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は
じ
め
に

　
「
宇
治
十
帖
」
総
角
巻
は
、
大
君
の
薫
と
の
結
婚
拒
否
、
中
の
君
の
匂
宮
と

の
結
婚
、
そ
し
て
大
君
の
死
が
語
ら
れ
る
、
物
語
の
大
き
な
転
換
点
と
な
る
巻

で
あ
る
。
宇
治
八
の
宮
の
一
周
忌
法
要
の
準
備
に
始
ま
る
こ
の
巻
は
、
そ
の
わ

ず
か
三
ヶ
月
後
の
大
君
の
死
ま
で
を
一
気
に
語
り
あ
げ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ

の
大
君
の
死
と
い
う
一
点
を
と
っ
て
も
、
総
角
巻
が
大
君
論
、
薫
論
を
展
開
す

る
上
で
い
か
に
重
要
な
巻
か
と
い
う
こ
と
は
知
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
中
の
君

に
と
っ
て
も
こ
の
巻
は
注
目
す
べ
き
点
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
人
生
の
転
機

と
な
っ
た
匂
宮
と
の
結
婚
、
そ
し
て
何
よ
り
大
君
の
死
は
、
中
の
君
上
京
の
大

き
な
契
機
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
総
角
巻
の
後
半
、
大
君
が
死
の
床
に
つ
い
て
い

る
、
そ
の
枕
辺
で
な
さ
れ
た
薫
と
中
の
君
の
贈
答
歌
の
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
、
そ
の
直
前
に
八
の
宮
が
成
仏
で
き
ず
に
中
有
を
彷
復
っ
て
い
る
と
い
う
阿

閣
梨
の
夢
語
り
が
あ
り
、
つ
い
で
供
養
に
常
不
軽
行
を
行
わ
せ
て
い
る
旨
が
語

ら
れ
る
。
従
来
こ
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
「
な
ぜ
阿
閣
梨
は
常
不
軽
を
選
ん
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
だ
が
、
続
く
和
歌
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
は
ほ
と
ん
ど
看
過
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
そ
う
し
た
中
で
、
常

不
軽
は
あ
く
ま
で
こ
の
贈
答
歌
を
導
く
た
め
の
〈
方
法
〉
と
し
て
あ
っ
た
の
だ

と
い
う
立
場
か
ら
の
考
察
を
試
み
た
い
。
結
論
を
先
に
言
っ
て
し
ま
う
な
ら

ば
、
常
不
軽
は
死
し
て
な
お
娘
た
ち
へ
の
執
着
を
捨
て
き
れ
な
か
っ
た
八
の
宮

と
、
八
の
宮
と
共
に
し
か
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
大
君
を
葬
り
去
る
（
物
語
か
ら

退
場
さ
せ
る
）
た
め
の
も
の
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
語
ら
れ
る
贈
答
歌

は
、
も
う
一
つ
の
「
中
の
君
物
語
」
、
即
ち
薫
と
中
の
君
の
物
語
の
端
緒
と
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
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二
　
薫
の
贈
歌

ま
ず
最
初
に
考
察
の
対
象
と
す
る
本
文
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

　
こ
の
圃
困
圏
、
そ
の
わ
た
り
の
里
々
、
京
ま
で
歩
き
け
る
を
、
司
囲
の
嵐

　
に
b
わ
び
て
、
阿
閣
梨
の
さ
ぶ
ら
ふ
あ
た
り
を
尋
ね
て
、
中
門
の
も
と
に

　
ゐ
て
、
c
い
と
尊
く
つ
く
。
回
向
の
末
つ
方
の
心
ば
へ
d
い
と
あ
は
れ
な

　
刎
。
客
人
も
こ
な
た
に
す
す
み
た
る
御
心
に
て
、
a
あ
は
れ
忍
ば
れ
た
ま

　
は
ず
。
中
の
宮
、
切
に
お
ぼ
つ
か
な
く
て
、
奥
の
方
な
る
几
帳
の
背
後
に

　
寄
り
た
ま
へ
る
け
は
ひ
を
聞
き
た
ま
ひ
て
、
あ
ざ
や
か
に
ゐ
な
ほ
り
た
ま

　
ひ
て
、
「
9
の
声
は
い
か
が
聞
か
せ
た
ま
ひ
つ
ら
む
。
重
々
し
き
道
に

　
は
行
は
ぬ
こ
と
な
れ
ど
、
b
尊
く
こ
そ
は
べ
り
け
れ
」
と
て
、

　
　
　
（
※
薫
）
c
霜
さ
ゆ
る
汀
の
千
鳥
d
う
ち
わ
び
て
な
く
音
か
な
し
き

　
　
　
e
朝
ぼ
ら
け
か
な

言
葉
の
や
う
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
つ
れ
な
き
人
の
御
け
は
ひ
に
も
通
ひ
て
、

思
ひ
よ
そ
へ
ら
る
れ
ど
、
答
へ
に
く
く
て
、
弁
し
て
ぞ
聞
こ
え
た
ま
ふ
。

　
　
（
※
中
の
君
）
f
あ
か
つ
き
の
9
霜
う
ち
は
ら
ひ
な
く
千
鳥
も
の
思

　
　
ふ
人
の
心
を
や
知
る

似
つ
か
は
し
か
ら
ぬ
御
か
は
り
な
れ
ど
、
ゆ
ゑ
な
か
ら
ず
聞
こ
え
な
す
。

か
や
う
の
は
か
な
し
ご
と
も
、
つ
つ
ま
し
げ
な
る
も
の
か
ら
、
な
つ
か
し

う
か
ひ
あ
る
さ
ま
に
と
り
な
し
た
ま
ふ
も
の
を
、
今
は
と
て
別
れ
な
ば
、

い
か
な
る
心
地
せ
む
と
思
ひ
ま
ど
ひ
た
ま
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
総
角
三
二
〇
～
三
二
二
頁
］

一
六

　
二
重
傍
線
部
が
語
り
手
の
言
、
傍
線
部
が
薫
・
中
の
君
の
思
惟
で
あ
る
。

　
こ
の
場
面
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
薫
の
思
惟
と
そ
れ
に
続
く
和
歌
が
、

地
の
文
と
抱
き
合
わ
せ
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
重
傍
線
部
b
「
わ

び
て
」
は
傍
線
部
d
「
う
ち
わ
び
て
」
に
、
二
重
傍
線
部
c
「
い
と
尊
く
つ
く
」

は
傍
線
部
b
「
尊
く
こ
そ
は
べ
り
け
れ
」
に
、
二
重
傍
線
部
d
「
い
と
あ
は
れ

な
り
」
は
傍
線
部
a
「
あ
は
れ
忍
ば
れ
た
ま
は
ず
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て

い
る
。
い
ず
れ
も
語
り
手
の
言
に
呼
応
す
る
よ
う
に
感
慨
が
語
ら
れ
て
い
る
と

い
う
点
で
、
薫
は
こ
の
場
面
の
状
況
を
語
り
手
と
同
様
に
理
解
・
把
握
し
、
そ

　
　
　
　
　
い
つ

れ
と
心
情
を
一
に
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
薫
は
中
の
君

に
、
「
霜
が
凍
り
つ
く
寒
さ
の
中
で
、
汀
の
千
鳥
が
そ
の
寒
さ
に
堪
え
か
ね
て
鳴

い
て
い
る
、
そ
の
声
が
か
な
し
く
聞
こ
え
る
夜
明
け
方
で
す
ね
」
と
、
同
調
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

求
め
る
歌
を
詠
み
か
け
る
。
薫
の
歌
は
、
例
え
ば
『
源
氏
物
語
提
要
』
に
は

「
修
行
の
経
を
千
鳥
に
と
り
な
し
て
の
う
た
な
り
。
法
め
か
ず
し
て
殊
勝
の
歌

也
」
な
ど
と
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
「
法
め
か
ず
」
「
殊
勝
」
と
あ
る
の
は
、
そ

こ
に
教
義
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
に
拠
る
の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に

薫
の
歌
は
、
経
を
唱
え
る
僧
の
声
に
触
発
さ
れ
て
の
詠
出
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　

