
【
論 

文
】 

桐
壺
更
衣
と
藤
壺
の
人
物
造
型
再
考

―
光
源
氏
の
女
性
観
と
の
関
連
か
ら
―
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一
、
は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
桐
壺
更
衣
の
身
代
わ
り
と
し
て
登
場
し
た
藤
壺
に
つ

い
て
は
、
「
后
の
宮
の
姫
宮
こ
そ
い
と
や
う
お
ぼ
え
て
生
ひ
出
で
さ
せ
た
ま
へ
り
け

れ
」
（
桐
壺
①
四
二
頁
）
、「
げ
に
御
容
貌
あ
り
さ
ま
あ
や
し
き
ま
で
ぞ
お
ぼ
え
た
ま

へ
る
」（
桐
壺
①
四
二
～
四
三
頁
）（
注

）
と
あ
る
よ
う
に
、
更
衣
と
の
不
思
議
な

ま
で
の
酷
似
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
物
語
の
表
現
に

導
か
れ
て
、
両
女
性
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
る
語
彙
に
注
目
し
、
二
人
の
造
型
的
な

類
似
性
を
指
摘
す
る
論
考
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
森
一
郎
氏
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

理
想
の
女
性
藤
壺
が
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
に
」
を
本
質
と
し
て
お
り
親
和

的
な
あ
た
た
か
い
情
感
、
可
愛
さ
が
源
氏
の
希
求
す
る
女
の
理
想
で
あ
り
、
葵

上
の
「
う
る
は
し
」
は
そ
の
対
極
の
負
性
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
こ
の
女
の
理

想
は
光
源
氏
の
母
桐
壺
更
衣
の
具
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
父
桐
壺
帝
が
楊

貴
妃
の
「
う
る
は
し
」
に
対
し
て
桐
壺
更
衣
を
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
で

あ
っ
た
と
回
想
し
て
い
た
。
桐
壺
更
衣
―
夕
顔
―
藤
壺
―
紫
上
の
造
型
的
類
同

性
が
見
ら
れ
、
明
石
の
君
は
空
蝉
に
類
同
し
、
紫
上
と
対
比
対
照
さ
れ
る
と
い

え
よ
う
（
注

）
。

光
源
氏
が
藤
壺
、
紫
の
上
、
夕
顔
に
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
な
美
を
希
求
し

て
お
り
、
そ
れ
は
、
彼
に
と
っ
て
、
母
更
衣
に
通
底
す
る
理
想
美
で
あ
っ
た
と
い
う

見
解
で
あ
る
。
「
う
る
は
し
」
は
そ
の
対
極
の
美
質
と
し
て
あ
る
こ
と
が
多
く
指
摘

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
森
氏
の
言
及
以
前
に
、
梅
野
き
み
子
氏
も
、

源
氏
に
と
っ
て
の
藤
壺
の
人
間
像
、彼
女
の
魅
力
の
秘
密
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
「
な

つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
な
美
を
指
摘
し
、
「
源
氏
の
藤
壺
思
慕
は
、
生
母
桐
壺
更
衣
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の
よ
う
な
、「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
な
面
影
を
求
め
た
彼
の
憧
れ
に
因
る
の
で

あ
っ
た
」
と
論
じ
て
い
た
。
梅
野
氏
は
、
紫
の
上
に
つ
い
て
も
「
光
源
氏
の
母
桐
壺

更
衣
、
お
よ
び
藤
壺
の
面
影
の
よ
う
な
、
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
な
雰
囲
気
を

た
た
え
て
い
た
」
女
性
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
藤
壺
像
の
何
よ
り
の

魅
力
に
つ
い
て
、「
王
朝
の
理
想
美
に
近
い
美
と
し
て
機
能
し
て
い
た
」
と
す
る
「
な

ま
め
か
し
」
の
美
を
指
摘
し
、
こ
れ
は
「
藤
壺
が
、
源
氏
に
と
っ
て
の
理
想
的
女
性

像
で
あ
り
続
け
る
た
め
の
条
件
だ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
な
ま
め
か

し
」
の
語
を
も
っ
て
形
容
さ
れ
る
紫
の
上
に
つ
い
て
も
、「
「
な
ま
め
か
し
」
美
を
通

じ
て
紫
の
上
は
、
完
全
に
藤
壺
と
同
質
化
し
て
「
昇
華
」
し
た
、
藤
壺
と
一
体
化
し

た
存
在
に
な
り
得
て
い
る
」
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
（
注

）
。

こ
の
よ
う
に
、
『
源
氏
物
語
』
に
身
代
わ
り
と
し
て
登
場
す
る
女
性
た
ち
は
、
容

姿
が
似
通
っ
て
い
る
と
語
ら
れ
、
確
か
に
共
通
す
る
魅
力
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
共
通
す
る
美
質
の
ほ
か
に
、
互
い
に
異
な
る
、
独
自
的
で
特
異
な
性
質
を
魅
力

と
し
て
い
る
場
合
も
多
い
。
本
論
文
に
お
い
て
は
、
桐
壺
更
衣
と
藤
壺
の
人
物
像
を

め
ぐ
る
物
語
の
表
現
を
詳
細
に
検
討
し
、
光
源
氏
好
み
の
女
性
像
と
の
関
連
か
ら
、

両
女
性
の
造
型
的
魅
力
に
つ
い
て
、「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
や
「
な
ま
め
か
し
」

以
外
の
と
こ
ろ
に
も
あ
る
こ
と
を
考
察
す
る
。

二
、
桐
壺
更
衣
と
藤
壺
に
つ
い
て
の
先
行
研
究

こ
こ
で
は
、
本
論
文
の
位
置
づ
け
の
た
め
に
も
、
桐
壺
更
衣
と
藤
壺
宮
に
つ
い
て

の
主
要
な
先
行
研
究
を
確
認
す
る
。
ま
ず
、
桐
壺
更
衣
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

桐
壺
更
衣
に
つ
い
て
、
日
向
一
雅
氏
は
、
「
家
」
の
物
語
お
よ
び
「
長
恨
歌
」
的

主
題
に
お
け
る
物
語
の
原
点
、
さ
ら
に
は
「
形
代
」・「
ゆ
か
り
」
の
物
語
の
出
発
点

に
位
置
す
る
女
性
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
注

）。
ま
た
、
上
野
辰
義
氏
は
、

死
後
に
そ
の
「
ゆ
か
り
」
の
女
性
た
ち
を
登
場
さ
せ
る
母
胎
と
な
っ
た
だ
け
で
は
な

く
、「
女
の
生
き
方
」
の
問
題
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
た
更
衣
は
、「
主
題
的
に
も
後
の

女
性
た
ち
の
担
う
こ
と
に
な
る
「
女
の
生
き
方
」
の
問
題
を
最
初
に
物
語
に
招
来
し

た
先
駆
者
」
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
（
注

）
。

桐
壺
更
衣
は
、
桐
壺
帝
が
寵
愛
し
た
女
性
で
あ
り
、
物
語
の
主
人
公
光
源
氏
の
生

母
で
も
あ
る
。
し
か
し
、「
物
語
の
中
心
人
物
源
氏
の
生
母
で
も
あ
る
人
物
と
し
て

は
、
そ
の
わ
り
に
は
具
象
性
の
稀
薄
な
存
在
で
あ
る
」（
注

）
と
さ
れ
、
可
憐
で

は
あ
る
が
、
か
弱
く
、
は
か
な
げ
な
印
象
の
強
い
女
性
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
（
注

