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薫
の
人
物
造
型

―
―
身
か
ら
放

つ
芳
香
の
機
能
―
―

は
じ
め
に

匂
宮
巻
に
登
場
す
る
薫
は
、
身
か
ら
芳
し
い
香
を
放

っ
て
い
る
。
こ

の
芳
香
は
薫
の
名
前
の
由
来
で
も
あ
り
、
薫
の
人
物
造
型
に
お
け
る
重

要
な
特
徴
で
も
あ
る
。　
一
方
、
薫
の
芳
香
は
物
語
の
中
で
十
分
な
展
開

が
な
さ
れ
て
な
か

っ
た
こ
と
が
、
従
来
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

近
年
、
三
角
洋

一
氏
の
論
考
に
よ
り
、
薫
の
芳
香
の
典
拠
に
つ
い
て
新

た
な
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

薫
の
人
物
造
型
に
は
大
枠
と
し
て
釈
尊
伝
の
釈
尊
が
あ
り
、
よ
り

具
体
的
に
肉
付
け
と
し
て
、
父
が
だ
れ
で
あ
る
か
疑
い
を
も
た
れ
、

出
家
を
め
ぐ
る
言
説
も
あ
る
釈
尊
の
子
羅
喉
羅
の
故
事
と
、
羅
喉

羅
も
活
躍
す
る

『
維
摩
経
』
の
香
飯
の
寓
話
が
利
用
さ
れ
た
、
と

い
う
こ
と
を
予
想
し
て
お
き
た
い
。

三
角
氏
は
香
飯
の
香
の
意
味
に
つ
い
て
、
境
野
黄
洋
氏

『大
蔵
経
講

座
　
維
摩
経

・
勝
重
経
講
義
』
の

「此
の
香
は
、
戒
を
言

っ
て
居
る
も

の
で
あ
ら
う
」
と
い
う
解
釈
を
引
用
し
、
香
飯
の
香
は
、
大
乗
菩
薩
の

戒
定
慧
の
戒
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
極
め
て
興
味
深
い
示

白
　
雨
　
田

唆
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
論
文
で
は
戒
と
香
と
の
関
係
や
薫
の
芳
香
と

の
関
わ
り
な
ど
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

本
稿
は
、
香
は
戒
で
あ
る
と
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
、
薫
の
芳
香
の
働

き
に
着
目
し

つ
つ
、
香
と
戒
と
の
関
係
か
ら
薫
の
芳
香
を
解
読
し
て
い

く
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
匂
宮
巻
に
お
け
る
薫
の
描
写
に
焦
点
を
あ
て
、
仏
弟
子
で
あ

る
舎
利
弗
と
の
類
似
性
を
検
討
し
な
が
ら
、
論
を
進
め
て
い
く
。

一
、
舎
利
弗
と
の
関
わ
り

匂
宮
巻
で
、
母
女
三
の
宮
の
仏
道
修
行
を
見
た
薫
は
、
次
の
よ
う
な

思
い
を
抱
い
て
い
る
。

宮
も
か
く
盛
り
の
御
か
た
ち
を
や
つ
し
給
て
、
何
ば
か
り
の
御
道

心
に
て
か
、
に
は
か
に
お
も
む
き
給
け
ん
、
か
く
思
わ
ず
な
り
け

る
事
の
乱
れ
に
、
か
な
ら
ず
う
し
と
お
ぼ
し
な
る
ふ
し
あ
り
け
ん
、

人
も
ま
さ
に
漏
り
出
で
知
ら
じ
や
は
、
猶

つ
ゝ
む
べ
き
事
の
聞
こ

え
に
よ
り
、
わ
れ
に
は
け
し
き
を
知
ら
す
る
人
の
な
き
な
め
り
、

と
思
ふ
。
Ａ
明
く
れ
勤
め
給
や
う
な
め
れ
ど
、
は
か
も
な
く
お
ほ
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ど
き
給

へ
る
女
の
御
悟
り
の
ほ
ど
に
、
蓮
の
露
も
明
ら
か
に
、
玉

と
磨
き
給
は
ん
こ
と
も
か
た
し
、
Ｂ
五

つ
の
な
に
が
し
も
猶
う
し

ろ
め
た
き
を
、
わ
れ
、
此
み
心
ち
を
、
お
な
じ
う
は
後
の
世
を
だ

に
、
と
思
ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（匂
宮
巻
二
一
七
）

母
女
三
の
宮
の

「
道
心
」
を
疑
い
、
極
楽
浄
土
の
往
生
は
難
し
い
だ

ろ
う
と
薫
は
思
う
。
傍
線
Ａ

・
Ｂ
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
「女
の
御
悟

り
」
で
あ
る
か
ら
、
「
五

つ
の
な
に
が
し
」
が
あ
る
が
ゆ
え
に
往
生
が

難
し
い
と
い
う
の
は
、
薫
の
本
音
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
女
二
の
宮
の

「道
心
」
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
も
そ
も

「女
」
だ
か
ら
往
生
は
難

し
い
だ
ろ
う
と
思

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
五

つ
の
な
に
が
し
」
と
は

「
五
障
」
の
こ
と
で
、
そ
の
出
典
は

『法
華
経
』
提
婆
達
多
品
第
十
二
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
諸
注
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
で
は
そ
の
関
連
部
分
を
見
て
み
よ
う
。

そ
の
時
、
舎
利
弗
は
、
竜
女
に
語
り
て
言
わ
く

「汝
は
、
久
し
か

ら
ず
し
て
、
無
上
道
を
得
た
り
と
謂
え
る
も
、
こ
の
事
は
信
じ
難

し
。
所
以
は
い
か
ん
。
ａ
女
身
は
垢
機
に
し
て
、
こ
れ
法
器
に
非

ず
。
云
何
ん
ぞ
能
く
無
上
菩
提
を
得
ん
。
仏
道
は
懸
噴
に
し
て
、

無
量
劫
を
経
て
、
勤
労
し
て
行
を
積
み
、
具
さ
に
諸
度
を
修
し
て
、

然
し
て
後
、
乃
ち
成
ず
る
な
り
。
ｂ
又
、
女
人
の
身
に
は
、
猶
、

五

つ
の
障
あ
り
。　
一
に
は
梵
天
王
と
作
る
こ
と
を
得
ず
、
二
に
は

帝
釈
、
三
に
は
魔
王
、
四
に
は
転
輪
聖
王
、
五
に
は
仏
身
な
り
。

云
何
ん
ぞ
、
女
身
、
速
か
に
成
仏
す
る
こ
と
を
得
ん
。

文
殊
菩
薩
の
説
法
を
聞
い
て
成
仏
で
き
た
龍
女
の
こ
と
を
舎
利
弗
は

疑

っ
て
い
る
。
傍
線

ａ
に
は
、
「女
身
」
は

「
何
ん
ぞ
能
く
無
上
菩
提

を
得
ん
」
、
即
ち
悟
り
を
得
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
ま
た
ｂ
に
は
、
女

人
に
は

「
五
障
」
が
あ
る
か
ら
、
成
仏
は
で
き
な
い
と
舎
利
弗
は
思

っ

た
と
あ
る
。
前
の
傍
線
Ａ

・
Ｂ
と
対
照
し
て
み
る
と
、
文
脈
が

一
致
し

て
い
る
。
女
人
往
生
、
女
人
成
仏
の
問
題
で
薫
は
舎
利
弗
と
同
じ
観
点

を
持

っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

小
林
正
明
氏
は
、

「権
実
」
の
天
台
教
判
で
い
う
な
ら
、
…
…
舎
利
弗
は

「小
乗
権

教
」
、
…
。二
電
女
成
仏
を
ふ
ま
え
た

「提
婆
達
多
品
」
後
半
の
総

括
は

「実
大
乗
教
」
の
立
場
と
い
え
る
。
…
…
ち
な
み
に
、
…
…

龍
女
成
仏
を
反
証
す
る
…

「実
大
乗
教
」
で
は
な
く
、
論
破
さ
れ

る

「小
乗
権
教
」
の
視
点
に
よ
っ
て
、
母
の
勤
行
を
な
が
め
る
薫

が
こ
こ
に
い
る
。

と
論
述
し
て
い
る
。

舎
利
弗
の
女
人
不
成
仏
論
は

『法
華
経
』
だ
け
で
は
な
く
、
ほ
か
の

大
乗
仏
典
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
『
維
摩
経
』
観
衆
生
品
に
は
、

次
の
よ
う
な

一
節
が
あ
る
。
維
摩
居
士
の
室
に
現
れ
た
天
女
に
説
法
さ

れ
、
不
思
議
に
思

っ
た
舎
利
弗
と
の
間
に
次
の
よ
う
な
問
答
が
交
わ
さ

れ
て
い
る
。

舎
利
弗
言
は
く
、
汝
何
を
以
て
か
女
身
を
転
ぜ
ざ
る
。
天
曰
く
、

我
れ
十
二
年
よ
り
来
、
女
人
の
相
を
求
む
る
に
、
了
に
不
可
得
な

り
、
当
に
何
の
転
ず
る
所
か
あ
る
べ
き
。
讐

へ
ば
幻
師
の
幻
女
を

化
作
す
る
が
如
し
。
若
し
人
あ
り
て
、
何
を
以
て
か
女
身
を
転
ぜ



ざ
る
と
間
は
ば
、
是
の
人
正
間
と
為
ん
や
不
や
。
舎
利
弗
言
は
く
、

不
な
り
、
幻
に
定
相
な
し
、
正
に
何
の
転
ず
る
所
か
あ
る
べ
き
。

天
曰
く
、　
一～切
り
調
潤
引
州
復
署
Ｃ
の～
如
］
郡
定
椰
み
る
４
８
郡

し
、
云
何
ぞ
乃
ち
女
身
を
転
ぜ
ぎ
る
と
問
ふ
や
。

舎
利
弗
は
な
ぜ
天
女
が
女
の
身
を
脱
し
な
い
の
か
と
問
う
。
こ
の
質

間
を
、
僧
肇
は

『
注
維
摩
詰
経
』
で
、
「汝
、
無
優
の
智
を
も

っ
て
有

磯
の
身
を
受
く
。
し
か
る
に
転
捨
せ
ざ
る
は
な
ん
ぞ
や
」
と
注
釈
し
て

い
る
。
「磯
」
と
は

「障
」
の
こ
と
で
、
即
ち

「
五
障
」
の
こ
と
で
あ

る
。
天
女
の
す
ば
ら
し
い
智
恵
と
、
五
障
が
あ
る
女
身
と
は
あ
ま
り
に

も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
舎
利
弗
は
思

っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
天
女
が
神

通
力
で
も

っ
て
舎
利
弗
を
女
の
姿
に
変
身
さ
せ
、
波
線
部
の

「
あ
ら
ゆ

る
存
在
に
定
ま

っ
た
形
は
な
い
」
と
い
う
道
理
を
舎
利
弗
に
悟
ら
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
女
人
成
仏
否
定
論
を
唱
え
た
舎
利
弗
は