釈
教
歌
と
は
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
こ
に
は
本
当
に
「
殊
勝
」
な
ほ

ど
に
教
義
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
常
不
軽
行
は
、
衆
生
に
「
我
深
敬
汝
等
。
不
敢
軽
慢
。
所
以
者
何
。
汝
等
皆

行
菩
薩
道
。
当
得
作
仏
」
と
い
う
二
十
四
字
の
偏
を
唱
え
礼
拝
し
て
廻
る
厳
し

い
忍
辱
行
で
あ
る
。
こ
の
行
は
、
薫
が
「
重
々
し
き
道
に
は
行
は
ぬ
こ
と
な
れ

ど
」
と
言
う
よ
う
に
、
宮
中
で
は
行
わ
れ
ず
、
民
間
信
仰
と
し
て
あ
っ
た
も
の
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ヨ
　

ら
し
い
。
そ
の
由
来
は
、
法
華
経
二
十
八
品
中
の
第
二
十
「
常
不
軽
菩
薩
品
」

に
あ
り
、
概
略
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
昔
、
威
音
王
如
来
と
い
う
仏
が
い
て
、
説
法
し
浬
築
に
入
っ
た
。
後
に
そ

　
　
の
教
え
が
形
骸
化
し
そ
う
な
時
に
、
常
不
軽
菩
薩
が
あ
ら
わ
れ
た
。
菩
薩

　
　
は
、
会
う
人
ご
と
に
、
「
あ
な
た
は
や
が
て
仏
に
な
る
ひ
と
だ
か
ら
、
わ
た

　
　
し
は
尊
敬
し
ま
す
」
と
礼
拝
し
た
。
人
々
は
か
え
っ
て
腹
を
た
て
、
石
を

　
　
ぶ
つ
け
、
棒
で
な
ぐ
る
な
ど
、
こ
の
菩
薩
を
迫
害
し
た
。
や
が
て
こ
の
菩

　
　
薩
が
命
つ
き
よ
う
と
す
る
と
き
、
威
音
王
如
来
の
『
法
華
経
』
に
ふ
れ
て

　
　
寿
命
を
の
ば
し
、
か
つ
て
彼
を
迫
害
し
た
も
の
た
ち
に
『
法
華
経
』
を
説

　
　
い
て
悟
り
を
得
さ
せ
た
。
常
不
軽
菩
薩
と
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
釈
迦
そ
の
ひ

　
　
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
『
法
華
経
』
を
受
け
た
も
つ
こ
と
が
大
切
な
の

　
　
　
　
　
ぐ
　

　
　
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
　

　
衆
生
を
礼
拝
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
世
親
の
『
法
華
論
』
に
「
下
不
軽
菩

薩
品
中
示
現
応
知
。
礼
拝
讃
歎
作
如
是
言
。
我
不
軽
汝
。
汝
等
皆
当
得
作
仏

者
。
示
現
衆
生
皆
有
仏
性
故
」
と
あ
る
。
こ
の
、
「
生
き
と
し
生
け
る
物
は
皆
、

そ
の
根
底
に
仏
性
あ
る
が
故
に
敬
う
。
た
と
え
人
々
に
瓦
石
を
投
げ
ら
れ
、
罵

ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
さ
え
も
仏
縁
と
し
て
、
広
く
衆
生
を
成
仏
に
導
く
」

と
い
う
常
不
軽
菩
薩
の
行
状
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
詠
歌
に
よ
っ
て
も
知
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　
う
ち
の

　
　
打
罵
る
も
さ
て
も
種
を
し
植
ゑ
つ
れ
ば
終
に
御
法
の
む
な
し
か
ら
ぬ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
公
任

　
　
み
る
人
を
つ
ね
に
か
ろ
め
ぬ
心
こ
そ
つ
ひ
に
ほ
と
け
の
身
に
は
成
り
ぬ
れ

『
源
氏
物
語
』
総
角
巻
に
お
け
る
千
鳥
の
贈
答
歌
　
（
磯
部
一
美
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
赤
染
衛
門

　
　
不
軽
大
士
の
構
へ
に
は
逃
る
る
人
こ
そ
無
か
り
け
れ
　
誹
る
縁
を
も
縁
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ザ

　
　
し
て
　
終
に
は
仏
に
成
し
た
ま
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
梁
塵
秘
抄

　
　
不
軽
大
士
ぞ
あ
は
れ
な
る
　
我
深
敬
汝
等
と
唱
へ
つ
つ
　
う
ち
罵
り
悪
し

　
　
き
人
も
み
な
　
救
ひ
て
羅
漢
と
成
し
け
れ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

　
し
か
し
薫
の
詠
ん
だ
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
忍
辱
行
に
堪
え
、
不
擁
不
屈
の
精

神
で
も
っ
て
衆
生
を
成
仏
へ
と
導
く
者
の
姿
で
は
な
く
、
「
暁
の
嵐
に
わ
び
て
」

宇
治
ま
で
戻
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
僧
た
ち
の
姿
で
は
な
か
っ
た
か
。
薫
は
、

「
嵐
」
と
い
う
逆
境
に
「
わ
び
」
る
「
人
」
と
し
て
の
僧
を
詠
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。
僧
に
寄
り
添
う
薫
の
歌
は
、
教
義
を
尊
び
、
そ
こ
に
心
酔
し
て
い
る
自

身
の
心
情
を
詠
ん
だ
、
多
分
に
叙
情
歌
的
要
素
が
強
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
そ
う
し
た
心
情
を
共
有
し
た
い
相
手
は
、
二
つ
目
の
波
線
部
「
か

や
う
の
は
か
な
し
ご
と
も
（
※
大
君
デ
ア
レ
バ
）
…
な
つ
か
し
う
か
ひ
あ
る
さ

ま
に
と
り
な
し
た
ま
ふ
も
の
を
」
に
も
表
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
勿
論
大
君

で
あ
っ
た
。
薫
が
大
君
を
「
心
を
分
か
ち
合
う
こ
と
の
で
き
る
友
」
と
し
て
常

に
求
め
て
き
た
こ
と
は
、
本
文
中
に
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　
①
「
…
世
の
常
の
す
き
ず
き
し
き
筋
に
は
思
し
あ
し
放
つ
べ
く
や
。
…
つ

れ
つ
れ
と
の
み
過
ぐ
し
は
べ
る
世
の
物
語
も
、
聞
こ
え
さ
せ
ど
こ
ろ
に

頼
み
き
こ
え
さ
せ
、
ま
た
、
か
く
世
離
れ
て
な
が
め
さ
せ
た
ま
ふ
ら
ん

御
心
の
粉
ら
は
し
に
は
、
さ
し
も
お
ど
ろ
か
さ
せ
た
ま
ふ
ば
か
り
聞
こ

え
馴
れ
は
べ
ら
ば
、
い
か
に
思
ふ
さ
ま
に
は
べ
ら
む
」
な
ど
多
く
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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ま
へ
ば
…
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
橋
姫
一
四
二
頁
］

②
「
…
世
の
常
に
な
よ
び
か
な
る
筋
に
も
あ
ら
ず
や
。
た
だ
か
や
う
に
物

　
隔
て
て
、
言
残
い
た
る
さ
ま
な
ら
ず
、
さ
し
む
か
ひ
て
、
と
に
か
く
に

　
定
め
な
き
世
の
物
語
を
隔
て
な
く
聞
こ
え
て
、
つ
つ
み
た
ま
ふ
御
心
の

　
隈
残
ら
ず
も
て
な
し
た
ま
は
む
な
ん
…
」
な
ど
と
言
ひ
ゐ
た
ま
へ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
総
角
二
三
〇
頁
］

③
「
何
と
は
な
く
て
、
た
だ
か
や
う
に
月
を
も
花
を
も
、
同
じ
心
に
も
て

　
　
　
遊
び
、
は
か
な
き
世
の
あ
り
さ
ま
を
聞
こ
え
あ
は
せ
て
な
む
過
ぐ
さ
ま

　
　
　
ほ
し
き
」
と
、
い
と
な
つ
か
し
き
さ
ま
し
て
語
ら
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
ば