）
。
そ
の
関
連
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
、
川
添
文
子
氏
は
、
光
源
氏
が
「
終

生
、
弱
き
女
性
、
不
遇
な
る
女
性
、
心
柔
し
き
女
性
の
味
方
で
お
あ
り
に
な
っ
た
こ

と
も
、
決
し
て
偶
然
で
は
無
い
」
と
述
べ
て
お
り
（
注

）
、
吉
海
直
人
氏
は
、「
更

衣
は
自
ら
の
最
大
の
欠
点
で
あ
る
か
よ
わ
さ
を
、
む
し
ろ
女
の
最
大
の
武
器
と
し
て
、

帝
の
寵
愛
を
勝
ち
取
」
り
、
帝
を
動
か
し
て
い
た
「
強
く
た
く
ま
し
い
」
、
そ
し
て

「
し
た
た
か
な
」
女
性
で
あ
っ
た
と
言
及
す
る
（
注

）
。
こ
の
よ
う
に
、
更
衣
が

「
し
た
た
か
な
」
女
性
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
河
村
幸
枝
氏
に
よ
っ
て
政
治
性
を
も

つ
人
物
と
し
て
も
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
（
注

）
こ
と
は
興
味
深
い
。

ま
た
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
な
美
の
共
通
点
か
ら
、
桐
壺
更
衣
―
夕
顔
―
藤

壺
―
紫
の
上
の
造
型
的
類
同
性
を
指
摘
し
た
森
一
郎
氏
は
、
ほ
か
に
、「
い
と
に
ほ
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ひ
や
か
に
う
つ
く
し
げ
な
る
人
」（
桐
壺
巻
①
二
二
頁
）
の
表
現
に
着
目
し
て
、「
感

性
的
な
や
さ
し
さ
の
う
ち
に
、
あ
る
種
の
積
極
性
」
を
持
つ
更
衣
の
人
間
像
に
つ
い

て
も
論
じ
て
い
る
（
注

）
。
さ
ら
に
、
桐
壺
更
衣
周
辺
の
美
的
語
彙
を
詳
細
に
検

討
し
て
い
る
神
尾
暢
子
氏
の
論
考
は
お
お
い
に
参
考
に
な
る
が
、
氏
は
主
に
主
観
的

な
把
握
、
婉
曲
・
抽
象
的
表
現
方
法
に
桐
壺
更
衣
の
女
性
美
表
現
の
特
性
を
見
出
し

て
い
る
（
注

）
。

一
方
、
桐
壺
更
衣
の
準
拠
に
つ
い
て
も
論
証
さ
れ
て
お
り
、
中
国
文
学
の
「
李
夫

人
」
や
歴
史
人
物
の
藤
原
沢
子
、
藤
原
登
子
、
藤
原
原
子
お
よ
び
藤
原
忯
子
が
準
拠

と
し
て
指
摘
さ
れ
、
更
衣
の
人
物
造
型
へ
の
影
響
な
ど
が
考
察
さ
れ
て
い
る
（
注

）
。

以
上
、
桐
壺
更
衣
に
つ
い
て
の
主
要
な
先
行
研
究
で
あ
る
が
、
そ
の
人
物
像
に
つ

い
て
は
、
全
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
浮
上
す
る
弱
く
て
は
か
な
い
印
象
、さ
ら
に
は
、

「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
な
美
質
を
具
有
す
る
女
性
像
が
主
体
と
な
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
更
衣
が
「
桐
壺
」
巻
の
冒
頭
部
分
に
の
み
登
場
す
る
た
め
、
描
写
が

少
な
く
、
主
に
帝
の
視
点
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
本
論
文
に
お
い

て
は
、
更
衣
に
つ
い
て
の
描
写
を
文
脈
に
即
し
て
再
検
討
し
、
桐
壺
帝
の
後
宮
に
お

い
て
、
人
間
ら
し
さ
を
魅
力
と
す
る
女
性
と
し
て
の
更
衣
像
を
提
示
し
た
い
の
で
あ

る
。次

に
、
更
衣
亡
き
あ
と
、
そ
の
身
代
わ
り
と
し
て
物
語
に
登
場
し
た
藤
壺
に
つ
い

て
の
先
行
研
究
の
あ
り
よ
う
を
確
認
し
た
い
。

藤
壺
宮
は
、「
源
氏
の
生
涯
を
決
定
、
方
向
づ
け
た
女
性
」
で
あ
る
（
注

）
の

み
な
ら
ず
、
物
語
の
構
成
を
動
か
す
人
（
注

）
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
重

要
な
人
物
で
あ
る
。
森
一
郎
氏
も
、
藤
壺
は
源
氏
と
運
命
的
な
密
事
と
い
う
深
い
宿

世
の
縁
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
「
運
命
共
同
体
」
で
あ
り
、
源
氏
の
心
に
存
し
た
、
彼

を
突
き
動
か
し
て
い
く
「
内
発
的
根
源
」
＝
「
愛
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
、
「
愛
の
実

像
と
し
て
の
藤
壺
像
の
存
在
」
を
指
摘
し
て
い
る
（
注

）
。

そ
の
人
物
像
に
つ
い
て
は
、
川
添
文
子
氏
が
、「
美
し
く
心
弱
か
り
し
女
性
の
代

表
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
注

）
。
し
か
し
、
秋
山
虔
氏
が
「
知
恵
の
あ
る

女
性
」、「
は
る
か
に
賢
く
知
恵
深
い
女
性
」（
注

）
と
た
た
え
る
よ
う
に
、
藤
壺

は
賢
く
て
強
い
女
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
清
水
好
子
氏

は
、
冷
酷
な
と
こ
ろ
さ
え
あ
る
威
厳
に
満
ち
た
断
乎
た
る
態
度
を
す
る
「
女
院
」
と

し
て
の
藤
壺
像
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
は
彼
女
の
「
変
身
・
成
長
」
を
認
め
て
い
る
（
注

）
。
同
じ
く
、
冷
泉
帝
治
世
の
「
女
院
」
と
し
て
の
藤
壺
の
変
貌
に
つ
い
て
は
大

朝
雄
二
氏
の
論
考
が
あ
る
（
注

）
。
藤
壺
変
貌
の
「
時
期
」
に
つ
い
て
の
見
解
も

多
様
で
あ
り
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
も
多
く
の
論
説
が
あ
る
。
そ
の
変
貌
の
理
由
に

つ
い
て
は
、
作
者
の
筆
力
の
変
化
と
「
桐
壺
帝
の
退
位
・
崩
御
に
よ
っ
て
藤
壺
が
文

字
通
り
の
帝
妃
で
は
な
く
な
り
、
タ
ブ
ー
性
が
希
薄
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
」

で
あ
る
と
い
う
伊
藤
博
氏
の
言
及
（
注

）
や
、
藤
壺
が
光
源
氏
の
子
を
懐
妊
・
出

産
に
よ
っ
て
経
験
し
た
苦
悩
、
孤
独
に
鍛
え
ら
れ
て
い
た
と
す
る
斎
藤
暁
子
氏
の
興

味
深
い
見
解
（
注

）
な
ど
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
藤
壺
変
貌
を
否
定
す
る
論
考
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
藤
壺
は
、