『
維
摩
経
』

で
は
論
破
さ
れ
、
否
定
さ
れ
る
役
を
演
じ
て
い
る
。

ま
た

『
仏
説
転
女
身
経
』
に
も
、
似
か
よ
っ
た
場
面
が
見
ら
れ
る
。

生
ま
れ
て
無
垢
光
女
と
名
付
け
ら
れ
た
女
児
が
、
釈
尊
の
門
下
に
参
じ

て
舎
利
弗
を
論
破
す
る

一
節
で
あ
る
。

爾
の
時
、
尊
者
舎
利
弗
は
、
復
た
無
垢
光
女
に
問
い
て
言
は
く
。

列

浄
‐

創
劇

劉
調

コ
捌

劇
悧

劇
州

到
到

劃
¶

此‐

の
間
に
来
た
る
也
り
。
無
垢
光
女
答
て
言
は
く
、
尊
者
舎
利
弗
よ
、

彼
の
佛
世
界
で
女
人
有
る
こ
と
無
し
。
合
利
弗
言
く
、
汝
は
今
何

故
に
、
此
の
女
形
を
以
て
此
の
間
に
生
ま
れ
来
た
り
。
女
は
即
ち

答
て
言
は
く
。
我
は
今
男
形

。
女
形
、
亦
た
色

・
受

・
想

。
行

・

識
を
以
て
此
の
間
に
生
ま
れ
来
た
る
と
な
さ
ざ
る
。
…
…
爾
の
時
、

無
垢
光
女
は
、
前
に
佛
足
を
礼
す
、
而
し
て
是
の
言
を
作
す
。　
一

切
の
諸
の
法
は
男
無
し
、
女
無
し
。
此
の
言
は
若
し
実
な
ら
ば
、

令
し
て
我
が
女
身
を
男
子
と
化
し
て
成
る
。
此
の
言
を
発
す
時
、

三
千
大
千
世
界
は
六
種
に
震
動
し
、
無
垢
光
女
は
女
形
が
即
ち
滅

し
て
、
変
化
し
て
相
好
、
荘
厳
の
男
子
の
身
を
成
就
す
。

神
通
力
と
す
ば
ら
し
い
智
恵
の
持
ち
主
で
あ
る
無
垢
光
女
が
女
身
で

あ
る
こ
と
を
不
思
議
に
思
い
、
舎
利
弗
は
な
ぜ
女
身
で
こ
の
世
界
に
生

ま
れ
た
の
か
と
質
問
す
る
。
無
垢
光
女
は

「
一
切
諸
法
無
男
無
女
」
と

い
う
道
理
を
述
べ
、
直
ち
に
男
子
に
変
わ

っ
て
、
菩
薩
と
な

っ
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
法
華
経
』
、
『
維
摩
経
』
、
『転
女
身
経
』
に
お
い

て
舎
利
弗
は
ま
る
で
女
人
不
成
仏
論
の
代
表
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
続
け

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
れ
ら
の
経
典
は
平
安
時
代

に
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
経
典
で
も
あ
る
。

『
法
華
経

＾
』
牲

『維
摩
経
』
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
『転
女
身
経
』

は

『
菅
家
文
草
』
の
願
文
に
よ
く
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
。
「
為
藤
大
夫

先
批
周
忌
追
福
願
文
」
（元
慶
八
年
四
月
十
八
日
）、
「為
清
和
女
御
源
氏

外
祖
母
多
治
氏
七

ゝ
日
追
福
願
文
」
（仁
和
二
年
七
月
十
三
日
）、
「為
諸

公
主
奉
為
中
宮
修
功
徳
願
文
」
（寛
平
四
年
十
二
月
二
十

一
日
）
な
ど
で

あ
る
。
ま
た
紫
式
部
と
同
時
代
の
選
子
内
親
王
の
家
集

『
発
心
和
歌

集
』
の
第
十
六
番
歌
に
も
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
。
平
安
時
代
の
女
性
の

逆
修
や
死
後
の
追
善
の
経
供
養
の
と
き
に
は
、
法
華
経
以
下
の
経
に
必

ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
こ
の
転
女
身
経
が
入

っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘



さ
れ
て
い
る
。

当
時
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
大
乗
仏
典
で
舎
利
弗
が
論
破
さ
れ
る
と
い

う
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
作
者
も
よ
く
知

っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
匂
宮
巻
で
女
人
成
仏
で
き

な
い
旨
の
台
詞
を
薫
に
言
わ
せ
て
い
る
の
は
、
舎
利
弗
と
同
様
に
薫
を

批
判
す
べ
き
対
象
と
し
て
設
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

舎
利
弗
と
薫
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
も
う

一
つ
見
逃
が
し
て
は
な

ら
な
い
事
が
あ
る
。
前
述
し
た

『
維
摩
経
』
観
衆
生
品
で
の

一
節
を
見

て
み
よ
う
。
文
殊
菩
薩
が
世
尊
の
使
い
と
し
て
維
摩
居
士
を
見
舞

っ
た
。

二
人
の
間
で
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
時
、
室
内
に

一
人
の
天
女
が
現

れ
、
菩
薩
や
大
弟
子
の
上

へ
華
を
散
じ
た
の
で
あ
る
。
菩
薩
た
ち
の
上

に
降
り
か
か

っ
た
華
は
み
な
す
ぐ
下

へ
落
ち
る
が
、
舎
利
弗
ら
大
弟
子

に
降
り
か
か

っ
た
華
は
身
体
に
密
着
し
て
離
れ
な
い
。

一
切
の
弟
子
の
神
力
も
華
を
去
れ
ど
も
去
ら
し
む
る
こ
と
能
は
ず
。

爾
の
時
天
、
舎
利
弗
に
問
ふ
、
何
が
故
に
華
を
去
る
。
答

へ
て
日

く
、
此
の
華
不
如
法
な
り
、
是
れ
を
以
て
之
を
去
る
。
天
曰
く
、

此
の
華
を
謂

つ
て
不
如
法
と
為
す
こ
と
勿
れ
。
所
以
は
何
ん
と
な

れ
ば
、
是
の
華
は
分
別
す
る
所
な
し
、
仁
者
自
ら
分
別
の
想
を
生

ず
る
の
み
。
若
し
仏
法
に
於
て
出
家
し
て
、
分
別
す
る
所
あ
ら
ば

不
如
法
と
為
す
、
若
し
分
別
す
る
所
な
く
ん
ば
、
是
れ
即
ち
如
法

な
り
。
諸
の
菩
薩
を
観
る
に
、
華
の
著
か
ざ
る
こ
と
は
、
己
に

一

切
分
別
の
想
を
断
ず
る
が
故
な
り
。

傍
線
部
で
、
仏
弟
子
た
ち
は
ど
う
し
て
も
華
を
取
り
除
く
こ
と
が
で

き
ず
、
こ
れ
を
見
た
天
女
が
、
な
ぜ
華
を
払
い
の
け
る
の
か
と
尋
ね
る

と
、
舎
利
弗
は
、
こ
の
華
は
法
に
か
な
わ
な
い
か
ら
取
り
去
る
の
だ
と

答
え
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
僧
肇
は
、

香
華
、
身
に
著
す
は
沙
門
の
法
に
あ
ら
ず
。
こ
こ
を
も

っ
て
こ
れ

を
去
る
。

と
注
釈
し
て
い
る
。
鎌
田
茂
雄
氏
も
、

小
乗
仏
教
で
は
香
華
を
衣
服
や
体
に
つ
け
る
こ
と
は
戒
律
に
反
す

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
体
を
飾
る
こ
と
は
異
性
を
誘
惑
す
る
こ
と

に
な
る
か
ら
で
す
。
小
乗
仏
教
徒
で
あ
る
舎
利
弗
が
体
に
つ
い
た

花
び
ら
を
取
り
去
ろ
う
と
し
た
の
は
当
然
で
あ

っ
た
。
…
…
多
く

の
菩
薩
た
ち
に
花
び
ら
を
ま
い
て
も
、
花
び
ら
が
体
に
つ
か
な
い

の
は
、　
一
切
の
分
別
の
想
念
を
断

っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
大
乗
仏

教
徒
で
あ
る
菩
薩
に
は

一
切
の
想
念
は
あ
り
ま
せ
ん
。
花
び
ら
を

つ
け
て
い
る
と
戒
律
に
反
す
る
と
い
う
よ
う
な
恐
れ
や
お
び
え
も

あ
り
ま
せ
ん
。

と
、
よ
り
詳
し
く
解
釈
し
て
い
る
。

舎
利
弗
は
女
人
不
成
仏
論
を
唱
え
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

小
乗
仏
教
の
戒
律
に
こ
だ
わ
る
こ
と
で
も
非
難
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
。

舎
利
弗
の
香
華
を
嫌
が
る
描
写
は
、
薫
の
次
の
よ
う
な
特
徴
を
想
起

さ
せ
る
。

う
ち
忍
び
立
ち
寄
ら
む
も
の
の
隈
も
、
じ
る
き
ほ
の
め
き
の
隠
れ

あ
る
ま
じ
き
に
、
う
る
さ
が
り
て
、
を
さ
を
さ
取
り
も

つ
け
給
は

ね
ど
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（匂
宮
巻
二
一
九
）
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人
目
を
忍
ん
で
女
の
も
と
に
通
お
う
と
し
て
も
芳
香
が
邪
魔
に
な
り
、

す
ぐ
人
に
分
か

っ
て
し
ま
う
の
で
、
薫
は
自
身
の
芳
香
を
気
に
し
、
嫌

が

っ
て
い
る
。　
一
般
貴
族
の
よ
う
に
服
に
香
を
焚
く
こ
と
は
め

っ
た
に

し
て
い
な
か

っ
た
。

薫
の
身
に
持

つ
芳
香
は
舎
利
弗
の
身
に
付
く
花
び
ら
の
よ
う
に
、
い

や
で
も
取
れ
な
い
厄
介
な
存
在
に
な

っ
て
い
る
。

舎
利
弗
の
香
華
と
の
関
係
は
、
舎
利
弗
が
香
華
が
身
に
付
く
こ
と
で
、

女
性
を
誘
惑
し
て
戒
律
を
破
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
の
を
恐
れ
て
嫌

が

っ
て
い
た
の
に
対
し
、
薫
は
そ
の
逆
で
女
の
も
と
に
近
付
こ
う
と
し

て
も
す
ぐ
人
に
分
か

っ
て
し
ま
い
、
近
付
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
芳

香
を
厄
介
に
思

っ
て
い
る
。　
一
見
正
反
対
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
香

華
と
芳
香
な
の
だ
が
、
薫
の
仏
道
や
女
性
に
対
す
る
態
度
か
ら
考
え
る

■ｃ
、

中
将
は
、
世
中
を
深
く
あ
ぢ
き
な
き
物
に
思
す
ま
し
た
る
心
な
れ

ば
、
中
／
ヽ
心
と
ゞ
め
て
、
行
は
な
れ
が
た
き
思
や
残
ら
む
な
ど

思
ふ
に
、
わ
づ
ら
わ
し
き
思
ひ
あ
ら
む
あ
た
り
に
か
ゝ
づ
ら
は
ん

は
つ
ゝ
ま
し
く
、
な
ど
思
す
て
給
。
　

　

　

　

（匂
宮
巻
三
二
〇
）

と
あ
る
よ
う
に
、
仏
道
に
専
念
し
た
い
、
女
性
か
ら
遠
ざ
か
り
た
い
と

切
望
し
て
い
る
点
で
舎
利
弗
と
の
接
点
が
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

で
は
、
薫
の
芳
香
に
つ
い
て
、
物
語
に
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る
の
か
、
そ
し
て
ど
ん
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
。
ま
ず
薫
の
芳

香
の
特
徴
か
ら
見
て
み
よ
う
。

二
、
「戒
香
」
と
し
て
の
香

二
―

一
、
薫
の
芳
香
の
特
徴

薫
の
芳
香
の
特
徴
に
つ
い
て
匂
宮
巻
に
は
、
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ

て
い
る
。

Ａ
香
の
か
う
ば
し
さ
ぞ
、
此
世
の
匂
ひ
な
ら
ず
、
あ
や
し
き
ま
で
、

う
ち
ふ
る
ま
ひ
給

へ
る
あ
た
り
、
遠
く
隔
た
る
ほ
ど
の
を
い
風
に
、

ま
こ
と
に
百
歩
の
外
も
か
ほ
り
ぬ
べ
き
心
ち
し
け
る
。
た
れ
も
、

さ
ば
か
り
に
な
り
ぬ
る
御
有
さ
ま
の
、
い
と
や
つ
れ
ば
み
た
ゞ
あ

り
な
る
や
は
あ
る
べ
き
、
さ
ま
ハ
ヽ
に
、
我
、
人
に
ま
さ
ら
ん
と

つ
く
ろ
ひ
用
意
す
べ
か
め
る
を
、
か
く
か
た
は
な
る
ま
で
、
Ｂ
う

ち
忍
び
立
ち
寄
ら
む
も
の
の
隈
も
、
じ
る
き
ほ
の
め
き
の
隠
れ
有

ま
じ
き
に
う
る
さ
が
り
て
、
を
さ
／
ヽ
取
り
も

つ
け
給
は
ね
ど
、

あ
ま
た
の
御
唐
櫃
に
埋
も
れ
た
る
香
の
香
ど
も
も
、
此
君
の
は
い

ふ
よ
し
も
な
き
匂
ひ
を
加

へ
、
Ｃ
御
前
の
花
の
木
も
、
は
か
な
く

袖
ふ
れ
給
ふ
梅
の
香
は
、
春
雨
の
雫
に
も
濡
れ
、
身
に
し
む
る
人

多
く
、
秋
の
野
に
主
な
き
藤
袴
も
、
も
と
の
か
ほ
り
は
隠
れ
て
、

な
つ
か
し
き
を
ひ
風
こ
と
に
、
お
り
な
し
か
ら
な
む
ま
さ
り
け
る
。

（匂
宮
巻
二
一
八
）

こ
の
芳
香
の
特
徴
は
、
柳
井
滋
氏
に
よ
り
三
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
た
。

