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八
宮
の

「本
心
」
と
薫
の

「誤
解
」

―
薫
に
見
る

「昔
物
語
」
か
ら
の
逸
脱

・
序
章
―

一

「源
氏
物
語
」
に
見
え
る
数
々
の
遺
言
に
は
、
そ
れ
を
託
さ
れ
た
人
々

の
心
や
人
生
ま
で
も
呪
縛
し
続
け
る
力
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

稀
憾

仄

強

製

箱

ぇ
る
源
氏
の
母
桐
一要

が
望

女
も
い
と
い
み
じ
と
見
た
て
ま

つ
り
て
、

「限
り
と
て
別
る
る
道
の
悲
し
き
に

い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り

い
と
か
く
思
う
た
ま

へ
ま
し
か
ば
」
と
、
息
も
絶
え

つ
つ
、
聞
こ

え
ま
ほ
し
げ
な
る
こ
と
は
あ
り
げ
な
れ
ど
、
い
と
苦
し
げ
に
た
ゆ

げ
な
れ
ば
、
・…
‥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（桐
壺
１
■

六
）

死
を
目
前
に
し
宮
中
を
退
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
桐
壺
更
衣
は
、

息
も
絶
え
絶
え
に
「聞
え
ま
ほ
し
げ
な
る
こ
と
を
」
桐
壺
帝
に
告
げ
る
。

そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
「光
宮

の
将
来
の
栄
達
を
帝
に
た
の
む
」
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な

中
川
　
照
将

く
、
彼
は
そ
れ
以
後
実
際
に

「更
衣
の
遺
言
に
し
ば
ら
れ
」
続
け
る
こ

と
に
な
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
光
源
氏
を
中
心
と
す
る
第

一
部
と
第
二

部
は
、
物
語
冒
頭
に
描
か
れ
た
こ
の

一
人
の
女
性
の
遺
言
に
よ
っ
て
方

向
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
」ゝ
れ
か
ら

論
じ
て
い
く
字
治
十
帖
で
も
、
そ
の
始
発
と
な
る
「橋
姫
」
巻
冒
頭
に
、

あ
る

一
人
の
女
性
に
よ
っ
て
以
後
の
展
開
を
決
定
づ
け
る
重
要
な
遺
言

が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
遺
言
と
は
、
八
宮
の
北
の
方
の
そ
れ
で
あ
る
。

権
力
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
、
世
の
中
か
ら

「さ
し
放
た
れ
」
た
八
宮

の
唯

一
の
心
の
拠
り
所
で
あ
る
北
の
方
は
、
中
君
の
出
産
直
後
、
そ
の

出
産
を
原
因
に
死
ん
で
し
ま
う
。
仕
え
て
い
る
女
房
た
ち
は
、
産
ま
れ

て
く
る
子
が
男
の
子
で
な
か
っ
た
上
に
、
北
の
方
ま
で
も
が
命
を
落
と

す
原
因
と
な
っ
た
中
君
の
誕
生
を

「
い
で
や
、
を
り
ふ
し
心
憂
く
」
な

ど
と
評
し
、
誰

一
人
と
し
て
彼
女
に
身
を
入
れ
て
世
話
し
よ
う
と
し
な

い
の
だ
が
、
唯

一
人
宮
だ
け
に
は
北
の
方
の
遺
言
の
力
が
作
用
す
る
。

限
り
の
さ
ま
に
て
、
何
ご
と
も
お
ぼ
し
わ
か
ざ
り
し
ほ
ど
な
が

ら
、
こ
れ
を
い
と
心
苦
し
と
思
ひ
て
、
「
細
飼
劇
劃
到
朝
И
刷
呵

見
た
ま
ひ
て
、
あ
は
れ
と
お
ぼ
せ
」
と
ば
か
り
、
た
だ

一
言
な
む
、
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創
口
割
Ｊ
則
目
日
刑
罰
剛
測
悧
翻
『
前
の
世
の
契
り
も
つ
ら
き
を

り
ふ
し
な
れ
ど
、
さ
る
べ
き
に
こ
そ
は
あ
り
け
め
と
、
今
は
と
見

え
し
ま
で
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
て
、
つヽ
し
ろ
め
た
げ
に
の
た
ま
ひ

し
を
と
、
お
ぼ
し
出
で
つ
つ
、
司
り
瀾
ｄ
ｄ
Ы
ｌ
呵
司
洲
引
ｕ
引

日
剰
釧
劃
副
到
劇
列
創
刊
司
ｏ　
　
　
　
　
　
　
　
　
（橋
姫
６
二
一五
七
）

臨
終
の
際
、
朦
朧
と
す
る
意
識
の
中
、
女
房
た
ち
に
冷
た
く
あ
し
ら

わ
れ
る
中
君
を
不
憫
に
思
っ
た
北
の
方
は

「
こ
の
君

（中
君
）
を
自
分

の
形
見
と
思
っ
て
、
大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
」
と
八
官
に
訴
え
る
。
注

目
す
べ
き
は
、
物
語
内
で
彼
女
の
唯

一
発
し
た
言
葉
が
、
他
で
も
な
い

中
君
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
以
上
に
彼
女
の
遺

言
を
聞
い
た
人
宮
が

「
こ
の
君

（中
君
）
を
ｕ
劇
」
大
切
に
育
て
た
と

い
う
事
実
に
あ
る
。
確
か
に
、
人
宮
も
親
で
あ
る
以
上
、
大
君
も
中
君

も
同
じ
よ
う
に
大
切
に
思
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
八
宮
は
宇
治
十
帖

物
語
の
始
発
に
お
い
て
、
父
性
を
は
る
か
に
越
え
た
北
の
方
の

〈
遺
言

〉
と
い
う
力
に
よ
つ
て
中
君
を
幸
福
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

「使

命
」
を
負
わ
さ
れ
た
の
だ
。
以
後
、
八
宮
の
す
べ
て
の
行
動
は
、
そ
の

「使
命
」
の
遂
行
と
い
う
目
的
の
も
と
に
収
束
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二

そ
ん
な
宇
治
の
世
界
に
出
生
の
秘
密
を
背
負

っ
た

一
人
の
男
性
が
現

れ
る
。
そ
れ
が
薫
だ
。
薫
は
冷
泉
帝
と
阿
闇
梨
の
会
話
か
ら

「俗
な
が

ら
聖
」
で
あ
る
八
宮
と
い
う
存
在
に
興
味
を
持
ち
交
際
を
求
め
る
。
一

方
、
不
遇
の
人
生
を
歩
ん
だ
八
宮
の
方
も
阿
閣
梨
か
ら
薫
の
申
し
入
れ

を
聞
い
て
う
れ
し
く
思
い
、
一
一人
は
徐
々
に
交
際
を
深
め
て
い
く
よ
う

に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

二
人
の
交
際
が
始
ま
り
三
年
の
月
日
が
た
つ
た
あ
る
秋
の
末
頃
、
薫

は
い
つ
も
の
よ
う
に
宇
治
に
訪
れ
る
。
霧
深
く
、
荒
々
し
い
風
が
吹
く

宇
治
の
夜
。
八
官
邸
に
近
づ
く
薫
の
耳
に
は
、
ふ
と

「そ
の
こ
と
と
も

聞
き
分
か
れ
ぬ
も
の
の
音
ど
も
」
が
、
土
地
柄
で
も
あ
ろ
う
か
、
「
い
と

す
ご
げ
」
に
響
い
て
く
る
の
で
あ
る
。

【場
面

一
】

近
く
な
る
ほ
ど
に
、
そ
の
こ
と
と
も
聞
き
分
か
れ
ぬ
も
の
の
音

ど
も
、
い
と
す
ご
げ
に
聞
こ
ゆ
。
常
に
か
く
遊
び
た
ま
ふ
と
聞
く

を
、
つ
い
で
な
く
て
、
宮
の
御
琴
の
音
の
名
高
き
も
、
え
聞
か
ぬ

ぞ
か
し
、
よ
き
を
り
な
る
べ
し
、
と
思
ひ
つ
つ
入
り
た
ま
へ
ば
、
刻

ヨ
リ
劃
倒
劃
副
剰
引
引
引
Ч
劃
釧
詞
―こ―
詞
Ｎ
ｄ
ｌ
測
ｑ
制
ｑ
倒
剖

（橋
姫
６
二
一七
三
）

前
々
か
ら
聞
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
八
宮
の
演
奏
が
聞
け
る
の
で
は

な
い
か
と
期
待
す
る
薫
は
さ
ら
に
耳
を
傾
け
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
八

宮
の

「琴
の
音
」
は
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に

「も
の
き
よ
げ
に
お
も
し

ろ
」
く
聞
こ
え
る
琵
琶
の
音
と

「た
え
だ
え
」
に
し
か
聞
こ
え
て
こ
な

い
争
の
琴
の
音
だ
け
が
響
い
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。
結
局
、
八
宮
の
琴

も

の
き

よ
け

に
お
も

し

ろ
し
。



の
演
奏
を
聞
き
た
い
と
い
っ
た
薫
の
望
み
は
叶
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い

も
の
の
、
」ゝ
れ
ま
で
は
「世
の
常
の
女
し
く
な
よ
び
た
る
か
た
」
は
劣
っ

て
い
る
だ
ろ
う
と
期
待
も
し
て
い
な
か
っ
た
姫
君
た
ち
の
意
外
な

一
面

を
知
る
こ
と
と
な
り
、
薫
の
興
味
は

一
転
す
る
。
つ
い
に
は
姫
君
た
ち

の
姿
を
か
い
ま
見
ま
で
し
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

薫
と
姫
君
た
ち
と
の
交
際
も
そ
の
日
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
、
そ
の

交
際
を
知
っ
て
喜
ん
だ
の
は
何
を
隠
そ
う
父
八
宮
で
あ
っ
た
。

官
に
も
、
か
く
御
消
息
あ
り
き
な
ど
、
人
々
聞
こ
え
さ
せ
御
覧

ぜ
さ
す
れ
ば
、
「何
か
は
。
懸
想
だ
ち
て
も
て
な
い
た
ま
は
む
も
、

な
か
な
か
う
た
て
あ
ら
む
。
例
の
若
人
に
似
ぬ
御
心
ば
へ
な
め
る

を
、
日
洲
引
ｄ
ｄ
矧
劉
測
日
「
コ
司
到
刻
呵
ｑ
嘲
列
Ч
ｑ
ｕ
洲
国
、

さ
や
う
に
て
心
ぞ
と
め
た
ら
む
」
な
ど
の
た
ま
ひ
け
り
。

（橋
姫
６
■
一八
八
）

八
宮
に
は
あ
る
心
配
事
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
自
分
の
死
後
の
娘
た
ち

の
処
置
に
つ
い
て
で
あ
る
。
八
官
は
薫
と

「法
の
友
」
と
し
て
の
親
密

な
交
際
を
経
た
結
果
、
「例
の
若
人
に
似
ぬ
」
彼
に
、
是
非
自
分
の
願
い

を
聞
い
て
欲
し
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
な
の
だ
。
「亡
か
ら
む
の
ち
も

