に
は
、
中
君
物
語
を
大
君
物
語
の

「
だ
め
押
し
」
と
す
る
意

図
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
目
論
見
は
成
功
を
納
め
得
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
新
構
想
と
し
て
の
浮
舟
登
場
の
理
由
の

一
つ
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

原
初
構
想
で
の
中
君
の
役
割
り
が
、
な
ぜ
浮
舟
に
肩
代
わ
り
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
か

っ
た
の
か
。
吉
岡
噴
氏
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
出
自
等
の
人
物

設
定
か
ら
い
っ
て
、
中
君
は
入
水
自
殺
を
実
行
に
う
つ
せ
な
い
で
あ
ろ
う

こ
と
、
薫
に
は
中
君
と
の
密
通
を
敢
行
し
得
な
い
の
で
、
薫

・
匂
間
の
役

割
り
交
換
が
必
要
で
あ

っ
た
こ
と
、
の
二
点
を
あ
げ
る
（１５
）
０
こ
れ
は
妥

当
な
見
解
で
あ
る
。
中
君
や
薫
の
人
物
設
定
上
の
統

一
性
を
、
根
本
か
ら
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覆
す
よ
う
な
物
語
展
開
は
、
宇
治
十
帖
の
物
語
論
理
の
崩
壊
を
意
味
す
る

と
、
作
者
も
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
人
物
の
基
本
設
定
を
考
慮
す
れ
ば
、

中
君
物
語
は
作
中
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
結
末
に
達
せ
ぎ
る
を
得
な
い
。
な

ら
ば
、
大
君
の
思
念
は
依
然
正
当
性
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
浮
舟
物
語
は
、
単
に
原
中
君
物
語
の
代
案
の
み

な
ら
ず
、
大
君
物
語
の
修
正
版
と
し
て
の
意
味
を
も
持
た
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
る
。

第
二
章
　
　
救
済
な
き
女

。
浮
舟
に
関
す
る
考
察

一

浮
舟
は
、
大
君
中
君
と
同
じ
く
八
宮
の
娘
で
は
あ
る
が
、
母
親
の
身
分

は
低
く
、
継
父
の
身
分
も
常
陸
守
、
所
謂
受
領
階
層
で
あ
る
。
す
で
に
述

べ
た
如
く
、
宇
治
十
帖
は
中
の
品
の
女
性
の
物
語
で
あ

っ
た
訳
だ
が
、
二

人
の
姉
達
に
比
べ
、
浮
舟
は

一
層
低
い
身
分
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、

む
し
ろ
彼
女
の
方
が
、
空
蝉
や
初
め
下
の
品
の
女
と
思
わ
れ
て
い
た
夕
顔

に
、
よ
り
近
い
こ
と
が
解
る
。
浮
舟
物
語
の
方
が
、
さ
ら
に
中
の
品
の
物

語
と
し
て
は
純
粋
―
或
い
は
正
当
で
あ
る
、
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

但
し
彼
女
は
、
大
君
や
中
君
が
空
蝉
の
思
念
や
体
験
を
継
承
し
て
い
た

の
に
対
し
、
夕
顔
型
の
女
性
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
（１６
）０
確
か
に
、
浮
舟

が
三
条
の
小
屋
か
ら
薫
に
よ

っ
て
連
れ
出
さ
れ
る
場
面
や
、
匂
宮
が
浮
舟

を
宇
治
の
住
ま
い
か
ら
、
川
を
渡

っ
た
時
方
の
叔
父
の
荘
園

へ
と
い
ざ
な

う
場
面
な
ど
に
は
、
夕
顔
巻
の
影
響
が
露
わ
で
あ
る
。
匂
の
浮
舟

へ
の
異

常
と
も
い
え
る
耽
溺
も
、
光
の
夕
顔
に
対
す
る
そ
れ
と
同

一
で
あ
る
。
浮

舟
物
語
が
夕
顔
物
語
を
意
識
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
疑
間
の
余

地
が
あ
る
ま
い
。
ま
た
物
語
の
み
な
ら
ず
、
浮
舟
の
人
物
造
型
上
も
、
確

か
に
夕
顔
的
な
面
が
多
々
見
出
さ
れ
、
光
に
対
す
る
夕
顔
の
態
度
と
、
匂

に
対
す
る
浮
舟
の
態
度
に
は
類
同
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
浮
舟
を
ひ
と
え

に
夕
顔
型
の
女
性
と
の
み
、
分
類
し
て
し
ま
う
訳
に
は
い
か
な
い
。
空
蝉

の

「
数
な
ら
ぬ
身
」
の
意
識
は
、
そ
の
体
験
か
ら
母

。
中
将
の
君
が
、
よ

り
強
く
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
入
水

・
蘇
生
後
の
こ
と
を
考
え
て
も
、

や
は
り
浮
舟
も

「
拒
否
す
る
女
」
と
し
て
の
性
向
を
持

つ
、
と
考
え
ぎ
る

を
得
ま
い
。

篠
原
昭
二
氏
は
、
朝
顔
の
姫
君
を
め
ぐ

っ
て
の
考
察
（１７
）
に
お
い
て
、

紅
梅
巻
の
宮
君
や
、
朝
顔
の
姫
君
な
ど

「
拒
否
す
る
女
」
の
性
格
を
問
題

に
し
て
い
る
。
氏
は
、
こ
れ
ら
の
女
性
と
住
吉
物
語
や
落
窪
物
語
な
ど
の

継
子
諏
の
女
主
人
公
と
の
、
類
似
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
継
子
諏
の
女

主
人
公
は
、
元
来
懸
想
事
に
対
し
て
冷
淡
で
あ
り
、
例
え
ば
住
吉
物
語
に

お
い
て
は
、
継
母
に
よ

っ
て
恋
の
相
手
を
奪
わ
れ
て
も
、
姫
君
本
人
は
別

段
何
ら
痛
痒
を
感
じ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
醜
間
を
流
さ
れ
た
り
す
る
方
を
、

よ
り
強
い
虐
待
と
受
け
取

っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
結
婚
拒
否

へ
、
さ
ら
に

出
家
を
希
望
す
る
、
と
い
う
筋
道
を
辿
る
。
落
窪
物
語
で
も
ほ
ぼ
同
様
で
、

「
姫
君
は
、
実
母
の
無
い
事
か
ら
現
世
の
幸
福
を
諦
め
、
現
世
の
苦
難
か

ら
の
解
放
と
し
て
の
死
を
望
む
」
（１８
）
の
で
あ
り
、
現
世
の

一
環
と
し
て

の
結
婚
を
忌
避
し
て
い
る
。
彼
女
ら
継
子
諏
の
女
主
人
公
は
、
継
子
の
不
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如
意
な
状
態
か
ら
現
世
に
絶
望
し
、
死
や
出
家
を
願