出
家
や
出
産
、
母
に
な
っ
て
か
ら
、
あ
る
い
は
「
女
院
」
に
な
っ
て
か
ら
変
貌
し
た

の
で
は
な
く
、
「
彼
女
は
入
内
の
前
か
ら
既
に
強
い
自
覚
が
あ
り
」
、「
入
内
当
初
か

ら
彼
女
な
り
に
し
た
た
か
に
生
き
て
い
こ
う
と
決
意
し
て
い
た
」
と
い
う
、
「
従
来
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の
理
想
化
さ
れ
た
藤
壺
と
は
や
や
異
な
る
実
像
」
を
吉
海
直
人
氏
が
指
摘
し
て
い
る

（
注

）
。
鈴
木
日
出
男
氏
も
、
藤
壺
変
貌
の
妥
当
性
に
疑
問
を
示
し
て
お
り
、
そ

れ
は
「
状
況
の
中
で
は
げ
し
く
相
対
化
さ
れ
る
た
め
」
の
「
印
象
」
に
過
ぎ
な
い
と

言
及
し
、
重
要
な
も
の
は
、
そ
の
人
物
造
型
の
基
底
に
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
「
自

己
凝
視
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
注

）
。

以
上
、
藤
壺
宮
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を
確
認
し
た
が
、「
変
身
」・「
変
貌
」
に

集
中
し
た
論
考
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
桐
壺
更
衣
と
異
な
り
、
藤
壺
は
長

く
物
語
に
登
場
し
、
実
際
そ
の
状
況
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
本

論
文
に
お
い
て
は
、
物
語
の
表
現
に
注
目
し
、
改
め
て
、
藤
壺
の
光
源
氏
に
と
っ
て

の
理
想
的
な
女
性
と
し
て
の
魅
力
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
。同
じ
く
、源
氏
の
視
点
・

女
性
批
評
と
の
連
関
で
論
を
す
す
め
、
更
衣
の
人
物
造
型
と
の
関
わ
り
を
指
摘
す
る
。

三
、
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
以
外
の
新
た
な
女
性
像

三
‐
一
、
桐
壺
更
衣

こ
こ
で
は
、
両
女
性
に
共
通
し
て
見
ら
れ
た
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
な
描
写

の
確
認
か
ら
、
ま
ず
、
桐
壺
更
衣
の
人
間
像
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

［
用
例
一
］

絵
に
描
け
る
楊
貴
妃
の
容
姿
は
、
い
み
じ
き
絵
師
と
い
へ
ど
も
、
筆

限
り
あ
り
け
れ
ば
い
と
に
ほ
ひ
す
く
な
し
。
太
液
芙
蓉
、
未
央
柳
も
、
げ
に
か

よ
ひ
た
り
し
容
貌
を
、
唐
め
い
た
る
よ
そ
ひ
は
う
る
は
し
う
こ
そ
あ
り
け
め
、

な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
な
り
し
を
思
し
出
づ
る
に
、
花
鳥
の
色
に
も
音
に
も
よ

そ
ふ
べ
き
方
ぞ
な
き
（
桐
壺
①
三
五
頁
）

右
の
本
文
は
、
最
愛
の
女
性
を
亡
く
し
て
、
深
い
悲
嘆
に
く
れ
た
帝
が
、
長
恨
歌

の
絵
巻
や
屏
風
に
描
い
て
あ
る
楊
貴
妃
を
、
生
前
の
更
衣
と
比
較
し
な
が
ら
眺
め

て
い
る
場
面
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
上
手
な
絵
師
と
い
っ
て
も
、
筆
力
に
限
り
が
あ

る
の
で
、
絵
に
描
い
て
あ
る
楊
貴
妃
の
容
貌
は
、
生
き
て
い
る
人
の
よ
う
な
つ
や

や
か
な
美
し
さ
に
乏
し
く
感
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
に
ほ
ひ
す
く
な
し
」
の
表
現
に

も
留
意
し
て
お
き
た
い
。

帝
は
、
太
液
池
の
蓮
の
花
、
未
央
宮
の
柳
に
似
通
う
と
詠
ま
れ
た
楊
貴
妃
の
容
貌

に
つ
い
て
、
唐
風
の
装
い
を
し
た
そ
の
姿
の
端
麗
で
あ
っ
た
こ
と
を
「
う
る
は
し
」

と
思
っ
て
い
る
。
源
氏
の
正
妻
・
葵
の
上
の
美
貌
が
「
う
る
は
し
」
の
語
を
も
っ
て

形
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
森
一
郎
氏
の
述
べ
た
通
り
（
注

）
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
葵
の
上
を
め
ぐ
る
「
う
る
は
し
」
の
語
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
［
用
例

一
］
の
「
う
る
は
し
」
「
な
つ
か
し
」
の
関
係
、
及
び
両
語
彙
の
性
質
を
明
ら
か
に

し
た
い
。

［
用
例
二
］

お
ほ
か
た
の
気
色
、
人
の
け
は
ひ
も
、
け
ざ
や
か
に
気
高
く
、
乱
れ

た
る
と
こ
ろ
ま
じ
ら
ず
、
な
ほ
こ
れ
こ
そ
は
、
か
の
人
々
の
棄
て
が
た
く
と
り

出
で
し
ま
め
人
に
は
頼
ま
れ
ぬ
べ
け
れ
と
思
す
も
の
か
ら
、
あ
ま
り
う
る
は
し

き
御
あ
り
さ
ま
の
、
と
け
が
た
く
恥
づ
か
し
げ
に
思
ひ
し
づ
ま
り
た
ま
へ
る
を
、
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さ
う
ざ
う
し
く
て
（
帚
木
①
九
一
頁
）

［
用
例
三
］

た
だ
、
絵
に
描
き
た
る
も
の
の
姫
君
の
や
う
に
し
す
ゑ
ら
れ
て
、
う

ち
み
じ
ろ
き
た
ま
ふ
こ
と
も
か
た
く
、
う
る
は
し
う
て
も
の
し
た
ま
へ
ば
、
思

ふ
こ
と
も
う
ち
か
す
め
、
山
路
の
物
語
を
も
聞
こ
え
む
、
言
ふ
か
ひ
あ
り
て
を

か
し
う
う
ち
答
へ
た
ま
は
ば
こ
そ
あ
は
れ
な
ら
め
、
世
に
は
心
も
と
け
ず
、
う

と
く
恥
づ
か
し
き
も
の
に
思
し
て
、
年
の
重
な
る
に
添
へ
て
、
御
心
の
隔
て
も

ま
さ
る
を
、
い
と
苦
し
く
思
は
ず
に
（
若
紫
①
二
二
六
頁
）

右
記
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
う
る
は
し
」
は
、「
乱
れ
た
る
と
こ
ろ
ま
じ
ら
ず
」
、

「
絵
に
描
き
た
る
も
の
の
姫
君
の
や
う
に
し
す
ゑ
ら
れ
て
、
う
ち
み
じ
ろ
き
た
ま
ふ

こ
と
も
か
た
く
」
の
あ
り
さ
ま
を
示
す
べ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
乱
れ

た
と
こ
ろ
も
、
う
ち
身
じ
ろ
ぐ
様
子
も
少
し
も
な
く
、
き
ち
ん
と
据
え
ら
れ
た
、「
絵

に
描
き
た
る
も
の
の
姫
君
」
の
よ
う
な
姿
が
「
う
る
は
し
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
か
し