な
ど
、
〓
言
つ
ち
ほ
の
め
か
し
て
し
か
ば
」
と
い
う
言
葉
は
、
つ
ま
り

そ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
「う
ち
ほ
の
め
か

す
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ま
だ
八
宮
は
本
当

の
気
持
ち
を
具
体
的
に
薫
に
伝
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
願
い
が

は
っ
き
り
と
し
た
形
で
示
さ
れ
る
の
は
、
薫
が
次
に
宇
治
へ
訪
れ
た
時

で
あ
る
。
そ
の
年
の
十
月

「
五
六
日
の
ほ
ど
」
に
、
薫
は
再
び
宇
治
ヘ

訪
れ
、
八
宮
と
合
奏
を
す
る
。
こ
の
場
面
は
重
要
な
所
な
の
で
、
多
少

長
い
が
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。

【場
面
二
】

明
け
が
た
近
く
な
り
ぬ
ら
む
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
あ
り
し
し
の
の

め
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
琴
の
音
の
あ
は
れ
な
る
こ
と
の
つ
い
で
つ

く
り
出
で
て
、
①

「さ
き
の
た
び
の
霧
に
ま
ど
は
さ
れ
は
べ
り
し

曙
に
、
い
と
め
づ
ら
し
き
も
の
の
音
、
二
月
う
け
た
ま
は
り
し
残

り
な
む
、
な
か
な
か
に
い
と
い
ぶ
か
し
う
、
飽
か
ず
思
う
た
ま
へ

ら
る
る
」
な
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
「色
を
も
香
を
も
思
ひ
捨
て
て
し

の
ち
、
昔
聞
き
し
こ
と
も
皆
忘
れ
て
な
む
」
と
の
た
ま
へ
ど
、
②

人
召
し
て
琴
取
り
寄
せ
て
、
「
い
と
つ
き
な
く
な
り
に
た
り
や
。
し

る
べ
す
る
も
の
の
音
に
つ
け
て
な
む
、
思
ひ
出
で
ら
る
べ
か
り
け

る
」
と
て
、
琵
琶
召
し
て
、
客
人
に
そ
そ
の
か
し
た
ま
ふ
。
取
り

て
調
べ
た
ま
ふ
。
「さ
ら
に
ほ
の
か
に
聞
き
は
べ
り
し
、
同
じ
も
の

と
も
思
う
た
ま
へ
ら
れ
ざ
り
け
り
。
御
琴
の
響
き
か
ら
に
や
と
こ

そ
思
う
た
ま
へ
し
か
」
と
て
、
心ヽ
解
け
て
も
掻
き
た
て
た
ま
は
ず
。

③

「
い
で
、
あ
な
さ
が
な
や
。
し
か
御
耳
と
ま
る
ば
か
り
の
手
な

ど
は
、
何
処
よ
り
か
こ
こ
ま
で
は
伝
は
り
来
む
。
あ
る
ま
じ
き
御

こ
と
な
り
」
と
て
、
琴
掻
き
な
ら
し
た
ま
へ
る
、
い
と
あ
は
れ
に

心
す
ご
し
。
か
た
へ
は
、
峰
の
松
風
の
も
て
は
や
す
な
る
べ
し
。
④

い
と
た
ど
た
ど
し
げ
に
お
ぼ
め
き
た
ま
ひ
て
、

′ヽぃ
ば
へ
あ
る
手
ひ

と
つ
ば
か
り
に
て
や
め
た
ま
ひ
つ
。

「
こ
の
わ
た
り
に
、
お
ぼ
え
な
く
て
、
を
り
を
り
ほ
の
め
く
等
の

-32-



琴
の
音
こ
そ
、
心
得
た
る
に
や
、
と
聞
く
を
り
は
べ
れ
ど
、
心
と

ど
め
て
な
ど
も
あ
ら
で
、
久
し
う
な
り
に
け
り
や
。
心
に
ま
か
せ

て
、
お
の
お
の
掻
き
な
ら
す
べ
か
め
る
は
、
川
波
ば
か
り
や
打
ち

合
は
す
ら
む
。
論
な
う
、
も
の
の
用
に
す
ば
か
り
の
拍
子
な
ど
も
、

と
ま
ら
じ
と
な
む
お
ぼ
え
は
べ
る
」
と
て
、
⑤

「掻
き
鳴
ら
し
た

ま

へ
」
と
、
あ
な
た
に
聞
こ
え
た
ま

へ
ど
、
思
ひ
寄
ら
ざ
り
し
ひ

と
り
ご
と
を
聞
き
た
ま
ひ
け
む
だ
に
あ
る
も
の
を
、
い
と
か
た
は

な
ら
む
、
と
ひ
き
入
り
つ
つ
、
皆
聞
き
た
ま
は
ず
。
た
び
た
び
そ

そ
の
か
し
た
ま

へ
ど
、
と
か
く
聞

」ゝ
え
す
さ
び
て
や
み
た
ま
ひ
ぬ

め
れ
ば
、
い
と
く
ち
を
し
う
お
ぼ
ゆ
。
　
　
（橋
姫
６
二
一九

一
～
）

で
は
、
こ
の
場
面
の
内
容
を
具
体
的
に
追

っ
て
い
く
。
ま
ず
、
①
薫

が

「
さ
き
の
た
び
の
霧
に
ま
ど
は
さ
れ
は
べ
り
し
曙
に
、
い
と
め
づ
ら

し
き
も
の
の
音
、
二
月
う
け
た
ま
は
り
し
残
り
な
む
、
な
か
な
か
に
い

畔
「い知鵠
淋
郎葬
話ま診
堪
斜
鈍
い畢
け

琴
を
催
促
を
し
て
い
る
。
②
そ
こ
で
、
人
官
は
琴
の
琴
を
手
に
し
、
薫

に
は
琵
琶
を
勧
め
た
。
薫
は
と
り
あ
え
ず
琵
琶
を
掻
き
鳴
ら
す
が
そ
れ

で
は
納
得
し
な
い
。
彼
は
是
非
姫
君
が
弾
く
琵
琶
を
聞
き
た
い
と
言
い

出
す
の
だ
。
こ
れ
は
薫
が
先
日
姫
君
た
ち
の
合
奏
を
聞
い
た
時
、
彼
の

耳
に
は
琵
琶
の
音
の
方
が
強
く
響
い
て
い
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
と

い
っ
て
い
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
は
、
案
外
、
薫
が
聞
き

た
か
っ
た
の
は
人
宮
の
琴
の
琴
よ
り
も
、
琵
琶
の
音
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
③
し
か
し
、
な
ぜ
か
八
宮
は
薫
の
要
求
を
か
わ
し
、
琴

の
琴
を
掻
き
鳴
ら
す
。
④
そ
の
後
、
彼
は
演
奏
を
止
め

「
こ
の
わ
た
り

に
、
お
ぼ
え
な
く
て
、
を
り
を
り
ほ
の
め
く
筆
の
琴
の
音
こ
そ
、
心
得

た
る
に
や
、
と
聞
く
を
り
は
べ
れ
ど
、
心
と
ど
め
て
な
ど
も
あ
ら
で
、

久
し
う
な
り
に
け
り
や
。」
と
言
っ
て
、
⑤
姫
君
に
演
奏
す
る
よ
う
に

勧
め
る
が
、
結
局
弾
か
な
か
っ
た
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
場
面
で
最
も
注
目
す
べ
き
は
、
④

「争
の
琴
の
音
こ
そ
」
が

一

体
誰
を
指
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、

こ
れ
ま
で
の
諸
注
釈
で
は

「争
の
琴
の
音
」
の
主
は
中
君
で
あ
る
と
い

う
も
の
、
ま
た
は
中
君

。
大
君
の
特
定
の
ど
ち
ら
か
を
指
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
一
一人
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
も
の
の
二
つ
に
解

釈
が
分
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
他
の
箇
所
に
も
人
々
の
噂
と
い
う
形

で
「
い
と
を
か
し
げ
に
こ
そ
も
の
し
た
ま
ふ
な
れ
。
等
の
琴
上
手
に
て
、

故
宮
の
明
け
暮
れ
遊
び
な
ら
は
し
た
ま
ひ
け
れ
ば
」
（総
角
７
・七
九
）
と

あ
る
よ
う
に
、
等
の
琴
の
音
が
す
ば
ら
し
い
こ
と
は
い
わ
ば
物
語
内
の

事
実
で
あ
り
、
そ
の
事
実
は
先
の
琵
琶
で
は
な
く
等
の
琴
を
特
別
誉
め

た
八
宮
の
受
け
答
え
と
全
く
矛
盾
し
な
い
。
し
か
も
、
「争
の
琴
の
音

こ
そ
」
と
あ
え
て
強
調
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
八
宮
が
そ
れ

を
演
奏
す
る
特
定
の
人
物
を
念
頭
に
置
い
て
話
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
実
は
、
そ
の
言
葉
に
こ
そ
八
宮
の
意
図
と
も
い
う
べ
き
も

の
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の

「筆
の
琴
の
音
こ
そ
」
と
い
う
言
葉
に
隠
さ
れ
た

人
宮
の
意
図
、
な
ら
び
に
本
論
後
半
に
触
れ
る

「橋
姫
」
巻
の
薫
の
か

い
ま
見
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
既
に
す
ぐ
れ
た
考
察
が
な
さ
れ
て
い
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る
。
西
耕
生
氏

「
「も
の
の
音
め
づ
る
」
心
―
大
君
を
と
り
ま
く
人
び

と
」
翁
中
古
文
学
」
一
九
九
一
・
五
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
西
論
文
で
は
、
こ

れ
ま
で
指
摘
さ
れ
な
か
っ
た
八
宮
の
意
図
、
そ
し
て
そ
の
意
図
が
大
君

に
忠
実
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
点
を
明
確
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と

に
成
功
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
然
西
論
文
に
は
論
者
と
解
釈

の
異
な
る
箇
所
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
以
後
、
適
宜
西
論
文
を
視

野
に
入
れ
な
が
ら
、
卑
見
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

さ
て
、
「等
の
琴
の
音
こ
そ
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
西
氏
は

【場
面

一
こ
以
前
に
八
宮
が
大
君
に
琵
琶
を
、
中
君
に
は
等
の
琴
を
与
え
た
（橋

姫
６
二
〓
全

）
と
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
「「心
得
た
る
」
「等
の
琴
の

上こ

と
は
即
ち
、
薫
に
対
し
て
中
の
君
を
引
立
て
よ
う
と
す
る
人
の
官

胸
鎌
細
議
糊
湘
村
林
議
“
あ
“
一「
」
授
晰
轄
れ
）
か
島
一」

‐こ 」
０
鋼
哺
秘

の
演
奏
が
す
ば
ら
し
い
こ
と
は
物
語
内
の
事
実
で
あ
り
、
人
宮
が

「争

の
琴
の
音
こ
そ
」
と
言
っ
た
場
合
、
彼
の
意
識
と
し
て
は
そ
の
演
奏
者

が
中
君
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
当
然
⑤
八
宮
が
等
の
琴
を
弾
く