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

篠
原
氏
は
、
こ
れ
ら

「
同
じ
類
型
の
物
語
群
に
主
人
公
の
性
格
が
共
通
し

て
い
た
」
と
し
、
継
母
の
も
と
に
あ
る
、
と
い
う
境
遇
は
、
実
母
即
ち
行

き
届
い
た
保
護
の
で
き
る
者
が
存
在
し
な
い
、
と
い
う
境
遇
に
お
き
か
え

る
こ
と
が
可
能
だ
と
す
る
。
朝
顔
の
姫
君
、
紅
梅
の
宮
君
、
そ
し
て
宇
治

大
君
も
、
そ
の
よ
う
な
境
遇
に
あ
り
、
継
子
諏
の
女
主
人
公
の
系
統
を
引

く
女
性
だ
と
い
う
。

篠
原
氏
の
論
に
は
首
肯
さ
せ
ら
れ
る
点
が
多
い
が
、
実
際
浮
舟
も
、
こ

れ
ら

「
拒
否
す
る
女
」
の
系
譜
上
に
位
置
す
る
と
思
わ
れ
る
。
浮
舟
物
語

が
、
継
子
諏
を
構
想
の
枠
と
し
て
用
い
つ
つ
、
展
開
し
て
い
る
こ
と
（１９
）

を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
当
然
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
女
も
婚
約
者

・

少
将
を
継
父
常
陸
守
に
よ

っ
て
奪
わ
れ
て
も
、

「
な
か
′
ヽ
、
か
ヽ
る
事

ど
も
の
出
で
来
た
る
を
、
嬉
し
と
思
ふ

（
五
―

一
四
九
）
」
て
い
る
。
さ

ら
に
、
匂
邸
を
逃
れ
出
で
て
、
三
条
の
小
屋
に
富
居
す
る
よ
う
に
な

っ

て
も
、　
フ
」
ヽ
ろ
安
く
て
な
む
。
ひ
た
ぶ
る
に
嬉
し
か
ら
ま
し
世
の
中
に

あ
ら
ぬ
所
と
思
は
ま
し
か
ば

（
五
―

一
八
三
）
」
と
詠
ず
る
な
ど
、
現
世

に
何
ら
期
待
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
様
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
宿
木
巻
の
、
薫
が
浮
舟
を
初
め
て
垣
間
見
る
場
面
に
お
い
て
、
彼

女
は

「
怪
し
く
、
あ
ら
は
な
る
心
地
こ
そ
す
れ

（
五
―

一
二

一
）
」
と
い

う
。
格
子
が
お
ろ
し
て
あ
る
か
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
の
あ
ろ
う
は
ず
が
な

い
、
と
の
女
房
の
言
に
反
し
て
、
無
論
薫
は
襖
の
穴
か
ら
覗
い
て
い
る
。

浮
舟
は
、

「
」
な
た
を
ば
、
後
め
た
げ
に
思
ひ
て
、
あ
な
た
ざ
ま
に
向
き

て
ぞ
、
添
い
臥
し

（
五
―

一
三
二
）
」
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
場
面
は
、

そ

っ
く
り
椎
本
巻
巻
尾
の
薫
に
よ
る
大
君
中
君
姉
妹
垣
間
見
の
場
面
の
反

復
で
あ
る
。
大
君
も

「
か
の
障
子
は
、
あ
ら
は
に
も
こ
そ
あ
れ
と
、
見
お

こ
せ
給

へ
る
用
意
、
う
ち
解
け
た
ら
ぬ
さ
ま
し
て

（
四
―
三
七
七
）
」
い

た
。
そ
れ
に
対
し
て
若
い
女
房
が
、
誰
も
覗
く
は
ず
が
な
い
、
と
反
論
じ

て
い
る
の
で
あ
る
。
初
め
て
の
垣
間
見
と
い
う
、
物
語
の
重
要
な
局
面
が
、

こ
の
よ
う
に
大
君
物
語
中
の
垣
間
見
と
頗
る
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考

え
て
も
、
や
は
り
浮
舟
も
中
君
が
そ
う
で
あ

っ
た
と
同
様
、
大
君
と
同

一

の
人
格
の
分
身
と
い
い
得
る

一
面
を
持

つ
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二

薫
が
三
条
の
仮
の
宿
を
訪
れ
、
浮
舟
を
略
奪
す
る
が
如
く
宇
治

へ
連
行

し
よ
う
と
す
る
東
屋
巻
の
条
に
は
、
浮
舟
が

「
心
や
す
く
し
も
、
封
面
し

給
は
ぬ
を
、
こ
れ
か
れ
、
お
し
出
て
た
り

（
五

一
一
九
〇
）
」
と
あ
る
。

姫
君
の
意
に
反
し
て
の
出
し
ゃ
ば
り
な
女
房
の
お
せ

っ
か
い
も
、
大
君
物

語
と
同
趣
向
な
の
で
あ
る
が
、
大
君
の
時
と
違

っ
て
、
な
ぜ
薫
は
女
性
側

の
意
志
を
無
視
し
て
強
引
に
計
画
を
実
行
に
う

つ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

薫
は
拒
否
の
果
て
の
死
に
よ

っ
て
大
君
を
失
い
、
中
君
も
自
ら
匂
と
結
び

付
け
て
し
ま

っ
た
た
め
に
手
に
入
れ
ら
れ
ず
、
密
通
も
拒
否
さ
れ
実
行
不

能
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
過
去
の
失
敗
に
鑑
み
た
の
で
も
あ
ろ
う
し
、
ま

た
何
よ
り
も
、
浮
舟
が
、
八
宮
の
認
知
を
受
け
な
か

っ
た
、
常
陸
守
の
継

子
と
い
う
低
い
身
分
の
存
在
で
あ

っ
た
こ
と
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
の

で
も
あ
ろ
う
。
今
問
題
に
し
て
い
る
場
面
に
関
し
て
は
、
前
節
に
お
い
て
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夕
顔
物
語
と
の
類
似
を
指
摘
し
た
。
が