ず
き
娘
葵
の
上
の
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
楊
貴
妃
は
絵
に
描
か
れ
て
あ
る

の
だ
か
ら
、
当
然
「
う
る
は
し
」
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
か
え
て
葵
の
上
は
、
「
と

け
が
た
く
」
や
「
心
も
と
け
ず
」
と
連
動
し
て
語
ら
れ
、
「
う
る
は
し
」
い
あ
り
さ

ま
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
注
意
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
、
「
う
る
は

し
」
の
対
極
の
性
質
が
「
な
つ
か
し
」
で
あ
る
か
ら
、
や
さ
し
く
て
、
親
し
み
が
あ

り
、
接
し
て
自
然
な
あ
り
さ
ま
を
い
う
。
そ
れ
が
桐
壺
更
衣
の
人
柄
で
あ
っ
た
。
注

意
し
た
い
点
は
、
楊
貴
妃
の
「
う
る
は
し
」
い
容
姿
に
よ
っ
て
、
「
対
極
の
負
性
」

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
「
な
つ
か
し
」
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
自
然
更
衣
の
「
な

つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
で
あ
っ
た
一
面
が
思
い
起
こ
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
が
、
帝
に
と
っ
て
更
衣
の
す
べ
て
で
は
な
く
、
一
面
に
す
ぎ
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
［
用
例
一
］
の
「
う
る
は
し
」
と
「
な
つ
か
し
」
の
関
係
に
は
も
う
一
つ

の
要
素
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
文
に
も
「
唐
め
い
た
る
よ
そ
ひ
は
う
る
は
し
う
こ
そ

あ
り
け
め
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
う
る
は
し
」
は
中
国
的
な
美
質
と
し
て
、「
な
つ
か

し
」
は
日
本
的
な
美
質
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、

以
前
「
や
は
ら
か
な
り
」
の
語
を
検
証
し
た
際
に
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
中
国
と
日

本
を
舞
台
と
す
る
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
お
い
て
、「
な
つ
か
し
」
は
、「
な
ま
め

か
し
」
や
「
や
は
ら
か
な
り
」
と
連
動
し
て
用
い
ら
れ
、
日
本
の
女
性
の
美
質
の
特

徴
と
し
て
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
注

）
。
帝
が
だ
れ
よ
り
も
寵
愛
す
る
日
本

の
更
衣
を
、
中
国
美
女
の
代
表
で
あ
る
楊
貴
妃
と
対
比
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

「
な
つ
か
し
」
と
見
ら
れ
た
更
衣
を
楊
貴
妃
以
上
の
美
女
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
い

わ
ば
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
こ
に
は
日
本
的
な
美
質
と
し
て
「
な
つ
か
し
」
の

優
位
性
が
読
み
取
れ
て
も
い
る
（
注

）
。
こ
の
よ
う
に
、［
用
例
一
］
の
「
な
つ
か

し
」
は
、
単
な
る
帝
に
と
っ
て
の
更
衣
の
魅
力
以
上
の
要
素
が
絡
ま
っ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
桐
壺
帝
に
と
っ
て
の
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
な
美
が
桐
壺
更

衣
の
美
質
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
、
帝
の
視
座
に
よ

る
更
衣
の
魅
力
に
つ
い
て
、
ほ
か
の
本
文
も
示
し
て
お
こ
う
。
森
一
郎
氏
が
、「
な

つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
な
美
の
ほ
か
に
、
注
目
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
注

）
。

「
ご
覧
ず
る
に
」
と
あ
る
た
め
、
帝
の
視
点
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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［
用
例
四
］

い
と
に
ほ
ひ
や
か
に
う
つ
く
し
げ
な
る
人
の
、
い
た
う
面
痩
せ
て
、

い
と
あ
は
れ
と
も
の
を
思
ひ
し
み
な
が
ら
、
言
に
出
で
て
も
聞
こ
え
や
ら
ず
、

あ
る
か
な
き
か
に
消
え
入
り
つ
つ
も
の
し
た
ふ
を
御
覧
ず
る
に
、
来
し
方
行
く

末
思
し
め
さ
れ
ず
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
を
泣
く
泣
く
契
り
の
た
ま
は
す
れ
ど
、
御

答
へ
も
え
聞
こ
え
た
ま
は
ず
、
ま
み
な
ど
も
い
と
た
ゆ
げ
に
て
、
い
と
ど
な
よ

な
よ
と
わ
れ
か
の
気
色
に
て
臥
し
た
れ
ば
、
い
か
さ
ま
に
と
思
し
め
し
ま
ど
は

る
（
桐
壺
巻
①
二
二
頁
）

更
衣
は
、
こ
の
幾
年
か
常
に
病
気
が
ち
の
身
で
あ
っ
た
。
袴
着
の
行
わ
れ
た
若
君
三

歳
の
年
の
夏
か
ら
重
く
患
い
衰
弱
し
て
い
く
。
右
は
、
更
衣
が
加
持
祈
祷
を
受
け
る

た
め
に
、
里
邸
に
退
出
す
る
直
前
の
場
面
で
あ
る
。

「
ら
う
た
し
」
、「
う
つ
く
し
」
を
も
っ
て
形
容
さ
れ
て
い
る
桐
壺
更
衣
は
、
非
常

に
美
し
く
可
憐
な
女
性
で
あ
り
、
そ
の
美
貌
も
大
層
つ
や
つ
や
と
し
た
美
し
さ
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
、
今
は
病
気
の
た
め
に
ひ
ど
く
面
や
つ
れ
し
て
、
し
み
じ
み

と
悲
し
い
と
思
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
言
葉
に
出
し
て
申
し
上
げ
る
こ
と
も
で
き

ず
、
人
心
地
も
な
く
絶
え
入
り
そ
う
な
様
子
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
泣
き
な

が
ら
約
束
す
る
帝
に
、
答
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
な
ざ
し
な
ど
も
大
層
だ
る
そ

う
で
、
常
よ
り
も
い
っ
そ
う
な
よ
な
よ
と
し
て
お
り
、
「
あ
る
か
な
き
か
」
、「
わ
れ

か
（
我
か
人
か
）」（
桐
壺
①
二
二
頁
）
の
意
識
も
な
い
状
態
で
横
に
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

こ
の
［
用
例
四
］
の
記
述
に
続
い
て
、
桐
壺
帝
と
更
衣
の
離
別
の
場
面
が
語
ら
れ

る
。
帝
の
「
限
り
あ
ら
む
道
に
も
後
れ
先
立
た
じ
と
契
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
を
。
さ
り

と
て
も
う
ち
棄
て
て
は
え
行
き
や
ら
じ
」（
桐
壺
①
二
二
頁
）
の
こ
と
ば
を
聞
い
て
、

更
衣
は
ま
こ
と
に
悲
し
い
と
思
い
な
が
ら
、
息
も
絶
え
絶
え
に
次
の
歌
を
詠
む
。

か
ぎ
り
と
て
別
る
る
道
の
悲
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り

い
と
か
く
思
ひ
た
ま
へ
ま
し
か
ば
（
桐
壺
巻
①
二
二
頁
）

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
上
野
辰
義
氏
は
、
物
語
自
体
が
桐
壺
更
衣
の
生
身
の
姿
を
十

全
に
描
い
て
い
な
い
た
め
に
、
そ
の
人
物
像
が
な
か
な
か
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て