よ
う
に
勧
め
た
の
も
中
君
に
違
い
な
い
。
従
来
の
解
釈
の
問
題
点
は
、

こ
の
後
の
展
開
に
見
ら
れ
る
薫
と
大
君
の
関
係
を
必
要
以
上
に
重
視
し

す
ぎ
る
あ
ま
り
、
無
関
係
な
部
分
を
も
無
理
に
薫
―
大
君
に
収
束
さ
せ

よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
の
だ
。

し
か
し
、
た
だ

一
つ
だ
け
気
に
な
る
の
は
、
西
論
文
の

「薫
に
対
し

て
中
の
君
を
引
立
て
よ
う
と
す
る
人
の
宮
の
意
図
」
の
中
の
「引
立
て
」

る
と
い
う

一
句
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
西
論
文
で
は
、
薫
と
中
君
に
関

す
る
人
宮
の
意
図
と
し
て
「結
婚
」
と
い
う
語
は
用
ら
れ
て
い
な
い
が
、

論
者
は
八
宮
の
意
図
に
つ
い
て
、
あ
え
て

「結
婚
」
の
意
ま
で
も
読
み

込
ん
で
い
き
た
い
。

人
官
の
意
図
を
読
み
取
る
ポ
イ
ン
ト
は

「合
奏
」
に
あ
る
。
【場
面

二
】
で
は
、
八
宮
は
薫
に
琵
琶
、
中
君
に
等
の
琴
を
与
え
合
奏
を
試
み

て
い
る
が
、
ま
ず
こ
の

「合
奏
」
の
前
提
と
し
て
、
先
に
も
挙
げ
た
彼

が
大
君
に
琵
琶
を
、
中
君
に
は
等
の
琴
を
与
え
常
に
合
奏
さ
せ
て
い
る

こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
こ
の
場
面
で
は
八
宮
が
姫

君
た
ち
に
さ
せ
て
い
る
の
と
全
く
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
合
奏
を
、
今
自
分

の
目
の
前
で
中
君
と
薫
に
よ
っ
て
作
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
押

さ
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
八
宮
は
そ
う
す
る
こ
と
で
、
薫
に

あ
え
て
中
君
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
意
識
を
芽
生
え
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の

合
奏
の
パ
ー
ト
ナ
ー
意
識
と
は
結
婚
の
相
手
と
い
う
意
識
を
も
含
ま
せ

て
い
る
。

合
奏
と
結
婚
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
「明
石
」
巻
に
お
け
る
明
石

入
道
と
源
氏
の
合
奏
の
場
面

（明
石
２
二
一七
五
～
）
に
も
同
じ
こ
と
が

い
え
よ
う
。
須
磨
・明
石
に
退
去
し
た
源
氏
は
明
石
入
道
と
知
り
合
う
。

明
石
入
道
は
自
分
の
娘
を
な
ん
と
し
て
で
も
源
氏
と
縁
づ
け
た
い
と
い

う
願
望
か
ら
、
源
氏
に
娘
を
さ
り
げ
な
く
売
り
込
も
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
場
面
で
は
、
ま
ず

「久
し
う
手
触
れ
た
ま
は
ぬ
琴
」
を
掻
き

鳴
ら
す
源
氏
を
前
に
、
明
石
入
道
は
琵
琶
と
等
の
琴
を
取
り
寄
せ
、
自

ら
は
琵
琶
を
演
奏
し
、
源
氏
に
等
の
琴
を
与
え
る
。
等
の
琴
を
手
に
し
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た
源
氏
は

「
こ
れ
は
、
女
の
、
な
つ
か
し
き
さ
ま
に
て
し
ど
け
な
う
弾

き
た
る
こ
そ
、
を
か
し
け
れ
」
と
等
の
琴
に
関
す
る

一
般
論
を
述
べ
る

が
、
明
石
入
道
は
そ
れ
を
受
け
、
自
ら
の
筆
の
琴
の
奏
法
が

「延
喜
の

御
手
」
を
伝
え
る
正
統
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
正
統
性

が
そ
の
ま
ま
娘
に
伝
授
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
更
に
今
自
ら

が
手
に
し
て
い
る
琵
琶
に
つ
い
て
も

「琵
琶
な
む
、
ま
こ
と
の
音
を
弾

き
じ
づ
む
る
人
、
い
に
し
へ
も
難
う
は
べ
り
し
を
、
を
さ
を
さ
、
と
ど

こ
ほ
る
こ
と
な
う
、
な
つ
か
し
き
手
な
ど
、
筋
異
に
な
む
。
…
…
」
と

娘
が
い
か
に
上
手
に
弾
く
か
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き

は
、
自
分
の
演
奏
と
娘
の
演
奏
が
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
明
石
入
道

が
し
つ
こ
く
強
調
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
彼
は
そ
う
す
る
こ
と
で
、
自

分
の
演
奏
に
娘
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
要
素
を
加
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
源
氏
の
前
で
演
奏
す
る
こ
と
で
、
実
際

に
は
こ
の
場
に
い
な
い
明
石
姫
君
を
源
氏
の
目
の
前
に
浮
か
び
上
が
ら

せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
合
奏
の
構
図
か
ら
見
て
も
、
源
氏
の

パ
ー
ト
ナ
ー
は
入
道
で
は
な
く
娘
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
源
氏
に
想
起

さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
明
石
入
道
が
源
氏
に
こ
の
場
面
で
あ
え

て
娘
を
合
奏
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
意
識
さ
せ
て
い
る
の
も
、
も
ち
ろ

ん
そ
れ
だ
け
に
目
的
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
最
終
的
に
は
彼
に
娘
を
結

婚
ρ
「
手
と
し
て
意
識
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で

あ
る
。

こ
れ
で
入
官
の
目
的
が
薫
と
中
君
と
の

「結
婚
」
に
あ
る
こ
と
は
確

認
さ
れ
る
が
、
更
に
入
宮
の
行
動
か
ら
も
う

一
つ
の
事
実
を
読
み
取
る

こ
と
で
き
る
。
も
う

一
度
、
【場
面
二
】
の
②
で
八
官
が
薫
に
琵
琶
を
勧

め
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
欲
し
い
。
何
度
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
本
来

八
宮
に
と

っ
て
琵
琶
は
大
君
の
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
薫

に
琵
琶
を
与
え
る
と
い
う
の
は
、
結
果
的
に
大
君
を
こ
の
合
奏
の
場
か

ら
排
除
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
よ
っ
て
八
宮
に
は
初
め
か

ら
大
君
の
こ
と
は
念
頭
に
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
人
宮
の
意
図
は
、
次
に
示
す

【場
面
二
】
の
直
後
に
描
か

れ
る
八
宮
の
薫
に
対
す
る

一
回
目
の
「依
頼
」
の
言
葉
に
結
集
さ
れ
る
。

「人
に
だ
に
い
か
で
知
ら
せ
じ
と
、
は
ぐ
く
み
過
ぐ
せ
ど
、
今

日
明
日
と
も
知
ら
ぬ
身
の
残
り
少
な
さ
に
、
剖
引
洲
―こ―
伺
ｑ
剰
週

割
川
は
、
落
ち
あ
ふ
れ
て
さ
す
ら
へ
む
こ
と
、
こ
れ
の
み
こ
そ
、

げ
に
世
を
離
れ
む
際
の
ほ
だ
し
な
り
け
れ
」

（橋
姫
６
二
一九
一こ

葬鰭
郷
梅
猟
鋳
響
Ｌ
審
郡

中
君
の
婿
に
な

っ
て
も
ら
い
た
い
、
そ
の
願
い
を
は

っ
き
り
薫
に
述
べ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
願
い
と
は
、
そ

れ
ま
で
に
も

「う
ち
ほ
の
め
か
」
し
て
い
た
願
い
に
他
な
ら
な
い
。

た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
八
官
に
と

っ
て
中
君
と

薫
の
結
婚
は
、
大
君
の
幸
福
に
も

つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

で
あ
る
。一

所

一
所
世
に
住
み
つ
き
た
ま
ふ
よ
す
が
あ
ら
ば
、
そ
れ
を
見
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ゆ
づ
る
か
た
に
な
ぐ
さ
め
お
く
べ
き
を
、
…
…

（椎
本
６
書
〓
〓
じ

「姫
君
た
ち
の
う
ち
ど
ち
ら
か
お

一
人
が
、
こ
の
世
に
暮
ら
し
て
い

け
る
よ
う
な
拠
り
所
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
方
に
（も
う

一
人
の
姫
君
を
）

お
世
話
を
頼
む
こ
と
と
し
て
と
り
あ
え
ず
安
心
も
で
き
る
の
で
あ
る

が
、
…
…
（」

と
い
う
述
懐
を
見
る
限
り
、
八
宮
に
と
っ
て
姫
君

一
人
の

結
婚
は
、
も
う

一
人
の
生
活
保
障
を
も
含
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
中
君
の
結
婚
は
当
然
中
君
の
幸
福
を
意
味
し
な
が
ら
、

同
時
に
大
君
の
生
活
の
保
障
を
も
含
め
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
人
宮
も
親
で
あ
る
以
上
大
君
も
中
君
も
共
に

大
切
な
存
在
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
彼
は
決
し
て
中
君
の
幸
福

だ
け
に
拘
わ
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
姫
君
二
人
の
幸

福
を
望
ん
で
い
た
か
ら
こ
そ
中
君
を
薫
に
託
そ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、

ま
た
姫
君
た
ち
の
結
婚
相
手
に
対
し
て
大
君
の
生
活
保
障
ま
で
も
期
待

し
て
い
た
か
ら
こ
そ
薫
を
選
ん
だ
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
興
味

深
い
の
は
、
こ
の
人
宮
の
判
断
が
北
の
方
の
遺
言
と
実
に
見
事
な
ま
で

に
符
合
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

三

八
宮
が
薫
に
中
君
と
の
結
婚
を
申
し
込
む
に
至
る
ま
で
の
前
提
と
し

て
無
視
で
き
な
い
の
は
、
人
宮
と
薫
の
間
に
は
決
定
的
な

「誤
解
」
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
示
す
の
は
、
人
官

・
薫
が
初
め
て

宇
治
に
訪
れ
た
時
の
そ
れ
ぞ
れ
の
第

一
印
象
で
あ
る
。

網
代
の
け
は
ひ
近
く
、
耳
か
し
か
ま
し
き
川
の
わ
た
り
に
て
、

静
か
な
る
思
ひ
に
か
な
は
ぬ
か
た
も
あ
れ
ど
、
い
か
が
は
せ
む
。

（橋
姫
６
二
エ
ハ
一こ

同
じ
き
山
里
と
い
へ
ど
、
さ
る
か
た
に
て
心
と
ま
り
ぬ
べ
く
、

の
ど
や
か
な
る
も
あ
る
を
、
い
と
荒
ま
し
き
水
の
音
波
の
響
き

に
、
も
の
忘
れ
う
ち
し
、
夜
な
ど
、
心
解
け
て
夢
を
だ
に
見
る
べ

き
ほ
ど
も
な
げ
に
、
す
ご
く
吹
き
払
ひ
た
り
。
（橋
姫
６
上
一六
九
）

字
治
に
対
す
る
二
人
の
第

一
印
象
の
類
似
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

に
も
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
ポ
イ
ン
ト
は
二
人
が
共
に
宇
治
の

