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薫
の
恋
愛
と

「答
の
琴
」

―
―
宇
治
十
帖
に
お
け
る

「合
奏
」
の
意
味
―
―

は

じ

め

に

宇
治
十
帖
は
、
薫
の
恋
愛
を
軸
に
展
開
す
る
。
そ
れ
は
、
従
来
の
宇
治
十
帖

論
が
、
論
者
の
興
味

。
方
法
に
様
々
な
違
い
こ
そ
あ
れ
、
い
ず
れ
も
何
ら
か
の

形
で
薫
と
大
君
、
さ
ら
に
は
中
君

。
浮
舟
と
の
恋
愛
等
の
問
題
と
無
関
係
と
は

な
ら
な
い
こ
と
か
ら
も
、
決
し
て
的
外
れ
な
捉
え
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、

薫
の
恋
愛
に
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
要
素
が
絡
ん
で
く
る
。
そ
れ
は
、

彼
が
常
に
ど
の
女
性
と
も
結
ば
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
宇
治
十
帖

は
、
薫
の

「成
就
す
る
こ
と
の
な
い
」
恋
愛
を
軸
に
展
開
し
て
い
る
―
―
こ
う

し
た
視
点
に
立
っ
た
時
、
私
た
ち
の
前
に
は
改
め
て
、　
一
つ
の
問
題
が
浮
上
し

て
く
る
。
そ
れ
は
、
薫
が
大
君

。
中
君

。
浮
舟
た
ち
と
な
ぜ
結
ば
れ
る
こ
と
が

な
い
の
か
、
言
葉
を
変
え
れ
ば
、
宇
治
十
帖
を
つ
き
動
か
す

「核
」
と
し
て
機

能
す
る
薫
の
恋
愛
が
、
成
就
す
る
こ
と
の
な
い
も
の
と
し
て
あ
る
、
そ
の
原
因

は
何
な
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
宇
治
十
帖
と
薫
の
恋
愛
を
論
じ
る
上
で
、

こ
の
問
題
だ
け
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

今
述
べ
た
問
題
に
対
す
る
解
決
の
糸
口
と
し
て
、
こ
こ
で
あ
る

「合
奏
」
の

場
面
を
示
し
て
お
こ
う
。
大
君

・
中
君
と
結
ば
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
薫
と
、

中

照

将

大
君
の

「形
代
」
と
し
て
物
語
の
最
後
に
登
場
し
た
浮
舟
に
よ
る

「合
奏
」
の

場
面
で
あ
る
。
拉
致
す
る
か
の
よ
う
に
、
浮
舟
を
宇
治
に
連
れ
て
き
た
薫
は
、

八
宮
邸
に
残
さ
れ
て
い
た
琴
の
琴
と
等
の
琴
を
召
し
出
さ
せ
る
。
彼
女
に
こ
れ

ら
の
楽
器
を
弾
か
せ
る
こ
と
は
無
理
だ
ろ
う
と
考
え
た
彼
は
、　
一
人
で
そ
れ
ら

の
楽
器
を
掻
き
鳴
ら
し
、
八
宮
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
そ
こ
で
薫
は
浮
舟
に
和

琴
を
勧
め
る
が
、
彼
女
は
そ
れ
さ
え
も
弾
く
こ
と
が
で
き
ず
、
合
奏
は
成
立
し

な
か
っ
た
と
い
う
場
面
で
あ
る

（東
屋
７
●
三
四
四
）。

『源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
登
場
人
物
が
楽
器
を
奏
で
る
、
ま
た
は
複
数
の

人
物
に
よ
っ
て
合
奏
が
行
わ
れ
る
と
い
っ
た
場
面
は
い
く
つ
も
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
ら
の
∧
音
楽
∨
は
、　
一
見
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
て
い
る
か
の

よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
そ
の
根
底
に
は
、
あ
る
物
語
の
論
理
が
底
流
し
て
い
る
。

仮
に
、
登
場
人
物
が
手
に
す
る
個
々
の
楽
器
を
例
に
取
っ
て
も
い
い
。
特
に
正

篇
と
称
さ
れ
る
第

一
部

。
第
二
部
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
は
楽
器
の
相
伝

・
系
譜

や
王
権
等
の
問
題
と
関
わ
り
あ
い
な
が
ら
、　
一
貫
し
て
何
ら
か
の
独
自
の
意
味

を
担
い
、
物
語
内
に
共
鳴
し
続
け
て
い
る
の
だ
と
い
一
一
ま
た
ヽ
男
女
間
で
行

わ
れ
る
合
奏
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
成
立
す
る
か
否
か
自
体
に
、
二
人
の
恋
愛

の
内
実
が
克
明
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
等
々
、
『源
氏
物
語
」
に
お
け
る



∧
音
楽
∨
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
数
多
く
論
じ
ら
れ
、
ほ

ぼ
通
説
化
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
無
論
、
右
に
示
し
た
薫
と
浮
舟
に
よ
る
合

奏
も
、
そ
う
し
た
通
説
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
の
解
読
は
可
能

で
あ
る
。
た
だ
、
宇
治
十
帖
の
軸
で
あ
る
薫
の

「成
就
す
る
こ
と
の
な
い
」
恋

愛
と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
に
、
そ
れ
ら
の
合
奏
の
意
味
を
問
う
た
場
合
、
そ

こ
に
は
こ
れ
ま
で
の
通
説
か
ら
だ
け
で
は
看
取
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
宇
治
十

帖
独
自
の
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
な
ら
ば
、
そ
の
合
奏
に
込

め
ら
れ
た
物
語
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
は
何
か
。
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
解
読
は
、

薫
の
恋
愛
が
成
就
し
な
い
も
の
と
し
て
規
制
さ
れ
続
け
る
意
味
を
も
明
ら
か
に

す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

一
、
薫
の
大
君
恋
慕
と
合
奏

宇
治
十
帖
は
薫
の
大
君
恋
慕
か
ら
始
ま
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
物
語
内
で
、

薫
と
大
君
が
結
ば
れ
る
必
然
性
な
ど
、
何

一
つ
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

何
を
隠
そ
う
、
本
来
、
物
語
の
中
心
と
な
る
べ
き
女
性
は
、
彼
が
望
ん
だ
大
君

で
は
な
く
中
君
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

道
心
を
持
つ
人
物
と
し
て
周
囲
の
人
か
ら
考
え
ら
れ
、
自
ら
も
恋
愛
に
は
全

く
興
味
が
な
い
と
主
張
し
て
い
た
は
ず
の
薫
が
、
突
然
、
恋
愛
へ
の
道
を
歩
み

出
す
。
そ
の
キ
ッ
カ
ケ
と
な
っ
た
の
は
、
彼
が
偶
然
、
宇
治
の
姫
君
た
ち
の
演

奏
す
る
楽
器
の
音
を
耳
に
し
た
こ
と

（橋
姫
６
上
一七
三
）
に
あ
る
。
―
―

「も

の
き
よ
げ
に
お
も
し
ろ
」
く
響
く
琵
琶
の
音
と
、
「あ
は
れ
に
な
ま
め
」
い
て
い

る
も
の
の

「た
え
だ
え
」
に
し
か
聞
こ
え
な
い
筆
の
琴
の
音
―
―
薫
の
聴
覚
に

よ
っ
て
は
っ
き
り
と
比
較
さ
れ
て
い
る
楽
器
の
音
は
、
そ
の
ま
ま
彼
と
結
ば
れ

る
べ
き
女
性
が
誰
な
の
か
と
い
う
答
え
を
導
き
出
し
て
い
る
。
薫
と
結
ば
れ
る

べ
き
は
、
彼
の
耳
に
、
よ
り
印
象
づ
よ
く
響
い
た
琵
琶
を
弾
い
て
い
た
女
性
。

直
後
の
薫
の
か
い
ま
見
の
場
面

（橋
姫
６
■
一七
五
）
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う

に
、
こ
の
時
、
偶
然
に
も
琵
琶
を
手
に
し
て
い
た
女
性
と
は
、
本
来
、
八
宮
が

直
々
に
琵
琶
を
教
え
た
と
さ
れ
る
大
君
で
は
な
く
、
中
君
で
あ
っ
た
。

稿
者
は
既
に
、
薫
の
恋
愛
の
始
発
部
分
に
あ
た
る
大
君
恋
慕
を
考
察
し
、
彼

が
大
君
を
は
じ
め
中
君

。
浮
舟
の
い
ず
れ
の
女
性
と
も
結
ば
れ
る
こ
と
の
な
い

根
本
的
な
原
因
に
つ
い
て
、
仮
説
を
提
示
し
て
い
る
。
稿
者
の
考
え
る
原
因
と

は
、
薫
の

「誤
解
」
で
あ
る
。
他
で
も
な
い
、
こ
の
薫
の

「誤
解
」
も
、
あ
る

合
奏
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

問
題
の
合
奏
は
、
「橋
姫
」
巻
、
八
宮
が
薫
に
姫
君
の
こ
と
を
託
す
と
い
っ
た

趣
旨
の
遺
言
を
残
す
直
前
、
八
宮
と
薫
の
二
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