こ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
こ
だ
け
は
、
更
衣
が
唯
一
「
自
分
の
人
生
を
本
当
に
自

分
の
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
明
確
な
自
己
の
意
志
を
有
す
る
女
と
し
て
」
、「
死
の
間

際
に
生
き
た
い
、
も
っ
と
は
や
く
に
心
底
こ
う
思
っ
て
い
た
ら
、
と
人
生
を
悔
い
主

体
性
に
目
覚
め
た
」
女
と
し
て
直
接
姿
を
さ
ら
し
、
我
々
の
前
に
現
れ
て
く
る
個
所

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
注

）
。

［
用
例
五
］

か
う
や
う
の
を
り
は
、
御
遊
び
な
ど
せ
さ
せ
た
ま
ひ
し
に
、
心
こ
と

な
る
物
の
音
を
掻
き
鳴
ら
し
、
は
か
な
く
聞
こ
え
出
づ
る
言
の
葉
も
、
人
よ
り

は
こ
と
な
り
し
け
は
ひ
容
貌
の
、
面
影
に
つ
と
添
ひ
て
思
さ
る
る
に
も
、
闇
の

現
に
は
な
ほ
劣
り
け
り
（
桐
壺
①
二
六
～
二
七
頁
）

引
用
文
は
、
野
分
め
い
た
風
が
吹
き
、
肌
寒
さ
を
感
じ
さ
せ
る
夕
暮
れ
の
こ
ろ
、
帝

が
靫
負
命
婦
と
い
う
女
房
を
、
更
衣
の
里
邸
へ
弔
問
に
遣
わ
し
て
か
ら
、
独
り
物
思
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い
に
ふ
け
っ
て
生
前
の
更
衣
を
追
懐
し
て
い
る
段
で
あ
る
。

「
か
う
や
う
の
を
り
」
―
夕
月
の
美
し
い
時
期
に
、
よ
く
管
弦
の
遊
び
な
ど
を
催

し
て
い
た
が
、
そ
の
際
に
桐
壺
更
衣
が
格
別
上
手
に
琴
を
掻
き
鳴
ら
し
、
ふ
と
口
に

す
る
言
葉
も
、
ほ
か
の
人
よ
り
優
れ
て
い
た
と
あ
る
。
そ
の
様
子
や
面
ざ
し
が
、
幻

と
な
っ
て
ひ
た
と
身
に
寄
り
添
っ
て
い
る
よ
う
に
、
帝
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
「
闇
の

現
」
は
、「
う
ば
た
ま
の
闇
の
現
は
さ
だ
か
な
る
夢
に
い
く
ら
も
ま
さ
ら
ざ
り
け
り
」

（
『
古
今
和
歌
集
』
恋
三
・
読
人
し
ら
ず
）
の
引
歌
で
あ
る
。
帝
が
思
い
だ
す
幻
の

更
衣
の
気
配
や
容
姿
は
、
ほ
か
の
妃
と
比
べ
て
、
格
別
に
優
れ
て
い
た
と
い
う
の
で

あ
る
が
、
そ
の
幻
の
更
衣
は
引
歌
と
は
逆
に
「
闇
の
現
」
に
劣
っ
て
い
た
と
帝
は
思

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
表
現
方
法
は
、
桐
壺
更
衣
の
人
物
像

の
特
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
女
を
理
想
の
女
性
と
し
て
設
定
す
る
た
め
の
物
語
の
方

法
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
注

）
。

こ
の
よ
う
に
、
更
衣
は
、
「
ら
う
た
げ
」、
「
い
と
に
ほ
ひ
や
か
に
う
つ
く
し
げ
な

る
人
」
と
形
容
さ
れ
て
お
り
、
帝
の
視
点
を
通
し
た
更
衣
の
、
ま
ず
は
、
鮮
や
か
で
、

輝
く
よ
う
な
美
し
さ
の
あ
る
、
愛
ら
し
い
女
性
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
浮
上
し

て
く
る
。
上
手
に
掻
き
鳴
ら
す
楽
器
の
音
も
「
心
こ
と
な
る
」
も
の
で
、
人
柄
は
「
な

つ
か
し
」
く
、
発
す
る
言
葉
な
ど
、
総
じ
て
の
様
子
・
容
貌
が
「
人
よ
り
こ
と
な
り

し
」
の
女
性
で
あ
っ
た
と
い
う
。

三
‐
二
、
藤
壺

続
い
て
は
、
藤
壺
に
見
ら
れ
る
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
に
つ
い
て
、
文
脈
に

即
し
て
改
め
て
検
討
す
る
。

［
用
例
六
］

い
と
心
憂
く
て
、
い
み
じ
き
御
気
色
な
る
も
の
か
ら
、
な
つ
か
し
う

ら
う
た
げ
に
、
さ
り
と
て
う
ち
と
け
ず
心
深
う
恥
づ
か
し
げ
な
る
御
も
て
な
し

な
ど
の
な
ほ
人
に
似
さ
せ
た
ま
は
ぬ
を
、
な
ど
か
な
の
め
な
る
こ
と
だ
に
う
ち

ま
じ
り
た
ま
は
ざ
り
け
む
と
、
つ
ら
う
さ
へ
ぞ
思
さ
る
る
（
若
紫
①
二
三
一
頁
）

こ
れ
は
、
「
若
紫
」
巻
に
描
か
れ
る
藤
壺
の
懐
妊
を
も
た
ら
し
、
二
人
の
生
涯
の
苦

悩
の
種
と
な
る
密
会
場
面
で
あ
る
。藤
壺
は
、
強
引
な
源
氏
の
仕
業
が
情
け
な
く
て
、

と
て
も
つ
ら
そ
う
な
様
子
で
あ
る
も
の
の
、
や
さ
し
く
か
わ
い
ら
し
い
、
と
い
っ
て

も
打
ち
解
け
た
様
子
を
見
せ
ず
、
慎
み
深
く
て
こ
ち
ら
が
気
づ
ま
り
な
ほ
ど
の
物
腰

な
ど
が
、
や
は
り
尋
常
の
人
と
は
違
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
源
氏
の
心
情
に
即

し
た
藤
壺
の
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
、
少
し
も
不
足
な
と
こ
ろ
の
な
い
藤

壺
の
あ
り
さ
ま
を
源
氏
は
か
え
っ
て
恨
め
し
く
思
っ
て
い
る
。

［
用
例
二
・
三
］
で
確
認
し
た
よ
う
に
、「
う
る
は
し
」
は
、「
と
け
が
た
く
」・「
心

も
と
け
ず
」
の
不
愛
想
な
あ
り
さ
ま
を
い
う
が
、
そ
の
対
極
の
美
質
と
し
て
あ
る
「
な

つ
か
し
」
は
自
然
打
ち
解
け
や
す
い
、
親
し
み
や
す
い
、
や
さ
し
い
女
性
に
用
い
ら

れ
る
。
し
か
し
、
右
の
藤
壺
評
を
改
め
て
見
て
み
よ
う
。
「
と
く
」・
「
う
ち
と
く
」

と
連
動
す
る
「
な
つ
か
し
」
で
は
あ
る
も
の
の
、
「
さ
り
と
て
」
を
も
っ
て
強
調
さ

れ
る
よ
う
に
、
藤
壺
の
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
は
、
桐
壺
更
衣
の
そ
れ
と
も
本