「川
」
の
音
に
対
し
て
拒
否
感
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
そ

】
い

と 「罐
一

こ ‐こ
紳
」
が
群
嚇
け
」
は
¨

え
「酪
一
帥
嚇
嘲
娯
餞
韓
酬
」
肛

を
踏
み
入
れ
た
瞬
間
、
自
ら
が

「俗
」
で
し
か
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て

し
ま
っ
た
の
だ
。
し
か
も
注
目
す
べ
き
は
、
彼
ら
は
自
ら
の

「俗
」
性

を
自
覚
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
相
手
を

「聖
」
と
し
て
理
想
化
し
て
し
ま

う
こ
と
に
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
権
力
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
、
世
の
中
か

ら

「あ
い
な
く
」
捨
て
ら
れ
た
結
果

「道
心
」
を
起
こ
さ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
人
宮
に
と
っ
て
、
何
事
も
不
満
に
思
う
は
ず
も
な
い
身
分
で
あ

り
な
が
ら

「道
心
」
を
求
め
よ
う
と
す
る
薫
が
、
逆
に
薫
に
と
っ
て
は

「
い
と
荒
ま
し
き
水
の
音
波
の
響
き
」
や
、
「心
解
け
て
夢
を
だ
に
」
見

』
拝
浸
出
ぽ
腱
餞
い
杖
嘲
誠
澤
坤
¨
源
わ
臓

「
風

脚
蒲
げ
鑢
ほ
一
ド
結
響



と
し
て
映
る
の
も
無
理
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
い」
の
二
人
の
関
係

肛
”
（
績
）い

朝
嘲
教
奸
狐
め
ヽ「
こ 一
¨
¨
層
哨
脚
趾
雌
離

し ヵ、
“
吸
罐
神
畔

と
の
で
き
な
い

「誤
解
」
が
あ
り
、
そ
の

「誤
解
」
こ
そ
が
彼
ら
を
つ

な
ぐ
最
大
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
。

こ
う
し
た

「誤
解
」
の
も
と
に
、
薫
と
交
際
す
る
よ
う
に
な
っ
た
八

官
は
、
心
の
中
で
薫
を
普
通
の
人
と
は
決
定
的
に
違
う
人
物
と
し
て
作

り
上
げ
て
い
く
。
薫
か
ら
の
大
君
へ
の
文
に
対
し
て
も

「何
か
は
。
懸

想
だ
ち
て
も
て
な
い
た
ま
は
む
も
、
な
か
な
か
う
た
て
あ
ら
む
。
例
の

若
人
に
似
ぬ
御
心
ば
へ
な
め
る
を
、
亡
か
ら
む
の
ち
も
な
ど
、
二
一一口う

ち
ほ
の
め
か
し
て
し
か
ば
、
さ
や
う
に
て
心
ぞ
と
め
た
ら
む
責
橋
姫
６
・

二
八
八
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「例
の
若
人
」
の
よ
う
に
薫
を
見
て

は
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
八
宮
は
彼
に
中
君

と
の
結
婚
を
申
し
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
薫
は
そ
れ
を
断
っ
た
。

「
ｄ
剖
、
う
と
う
と
し
か
ら
ず
お
ぼ
じ
め
さ
れ
む
と
な
む
思
う
た
ま

ふ
る
。
し
ば
し
も
な
が
ら
へ
は
べ
ら
む
命
の
ほ
ど
は
、　
〓
言
も
、

か
く
う
ち
出
で
聞
こ
え
さ
せ
て
む
さ
ま
を
、
一遅
へ
は
べ
る
ま
じ
く

な
む
」
な
ど
申
し
た
ま
へ
ば
、
「
い
と
う
れ
し
き
こ
と
」
と
お
ぼ
し

の
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（橋
姫
６
■
一九
四
）

薫
の
言
う

「わ
ざ
と
の
御
後
見
だ
ち
、
は
か
ば
か
し
き
筋
に
は
は
ベ

ら
ず
と
も
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
暗
に
婿
と
し
て
の
立
場
を
拒
否
す
る

と
い
う
意
図
を
含
ん
で
い
石
ざ
し
か
も
ヽ
そ
れ
は
単
な
る
拒
否
と
い
う

だ
け
で
は
な
く
、
結
婚
は
し
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
形
で
後
見
を
す

る
と
い
う
、
い
か
に
も
薫
ら
し
い
「特
殊
」
な
答
え
だ
っ
た
の
で
あ
れ
に

つ
ま
り
、
薫
は
あ
く
ま
で
も
道
心
に
目
覚
め
た
人
物
と
し
て
、
そ
し
て

「世
の
中
に
何
の
執
着
も
持
ち
た
く
な
い
」
と
い
う
姿
勢
で
八
宮
に
対

処
し
た
の
だ
。
そ
れ
を
聞
い
た
八
宮
の

「
い
と
う
れ
し
き
こ
と
」
と
い

う
言
葉
に
は
、
申
し
出
を
断
ら
れ
た
こ
と
の
残
念
さ
は
感
じ
ら
れ
る
も

の
の
、
そ
れ
以
上
に

「例
の
若
人
」
と
は
違

っ
た
薫
の

「特
殊
」
な
返

事
に
何
の
疑
惑
も
持
た
ず
、
た
だ
薫
の
好
意
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
姿

が
窺
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
八
宮
の
願
い
が
挫
折
に
終
わ
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
今
更
確
認
す
る
ま
で
も
な
い
。

こ
の
後
、
人
宮
は
姫
君
た
ち
の

「御
あ
り
さ
ま
」
を
見
る
に
つ
け
、

彼
女
た
ち
を
こ
の
ま
ま

一
生
独
身
で
過
ご
さ
せ
る
こ
と
を
残
念
に
は
思

う
も
の
の
、
薫
に
結
婚
の
申
し
出
を
断
ら
れ
た
今
と
な
っ
て
は
、
も
は

や
彼
を

「近
き
ゆ
か
り
」
と
し
た
い
と
い
う
願
望
は
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。
ま
し
て
、
他
の
男
性
と
姫
君
た
ち
の
結
婚
な
ど
は
全
く
考
え
て
も

い
な
い
こ
と
が
、
彼
の
述
懐
か
ら
窺
え
よ
う

（椎
本
６
二
一δ
七
）。
こ

の
よ
う
な
気
持
ち
の
変
化
は
、
そ
の
ま
ま
彼
の
薫
に
対
す
る
二
回
目
の

「依
頼
」
の
言
葉
に
表
現
の
変
化
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「重
く

つ
つ
し
み
た
ま
ふ
べ
き
年
」
で
あ
っ
た
八
官
は
、
姫
君
た
ち
の
将
来
に

対
す
る
不
安
と
自
ら
の
残
り
少
な
く
な
っ
た
余
生
の
悟
り
か
ら
、
薫
に

最
後
の
願
い
を
託
す
。

「亡
か
ら
む
の
ち
、
Ｊ
湘
ョ
矧
倒
到
倒
、
さ
る
べ
き
も
の
の
た
よ

り
に
も
と
ぶ
ら
ひ
、
思
ひ
捨
て
ぬ
も
の
に
数
ま
へ
た
ま
へ
」
な
ど
、

―-37-―



お
も
む
け
つ
つ
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
・…
‥
　

（椎
本
６
喜
〓
四
）

こ
の

「依
頼
」
で
は
、
先
程
は

「さ
す
が
に
行
く
末
遠
き
人
」
と
単

数
で
あ

っ
た
後
見
の
対
象
が

で
」
の
君
た
ち
を
」
と
い
う
ふ
う
に
複
数

形
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
の
変
化

は
、
既
に
八
宮
が
薫
と
中
君
と
の
結
婚
を
諦
め
て
お
り
、
薫
に
求
め
て

い
る
後
見
も

「結
婚
」
を
意
味
し
な
い

「後
見
」
に
変
化
し
て
い
る
こ

と
を
暗
示
し
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
後
見
の
対
象
は

一
人

で
あ
る
必
要
も
な
く
、
姉
妹
二
人
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
結
論
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
∝

四

こ
の
よ
う
に
入
宮
の

一
連
の
行
為
や
言
説
の
中
に
は
、
北
の
方
の
遺

言
に
よ
る

「使
命
」
の
遂
行
と
い
っ
た
明
確
な
目
的
意
識
が
隠
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
目
的
意
識
が
具
体
化
し
た
も
の
が
三
度
に
わ
た
る
薫
へ
の

「依
頼
」
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
も
八
官
に
と
っ
て
と
い
う
限
定
つ
き
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
薫
が
入
宮
の
三
度
の

「依
頼
」
を
承
諾

し
た
か
ら
と
い
つ
て
、
必
ず
し
も
八
官
の
意
図
を
理
解
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
八
宮

は
明
ら
か
に
中
君
を
薫
と
結
婚
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
も

関
わ
ら
ず
、
薫
は
こ
の
後

一
貫
し
て
大
君
を
思
慕
し
続
け
る
の
で
あ

る
。
も
し
、
八
宮
の
願
い
が
薫
に
通
じ
て
い
た
な
ら
ば
、
彼
の
意
向
に

背
く
こ
と
に
つ
い
て
薫
が
な
ん
ら
か
の
コ
メ
ン
ト
を
残
し
て
い
て
も
い

い
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
彼
に
そ
う
い
っ
た
意
識
が
少
し
も
見
当
た
ら

な
い
こ
と
も
事
実
な
の
だ
。

ま
た
、
従
来
の
研
究
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
薫
が
ど
う
し
て
大
君

を
恋
の
相
手
に
選
ん
だ
の
か
と
い
う
こ
れ
）
そ
し
て
そ
れ
以
前
に
薫
が

こ
の
姉
妹
の
う
ち
大
君
を
個
人
と
し
て
意
識
し
だ
し
た
の
が
い
つ
の
こ

と
な
の
か
明
ら
か
で
な
い
と
の
意
見
で
ほ
ぼ

一
致
し
て
お
り
、
大
君
思

慕
が
始
ま

っ
た
時
期
は

「椎
本
」
巻
の
終
わ
り
近
く
で
あ
る
と
か
、
「総

角
」
巻
で
あ
る
と
の
諸
説
ま
で
も
生
ま
れ
て
い
な
ど

確
か
に
薫
と
大
君

の
間
に
は
性
格
上
の

一
致
と
い
う
要
素
が
関
わ

っ
て
お
り
、
そ
の
結
果

こ
の
二
人
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
原
因
は
も

っ
と

根
本
的
な
と
こ
ろ
に
あ
り
、
同
時
に
そ
の
原
因
が
ど
う
し
て
大
君
と
薫

が
結
ば
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
ま
で
も
解
決
し
て
く

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

再
び
西
氏
の
意
見
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
と
し
よ
う
。
西
氏
は
薫
の
大