【△口主矢
一　】

人
召
し
て
琴
取
り
寄
せ
て
、
（八
宮
）
「
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

（薫
）
に
そ
そ
の
か
し
た
ま
ふ
。
（薫
は
）
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
解
け
て
も
掻
き
た
て
た
ま
は
ず
。
（八
宮
）
「
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
。
…
…

（八
宮
）
Ｆ
」
の
わ
た
り
に
、

お
ぼ
え
な
く
て
、
を
り
を
り
ほ
の
め
く
等
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
。
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
、
「掻
き
鳴
ら
し



た
ま
へ
」
と
、
あ
な
た

（姫
君
た
ち
）
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
。
（八
宮
が
）
た
び
た
び

そ
そ
の
か
し
た
ま
へ
ど
、
と
か
く
聞
こ
え
す
さ
び
て
や
み
た
ま
ひ
ぬ
め
れ

ば
、
（薫
は
）
い
と
く
ち
を
し
う
お
ぼ
ゆ
。
　
　
　
（橋
姫
６
●
二
九
二
～
）

こ
の
場
面
に
見
え
る
合
奏
は
、
八
宮

（琴
の
琴
）―
薫

（琵
琶
〉
と
い
う
形
態
の
も

の
。
た
だ
、
そ
の
合
奏
の
直
後
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
八
宮
が
突
然
姫
君

の
奏
で
る

「等
の
琴
の
音
こ
そ
」
す
ば
ら
し
い
と
語
り
出
し
、
薫
に
姫
君
の
竿

の
琴
の
音
色
を
聞
か
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
。
し
か
も
、
そ
の

「争
の
琴
の

音
こ
そ
」
と
い
う
言
葉
が
、
姫
君
の
弾
く
琵
琶
の
音
を
聞
き
た
い
と
す
る
薫
の

要
望
を
拒
否
す
る
形
で
な
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
八
宮
に
と
っ
て
、

薫
と
の
合
奏
は
単
な
る
序
奏
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
考
察
す
べ
き
は
、
八
宮
と
薫
の
合
奏
を
キ
ッ
カ
ケ
に
浮
か
び

上
が
る
も
う

一
つ
の
合
奏
、
薫

（琵
琶
Ｙ
Ｉ
姫
君

（等
の
琴
）
に
あ
る
。

八
宮
の
述
べ
る

「等
の
琴
の
音
こ
そ
」
と
い
う
言
葉
。
「
こ
そ
」
と
い
う
強
調

表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
る
限
り
、
彼
は
二
人
の
姫
君
の
こ
と
で
は

な
く
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
姫
君
を
念
頭
に
話
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、

八
宮
の
述
べ
る
と
こ
ろ
の
等
の
琴
の
奏
者
と
は
、
「姫
君

（大
君
）
に
琵
琶
、
若

君

（中
君
）
に
等
の
御
琴
」
を
教
え
て
い
た
と
い
う
記
述

（橋
姫
６
二
一六
こ

か

ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
中
君
そ
の
人
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
更
に
い
え
ば
、

そ
の
直
後
に
八
宮
の
日
か
ら
薫
に
姫
君
た
ち
を
託
す
と
い
っ
た
趣
旨
の
遺
言
が

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
等
の
琴
の
奏
者

（中
君
〉
と
の
合
奏
の
依
頼

の
裏
に
は
、
彼
女
と
の

「結
婚
」
の
依
頼
の
意
を
も
込
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
な

の
で
あ
る
。

物
語
の
主
張
、
そ
し
て
、
八
宮
の
願
望
。
そ
の
二
つ
の
論
理
は
、　
一
見
何
ら

関
係
の
な
い
よ
う
に
存
在
し
な
が
ら
、
奇
妙
に
も
導
か
れ
る
結
論
は
一
致
す
る
。

薫
が
結
ば
れ
る
べ
き
女
性
は
、
中
君
で
あ
る
と
。
こ
の
事
実
に
気
づ
い
た
瞬
間
、

先
の

【合
奏

一
】
に
隠
さ
れ
た
本
当
の
意
味
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
つ
ま

り
、
八
宮
が
望
ん
だ
琵
琶

（薫
）―
等
の
琴

（中
君
）
の
合
奏
と
は
、
本
来
、
宇
治

十
帖
の
あ
る
べ
き
形
、
言
葉
を
か
え
れ
ば
、
薫
の
あ
る
べ
き
恋
愛
を
象
徴
的
に

描
き
出
し
た
も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
薫
は
、
物
語
そ
し
て
八
宮
が

【合
奏

一
】
に
込
め
た
本
当
の
意
味

を

「誤
解
」
し
て
し
ま
う
。
彼
は
、
先
の
か
い
ま
見
の
場
面
で
、
偶
然
に
も
普

段
と
は
逆
の
楽
器
を
手
に
す
る
姫
君
た
ち
の
姿

（琵
琶
＝
中
君
、
等
の
琴
＝
大
君
）

を
目
に
し
て
し
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
八
宮
か
ら

「争
の

琴
の
音
こ
そ
」
素
晴
ら
し
い
と
筆
の
琴
の
奏
者

（中
君
〉
と
の
合
奏
を
勧
め
ら
れ

た
時
、
薫
は
自
分
に
と
っ
て
の
等
の
琴
の
奏
者

（大
君
）
と
の
合
奏
・結
婚
を
依

頼
さ
れ
た
の
だ
と

「誤
解
」
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

等
の
琴
の
奏
者
は
大
君
で
あ
り
、
自
分
の
あ
る
べ
き
恋
愛
は
即
ち
琵
琶

（薫
）―
等
の
琴

（大
君
）
な
の
だ
。
少
な
く
と
も
、
薫
に
と
っ
て
は
そ
の
よ
う
に

感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
瞬
間
、
琵
琶
―
事
の
琴
と
い
う
合
奏
形
態
は
、

本
来
が
薫
の
あ
る
べ
き
恋
愛
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
逆
に
、

薫
の

「成
就
す
る
こ
と
の
な
い
」
恋
愛
そ
の
も
の
を
映
し
出
す
鏡
と
し
て
機
能

し
始
め
る
こ
と
に
な
る
。
以
後
、
薫
は
自
分
の

「誤
解
」
に
気
づ
く
こ
と
な
く
、

大
君
を
恋
慕
し
、
更
に
中
君

・
浮
舟
へ
と
そ
の
対
象
を
求
め
続
け
る
。
宇
治
十

帖
の
軸
と
な
る
薫
の

「成
就
す
る
こ
と
の
な
い
」
恋
愛
は
、
こ
の
合
奏
に
お
け

る

「誤
解
」
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
、
薫
の
中
君
恋
慕
と
合
奏

八
宮
と
の
合
奏

∩
合
奏
こ
）
に
お
け
る
薫
の

「誤
解
」
は
、
以
後
の
宇
治
十



帖
の
行
方
を
決
定
づ
け
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
【合
奏

一
】
は
、
宇
治
十
帖

に
お
け
る
合
奏
の
基
盤
と
な
る
。
以
後
、
薫
の
恋
愛
の
周
辺
に
点
在
す
る
合
奏

は
、
す
べ
て

「橋
姫
」
巻
の
合
奏
と
強
い
関
連
性
を
有
す
る
、
「変
奏
」
と
し
て

描
か
れ
る
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
以
後
の
合
奏
は
、
薫
が
ど
の
女
性
と
も