一
方
で
は
、
光
源
氏
が
紀
伊
守
邸

で
空
蝉
を
自
ら
の
寝
所

へ
連
れ
込
む
場
面
や
、
幼
い
紫
上
を
北
山
か
ら
奪

取
す
る
場
面
と
の
重
層
も
認
め
ら
れ
る
。
空
蝉
は
老
受
領
の
後
妻
、
当
時

紫
上
の
実
態
は
孤
児
同
然
、
い
ず
れ
も
そ
の
低
い
身
分
ゆ
え
の
光
の
無
体

な
行
為
で
あ
る
（２０
）。
身
分
低
き
浮
舟
登
場
の
要
請
は
、
そ
の
よ
う
な
と

こ
ろ
か
ら
も
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
物
語
の
構
想
面
か
ら
す
る
と
、

恐
ら
く
は
現
中
君
物
語
の
裏
返
し
と
し
て
、
浮
舟
物
語
前
半
部
（２‐
）が
形

成
さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
中
君
が
密
通
を
回
避
じ
得
た
の
が
、

薫
と
い
う
相
手
ゆ
え
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
繰
り
返
し
述
べ
た
。

で
は
も
し
相
手
が
薫
で
は
な
く
、
匂
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
物

語
は
ど
ん
な
結
末
を
招
来
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な

″
も
し
″

と
い
う
仮
想
を
、
引
き
続
く
物
語
の
展
開
上
に
、
実
際
に
描
き
出
し
て
い

こ
う
と
す
る
傾
向
が
、
宇
治
十
帖
の
特
色
の

一
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
よ
う
。

浮
舟
と
い
う
身
分
低
き
娘
を
、
強
引
に
自
己
の
意
志
に
従
わ
せ
よ
う
と
画

策
し
実
行
す
る
の
は
、
恐
ら
く
人
物
設
定
か
ら
し
て
、
薫
の
成
し
得
る
最

低
の
妥
協
線
上
に
位
置
す
る
の
で
あ

っ
て
、
も
し
浮
舟
が
匂
と
先
に
契

っ

て
い
た
な
ら
、
薫
が
密
通
を
成
し
得
た
か
ど
う
か
は
、
は
な
は
だ
疑
間
で

あ
る
。
し
か
し
薫
で
は
な
く
匂
宮
が
密
通
の
相
手
で
あ
る
の
で
、
浮
舟
は

拒
否
し
得
ず
、
密
通
の
成
立
を
み
る
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
が
、
中
君
物
語

と
浮
舟
物
語
前
半
部
と
の
相
違
点
で
あ
る
。

大
君
物
語
と
比
較
す
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
大
君
が
結
婚
拒
否
を
成

し
遂
げ
て
、
何
ら
男
性
と
性
的
交
渉
を
持
た
ず
に
他
界
し
た
の
に
対
し
、

浮
舟
は
薫
と
契
り
、
同
時
に
匂
宮
と
も
通
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
そ
こ
か

ら
、
男
女
間
の
愛
欲
の
世
界
の
拒
否
と
し
て
死
が
選
ば
れ
、
さ
ら
に
物
語

後
半
部
で
は
、
出
家
が
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
浮
舟
物
語
に
あ

っ
て
は
、
男
性
を
拒
否
す
る
ま
で
に
具
体
的
体
験
が
あ
り
、　
″動
機
″
が

明
確
に
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
拒
否
す
る
、
と
い
う
展
開
を
示
す
。
そ
れ
ゆ

え
浮
舟
が
男
性
を
拒
否
す
る
必
然
性
は
高
く
、
頗
る
納
得
合
点
の
い
く
帰

結
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
浮
舟
物
語
は
、
動
機
な
き
男
性
拒
否
の

物
語
―
大
君
物
語
の
、
修
正
版
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
作
者
は
浮
舟
物

語
に
よ

っ
て
大
君
物
語
で
の
失
敗
の
改
正
を
、
企
図
し
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

三

浮
舟
の
拒
否
は
、
ま
ず
自
ら
の
死
に
よ

っ
て
実
行
さ
れ
よ
う
と
し
た
。

こ
の
点
大
君
の
結
婚
拒
否
と
同
様
で
あ
る
が
、
大
君
の
死
が
大
君
を
救
う
、

物
語
に
と

っ
て
の
―
或
い
は
現
実
に
生
き
る
女
性
達
の
問
題
の
、
解
決
と

な
る
結
論
で
な
い
（２２
）
の
と
同
じ
く
、
浮
舟
の
死
も
、
浮
舟
に
と

っ
て
の

救
済

・
問
題
の
解
決
と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
手
習
巻
で
の
浮
舟
再

登
場
は
、
作
者
が
死
に
よ

っ
て
遂
行
さ
れ
る
現
世
拒
否
、
男
性
拒
否
を
否

定
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
尼
君
の
元
婿
の
中
将

を
避
け
て
、
大
尼
君
の
も
と

へ
逃
げ
込
ん
だ
夜
の
浮
舟
の
、

い
み
じ
き
様
に
て
生
き
返
り
、
人
に
な
り
て
、
ま
た
、
あ
り
し
、
い

ろ
ノ
ヽ
の
憂
き
こ
と
を
、
思
ひ
乱
れ
、
む

つ
か
し
と
も
、
恐
ろ
し
と

も
、
物
を
思
ふ
よ
。
死
な
ま
し
か
ば
、
こ
れ
よ
り
も
、
恐
ろ
し
げ
な
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る
、
物
の
中
に
こ
そ
は
、
あ
ら
ま
し
か

（
五
―
三
八
三
）

と
い
う
思
惟
に
、
も

っ
と
も
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
浮
舟
は
死
を
恐
れ
、

死
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
先
程
、
浮
舟
の
男
性
拒
否
に
は
、
充
分
な
必
然
性
が
あ
る
と