簡
単
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
（以
下
特
徴
Ａ
・
Ｂ
。
Ｃ
と
し
て
お
く
）。
特

徴
Ａ
は
、
遠
く
ま
で
匂
う
芳
香
の
強
さ
で
あ
る
。
特
徴
Ｂ
は
、
芳
香
に
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よ
り
薫
の
所
在
は
隠
れ
よ
う
も
な
く
、
人
に
さ
と
ら
れ
て
し
ま
う
。
特

徴
Ｃ
は
ほ
か
の
草
木
の
香
と
混
じ
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
微
妙
な
芳
香

と
な
る
こ
と
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
特
に
特
徴
Ｂ
に
注
目

し
た
い
。
薫
は
自
身
の
芳
香
を

「
う
る
さ
が
り
て
、
を
さ
／
ヽ
取
り
も

つ
け
た
ま
は
ね
ど
」
と
思

っ
て
い
る
。
芳
香
が
薫
の
好
色
行
為
を
邪
魔

す
る
た
め
、
薫
は
芳
香
を
厄
介
な
も
の
だ
と
思

っ
て
い
る
。

前
節
で
見
た
舎
利
弗
の
香
華
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
特
徴
Ｂ
で
あ
ろ

，ｎノ。
心
の
中
に
は
、
身
を
思
じ
る
方
あ
り
て
、
物
あ
は
れ
に
な
ど
も
あ

り
け
れ
ば
、
心
に
ま
か
せ
て
は
や
り
か
な
る
す
き
事
を
さ
／
ヽ
好

ま
ず
、
よ
ろ
づ
の
事
も
て
し
づ
め

つ
ゝ
、
お
の
づ
か
ら
お
よ
す
げ

た
る
心
ざ
ま
を
、
人
に
も
知
ら
れ
給

へ
り
。
　

（匂
宮
巻
三
二
こ

出
生
の
秘
密
に
悩
ま
さ
れ
仏
道
を
志
向
し
て
い
る
薫
は
、
浮
い
た
色

事
を
好
ま
な
か

っ
た
。

仏
教
で
は
女
犯
は
禁
物
で
あ
る
。
薫
は
幼
い
頃
か
ら
す
で
に
仏
道
修

行
を
志
し
て
い
る
。
仏
教
の
戒
律
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で

あ
ろ
う
。
『岩
波
仏
教
辞
典
』
（第
二
版
）
に
は
、
「戒
と
は
修
行
規
則

を
守
ろ
う
と
す
る
自
律
的
な
決
心
で
、
修
行
を
推
進
す
る
自
発
的
な
精

神
で
あ
る
。
在
家
信
者
は
、
仏
教
を
修
行
し
ょ
う
と
決
心
す
る
と
き
、

仏

。
法

。
僧
の
三
宝
に
帰
依
し
、
比
丘
に
従

っ
て
五
戒
を
受
け
る
…
こ

の
よ
う
に
仏
教
の
修
行
者
は
、
在
家
も
出
家
も
す
べ
て
戒
に
基
づ
い
て

修
行
す
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
「
五
戒
」
と
は

「
在
俗
信
者
の
保

つ
べ

き
五

つ
の
戒

（習
慣
）。
不
殺
生

・
不
楡
盗

・
不
邪
涅

・
不
妄
語

。
不

飲
酒
戒
か
ら
な
る
」
と
い
う
、
仏
教
で
守
る
べ
き
基
本
的
な
戒
律
と
さ

れ
て
い
る
。
薫
が
女
の
も
と
に
忍
び
寄
る
行
為
は

「
不
邪
淫
戒
」
に
ふ

れ
る
で
あ
ろ
う
。

薫
の
香
が
彼
の
好
色
行
為
を
邪
魔
す
る
の
は
、
「
不
邪
涅
戒
」
を
破

る
こ
と
、
即
ち

「
破
戒
」
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

薫
の
香
が
い
か
な
る
香
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
東
屋
巻
に
至

っ
て

女
房
た
ち
に
よ
り
語
ら
れ
て
い
る
。
本
文
中
で
唯

一
、
香
の
具
体
的
な

名
称
が
現
れ
た
箇
所
で
も
あ
る
。

「
経
な
ど
を
読
み
て
、
功
徳
の
す
ぐ
れ
た
る
事
あ
め
る
に
も
、
香

の
か
う
ば
し
き
を
や
ん
ご
と
な
き
こ
と
に
、
仏
の
給
を
き
け
る
も

こ
と
は
り
な
り
や
。
薬
王
品
な
ど
に
と
り
わ
き
て
の
た
ま
へ
る
五

づ
千
だ
ん
と
か
や
、
お
ど
ろ
／
ヽ
し
き
も
の
の
名
な
れ
ど
、
ま
づ

か
の
殿
の
近
く
ふ
る
ま
ひ
給

へ
ば
、
仏
は
ま
こ
と
し
給
け
り
と
こ

そ
お
ぼ
ゆ
れ
。
幼
く
お
は
じ
け
る
よ
り
、
行
ひ
も
い
み
じ
く
し
給

け
れ
ば
よ
。
」
な
ど
言
ふ
も
あ
り
。
ま
た
、
「先
の
世
こ
そ
ゆ
か
し

き
御
有
さ
ま
な
れ
」
な
ど
、
ロ
ハ
ヽ
め
づ
る
事
ど
も
を
、
す
ゞ
ろ

に
笑
み
て
聞
き
ゐ
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（東
屋
巻

一
五

こ

こ
れ
は
、
中
の
君
の
も
と
を
訪
れ
た
薫
が
帰

っ
た
後
も
、
彼
の
寄
り

か
か

っ
た

「真
木
柱
」
や

「菌
」
か
ら
は
芳
し
い
移
り
香
が
漂

っ
て
い

た
こ
と
に
対
す
る
、
中
の
君
付
き
の
女
房
た
ち
の
会
話
で
あ
る
。
傍
線

を
付
し
た
よ
う
に
、
薫
の
香
は
、
薬
王
品
に
特
筆
さ
れ
て
い
る
牛
頭
栴

檀
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

女
房
た
ち
は
、
薫
が
そ
の
身
か
ら
芳
香
を
発
し
て
い
る
由
来
を
、
幼



時
か
ら
の
勤
行
に
よ
る
功
徳
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
こ
の

「薬

王
品
」
と
は
、
『法
華
経
』
の

「薬
王
菩
薩
本
事
品
第
二
十
三
」
を
指

し
た
言
葉
で
あ
る
。
薬
王
本
事
品
で
は
、
功
徳
に
よ
り
身
か
ら
芳
香
を

発
す
る
こ
と
が
、
次
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

若
し
人
有
り
て
、
こ
の
薬
王
菩
薩
本
事
品
を
聞
き
、
能
く
随
喜
し

て
善
じ
と
讃
め
ば
、
こ
の
人
、
現
世
に
回
の
中
よ
り
常
に
青
蓮
華

香
を
出
し
、
身
の
毛
孔
の
中
よ
り
常
に
牛
頭
栴
檀
之
香
を
出
さ
ん
。

得
る
所
の
功
徳
は
上
に
説
け
る
所
の
如
し
。

と
あ
る
。
即
ち
、
薫
の
芳
香
は
薬
王
品
を
随
喜
し
て
得
ら
れ
た
功
徳

「牛
頭
栴
檀
」
の
香
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
前
述
し
た
薫
の
芳
香
の
特
徴
、
特
に
特
徴
Ｂ
の
彼
の
好
色
行

為
を
邪
魔
す
る
点
と
、
「牛
頭
栴
檀
」
と
は
ど
ん
な
繋
が
り
が
あ
る
の

か
。
作
者
の
発
想
は
ど
こ
か
ら
得
ら
れ
た
の
か
。
以
下
、
香
の
働
き
に

着
目
し
、
仏
教
経
典
に
見
ら
れ
る

「戒
香
」
と
い
う

「香
」
と
比
べ
な

が
ら
見
て
い
き
た
い
。

二
―
二
、
戒
香
の
特
徴

「戒
香
」
に
つ
い
て
、
仏
教
で
は
、
二
種
類
の

「戒
香
」
が
見
ら
れ

る
。　
一
つ
は

『雑
阿
含
経
』
な
ど
で

「根
茎
華
の
香
は
よ
く
風
に
逆
ら

い
て
薫
ず
る
に
非
ず
、
唯
だ
善
士
女
の
持
戒
清
浄
の
香
有
る
の
み
、
逆

順
に
も
諸
方
に
満
ち
て
普
く
聞
知
せ
ざ
る
な
し
」
と
さ
れ
る

「持
戒
の

香
」
で
あ
る
。
即
ち
、
『織
田
佛
教
大
辞
典
』
で

「戒
徳
の
四
方
に
薫

ず
る
を
香
に
警
ふ
。
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「持
戒
の
徳
」
を

香
に
喩
え
る
架
空
の
香
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
天
台
密
教
の

『
行
法
肝

葉
抄
』
で

「戒
塗
香
と
は
、
塗
香
を
以
て
戒
波
羅
蜜
と
為
す
。
」
と
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
「塗
香
」
を
指
し
て
い
』
ド
「塗
香
」
と
は
、
『
大

智
度
論
』
に

「塗
香
は
二
種
有
り
、　
一
は
栴
檀
香
な
り
、
摩
し
て
以
て

身
に
塗
る
。
二
に
は
種
種
の
雑
香
な
り
、
持
き
て
以
て
末

つ
と
為
し
、

以
て
其
の
身
に
塗
り
、
及
び
衣
服
を
薫
じ
、
井
び
に
地
壁
に
塗
る
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
実
際
に
存
在
し
て
い
る
香
で
あ
る
。

で
は
、
仏
典
で
描
か
れ
た

「戒
香
」
の
特
徴
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
警

え
と
し
て
の

「戒
香
」
か
ら
見
て
み
よ
う
。

こ
の
種
の

「戒
香
」
は
、
仏
典
に
多
数
見
ら
れ
る
。
そ
の
特
徴
は
以

下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
『
法
句
経
』
の
第
十
二
華
香
品
に
は
、

奇
草
芳
花
は
、
風
に
逆
は
ず
し
て
薫
じ
、
道
に
近
き
て
敷
開
く
、

徳
人
は
香
に
逼
る
。
施
檀
、
多
香
、
青
蓮
、
芳
花
、
是
れ
真
な
り

と
日
ふ
と
雖
も
、
戒
の
香
に
は
如
か
ず
。
華
の
香
氣
は
微
な
り
、

真
な
り
と
謂
ふ
べ
か
ら
ず
、
持
戒
の
香
は
、
天
に
到
る
も
殊
勝
な

ぬ
ツ
。

と
戒
香
は
普
通
の
植
物
の
香
よ
り
邊
か
に
優
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。

さ
ら
に
詳
し
く
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
次
の

『
出
曜
経
』
で
あ
る
。

『出
曜
経
』
の

（戒
品
七
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

爾
の
時
、
世
尊
、
此
の
法
の
本
庭
に
因
み
て
、
大
衆
に
在

っ
て
、

此
の
頌
を
説
か
く
、
「華
香
は
風
に
逆
は
ず
。
芙
蓉
、
栴
檀
香
の
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ご
と
し
。
徳
香
は
風
に
逆