　
　
　
…
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
総
角
二
三
八
頁
］

　
①
は
、
八
の
宮
不
在
中
に
偶
然
邸
を
訪
れ
た
薫
が
、
姫
君
た
ち
に
交
誼
を
求

め
語
り
か
け
る
場
面
。
②
は
、
全
く
う
ち
解
け
よ
う
と
し
な
い
大
君
に
痺
れ
を

切
ら
し
た
薫
が
、
そ
の
理
由
を
弁
に
問
い
た
だ
す
場
面
。
③
は
、
大
君
の
も
と

に
押
し
入
っ
た
薫
が
、
実
事
に
至
れ
ず
夜
を
過
ご
し
た
そ
の
夜
明
け
方
、
大
君

に
語
り
か
け
る
場
面
で
あ
る
。
②
と
③
は
そ
の
背
後
に
恋
情
を
忍
ば
せ
て
は
い

る
が
、
い
ず
れ
も
大
君
を
恋
愛
の
相
手
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
無
常
の
世
を

慰
め
合
う
友
と
し
て
も
求
め
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

今
回
も
ま
た
同
様
の
心
情
が
反
映
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
薫
が
常
不

軽
の
声
と
し
て
選
び
取
っ
た
「
千
鳥
」
か
ら
も
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
千

鳥
の
詠
出
は
、
『
源
氏
物
語
』
中
に
は
、
こ
の
場
面
の
他
に
一
例
し
か
見
ら
れ
な

い
。
源
氏
が
須
磨
に
退
去
し
た
際
の
次
の
独
詠
歌
で
あ
る
。

　
　
…
例
の
ま
ど
ろ
ま
れ
ぬ
暁
の
空
に
千
鳥
い
と
あ
は
れ
に
鳴
く
。

一
八

　
　
　
　
友
千
鳥
も
ろ
声
に
泣
く
あ
か
つ
き
は
ひ
と
り
寝
ざ
め
の
床
も
た
の
も

　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
須
磨
二
〇
九
頁
］

　
千
鳥
は
、
歌
こ
と
ば
と
し
て
は
秋
・
冬
に
分
類
さ
れ
る
。
ま
た
そ
の
哀
愁
を

帯
び
た
美
し
い
鳴
き
声
は
人
々
に
愛
さ
れ
、
古
来
多
く
の
歌
に
詠
ま
れ
て
き
た

　
　
　
　
　
ほ
　

の
で
あ
っ
た
。
都
を
遠
く
離
れ
て
異
郷
の
地
を
流
離
う
源
氏
は
、
眠
れ
ぬ
夜
を

明
か
し
な
が
ら
、
慕
わ
し
い
友
の
声
と
し
て
こ
の
「
千
鳥
」
の
鳴
き
声
を
聞
い

て
い
る
。
一
方
の
薫
も
ま
た
、
宇
治
と
い
う
異
郷
の
地
に
お
い
て
、
夜
明
け
方

に
響
く
常
不
軽
の
声
に
千
鳥
を
重
ね
て
歌
を
詠
出
し
て
い
る
。
異
郷
の
地
で
孤

閨
を
託
ち
嘆
く
源
氏
の
姿
は
、
同
じ
く
異
郷
の
地
で
大
君
に
受
け
入
れ
ら
れ
ず

嘆
息
す
る
薫
の
姿
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
千
鳥
」
に

は
、
無
常
の
世
を
慰
め
合
う
友
と
し
て
、
大
君
と
こ
そ
語
り
合
い
た
か
っ
た
と

い
う
薫
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
実
際
に
は
薫
は
中
の
君
に
歌
を
詠
み
か
け
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

場
面
に
つ
い
て
玉
上
琢
弥
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
常
不
軽
は
、
「
中
門
の
も
と
」
で
、
拝
を
す
る
。
偶
を
唱
え
て
。
「
当
二
仏

　
　
ト
作
ル
ヲ
得
ベ
シ
」
。
一
切
衆
生
は
成
仏
し
う
る
。
八
の
宮
も
、
姫
宮
も
。

　
　
そ
う
思
わ
な
く
て
は
、
生
か
ら
死
へ
の
関
門
を
、
弱
い
人
間
は
こ
え
ら
れ

　
　
な
い
。
…
姫
宮
は
何
も
言
わ
な
い
。
薫
も
、
今
は
、
姫
宮
に
む
か
っ
て
何

　
　
も
言
え
な
い
。

　
薫
は
大
君
に
は
歌
を
詠
み
か
け
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
薫
が
こ
の
時
点
で
既

に
大
君
に
返
歌
を
も
ら
う
こ
と
を
諦
め
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
大
君

を
こ
の
世
に
留
め
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
薫
は
本
能
的
に
感
じ
て
い
る
。

一91一



　
大
君
が
死
へ
と
傾
斜
し
て
い
く
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
初
め
て
交
わ
さ
れ
る

薫
と
中
の
君
の
贈
答
歌
は
、
今
ま
さ
に
中
の
君
が
大
君
の
代
替
者
と
し
て
薫
の

心
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
　
中
の
君
の
答
歌

　
で
は
こ
の
贈
歌
に
対
す
る
中
の
君
の
答
歌
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の

か
。
歌
意
は
「
霜
を
払
っ
て
鳴
く
千
鳥
は
、
私
の
気
持
ち
を
知
ら
な
い
の
で

し
ょ
う
か
」
で
あ
る
。
地
の
文
や
贈
歌
と
の
関
連
を
見
て
い
く
と
、
二
重
傍
線

部
a
「
暁
」
が
、
薫
の
歌
で
は
傍
線
部
e
「
朝
ぼ
ら
け
」
（
ほ
の
ぼ
の
と
明
る
く

な
る
頃
）
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
傍
線
部
f
「
あ
か
つ
き
」
（
夜
明
け

前
）
に
戻
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
傍
線
部
c
の
「
霜
さ
ゆ
る
」
に
対
し
て
は
、
ま
っ

た
く
逆
の
意
で
あ
る
傍
線
部
g
「
霜
う
ち
は
ら
ひ
」
で
応
え
て
お
り
、
さ
ら
に

地
の
文
に
お
け
る
薫
の
問
い
か
け
「
不
軽
の
声
は
い
か
が
聞
か
せ
た
ま
ひ
つ
ら

む
」
に
は
、
「
も
の
思
ふ
人
の
心
を
や
知
る
」
と
明
確
に
応
え
て
い
な
い
。

　
一
体
こ
の
歌
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
な
の
か
。
ま
ず
、
「
霜
う
ち
は
ら

ひ
」
に
着
目
し
て
み
た
い
。
こ
の
「
霜
」
と
「
払
ふ
」
の
組
み
合
わ
せ
は
、
和

歌
で
は
常
套
表
現
で
あ
る
が
、
「
千
鳥
」
詠
に
は
類
例
が
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。

し
か
し
贈
歌
の
「
霜
さ
ゆ
る
」
と
併
せ
て
鑑
み
る
と
、
「
鴛
貴
」
を
詠
ん
だ
歌
の

中
に
興
味
深
い
例
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
霜
さ
ゆ
る
二
見
の
浦
の
鴛
貴
の
上
を
君
よ
り
ほ
か
に
た
れ
か
払
は
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
大
君

『
源
氏
物
語
』
総
角
巻
に
お
け
る
千
鳥
の
贈
答
歌
　
（
磯
部
一
美
）

　
「
霜
が
つ
め
た
く
凍
っ
た
二
見
の
浦
に
棲
む
鴛
鴛
の
羽
の
上
に
お
く
霜
を
、

お
妃
さ
ま
（
※
宣
耀
殿
女
御
）
以
外
の
ど
な
た
が
払
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う

か
」
と
い
う
意
で
あ
る
。
傍
線
を
施
し
た
よ
う
に
、
一
首
中
に
「
さ
ゆ
る
」
と
「
払

ふ
」
の
二
語
が
同
居
し
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
ま
ず
霜
は
「
冴
ゆ
る
」
（
凍

り
つ
く
）
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
「
払
ふ
」
と
い
う
順
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
つ
ま
り
中
の
君
は
反
発
心
な
ど
か
ら
「
霜
う
ち
は
ら
ひ
」
と
表
現
し