結
ば
れ
る
こ
と
の
な
い
原
因
で
あ
る
、
彼
の

「誤
解
」
を
顕
在
化
さ
せ
る
も
の

と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。

「宿
木
」
巻
、
薫
は
、
匂
宮
と
夕
霧
六
君
の
結
婚
に
心
悩
ま
さ
れ
る
中
君
の

姿
に
、
今
更
な
が
ら
亡
き
大
君
の
願
い
を
思
い
出
し
、
彼
女
を
匂
宮
に
縁
づ
け

て
し
ま
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
は
じ
め
る
。
そ
の
後
悔
は
、
や
が
て
中
君
に
対
す

る
恋
慕
へ
と
変
わ
り
、
彼
女
の
い
る
簾
中
へ
進
入
す
る
と
い
う
強
行
手
段
に
出

る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
で
も
や
は
り
二
人
は
結
ば
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（宿

木
７
二
一〇
〇
）。
次
に
示
す
合
奏
は
、
薫
の
恋
慕
に
困
惑
す
る
中
君
が
、
彼
に
対

し
自
分
の
異
母
妹
浮
舟
の
存
在
を
告
げ
る
場
面
を
経
て
、
物
語
が
徐
々
に
新
た

な
展
開
の
様
相
を
呈
し
つ
つ
あ
る
中
で
描
か
れ
て
い
る
、
中
君
と
匂
宮
に
よ
る

合
奏
で
あ
る
。

【〈口圭矢
一
一】

（匂
宮
は
）
な
つ
か
し
き
ほ
ど
の
御
衣
ど
も
に
、
直
衣
ば
か
り
着
た
ま
ひ
て
、

琵
琶
を
弾
き
ゐ
た
ま
へ
り
。
黄
鐘
調
の
掻
き
合
は
せ
を
、
い
と
あ
は
れ
に

弾
き
な
し
た
ま
へ
ば
、
女
君

（中
君
）
も
心
に
入
り
た
ま
へ
る
こ
と
に
て
、

も
の
怨
じ
も
え
し
果
て
た
ま
は
ず
、
小
さ
き
御
几
帳
の
つ
ま
よ
り
、
脇
息

に
寄
り
か
か
り
て
、
ほ
の
か
に
さ
し
出
で
た
ま
へ
る
、
い
と
見
ま
ほ
し
く

ら
う
た
げ
な
り
。
…
…

（匂
宮
）
「さ
ら
ば
、
ひ
と
り
ご
と
は
さ
う
ざ
う
し

き
に
、
さ
し
い
ら
へ
し
た
ま
へ
か
し
」
と
て
、
人
召
し
て
等
の
御
琴
と
り

寄
せ
さ
せ
て
、
弾
か
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
ど
、
…
…

（中
君
は
）
つ
つ
ま

し
げ
に
て
手
も
触
れ
た
ま
は
ね
ば
、
…
…
ま
め
や
か
に
怨
み
ら
れ
て
ぞ
、

う
ち
嘆
き
て
す
こ
し
調
べ
た
ま
ふ
。
ゆ
る
び
た
り
け
れ
ば
、
盤
渉
調
に
あ

は
せ
た
ま
ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（宿
木
７
●
二
一三
ハ
～
）

こ
の
場
面
に
見
え
る
合
奏
は
、
琵
琶

（匂
宮
）―
等
の
琴

（中
君
）
で
あ
る
。
既
に

指
摘
の
あ
る
よ
う
に

『源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
男
女
間
で
行
わ
れ
る
合
奏
は
、

即
ち
二
人
の
交
情
を
象
徴
的
に
描
き
出
す
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

無
論
、
こ
の
場
面
も
、
中
君
は
夕
霧
六
君
と
結
婚
し
た
匂
宮
に
対
し
て
心
を
悩

ま
し
、　
一
方
の
匂
宮
も
彼
女
と
薫
の
関
係
に
疑
い
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
状
況

下
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
合
奏
は
成
立
し
、
そ
こ
に
二
人
の
心
が
惹

か
れ
合
い
、
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
さ
ま
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
た
だ
、
こ
の
合
奏
に
は
、
も
う

一
つ
、
読
み
取
ら
れ
る
べ
き
物
語
か
ら
の

あ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
先
の

【合
奏

一
】
で
、
八
宮
が
薫
に
対
し

て
求
め
た
合
奏
と
全
く
同
じ
形
態
を
持
つ
琵
琶
―
等
の
琴
と
い
う
合
奏
が
、
こ

の

【合
奏
二
】
に
お
い
て
再
び
描
か
れ
る
こ
と
の
意
味
に
あ
る
。
し
か
も
、
そ

れ
は

家
口
奏

一
】
で
は
琵
琶

（薫
）―
等
の
琴

（中
君
）
と
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ

こ
で
は
琵
琶

（匂
官
）―
筆
の
琴

（中
君
）
と
あ
る
よ
う
に
、
等
の
琴
の
奏
者
は
同

じ
で
あ
り
な
が
ら
、
琵
琶
の
奏
者
に
違
い
を
有
す
る
合
奏
で
あ
っ
た
。
表
面

公
ロ

奏
形
態
）
的
に
は
同

一
で
あ
り
な
が
ら
、
内
実

（琵
琶
の
奏
者
）
に
差
異
が
見
え

る
二
つ
の
合
奏
。
実
は
、
そ
の
差
異
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
も
の
こ

そ
が
、
薫
の
恋
愛
で
あ
り
、
彼
の

「誤
解
」
な
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
薫
の
恋
愛
は
最
初
か
ら

「成
就
す
る
こ
と
の
な
い
」
も
の
と
し
て

規
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
そ
れ
は
、
「橋
姫
」
巻
、
薫

が
姫
君
た
ち
の
姿
を
か
い
ま
見
す
る
場
面
の
直
後
に
意
識
し
た

「昔
物
語
」
の

内
容
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

∧
昔
物
語
∨
な
ど
に
語
り
伝
へ
て
、
若
き
女
房
な
ど
の
読
む
を
も
聞
く
に
、



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
ｏ
二
七
六
）

琴
の
音
に
導
か
れ
、
か
い
ま
見
ま
で
し
て
し
ま
っ
た
薫
は
、
若
い
女
房
か
ら
聞

い
た
恋
物
語
と
し
て
の

「昔
物
語
」
を
想
起
す
る
。
そ
し
て
、
彼
は
、
自
分
自

身
を

「昔
物
語
」
に
出
て
く
る
男
主
人
公
の
よ
う
に
捉
え
、
自
分
が
目
に
見
え

な
い
力
に
よ
っ
て
恋
愛
の
世
界
に
取
り
込
ま
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
が
、
問
題
は
、
こ
の
時
、
彼
が
意
識
し
た

「音
物

語
」
と
そ
れ
に
対
応
す
る
恋
愛
の
内
容
に
あ
る
。
琴
の
音
を
聞
く
↓
か
い
ま
見

↓

「昔
物
語
」
の
意
識
と
い
う
物
語
の
流
れ
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
必

然
的
に
彼
の
耳
に
印
象
的
に
響
い
て
き
た
琵
琶
の
奏
者
（中
君
）
と
結
ば
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
れ
こ
そ
が
薫
の
進
む
べ
き
道
で
も
あ
っ
た
。

「昔
物
語
」
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
薫
は
恋
愛
へ
の
道
を
歩
み
だ
し
、

物
語
も
ま
た

「昔
物
語
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
恋
愛
の
成
就
へ
と
展
開
す
る
は

ず
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
先
に
触
れ
た

【合
奏

一
】
で
、
八
宮
か
ら
琵
琶
を
渡
さ

れ
た
薫
が

「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
、
姫

君
の
弾
く
琵
琶
の
音
を
望
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
も
十
分
窺
え
よ
う
。
し
か
し
、

薫
は

「誤
解
」
し
、
自
分
に
と
っ
て
の
筆
の
琴
の
奏
者

（大
君
）
を
恋
慕
し
て
し

ま
う
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
彼
は
本
来
、
結
ば
れ
る
は
ず
の
な
い
大
君
へ
の