君
思
慕
の
原
因
に
つ
い
て
、
薫
が
宇
治
の
姫
君
の
姿
を

「初
め
て
」
か

い
ま
見
た
場
面
で
、
彼
女
た
ち
が
本
来
と
は
逆
の
楽
器
を
演
奏
し
て
い

た
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
で
は
、
そ
の
か
い
ま
見
の
場
面
を
見

て
み
る
。

ヽ

撥
を
手
ま
さ
ぐ
り
に
し
つ
つ
ゐ
た
る
に
、
雲
隠
れ
た
り
つ
る
月

の
、
に
は
か
に
い
と
明
く
さ
し
出
で
た
れ
ば
、
コ
扇
な
ら
で
、
こ
れ

し
て
も
、
月
は
招
き
つ
べ
か
り
け
り
」
と
て
、
剖
劇
洲
コ
翻
引
引
利



０

１

洲
馴
洲
酬
到
劃
洲
Ⅷ
洲
制
到
釧
釧
制
Ⅶ
卿

「入
る
日
を
返
す
撥
こｋ

（橋
姫
６
二
一七
五
）

薫
が
音
の
主
た
ち
の
姿
が
見
え
る
で
あ
ろ
う
透
垣
の
戸
を
ほ
ん
の
少

し
開
け
る
と
、
そ
こ
に
は
二
人
の
姫
君
た
ち
が
会
話
を
し
て
い
る
姿
が

現
れ
て
く
る
。
一
人
は
、
「琵
琶
」
を
前
に
柱
の
陰
に
少
し
隠
れ
て
座
っ

て
い
る

「
い
み
じ
く
ら
う
た
げ
に
に
ほ
ひ
や
か
」
な
姫
君
。
も
う

一
人

の
姫
君
は

「琴
の
上
に
傾
き
か
か
」
っ
て
い
る

「今
少
し
重
り
か
に
よ

し
づ
」
い
た
人
で
あ

っ
た
。
当
然
後
者
の
琴
と
は

「争
の
琴
」
で
あ
る
。

注
意
す
べ
き
は
、

，ビ
」
で
姫
君
た
ち
が
弾
い
て
い
る
楽
器
が
本
来
八
宮

か
ら
教
え
ら
れ
た
楽
器
と
は
逆
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
他
の
箇
所
で
八
宮
の
視
点
か
ら
大
君
は

「ら
う
ら
う
じ

く
、
深
く
重
り
か
に
見
え
た
ま
ふ
」
、
中
君
は
「お
ほ
ど
か
に
ら
う
た
げ

な
る
さ
ま
し
て
、
も
の
づ
つ
み
し
た
る
け
は
ひ
に
、
い
と
う
つ
く
し
う
」

（橋
姫
６
二
一五
九
）
と
さ
れ
て
い
る
人
物
造
型
を
こ
の
場
面
に
適
用
す

れ
ば
容
易
に
導
き
出
せ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
か
い
ま
見
の
場
面
に
お
け

る
人
物
と
楽
器
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
琵
琶
が
中
君
、
等
の
琴
が
大
君

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
油
∝

西
氏
は
こ
の
場
面
が

「薫
の
姉
妹
を
初。
め。

て
垣
間
見
る
場
面
で
あ
る
と
い
う
素
朴
な
事
実
に
思
い
あ
た
る
と
き
、

こ
の
逆
の
取
合
せ
が
、
姉
妹
と
薫
の
関
わ
る
以
後
の
展
開
に
お
い
て
す

こ
ぶ
る
重
要
な
意
味
を
有
つ
」
と
述
べ
、
「竹
河
」
巻
で
争
の
琴
を
演
奏

し
た
玉
髪
大
君
に
想
い
を
寄
せ
た
薫
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
「初
め
て
」

姫
君
た
ち
を
か
い
ま
見
し
た
時
に
、
た
ま
た
ま
そ
の

「心
魅
か
れ
る
筆

の
琴
を
前
に
」
し
て
い
た
大
君
を
思
慕
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、

薫
の
大
君
思
慕
は
か
い
ま
見
の
場
面
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
断
じ
て
い

る
の
で
あ
り
、
「総
角
」
巻
で
の
薫
と
大
君
の

一
度
目
の
逢
瀬
の
場
面

で
、
薫
が

「洲
洲
副
渕
洲
覇
コ
副
引
ロ
コ
剛
ｇ
馴
蒻
劃
明
日
ｕ
倒
ｑ
、
を

り
を
り
の
思
ふ
心
の
忍
び
が
た
く
な
り
ゆ
く
さ
ま
」
を
大
君
に
告
白
し

た

（総
角
７
■
〓
じ
と
あ
る
こ
と
も
そ
の
根
拠
と
考
え
て
い
る
が
、
卑

見
は
こ
の
説
を
取
ら
な
い
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
西
氏
は
こ
の
か
い
ま
見
に
お
け
る
薫
に
と
つ
て

「等
の
琴
」
と
い
う
楽
器
が
特
別
な
意
味
を
持
ち
、
そ
の
楽
器
故
に
彼

は
大
君
思
慕
へ
と
導
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
薫

の
意
識
の
中
に

「等
の
琴
」
を
介
し
て
玉
髪
大
君
と
大
君
の
イ
メ
ー
ジ

が
連
結
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
西

氏
は
「冷
泉
院
に
よ
っ
て
よ
く
教
え
ら
れ
た
等
の
琴
を
弾
く
玉
髪
大
君

に
薫
が
心
を
と
め
る
、
と
い
う
構
図
」
と

「八
の
官
に
よ
っ
て
教
え
ら

れ
た
等
の
琴
を
弾
く
姫
君
を
垣
間
見
て
薫
が
心
ひ
か
れ
る
と
い
う
橋
姫

巻
の
構
図
」
の

一
致
を
重
要
視
し
、
そ
の
傍
証
と
し
て

「竹
河
」
巻
末

で
玉
髪
と
会
話
す
る
薫
が
彼
女
の
様
子
か
ら

「御
息
所
も
、
か
や
う
に

ぞ
お
は
す
べ
か
め
る
、
宇
治
の
姫
君
の
心
と
ま
り
て
お
ぼ
ゆ
る
も
、
か

う
ざ
ま
な
る
け
は
ひ
の
を
か
し
き
ぞ
か
し
、
と
思
ひ
ゐ
た
ま
へ
り
責
竹

河
６
二
一四
八
）
と
い
う
よ
う
に
、
玉
墨
―
御
息
所

（玉
笙
大
君
）
↓
宇

治
の
姫
君
へ
と
連
想
し
て
い
く
場
面
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
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こ
の
場
面
の
薫
の
意
識
の
推
移
は

「等
の
琴
」
を
媒
介
と
し
た
も
の
で

は
決
し
て
な
く
、
玉
重
の
人
物
造
型
を
起
因
と
し
た
も
の
で
あ
る
は
ず

で
あ
り
、
」ゝ
の
例
か
ら
等
の
琴
―
玉
墨
大
君
↓
等
の
琴
―
大
君
を
読
み

取
る
と
す
る
西
氏
の
指
摘
は
適
当
で
な
い
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
の

薫
の
意
識
の
推
移
が
玉
髪
の
人
物
造
型
を
起
因
と
す
る
も
の
で
あ
る
限

り
、
藤
本
勝
義
氏
が

「宇
治
中
君
造
型
―
古
代
文
学
に
於
け
る
ヒ
ロ
イ

ン
の
系
譜
」
翁
国
語
と
国
文
学
」
一
九
八
〇
。
こ

で
指
摘
す
る
よ
う
に
、

こ
こ
で
の

「宇
治
の
姫
君
」
は
中
君
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
西
氏
の
指

摘
の
根
拠
は
完
全
に
崩
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
島
∝

確
か
に
、
か
い
ま
見
の
場
面
が
薫
の
字
治
の
姫
君
た
ち
を
見
た

「初

め
て
」
の
場
面
で
あ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
冷
泉

院
の
所
で
阿
閣
梨
か
ら
八
宮
の
存
在
を
知
ら
さ
れ
た
時

（橋
姫
６
二
一六

上Ｏ

に
も
、
た
だ
姫
君
た
ち
の
琴
の
演
奏
が
す
ば
ら
し
い
こ
と
し
か
聞

か
さ
れ
な
か

っ
た
薫
に
と

っ
て
は
、
」ゝ
の
か
い
ま
見
の
場
面
が
姫
君
と

楽
器
の
属
性
を
知
る
唯

一
の
場
面
で
あ

っ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で

し
か
な
い
。
そ
の
結
果
、
薫
の
意
識
の
中
に
は
、
八
宮
が
定
め
た
琵
琶

が
大
君
、
争
の
琴
が
中
君
と
い
う
属
性
と
は
逆
の
属
性
が
植
え
付
け
ら

れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
少
な
く
と
も
か
い
ま
見
直
後
に
、
薫
の
大
君
思
慕
を
見
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
か
い
ま
見
の
後
、
薫
は
弁
の
尼
に
会
い
、
次
に
大
君

と
歌
を
交
わ
す
が
、
そ
こ
で
の
述
懐
に
も
彼
の
興
味
は

「
こ
の
姫
君
た

ち
」
と
複
数
形
に
な

っ
て
お
り

（橋
姫
６

二
一杢
こ
、
こ
の
時
点
で
は

姫
君
た
ち
の
特
定
の
ど
ち
ら
か
に
心
が
動
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
見

え
な
い
。
む
し
ろ
、
薫
の
意
識
は
弁
の
尼
か
ら
ほ
の
め
か
さ
れ
た
自
ら

の
出
生
の
秘
密
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
帰
京
後
、
匂
宮
の
所
に
参
上
し

宇
治
の
姫
君
の
す
ば
ら
し
さ
を
告
げ
語
っ
て
い
る
場
面
で
も
「心
の
う

ち
に
は
、
か
の
古
人
の
ほ
の
め
か
し
し
筋
な
ど
の
、
い
と
ど
う
ち
お
ど

ろ
か
れ
て
も
の
あ
は
れ
な
る
に
、
を
か
し
と
見
る
こ
と
も
、
め
や
す
じ

と
聞
く
あ
た
り
も
、
何
ば
か
り
心
に
も
と
ま
ら
ざ
り
け
り
」
（橋
姫
６
・

二
九
〇
）
と
し
か
描
か
れ
て
は
い
な
い
。
で
は
、
薫
の
大
君
思
慕
が
決

定
づ
け
ら
れ
た
の
は
何
時
だ
ろ
う
か
。
答
え
は
、
八
宮
が

「等
の
琴
の

音
こ
そ
」
と
口
に
し
た
瞬
間
で
あ
る
。

五

再
び
か
い
ま
見
の
直
前
で
あ
る

【場
面

一
】
を
振
り
返
っ
て
み
る
。

こ
の
場
面
で
注
目
す
べ
き
は
、
薫
の
耳
に
は
ま
ず
琵
琶
の
音
が
、
そ
の

後
で
筆
の
琴
の
音
が

「た
え
だ
え
」
に
響
い
て
い
た
と
あ
る
よ
う
に
、

琵
琶
の
音
が
よ
り
強
く
響
い
て
い
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
の
印
象
の