た
の
で
は
な
く
、
薫
の
そ
れ
を
受
け
、
発
展
さ
せ
て
詠
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
「
も
の
思
ふ
人
」
と
い
う
語
も
、
例
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ロ

　
　
か
つ
消
え
て
空
に
乱
る
る
泡
雪
は
物
思
ふ
人
の
心
な
り
け
り
　
藤
原
蔭
基

　
　
我
が
ご
と
く
物
思
ふ
人
は
い
に
し
へ
も
今
行
末
も
あ
ら
じ
と
そ
思
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

　
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
恋
の
情
緒
を
感
じ
さ
せ
る
歌
こ
と
ば
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
弁
と
い
う
仲
介
者
が
必
要
で
あ
っ
た
の
か
を
思
い
出
し
て

み
た
い
。
薫
に
、
波
線
部
「
つ
れ
な
き
人
の
御
け
は
ひ
に
も
通
ひ
て
、
思
ひ
よ

そ
へ
ら
る
れ
ど
、
答
へ
に
く
く
て
…
」
と
匂
宮
を
想
起
す
る
中
の
君
は
、
薫
を

必
要
以
上
に
意
識
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
薫
を
姉
の
恋
人
で
は
な
く
、
異
性
と

し
て
意
識
す
る
中
の
君
は
、
自
ら
の
心
的
動
揺
を
押
し
隠
す
た
め
に
、
弁
と
い

う
介
在
者
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
恋
歌
に
お
け
る
女
の
答
歌
は
、
相
手
の
男
に

対
し
て
、
そ
の
不
誠
実
さ
を
疑
い
、
責
め
、
詰
り
、
腺
す
と
い
う
の
が
常
套
で

あ
る
。
こ
の
答
歌
も
、
実
は
薫
の
こ
と
ば
一
つ
一
つ
に
呼
応
し
て
い
る
。
「
私

の
凍
て
つ
い
た
心
を
あ
な
た
は
癒
そ
う
と
し
て
く
れ
る
け
れ
ど
、
で
も
あ
な
た

は
本
当
に
私
の
心
を
理
解
し
て
い
る
の
か
し
ら
」
と
、
相
手
の
不
誠
実
さ
を
詰

一
九

一90一



愛
知
淑
徳
大
学
論
集
ー
文
学
部
・
文
学
研
究
科
篇
ー
　
第
二
九
号

る
歌
と
し
て
読
む
こ
と
も
、
あ
る
い
は
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。

　
勿
論
こ
の
場
面
は
、
瀕
死
の
大
君
を
前
に
常
不
軽
の
声
が
響
い
て
い
る
と
い

う
情
況
で
あ
り
、
恋
歌
と
し
て
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

こ
こ
に
は
社
交
辞
令
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
は
過
度
な
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
り
、
見
方
に
よ
っ
て
は
十
分
に
恋
歌
と
も
読
め
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
一
方
で
こ
の
歌
は
、
そ
う
し
た
表
層
部
の
読
み
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

で
あ
ろ
う
。
『
＝
某
抄
』
に
は
「
こ
れ
ハ
不
軽
の
心
ハ
な
し
」
と
あ
る
が
、
そ
も

そ
も
阿
閣
梨
同
様
に
八
の
宮
の
夢
を
見
た
中
の
君
が
、
父
の
成
仏
を
願
う
常
不

軽
の
声
を
無
心
に
聞
い
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
節
で
も
述
べ
た
が
、
ま
だ
夜
の
明
け
な
い
暁
方
の
霜
は
、
僧
た
ち
の
心

細
さ
そ
の
ま
ま
に
、
彼
ら
を
苦
し
め
る
試
練
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
常
不
軽
菩
薩

は
「
何
事
に
も
堪
え
、
自
ら
の
信
念
を
貫
き
、
衆
生
を
救
う
」
の
で
あ
る
が
、

僧
は
そ
の
試
練
に
「
わ
び
て
い
る
」
の
が
実
態
で
あ
り
、
薫
の
歌
は
そ
う
し
た

僧
の
姿
を
率
直
に
伝
え
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
中
の
君
の
詠
歌
は
「
あ
か
つ

き
の
霜
う
ち
払
ひ
」
と
、
暗
闇
の
中
、
そ
の
試
練
を
う
ち
払
う
1
試
練
に
果

敢
に
立
ち
向
か
う
千
鳥
の
姿
を
そ
こ
に
描
い
て
い
る
。
中
の
君
の
詠
む
千
鳥

は
、
薫
の
詠
む
現
実
的
な
千
鳥
（
僧
の
声
）
と
は
違
い
、
本
来
あ
る
べ
き
常
不

軽
の
声
（
八
の
宮
鎮
魂
の
声
）
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
先
に
「
も
の
思

ふ
人
の
心
を
や
知
る
」
が
あ
る
。

　
も
の
思
い
に
ふ
け
る
人
の
心
を
知
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
ー
と
い
う
表

現
は
大
変
抽
象
的
で
あ
る
。
第
一
、
「
も
の
思
ひ
」
の
内
容
が
分
か
ら
な
い
し
、

二
〇

「
人
」
が
誰
を
指
す
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
先
に
掲
げ
た
『
提
要
』
に
は
「
此

の
物
思
ふ
人
は
中
君
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
現
代
に
至
る
ま
で
こ
れ
に
異

論
は
差
し
挟
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
あ
え
て
こ
う
し
た
朧
化
表

現
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
こ
そ
注
意
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
は
、

本
来
他
者
に
対
し
て
口
に
す
べ
き
で
は
な
い
、
揮
ら
れ
る
こ
と
ば
が
隠
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
父
宮
成
仏
の
た
め
に
修
さ
れ
て
い
る
常
不
軽
、
そ
れ
は
一
方
で
自
分
た
ち
か

ら
父
宮
を
引
き
離
す
も
の
で
も
あ
る
。
成
仏
し
て
ほ
し
い
と
思
い
つ
つ
も
、
し

か
し
ま
だ
中
有
を
彷
復
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
自
分
た
ち
の
前
に
現
れ

て
欲
し
い
と
願
う
心
情
は
、
本
文
に
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
。

　
　
こ
の
ご
ろ
明
け
暮
れ
思
ひ
出
で
た
て
ま
つ
れ
ば
、
ほ
の
め
き
も
や
お
は
す

ら
む
、
い
か
で
、
お
は
す
ら
む
所
に
尋
ね
参
ら
む
。
罪
深
げ
な
る
身
ど
も

　
　
に
て
と
、
後
の
世
を
さ
へ
思
ひ
や
り
た
ま
ふ
。
外
国
に
あ
り
け
む
香
の
煙

　
　
ぞ
、
い
と
得
ま
ほ
し
く
思
さ
る
る
。
　
　
　
　
　
　
　
［
総
角
三
＝
一
頁
］

　
ま
だ
大
君
が
重
態
に
陥
る
以
前
、
中
の
君
が
八
の
宮
の
夢
を
見
た
こ
と
を
、

大
君
と
語
り
合
う
場
面
で
あ
る
。
父
宮
の
元
へ
迎
え
取
ら
れ
た
い
。
し
か
し
罪

障
深
い
女
の
身
で
あ
る
自
分
た
ち
に
は
そ
れ
も
叶
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば

せ
め
て
反
魂
香
を
手
に
入
れ
て
、
父
宮
を
呼
び
戻
し
た
い
「
中
の
君
は
あ
の

大
君
と
の
記
憶
を
歌
に
詠
み
込
む
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
気
持
ち
を
再
度
分
か
ち

合
う
べ
く
大
君
に
詠
み
か
け
る
。
そ
れ
は
、
独
り
父
の
元
へ
向
か
お
う
と
す
る

大
君
に
対
し
て
「
父
宮
を
呼
び
寄
せ
た
い
」
と
詠
む
こ
と
に
よ
り
、
大
君
に
生

き
て
ほ
し
い
と
願
う
、
中
の
君
か
ら
の
大
君
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
。
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薫
の
歌
は
、
一
見
中
の
君
に
歌
を
詠
み
か
け
な
が
ら
も
、
実
際
は
そ
の
背
後