想
い
を
成
就
さ
せ
る
た
め
に
、
中
君
を
匂
宮
に
縁
づ
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
、

か
か
る
道
を
、
い
か
な
れ
ば
浅
か
ら
ず
人
の
思
ふ
ら
む
と
、
∧
昔
物
語
∨

な
ど
を
見
る
に
も
、
人
の
上
に
て
も
、
あ
や
し
く
聞
き
思
ひ
し
は
、
げ
に

お
ろ
か
な
る
ま
じ
き
わ
ざ
な
り
け
り
と
、
わ
が
身
に
な
り
て
ぞ
、
何
ご
と

も
思
ひ
知
ら
れ
た
ま
ひ
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（宿
木
７
ｏ
一
八
六
）

「宿
木
」
巻
、
匂
宮
と
夕
霧
六
君
と
の
結
婚
に
思
い
悩
む
中
君
が

「昔
物
語
」

を
意
識
す
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る

「昔
物
語
」
に
対
応
す
る
の
は
、

以
前
の
よ
う
に
薫
と
中
君
の
恋
愛
で
は
な
く
、
匂
宮
と
中
君
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。

こ
の
事
実
は
、
か
つ
て
は
薫
の
進
む
べ
き
恋
愛
の
行
方
を
予
見
さ
せ
る
も
の
と

し
て
あ
っ
た
は
ず
の

「昔
物
語
」
と
い
う
語
が
、
い
つ
し
か
匂
宮
と
中
君
の
恋

愛
を
象
徴
す
る
も
の
へ
と
変
容
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
言
葉
を
か
え
れ
ば
、
中

君
と
結
ば
れ
る
べ
き

「音
物
語
」
の
男
主
人
公
が
、
既
に
薫
か
ら
匂
宮
に
変
わ

っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
問
題
の

【合
奏
二
】
は
、
こ
の

場
面
、
更
に
薫
と
中
君
の
密
通
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
な
が
ら
も
、
結
局
結
ば

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
場
面

（宿
木
７
上
一〇
〇
〉
を
経
た
後
に
語
ら
れ

て
い
る
。

「宿
木
」
巻
の

【合
奏
二
】
が

「橋
姫
」
巻
の

【合
奏

一
】
と
形
態
の
上
で

は
同

一
で
あ
り
な
が
ら
、
琵
琶
の
奏
者
に
差
異
が
生
じ
て
い
る
原
因
。
そ
れ
は
、

筆
の
琴
の
奏
者
（中
君
）
と
の
結
婚
と
い
う
八
宮
の
真
意
を
「誤
解
」
し
た
薫
が
、

そ
の
結
婚
を
匂
宮
に
託
し
た
こ
と
に
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
八
宮
に
よ
っ
て
等

の
琴
の
奏
者

（中
君
）
と
の
合
奏
。結
婚
の
相
手
と
し
て
設
定
さ
れ
た
琵
琶
の
奏

者
が
、
薫
か
ら
匂
宮
に
変
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

薫
と
中
君
の
二
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
は
ず
の
琵
琶
―
等
の
琴
の
合
奏
が
、

匂
宮
と
中
君
の
間
で
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
。
し
か
も
、
そ
の
合
奏
が
、
本
来
、

宇
治
十
帖
に
お
け
る
薫
の
あ
る
べ
き
恋
愛
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
合
奏
が
薫
と
で
は
な
く
、
匂
宮
と
中
君
の
間
で
実
現

し
た
こ
と
の
意
味
は
、
更
に
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
物
語
は
次
の
よ
う

に
明
言
す
る
。
―
―
薫
の
あ
る
べ
き
恋
愛
を
象
徴
す
る
は
ず
の

「昔
物
語
」
は
、

匂
宮
と
中
君
の
恋
愛
の
物
語
へ
と
変
容
し
、
そ
の
成
就
を
以
て
終
結
し
た
。
も

は
や
薫
が
中
君
、
そ
し
て
他
の
女
性
と
結
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
―
―
事
実
、



こ
の
後
に
描
か
れ
る
薫
と
浮
舟
の
物
語
に
お
い
て
、
恋
物
語
と
し
て
の

「昔
物

語
」
と
い
う
語
は
表
出
せ
ず
、

「手
習
」
巻
、
小
野
の
草
庵
を
訪
れ
、
浮
舟
の

姿
を
見
た
中
将
が

「昔
物
語
」
を
意
識
す
る
と
い
う
場
面

（手
習
８
■
一〇
一こ

が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
さ
え
も
薫
の
恋
愛
と
は
何
ら
関
係
の
な
い
世
界
を
象
徴

す
る
も
の
と
な
っ
て
い
合
せ
　
里
曰
物
語
」
の
終
結
と
も
に
始
発
す
る
薫
の
浮
舟

恋
慕
。
「成
就
す
る
こ
と
の
な
い
」
薫
の
恋
愛
を
導
い
て
い
る
の
は
、
八
宮
で
も

物
語
で
も
な
く
、
「誤
解
」
な
の
で
あ
る
。

三
、
薫
の
浮
舟
恋
慕
と
合
奏

薫
の
大
君
恋
慕
は
、
彼
女
の
死
後
も
変
わ
る
こ
と
は
な
く
、
帝
か
ら
女
二
宮

と
の
結
婚
を
求
め
ら
れ
る
と
い
う
幸
運
を
目
の
前
に
し
つ
つ
も
、
彼
の
心
か
ら

決
し
て
消
え
る
こ
と
は
な
い
。
薫
の
願
い
は
た
だ

一
つ
。
「く
ち
を
し
き
品
な
り

と
も
、
か
の
御
あ
り
さ
ま
に
す
こ
し
も
お
ぼ
え
た
ら
む
人
は
、
心
も
と
ま
り
な

む
か
し
」
（宿
木
７
■

六
〇
）。
亡
き
大
君
と
似
た
女
性
と
結
ば
れ
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
「宿
木
」
巻
に
お
い
て
薫
が
中
君
を
恋
慕
し
始
め
る
の
は
、
彼
女
が
大
君

の
妹
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
以
上
に
、
大
君
死
後
、
彼
女
が

次
第
に
大
君
に
似
て
い
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
は
じ
め
、
薫
自
身
も
そ
の
よ
う

に
認
識
し
始
め
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
。
同
じ

「宿
木
」
巻
後
半
、
大
君
の
「形

代
」
と
な
る
べ
く
登
場
す
る
浮
舟
に
関
し
て
は
、
彼
女
が
亡
き
大
君
の
姿
に
酷

似
す
る
女
性
と
し
て
中
君
か
ら
紹
介
さ
れ
、
ま
た
似
て
い
る
と
さ
れ
る
が
ゆ
え

に
薫
の
関
心
を
引
き
、
恋
慕
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

薫
の
大
君
恋
慕
、
そ
し
て
、
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
浮
舟
恋
慕
。

そ
れ
は
、
彼
の
恋
愛
を

「成
就
す
る
こ
と
の
な
い
」
も
の
と
し
て
決
定
づ
け
た

「誤
解
」
が
、
未
だ
解
消
さ
れ
な
い
ま
ま
あ
り
続
け
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。
そ
の
事
実
を
最
も
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
本
論
冒
頭
に
触
れ
た

薫
と
浮
舟
の
合
奏
な
の
で
あ
る
。

「東
屋
」
巻
、
弁
の
尼
に
仲
介
を
頼
み
、
浮
舟
の
隠
れ
家
に
出
向
い
た
薫
は
、

翌
朝
、
彼
女
を
伴
い
改
築
さ
れ
た
ば
か
り
の
八
宮
邸

へ
向
か
う
。
大
君
を
慕
い
、

何
度
と
な
く
宇
治

へ
通

っ
た
過
去
の
思
い
出
に
耽
る
薫
は
、
亡
き
彼
女
の

「形

代
」
に
す
る
べ
く
手
に
入
れ
た
浮
舟
と
、
よ
う
や
く
二
人
き
り
の
対
面
を
果
た

す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

【〈
口
圭矢
〓
一】

①

（薫
は
）
こ
こ
に
あ
り
け
る
琴
、
筆
の
琴
召
し
出
で
て
、
②
か
か
る
こ
と

は
た
、
ま
し
て
え
せ
じ
か
し
と
、
く
ち
を
し
け
れ
ば
、
ひ
と
り
調
べ
て
、

宮
亡
せ
た
ま
ひ
て
の
ち
、
こ
こ
に
て
か
か
る
も
の
に
、
い
と
久
し
う
手
触

れ
ざ
り
つ
か
し
と
、
め
づ
ら
し
く
わ
れ
な
が
ら
お
ぼ
え
て
、
い
と
な
つ
か

し
く
ま
さ
ぐ
り
つ
つ
な
が
め
た
ま
ふ
に
、
月
さ
し
出
で
ぬ
。
③
工冨
の
御
琴

の
音
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
は
あ
ら
で
、
い
と
を
か
し
く
あ
は
れ
に
弾
き