つ
て
薫
る
。
徳
は
人
遍
く
聞
香
す
。
」

と
。
夫
れ
世
間
の
諸
の
華
香
は
尽
く
順
風
に
香
り
、
逆
風
に
香
ら

ず
。
戒
徳
の
香
は
亦
逆
風
に
香
り
、
順
風
に
香
る
。
世
間
の
華
香

は
斉
し
く
欲
界
薫
り
、
色
界
に
薫
ら
ず
。
或
は
直
ち
に

一
方
に
薫

り
、
三
方
に
薫
ら
ず
。
持
戒
の
香
は
十
方
に
香
、
徹
す
。
華
香
は

逼
近
す
れ
ば
乃
ち
別
た
ん
や
。
持
戒
の
香
は
上
に
徹
し
て
、　
Ｔ
り

天
に
究
責
す
。
是
の
故
に
説
い
て
曰
く
、
「華
香
は
風
に
逆
は
ず
、

徳
は
人
遍
く
聞
香
す
。
」
と
。

持
戒
の
功
徳
と
し
て
の
香
は
、
風
に
逆
ら

っ
て
も
香
り
、
あ
ら
ゆ
る

場
所
に
、
色
界
に
ま
で
も
届
く
な
ど
、
香
の
強
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
『
優
婆
塞
戒
経
』
（受
戒
品
第
十
四
）
に
は
、
も
う

一
つ
の
特

徴
が
見
ら
れ
る
。

善
男
子
よ
、
若
し
是
の
如
き
優
婆
塞
戒
を
受
け
て
、
能
く
至
心
に

持
ち
て
毀
犯
せ
じ
め
ざ
れ
ば
、
則
ち
能
く
是
の
如
き
戒
果
を
獲
得

す
。
善
男
子
よ
、
優
婆
塞
戒
を
名
づ
け
て
理
略
と
為
し
名
づ
け
て

荘
厳
と
為
す
。
其
の
香
は
微
妙
に
し
て
無
辺
界
に
薫
じ
。
不
善
法

を
遮
す
る
善
法
律
た
り
。
即
ち
是
れ
無
上
の
妙
費
蔵
な
り
。

傍
線
部
で
示
し
た
よ
う
に
、
持
戒
の
功
徳
と
し
て
の
香
は
、
匂
う
だ

け
で
は
な
く
、
こ
の
匂
い
で
不
善
を
善
に
し
、
善
を
守
る
性
質
を
も

持

っ
て
い
る
。
『法
句
経
』
や

『
出
曜
経
』
に
見
ら
れ
る
特
徴
が
持
戒

の
功
徳
と
し
て
の
香
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
特
徴
は
、
持
戒
に
よ
る
実
際

の
効
果
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は

「戒
」
の
目
的
で
も
あ
る
。

『織
田
佛
教
大
辞
典
』
に
は
、
「戒
」
と
は

「身
心
の
過
を
防
禁
す
る
こ

と
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
「戒
香
」
が

「戒
」
と
し
て
の
役
割
を
果

た
す
と
す
れ
ば
、
人
の
修
行
を
推
進
す
る
た
め
、
人
を
戒
め
る
効
果
も

あ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
戒
香
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
、　
一
、
普
通
の
草
木
花
よ
り
逢

か
に
優
れ
て
い
る
。
二
、
風
に
逆
ら

っ
て
も
薫
り
、
色
界
に
ま
で
届
く

強
さ
の
こ
と
。
三
、
戒
め
る
性
質
を
持

つ
こ
と
。
こ
れ
ら
二
つ
の
特
徴

が
あ
る
。

こ
こ
で
、
「戒
香
」
の
特
徴
と
、
前
述
し
た
薫
の
香
の
特
徴
と
を
対

比
さ
せ
て
確
認
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
薫
の
香
の
特
徴
Ａ
は
、
百
歩
の
外
に
も
届
け
る
と
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
香
の
強
さ
を
強
調
し
た

「戒
香
」
の
特
徴
二
と
同

様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
薫
の
香
の
特
徴
Ｂ
は
、
薫
の
好
色

行
為
を
邪
魔
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「戒
香
」
の
特
徴
三
の
戒
め

る
効
用
と
合
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
植
物
の
香
よ
り
強
い
と
い
う
特

徴
Ｃ
は
、
「戒
香
」
の
特
徴

一
、
普
通
の
草
木
花
よ
り
遥
か
に
強
い
と

い
う
特
徴
と

一
致
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
二
つ
の
特
徴

を
対
比
し
て
見
る
と
、
薫
の
香
と

「戒
香
」
と
は
ほ
ぼ
同
質
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
香
の
三
つ
の
特
徴
は
、
さ
ら
に
大
き
く
二
つ
に
分
類
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
外
的
表
現
と
し
て
の
香
と
、
内
的
な
働
き
を
も
た
ら

す
香
と
に
分
類
が
で
き
る
。
外
的
な
表
現
と
し
て
の
香
と
は
、
「
こ
の

世
の
匂
い
な
ら
ず
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
遠
く
ま
で
届
く
性
質
及
び
普

通
の
植
物
の
香
よ
り
逢
か
に
強
い
と
い
う
特
性
に
よ
り
、
広
く
知
ら
れ
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る
こ
と
を
意
味
す
る
。

つ
ま
り
、
『出
曜
経
』
に
あ
る

「徳
は
人
遍
く

聞
香
す
」
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。　
一
方
、
内
的
な
働
き
を
も
た
ら
す
香

と
は
、
戒
香
の
特
徴
Ｂ
の
よ
う
に
、
『
優
婆
塞
戒
経
』
に
示
さ
れ
る
よ

う
な

「
不
善
法
を
遮
す
る
善
法
律
た
り
」
の
こ
と
で
あ
る
。
匂
い
の
範

疇
を
超
え
て
、
不
善
な
行
為
を
遮
り
、
人
の
行
為
を
戒
め
る
と
い
う
特

徴
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
実
際
に
存
在
し
て
い
る

「戒
香
」
で
あ
る

「塗
香
」
を
見

て
み
よ
う
。

先
ず
、
『
大
智
度
論
』
に
言
及
さ
れ
た

「
塗
香
」
の

「栴
檀
香
」
に

つ
い
て
、
『
倭
名
類
衆
抄
』
（草
木
部

。
木
類
）
に
は

「栴
檀
。
唐
韻
に

云
く
、
栴
檀
は
香
木
な
り
。
内
典
些

ム
く
、
赤
き
は
之
を
牛
頭
栴
檀
と

謂
う
。
・こ

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
牛
頭
栴
檀
は
栴
檀
香
の

一
種
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

「塗
香
」
で
あ
る
牛
頭
栴
檀
は

「戒
香
」
で
も
あ
る
。
東
屋
巻
で
、

薬
王
品
を
随
喜
す
る
功
徳
と
し
て
、
得
ら
れ
た
薫
の
牛
頭
栴
檀
の
香
は
、

同
時
に

「戒
香
」
と
い
う
役
割
も
あ
る
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な
る
。

以
上
、
薫
の
芳
香
の
特
徴
と

「戒
香
」
の
特
徴
と
比
較
し
た
。
そ
の

結
果
、
薫
の
芳
香
の
特
徴
と

「戒
香
」
の
特
徴
と
は

一
致
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
よ
う
に
な
る
。
特
徴
だ
け
で
は
な
く
、
薫
の
芳
香
が
物
語

の
中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
も
問
題
と
な

っ
て
い
る
。

次
ぐ
に
、
「戒
香
」
の

「徳
は
人
遍
く
聞
香
す
」
と

「
不
善
法
を
遮

す
る
善
法
律
た
り
」
と
い
う
二
つ
の
特
徴
を
視
点
と
し
て
、
薫
の
香
が

「戒
香
」
と
し
て
は
如
何
に
物
語
に
展
開
し
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と

と
す
る
。三

、
戒
香
の
展
開

三
―

一
、
徳
は
人
遍
く
聞
香
す

ま
ず
、
「戒
香
」
の
特
徴

「徳
は
人
遍
く
聞
香
す
」
と
い
う
視
点
か

ら
薫
の
芳
香
の
機
能
を
提
え
て
み
よ
う
。
薫
の
芳
香
の
描
写
は
、
物
語

中
に
多
数
見
ら
れ
る
。
そ
の
用
例
を
整
理
す
る
と
、
薫
の
芳
香
は
、
周

り
に
絶
え
ず
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
以
下
、
用
例
を
順
に

見
て
行
く
。

（Ａ
）
薫
の
不
思
議
な
芳
香
が

一
番
気
に
な
り
、
ラ
イ
バ
ル
意
識
を
燃

や
し
て
い
る
の
は
匂
宮
で
あ
る
。

か
く

〔薫
が
〕
い
と
あ
や
し
き
ま
で
人
咎
む
る
香
に
し
み
給

へ
る

を
、
兵
部
卿
の
宮
な
ん
、
他
事
よ
り
も
い
ど
ま
し
く
お
ぼ
し
て
、

…
…
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（匂
宮
巻
二
一
九
）

（Ｂ
）
紅
梅
大
納
言
は
、
薫
の
芳
香
が
前
世
の
す
ぐ
れ
た
果
報
で
あ
る

と
の
認
識
を
示
す
。

〔匂
宮
２

移
り
香
は
、
げ
に
こ
そ
心
こ
と
な
れ
。
晴
れ
ま
じ
ら

ひ
し
給
は
ん
女
な
ど
は
、
さ
は
え
じ
め
ね
か
な
。
源
中
納
言
は
、

か
う
ざ
ま
に
好
ま
し
う
は
た
き
匂
は
さ
で
、
人
柄
こ
そ
世
に
な
け

れ
。
あ
や
し
う
先
の
世
の
契
り
い
か
な
り
け
る
報
い
に
か
と
、
ゆ

か
し
き
こ
と
に
こ
そ
あ
れ
。
お
な
じ
花
の
名
な
れ
ど
、
梅
は
生
ひ

出
で
け
む
根
こ
そ
哀
な
れ
。
此
宮
な
ど
の
め
で
給
ふ
、
さ
る
こ
と



ぞ
か
し
な
ど
、
花
に
よ
そ
へ
て
も
ま
づ
か
け
き
こ
え
給
ふ
。

（紅
梅
巻
二
四
二
）

（Ｃ
）
玉
童
の
女
房
た
ち
は
、
薫
の
芳
香
が
俗
世
間
の
も
の
で
は
な
い

と
、
薫
を
褒
め
称
え
て
い
る
。

〔若
女
房
〕
「
こ
の
殿
の
姫
君

〔＝
大
君
〕
の
御
か
た
は
ら
に
は
、

こ
れ

〔＝
薫
〕
を
こ
そ
さ
し
並
べ
て
見
め
」
と
聞
き
に
く
く
言
ふ
。

げ
に
い
と
若
う
な
ま
め
か
し
き
さ
ま
し
て
、
う
ち
ふ
る
ま
ひ
給

ヘ

る
匂
香
な
ど
、
世
の
常
な
ら
ず
。
姫
君
と
聞
こ
ゆ
れ
ど
、
心
お
は

せ
む
人
は
、
げ
に
人
よ
り
は
ま
さ
る
な
め
り
、
と
見
知
り
給
ら
む

か
し
と
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（竹
河
巻
二
五
八
）

（Ｄ
）
薫
の
芳
香
は
こ
の
世
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
る
で
浄
上
の
芳
香

の
よ
う
に
、
不
思
議
な
ほ
ど
芳
し
く
匂

っ
て
い
る
と
宇
治
の
姫
君
の
女

一房
は
思
う
。

げ
に
や
つ
し
た
ま
へ
る
と
見
ゆ
る
狩
衣
姿
の
、
い
と
濡
れ
じ
め
り

た
る
ほ
ど
、
う
た
て
こ
の
世
の
ほ
か
の
匂
ひ
に
や
と
、
あ
や
し
き

ま
で
か
ほ
り
満
ち
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（橋
姫
巻
三
一
八
）