に
大
君
を
幻
視
し
て
い
た
。
一
方
の
中
の
君
の
歌
も
、
そ
の
奥
に
大
君
へ
の
思

い
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
両
者
の
歌
は
、
共
に
そ
の
心
底
に
大
君
を
横
た
え
て

い
る
の
で
あ
る
。

四
　
方
法
と
し
て
の
常
不
軽

　
今
ま
で
、
薫
と
中
の
君
の
贈
答
歌
が
、
そ
の
向
こ
う
に
大
君
を
透
か
し
見
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
肝
心
の
大
君
自
身
は
こ
れ
に
何
も
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

え
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
死
に
ゆ
く
女
君
が
辞
世
歌
と
も
い
う
べ
き
歌
を
詠

出
す
る
場
面
は
、
既
に
御
法
巻
に
印
象
的
に
語
ら
れ
て
い
た
。

　
　
か
ば
か
り
隙
あ
る
を
も
い
と
う
れ
し
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
る
（
※
ソ
ウ

　
　
シ
タ
源
氏
ノ
）
御
気
色
を
見
た
ま
ふ
も
（
※
紫
の
上
ハ
）
心
苦
し
く
、
つ

　
　
ひ
に
い
か
に
思
し
騒
が
ん
と
思
ふ
に
、
あ
は
れ
な
れ
ば
、

　
　
　
　
（
紫
の
上
）
お
く
と
見
る
ほ
ど
ぞ
は
か
な
き
と
も
す
れ
ば
風
に
み
だ

　
　
　
　
る
る
萩
の
う
は
露

　
　
げ
に
ぞ
、
折
れ
か
へ
り
と
ま
る
べ
う
も
あ
ら
ぬ
、
よ
そ
へ
ら
れ
た
る
を
り

　
　
さ
へ
忍
び
が
た
き
を
、
見
出
だ
し
た
ま
ひ
て
も
、

　
　
　
　
（
源
氏
）
や
や
も
せ
ば
消
え
を
あ
ら
そ
ふ
露
の
世
に
お
く
れ
先
だ
つ

　
　
　
　
ほ
ど
経
ず
も
が
な

　
　
と
て
、
御
涙
を
拭
ひ
あ
へ
た
ま
は
ず
。
宮
、

　
　
　
　
（
明
石
の
中
宮
）
秋
風
に
し
ば
し
と
ま
ら
ぬ
つ
ゆ
の
世
を
た
れ
か
草

　
　
　
『
源
氏
物
語
』
総
角
巻
に
お
け
る
千
鳥
の
贈
答
歌
　
（
磯
部
一
美
）

　
　
　
　
葉
の
う
へ
と
の
み
見
ん
　
　
　
　
　
　
［
御
法
五
〇
四
～
五
〇
五
頁
］

　
周
知
の
通
り
、
紫
の
上
逝
去
直
前
の
場
面
で
あ
る
。
病
床
に
臥
す
紫
の
上
の

容
態
は
、
厳
し
い
夏
が
過
ぎ
て
、
過
ご
し
や
す
い
秋
が
や
っ
て
き
て
も
何
の
甲

斐
も
な
く
、
た
だ
衰
弱
の
一
途
を
辿
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
紫
の
上
の
元
へ
、
見

舞
い
の
た
め
里
下
が
り
し
て
い
た
養
女
明
石
の
中
宮
が
、
内
裏
帰
参
の
挨
拶
に

訪
れ
る
。
起
き
あ
が
っ
て
迎
え
る
紫
の
上
に
源
氏
は
喜
び
の
色
を
隠
さ
ず
、
そ

ん
な
源
氏
の
姿
に
、
紫
の
上
は
「
こ
れ
も
一
時
の
も
の
、
傍
く
風
に
乱
れ
散
る

露
の
よ
う
に
、
私
の
命
も
消
え
果
て
る
で
し
ょ
う
」
と
贈
歌
と
も
独
詠
歌
と
も

つ
か
な
い
歌
を
詠
み
か
け
る
。
こ
れ
に
「
私
も
あ
な
た
に
後
れ
は
し
な
い
」
と

源
氏
が
応
じ
、
さ
ら
に
明
石
の
中
宮
が
「
傍
い
露
の
世
は
他
人
ご
と
で
は
な
い
」

と
続
け
る
。
直
後
、
「
露
」
が
消
え
入
る
よ
う
に
紫
の
上
は
命
果
て
た
の
で
あ
っ

た
。　

最
も
近
し
い
関
係
に
あ
る
者
た
ち
と
歌
を
交
わ
し
、
そ
の
者
た
ち
に
看
取
ら

れ
て
、
惜
し
ま
れ
て
こ
の
世
を
去
る
ー
と
い
う
紫
の
上
逝
去
の
場
面
は
、
女

主
人
公
の
死
を
よ
り
劇
的
に
、
印
象
的
に
彩
っ
て
い
た
。
宇
治
の
女
主
人
公
・

大
君
も
ま
た
、
恋
人
（
た
ろ
う
と
す
る
）
薫
と
、
た
っ
た
一
人
の
身
内
で
あ
る

中
の
君
に
看
取
ら
れ
て
亡
く
な
っ
て
い
こ
う
と
す
る
点
で
、
両
場
面
は
重
ね
合

わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
違
う
の
は
、
前
者
で
は
唱
和
歌
で
あ
っ

た
も
の
が
、
後
者
で
は
贈
答
歌
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
な
ぜ
大
君
は
歌
を
詠
ま
な
い
の
か
。
そ
の
理
由
を
常
不
軽
の
中
に
探
っ
て
い

き
た
い
。

　
常
不
軽
と
い
う
こ
と
ば
が
『
源
氏
物
語
』
中
に
表
れ
る
の
は
、
最
初
に
掲
げ

二
一

一88一



愛
知
淑
徳
大
学
論
集
ー
文
学
部
・
文
学
研
究
科
篇
ー
　
第
二
九
号

た
贈
答
歌
の
場
面
の
二
箇
所
と
、
そ
の
直
前
に
位
置
す
る
次
に
掲
げ
た
場
面
の

計
三
箇
所
の
み
で
あ
る
。

　
　
（
※
阿
閣
梨
）
「
い
か
が
今
宵
は
お
は
し
ま
し
つ
ら
む
」
な
ど
聞
こ
ゆ
る
つ

　
　
い
で
に
、
故
宮
の
御
事
な
ど
聞
こ
え
出
で
て
…
…
「
い
か
な
る
所
に
お
は

　
　
し
ま
す
ら
む
。
さ
り
と
も
涼
し
き
方
に
ぞ
と
思
ひ
や
り
た
て
ま
つ
る
を
、

　
　
先
つ
こ
ろ
夢
に
な
む
見
え
お
は
し
ま
し
し
。
俗
の
御
か
た
ち
に
て
、
世
の

　
　
中
を
深
う
厭
ひ
離
れ
し
か
ば
、
心
と
ま
る
こ
と
な
か
り
し
を
、
い
さ
さ
か

　
　
う
ち
思
ひ
し
こ
と
に
乱
れ
て
な
ん
、
た
だ
し
ば
し
願
ひ
の
所
を
隔
た
れ
る

　
　
を
思
ふ
な
ん
い
と
悔
し
き
、
す
す
む
る
わ
ざ
せ
よ
と
、
い
と
さ
だ
か
に
仰

　
　
せ
ら
れ
し
を
、
た
ち
ま
ち
に
仕
う
ま
つ
る
べ
き
こ
と
の
お
ぼ
え
は
べ
ら
ね

　
　
ば
、
た
へ
た
る
に
従
ひ
て
、
行
ひ
し
は
べ
る
法
師
ば
ら
五
、
六
人
し
て
、

　
　
な
に
が
し
の
念
仏
な
ん
仕
う
ま
つ
ら
せ
は
べ
る
。
さ
て
は
思
ひ
た
ま
へ
得

　
　
た
る
こ
と
は
べ
り
て
、
蘭
問
困
圏
を
な
む
つ
か
せ
は
べ
る
」
な
ど
申
す
に
、

　
　
君
も
い
み
じ
う
泣
き
た
ま
ふ
。
（
※
大
君
ハ
）
か
の
世
に
さ
へ
妨
げ
き
こ

ゆ
ら
ん
罪
の
ほ
ど
を
、
苦
し
き
心
地
に
も
、
い
と
ど
消
え
入
り
ぬ
ば
か
り

に
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。
い
か
で
、
か
の
ま
だ
定
ま
り
た
ま
は
ざ
ら
む
さ
き
に