述
べ
た
。
そ
れ
は
間
違
い
で
は
な
い
。
但
し
、
浮
舟
が
入
水
自
殺
と
い
う
、

平
安
貴
族
女
性
に
あ
る
ま
し
き
行
為
を
、
実
行
に
う
つ
す
だ
け
の
必
然
性

が
あ

っ
た
の
か
、
こ
の
点
は
些
か
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
代
の

感
覚
か
ら
す
れ
ば
、
彼
女
の
入
水
に
そ
れ
程
不
自
然
さ
を
感
じ
る
こ
と
は

な
い
。
ま
た
、
浮
舟
巻
に
お
け
る
、
煩
悶
す
る
浮
舟
の
内
面
描
写
を
追
跡

す
れ
ば
、
作
者
が
入
水
の
必
然
性

。
現
実
性
の
確
保
に
汲
々
と
し
て
い
る

こ
と
も
解
る
。
し
か
し
、
蜻
蛉
巻
で
の
、
残
さ
れ
た
人
々
の
反
応
を
み
れ

ば
、
当
時
入
水
が
ど
れ
程
常
軌
を
逸
し
た
行
為
で
あ

っ
た
か
、
理
解
で
き

よ
う
。
右
近
の
、

い
み
じ
く
、
お
ぼ
し
た
る
御
氣
色
は
、
見
た
て
ま
つ
り
渡
れ
ど
、
か

け
て
も
、
か
く
、
な
べ
て
な
ら
ず
、
お
ど
ろ
／
ヽ
し
き
こ
と
、
思
し

寄
ら
む
も
の
と
は
、
見
え
ざ
り
つ
る
、
人
の
御
心
ざ
ま
を
。
な
ほ
、

い
か
に
し

つ
る
事
に
か
と
、
お
ぼ

つ
か
な
く
、
い
み
じ

（
五
―
二
七

八
）

と
あ
る
思
惟
や
、
薫
の
、

「
い
か
や
う
な
る
、
た
ち
ま
ち
に
、
言
ひ
知
ら

ぬ
事
あ
り
て
か
、
さ
る
わ
ざ
は
、
し
給
は
む
。
我
な
ん
、
え
信
ず
ま
し
き

（
五
―
三
〇

一
、
三
〇
二
）
」
と
い
う
言
葉
な
ど
に
、
そ
れ
は
表
れ
て
い

る
。
ま
た
、
物
怪
の
事
件

へ
の
関
与
を
呈
示
し
て
、
現
実
性
を
高
め
よ
う

と
す
る
の
も
、
入
水
を
浮
舟
自
身
の
決
断
の
み
に
帰
さ
せ
る
こ
と
に
対
す

る
、
作
者
の
不
安
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
当
時
は
貴
族

女
性
の
入
水
自
殺
よ
り
、
物
怪
の
存
在
の
方
が
現
実
的
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

無
論
自
殺
が
未
遂
に
終
わ
り
、
横
川
僧
都
ら
に
助
け
ら
れ
て
蘇
生
す
る
と

い
う
、
物
語
展
開
上
の
要
請
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
、
必
ず
し

も
物
怪
の
登
場
を
必
定
と
す
る
も
の
で
も
あ
る
ま
い
。
手
習
巻
で
現
わ
れ

た
こ
の
物
怪
は
、
自
ら
が
浮
舟
に
憑
依
し
、
邸
か
ら
誘
い
出
し
た
と
語
る

の
だ
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
同
時
に
、
大
君
を
死
に
い
ざ
な

っ
た
の
も

自
分
で
あ
る
と
告
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
に
ゆ
え
、
こ
こ
で
大
君
の

死
が
物
怪
の
所
業
で
あ
る
と
、
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
ふ
た

た
び
大
君
物
語
に
立
ち
還

っ
て
眺
め
る
な
ら
ば
、
大
君
物
語
の
時
点
に
お

い
て
は
、
明
ら
か
に
物
怪
な
ど
超
自
然
的
な
力
の
介
入
は
、
否
定
さ
れ
て

い
る
と
確
認
で
き
る
。
総
角
巻
で
は
、
大
君
の
薫
と
の
結
婚
拒
否
に
つ
い

て

「
世
の
人
の
言
ふ
め
る
、
恐
ろ
し
き
神
ぞ
、

つ
き
た
て
ま

つ
り
た
ら
ん

と
、
歯
は
、
う
ち
す
き
て
、
愛
敬
な
げ
誓
冨
ひ
な
す

（
四
―
四
〇
六
）
」

女
房
を
、
わ
ざ
わ
ざ
登
場
さ
せ
、
そ
の
よ
う
に
い
う
古
女
房
達
の
―
或
い

は
世
間
の

一
般
的
通
念
の
―
俗
物
性
を
椰
楡
的
に
描
き

つ
つ
、
そ
れ
に
反

論
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
鬼
神
等
の
介
入
を
殊
更
否
定
し
て
い
る
。
ま
た

同
じ
総
角
巻
に
、
大
君
の
病
に
対
し
て
、

祭

。
祓
、
よ
ろ
づ
に
至
ら
ぬ
こ
と
な
く
し
給

へ
ど
、
物
の
罪
め
き
た

る
御
病
に
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
何
の
し
る
し
も
見
え
ず
。

（
四
―

四
五
八
）

と
の
説
明
が
あ
る
。
大
君
の
病

。
死
を
、
彼
女
自
ら
選
択
し
た
、
生
き
て

い
る
生
身
の
人
間
の

「
個
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
、
や
は
り
超
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自
然
的
な
も
の
の
介
入
を
拒
も
う
と
す
る
姿
勢
が
み
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
手
習
巻
で
、
物
怪
の
大
君
の
死

へ
の
関
与
が
云

々
さ
れ
る
の
は
、
浮
舟
の
入
水
自
殺
と
同
様
で
、
作
者
が
大
君
の
結
婚
拒

否
に
、
懸
命
の
努
力
の
甲
斐
も
な
く
、
充
分
な
現
実
性
を
付
与
し
得
な
か

っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
大
君
物
語
は
、
多
く
の
矛
盾
点
を
内

包
せ
ず
に
は
展
開
さ
れ
得
ず
、
結
果
的
に
結
婚
拒
否
の
必
然
性
も
、
大
君

の
死
の
現
実
性
も
得
ら
れ
な
か

っ
た
、
謂
わ
ば
失
敗
作
で
あ
る
。
作
者
は

注
意
深
く
超
自
然
的
存
在
を
排
除
し
、
生
身
の
人
間
違
の
ド
ラ
マ
と
し
て

描
こ
う
と
し
た
努
力
を
、
手
習
巻
の
物
怪
の
言
葉
に
よ

っ
て
、
捨
て
去
ろ

う
と
し
て
い
る
。
作
者
自
身
、
結
局
は
物
怪
の
仕
業
と
す
る
こ
と
に
よ

っ

て
し
か
、
大
君
物
語
に
現
実
性
を
持
た
せ
る
の
は
不
可
能
だ
と
、
認
め
ざ

る
を
得
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
作
者
が
大
君
物
語
を
或
る
意

味
で
破
棄
で
き
た
の
は
、
浮
舟
物
語
が
大
君
物
語
の
や
り
直
し
と
し
て
、

描
か
れ
て
い
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

四

大
君
物
語
で
の
結
婚
拒
否
は
、
浮
舟
物
語
で
は
後
半
部
、
浮
舟
蘇
生
後

に
ほ
ぼ
異
同
の
な
い
形
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
但
し
そ
こ
で
は
、
拒
否