（
Ｅ
）
ま
た
、
宿
直
人
と
周
り
の
人
た
ち
も
薫
の
言
い
よ
う
も
な
く
よ

い
匂
い
を
確
認
し
た
。

宿
直
人
が
、
御
脱
ぎ
捨
て
の
艶
に
い
み
じ
き
狩
の
御
衣
ど
も
、
え

な
ら
ぬ
白
き
綾
の
御
衣
の
、
な
よ
／
ヽ
と
い
ひ
知
ら
ず
匂

へ
る
を

う

つ
し
着
て
、
身
に
は
た
、
え
変

へ
ぬ
も
の
な
れ
ば
、
似

つ
か
は

し
か
ら
ぬ
袖
の
香
を
、
人
ご
と
に
と
が
め
ら
れ
め
で
ら
る
ゝ
な
む
、

な
か
／
ヽ
所
せ
か
り
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（橋
姫
巻
三
二
四
）

（Ｆ
）
帝
ま
で
薫
の
芳
香
は
人
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
と
思
う
。

〔帝
〕
「中
納
言
の
朝
臣
こ
な
た
へ
」
と
仰
せ
事
あ
り
て
ま
い
り
給

へ
り
。
げ
に
か
く
と
り
わ
き
て
召
し
出
づ
る
も
か
ひ
あ
り
て
、
と

を
く
よ
り
か
ほ
れ
る
に
ほ
ひ
よ
り
は
じ
め
、
人
に
異
な
る
さ
ま
し

給

へ
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（宿
木
巻
三
一
）

（
Ｇ
）
東
屋
巻
で
は
、
中
の
君
の
女
房
た
ち
と
浮
舟
の
母
君
も
薫
の
芳

香
を
称
賛
し
、
持
経
の
功
徳
で
あ
る
牛
頭
栴
檀
と
し
て
受
け
止
め
た
。

寄
り
ゐ
給

へ
り
つ
る
真
木
柱
も
褥
も
、
な
ご
り
匂

へ
る
移
り
香
、

言

へ
ば
い
と
こ
と
さ
ら
め
き
た
る
ま
で
あ
り
が
た
し
。
時
ヽ
見
た

て
ま

つ
る
人
だ
に
、
た
び
ご
と
に
め
で
き
こ
ゆ
。

「経
な
ど
を
読
み
て
、
功
徳
の
す
ぐ
れ
た
る
事
あ
め
る
に
も
、
香

の
か
う
ば
し
き
を
や
ん
ご
と
な
き
こ
と
に
、
仏
の
給
を
き
け
る
も

こ
と
は
り
な
り
や
。
薬
王
品
な
ど
に
と
り
わ
き
て
の
た
ま
へ
る
五

づ
千
だ
ん
と
か
や
、
お
ど
ろ
／
ヽ
し
き
物
の
名
な
れ
ど
、
ま
づ
か

の
殿
の
近
く
ふ
る
ま
ひ
給

へ
ば
、
仏
は
ま
こ
と
し
給
け
り
と
こ
そ

お
ぼ
ゆ
れ
。
幼
く
お
は
じ
け
る
よ
り
、
行
ひ
も
い
み
じ
く
し
給
け

れ
ば
よ
。
」
な
ど
言
ふ
も
あ
り
。
ま
た
、
「先
の
世
こ
そ
ゆ
か
し
き

御
有
さ
ま
な
れ
」
な
ど
、
ロ
ハ
ヽ
め
づ
る
事
ど
も
を
、
す
ゞ
ろ
に

笑
み
て
聞
き
ゐ
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（東
屋
巻

一
五

一
）

薫
の
香
の
性
質
に
つ
い
て
、
紅
梅
大
納
言
が
、
「
か
う
ざ
ま
に
好
ま

し
う
は
た
き
匂
は
さ
で
、
人
柄
こ
そ
世
に
な
け
れ
。
あ
や
し
う
先
の
世

の
契
り
い
か
な
り
け
る
報
い
に
か
と
、
ゆ
か
し
き
こ
と
に
こ
そ
あ
れ
」

と
評
し
て
い
る
よ
う
に
、
薫
の
香
は
、　
一
般
貴
族
た
ち
が
風
流
の
た
め



に
身
に
つ
け
た
薫
物
な
ど
で
は
な
か

っ
た
。
草
子
地
に
あ
る

「
こ
の
世

の
匂
ひ
な
ら
ず
」
（匂
宮
巻
二

一
八
）
と
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
以

下
Ａ

・
Ｂ

。
Ｃ

・
Ｄ

。
Ｅ

・
Ｆ

・
Ｇ
の
傍
線
部
も
こ
の
意
味
の
延
長
で
、

薫
の
香
は

「
こ
の
世
」
の
匂
い
な
ど
で
は
な
く
、
絶
え
ず
物
語
中
で
は

世
間
の

一
般
の
香
と
区
別
さ
れ
続
け
て
い
る
。
Ｇ
に
な
る
と
、
薫
の
香

を
嗅
い
だ
人
々
が
連
想
し
た
の
は
、
傍
線
部
で
示
し
た
通
り
、
仏
の
教

え
の
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
「
こ
の
世
の
匂
ひ
」
で
は
な
い

薫
の
香
は
、
物
語
中
に
繰
り
返
し
確
認
さ
れ
、
今
上
帝
か
ら
宿
直
人
ま

で
、
薫
と
関
係
す
る
あ
ら
ゆ
る
人
に
賞
讃
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
薫
の
香
は
ま
さ
し
く

「戒
香
」
の

「徳
は
人
遍
く
聞
香

す
」
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
―
二
、
不
善
法
を
遮
す
る
善
法
律
た
り

次
に
、
「戒
香
」
の
も
う

一
つ
の
特
徴
、
「
不
善
法
を
遮
す
る
善
法
律

た
り
」
の
視
点
か
ら
、
薫
の
香
の
機
能
を
考
え
て
み
た
い
。
不
善
な
行

為
を
遮
り
、
人
の
行
為
を
戒
め
る
と
い
う
の
が
、
「
不
善
法
を
遮
す
る

善
法
律
た
り
」
で
あ
る
。
仏
道
修
行
に
励
む
薫
に
と

っ
て
、　
一
番
不
善

な
行
為
は
、
仏
道
を
外
れ
て
恋
を
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

女
性
に
対
し
て
は
、
ま
じ
め
そ
う
な
薫
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

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

つ
に
や
有
け
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（匂
宮
巻
三
二
こ

と
草
子
地
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
た
だ
単
に
気
に
い
る
人
が
い

な
い
せ
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
宇
治
十
帖
に
入
る
と
、
そ
の
姫
君
た
ち

が
遂
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。

仏
道
修
行
と
相
反
す
る
恋
に
対
し
て
、
「戒
香
」
は
い
か
に
戒
め
る

と
い
う
働
き
を
果
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
薫
と
宇
治
の
姫
君
た
ち
と

の
恋
の
交
渉
場
面
か
ら
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

国
目

圏

橋
姫
巻
で
は
、
薫
は
阿
閣
梨
か
ら
八
の
宮
の
噂
を
聞
き
、
そ
の
人
柄

と
俗
聖
の
生
活
ぶ
り
に
惹
か
れ
、
宇
治
に
通
う
よ
う
に
な
る
。
そ
の
三

年
目
の
秋
、
薫
に
恋
が
芽
生
え
る
。

山
が

つ
の
お
ど
ろ
く
も
う
る
さ
し
と
て
、
随
身
の
を
と
も
せ
さ
せ

給
は
ず
。
柴
の
ま
が
き
を
分
け
つ
ゝ
、
そ
こ
は
か
と
な
き
水
の
流

れ
ど
も
を
踏
み
し
だ
く
駒
の
あ
し
を
と
も
、
猶
、
忍
び
て
と
よ
う

ひ
し
給

へ
る
に
、
隠
れ
な
き
御
匂
ひ
ぞ
風
に
従
ひ
て
、
主
知
ら
ぬ

香
と
お
ど
ろ
く
寝
覚
め
の
家
々
あ
り
け
る
。
　

（橋
姫
巻
三
〓
し

薫
は
な
ん
と
か
し
て
そ
の
身
を
隠
そ
う
と
し
た
が
、
香
が
強
烈
に

匂

っ
た
た
め
、
眠

っ
て
い
る
山
里
の
人
々
を
目
覚
め
さ
せ
た
。
宇
治

ヘ

の
こ
の
道
を
、
薫
は
す
で
に
三
年
通

っ
て
い
た
が
、
こ
の
日
の
夜
だ
け

は
薫
の
香
の
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

八
の
宮
の
山
荘
に
つ
い
た
薫
は
、
琴
の
音
に
ひ
か
れ
、
姫
君
の
様
子

を
垣
間
見
る
。
そ
の
行
動
は
秘
密
だ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

か
く
見
え
や
し
ぬ
ら
ん
と
は
お
ぼ
し
も
寄
ら
で
、
う
ち
と
け
た
り

つ
る
事
ど
も
を
、
聞
き
や
し
た
ま
ひ
つ
ら
む
と
、
い
と
い
み
じ
く

は
づ
か
し
。
あ
や
し
く
、
か
う
ば
し
く
匂
ふ
風
の
吹

つ
る
を
、
思
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ひ
か
け
ぬ
ほ
ど
な
れ
ば
、
お
ど
ろ
か
ざ
り
け
る
心
を
そ
さ
よ
、
と

心
も
ま
ど
ひ
て
は
ぢ
を
は
さ
う
ず
。
　

　

　

　

（橋
姫
巻
三
二
〇

と
強
く
匂
う
香
に
よ
り
、

つ
い
に
姫
君
に
ま
で
気
付
か
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
垣
間
見
は
、
以
後
の
薫
の
道
心
を
大
き
く
揺
さ
ぶ
る
こ
と
と
な

Ｚ
つ
。

思
ひ
し
よ
り
は
こ
よ
な
く
ま
さ
り
て
、
お
か
し
か
り
つ
る
御
け
は

ひ
ど
も
面
影
に
添
ひ
て
、
猶
思
ひ
離
れ
が
た
き
世
な
り
け
り
、
と

心
よ
は
く
思
知
ら
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（橋
姫
巻
三
二
一こ

薫
は
つ
い
に
、
大
君
に
恋
心
を
持

つ
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
大
君

は
薫
の
そ
の
気
持
ち
に
取
り
合
わ
な
い
。
八
の
宮
の

一
周
忌
が
近
く

な

っ
た
頃
、
薫
は
宇
治
を
訪
れ
た
。
そ
の
夜
、
薫
は
大
君
と
対
面
し
、

口
説
い
た
上
、
屏
風
を
お
し
あ
げ
て
、
大
君
の
側
に
添
い
伏
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
そ
の
時
、

名
香
の
い
と
か
う
ば
し
く
匂
ひ
て
、
格
の
い
と
は
な
や
か
に
か
ほ

れ
る
け
は
ひ
も
、
人
よ
り
は
け
に
仏
を
も
思
き
こ
え
給

へ
る
御
心

に
て
わ
づ
ら
は
し
く
、
墨
染
め
の
い
ま
さ
ら
に
、
を
り
ふ
し
心
い

ら
れ
し
た
る
や
う
に
あ
は
／
ヽ
し
く
、
思
ひ
そ
め
し
に
た
が
う
べ

け
れ
ば
、
か
ゝ
る
忌
な
か
ら
む
程
に
、
こ
の
御
心
に
も
、
さ
り
と

も
す
こ
し
た
は
み
給
ひ
な
む
な
ど
、
せ
め
て
の
ど
か
に
思
な
し
給
。

（総
角
巻
二
九
二
）

と
不
思
議
な
こ
と
に
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、
そ
の
時
、
仏
前
の
名
香
や

格
な
ど
の
香
が

「
い
と
」
香
ば
し
く
匂

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
さ
き
に
、

第
二
節
で
、
薫
の
香
の
特
徴
を
ま
と
め
た
が
、
そ
の

一
つ
に
外
の
草
木

花
の
香
よ
り
遥
か
に
強
く
、
他
の
香
と
ま
じ
り
合
う
こ
と
に
よ

っ
て
、

新
た
な
匂
い
が
加
わ

っ
た
り
、
も
と
の
匂
い
が
隠
れ
た
り
す
る
と
い
う

も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
強
烈
な
薫
の
香
で
あ

っ
た
が
、
こ
こ
で
は
そ

の
強
い
香
に
つ
い
て
は
少
し
も
言
及
さ
れ
ず
、
逆
に
、
そ
の
名
香
や
格

が

「
い
と
」
匂

っ
て
き
た
と
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
「戒
香
」
の
見
事
な

働
き
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
仏
道
修
行
の
功
徳
と
し
て
発
生
し
た
薫
の
香
は
、
「戒
香
」