参
で
て
、

同
じ
所
に
も
と
聞
き
臥
し
た
ま
へ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
総
角
三
二
〇
～
三
一
＝
頁
］

　
今
ま
で
大
君
は
、
父
宮
の
後
世
を
「
罪
深
か
な
る
底
に
は
よ
も
沈
み
た
ま
は

じ
、
い
つ
く
に
も
い
つ
く
に
も
、
お
は
す
ら
む
方
に
迎
へ
た
ま
ひ
て
よ
」
［
総
角

三
一
一
頁
］
と
、
仮
に
（
子
へ
の
妄
執
に
よ
っ
て
）
極
楽
往
生
は
遂
げ
ら
れ
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
よ
も
や
悪
道
に
墜
ち
入
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
考

二
二

え
て
い
た
。
し
か
し
阿
閣
梨
が
語
っ
た
八
の
宮
の
姿
は
、
そ
の
愛
執
ゆ
え
に
成

仏
で
き
ず
、
死
後
一
年
以
上
を
経
て
な
お
中
有
を
彷
復
っ
て
い
る
と
い
う
、
あ

ま
り
に
も
無
惨
な
も
の
で
あ
っ
た
。
阿
閣
梨
は
そ
の
供
養
に
「
な
に
が
し
の
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

仏
」
を
唱
え
さ
せ
、
さ
ら
に
「
常
不
軽
」
を
つ
か
せ
て
い
る
と
い
う
。
な
ぜ
阿

闇
梨
が
常
不
軽
を
選
ん
だ
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
研
究
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

に
よ
っ
て
興
味
深
い
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
の
指
向
す
る
と
こ
ろ
と

は
ず
れ
る
の
で
こ
こ
で
は
あ
え
て
触
れ
な
い
。
む
し
ろ
重
視
し
た
い
の
は
、
こ

の
経
の
功
徳
の
大
き
さ
で
あ
る
。

　
生
前
、
娘
た
ち
へ
の
執
着
に
よ
っ
て
出
家
の
本
願
を
遂
げ
る
こ
と
が
出
来
な

か
っ
た
八
の
宮
は
、
そ
れ
ゆ
え
阿
閣
梨
に
と
っ
て
は
常
に
心
配
の
尽
き
な
い
仏

　
　
　
　
　
　
ヵ
　

弟
子
で
あ
っ
た
。
山
寺
参
籠
の
際
に
発
病
、
重
態
に
陥
っ
て
い
く
中
で
下
山
を

希
望
す
る
宮
に
阿
閣
梨
は
そ
れ
を
許
さ
ず
、
ま
た
死
し
て
も
そ
の
遺
骸
を
山
か

ら
は
降
ろ
さ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
八
の
宮
が
成
仏
で
き
な
い
こ
と

を
危
慎
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
配
慮
も
、
そ
の
後
薫
に
よ
っ

て
立
派
に
営
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
法
要
の
数
々
も
、
八
の
宮
を
成
仏
さ
せ
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
現
実
を
一
番
よ
く
知
る
阿
閣
梨
が
、
最
後

の
手
段
と
し
て
選
ん
だ
の
が
常
不
軽
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
『
今
昔
物
語
集
』

巻
十
九
「
僧
蓮
円
修
不
軽
行
救
母
死
苦
語
第
二
十
八
」
に
は
、
母
親
の
「
邪
見

深
ク
シ
テ
、
因
果
ヲ
不
知
ズ
。
…
悪
相
ヲ
現
ジ
テ
、
顕
二
悪
道
二
墜
チ
ヌ
」
姿

を
見
た
息
子
の
蓮
円
が
、
そ
の
供
養
の
た
め
に
常
不
軽
行
を
修
し
て
全
国
各
地

を
廻
り
歩
き
、
そ
の
結
果
「
我
罪
報
重
ク
シ
テ
、
此
ノ
地
獄
二
墜
テ
苦
ヲ
受
ル

事
量
リ
無
カ
リ
ツ
。
而
ル
ニ
、
汝
ヂ
我
ガ
為
二
年
来
不
軽
ノ
行
修
シ
、
法
華
経
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ヲ
講
ゼ
ル
ニ
依
テ
、
今
我
レ
（
※
母
）
地
獄
ノ
苦
ヲ
免
レ
テ
タ
ウ
利
天
上
二
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

レ
ヌ
」
と
、
母
を
救
っ
た
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
閑
居
友
』
「
あ
づ
ま
の

か
た
に
不
軽
拝
み
け
る
老
僧
の
事
」
に
も
、
「
…
す
べ
て
こ
の
不
軽
と
い
ふ
事
の

心
は
、
衆
生
の
む
ね
の
そ
こ
に
仏
性
の
お
は
し
ま
す
を
、
う
や
ま
ひ
拝
み
た
て

ま
つ
る
也
。
我
等
が
や
う
な
る
惑
ひ
の
凡
夫
こ
そ
、
こ
の
事
わ
り
を
し
ら
ね
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
ち

も
、
悟
り
の
ま
へ
に
は
い
か
な
る
蟻
、
嬢
姑
ま
で
も
思
ひ
く
た
す
べ
き
も
の
な

く
仏
性
を
そ
な
へ
て
侍
也
。
地
獄
、
餓
鬼
ま
で
も
み
な
仏
性
な
き
も
の
は
ひ
と

り
も
な
け
れ
ば
、
こ
の
理
を
し
り
ぬ
れ
ば
、
あ
や
し
の
鳥
、
け
だ
物
ま
で
も
た

う
と
か
ら
ぬ
事
な
し
。
さ
れ
ば
、
仏
、
浬
藥
に
い
り
給
は
ん
と
せ
し
時
、
お
ほ

き
な
る
光
を
は
な
ち
給
ひ
て
、
十
万
を
て
ら
し
給
ひ
し
に
、
地
獄
の
そ
こ
ま
で

そ
の
光
い
た
り
て
、
光
の
中
に
ご
ゑ
あ
り
て
、
「
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
に
み
な
仏
性

あ
り
」
と
と
な
へ
し
か
ば
、
そ
の
く
る
し
み
、
み
な
の
ぞ
こ
り
て
、
天
上
に
生

ま
る
と
そ
侍
る
め
る
」
と
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
救
う
尊
い
経
と
し
て
常
不
軽
が

　
　
　
　
　
　
　
　

記
さ
れ
て
い
る
。

　
大
君
は
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
皆
救
わ
れ
る
」
と
い
う
常
不
軽
の
声
に

静
か
に
耳
を
傾
け
た
。
確
実
に
死
へ
と
向
う
大
君
に
は
、
も
は
や
薫
の
声
も
中

の
君
の
声
も
届
か
な
い
。
八
の
宮
を
成
仏
せ
し
め
る
こ
の
経
に
、
同
様
に
罪
障

深
い
（
と
考
え
る
）
大
君
も
ま
た
死
し
て
救
わ
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
常

不
軽
は
、
父
宮
と
共
に
成
仏
し
た
い
と
願
う
大
君
の
声
な
ら
ぬ
声
を
代
弁
を
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
紫
の
上
に
と
っ
て
の
辞
世
歌
が
、
大
君
に
と
っ
て
の
常
不
軽
で
あ
っ
た
。
常

不
軽
は
、
大
君
の
心
情
を
そ
の
ま
ま
代
弁
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
紫
の
上
の
歌

『
源
氏
物
語
』
総
角
巻
に
お
け
る
千
鳥
の
贈
答
歌
　
（
磯
部
一
美
）

と
同
様
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
常
不
軽
は
、
贈
答
歌
を
導
く
＜
方
法
〉
と

し
て
物
語
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

　
本
稿
は
、
常
不
軽
を
め
ぐ
る
一
連
の
場
面
を
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
薫
と
中
の