の
相
手
は
薫
で
は
な
く
、
小
野
の
尼
君
の
元
婿
の
中
将
で
あ
る
が
、
こ
の

中
将
に
つ
い
て
は
、
薫
と
の
間
の
顕
著
な
類
似
性
が
指
摘
で
き
る
。
尼
君

は
、
死
ん
だ
娘
の
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
立
派
な
こ
の
婿
が
他
人
に
な

っ

て
し
ま

っ
た
こ
と
の
方
が
、
よ
り
悲
し
い
、
と
述
懐
す
る
が
、
こ
れ
は
そ

の
ま
ま
大
君
死
去
後
の
古
女
房
達
が
、
薫
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
感
懐
と

一
致
す
る
。
ま
た
、
浮
舟
を
願
う
中
将
は
、
尼
君
に
出
家
願
望
を
語
り
、

道
中
の
難
儀
を
か
こ
ち
、
物
思
い
の
あ
る
女
性
に
自
ら
の
思
い
を
聞
い
て

貰
い
た
い
の
だ
、
と
告
げ
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り
、
薫
が
弁
の
君
や
大
君

に
向
か

っ
て
語

っ
た
内
容
と
、
寸
分
も
違
わ
な
い
。
さ
ら
に
、

「
所
に
つ

け
て
こ
そ
、
物
の
あ
は
れ
も
ま
さ
れ
。

（中
略
）
お
の
づ
か
ら
、
御
心
も
、

通
ひ
ぬ
べ
き
を

（
五
―
三
八
〇
）
」
と
、
住
ん
で
い
る
所
柄

・
環
境
か
ら
、

自
分

一
人
で
、
浮
舟
の
人
物
像
を
推
量
し
、
造
り
上
げ
て
し
ま
う
の
も
、

薫
が
宇
治
の
土
地
柄
か
ら
、
勝
手
に
大
君
を
理
想
化
し
て
認
識
し
て
し
ま

う
の
と
、
同

一
の
傾
向
と
い
え
る
。
尼
君
は
中
将
に
つ
い
て
浮
舟
に

「
世

に
、
後
め
た
く
は
、
見
え
給
は
ぬ
も
の
を

（
五
―
三
七

一
）
」
つ
ま
り
容

易
に
間
違
い
を
犯
す
よ
う
な
人
物
で
は
な
い
か
ら
安
心
だ
と
述
べ
る
の
で

あ
る
が
、
無
論
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
薫

へ
の
評
言
で
も
あ

っ
た
。
こ
の
よ

う
に
中
将
は
薫
型
の
人
物
で
あ
り
、
薫
の
役
割
り
を
代
行
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
唯

一
頼
り
と
す
る
尼
君
ま
で
も
、
中
将
と
の
婚
姻

の
成
立
を
望
み
、
浮
舟
の
意
を
解
し
て
く
れ
な
い
、
孤
立
無
援
で
相
談
す

る
相
手
も
な
い
、
苦
し
い
状
況
も
、
大
君
中
君
両
物
語
に
共
通
し
て
設
定

さ
れ
て
い
た
、
同

一
の
状
況
で
あ

っ
た
。
以
上
の
如
く
、
浮
舟
物
語
に
お

い
て
も
、
大
君
の
結
婚
拒
否
と
同

一
の
事
象
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
大
君
と
同
様
、
浮
舟
は
中
将
を
拒
否
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

大
君
の
場
合
と
違
い
、
あ
れ
こ
れ
と
拒
否
の
理
由
を
列
挙
し
、
そ
の
必
然

性
を
訴
え
る
必
要
は
な
い
。
浮
舟
が
男
性
を
拒
否
す
る
理
由

・
必
然
性
は
、

す
で
に
浮
舟
物
語
前
半
部
で
、
彼
女
の
具
体
的
体
験
を
通
し
て
、
充
分
に

-23-



語
ら
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

五

こ
こ
で
浮
舟
が
と

っ
た
拒
否
の
方
法
は
、
出
家
で
あ

っ
た
。
大
君
の
結

婚
拒
否
の
時
点
で
提
示
さ
れ
て
い
た
、
二
つ
の
方
法
―
死
か
出
家
か
の
二

者
択

一
。
大
君
は
前
者
を
選
び
、
浮
舟
も
ま
た
、
す
で
に

一
度
、
前
者
を

選
択
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
方
法
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
先
に
み
た

通
り
で
あ
る
。
女
性
の
生
き
方
と
し
て
、
結
婚
か
結
婚
拒
否
か
、
死
に
よ

っ
て
拒
否
す
る
か
出
家
に
よ

っ
て
す
る
か
、
そ
う
い
っ
た
選
択
肢
を
順
に

選
ん
で
は
、
物
語
上
に
、
次
々
と
描
き
出
し
、
確
認
し
て
き
た
宇
治
十
帖

は
、
最
後
に
出
家
に
よ
る
男
性
拒
否

へ
と
辿
り
着
い
た
の
だ
と
い
え
よ
う

か
。さ

て
で
は
、
死
に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
拒
否
が
、
問
題
の
解
決
と
な
ら
な

か

っ
た
の
と
異
な

っ
て
、
出
家
に
よ
る
拒
否
は
、
解
決
に
な
る
と
認
め
て

よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
は
な
は
だ
疑
間
で
あ
る
と

い
わ
ぎ
る
を
得
な
い
。

尼
な
り
と
も
、
か

ゝ
る
様
し
た
ら
む
人
は
、
う
た
て
も
思
え
し
な
ど
、

中
ノ
ヽ
見
所
ま
さ
り
て
、
心
苦
し
か
る
べ
き
を
、
忍
び
た
る
さ
ま
に
、

猶
、
語
ら
ひ
取
り
て
ん

（
五
―
四
〇
〇
）

と
の
中
将
の
思
考
を
勘
案
す
れ
ば
、
作
者
が
出
家
を
絶
対
的
安
全
地
帯
と

見
倣
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
こ
と
が
、
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
薫
の