質
的
に
違
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
に
お
い
て
、
「
う
ち
と
け
ず
」
、「
心
深
う
」

「
恥
づ
か
し
げ
な
る
御
も
て
な
し
」
な
ど
の
方
に
重
み
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
な
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ほ
人
に
似
さ
せ
た
ま
は
ぬ
」
が
、
「
さ
り
と
て
う
ち
と
け
ず
心
深
う
恥
づ
か
し
げ
な

る
御
も
て
な
し
な
ど
」
に
か
か
っ
て
い
る
点
か
ら
も
、
こ
れ
こ
そ
が
藤
壺
の
本
質
と

し
て
、
源
氏
に
と
っ
て
の
魅
力
的
な
あ
り
か
た
と
し
て
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。

物
語
に
お
い
て
、
表
面
を
穏
や
か
に
、
も
の
や
わ
ら
か
に
、
や
さ
し
く
見
せ
な
が
ら
、

遠
慮
だ
て
を
す
て
ず
、
馴
れ
馴
れ
し
く
せ
ず
、
常
に
慎
み
の
心
を
わ
す
れ
な
い
、
思

慮
深
い
態
度
を
、
源
氏
が
女
性
に
求
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
源
氏
に
よ
っ
て
「
恥

づ
か
し
」
の
語
を
も
っ
て
賞
賛
さ
れ
る
女
性
は
そ
う
多
く
は
な
く
、
頻
用
さ
れ
て
い

る
こ
の
語
彙
が
、
藤
壺
の
美
質
を
特
徴
づ
け
て
い
る
も
の
と
し
て
あ
る
。

以
上
の
用
例
か
ら
、
藤
壺
の
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て
、「
さ
り
と
て
」
以
降
の
方
に

彼
女
の
本
質
、
魅
力
を
認
め
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
も
う
一
つ
、
更

衣
と
藤
壺
の
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
の
視
点
の
相
違
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
桐

壺
更
衣
の
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
な
美
の
評
価
は
、
桐
壺
帝
の
心
情
に
即
し
た

も
の
で
あ
る
た
め
に
、
安
易
に
、
源
氏
が
母
を
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
な
女
性

と
し
て
記
憶
し
て
い
た
と
は
は
っ
き
り
い
え
な
い
。
源
氏
が
希
求
す
る
と
こ
ろ
は
、

更
衣
と
同
様
に
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
な
面
で
あ
る
と
は
結
論
づ
け
ら
れ
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
源
氏
に
は
、
母
に
つ
い
て
の
記
憶
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た

と
、
物
語
が
そ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
藤
壺
が
、
母
更
衣
に
そ
っ
く
り
で
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
、
七
歳
の
こ
ろ
典
侍
の
言
葉
か
ら
知
っ
た
と
も
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な

く
、
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
源
氏
が
母
の
人
柄
に
つ
い
て
周
囲
の
桐
壺
更
衣
回
想
か

ら
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
確
認
す
る
が
、
後
宮
の

方
々
や
帝
付
き
の
女
房
が
、
更
衣
の
内
面
の
美
し
さ
を
懐
か
し
く
思
っ
て
い
る
よ
う

に
、
源
氏
は
母
に
つ
い
て
や
は
り
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
聞
か
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
二
人
の
女
性
の
人
物
像
に
つ
い
て
、
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
の

重
要
性
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
し
、
重
要
な
一
つ
の
美
質
と
考
え
て
い
い
だ
ろ

う
。
筆
者
が
い
い
た
い
こ
と
は
、
こ
の
表
現
を
も
っ
て
、
そ
れ
は
光
源
氏
が
す
べ
て

の
女
性
に
求
め
た
母
の
面
影
で
あ
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
確
認
し
た
い
点
は
、
藤
壺
と
更
衣
の
造
型
的

な
「
本
質
」
が
、
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
的
な
魅
力
以
外
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
詳
細
に
考
察
し
て
い
く
。

桐
壺
更
衣
の
人
物
像
に
つ
い
て
、
注
目
し
た
い
の
は
次
の
亡
き
更
衣
追
懐
の
記

述
で
あ
る
。

［
用
例
七
］

も
の
思
ひ
知
り
た
ま
ふ
は
、
さ
ま
容
貌
な
ど
の
め
で
た
か
り
し
こ
と
、

心
ば
せ
の
な
だ
ら
か
に
め
や
す
く
憎
み
が
た
か
り
し
こ
と
な
ど
、
今
ぞ
思
し
出

づ
る
（
桐
壺
①
二
五
）

［
用
例
八
］

さ
ま
あ
し
き
御
も
て
な
し
ゆ
ゑ
こ
そ
、
す
げ
な
う
そ
ね
み
た
ま
ひ
し

か
、
人
柄
の
あ
は
れ
に
情
あ
り
し
御
心
を
、
上
の
女
房
な
ど
も
恋
ひ
し
の
び
あ

へ
り
（
桐
壺
①
二
五
頁
）（
注

）

［
用
例
七
］
は
、
も
の
の
情
理
を
わ
き
ま
え
知
る
後
宮
の
女
性
た
ち
に
よ
る
更
衣
追

懐
の
場
面
で
あ
る
。
「
め
で
た
し
」
は
、
更
衣
の
優
れ
て
い
た
姿
、
顔
立
ち
な
ど
に

対
す
る
形
容
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
外
見
に
つ
い
て
は
、
総
体
的
に
「
め
で
た
し
」

の
語
を
も
っ
て
概
括
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
内
面
世
界
に
つ
い
て
は
、
気
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だ
て
が
穏
や
か
で
難
が
な
く
、
憎
め
な
い
方
で
あ
っ
た
と
詳
細
な
記
述
方
法
で
あ
る

点
に
注
意
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
さ
ま
容
貌
な
ど
の
め
で
た
か
り
し
こ
と
」

は
、
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
な
、
彼
女
の
可
憐
で
、
艶
や
か
な
美
し
い
魅
力
を
強
調

し
て
い
る
意
味
で
重
要
で
あ
る
。

次
の
［
用
例
八
］
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
更
衣
が
人
柄
ゆ
え
で
は
な
く
、
帝
の
見

苦
し
い
ま
で
の
寵
愛
ゆ
え
に
こ
そ
、
周
囲
か
ら
冷
た
く
さ
れ
妬
ま
れ
て
い
た
の
だ
と
、

更
衣
を
長
年
苦
し
ま
せ
て
い
た
人
々
の
嫉
妬
の
「
真
相
」
（
人
柄
ゆ
え
で
は
な
い
と

い
う
真
相
）
が
語
ら
れ
て
い
る
点
興
味
深
い
。
帝
の
傍
に
仕
え
て
い
る
女
房
は
み
な
、

更
衣
の
人
柄
の
や
さ
し
さ
、
愛
情
の
深
か
っ
た
心
を
偲
び
あ
っ
て
い
た
こ
と
が
、
右

の
用
例
か
ら
わ
か
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

確
認
し
た
通
り
、
桐
壺
更
衣
の
人
柄
に
つ
い
て
の
記
述
は
非
常
に
少
な
い
。
そ
の

な
か
で
も
、
更
衣
の
人
物
造
型
に
つ
い
て
は
、「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
な
美
に

注
目
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
［
用
例
七
・
八
］
の
人
物
追
懐
・
賛
美
も
、
重
要
な
も