君
の
贈
答
歌
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
。

　
薫
の
贈
歌
は
、
夜
明
け
方
の
空
に
響
く
尊
い
常
不
軽
の
声
に
感
興
を
催
し
て

の
詠
出
で
あ
っ
た
。
同
じ
思
い
（
無
常
観
）
を
共
有
し
た
い
と
い
う
願
い
は
常

に
薫
の
心
底
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
贈
歌
も
本
来
は
大
君
に
詠
み
か
け
る

べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
薫
は
そ
れ
を
中
の
君
に
詠
み
か
け
た
。
そ
れ

は
、
薫
が
無
意
識
の
う
ち
に
大
君
の
生
を
諦
め
、
そ
の
代
替
者
と
し
て
中
の
君

を
求
め
た
た
め
な
の
で
あ
る
。

　
一
方
の
中
の
君
は
、
薫
の
様
子
に
思
わ
ず
匂
宮
を
意
識
し
て
し
ま
う
。
弁
に

代
詠
を
さ
せ
た
の
は
、
そ
う
し
た
動
揺
を
押
し
隠
す
た
め
な
の
で
あ
り
、
中
の

君
の
答
歌
は
、
そ
れ
を
反
映
し
て
か
、
こ
の
場
に
そ
ぐ
わ
な
い
、
恋
の
情
緒
を

感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
歌
こ
と
ば
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
中
の
君
の

　
　
　
　
　
ぴ
　

薫
へ
の
媚
態
は
、
今
後
の
両
者
の
関
係
を
先
取
り
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
一
方
で
中
の
君
の
歌
は
、
薫
だ
け
で
な
く
大
君
に
向
け
ら
れ
て
も
い

た
。
常
不
軽
の
声
を
叙
情
的
に
受
け
止
め
る
薫
と
、
八
の
宮
と
い
う
た
っ
た
一

人
の
拠
り
所
を
失
い
、
さ
ら
に
大
君
ま
で
も
失
お
う
と
し
て
い
る
中
の
君
の
心

二
三
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愛
知
淑
徳
大
学
論
集
ー
文
学
部
・
文
学
研
究
科
篇
ー
　
第
二
九
号

情
は
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
。
薫
に
よ
っ
て
千
鳥
に
よ
そ
え
ら
れ
た
不
軽
の
声

は
、
父
宮
を
自
分
た
ち
か
ら
引
き
離
し
て
し
ま
う
恨
め
し
い
声
と
し
て
も
中
の

君
の
耳
に
届
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
夢
で
も
い
い
か
ら
父
宮
に
再
会
し
た
い
と

切
実
に
願
う
姉
妹
の
心
中
を
詠
ん
だ
中
の
君
の
歌
は
、
共
に
生
き
て
欲
し
い
と

願
う
中
の
君
の
、
大
君
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
両
者
の
歌
の
背
景
に
は
、
大
君
が
幻
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
大
君

は
未
だ
こ
の
物
語
の
女
主
人
公
た
り
得
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
当
の
大
君
の
心
は
現
世
に
執
着
し
て
い
な
い
。
ひ
た
す
ら
常
不

軽
に
耳
を
傾
け
、
父
宮
と
同
じ
蓮
台
に
乗
る
こ
と
を
願
う
大
君
は
、
常
不
軽
に

導
か
れ
、
こ
の
世
か
ら
、
物
語
か
ら
退
場
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

　
総
角
巻
は
巻
頭
の
八
の
宮
一
周
忌
法
要
の
準
備
か
ら
、
大
君
の
死
ま
で
を
一

気
に
語
り
あ
げ
る
。
「
光
源
氏
の
物
語
」
の
敗
者
と
い
う
影
を
引
き
ず
っ
た
八
の

宮
と
、
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
て
育
ち
、
八
の
宮
死
後
も
そ
の
亡
霊
に
取
り
愚

か
れ
続
け
た
大
君
の
死
は
、
一
つ
の
大
き
な
物
語
に
幕
を
下
ろ
さ
せ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
う
し
た
過
去
の
し
が
ら
み
を
一
掃
し
た
と
こ
ろ
で
、
初
あ
て
中
の
君

の
上
京
は
達
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
薫
と
中
の
君
の
物
語
の
第

一
歩
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
宇
治
十
帖
」
の
新
し
い
物
語
を
切
り
拓
く
第
一
歩
で

も
あ
る
の
だ
。

（
1
）

注『
源
氏
物
語
評
釈
第
十
巻
』
（
玉
上
琢
弥
著
　
昭
和
四
十
二
・
十
一
　
角
川
書
店
）
、

清
水
公
照
・
清
水
好
子
「
巻
頭
対
談
　
経
典
の
教
理
ー
絢
燗
た
る
法
華
経
を
中
心
に
」

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（（87
））

（
9
）

二
四

（
太
陽
仏
の
美
と
心
シ
リ
ー
ズ
「
絢
燗
た
る
経
典
」
昭
和
五
十
八
・
八
　
平
凡
社
）
、
松

本
寧
至
「
な
ぜ
常
不
軽
か
ー
『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
の
志
向
ー
」
（
『
鈴
木
弘
道
教

授
退
任
記
念
国
文
学
論
集
』
昭
和
六
十
・
三
　
和
泉
書
院
）
な
ど
。

こ
の
場
面
の
和
歌
を
取
り
立
て
て
扱
っ
た
も
の
に
は
「
国
文
学
「
解
釈
と
鑑
賞
」
別

冊
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
M
3
2
　
総
角
」
（
監
修
・
鈴
木
一
雄
／
編
集
・
後
藤

祥
子
・
大
軒
史
子
　
平
成
十
五
・
十
二
　
至
文
堂
）
が
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
引
用
本
文
は
す
べ
て
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
（
阿
部
秋
生
、

秋
山
度
、
今
井
源
衛
、
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳
　
小
学
館
）
に
拠
る
。
ま
た
、
私
に

適
宜
傍
線
を
付
し
、
下
に
は
巻
名
・
頁
数
を
記
し
た
。

『
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
二
巻
源
氏
物
語
提
要
』
（
今
川
範
政
著
　
稲
賀
敬
二
編
　
昭

和
五
十
三
・
十
一
　
桜
楓
社
）

釈
教
歌
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
山
田
昭
全
氏
は
そ
の
論
「
釈
教
歌
の
成
立
と

展
開
」
（
『
仏
教
文
学
講
座
第
四
巻
和
歌
・
連
歌
・
俳
譜
』
伊
藤
博
之
・
今
成
元
昭
・

山
田
昭
全
編
集
　
平
成
七
・
九
　
勉
誠
社
）
の
中
で
、
①
法
文
歌
、
②
仏
教
講
会
の

取
材
し
た
歌
、
③
そ
の
他
仏
教
的
述
懐
の
三
つ
に
区
分
し
て
い
る
。
氏
の
区
分
に
よ

れ
ば
薫
の
歌
は
③
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

神
野
志
隆
光
「
源
氏
物
語
の
位
相
源
氏
物
語
の
仏
教
思
想
の
問
題
点
」
（
「
講
座
日
本

文
学
　
源
氏
物
語
上
」
監
修
・
市
古
貞
次
／
編
集
・
秋
山
度
　
昭
和
五
十
三
・
五

至
文
堂
）

『
図
説
日
本
仏
教
の
世
界
③
法
華
経
の
真
理
』
（
昭
和
六
十
四
・
一
　
集
英
社
）

大
正
新
修
大
蔵
経
「
妙
法
蓮
華
経
憂
波
提
舎
巻
下
」
に
拠
る
。
指
摘
は
岩
波
文
庫

『
法
華
経
下
』
（
坂
本
幸
男
・
岩
本
裕
訳
注
　
昭
和
四
十
二
・
十
二
　
岩
波
書
店
）
の

解
説
に
拠
っ
た
。

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
安
私
家
集
』
「
公
任
集
」
（
後
藤
祥
子
校
注
　
平
成
六
・

十
二
　
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。
本
歌
は
法
華
経
二
十
八
品
和
歌
中
の
「
不
軽
品
」
。
な

お
新
大
系
本
に
関
し
て
は
、
一
部
私
に
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
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（
1
0
）
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
。
本
歌
は
「
法
花
経
の
心
を
よ
み
し
」
と
題
す
る
法
華
経