と
し
て
彼
を
戒
め

つ
つ
、
彼
の

「
不
善
」
（好
色
行
為
）
を
防
ぎ
、
「
善
」

（持
戒
）
の
行
為
に
導
く
よ
う
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面

で
は
、
薫
の
好
色
行
為
を
阻
止
す
る
た
め
、
わ
ざ
と
隠
れ
て
、
名
香
や

格
の
匂
い
だ
け
を
残
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
、
薫
の
香
は
仏
前

に
供
え
る
名
香
や
格
と
、
も
と
も
と
同
じ
性
質
を
持

つ
が
ゆ
え
に
、
そ

の
匂
い
を
強
め
る
役
割
が
働
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
故
に
、
名
香
や

格
の
匂
い
は

「
い
と
香
ば
し
く
」
や

「
い
と
は
な
や
か
に
薫
れ
る
」
と
、

一
層
濃
厚
に
な

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

香
が
匂

っ
た
結
果
と
し
て
、
薫
は

「
せ
め
て
の
ど
か
に
思
ひ
な
し
た

ま
ふ
」
（総
角
二
一こ

に
な
り
、
徐
々
に
大
君

へ
の
情
熱
を
抑
え
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。
薫
の

「
持
戒
」
が
危
う
く
な

っ
た
時
、
香
は
そ

の
場
で
、
「戒
香
」
と
し
て
有
効
に
機
能
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

翌
日
、
大
君
が
中
の
君
の
と
こ
ろ
に
行
く
と
、

御
衣
ひ
き
着
せ
た
て
ま

つ
り
給
ふ
に
、
御
移
り
香
の
紛
る
べ
く
も

あ
ら
ず
く
ゆ
り
か
ゝ
る
心
ち
す
れ
ば
、
宿
直
人
が
も
て
あ

つ
か
ひ

け
む
思
あ
は
せ
ら
れ
て
、
ま
こ
と
な
る
べ
し
と
い
と
お
し
く
て
、



寝
ぬ
る
や
う
に
て
も
の
も
の
給
は
ず
。
　

　

　

（総
角
巻
二
九
二〇

と
中
の
君
に
ま
で
薫
と
会

っ
た
こ
と
が
分
か
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
。

大
君
は
薫
を
拒
み
続
け
て
い
る
う
ち
、

つ
い
に
病
死
し
て
し
ま
う
。

薫
の
恋
は
成
就
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

大
君
が
亡
く
な

っ
た
後
は
、

そ
の
ま
ま
に
、
ま
た
精
進
に
て
、
い
と
ゞ
た
ゞ
を
こ
な
ひ
を
の
み

し
給
ひ
つ
ゝ
、
明
か
し
暮
ら
し
給
。
　

　

　

　

　

（宿
木
巻
四
七
）

と
あ
る
よ
う
に
、
薫
は
ひ
た
す
ら
仏
道
に
精
進
し
た
の
だ

っ
た
。

園
日
□
圏

大
君
の
死
後
も
、
薫
は
大
君
の
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ

た
。
し
か
し
そ
の

一
方
で
、
匂
宮
に
中
の
君
を
譲

っ
た
こ
と
へ
の
後
悔

を
募
ら
せ
て
い
た
。
中
の
君

へ
の
思
い
が
次
第
に
強
く
な
っ
て
い
く
。

後
に
、
匂
宮
は
六
の
君
の
も
と
に
も
通
う
よ
う
に
な
る
。
中
の
君
の
不

安
と
悲
し
み
を
慰
め
よ
う
と
、
薫
は
度
々
二
条
院
を
訪
れ
る
。

さ
て
、
又
の
日
の
夕

つ
方
ぞ
、
渡
り
給

へ
る
。
人
知
れ
ず
思
ふ
心

し
そ
ひ
た
れ
ば
、
あ
い
な
く
心
づ
か
ひ
い
た
く
せ
ら
れ
て
、
な

よ
ゝ
か
な
る
御
衣
ど
も
を
、
い
と
ゞ
匂
は
じ
そ
へ
給

へ
る
は
、
あ

ま
り
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
ま
で
あ
る
に
、
丁
子
染
め
の
一扇
の
も
て

な
ら
し
給

へ
る
移
り
香
な
ど
さ
へ
た
と

へ
ん
方
な
く
め
で
た
し
。

（宿
木
巻
六
三
）

こ
の
日
の
薫
は
い
つ
も
と
は
違
い
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、
衣
に
香
を

焚
く
こ
と
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
物
語
中
で
初
め
て
見
ら
れ
る
、
薫

が
薫
物
を
焚
く
場
面
で
あ
る
。
す
で
に
、
匂
宮
巻
に
描
か
れ
て
い
る
よ

う
に
、
薫
は
香
を
厄
介
な
物
と
し
て
、
「
う
る
さ
が
り
て
、
を
さ
を
さ

取
り
も

つ
け
給
は
ね
ど
」
（匂
宮

一
七
〇
）
と
、
め

っ
た
に
薫
物
を

つ
け

る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
大
君
の
も
と

へ
訪
れ
る
時
で
さ
え
し
て
い
な

か

っ
た
こ
の
香
を
焚
く
と
い
う
行
為
を
な
ぜ
行

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
薫
は
以
前
の
失
敗
を
気
に
し
て
、
あ
え
て
意
識
的
に

「戒

香
」
と
対
抗
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
薫
は
人
工
的
な

薫
物
を
使
い
、
自
身
の

「戒
香
」
を
隠
し
て
、
よ
り
効
果
的
に
中
の
君

を
回
説
く

つ
も
り
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

香
を
焚
き
じ
め
て
、
中
の
君
の
も
と
を
訪
れ
た
薫
は
や
が
て
、
思
い

を
抑
え
か
ね
て
中
の
君
の
袖
を
捉
え
、
御
簾
の
中
に
入
り
添
い
臥
し
た

が
、
中
の
君
が
懐
妊
の
じ
る
し
と
し
て
身
に
つ
け
て
い
た
腹
帯
に
気
付

き
、
仕
方
な
く
、
中
の
君
の
も
と
か
ら
退
出
し
た
。
こ
の
危
険
な
行
為

は
、
密
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
大
君
の
時
と
同
様
、
「戒
香
」

に
よ

っ
て
匂
宮
の
知
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
。

そ
の
日
、
匂
宮
は
久
し
ぶ
り
に
二
条
院
に
戻

っ
て
き
た
。

宮

〔＝
匂
宮
〕
は
、
い
と
ゞ
限
り
な
く
あ
わ
れ
と
思
ほ
し
た
る
に
、

か
の
人
の
御
移
り
香
の
い
と
深
く
し
み
給

へ
る
が
、
世
の
常
の
香

の
香
に
入
れ
た
き
じ
め
た
る
に
も
似
ず
、
じ
る
き
匂
ひ
な
る
を
、

そ
の
道
の
人
に
し
お
は
す
れ
ば
、
あ
や
し
と
咎
め
出
で
給
て
、
い

か
な
り
し
こ
と
ぞ
と
け
し
き
と
り
給
に
、
こ
と
の
ほ
か
に
も
て
離

れ
ぬ
事
に
し
あ
れ
ば
、
言
は
ん
方
な
く
わ
り
な
く
て
、
い
と
苦
し

と
お
ぼ
し
た
る
を
、
さ
れ
ば
よ
、
か
な
ら
ず
さ
る
こ
と
は
あ
り
な

ん
、
よ
も
た
ゞ
に
は
思
は
じ
と
思
ひ
わ
た
る
事
ぞ
か
し
、
と
御
心
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さ
は
ぎ
け
り
。
さ
る
は
、
単
衣
の
御
衣
な
ど
も
脱
ぎ
か
へ
給
て
け

れ
ど
、
あ
や
し
く
心
よ
り
ほ
か
に
ぞ
身
に
し
み
に
け
る
。

（宿
木
巻
七

一
）

中
の
君
は
宿
直
人
や
大
君
に
薫
の
移
り
香
が
染
み
込
ん
で
い
た
こ
と

か
ら
、
予
め
薫
の
香
の
強
さ
を
知

っ
て
お
り
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、
服

を
全
部
替
え
、
匂
宮
に
発
見
さ
れ
な
い
よ
う
十
分
な
準
備
を
し
た
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
匂
宮
は
中
の
君
の
体
か
ら
薫
の
香
を
嗅
ぎ

つ
け
た
の

だ

っ
た
。
薫
の
香
は
不
思
議
と
、
い
つ
の
間
に
か
中
の
君
の
身
体
に
染

み
つ
い
て
い
た
の
だ

っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
薫
は
二
条
院
を
訪
れ

る
前
に
、
た

っ
ぷ
り
と
薫
物
を
衣
に
焚
き
、
人
工
の
香
を
使

っ
て
自
分

の
体
か
ら
放

つ
香
を
隠
そ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
中
の
君
の
身
体

に
残

っ
た
の
は
、
人
工
の
香
で
は
な
く
、
匂
宮
が
す
ぐ
に
薫
で
あ
る
こ

と
を
嗅
ぎ
分
け
た
よ
う
に
、
薫
の
独
特
な
香
で
あ

っ
た
。
こ
の
香
を
嗅

ぎ

つ
け
た
匂
宮
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
中
の
君
も

一
層
薫
と
の
接
触

を
避
け
る
よ
う
に
な
り
、
薫
の
中
の
君
に
対
す
る
恋
も
実
ら
な
か

っ
た
。

大
君
に
次
い
で
、
中
の
君

へ
の
恋
も
実
ら
ず
に
終
わ

っ
て
し
ま

っ
た
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る

「戒
香
」
の
役
割
は
大
き
か

っ
た
と
言
え

よ
う
。

大
君
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
薫
は
、
阿
闇
梨
の
勧
告
に
よ
り
、

宇
治
に
寺
院
を
建
て
始
め
る
。　
一
方
中
の
君
も
薫
の
自
分
に
対
す
る
思

い
を
さ
ま
さ
せ
る
た
め
、
異
母
妹
浮
舟
の
こ
と
を
薫
に
打
ち
明
け
る
。

日

□

圏

薫
は
浮
舟
と
宇
治
で
遅
遁
し
た
。
長
谷
寺
で
の
参
詣
が
終
わ
り
、
宇

治
に
泊
ま
り
に
き
た
浮
舟
を
薫
は
垣
間
見
る
の
で
あ
る
。

や
う
／
ヽ
腰
い
た
き
ま
で
立
ち
す
く
み
給

へ
ど
、
人
の
け
は
ひ
せ

じ
と
て
、
猶
動
か
で
見
給
に
、
若
き
人
、
「
あ
な
か
う
ば
し
や
。

い
み
じ
き
香
の
香
こ
そ
す
れ
。
尼
君
の
た
き
給
に
や
あ
ら
む
」
。

老
い
人
、
「
ま
こ
と
に
あ
な
め
で
た
の
物
の
香
や
。
京
人
は
猶
、

い
と
こ
そ
み
や
び
か
に
い
ま
め
か
し
け
れ
。
天
下
に
い
み
じ
き
こ

と
と
お
ぼ
し
た
り
し
か
ど
、
東
に
て
か
ゝ
る
薫
物
の
香
は
、
え
合

は
せ
出
で
給
は
ざ
り
き
か
し
。
　
　
　
　
　
　
　
（宿
木
巻

一
〓
し

薫
の
香
は
気
付
か
れ
た
。
し
か
し
、
浮
舟
の
侍
女
た
ち
は
そ
の
香
が

薫
の
香
で
あ
る
と
は
知
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
を
弁
の
尼
が
焚
い
た
薫
物