の
と
し
て
注
目
す
べ
き
記
述
で
あ
る
と
考
え
る
。
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
の
評

言
は
、
悲
嘆
に
沈
み
、
明
け
暮
れ
「
長
恨
歌
」
の
よ
う
な
悲
恋
物
語
に
慰
め
を
求
め
、

絵
に
描
か
れ
た
楊
貴
妃
の
「
う
る
は
し
」
い
容
姿
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
、
そ
れ
と

は
対
比
・
対
照
的
で
あ
っ
た
更
衣
の
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
で
あ
っ
た
美
質
が

帝
の
脳
内
に
呼
び
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
。
さ
ら
に
は
、
そ

れ
が
帝
に
と
っ
て
の
更
衣
の
魅
力
の
す
べ
て
で
は
な
く
、
そ
の
一
面
に
ほ
か
な
ら
な

い
こ
と
に
つ
い
て
も
見
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、「
な
つ
か
し
」
は
「
な
ま
め
か
し
」

と
連
動
し
て
、
日
本
の
代
表
的
な
美
質
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
桐
壺
帝
に
と

っ
て
、
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
な
美
が
更
衣
の
最
大
の
魅
力
で
あ
っ
た
と
も
い

え
る
。
梅
野
き
み
子
氏
の
論
考
の
通
り
、
藤
壺
や
紫
の
上
に
両
語
彙
が
連
動
し
て
見

ら
れ
、
ま
た
は
、
源
氏
や
薫
と
い
う
主
要
男
性
に
両
語
彙
が
用
い
ら
れ
る
頻
用
が
高

い
点
も
注
目
さ
れ
よ
う
（
注

）
。
し
か
し
、
桐
壺
更
衣
に
は
、「
な
ま
め
か
し
」
き

美
の
使
用
が
確
認
で
き
な
い
点
、
留
意
し
て
お
こ
う
。

［
用
例
七
］
の
更
衣
賛
美
は
、
桐
壺
更
衣
を
知
っ
て
い
た
妃
た
ち
、
［
用
例
八
］

は
妃
た
ち
を
よ
く
見
知
っ
て
い
た
帝
側
近
の
女
房
の
評
価
で
あ
る
と
い
う
意
味
で

重
要
で
あ
る
。
最
愛
の
更
衣
を
亡
く
し
て
、
深
く
嘆
き
悲
し
み
、
途
方
に
暮
れ
て
い

た
帝
の
更
衣
回
想
と
違
っ
て
、
妃
た
ち
の
目
、
女
房
の
評
価
の
方
が
断
然
冷
静
な
評

価
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
評
価
の
視
点
も
重
要
で
あ
る
。
［
用

例
七
］
の
方
々
は
「
も
の
思
ひ
知
り
た
ま
ふ
」
妃
た
ち
で
あ
り
、［
用
例
八
］
の
「
上

の
女
房
」
は
、「
大
勢
の
お
妃
た
ち
に
対
し
て
、
本
来
中
立
的
な
立
場
に
あ
る
う
え
、

帝
の
お
側
に
参
る
女
御
、
更
衣
を
み
な
見
知
っ
て
い
る
の
で
、
比
較
で
き
る
位
置
に

い
る
」（
注

）
者
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
こ
れ
ら
の
更
衣
賛
美
は
、

世
の
情
理
を
よ
く
わ
か
る
方
々
、
そ
れ
に
後
宮
の
大
勢
の
女
御
・
更
衣
を
よ
く
見
知

り
、
中
立
的
な
立
場
に
あ
る
女
房
に
よ
る
評
価
と
し
て
は
、
信
頼
度
も
高
く
注
目
に

値
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
、
も
う
一
つ
注
目
し
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
更
衣
の

ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
評
価
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
妃
や
女

房
に
よ
っ
て
、
主
に
更
衣
の
気
立
て
の
穏
や
か
で
感
じ
が
よ
い
様
、
人
柄
の
優
し
さ
、

情
愛
深
さ
、
そ
し
て
思
い
や
り
の
あ
っ
た
心
が
な
つ
か
し
く
思
い
出
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
更
衣
は
非
常
に
内
面
の
美
し
い
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
が
鮮
や
か
に

浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
更
衣
の
あ
り
方
が
、
光
源
氏
の
女
性
観
に
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大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。

こ
こ
で
は
、
傍
線
部
分
の
表
現
に
注
目
す
る
。
光
源
氏
が
明
石
の
方
と
の
間
に
な

し
た
明
石
の
姫
君
の
教
育
に
つ
い
て
、
紫
の
上
に
忠
告
を
し
て
語
っ
た
も
の
だ
が
、

源
氏
好
み
の
女
性
の
魅
力
に
つ
い
て
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
記
述
で
あ
る
。
更
衣

回
想
の
［
用
例
七
］
と
よ
く
照
応
す
る
点
で
は
興
味
深
い
。

［
用
例
九
］

す
べ
て
女
は
、
た
て
て
好
め
る
こ
と
設
け
て
し
み
ぬ
る
は
、
さ
ま
よ

か
ら
ぬ
こ
と
な
り
。
何
ご
と
も
い
と
つ
き
な
か
ら
む
は
口
惜
し
か
ら
む
。
た
だ

心
の
筋
を
、
漂
は
し
か
ら
ず
も
て
し
づ
め
お
き
て
、
な
だ
ら
か
な
ら
む
の
み
な

む
、
め
や
す
か
る
べ
か
り
け
る
（
玉
鬘
③
一
三
九
頁
）

す
べ
て
女
は
、
一
つ
だ
け
好
き
な
こ
と
を
取
り
立
て
て
、
そ
れ
の
み
に
打
ち
込
む
の

は
体
裁
の
よ
い
も
の
で
は
な
い
。
一
方
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
ま
っ
た
く
不
案
内
と
い

う
の
も
よ
ろ
し
く
は
な
い
。
た
だ
自
分
の
考
え
だ
け
を
あ
や
ふ
や
で
な
く
し
っ
か
り

と
も
っ
て
、
表
面
は
穏
や
か
に
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
見
た
目
に
感
じ
が
よ
い
こ

と
で
し
ょ
う
、
と
源
氏
が
女
性
の
あ
り
方
（
彼
が
好
ま
し
い
と
す
る
女
性
の
あ
り
方
）

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。「
常
夏
」
巻
で
内
大
臣
が
述
べ
た
源
氏
の
姫
君
教
育
と
も