た
ま
ひ
し
は
や
、
と
お
ぼ
し
出
で
て
、
壺
曰
誰
も
誰
も
お
は
せ
し
世
に
、
こ

こ
に
生
ひ
出
で
た
ま
へ
ら
ま
し
か
ば
、
今
す
こ
し
あ
は
れ
は
ま
さ
り
な
ま

し
。
親
王
の
御
あ
り
さ
ま
は
、
よ
そ
の
人
だ
に
、
あ
は
れ
に
恋
し
く
こ
そ

思
ひ
出
で
ら
れ
た
ま
へ
。
な
ど
て
、
さ
る
所
に
は
年
ご
ろ
経
た
ま
ひ
し
ぞ
」

と
の
た
ま
へ
ば
、

（浮
舟
は
）
い
と
は
づ
か
し
く
て
、
自
き
扇
を
ま
さ
ぐ
り

つ
つ
添
ひ
臥
し
た
る
か
た
は
ら
め
、
い
と
隈
な
う
白
う
て
、
な
ま
め
い
た

る
額
髪
の
隙
な
ど
、
（薫
に
は
大
君
の
姿
が
）
い
と
よ
く
思
ひ
出
で
ら
れ
て
あ

は
れ
な
り
。
④
ま
い
て
、
か
や
う
の
こ
と
も
つ
き
な
か
ら
ず
教

へ
な
さ
ば

や
、
と
お
ぼ
し
て
、
コ
」
れ
は
す
こ
し
ほ
の
め
か
い
た
ま
ひ
た
り
や
。
あ
は

れ
わ
が
つ
ま
と
い
ふ
琴
は
、
さ
り
と
も
手
な
ら
し
た
ま
ひ
け
む
」
な
ど
間

ひ
た
ま
ふ
。
⑤

（浮
舟
）
「
そ
の
大
和
言
葉
だ
に
、
つ
き
な
く
な
ら
ひ
に
け

れ
ば
、
ま
し
て
こ
れ
は
」
と
言
ふ
。
　
　
　
　
　
　
（東
屋
７
●
三
四
四
）



亡
き
大
君
と
の
恋
愛
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
思
い
出
の
土
地
で
あ
る
宇
治
。
そ
の

宇
治
で
よ
う
や
く
大
君
の

「形
代
」
浮
舟
と
の
対
面
を
果
た
し
た
薫
が
召
し
出

さ
せ
た
楽
器
は
、
①
琴
の
琴
と
等
の
琴
と
い
う
二
つ
楽
器
で
あ
っ
た
。
勿
論
、

そ
れ
ら
二
つ
の
楽
器
を
選
ん
だ
の
に
も
、
彼
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
薫
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
意

味
を
持
つ
楽
器
な
の
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
琴
の
琴
に

関
し
て
は
、
②
そ
れ
を
奏
で
た
薫
が
八
宮
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
③
浮
舟
に
対

し
て
八
宮
の
思
い
出
を
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
亡
き
八
宮
を
象
徴

す
る
楽
器
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
薫
が
③

「宮
の
御
琴
の
音
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
は
あ
ら
で
、
い
と

を
か
し
く
あ
は
れ
に
弾
き
た
ま
ひ
し
は
や
」
と
八
宮
の
弾
く
琴
の
琴
の
音
を
思

い
出
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
八
宮
が
琴
の
琴
の
名
手
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
は
物
語
中
に
二
箇
所

（橋
姫
６
二
一七
三
）
（椎
本
６
豊
一〇
九
）
見
え
、
そ
れ

が
物
語
中
の
常
識
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
実
際
に
薫

が
八
宮
の
琴
の
琴
の
音
を
聞
い
た
の
は
、
例
の

【合
奏

一
】
の
一
箇
所
に
限
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
薫
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、
唯

一
八
宮
の
琴
の

琴
の
音
を
耳
に
し
た

【合
奏

一
】
で
あ
り
、
彼
が
琴
の
琴
を
持
ち
出
し
て
い
る

理
由
も
、
単
に
そ
れ
が
八
宮
を
象
徴
す
る
楽
器
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
み
に

留
ま
る
わ
け
で
は
な
く
、
宏
口奏

一
】
に
お
い
て
八
宮
が
果
た
し
た
役
割
と
深
く

関
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

薫
に
と
っ
て
八
宮
と
は
、
「等
の
琴
の
音
こ
そ
」
素
晴
ら
し
い
と
主
張
し
、
筆

の
琴
の
奏
者
と
の
合
奏
。結
婚
を
指
し
示
し
た
存
在
と
し
て
あ
る
。
「人
の
ゆ
る

し
」、
つ
ま
り
親
の

「ゆ
る
し
」
の
な
い
恋
愛
な
ど
に
は
興
味
が
な
い
と
主
張
す

（‐３
）

る
薫
に
と
っ
て
、
八
宮
の
言
葉
は

「人
の
ゆ
る
し
」
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
故
に

当
初
は
琵
琶
の
奏
者
に
心
惹
か
れ
な
が
ら
も
、
等
の
琴
の
奏
者
へ
恋
慕
の
対
象

を
変
更
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
、
八
宮
は
、
彼
の
恋
愛
の
正
当
性
を
保
障

す
る
絶
対
的
な
存
在
で
あ
り
、
八
宮
を
象
徴
す
る
琴
の
琴
は
、
薫
と
等
の
琴
の

奏
者
と
の
恋
愛
を
保
障
す
る
神
聖
な
楽
器
な
の
で
あ
る
。

こ
の
事
実
は
、
彼
が
召
し
出
さ
せ
た
も
う

一
つ
の
楽
器
で
あ
る
、
等
の
琴
の

意
味
を
も
導
き
出
し
て
く
る
。
筆
の
琴
と
は

【合
奏

一
】
に
お
け
る
筆
の
琴
で

あ
り
、
八
宮
の

「ゆ
る
し
」
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
恋
愛
の
相
手
を
意
味
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
八
宮
の
真
意
を

「誤
解
」
し
た
薫
に
と
っ
て
、
そ
の
楽
器
が

大
君
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

薫
が
召
し
出
さ
せ
た
琴
の
琴
と
等
の
琴
と
い
う
二
つ
の
楽
器
は
、
い
ず
れ
も

自
ら
の
大
君
恋
慕
の
始
発
と
な
っ
た

【合
奏

一
】
に
用
い
ら
れ
た
楽
器
で
あ
っ

た
。
逆
に
い
え
ば
、
家
口奏

一
】
を
想
起
さ
せ
る
楽
器
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
彼
は

今
ま
さ
に
浮
舟
と
の
恋
愛
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
そ
の
時
に
、
あ
え
て
そ
れ

ら
二
つ
の
楽
器
を
選
択
し
、
召
し
出
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

家
ロ

奏
三
】
に
込
め
た
薫
の
意
図
と
は
、
自
分
と
大
君
の

「形
代
」
で
あ
る
浮
舟
と

の
恋
愛
を
、
大
君
恋
慕
の
系
譜
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
う
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
大
君

（等
の
琴
）
恋
慕
が
八
宮

（琴
の
琴
）
の

「ゆ

る
し
」
に
保
障
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
自
分
と
浮
舟
の
恋
愛
も
ま
た
八

宮
の

「ゆ
る
し
」
の
名
の
も
と
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
自
己
の
恋
愛
を
正
当
化