だ
と
誤
解
し
た
。
し
か
し
、

人
の
咎
め

つ
る
か
ほ
り
を
、
〔薫
が
〕
近
く
の
ぞ
き
給
な
め
り
と

〔弁
は
〕
心
得
て
け
れ
ば
、
う
ち
と
け
ご
と
も
語
ら
は
ず
な
り
ぬ

る
な
る
べ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（宿
木
巻

一
一
四
）

と
弁
の
尼
に
は
は
っ
き
り
分
か

っ
て
し
ま

っ
た
の
だ
。
こ
こ
で
も
、
薫

の
垣
間
見
は
、
香
に
よ
り
人
に
知
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

っ
た
。
し
か

し
、
浮
舟
の
場
合
は
最
初
か
ら
誤
解
の
連
続
で
あ

っ
た
。

東
屋
巻
で
、
中
の
君
の
と
こ
ろ
に
き
て
い
た
浮
舟
は
、
偶
然
、
匂
宮

に
見

つ
か

っ
て
し
ま
う
。

さ
る
も
の
の
つ
ら
に
、
顔
を
外
ざ
ま
に
も
て
隠
し
て
、
い
と
い
た

う
忍
び
給

へ
れ
ば
、
こ
の
た
ゞ
な
ら
ず
ほ
の
め
か
し
給
ふ
ら
ん
大

将
に
や
、
か
う
ば
し
き
け
は
ひ
な
ど
も
思
わ
た
さ
る
ゝ
に
い
と
は

づ
か
し
く
せ
ん
方
な
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（東
屋
巻

一
五
五
）
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と
浮
舟
は
香
り
だ
け
で
、
薫
で
あ
る
と
誤
解
し
た
。
幸
い
乳
母
が
現
れ
、

よ
う
や
く
匂
宮
が
立
ち
去
り
、
こ
の
場
は
収
ま
る
。

こ
の
匂
宮
と
の
運
近
は
、
浮
舟
の
運
命
を
変
え
た
。
後
に
、
匂
宮
は

浮
舟
が
宇
治
に
い
る
の
を
知
り
、
薫
を
装
い
、
浮
舟
と
の
逢
瀬
を
実
現

さ
せ
た
。
そ
の
二
回
目
の
宇
治
行
き
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

右
近
は
、
い
か
に
な
り
は
て
給
べ
き
御
あ
り
さ
ま
に
か
と
、
か

つ

は
苦
し
け
れ
ど
、
こ
よ
ひ
は
つ
ゝ
ま
し
さ
も
忘
れ
ぬ
べ
し
、
言
ひ

返
さ
む
方
も
な
け
れ
ば
、
お
な
じ
や
う
に
む

つ
ま
し
く
お
ぼ
い
た

る
若
き
人
の
、
心
ざ
ま
も
あ
ふ
な
か
ら
ぬ
を
語
ら
ひ
て
、
「
い
み

じ
く
わ
り
な
き
こ
と
。
お
な
じ
心
に
も
て
隠
し
た
ま
へ
」
と
言
ひ

て
け
り
。
も
ろ
と
も
に
入
れ
た
て
ま

つ
る
。
道
の
は
ど
に
濡
れ
た

ま
へ
る
香
の
と
こ
ろ
せ
う
匂
ふ
も
、
も
て
わ
づ
ら
ひ
ぬ
べ
け
れ
ど
、

か
の
人
の
御
け
は
ひ
に
似
せ
て
な
む
、
も
て
ま
ぎ
ら
は
じ
け
る
。

（浮
舟
巻
三
二
一
）

香
の
道
に
、
特
に
薫
の
香
に
詳
し
い
匂
宮
は
、
薫
の
香
に
似
せ
た
香

を

つ
け
、
浮
舟
の
ま
わ
り
を
ご
ま
か
し
た
の
だ

っ
た
。

浮
舟
の
場
合
、
薫
の
香
は
、
浮
舟
の
ま
わ
り
に
弁
の
尼
と
誤
解
さ
れ

た
り
、
逆
に
浮
舟
が
匂
宮
の
香
を
薫
と
誤
解
し
た
り
と
最
初
か
ら
誤
解

の
連
続
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
誤
解
は
最
後
ま
で
続
き
、
浮
舟
の
周
り

を
欺
き
、
匂
宮
は
浮
舟
と
の
逢
瀬
を
実
現
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
恋
を
阻

害
す
る
と
い
う
役
割
か
ら
言
う
と
、
香
は
依
然
と
し
て

「戒
香
」
と
し

て
働
い
て
い
る
。
し
か
し
、
香
の
主
体
で
あ
る
薫
は
初
め
か
ら
無
視
さ

れ
、
香
と
い
う
も
の
だ
け
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
香
の
能
動

性
が
最
大
限
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
、
最
後
に
は
、
香
は
薫
か
ら
完
全
に

離
れ
、
匂
宮
と
い
う
ほ
か
の
主
体
を
借
り
て
、
浮
舟
と
薫
の
恋
を
破
壊

し
た
の
で
あ
る
。

逢
瀬
の
結
果
、
浮
舟
は
匂
宮
に
心
を
傾
け
る
よ
う
に
な

っ
た
。
後
に

浮
舟
は
失
踪
し
、
こ
の
失
踪
に
よ
り
、
薫
と
浮
舟
と
の
恋
は
破
局
を
迎

え
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
薫
と
二
人
の
姫
君
と
の
恋
を
辿
り
見
て
き
た
。
そ
の
結
果
、

薫
は
女
君
を
垣
間
見
る
時
、
例
外
な
く
香
に
よ
っ
て
周
り
に
発
見
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
、
ま
た
女
に
近
寄
る
た
び
に
、
薫
の
香
が

「戒
香
」
と

し
て
作
用
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
同
じ
手
法
で
は
な
く
、
「戒
香
」

は
三
つ
の
異
な
る
手
法
で
薫
の
恋
を
邪
魔
し
、
阻
害
し
て
い
る
こ
と
が

分
か

っ
た
。
薫
の
香
は

「戒
香
」
と
し
て
、
戒
め
る
力
を
十
分
に
発
揮

し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

薫
の
香
は

一
般
貴
族
た
ち
が
風
流
の
た
め
に
焚
く
香
と
違
い
、
彼
を

女
性
に
近
寄
ら
せ
ず
、
仏
教
の
戒
律
を
守
ら
せ
る

「戒
香
」
と
し
て
物

語
中
で
機
能
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
薫
の
恋
は
次
々
と
破
局
し
て
し

ま
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
薫
は
持
戒
し
続
け
る
こ
と
と
な
る
。

つ
ま

り

「戒
香
」
に
よ
っ
て
、
薫
は

「
持
戒
」
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。

大
君
、
中
の
君
、
浮
舟
と
の
恋
が
次
々
と
失
敗
に
終
わ

っ
た
薫
は
、

次
の
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
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か
ゝ
る
こ
と
の
筋
に
つ
け
て
、
い
み
じ
く
も
の
す
べ
き
宿
世
な
り

け
り
、
さ
ま
異
に
心
ざ
し
た
り
し
身
の
、
思
の
ほ
か
に
か
く
例
の

人
に
て
な
が
ら
ふ
る
を
、
仏
な
ど
の
に
く
し
と
見
給
に
や
、
人
の

心
を
起
こ
さ
せ
む
と
て
、
仏
の
し
給
方
便
は
、
慈
悲
を
も
隠
し
て
、

か
や
う
に
こ
そ
は
あ
な
れ
、
と
思

つ
ゞ
け
給

つ
ゝ
、
を
こ
な
ひ
を

の
み
し
給
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（蜻
蛉
巻
二
七
五
）

女
の
問
題
で
の
失
敗
の
連
続
は
自
分
の
定
め
ら
れ
た
宿
世
で
あ
る
。

こ
れ
は
仏
の
方
便
で
あ
り
、
仏
道
に
戻
る
よ
う
に
自
分
を
導
い
て
い
る

の
だ
、
と
薫
は
悟
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
自
ら

「
を
こ
な
ひ
の
み
し

給
」
と
、
ひ
た
す
ら
仏
道
に
励
む
よ
う
に
な

っ
た
。

ま
た
、
薫
は
最
後
の
夢
浮
橋
巻
に
至
り
、
横
川
の
僧
都
に
自
分
の
心

境
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

公
私
に
の
が
れ
が
た
き
こ
と
に
つ
け
て
こ
そ
さ
も
侍
ら
め
、
さ
ら

で
は
、
仏
の
制
し
給
ふ
方
の
こ
と
を
、
わ
づ
か
に
も
聞
き
を
よ
ば

む
は
、
い
か
で
あ
や
ま
た
じ
と

つ
ゝ
し
み
て
、
心
の
う
ち
は
聖
に

劣
り
侍
ら
ぬ
も
の
を
、
ま
し
て
い
と
は
か
な
き
こ
と
に
つ
け
て
し

も
、
を
も
き
罪
得
べ
き
こ
と
は
、
な
ど
て
か
思
ひ
た
ま
へ
む
、
さ

ら
に
あ
る
ま
じ
き
こ
と
に
侍
り
。
　
　
　
　
　
（夢
浮
橋
巻
二
九
八
）

傍
線
部
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
「
仏
の
制
し
給
ふ
方
の
こ
と
」
と
は
、

即
ち
仏
法
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
戒
律
を
指
す
。
薫
は
自
ら
戒
律
を
守

っ

て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
薫
の

「持
戒
」
は
せ
ざ
る
を

得
な
い

「消
極
的
な
持
戒
」
か
ら

「積
極
的
な
持
戒
」
に
変
化
し
て
い

る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

以
上
、
「戒
香
」
の
特
徴
を
確
認
し
な
が
ら
、
薫
の
香
が
戒
香
と
し

て
物
語
中
で
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
薫
の
香
は
遍

く
周
り
の
人
々
に
認
識
、
賞
讃
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
た
め
に

「戒

香
」
と
し
て
、
戒
め
の
力
も
発
揮
し
て
い
る
。
「戒
香
」
と
し
て
の
香

の
展
開
方
法
は
同

一
手
法
で
は
な
く
、
多
様
な
パ
タ
ー
ン
を
駆
使
し
、

つ
い
に
自
ら
戒
律
を
守
り
、
積
極
的
に
修
行
を
行
う
人
物

へ
と
薫
を
い

ざ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
薫
と
舎
利
弗
と
の
類
似
性
か
ら
、
薫
の
人
物
造
型
の
方
法

を
検
討
し
た
。
舎
利
弗
は

「智
恵
第

一
」
と
言
わ
れ
る
が
、
大
乗
仏
教

に
お
い
て
は
、
こ
の
智
恵
が
小
乗
仏
教
徒
の
智
恵
で
し
か
な
い
と
貶
ん

で
い
る
た
め
、
『法
華
経
』
や

『転
女
身
経
』
、
『
維
摩
経
』
な
ど
大
乗

仏
典
で
は
、
舎
利
弗
が
非
難
す
べ
き
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
作
者
は
舎

利
弗
の
故
事
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
敢
え
て
薫
を

舎
利
弗
に
な
ぞ
ら
え
た
。
ま
た
仏
教
に
あ
る

「戒
香
」
と
い
う
讐
喩
手

法
を
駆
使
し
、
薫
の
香
を
物
語
で
有
効
に
機
能
さ
せ
た
。

『維
摩
経
』
で
は
、
天
女
の
説
法
で
舎
利
弗
が
大
乗
の
空
を
悟
る
に

至

っ
た
が
、
物
語
中
で
は
、
作
者
が
芳
香
を
使

っ
て
、
薫
に
戒
律
を
守

ら
せ
、
修
行
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
て
い
る
。
薫
に
は
小
乗
仏
教

徒
の
悟
り
し
か
な
い
と
い
う
設
定
は
、
薫
の
物
語
の
重
要
な
出
発
点
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
出
発
点
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
仏
道
修
行
の

必
然
性
が
生
ま
れ
て
く
る
。

ま
た
、
女

へ
の
幻
想
を
捨
て
て
、
修
行
に
専
念
す
る
こ
と
こ
そ
が
薫

の
歩
む
道
で
あ
る
と
作
者
は
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
「龍
女



成
仏
」
と
い
う
文
脈
は

「
女
人
救
済
」

に
関
連
す
る
が
、
薫
が
女
人
成

仏
否
定
論
者

（
＝
小
乗
仏
教
の
立
場
）
で
あ
る
限
り
、
他
者
を
救
済
す
る

こ
と
の
で
き
な
い
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
も
付
言
し
て
お
き
た
い
。