強
さ
は

【場
面
二
】
の
②
で
薫
が
是
非
姫
君
の
弾
く
琵
琶
を
聞
き
た
い

と
八
官
に
要
求
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
よ
う
。
要
す
る
に
、
最
初

の
段
階
に
お
け
る
薫
の
意
識
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
も
琵
琶
の
音
の
方

に
心
惹
か
れ
て
い
た
の
だ
。

ま
た
、
こ
の
場
面
を
別
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
な
ら
ば
、
物
語
は
琵

琶
と
等
の
琴
を
薫
の
耳
で
比
較
さ
せ
る
こ
と
で
、
薫
と
結
ば
れ
る
べ
き

「運
命
」
に
あ
る
の
は
琵
琶
の
奏
者
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
と
い
え
る
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の
で
は
な
い
か
。
な
ら
ば
、
そ
の
琵
琶
の
奏
者
は
誰
な
の
か
。
そ
の
答

え
は
例
の
か
い
ま
見
の
場
面
に
示
さ
れ
て
い
る
。
〈
琵
琶
の
奏
者
は
中

君
で
あ
る
〉
と
。
物
語
は
こ
の
か
い
ま
見
の
場
面
に
お
い
て
、
【場
面

一
】
で
薫
の
耳
に
琵
琶
の
音
が
大
き
く
感
じ
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
奏
者

が
中
君
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
必
然
的
に
薫
の
恋
の
相
手
も
中
君
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
は
つ
き
り
と
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
も
、
こ
の
事
実
は

「橋
姫
」
巻
冒
頭
の
北
の
方
の
遺
言
、
八
宮
の
薫

に
対
す
る

一
度
目
の

「依
頼
」
と
何
ら
矛
盾
し
な
い
の
だ
。

た
だ
し
、
物
語
内
で
た
だ

一
人
そ
の

「運
命
」
か
ら
逸
脱
し
て
し
ま

う
人
物
が
い
る
。
そ
れ
が
薫
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
も
と

も
と

【場
面
二
】
の
②
で
、
薫
は
八
宮
に
対
し
琵
琶
の
音
を
要
求
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
」ヽ
の
時
点
ま
で
は
彼
も
未
だ
中
君
と
結
ば
れ
る
べ
き

「運
命
」
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
人
宮
の
「等
の
琴

の
音
こ
そ
」
と
い
う
言
葉
を
機
に
、
薫
の

「運
命
」
は
大
き
く
狂
い
出

す
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
西
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
人
官
と
薫
の
間
に

は
「姉
妹
と
そ
の
楽
器
を
め
ぐ
っ
て
微
妙
な
く
い
ち
が
い
が
あ
る
」。
つ

ま
り
、
八
宮
に
と
つ
て
は
中
君
を
指
す

「等
の
琴
」
が
、
例
の
か
い
ま

見
の
場
面
で
本
来
と
は
逆
の
楽
器
を
弾
く
姫
君
た
ち
の
姿
を
見
て
し

ま
っ
た
薫
に
と
っ
て
は
、
「等
の
琴
」
は
大
君
を
意
味
す
る
も
の
に
他

な
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
た
だ
、
こ
の
場
面
で
注
目
す
べ
き
は
、
西
氏

の
指
摘
す
る
楽
器
に
纏
わ
る
二
人
の
間
の
認
識
の
ズ
レ
に
だ
け
あ
る
の

で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
そ
れ
ま
で
は
琵
琶
の
主
に
向
け
ら
れ
て
い

た
薫
の
興
味
が
、
「等
の
琴
の
音
こ
そ
」
と
い
う
人
官
の
言
葉
を
聞
い

た
瞬
間
に
等
の
琴
の
音
の
主
で
あ
る
大
君
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る

の
だ
。
そ
れ
は
彼
の
恋
愛
に
対
す
る
態
度
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

さ
し
あ
た
り
て
、
心ヽ
に
し
む
べ
き
こ
と
の
な
き
ほ
ど
、
さ
か
し

だ
つ
に
や
あ
り
け
む
。
月
倒
酬
ｄ
Ｊ
潤
洲
引
ｄ
Ｊ
Ｊ
潤
日
□
「
劇

Ы
剰
副
側
Ш
引
剣
到
ｄ
測
劇
日
鮒
Ｕ
　
　
　
　
　
　
（匂
宮
６
・
一
七
三
）

「人
の
ゆ
る
し
」
、
つ
ま
り
親
の
許
し
の
な
さ
そ
う
な
結
婚
な
ど
思
い

も
寄
ら
な
い
と
語
り
手
に
評
さ
れ
る
薫
。
ま
た

「竹
河
」
巻
で
は
玉
塁

大
君
へ
の
思
慕
に
苦
し
む
蔵
人
少
将
の
姿
を
見
て

「苦
し
げ
や
、
人
の

ゆ
る
さ
ぬ
こ
と
思
ひ
は
じ
め
む
は
、
罪
深
か
る
べ
き
わ
ざ
か
な
Ｌ
竹
河

６
二
〓
０
）
と
思
う
薫
だ
か
ら
こ
そ
、
八
宮
の
言
葉
は
非
常
に
深
い
意

味
を
持
っ
て
く
る
。
薫
に
と
つ
て
、
」ゝ
の
八
宮
の
「等
の
琴
の
音
こ
そ
」

と
い
う
言
葉
は
、
ま
さ
に

「人
の
ゆ
る
し
」
に
他
な
ら
な
い
。
薫
の
意

識
と
し
て
は
、
人
宮
は
自
分
に
対
し
て
大
君
と
の
結
婚
を

「依
頼
」
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
彼
も
等
の
琴
＝
大
君
を
恋
の
相
手
と

し
て
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。

以
後
、
こ
の
薫
の
誤
解
は
決
し
て
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
【場

面
二
】
直
後
に
八
宮
が
中
君
に
対
し
等
の
琴
を
勧
め
る
場
面
が
描
か
れ

て
い
る
が
、
彼
女
は
決
し
て
そ
の
琴
を
弾
く
こ
と
は
な
か
っ
れ
に

こ
こ

で
中
君
が
等
の
琴
を
演
奏
し
な
い
こ
と
も
、
薫
の
誤
解
を
更
に
増
長
さ

せ
て
い
く
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と

い
う
の
も
、
初
め
て
二
人
の
演
奏
を
聴
い
た

【場
面

一
】
を
見
て
も
わ

か
る
よ
う
に
、
琵
琶
の
音
と
等
の
琴
の
音
は
明
ら
か
に
特
徴
に
差
が

あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
も
し
こ
こ
で
中
君
の
筆
の
琴
の
音
を
聞
い
て
い
た
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な
ら
ば
、
あ
の
時
の
事
の
琴
の
音
色
と
は
違
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
か

も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
「椎
本
」
巻
に
あ
る
二
つ
目
の
遺
言
の
後
に

も
、
八
宮
は
薫
の
要
望
に
応
え
同
じ
よ
う
に
娘
た
ち
に
等
の
琴
を
勧
め

る
場
面

（椎
本
６
二
量

六
）
が
あ
る
。
そ
こ
で
も
や
は
り
等
の
琴
が
出

て
く
る
が
、
先
程
と
は
異
な
り

「
い
と
ほ
の
か
」
に
音
が
聞

」ゝえ
て
は

く
る
。
し
か
し
、
こ
の
琴
を

一
体
誰
が
演
奏
し
て
い
た
の
か
は
明
ら
か

に
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
演
奏
は
薫
に

対
す
る
物
語
か
ら
の
最
後
の
ヒ
ン
ト
だ
つ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
為
α

結
論
と
し
て
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
北
の
方
の
遺
言
も
八
宮

の
遺
言
も
中
君
を
大
君
よ
り
も
大
切
に
す
る
と
い
う
点
で

一
致
し
て
い

た
。
琴
の
演
奏
が
聞
こ
え
る

【場
面

一
】
で
も
楽
器
の
属
性
は
異
な
っ

て
は
い
た
が
、
琵
琶
の
奏
者
で
あ
る
中
君
の
方
が
存
在
感
を
持
っ
て
薫

の
前
に
現
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
物
語
は
薫
が
結
ば
れ
る
べ
き
女
性
は

中
君
な
の
だ
と
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
薫
は
あ
の
か
い

ま
見
の
場
面
で
、
姫
君
た
ち
が
楽
器
を
取
り
替
え
て
い
た
た
め
に
、
割

り
「
倒
劃
瓢
爛
冽
劉
渕
剰
と
結
ば
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
必
然

性
を
自
ら
に
課
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
必
然
性
は
、

姫
君
た
ち
に
楽
器
を
教
え
与
え
た
張
本
人
で
あ
る
人
宮
の
「等
の
琴
の

音
こ
そ
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
し
ま
つ
た
の
だ
。

後
に
中
君
を
自
分
の
代
わ
り
に
薫
と
結
婚
さ
せ
よ
う
と
決
意
し
た
大

君
は
、
薫
の
三
度
目
の
侵
入
の
際
に
自
ら
は
部
屋
か
ら
脱
出
し
、
薫
と

中
君
を
結
び
つ
け
よ
う
と
試
み
た
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
何
も
知
ら
な

い
薫
は
、
部
屋
の
中
で
寝
て
い
る
姫
君
が
ま
さ
か
中
君
だ
と
は
思
い
も

寄
ら
ず
嬉
し
く
思
う
。
が
、
だ
ん
だ
ん
と
そ
の
姫
君
が
大
君
で
な
い
こ

と
に
気
づ
い
て
い
く
。
あ
ま
り
の
こ
と
に
呆
然
と
す
る
中
君
を
見
る
に

つ
け
、
事
情
を
知
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
彼
女
を
気
の
毒
に
思
い
な
が

ら
も
、
逃
げ
隠
れ
た
大
君
の
冷
淡
さ
に
対
す
る
忌
々
し
さ
か
ら
、
あ
え

て
中
君
と
契
り
を
交
わ
そ
う
と
は
し
な
い
。

こ
れ
を
も
よ
そ
の
も
の
と
は
え
思
ひ
放
つ
ま
じ
け
れ
ど
、
測
国

利
創
洲
ヨ
欄
釧
Ч
、
く
ち
を
し
く
て
、
つヽ
ち
つ
け
に
浅
か
り
け
り
と

も
お
ぼ
え
た
て
ま
つ
ら
じ
、
こ
の

一
ふ
し
は
な
ほ
過
ぐ
し
て
、
つ

ひ
に
徊
側
り
が
刑
引
日
、
こ
な
た
ざ
ま
に
な
ら
む
も
、
何
か
は
異

人
の
や
う
に
や
は
、
と
思
ひ
さ
ま
し
て
、
例
の
、
を
か
し
く
な
つ

か
し
き
さ
ま
に
か
た
ら
ひ
て
明
か
し
た
ま
ひ
つ
。
（総
角
７
豊
一九
）

な
ぜ
な
ら
、
薫
に
と
っ
て
は

「等
の
琴
」
で
あ
る
大
君
と
結
ば
れ
る

こ
と
が

「本
意
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
更
に
薫
は
思
う
。
「そ
れ
で

も
、
も
し
ど
う
し
て
も
宿
世
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
中
君
と
結
ば
れ
よ