「
か
の
宮

（匂
）
も
、
き

ゝ
つ
け
給

へ
ら
ん
に
は
、
必
ず
、
思
し
出
で
て
、

思
ひ
入
り
に
け
ん
道
も
、
妨
げ
給
ひ
て
ん
か
し

（
五
―
四

一
二
）
」
と
い

う
心
内
語
も
同

一
の
事
情
を
示
唆
し
て
い
る
。　
一
方
浮
舟
自
身
も
、
匂
宮

と
の
情
事
は
否
定
す
る
が
、
薫
と
の
過
去
は
懐
か
し
く
回
顧
し
た
り
し
て

い
る
し

（
こ
こ
で
浮
舟
も
、
匂
と
比
較
し
薫
を
高
く
評
価
す
る
、
大
君
中

君
と
同

一
の
傾
向
を
み
せ
る
。
）
、
母
親
や
兄
弟
に
対
し
て
も
強
く
執
着

を
感
じ
て
い
る
。
ま
た
、
尼
君
は

「
侍
ら
ざ
ら
ん
後
な
ん
、
あ
は
れ
に
、

思
ひ
給

へ
ら
る
べ
き

（
五
―
四
〇

一
〉
」
と
、
自
ら
の
死
後
の
浮
舟
を
心

配
し
て
涙
を
流
す
。
横
川
僧
都
は
、
頼
も
し
く
も

「
な
に
が
し
が
、
侍
ら

ん
限
り
は
、
仕
う
ま
つ
り
な
ん

（
五
―
二
九
八
）
」
と
、
請
け
合

っ
て
く

れ
る
が
、
同
時
に
自
ら
の
余
命
の
幾
許
も
な
く
、

「
今
年

・
来
年
、
過
ぐ

し
難
き

（
五
―
二
九
四
）
」
こ
と
を
、
中
宮
に
告
げ
て
も
い
る
の
で
あ

っ

た
。
当
時
世
を
捨
て
、
出
家
生
活
を
営
も
う
と
考
え
て
も
、
そ
れ
な
り
の

経
済
基
盤
な
く
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
す
で
に
総
角
巻
に
お
い
て
も
、

弁
の
君
が
大
君
に
向
か

っ
て
教
え
諭
し
て
い
た
。
浮
舟
の
置
か
れ
た
状
況

は
、
依
然
と
し
て
脆
く
、
危
う
い
。

と
こ
ろ
で
、
出
家
に
よ
る
男
性
拒
否
は
、
何
も
宇
治
十
帖
に
至

っ
て
初

め
て
提
示
さ
れ
た
手
段
な
の
で
は
な
い
。
正
篇
に
お
い
て
も
す
で
に
幾
度

か
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
空

蝉
の
場
合
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
空
蝉
物
語
は
、

宇
治
十
帖
に
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
関
屋
巻
お
い
て
、

継
子
の
好
色
を
厭
う
て
、
出
家
し
た
空
蝉
で
あ

っ
た
が
、
彼
女
に
は
経
済

的
基
盤
が
な
く
、
六
条
院
に
引
き
取
ら
れ
ぎ
る
を
得
な
い
。
彼
女
が
物
語

世
界
か
ら
退
場
す
る
初
音
巻
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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か
の
、
あ
さ
ま
し
か
り
し
、
世
の
ふ
る
こ
と
を
、
聞
き
置
き
給

へ
る

な
め
り
と
、

（空
蝉
は
）
は
ず
か
し
く
、
か

ヽ
る
あ
り
様
を
、
御
寛

じ
は
て
ら
る
る
よ
り
ほ
か
の
報
い
は
、
い
ず
こ
に
か
侍
ら
む
と
て
、

ま
こ
と
に
、
う
ち
泣
き
ぬ
。
　
公
一―
三
八
八
）

あ
れ
程
頑
な
に
光
源
氏
を
拒
否
し
続
け
た
自
ら
の
、
彼
に
頼
り
、
斯
様
な

尼
姿
を
彼
の
前
に
晒
さ
ぎ
る
を
得
ぬ
今
の
有
様
を
自
覚
し
て
、
空
蝉
は

「
ま
こ
と
に
う
ち
泣
」
か
ず
に
は
お
れ
な
い
の
で
あ
る
。
胡
秀
敏
氏
の
指

摘
す
る
如
く
、

「
空
蝉
の
涙
に
は
、
光
源
氏
に
解
し
得
な
い
無
力
き
、
悔

し
さ
と
い
っ
た
辛
酸
な
思
い
が
含
ま
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
」
（２３
）０
そ

し
て
先
程
み
た
通
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
、
浮
舟
と
て
い
つ
陥
る
と
も

知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
し
て
、
出
家
と
て
問
題
の
解
決
策

。
救
済

の
手
段
と
は
な
り
難
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
夢
浮
橋
巻
巻

尾
が
作
者
の
思
想
の
到
達
点
で
あ
り
、
執
筆
の
内
的
必
然
性
は
す
べ
て
語

り
尽
く
さ
れ
、
物
語
は
完
結
し
て
い
る
の
だ
と
の
意
見
、
こ
れ
に
賛
同
す

る
こ
と
に
は
躊
躇
せ
ぎ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
女
性
は
い
か
に
生
く
べ

き
か
、
い
か
に
し
て
救
済
さ
れ
得
る
の
か
、
答
え
は
何

一
つ
と
し
て
、
提

示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

結
び
に
か
え
て
　
　
浮
か
び
た
る
女
た
ち

・
鯖
蛉
巻
後
半
部
の
考
察

一

宇
治
十
帖
は
女
性
の
生
き
方
に
つ
い
て
、

つ
ま
り
女
性
は
い
か
に
生
く

べ
き
か
、
と
い
う
課
題
に
対
す
る
、　
一
種
の
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
の
で

は
な
い
か
。
第

一
章
か
ら
第
二
章
の
各
所
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
宇
治
十

帖
は
、
中
の
品
の
物
語
で
あ
る
。
特
に
浮
舟
物
語
で
は
、
新
構
想
の
下
、

よ
り
純
度
を
高
め
て
描
き
直
し
始
め
ら
れ
た
、
中
の
品
物
語
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
な
ぜ
、
女
性
の
生
を
描
出
す
る
の
に
、
中
の
品
が
選
ば
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
は
森

一
郎
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

「
身
分
的

に
劣
位
に
あ
る
中
の
品
の
女
性

（没
落
の
姫
君
）
に
こ
そ
女
の
宿
世
の
命

題
が
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
た
か
ら
で
、
女
の
宿
世
を
命
題
と
す
る
主
題
と

の
連
関
に
よ
る
」
（２４
）
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
か
ら
し
て
、
蜻
蛉
巻
後
半

部
は
興
味
深
い
意
味
を
持

つ
。
帯
木
三
帖
中
に
は
、
朝
顔
の
姫
君
の
話
題

や
、
葵
上

。
藤
壺
ら
の
影
、
六
条
わ
た
り
の
貴
婦
人
の
叙
述
な
ど
が
、
散

見
す
る
。
こ
れ
ら
上
の
品
の
女
性
は
、
空
蝉

・
夕
顔
ら
中
の
品
の
女
性
と

の
対
比
を
目
的
と
し
て
、
描
き
込
ま
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
宇
治
十
帖