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
薫
の
主
張

・
論
理
が
、
何
ら
彼
の
恋
愛
を
正
当
化
す
る

も
の
と
は
な
ら
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
主
張

。
論
理
の

根
底
に
は
、
例
の

【合
奏

一
】
に
お
け
る

「誤
解
」
が
流
れ
て
い
る
た
め
で
あ

る
。
確
か
に
、
八
宮
は

【合
奏

一
】
で
筆
の
琴
の
奏
者
と
の
結
婚
を
認
め
て
は

い
た
。
し
か
し
、
彼
が

「ゆ
る
し
」
た
の
は
中
君
と
の
結
婚
で
あ
っ
て
、
大
君

と
の
そ
れ
で
は
な
か
っ
た
。
何
よ
り
も
、
自
分
の
大
君
恋
慕
の
正
当
性
を
主
張



し
て
い
る
は
ず
の
薫
が
、
こ
こ
で
筆
の
琴
を
大
君
の
楽
器
と
し
て
選
ん
で
い
る

こ
と
自
体
が
、
そ
の

「誤
解
」
を

一
層
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。
―
―
薫
の
恋
慕
す
べ
き
女
性
は
、
等
の
琴
の
奏
者
で
は
あ
る
も
の
の
、

大
君
で
は
な
い
―
―
こ
の
事
実
に
気
づ
か
な
い
限
り
、
薫
が
結
ば
れ
る
べ
き
女

性
と
、
彼
の
望
む
恋
愛
対
象
が
一
致
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
本

来
、
等
の
琴
の
奏
者
で
あ
り
、
ま
た
薫
と
結
ば
れ
る
べ
き
女
性
で
あ
っ
た
中
君

が
匂
宮
と
結
婚
し
て
し
ま
っ
た
今
と
な
っ
て
は
、
そ
の
一
致
は
絶
対
に
あ
り
え

な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
度
と
奏
で
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
筆
の
琴
。
そ
れ
は
、
薫
が
ど
の
女
性
と
も

結
ば
れ
る
こ
と
の
な
い
理
由
を
象
徴
的
に
描
き
出
し
て
い
る
。
寒
口
奏
三
】
に
お

い
て
も
、
薫
は
④
浮
舟
に
対
し
て
和
琴
を
弾
く
よ
う
に
勧
め
て
い
る
が
、
そ
れ

以
前
に
彼
が
①
大
君
の

「形
代
」
で
あ
る
浮
舟
の
前
で
、
大
君
を
象
徴
す
る
楽

器
を
召
し
出
さ
せ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
③
彼
女
の
姿
に
大
君
の
面
影
を
思
い

出
し
た
彼
が
、
④
Ｌ
ま
い
て
、
か
や
う
の
こ
と

（楽
器
の
演
奏
）
も
つ
き
な
か
ら

ず
教
へ
な
さ
ば
や
」
と
、
浮
舟
を
大
君
の

「形
代
」
と
し
て
相
応
し
い
女
性
に

す
る
べ
く
教
育
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
薫
の
意
識

の
奥
に
は
、
や
は
り
等
の
琴
の
奏
者
＝
大
君
↓
浮
舟
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
浮
舟
は
最
後
ま
で
争
の
琴
を
弾
く
こ
と
は
な
か

っ
た
。
い
や
、
彼
女
は
薫
が
勧
め
た
和
琴
ど
こ
ろ
か
、
ど
の
楽
器
さ
え
も
弾
く

（
‐５
）

こ
と
の
な
い
、
「
掻
き
合
は
す
」
能
力
そ
の
も
の
が
排
除
さ
れ
た
」
女
性
で
あ

っ
た
の
だ
。
結
ば
れ
る
べ
き
女
性
を
失

っ
た
薫
の
前
に
は
、
も
は
や
奏
で
ら
れ

る
こ
と
の
な
く
な
っ
た
等
の
琴
だ
け
が
残
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

浮
舟
失
踪
後
の
世
界
を
描
く

「蜻
蛉
」
巻
、
そ
の
巻
末
に
次
の
よ
う
な
場
面

が
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
、
今
上
帝
女

一
宮
の
姿
を
偶
然
か
い
ま
見
す
る
こ
と
の

で
き
た
薫
が
、
再
び
彼
女
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待

を
抱
き
、
彼
女
の
い
る
西
の
渡
殿
へ
向
か
う
と
い
う
場
面
で
あ
る
。

（薫
が
）
例
の
西
の
渡
殿
を
、
あ
り
し
に
な
ら
ひ
て
、
わ
ざ
と
お
は
し
た
る

も
あ
や
し
。
姫
宮

（女
一
宮
）、
夜
は
あ
な
た

（明
石
中
宮
の
も
と
）
に
わ
た

ら
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
人
々
月
見
る
と
て
、
こ
の
渡
殿
に
う
ち
と
け
て
物

語
す
る
ほ
ど
な
り
け
り
。
等
の
琴
い
と
な
つ
か
し
う
弾
き
す
さ
ぶ
爪
音
、

を
か
し
く
聞
こ
ゆ
。
思
ひ
か
け
ぬ
に
寄
り
お
は
し
て
、
（薫
）
「な
ど
、
か
く

ね
た
ま
し
顔
に
か
き
鳴
ら
し
た
ま
ふ
」
と
の
た
ま
ふ
に
、
皆
お
ど
ろ
か
る

べ
か
め
れ
ど
、
す
こ
し
あ
げ
た
る
簾
う
ち
お
ろ
し
な
ど
も
せ
ず
、
起
き
あ

が
り
て
、
（中
将
の
お
も
と
）
「似
る
べ
き
兄
や
は
は
べ
る
べ
き
」
と
い
ら
ふ

る
声
、
引
Ｊ
卿
Ч
判
倒
ｄ
日
利
目
烈
渕
引
釧
倒
川
明
列
。

（蜻
蛉
８
ｏ
一
六
六
）

そ
こ
で
彼
は
等
の
琴
の
音
を
耳
に
す
る
。
薫
は
思
い
が
け
な
い
そ
の
音
色
に
心

惹
か
れ
る
が
、
そ
れ
を
弾
い
て
い
た
の
は
、
薫
が
理
想
の
女
性
と
し
て
ほ
の
か

な
想
い
を
抱
い
て
い
る
今
上
帝
女

一
宮
で
は
な
く
、
彼
女
付
き
の
女
房
で
あ
る

中
将
の
お
も
と
で
あ
っ
た
。
薫
の
周
囲
に
点
描
さ
れ
る
等
の
琴
。
そ
し
て
、
薫

と
宇
治
の
女
性
た
ち
の
恋
愛
が
終
結
し
た
と
同
時
に
、
突
如
と
し
て
浮
上
す
る

彼
の
今
上
帝
女

一
宮
恋
慕
。
し
か
し
、
そ
の
楽
器
の
向
こ
う
に
は
、
も
は
や
彼

の
恋
慕
の
対
象
と
な
る
女
性
は
存
在
せ
ず
、
薫
の
恋
愛
は
ま
た
し
て
も
筆
の
琴

の
前
に
空
転
す
る
。
そ
し
て
、
「蜻
蛉
」
巻
は
、
次
の
薫
の
独
詠
歌
を
以
て
幕
を

開
じ
る
。

あ
り
と
見
て
手
に
は
と
ら
れ
ず

見
れ
ば
ま
た
ゆ
く
へ
も
し
ら
ず
消
え
し
蜻
蛉
　
（蜻
蛉
８
ｏ
一
七
〇
）

宇
治
の
姫
君
た
ち
を

「蜻
蛉
」
に
喩
え
て
、
最
後
ま
で
結
ば
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
過
去
を
嘆
く
薫
の
歌
。
こ
の
薫
歌
に
読
み
込
ま
れ
て
い
る