う
と
も
、
…
…
」
。
こ
の
述
懐
が
、
た
と
え
無
意
識
で
あ
る
と
は
い
え
、

自
分
が
中
君
と
結
ば
れ
る
こ
と
を

「宿
世
」
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
宇

治
十
帖
に
お
け
る
薫
の
主
題
を
考
え
る
上
で
あ
ま
り
に
も
象
徴
的
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
薫
は
か
い
ま
見
か
ら
生
じ
た
誤
解
と
し
て
の
「本
意
」

＝
大
君
思
慕
を
果
た
す
た
め
に
、
今
自
分
の
意
志
で
中
君
と
結
ば
れ
る

べ
き

「宿
世
」
か
ら
逸
脱
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

最
後
に
、
薫
が
か
い
ま
見
を
し
た
直
後
の
述
懐
に
も
触
れ
て
お
く
。

劃
物
訓
劇
ｄ
ｄ
訓
「
硼
Ｎ
ｄ
コ
引
引
ヨ
刷
刊
切
ｑ
詞
劃
引
劇
副

ｄ
日
、
か
な
ら
ず
か
や
う
の
こ
と
を
言
ひ
た
る
、
さ
し
も
あ
ら
ざ



り
け
む
と
、
憎
く
お
し
は
か
ら
る
る
を
、
げ
に
あ
は
れ
な
る
も
の

の
隈
あ
り
ぬ
べ
き
世
な
り
け
り
と
、
心
移
り
ぬ
べ
し
。

（橋
姫
６
二
一七
六
）

房
蠣

騰
鋤

裁

鰊

聾

蒙

嬌

れ

ｄ

粧

塾

Ｆ

焼
い
射

を
昔
物
語
の
中
の

一
人
物
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
同
時
に

目
に
見
え
な
い
力
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
よ
う
な
錯
覚
に
陥

っ
て

い
る
の
だ
。
し
か
し
、
実
際
に
彼
を
規
制
し
て
い
る
も
の
は

コ
日
物
語
」

の
類
型
、
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
中
君
と
結
ば
れ
る
べ
き

「宿
世
」
で
は

な
く
、
か
い
ま
見
か
ら
生
じ
た
誤
解
と
し
て
の

「本
意
」
で
あ

っ
た
の

で
あ
る
。
彼
は
完
全
に
誤
解
し
て
い
る
。
た
だ
自
分
が

コ
日
物
語
」
に

促
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
ま
ま
そ
の
流
れ
に
身
を
委
ね
て
も
仕
方
が
な
い

の
だ
と
、
恋
に
走
る
可
能
性
を
秘
め
た
自
己
を
正
当
化
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

次
稿
で
は
、
本
論
の
最
後
に
論
じ
た

「宿
世
」
と

「本
意
」
の
語
を

中
心
に
、
物
語
か
ら
孤
立
し
た
た
め
に
大
君

。
中
君

。
浮
舟

へ
と
決
し

て
実
る
こ
と
の
な
い
恋
を
求
め
続
け
る
薫
の
姿
に
つ
い
て
考
え
て
い
き

た
い
。

※
引
用
本
文
は
、
「新
潮
日
本
古
典
集
成
」
に
よ
り
、
巻
名

・
冊
番
号

・
頁
数
を
記
し
た
。

注（１
）
桐
壼
更
衣
の
遺
言
に
つ
い
て
は
、
藤
井
貞
和
「予
言
は
実
現
す
る
か
」
貧
源

氏
物
語
入
門
」
講
談
社
学
術
文
庫
　
一
九
九
六
）
、
吉
海
直
人
「注
釈
編
」
貧
源

氏
物
語
の
視
覚
」
翰
林
書
房
　
一
九
九
二
）
な
ど
多
数
あ
り
。

（２
）
（１
）
の
藤
井
氏
の
論
文
に
同
じ
。

（３
）
坂
本
和
子
氏

翁
八
の
宮
」
「講
座
源
氏
物
語
の
世
界
　
第
八
集
』
有
斐
閣

一
九
八
三
）
も
、
「
人
の
官
は
、
故
北
の
方
の

『た
ゞ
、
こ
の
君
を
ば
、
形
見

に
見
給
ひ
て
、
あ
は
れ
と
お
ぼ
せ
」
と
の
遺
言
の
故
に
、
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
中
の
君
に
対
し
て
大
君
に
勝
る
愛
情
を
注
い
で
い
た
よ
う
だ
」
と
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
八
宮
に
北
の
方
の
遺
言
の
力
が
働
い
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に

「山
荘
で
宮
と
共
に
合
奏
し
た
薫
が
、
姫
君
達
の
演
奏
を
話
題
に
し
た
時
も
、

宮
は

「事
の
琴
の
音
こ
そ
、
心
得
た
る
に
や
」
と
言
っ
て
、
中
の
君
を
紹
介

し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
坂
本
氏
は
そ
の
二
つ
の
つ
な
が
り
に
つ

い
て
、
そ
れ
ほ
ど
注
目
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。

（４
）
し
か
し
、
こ
の
場
面
は
明
石
入
道
が
琵
琶
を
自
ら
手
に
し
、
筆
の
琴
を
源

氏
に
渡
す
こ
と
で

〈
琵
琶
〉
―

〈
争
の
琴
〉
と
い
う
合
奏
形
式
を
創
り
だ
し
、

そ
う
す
る
こ
と
で
薫
に
結
婚
の
パ
ー
ト
ナ
ー
意
識
を
持
た
せ
て
い
る
の
だ
と

単
純
に
考
え
て
は
い
け
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ま
ず
第

一
に
こ
の
場
面
は
琵

琶
と
等
の
琴
の
合
奏
と
い
う
も
の
が
本
当
の
目
的
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
明
石
入
道
は
あ
く
ま
で
も
源
氏
の
弾
く
琴
の
音
に
導
か
れ
て

や
っ
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
み
て
も
、
や
は
り
こ
こ
で

は
源
氏
が
最
初
に
弾
い
て
い
た
琴
の
琴
の
存
在
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
現
に
、
源
氏
が
京
に
戻
る
際
に
、
源
氏
は
琴
の
琴
を
手
に
し
、
明
石
姫

君
は
入
道
か
ら
筆
の
琴
を
渡
さ
れ

〈
琴
の
琴
〉
―

〈
筆
の
琴
〉
と
い
う
合
奏

が
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
意
味
は
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
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の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
面
で
明
石
入
道
が
意
図
し
て
い
た
の
は
、
琵

琶
ま
た
は
筆
の
琴
が
そ
の
ま
ま
明
石
姫
君
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
と
い
っ
た
楽

器
と
人
物
の
直
接
的
な
属
性
を
源
氏
の
意
識
に
植
え
付
け
る
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
結
婚
相
手
と
し
て
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
明
石
入
道
が
、

先
程
の
字
治
八
宮
の
よ
う
に
琵
琶
で
は
な
く
事
の
琴
を
…
…
と
い
う
よ
う
に

一
方
の
楽
器
を
持
ち
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
二
つ
の
楽
器
に
関
し
て
コ
メ
ン

ト
を
残
し
て
い
る
の
は
、
明
石
姫
君
が
琵
琶
と
筆
の
琴
の
二
つ
を
演
奏
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
属
性
の
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
の
結
果
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。

（５
）
「結
婚
」
と
い
う
意
図
に
つ
い
て
は
、
武
原
弘

「大
君
の
世
界
」
ａ
源
氏

物
語
の
探
究
　
第
二
輯
』
風
間
書
房
　
一
九
七
六
）
、
高
橋
亨

「大
君
の
結
婚

拒
否
」
０
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
　
第
八
集
」
有
斐
閣
　
一
九
八
三
）
、
加
藤

洋
介

「
後
見
」
孜
―
源
氏
物
語
論
の
た
め
に
―
」
翁
名
古
屋
大
学
国
語
国
文

学
」

一
九
八
八

・
一
二
）
な
ど
多
数
あ
り
。

（６
）

「さ
す
が
に
行
く
末
遠
き
人
」
に
関
し
て
は
、
他
の
諸
注
は
す
べ
て
複
数

で
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「行
く
末
遠
き
人
」
と
い
う
語
に
関
し
て
は
、

「源
氏
物
語
』
の
中
で
も
う

一
カ
所
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

「柏
木
」
巻
に

あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
は

「さ
る
御
本
意
あ
ら
ば
、
い
と
尊
き
こ
と
な
る
を
、

さ
す
が
に
限
ら
ぬ
命
の
ほ
ど
に
て
、
行
く
末
遠
き
人
は
、
か
へ
り
て
こ
と
の

乱
れ
あ
り
、
世
の
人
に
そ
し
ら
る
る
や
う
あ
り
ぬ
べ
き
員
柏
木
５
二
一八
三
）

と
い
う
よ
う
に
、
朱
雀
院
が
娘
で
あ
る
女
三
宮
だ
け
を
「行
く
末
遠
き
人
」
と

表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

「柏
木
」
巻
の
用
法
と

「橋
姫
」
巻
の
用

法
が
極
め
て
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
を
考
え
合
わ
せ
て
み
て
も
、
こ
の

「行
く
末
遠
き
人
」
を
単
数
に
解
釈
す
る
こ
と
は
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
な
お
、
「柏
木
」
巻
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
六
年
九
月
七
日
に

行
わ
れ
た
北
陸
古
典
研
究
会
の
発
表
席
上
で
、
日
村
俊
介
氏
に
ご
教
授
い
た

だ
い
た
。

（７
）

『本
居
宣
長
全
集
』
第
四
巻

（筑
摩
書
房
　
一
九
六
九
）

「ひ
と
リ
ノ
ヽ

と
い
ふ
と
同
じ
こ
と
に
て
、
姉
君
中
ノ
君
、
い
づ
れ
に
ま
れ
、　
一
と
こ
ろ
と

い
ふ
意
也
、
湖
月
本
に
、
一
と
こ
ろ
と
の
み
あ
る
は
、
雅
言
を
し
ら
ぬ
人
の
、

さ
か
し
ら
に
は
ぶ
き
す
て
た
る
也
、」

（８
）
宇
治
の

「川
」
の
音
に
関
す
る
論
考
と
し
て
は
、
小
西
甚

一
「源
氏
物
語

の
イ
メ
ジ
ェ
リ
」
３
解
釈
と
鑑
賞
」

一
九
六
五

・
六
）
を
は
じ
め
と
し
て
、

原
岡
文
子

「宇
治
の
阿
閣
梨
と
八
の
宮
」
η
源
氏
物
語
　
両
義
の
糸
』
有
精

堂

　