に
お
け
る
女

一
宮
の
話
題
の
散
見
も
、
同
様
の
事
情
と
理
解
で
き
る
し
、

原
初
構
想
の
問
題
か
ら
取
り
沙
汰
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
、
蜻
蛉
巻
後
半
部

に
つ
い
て
も
ま
た
、
同
じ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
女

一
宮
物
語
の
構
想
の

存
在
を
云
々
す
る
必
要
は
、
な
い
よ
う
に
思
う
。
か
と
い
っ
て
、
今
西
祐

一
郎
氏
の
述
べ
る

「
宇
治
十
帖
が

「
中
の
品
」
の
物
語
に
終
始
す
る
こ
と

に
対
す
る
、
作
者
の
う
し
ろ
め
た
さ
が
生
み
出
し
た
も
の
」
（２５
）
と
の
意

見
に
も
賛
意
を
表
し
難
く
感
ず
る
の
で
は
あ
る
が
。

二



当
時
の

「
女
の
宿
世
」
と
い
う
も
の
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
は
無
論
、

中
の
品
の
女
性
の
み
の
問
題
で
は
な
い
。
上
の
品
の
女
性
と
て
、
需
木
巻

で
空
蝉
に
つ
い
て
発
せ
ら
れ
た
、

「
女
の
宿
世
は
、
い
と
浮
か
び
た
る
な

ん
、
あ
は
れ
に
侍
る

（
一
―
九
十
二
）
」
と
い
う
言
辞
に
み
え
る
如
き
現

実
の
状
況
に
、
何
ら
変
わ
り
は
な
い
。
蜻
蛉
巻
後
半
部
は
、
そ
の
こ
と
を

示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
式
部
卿
の
宮
の
姫
は
、
父
宮
の
死
去
に
伴

い
、
東
宮
や
薫
に
と
の
父
宮
の
意
志
と
掛
け
離
れ
、
女

一
宮
の
女
房
と
し

て
出
仕
す
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。
父
親
が
帝
に
と
志
し
て
い
た
空
蝉

が
、
老
伊
予
介
に
嫁
す
、
と
い
う
程
度
で
は
な
い
に
せ
よ
、
確
か
に
薫
が

「
は
か
な
き
、
世
の
衰

へ

（
五
―
三
二
六
）
」
と
嘆
ず
る
よ
う
な
、
あ
わ

れ
な
境
遇
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
。
ま
た
、
薫
の
、
女

一
宮
に
関
す
る
次

の
心
中
思
惟
も
、
興
味
を
引
く
。

わ
が
は
ゝ
宮

（女
三
宮
）
も
、
お
と
り
給
ふ
べ
き
人
か
は
。
后
腹
と

聞
ゆ
ば
か
り
の
隔
て
こ
そ
あ
れ
、
帝
ノ
ヽ
の
、
お
ぼ
し
か
し
づ
き
た

る
さ
ま
、
異
事
な
ら
ざ
り
け
る
を
。
猶
、
こ
の
あ
た
り
は
、
い
と
、

殊
な
り
け
る
こ
そ
、
怪
し
け
れ
。
明
石
の
浦
は
、
心
憎
か
り
け
る
所

か
な

（
五
―
三
二
三
）

こ
こ
で
些
か
唐
突
に
、　
″
明
石
″
と
い
う
地
名
が
出
て
く
る
こ
と
に
、
注

目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
宇
治
十
帖
中
他
に
例
を
み
な
い
こ
の
地
名
の
、
不

自
然
な
登
場
は
、
な
に
ゆ
え
で
あ
ろ
う
か
。
無
論
薫
は
、
女

一
宮
が
明
石

中
宮
腹
で
あ
る
ゆ
え
に
、
こ
の
地
名
を
出
し
た
の
だ
。
明
石
中
宮
の
母
は

明
石
上
、
辺
境
の
地
明
石
に
閑
居
の
日
々
を
送

っ
て
い
た
身
分
低
い
、
所

謂
中
の
品
の
女
性
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
薫
を
は
じ
め
と
す
る
世
間

一
般

が
上
の
上
の
女
性
と
考
え
、
憧
憬
す
る
女

一
宮
も
、
実
は
元
を
た
だ
せ
ば

低
い
身
分
の
女
を
出
自
と
す
る
、
と
い
う
事
実
、
こ
の
事
実
を
端
な
く
も

薫
の
思
惟
中
の

″
明
石
″
の

一
言
が
暴
き
た
て
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
彼
女
も
ま
た
、
式
部
卿
の
宮
の
姫
君
と
は
逆
の
方
向
で
、
女
性
の
立

つ
地
盤
の
、
決
し
て
堅
牢
な
ら
ぎ
る
事
実
を
証
し
て
い
る
。
さ
ら
に
穿

っ

た
読
み
を
許
さ
れ
る
な
ら
、
今
こ
こ
で
薫
が
問
題
と
し
て
い
る
母

。
女
三

宮
は
、
か

つ
て
そ
の
身
分
の
高
貴
さ
ゆ
え
に
、
紫
上
の
煩
悶
を
導
き
出
し

た
、
そ
の
当
人
で
あ
る
。　
一
方
の
女

一
宮
―
そ
の
母

。
明
石
中
宮
は
、
実

母

。
明
石
上
の
身
分
低
き
が
ゆ
え
に
、
そ
の
紫
上
の
も
と
で
、
養
女
と
し

て
養
育
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。
明
石
上
と
は
、
自
ら
の
低
い

「
身
の

程
」
ゆ
え
に
苦
悶
し

つ
つ
も
、
程
に
従

っ
て
賢
明
に
生
き
た
女
性
の
、
代

表
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
、
古
今
の

「
身
の
程
」
の
上
下
の

あ
や
に
く
な
関
係
が
、
薫
の
心
内
の
何
げ
な
い
、
無
意
識
の
語
句
を
契
機

と
し
て
、
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

三

い
ず
れ
に
し
て
も
、
女
の
宿
世
は

「
浮
か
び
た
る
」
も
の
、
定
め
な
き

も
の
で
あ
る
。
宇
治
十
帖
は
、
中
の
品
の
物
語
と
し
て
、
そ
の
認
識
を
形

象
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
中
の
品
に
よ

っ
て
全
女
性
の
有
り
よ

う
を
代
表
さ
せ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
上
の
品
の
女
性
に
お
い
て