「蜻
蛉
」
は
、



そ
の
ま
ま

「等

の
琴
の
奏
者
」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
て
も
い
い
。
―
―
筆

の

琴
に
自
ら
の
恋
愛
を
規
定
し
、
そ
の
奏
者

（大
君
〉
を
慕

い
続
け
る
も
の
の
、
手

に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ず

∩
あ
り
と
見
て
手
に
は
と
ら
れ
ず
し
、
手

に
入
れ
た
と

思
う
と
、
ま
た
行
方
も
わ
か
ら
ず
消
え
て
し
ま

っ
た
等

の
琴
の
奏
者

（浮
舟
）
で

あ
る
よ

（「見
れ
ば
ま
た
ゆ
く
へ
も
し
ら
ず
消
え
し
蜻
蛉
し

―
―
結
ば
れ
る
べ
き
奏

者

の
い
な
い
等
の
琴
を
追

い
求
め
る
薫
。
そ
の
事
実

に
気
づ
か
な

い
彼
に
と

っ

て
、
彼
女
た
ち
は
永
遠

に
手

に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な

い

「蜻
蛉

（等
の
琴
の
奏

者
ご

に
他
な
ら
な

い
。
こ
れ
こ
そ
が
、
宇
治
十
帖

に
お
け
る
薫

の
恋
愛

の
本
質

な
の
で
あ
る
。

※
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
て
い
る
。
な
お
、
引
用
本
文

に
見
ら
れ
る

（　
）
内

の
語
は

私

に
補

っ
た
も
の
で
あ
る
。

圧̈〈１
）

廣
田
収

員
源
氏
物
語
」
に
お
け
る
音
楽
と
系
譜
」
翁
源
氏
物
語
の
探
究
　
第
十
三

韓
」
風
間
書
房
　
一
九
八
八
）、
浅
尾
広
良

「柏
木
遺
愛
の
笛
と
そ
の
相
承
」
含
む
ら

さ
き
」
二
五
　
一
九
八
八
・
七
）
等
。
近
年
で
は
上
原
作
和

『光
源
氏
物
語
の
思
想

史
的
変
貌
」
有
精
堂
　
一
九
九
四
）
に
ま
と
ま
っ
た
言
及
が
あ
る
。

（２
）

安
村
留
美
子

「源
氏
物
語
の
音
楽
美
」
∩
平
安
朝
文
学
研
究
」
二
―
七
　
一
九
六

九
・六
）、
同

「源
氏
物
語
の
一
つ
の
方
法
―
楽
の
音
と
恋
と
―
」
∩
平
安
朝
文
学
研

究
　
作
家
と
作
品
』
有
精
堂
　
一
九
七
一
）
等
。
近
年
で
は
、
中
川
正
美

『源
氏
物

語
と
音
楽
』
〈和
泉
書
院
　
一
九
九
一
）
に
詳
し
い
論
考
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
な

お
、
吉
海
直
人

『源
氏
物
語
研
究
ハ
ン
ド
ブ
ツ
ク
　
一
』
（輸
林
書
房
　
一
九
九
九
）

所
収

「∧
音
楽
∨
関
係
研
究
文
献
目
録
」
に
よ
っ
て
、
研
究
史
を
一
覧
で
き
る
。

（３
）

藤
本
勝
義
氏
は
、
宇
治
十
帖
に
お
い
て
終
始
脇
役
で
あ
り
続
け
る
中
君
が
、
実
は

物
語
の
類
型
的
表
現
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
大
君
・
浮
舟
以
上
に
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
の

造
形
が
な
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
∩
宇
治
中
君
造
形
―
古
代
文
学
に
於
け
る
ヒ
ロ

イ
ン
の
系
譜
―
」
「国
語
と
国
文
学
」
一
九
八
〇
。
一
）。

（４
）

「八
宮
の

「本
心
」
と
薫
の

「誤
解
」
―
薫
に
見
る

「昔
物
語
」
か
ら
の
逸
脱
・序

章
―
」
「
詞
林
」
二
二
　
一
九
九
七
上

○
）。
ま
た
、
前
稿
と
同
趣
旨
の
論
を
展
開

し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
西
耕
生

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

び
と
―
ビ

∩
中
古
文
学
」
四
七
　
一
九
九

一
・
五
）
が
あ
る
。
前
稿
で
は
、
西
氏
の

論
を
多
く
取
り
上
げ
、
早
見
と
の
違
い
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

（５
）

「椎
本
」
巻
、
八
宮
は
二
度
目
の
遺
言
の
直
後
の
場
面
に
お
い
て
も
、
姫
君
た
ち
に

楽
器
の
演
奏
を
勧
め
、
薫
に
琴
の
音
を
聞
か
せ
よ
う
と
し
て
い
る

（椎
本
６

ｏ
三

一

ユＣ

が
、
そ
こ
で
奏
で
ら
れ
た
楽
器
も
ま
た
、
家
口
奏

一
】
と
同
じ
争
の
琴
で
あ
っ
た
。

確
か
に
、
こ
こ
で
等
の
琴
を
弾
い
た
人
物
が
ど
ち
ら
の
姫
君
で
あ
っ
た
か
は
明
記
さ

れ
て
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
物
語
に
お
い
て
、
八
宮
の
遺
言
と
等
の
琴
に
強
い
関

連
性
が
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
認
で
き
る
。

（６
）

姫
君
と
楽
器
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
、
古
来
よ
り
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
問

題
で
あ
る
。
関
連
論
文
と
し
て
は
、
藤
井
貞
和

「物
語
の
ル
ー
ル
」
η
日
本
文
芸
史

古
代
Ｈ
」
河
出
書
房
新
社
　
一
九
八
六
）、
篠
原
義
彦

「源
氏
物
語
の
世
界

（そ
の

一こ
―

「橋
姫
」
の
巻
の
垣
間
見
―
」
∩
日
本
文
学
研
究

（高
知
日
本
文
学
研
究
会
ご

二
五
　
一
九
八
七

・
一
二
）、
西
耕
生

〈前
掲
（４
）論
文
）、
森
野
正
弘

「字
治
姉
妹

と
争
の
琴
―
物
語
言
語
と
し
て
の

「御
」
の
明
滅
致
―
」
∩
王
朝
文
学
史
稿
」

一
九

一
九
九
四

・
二
）。

（７
）

中
川
正
美

「伝
授

・
交
情

。
一
人
琴
」
（前
掲
（２
）書
）

（８
）

拙
稿

「宇
治
十
帖
に
お
け
る
薫
の
主
題
」
∩
源
氏
物
語
研
究
集
成
　
第
二
巻
』
風

間
書
房
　
一
九
九
九
）。
な
お
大
君
と

「昔
物
語
」
（総
角
７

・
三
〇
、
五

一
）
の
間

題
に
関
し
て
は
、
「薫
の

「誤
解
」
と
大
君
の
結
婚
拒
否
」
η
古
代
中
世
文
学
論
考

第
二
集
』
新
典
社
　
一
九
九
九
）
で
詳
し
く
論
じ
て
い
る
た
め
、
本
論
で
は
触
れ
な

か
っ
た
。

（９
）

沢
田
正
子
氏
は
、
こ
の
二
人
の
合
奏
に
、
中
君
が

「匂
宮
的
世
界
に
お
け
る
都
の

み
や
び
」
の
中
に

「吸
収
さ
れ
し、
「す
で
に
薫
に
は
遮
断
さ
れ
か
け
た
別
世
界
」
が

形
成
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
さ
ま
を
読
み
取
っ
て
い
る
「
宇
治
世
界
の
楽
の
音
―
源

氏
物
語
の
楽
の
音

（続
）―
」
「静
岡
英
和
女
学
院
短
大
紀
要
」

一
五
　
一
九
八
三

・

一
一）。

（１０
）

例
え
ば
、
浮
舟
入
水
直
前
の
場
面

（浮
舟
８
・八
〇
）。
彼
女
が
自
分
の
お
か
れ
た

状
況
を
把
握
す
る
規
範
と
な
る
の
は
、
薫

ｏ
中
君
の
よ
う
な
恋
物
語
と
し
て
の

「昔

物
語
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
右
近
の
姉
の
話
と
い
う

「実
話
」
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
彼
女
が
入
水
自
殺
を
決
意
す
る
場
面
の

「昔
は
、
懸
想
す
る
人
の
あ
り
さ
ま
の
、

い
づ
れ
と
な
き
に
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
て
だ
に
こ
そ
、
身
を
投
ぐ
る
た
め
し
も
あ
り

け
れ
…
…
」
（浮
舟
８

・
八
六
）
と
い
う
心
中
語
も
、
「奥
入
」
以
降
の
諸
注
釈
書
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
生
田
川
伝
説
等
の