　
　
二
十
八
品
和
歌
中
の
「
不
軽
品
」
。

（
1
1
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
神
楽
歌
　
催
馬
楽
　
梁
塵
秘
抄
　
閑
吟
集
』
（
臼
田
甚
五

　
　
郎
、
新
間
進
一
、
外
村
南
都
子
、
徳
江
元
正
校
注
・
訳
　
平
成
十
一
・
十
二
　
小
学
館
）

（
1
2
）
『
王
朝
語
辞
典
』
（
秋
山
度
編
　
平
成
十
一
・
三
　
東
京
大
学
出
版
会
）
、
『
歌
こ
と
ば
・

　
　
歌
枕
大
辞
典
』
（
久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
　
平
成
十
一
・
五
　
角
川
書
店
）
な
ど
。

（
1
3
）
注
（
1
）
の
『
源
氏
物
語
評
釈
第
十
巻
』
参
照
。

（
1
4
）
『
私
家
集
注
釈
叢
刊
1
小
大
君
集
注
釈
』
（
竹
鼻
績
校
注
・
訳
　
平
成
元
・
六
　
貴
重

　
　
本
刊
行
会
）

（
1
5
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
後
撰
和
歌
集
』
（
片
桐
洋
一
校
注
　
平
成
二
・
四
　
岩
波
書

　
　
店
）
所
収
。
巻
八
・
冬
・
四
七
九
。

（
1
6
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
拾
遺
和
歌
集
』
（
小
町
谷
照
彦
校
注
　
平
成
二
・
一
　
岩
波

　
　
書
店
）
所
収
。
十
五
・
恋
五
・
九
六
五
。

（
1
7
）
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
九
巻
一
葉
抄
』
（
藤
原
正
存
著
　
井
爪
康
之
編
　
昭
和
五
十

　
　
九
・
三
　
桜
楓
社
）

（
1
8
）
倉
田
実
「
紫
の
上
の
〈
辞
世
の
歌
〉
」
（
『
紫
の
上
造
型
論
』
昭
和
六
十
三
・
六
　
新
典

　
　
社
　
初
出
「
平
安
文
学
研
究
」
7
7
　
昭
和
六
十
二
・
五
）
、
「
紫
の
上
の
死
と
光
源
氏

　
　
ー
御
法
巻
1
」
（
『
源
氏
物
語
講
座
第
三
巻
光
る
君
の
物
語
』
（
平
成
四
・
五
　
勉
誠

　
　
社
）
。
氏
は
、
紫
の
上
の
最
後
の
詠
歌
が
夫
と
子
と
の
唱
和
で
あ
っ
た
こ
と
に
着
目

　
　
し
、
「
こ
う
し
て
死
去
す
る
こ
と
が
物
語
一
代
限
り
の
女
主
人
公
へ
の
手
向
け
に

　
　
な
っ
た
の
だ
」
と
述
べ
る
。

（
1
9
）
井
野
葉
子
氏
は
、
そ
の
論
「
大
君
　
歌
こ
と
ば
と
の
わ
か
れ
」
（
『
源
氏
物
語
の
思
惟

　
　
と
表
現
』
平
成
九
・
二
　
新
典
社
）
の
中
で
、
大
君
が
最
後
に
詠
ん
だ
薫
へ
の
答
歌

　
　
に
つ
い
て
、
「
…
大
君
は
せ
っ
か
く
拒
否
の
表
明
の
歌
を
詠
ん
だ
の
に
、
薫
に
は
伝
わ

　
　
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
歌
こ
と
ば
に
託
さ
れ
た
大
君
の
心
は
宙
に
浮
い
た
ま

　
　
ま
、
薫
に
は
決
し
て
伝
わ
ら
な
い
。
和
歌
の
伝
達
機
能
と
は
所
詮
そ
ん
な
も
の
な
の

　
　
　
『
源
氏
物
語
』
総
角
巻
に
お
け
る
千
鳥
の
贈
答
歌
　
（
磯
部
一
美
）

　
　
か
。
こ
れ
以
降
、
大
君
は
二
度
と
歌
を
詠
ま
な
く
な
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
」
と

　
　
述
べ
る
。

（
2
0
）
常
不
軽
行
は
、
会
う
人
ご
と
に
額
ず
い
て
礼
拝
を
す
る
の
で
、
常
不
軽
行
を
修
す
る

　
　
こ
と
を
「
常
不
軽
を
つ
く
」
と
い
う
。

（
2
1
）
注
（
1
）
（
6
）
の
他
、
重
松
信
弘
『
源
氏
物
語
の
仏
教
思
想
ー
仏
教
思
想
と
そ
の
文

　
　
芸
的
意
義
の
研
究
』
（
昭
和
四
十
二
・
八
　
平
楽
寺
書
店
）
な
ど
。

（
2
2
）
鈴
木
裕
子
「
宇
治
八
の
宮
の
「
死
霊
」
を
め
ぐ
っ
て
ー
大
君
を
追
い
つ
め
た
も
の
、

　
　
そ
し
て
阿
閣
梨
の
「
欲
望
」
ー
（
日
本
文
学
4
8
　
平
成
十
・
五
）

（
2
3
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
今
昔
物
語
集
②
』
（
鳥
淵
和
夫
、
国
東
文
磨
、
稲
垣
泰
一

　
　
校
注
・
訳
　
平
成
十
一
・
五
　
小
学
館
）

（
2
4
）
『
閑
居
友
』
（
美
濃
部
重
克
校
注
　
昭
和
五
十
四
・
十
二
　
三
弥
井
書
店
）
。
な
お
、

　
　
　
「
常
不
軽
菩
薩
行
」
を
扱
っ
た
説
話
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
原
田
哲
通
「
法
華
経
常

　
　
不
軽
菩
薩
品
第
二
十
が
生
む
説
話
ー
閑
居
友
上
第
九
話
を
起
点
と
し
て
」
（
説
話
文
学

　
　
研
究
　
第
十
八
号
　
昭
和
五
十
八
・
六
）
に
詳
し
い
。

（
2
5
）
鷲
山
茂
雄
氏
は
「
宇
治
十
帖
主
題
論
　
薫
と
中
の
君
」
（
『
源
氏
物
語
主
題
論
』
昭
和

　
　
六
十
・
二
　
塙
書
房
）
の
中
で
、
「
薫
が
な
き
姉
の
代
り
に
自
分
に
心
を
傾
け
つ
つ
あ

　
　
る
の
を
十
分
知
り
な
が
ら
、
夫
の
不
実
を
拗
ね
て
宇
治
に
籠
ろ
う
と
す
る
の
に
、
そ

　
　
の
薫
に
す
が
ろ
う
と
す
る
と
は
あ
ま
り
に
女
と
し
て
の
“
甘
え
”
が
過
ぎ
る
と
い
う

　
　
も
の
だ
。
し
か
し
、
物
語
は
ど
う
や
ら
こ
の
“
甘
え
”
が
中
の
君
の
最
大
の
魅
力
で

　
　
あ
る
ご
と
く
描
い
て
い
る
ふ
し
が
あ
る
。
…
（
※
物
語
ハ
中
の
君
ヲ
）
一
見
弱
々
し

　
　
く
も
“
可
愛
い
女
”
と
し
て
描
い
て
い
る
。
し
か
し
、
一
方
、
そ
う
し
た
中
の
君
に

　
　
読
者
は
実
に
し
た
た
か
な
女
の
姿
を
見
て
と
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。

　
　
ま
た
斉
藤
昭
子
氏
も
「
中
の
君
物
語
の
く
ふ
り
V
ー
宇
治
十
帖
の
〈
性
〉
ー
」
（
『
新

　
　
物
語
研
究
4
　
源
氏
物
語
を
〈
読
む
〉
』
物
語
研
究
会
編
平
成
八
・
十
一
）
の
中

　
　
で
、
宿
木
巻
に
お
け
る
中
の
君
に
、
匂
宮
の
欲
望
を
模
倣
し
、
可
愛
ら
し
く
振
る
舞

　
　
う
、
〈
ふ
り
〉
を
す
る
し
た
た
か
な
女
性
と
し
て
の
一
面
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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