も
、
そ
の
生
の
不
安
定
さ
に
、
些
か
の
異
同
も
あ
る
訳
で
は
な
い
。
蜻
蛉



巻
後
半
部
は
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
蜻

綸
巻
後
半
部
は
、
中
の
品
の
女
性
を
主
人
公
に
女
性
の
生
の
は
か
な
さ
頼

り
な
さ
を
描
出
す
る
、
宇
治
三
姉
妹
の
物
語
を
、
女
性

一
般
に
普
遍
化
さ

せ
る
意
味
を
持

つ
の
で
あ
る
。
そ
の
は
か
な
い
生
を
、
女
は
い
か
に
生
き

る
べ
き
か
、
そ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
示
さ
れ
ぬ
ま
ま
で
あ
る
け
れ

ど
も
。

注（１
）拙
稿

「
宇
治
大
君
論
序
説
」

（
『
詞
林
』
六
号
、
平
成
元
年

一
〇

月
）

（２
）藤
村
潔

「
右
近
と
侍
従
―
橋
姫
物
語
と
浮
舟
物
語
の
交
渉
―
」

（
『
国
語
と
国
文
学
』
二
五
巻
九
号
、
昭
和
三
二
年
九
月
）
、
吉
岡

噴

「
宇
治
十
帖
の
構
想
」

（
『
国
語
と
国
文
学
』
四
三
巻

一
号
、
昭

和
四

一
年

一
月
）
等
参
照
。

（３
）注
１
に
同
じ
。

（４
）本
稿
で
の

『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、
す
べ
て
岩
波
書
店
日

本
古
典
文
学
大
系
に
依
る
。
但
し
、　
己
　
『
』

（
）
及
び
振
り
仮
名

は
省
略
し
、
適
宜

（
）
に
入
れ
て
主
体
或
い
は
対
象
等
の
人
物
を
示

し
た
。
本
文
引
用
後
の

（
）
内
の
数
字
は
、
古
典
文
学
大
系
で
の
巻

数
及
び
頁
数
を
示
す
。

（５
）今
西
祐

一
郎

「
「
宇
治
十
帖
」
管
見
」

（森

一
郎
編

『
日
本
文
学

研
究
大
成
　
源
氏
物
語
Ｉ
』
国
書
刊
行
会
昭
和
六
三
年
発
行
）
に
詳

し
い
。

（６
）注
５
前
掲
論
文
。

（
７
）後
世
の
源
氏
読
者
が
そ
う
呼
ぶ
の
み
な
ら
ず
、
作
者
自
身
作
中
で

使
用
し
て
い
る

（
初
音
巻
二
―
三
八
七
）
。
但
し

「
帯
木
」
の
呼
称

も
使
用
し
て
い
る

（関
屋
巻
二
―

一
六
三
）
。

（８
）源
氏
物
語
以
後
の
物
語
類
の
男
性
主
人
公
が
、
多
く
薫
型
の
人
間

で
あ
る
こ
と
や
、

『
無
名
草
子
』
な
ど
の
評
言
か
ら
、
薫
が
当
時
の

理
想
的
男
性
像
に
極
め
て
近
似
し
て
い
た
と
解
る
。

（
９
）森

一
郎

「
宇
治
の
大
君
と
中
君
」

（
『
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
』

笠
間
書
院
昭
和
五
四
年
発
行
）

（
１０
）藤
村
潔

「
宇
治
十
帖
の
世
界
」

（注
５
前
掲
書
）

（
Ｈ
）藤
村
潔

「
源
氏
物
語
の
物
怪
に
つ
い
て
」

（
『
源
氏
物
語
の
研
塞

桜
楓
社
昭
和
五
五
年
発
行
）

（
‐２
）北
村
直
子

「
「
源
氏
物
語
」
宇
治
の
大
君
の
世
界
―
不
安
の
論
理

―
」

（
『
学
大
国
文
』
二
九
号
、
昭
和
六

一
年
二
月
）

（
‐３
）柏
木
は
光
の
女
三
宮
に
対
す
る
、
薫
は
匂
の
中
君
に
対
す
る
、
そ

れ
ぞ
れ
の
扱
い
が
不
当
で
あ
る
と
し
て
、
自
己
の
恋
慕
を
正
当
化
し

よ
う
と
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
柏
木
が
落
葉
宮
を
得
て
な

お
飽
か
ず
女
三
宮
を
求
め
た
こ
と
と
、
薫
が
女
二
宮
を
得
て
女

一
宮

を
さ
ら
に
慕
う
こ
と
と
が
対
応
し
て
い
る
。

（
‐４
）鷲
山
茂
雄

『
源
氏
物
語
主
題
論
』

（塙
書
房
昭
和
六
〇
年
発
行
）

（
‐５
）吉
岡
畷

「
中
君
の
都
移
り
」

（秋
山
虔

。
木
村
正
中

。
清
水
好
子
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編

『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
第
八
集
、
有
斐
閣
昭
和
五
八
年
発
行
）

（‐６
）増
田
繁
夫

「
空
蝉
と
夕
顔
―
処
世
の
か
し
こ
さ
と

つ
た
な
さ
―
」

（
源
氏
物
語
探
求
会
編

『
源
氏
物
語
の
探
求
』
第
五
輯
、
風
間
書
房

昭
和
五
五
年
発
行
）

（‐７
）篠
原
昭
二

「
結
婚
拒
否
の
物
語
序
説
―
朝
顔
の
姫
君
を
め
ぐ

っ
て

―
」

（
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
　
源
氏
物
語
Ⅳ
』
有
精
堂
昭
和

五
七
年
発
行
）

（‐８
）注
１７
に
同
じ
。

（‐９
）宇
治
十
帖
と
継
子
調
の
関
係
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
考
察
の
予
宅

（２０
）胡
秀
敏

「
紫
上
に
投
影
さ
れ
た
空
蝉
像
」

（
大
阪
大
学

『
語
文
』

五
六
号
、
平
成
二
年
五
月
刊
行
予
定
）

（２‐
）
こ
こ
で
は
大
ま
か
に
、
浮
舟
入
水
前
を
前
半
部
、
入
水
後
を
後
半

部
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

（２２
）武
原
弘

「
宇
治
十
帖
研
究
序
説
―
大
君
の
人
物
像
を
ど
う
把
握
す

る
か
―
」

（
梅
光
女
学
院
大
学

『
国
文
学
研
究
』
四
号
、
昭
和
四
三

年

一
〇
月
）
や
、
北
村
直
子
注
１２
前
掲
論
文
等
参
照
。

（２３
）注
２０
に
同
じ
。

（２４
）森

一
郎
注
５
前
掲
書
解
説
。

（２５
）注
５
前
掲
論
文
。

（
わ
た
ら
い

ｏ
あ
つ
ゆ
き
　
本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
じ
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