「昔
物
語
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
が

典
拠
と
し
て
意
識
さ
れ
る
文
脈
で
あ
り
な
が
ら
、
奇
妙
に
も
浮
舟
の
周
辺
に

「昔
物



語
」
と
い
う
語
が
表
出
す
る
こ
と
は
な
い
。

そ
も
そ
も
宇
治
十
帖
に
お
け
る

「昔
物
語
」
と
い
う
の
は
、
常
に
∧
薫
と
宇
治
の

姫
君
た
ち
に
よ
る
恋
愛
∨
と
連
動
し
て
表
出
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
は
後
に

触
れ
る
中
将

（「手
習
」
巻
）
の
例
を
除
き
、
い
ず
れ
も
薫
、
そ
し
て
彼
の
恋
慕
の
対

象
と
な
る
大
君

。
中
君
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

逆
に
、
そ
れ
以
外
の
恋
愛
に
関
し
て
は
、
匂
宮
が
今
上
帝
女

一
宮
に
疑
似
恋
愛
を
し

か
け
る
と
い
う
場
面

（総
角
７

●
八
七
）
で
は
、
『在
五
が
物
語
』
翁
伊
勢
物
語
し

の
一
場
面
が
、
ま
た
、
薫
が
同
じ
女

一
宮
に
自
ら
の
想
い
を
ほ
の
め
か
そ
う
か
と
考

え
る
場
面

（蜻
蛉
８
・
一
五
五
）
で
は
、
「芹
川
』
の
一
場
面
が
、
そ
れ
ぞ
れ
匂
宮
・

薫
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
て
お
り
、
「昔
物
語
」
と
い
う
語
は
表
出
し
な
い
。
こ
う
し
た

宇
治
十
帖
の
論
理
に
気
づ
い
た
瞬
間
、
私
た
ち
の
前
に
は
、
あ
る
矛
盾
が
浮
上
し
て

く
る
。
１
１
匂
宮
を
巻
き
込
ん
だ
三
角
関
係
と
い
う
条
件
は
加
わ
っ
て
い
る
も
の
の
、

薫
が
宇
治
の
姫
君
の
一
人
で
あ
る
浮
舟
を
恋
慕
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
の

恋
愛
の
物
語
に
も
、
当
然
、
「音
物
語
」
と
い
う
語
が
表
出
し
て
し
か
る
べ
き
で
は
な

い
の
か
―
―
実
は
、
こ
の
矛
盾
こ
そ
が
、
宇
治
十
帖
に
お
け
る
浮
舟
の
恋
愛
の
本
質

を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
物
語
は
、
薫
と
浮
舟
の
恋
愛

（正
確
に
は
、
匂
宮
を
含

め
た
三
角
関
係
）
の
物
語
か
ら
、
あ
え
て

「昔
物
語
」
と
い
う
語
を
排
除
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
恋
愛
の
物
語
が
、
宇
治
十
帖
に
見
ら
れ
た
そ
れ
ま
で
の
翌
日
物
語
」

の
範
疇
に
は
収
ま
ら
な
い
新
た
な
物
語
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
の
だ
。

（ｎ
）

こ
う
し
た
新
た
な

「昔
物
語
」
の
出
現
は
、
同
時
に

「合
奏
」
の
変
質
を
も
た
ら

し
て
い
る
。
こ
の
後
、
浮
舟
を
恋
慕
し
始
め
る
中
将

・
妹
尼

・
母
尼
君
の
二
人
に
よ

る
合
奏
の
場
面

（手
習
８

ｏ
二
〇
九
）
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
楽
器

は
、
横
笛

（中
将
）
―
琴
の
琴

（妹
尼
）
―
和
琴

（母
尼
君
）
で
あ
り
、
も
は
や
そ

こ
に

【合
奏

一
】
の
影
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（‐２
）

鷲
山
茂
雄

「薫
と
中
君
―
密
通
回
避
を
め
ぐ
っ
て
―
ビ

∩
源
氏
物
語
主
題
論
」
塙

書
房
　
一
九
八
五
）、
神
田
龍
身

「分
身
、
差
異
へ
の
欲
望
―

『源
氏
物
語
」
「宇
治

十
帖
」
―
」
η
物
語
文
学
、
そ
の
解
体
」
有
精
堂
　
一
九
九
二
）
等
。

（・３
）

薫
に
と
っ
て

「人
の
ゆ
る
し
」
が
恋
愛

。
結
婚
に
お
け
る
最
も
重
要
な
要
素
で
あ

る
こ
と
は
、
「匂
宮
」
（６

ｏ
一
七
三
）
「竹
河
」
（６

・
二
一
〇
）
両
巻
か
ら
確
認
で

き
る
。
池
田
和
臣
氏
は
、
こ
う
し
た
薫
の
恋
愛
意
識
に
つ
い
て
、
「知
ら
ず
知
ら
ず
の

う
ち
に
自
ら
の
生
を
領
略
す
る
柏
木
の
影
へ
の
恐
れ
な
の
で
あ
り
、
薫
の
心
の
深
部

に
暗
く
横
た
わ
る
心
性
と
い
え
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る

（「薫
の
人
間
造
型
」
「源
氏

物
語
の
探
究
　
第
十
五
韓
』
風
間
書
房
　
一
九
九
〇
）。

（・４
）

【合
奏

一
】
そ
し
て
、
八
宮
の
二
度
に
わ
た
る
遺
言
の
後
、
薫
は
「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
」
（椎
本
６
皇
三

八
）
と
、
考
え
て
い
る
。
八
宮
に
よ
る
二
つ
の
遺

言
が
、
い
ず
れ
も
等
の
琴
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
こ
の
時
、
薫
が
　
１０

「ゆ
る
し
」
を
得
た
と
考
え
て
い
る
の
は
、
筆
の
琴
の
奏
者
と
の
結
婚
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

（・５
）

中
川
正
美

「源
氏
物
語
の
主
題
と
音
楽
」
（前
掲
（２
）書
）。

（・６
）

「蜻
蛉
」
巻
後
半
に
、
薫
の
今
上
帝
女

一
宮
恋
慕
が
語
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い

て
は
、
か
つ
て
は
構
想
論

（秋
山
虔

「薫
大
将
の
人
間
像
」
∩
源
氏
物
語
の
世
界
」

東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
六
四
）
に
諸
説
の
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
）
か
ら
始
ま
り
、

「王
権
」
論

（小
嶋
菜
温
子

「女

一
宮
物
語
の
か
な
た
ヘ
ー
主
権
の
残
像
―
」
∩
源

氏
物
語
批
評
」
有
精
堂
　
一
九
九
五
）、
原
陽
子

「女

一
の
宮
物
語
の
ゆ
く
え
―
蜻
蛉

巻
―
し
翁
源
氏
物
語
講
座
　
四
」
勉
誠
社
　
一
九
九
二
じ

へ
と
形
を
変
え
て
言
及
さ

れ
て
き
た
。
な
お
、
薫
の
大
君
恋
慕
と
女

一
宮
恋
慕
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
助
川

幸
逸
郎

「宇
治
大
君
と
∧
女

一
宮
∨
―
∧
妹
恋
∨
の
論
理
を
手
が
か
り
と
し
て
―
ご

含
中
古
文
学
」
六

一
　

一
九
九
八

・
五
）
に
、
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（・７
）

本
論
で
は
、
薫
歌
上
旬
に
大
君

（及
び
中
君
）、
下
旬
に
浮
舟
が
詠
み
込
ま
れ
て
い

る
と
す
る
通
説
に
従
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
、
薫
に
と
っ
て
大
君
。中
君
が

「手

に
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
存
在
だ
と
は
言
い
に
く
し
く
、
女

一
宮
を
詠
ん
だ
も

の
と
す
る
宗
雪
修
三
氏
の
興
味
深
い
論

（¬
世
づ
か
ぬ
」
薫
―
蜻
蛉
の
巻
の
独
詠
歌

と
主
題
―
」
「物
語
研
究
』
新
時
代
社
　
一
九
八
六
）
が
あ
る
こ
と
を

一
言
付
け
加
え

て
お
く
。

―
―
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
―
―