一
九
九

一
）、
小
嶋
菜
温
子

「
〈
喩
〉
と
し
て
の
音
」
η
源
氏
物
語
批

評
』
有
精
堂
　
一
九
九
五
）
、
三
日
村
雅
子

「
金
自
〉
を
聞
く
人
々
」
含
源
氏

物
語
　
感
覚
の
論
理
』
有
精
堂
　
一
九
九
六
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（９
）
秋
山
虔

「宇
治
八
宮
と
薫
君
」
今
日
本
文
学
」

一
九
五
六

・
九
）

（
Ю
）
原
岡
文
子

「宇
治
の
阿
閣
梨
と
人
の
宮
」
翁
源
氏
物
語
　
両
義
の
糸
』
有

精
堂
　
一
九
九

一
）

（
Ｈ
）
後
藤
祥
子

「不
義
の
子
の
視
点
」
３
源
氏
物
語
の
史
的
空
間
』
東
京
大
学

出
版
会
　
一
九
八
六
）
。
そ
れ
に
対
し
、
高
橋
和
夫
氏
は

翁
宇
治
十
帖
」
「源

氏
物
語
の
創
作
過
程
』
右
文
書
房
　
一
九
九
二
）
「薫
は
、
御
嬢
様
を
私
の
本

妻
と
し
て
は
無
理
で
す
が
、
そ
の
次
ぐ
ら
い
な
ら
、
ぐ
ら
い
に
思
っ
て
返
答

し
た
の
だ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
薫
は

「は
か
ば
か
し
き
筋

に
は
べ
ら
ず
と
も
」
と
い
う
言
葉
に

「妻
」
と
し
て
で
は
な
く

「愛
人
」
と

し
て
の

「後
見
」
の
意
味
を
込
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
深
読
み

か
と
思
わ
れ
る
。

（
‐２
）
増
田
繁
夫

「大
君
の
死
」
今
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
　
第
八
集
』
有
斐
閣

一
九
八
三
）
。
「若
い
娘
の
後
見
を
依
頼
す
る
こ
と
」
が
結
婚
を
意
味
す
る
当

時
に
お
い
て
、
「薫
が
結
婚
と
い
う
形
で
は
な
く
て
も
後
見
す
る
と
い
っ
た
の

は
す
こ
ぶ
る
特
殊
な
あ
り
方
」
で
あ

っ
た
。
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（
‐３
）
薫
は
八
宮
の
「依
頼
」
を
快
く
承
諾
し
、
そ
れ
を
開
い
た
八
宮
も
素
直
に

「う
れ
し
」
と
反
応
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「俗
な
が
ら
聖
」
と
い
う
共
通
項

を
持
っ
た
二
人
の
心
は
こ
の
場
面
で

一
つ
に
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ

し
、
あ
く
ま
で
も

「見
え
る
」
だ
け
な
の
で
あ
る
。
あ
る
意
味
、
こ
の
場
面

は
先
に
見
た
二
人
の

「誤
解
」
が
最
も
大
き
く
な
っ
た
場
面
で
あ
る
と
言
え

よ
う
。
そ
の
こ
と
は
次
の
薫
の
述
懐
に
明
ら
か
で
あ
る
。

わ
が
心
な
が
ら
、
な
ほ
人
に
は
異
な
り
か
し
、
さ
ば
か
り
御
心
も
て

ゆ
る
い
た
ま
ふ
こ
と
の
、
さ
し
も
い
そ
が
れ
ぬ
よ
、
も
て
離
れ
て
は
た

あ
る
ま
じ
き
こ
と
と
は
、
さ
す
が
に
お
ぼ
え
ず
、
か
や
う
に
て
も
の
を

も
聞
こ
え
か
は
し
、
を
り
ふ
し
の
花
紅
葉
に
つ
け
て
、
あ
は
れ
を
も
情

を
も
通
は
す
に
、
憎
か
ら
ず
も
の
し
た
ま
ふ
あ
た
り
な
れ
ば
、
宿
世
異

に
て
、
ほ
か
ざ
ま
に
も
な
り
た
ま
は
む
は
、
さ
す
が
に
く
ち
を
し
か
る

べ
う
、
領
じ
た
る
こ
こ
ち
し
け
り
。
　

　

　

　

（椎
本
６
ｏ

一二
一
八
）

薫
が

「
八
宮
に
結
婚
を
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
、
急
い
で
結
婚
し
よ
う
と

し
な
い
自
分
は
、
や
は
り
普
通
の
人
と
は
違
っ
て
い
る
の
だ
な
」
と
自
ら
を

分
析
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
彼
が
二
人
の
姫
君
た
ち
を
自
分
の
所
有
物
と

し
て
考
え
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
つ
ま
り
、
薫
は
、
八
宮
に
と
っ
て
は
単

な
る

「後
見
」
し
か
意
味
し
な
い

「君
た
ち
」
と
い
う
言
葉
に
、
姫
君
た
ち

二
人
と
の

「結
婚
」
の
許
可
を
読
み
取
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
だ
。
語
り

手
の

「領
じ
た
る
こ
こ
ち
し
け
り
」
と
い
う
薫
に
対
す
る
批
判
は
、
こ
の
二

人
の
意
識
の
相
違
を

一
層
浮
き
彫
り
に
し
て
く
れ
る
。

（
‐４
）
清
水
好
子

「薫
創
造
」
翁
文
学
」

一
九
五
七

・
一
じ
。
「物
語
の
中
で
は
、

薫
が
こ
れ
程
大
君
に
執
す
る
理
由
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
八
宮
方
に
育
っ
た

姫
君
達
に
ひ
か
れ
る
の
は
わ
か
る
。
だ
が
二
人
の
姉
妹
の
う
ち
、
特
に
大
君

を
え
ら
ぶ
理
由
は
ど
こ
に
も
見
え
な
い
」
と
指
摘
す
る
。

（
‐５
）
森

一
郎

「薫
の
道
心
と
恋
」
η
源
氏
物
語
の
探
究
　
第
二
輯
』
風
問
書
房

一
九
七
六
）
、
藤
村
潔

「
八
の
宮
の
遺
言
」
含
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
　
第
八

集
』
有
斐
閣
　
一
九
八
三
）
な
ど
。

（‐６
）
姫
君
と
楽
器
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
、
森
野
正
弘
氏

（「宇
治
姉
妹
と

等
の
琴
」
「王
朝
文
学
史
稿
」

一
九
九
四

・
二
）
が
纏
め
て
い
る
と
こ
ろ
に

よ
る
と
、
こ
の
場
面
の
解
釈
に
も
あ
る
程
度
傾
向
が
あ
る
よ
う
で
、
「賀
茂
真

淵
や
「湖
月
抄
』
以
前
の
諸
注
」
で
は
琵
琶
を
大
君
と
し
て
お
り
、
「孟
津
抄
』

そ
し
て

「吉
澤
義
則
氏
の

「対
校
源
氏
物
語
新
釈
』
以
降
の
諸
注
」
で
は
す

べ
て
中
君
と
な
つ
て
い
る
ら
し
い
。
ま
た
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
最
近
の
論

と
し
て
は
、
篠
原
義
彦

「源
氏
物
語
の
世
界

（そ
の
三
と

翁
高
知
日
本
文
学

研
究
」

一
九
八
七

・
一
三
）
、
藤
井
貞
和

「物
語
の
ル
ー
ル
」
「
日
本
文
芸

史
」
古
代
Ⅱ
河
出
書
房
新
社
　
一
九
八
六
）
、
森
野
正
弘

（前
掲
論
文
）
な
ど

多
数
。

（
‐７
）
ち
な
み
に
、
非
常
に
重
要
な
指
摘
で
あ
る
藤
本
氏
の
論
に
つ
い
て
は
、
未

だ
十
分
な
見
解
を
示
す
に
到
っ
て
い
な
い
た
め
、
本
論
に
取
り
入
れ
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
が
宇
治
十
帖
を
考
え
る
上
で
再
考

す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

（‐８
）
中
川
正
美
氏

翁
「合
わ
ざ
る
」
楽
の
音
」
「国
語
と
国
文
学
」

一
九
九

一
・

一
二
）
が
指
摘
す
る
合
奏
不
成
立
の
意
味
を
、
こ
の
場
面
に
も
適
用
で
き
る

だ
ろ
う
。

（
‐９
）
更
に
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
後
中
君
が
筆
の
琴
を
演
奏
す
る
場
面
は
何

度
か
描
か
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
大
君
が
琵
琶
を
演
奏
す
る
場
面
が

一

度
も
描
か
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
も
、
薫
の
誤
解
が
解
か

れ
る
こ
と
の
な
い
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
西
氏
は

「総
角
」
巻
で
の
薫
と
大
君
の
一
度
目
の
逢
瀬
の
場
面
で
、

薫
が

「か
の
も
の
の
音
聞
き
じ
有
明
の
月
影
よ
り
は
じ
め
て
、
を
り
を
り
の

思
ふ
心
の
忍
び
が
た
く
な
り
ゆ
く
さ
ま
」
（総
角
７
二
〓
こ

を
大
君
に
打
ち
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明
け
た
こ
と
で
、
「橋
姫
巻
に
お
け
る
姉
妹
と
楽
器
の
逆
転
し
た
取
合
せ
の
齋

す
く
い
ち
が
い
が
、
こ
の
総
角
巻
の
大
君
と
薫
の
間
に
お
い
て
解
消
さ
れ
た
」

と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
以
後
も
薫
は
大
君
を
慕
い
、
大
君
は
中
君
を
薫

に
縁
づ
け
よ
う
と
す
る
言
動
に
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
」ヽ
れ
は
、
八
宮
の
「筆

の
琴
の
音
」
が
も
た
ら
す
大
君
と
薫
の
間
の
ズ
レ
は
未
だ
解
消
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
つ
ま
り
、
八
宮
の
言
葉
に
よ
る
決
定
的
な
ズ

レ
の
存
在
は
、
こ
の
二
人
に
関
し
て
も
例
外
で
は
な
い
こ
と
が
こ
こ
に
象
徴

的
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
η
）
高
橋
亨

「大
君
の
結
婚
拒
否
」
η
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
　
第
八
集
』
有

斐
閣
　
一
九
八
三
）。
高
橋
氏
は
、
こ
こ
で
薫
が

コ
日
物
語
」
に
領
道
さ
れ
て

い
く
過
程
を
見
抜
き
、
更
に

「昔
物
語
」
の
類
型
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
大

君
と
の
ズ
レ
が
、彼
ら
二
人
が
結
ば
れ
な
か
っ
た
原
因
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で

「昔
物
語
」
か
ら
は
ず
れ
て
い
く
の
は
、
む
し
ろ
薫
の
方

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（な
か
が
わ

。て
る
ま
さ
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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