注（１
）
最
初
に
本
居
宣
長
は

『
玉
の
小
櫛
』
で
、

香
の
か
う
ば
し
さ
ぞ
云
々
此
事
い
と
う
た
が
は
し
、
其
故
は
、
大
か
た
人
の

身
に
、
お
の
づ
か
ら
か
う
ば
し
き
香
は
、
な
き
物
な
る
に
、
か
く
い
へ

る
は
、
作
り
ご
と
め
き
た
り
、
此
物
語
は
、
さ
る
あ
や
し
き
、

つ
く
り

事
め
き
た
る
こ
と
は
か
ゝ
ず
、
み
な
世
に
あ
る
さ
ま
の
事
な
る
に
、
此

事
の
あ
や
し
き
は
、
い
か
な
る
こ
と
に
か
、

と
疑
間
を
出
し
て
い
る
。

ま
た
柳
井
滋
の

「物
語
世
界
と
超
現
実
―
薫
の
体
香
の
こ
と
な
ど
」
翁
国
文

学
』
昭
和
五
二
年

一
月
号
）
で
は
、

香
の
由
来
を
神
秘
的
に
想
像
さ
せ
た
ば
か
り
に
、
香
の
描
写
が
行
き
過

ぎ
た
と
思
わ
れ
る
点
も
あ
る
し
、
ま
た
薫
る
の
体
香
が
仏
典
の
世
界
の

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
い
か
に
も
そ
れ
ら
し
い
特
色
を
考
え
出
し
て
も

よ
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
で
も
な
い
。
…
…
侍
女
た
ち
が
幼
時
よ

り
の
勤
行
の
功
徳
と
想
像
す
る
、
そ
の
想
像
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
体

香
が
理
想
化
さ
れ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま

た
芳
香
の
神
秘
の
薫
の
内
面
へ
の
浸
透
も
十
分
で
あ
る
と
は
認
め
得
な

い
。

と
あ
り
、
福
嶋
昭
治

「
匂
宮
と
薫
中
将
」
翁
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
第
七

集
　
昭
和
五
七
年
）
で
は
、

「
た
だ
世
の
常
の
人
様
」
で
あ
る
べ
き
薫
が

「
い
と
こ
の
世
の
人
と
は

造
り
出
で
ざ
り
け
る
」
様
子
で
あ
る
の
は
不
思
議
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
あ
る
い
は
作
者
自
身
が
こ
の
設
定
が
負
担
に
な
り
、
香
に
つ
い

て
は
後
の
巻
々
で
は
発
展
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
等
閑
り
の
扱
い
を
し
た

の
か
も
知
れ
な
い
。

と
あ
る
。
さ
ら
に
、
井
野
葉
子

「
研
究
の
現
在
と
展
望
―
宇
治
の
風
景
」

Ｓ
研
究
講
座
源
氏
物
語
の
視
野
　
五

〈薫
か
ら
浮
舟
と

平
成
九
年
）
で
は
、

幾
多
の
構
想
の
変
化
の
結
果
、
不
発
弾
に
終

っ
た
構
想
の
残
骸
の
断
片

の
数
々
が
、
そ
の
ま
ま
物
語
に
残
さ
れ
放
り
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

薫
の
体
香
、
三
条
の
宮
の
焼
失
、
…
…
残
さ
れ
た
断
片
は
断
片
の
ま
ま

不
協
和
音
と
し
て
自
己
主
張
し
続
け
る
。

と
あ
り
、
薫
の
体
香
は
作
者
の
不
発
に
終
わ
っ
た
構
造
の
残
骸
と
さ
れ
て
い

Ｚ
υ
。柳

井
論
以
降
、
管
見
の
限
り
、
大
き
な
反
論
は
見
ら
れ
な
い
。　
一
方
、
仏

教
の
論
理
を
用
い
ず
、
香
を
物
語
の
展
開
方
法
の

一
種
と
し
て
論
じ
ら
れ
た

三
田
村
雅
子
氏
の

「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
年
）
も
あ
り
、
本
稿
が

多
く
の
示
唆
を
得
て
い
る
。

（２
）
三
角
洋

一
「匂
宮
巻
の
薫
の
人
物
設
定
と

『維
摩
経
ヒ

（『
む
ら
さ
き
』

第
四
十
輯

。
二
〇
〇
四
年
）
で
、
薫
の
芳
香
に
つ
い
て
、

『維
摩
経
し

香
積
品
に
よ
れ
ば
、
芳
香
を
放

つ
者
に
は
二
つ
タ
イ
プ

あ
っ
て
、　
一
つ
は
娑
婆
世
界
を
見
学
し
に
維
摩
の
方
丈
に
や
っ
て
く
る

衆
香
世
界
の
九
百
万
の
菩
薩
で
、
…
…
も
う

一
つ
が
、
維
摩
の
方
丈
に

居
合
わ
せ
て
香
飯
を
食
し
た
娑
婆
世
界
の
者
た
ち
の
タ
イ
プ
で
、
…
…

前
者
は
薫
を
聖
徳
太
子
に
な
ぞ
ら
え
た
こ
と
や

『法
華
経
』
薬
王
品
の

「牛
頭
栴
檀
」
を
持
ち
出
し
て
薫
を
褒
め
そ
や
し
て
い
る
こ
と
と
同
軌



で
あ
り
、
『維
摩
経
』
香
積
仏
品

。
菩
薩
行
品
の
香
飯
も
ま
た
典
拠
で

あ
る
と
見
る
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
。
後
者
に
つ
い
て
も
、
出
生
に
つ
い

て
の
疑
惑
を
か
か
え
、
出
離
の
思
い
を
抱
い
て
、
正
妻
を
も
つ
ま
い
と

身
構
え
て
い
る
薫
に
整
合
し
て
い
て
、
な
か
な
か
消
滅
し
な
い
と
い
う

こ
と
で
ふ
さ
わ
し
い
と
思
う
。
芳
香
の
二
つ
タ
イ
プ
が
薫
の
外
形
と
内

面
に
振
り
分
け
ら
れ
て
い
る
と
理
解
す
れ
ば
よ
か
ろ
う
。

と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（３
）
境
野
黄
洋

『維
摩
経

。
勝
髪
経
講
義
』
（大
蔵
経
講
座
第
八
巻
、
東
方
書

院
、　
一
九
三
二
年
）

（４
）
『大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
九
巻
、
二
十
五
頁
下

（５
）小
林
正
明

「女
人
往
生
論
と
宇
治
十
帖
」
「
国
語
と
国
文
学
』

一
九
八
七

年
八
月
）

（６
）
『大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第

一
四
巻
、
五
四
七
頁
下

（７
）
『大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
二
八
巻
、
三
八
七
頁
上

（８
）
『大
智
度
論
』
（巻
第
二
）、
『法
華
文
句
』
（巻
第
八
下
）
な
ど
で
は
五
磯

と
な
っ
て
い
る
。

（９
）
『大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第

一
四
巻
、
九

一
八
頁
上

『大
正
新
脩
大
蔵
経
』
に
あ
る

『仏
説
転
女
身
経
』
の
言
い
方
以
外
、
『菅
家

文
草
』
に

『転
女
成
仏
経
』
、
『転
女
身
経
』
な
ど
の
名
が
見
ら
れ
る
、

『発

心
和
歌
集
』
に

『転
女
成
仏
経
』
と
な
っ
て
い
る
。

（１０
）
日
本
古
典
文
学
大
系

『菅
家
文
草
』
（岩
波
書
店
、　
一
九
六
六
年
）

（ｎ
）
西
口
順
子

「山

・
里

・
女
人
」
「
女
の
カ
ー
古
代
の
女
性
と
仏
教
―
』
、

平
凡
社
、　
一
九
八
七
年
）

（‐２
）
『大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第

一
四
巻
、
五
四
八
頁
中

（‐３
）
『大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
二
八
巻
、
三
八
七
頁
上

『維
摩
経
』
の
天
女
が
降
り
か
か
っ
た

「華
」
に
つ
い
て
、
僧
肇
は
た
だ
の

花
で
は
な
く
、
い
い
香
り
を
放

つ

「香
華
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

（‐４
）
鎌
田
茂
雄

『維
摩
経
講
話
』
（講
談
社
学
術
文
庫

。
一
九
九
〇
年
）

（‐５
）
同
注

（１
）
「物
語
世
界
と
超
現
実
」
―
薫
の
体
香
の
こ
と
な
ど
」
「
国

文
学
』

一
九
七
七
年

一
月
）
で
、
香
の
特
徴
を
三
つ
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
た
。

「百
歩
の
ほ
か
」
と
は
、
遠
く
ま
で
か
お
る
こ
と
の
形
容
で
あ
り
、
百

歩
香
と
い
う
香
も
あ
る
。
こ
れ
は
薫
の
体
香
の
特
色
の
第

一
で
あ
る
。

…
…
こ
こ
で
は
、
香
の
微
妙
に
優
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
せ
ず
、
も
っ

ぱ
ら
、
遠
く
ま
で
匂
う
香
の
強
さ
が
い
わ
れ
て
い
る
。
第
二
の
点
は
、

第

一
の
点
を
う
け

つ
い
て
、
「隠
れ
あ
る
ま
じ
き
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
薫
の
所
在
は
、
そ
の
香
に
よ
っ
て
す
ぐ
に
人
に
さ
と
ら
れ
て
し
ま

う
、
と
い
う
こ
と
は
強
さ
の
上
に
、
薫
の
体
香
は
、
独
特
の
香
り
を

も
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
第
二
の
点
は
、
…
…
他
の

香
と
交
じ
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
微
妙
な
芳
香
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

（‐６
）
『大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
九
巻
、
五
四
頁
下

（‐７
）
『大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
二
巻
、
二
七
八
下

非
根
茎
華
香
　
能
逆
風
而
薫
　
唯
有
善
士
女
　
持
戒
清
浄
香

逆
順
満
諸
方
　
無
不
普
聞
知
　
多
迦
羅
栴
檀
　
優
鉢
羅
末
利

如
是
比
諸
香
　
戒
香
最
為
上
　
栴
檀
等
諸
香
　
所
薫
少
分
限

唯
有
戒
徳
香
　
流
薫
上
昇
天
…
…

「戒
香
」
の
用
例
は
、
『仏
説
戒
徳
香
経
』
、
『増

一
阿
含
経
』
な
ど
阿
含
部
経

典
を
は
じ
め
、
多
く
の
経
典
に
見
ら
れ
る
。

（‐８
）
『大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
四
巻
、
五
六
三
頁
中
で
は
、

戒
塗
香
者
。
以
塗
香
為
戒
波
羅
蜜
。
塗
香
者
。
天
竺
法
極
熱
時
沈
檀
等

香
和
水
塗
身
。
能
除
熱
悩
。
五
戒
乃
致
三
昧
耶
戒
香
除
煩
悩
罪
業
熱
悩
。

令
得
法
身
清
涼
楽
。
亦
復
如
是
。
故
塗
香
為
戒
。

と
あ
る
。
こ
の
経
典
の
引
用
は
有
賀
要
延
氏

『香
と
仏
教
』
に
教
わ
っ
た
。
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（‐９
）
『大
正
新
脩
大
蔵
経
』
七
八
巻
、
八
七
九
頁
中

（２０
）
足
立
俊
雄

『大
蔵
経
講
座
法
句
経
講
義

・
四
十
二
章
経
講
義
』
（東
方
書

院

・
一
九
三
二
年
）

（２‐
）
『大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
四
巻
、
六
五
七
頁
下

（２２
）
『大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
二
十
四
巻
、　
一
〇
四
七
頁
上

※

『源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系

『源
氏
物
語
』
に

拠

っ
た
。
仏
教
経
典
の
読
み
下
し
文
は

『国
訳

一
切
経
』
、
岩
波
文
庫
本

『法

華
経
』
に
そ
れ
ぞ
れ
拠

っ
た
。
『仏
説
転
女
身
経
』
は
稿
者
が
私
に
訓
ん
だ
。

〔　
〕
内
は
私
に
補

っ
た
箇
所
、
…
…
は
省
略
し
た
箇
所
で
あ
る
。

（
は
く

。
う
で
ん
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