符
合
し
て
お
り
、
興
味
深
い
女
性
論
で
あ
る
（
注

）
。

［
用
例
八
］
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

次
に
あ
げ
た
藤
壺
崩
御
後
の
世
間
の
人
々
に
よ
る
追
懐
の
内
容
と
符
合
し
て
い
る

点
で
あ
る
。

［
用
例
十
］

か
し
こ
き
御
身
の
ほ
ど
と
聞
こ
ゆ
る
中
に
も
、
御
心
ば
へ
な
ど
の
、

世
の
た
め
に
も
あ
ま
ね
く
あ
は
れ
に
お
は
し
ま
し
て
、
豪
家
に
こ
と
寄
せ
て
、

人
の
愁
へ
と
あ
る
こ
と
な
ど
も
お
の
づ
か
ら
う
ち
ま
じ
る
を
、
い
さ
さ
か
も
さ

や
う
な
る
事
の
乱
れ
な
く
、
人
の
仕
う
ま
つ
る
こ
と
を
も
、
世
の
苦
し
み
と
あ

る
べ
き
こ
と
を
ば
と
ど
め
た
ま
ふ
（
薄
雲
②
四
四
七
頁
）

藤
壺
宮
は
、
三
七
歳
の
厄
年
を
乗
り
越
え
ら
れ
ず
、
平
癒
平
復
の
た
め
の
祈
り
な
ど

で
き
る
か
ぎ
り
の
こ
と
を
さ
れ
て
も
、
効
力
が
な
く
、
「
灯
火
な
ど
の
消
え
入
る
や

う
に
て
」
（
薄
雲
②
四
四
七
頁
）
崩
御
す
る
。
幼
い
時
分
か
ら
限
り
な
く
恋
い
慕
っ

た
、
ま
た
と
な
い
理
想
の
藤
壺
を
亡
く
し
て
か
ら
、
光
源
氏
も
念
誦
堂
に
引
き
こ
も

っ
て
、
日
一
日
を
泣
き
暮
ら
す
ほ
ど
、
悲
嘆
に
く
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
高
貴
な
身
分

の
方
々
の
中
で
も
、
藤
壺
の
気
立
て
が
、
世
間
に
対
し
て
も
一
様
に
慈
愛
深
か
っ
た

と
賛
美
さ
れ
て
い
る
。
権
勢
に
事
寄
せ
て
、
人
の
迷
惑
に
な
る
こ
と
な
ど
も
自
然
と

お
こ
る
も
の
だ
が
、
藤
壺
に
は
そ
の
よ
う
な
道
に
は
ず
れ
た
こ
と
が
ま
っ
た
く
な
く
、

人
が
奉
仕
す
る
こ
と
で
も
、
世
間
の
苦
し
み
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
と
ど
め
さ
せ
て

い
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
右
の
慈
愛
深
い
、
思
い
や
り
の
あ
る
気
立
て
の
賛
美
に
続

き
、
仏
事
供
養
に
当
た
っ
て
も
過
大
な
浪
費
は
慎
む
控
え
め
な
態
度
を
示
し
て
い
た

と
あ
り
、
何
の
分
別
も
な
い
仏
道
修
行
者
な
ど
ま
で
が
そ
の
よ
う
な
藤
壺
宮
の
崩
御

を
惜
し
ん
で
い
た
と
い
う
。
こ
の
藤
壺
の
「
御
心
ば
へ
な
ど
」
の
世
人
か
ら
の
賛
美

が
、
更
衣
の
女
房
に
よ
る
「
人
柄
の
あ
は
れ
に
情
あ
り
し
御
心
」
の
賞
賛
と
も
照
応

し
て
お
り
、
両
女
性
は
、「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
こ

の
よ
う
に
、
他
人
や
世
の
人
を
思
い
や
る
、
人
情
深
い
人
柄
で
あ
る
魅
力
に
お
い
て
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も
共
通
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
女
房
に
よ
る
桐
壺
更
衣
評
が
、
藤
壺
の
人

物
像
と
も
通
じ
る
重
要
な
評
言
の
一
つ
と
い
え
る
。
こ
の
関
連
か
ら
、「
葵
」
巻
の
、

葵
の
上
と
六
条
御
息
所
の
車
争
い
の
事
件
後
に
、
光
源
氏
が
正
妻
の
態
度
・
人
柄
を

批
判
し
て
い
る
記
述
も
、
合
わ
せ
て
検
討
す
る
。

［
用
例
十
一
］

な
ほ
、
あ
た
ら
、
重
り
か
に
お
は
す
る
人
の
、
も
の
に
情
お
く
れ
、

す
く
す
く
し
き
と
こ
ろ
つ
き
た
ま
へ
る
あ
ま
り
に
、
み
づ
か
ら
は
さ
し
も
思
さ

ざ
り
け
め
ど
も
、
か
か
る
な
か
ら
ひ
は
情
か
は
す
べ
き
も
の
と
も
思
い
た
ら
ぬ

御
掟
に
従
ひ
て
、
次
々
よ
か
ら
ぬ
人
の
せ
さ
せ
た
る
な
ら
む
か
し
（
葵
②
二
六

頁
）

「
う
る
は
し
」
の
語
の
検
討
で
も
見
た
通
り
、
葵
の
上
は
、
確
か
に
桐
壺
更
衣
と
は

対
照
的
な
人
柄
の
女
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
な
美
に
お
い

て
の
み
で
は
な
か
っ
た
。
葵
の
上
の
人
物
像
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
桐
壺
更
衣
像
を

見
る
な
ら
ば
、「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
な
美
に
注
目
さ
れ
る
が
、「
あ
は
れ
」
や

「
情
」
を
知
る
と
い
う
人
間
像
は
、
源
氏
が
希
求
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
藤
壺
の

魅
力
と
も
通
底
し
て
い
る
こ
と
が
見
逃
せ
な
い
。

こ
れ
ま
で
、
更
衣
と
藤
壺
の
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
な
美
の
共
通
性
は
、
両

女
性
の
本
質
と
さ
れ
、
光
源
氏
の
希
求
す
る
女
性
像
と
見
ら
れ
て
き
た
が
、
本
章
で

は
、
ま
ず
視
点
の
相
違
に
注
目
し
た
。
更
衣
の
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
評
は
帝

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
生
母
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
記
憶
を
持
た
な
か
っ
た
源
氏
が
、

藤
壺
と
の
酷
似
に
つ
い
て
女
房
や
周
囲
の
更
衣
賞
賛
か
ら
聞
き
知
り
、［
用
例
七
・

八
］
の
よ
う
な
後
宮
の
方
々
お
よ
び
女
房
に
よ
る
更
衣
賛
美
が
母
像
、
何
よ
り
も
女

性
像
の
形
成
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。
い
ま
ま
で
注
目

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
心
ば
せ
の
な
だ
ら
か
に
め
や
す
く
憎
み
が
た
り
し
こ
と
」、

「
人
柄
の
あ
は
れ
に
情
あ
り
し
御
心
」
の
評
価
が
、
藤
壺
の
人
柄
、
葵
の
上
へ
の
批

判
と
の
関
連
か
ら
見
て
も
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
り
、
後
宮
に
お
け
る
人
間
の
美

し
く
魅
力
的
な
女
性
と
し
て
の
更
衣
の
造
型
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
こ
よ
う
。

四
、
藤
壺
像
の
再
検
討

四
‐
一
、
理
想
的
な
女
性
と
し
て
の
造
型

藤
壺
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
［
用
例
六
］
の
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
な
美

の
再
検
討
の
際
に
、
少
し
ふ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず
初
期
の
人
物
評
価
を
め
ぐ

っ
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

［
用
例
十
二
］

先
帝
の
四
の
宮
の
、
御
容
貌
す
ぐ
れ
た
ま
へ
る
聞
こ
え
高
く
お
は

し
ま
す
、
母
后
世
に
な
く
か
し
づ
き
き
こ
え
た
ま
ふ
を
（
桐
壺
①
四
一
頁
）

こ
れ
は
、
帝
付
き
の
女
房
で
あ
る
典
侍
か
ら
、
亡
き
桐
壺
更
衣
に
生
き
写
し
の
藤
壺

の
話
が
持
ち
出
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
先
帝
の
第
四
皇
女
で
、
「
母
后
」
が
先
帝
の

皇
后
で
あ
る
か
ら
、
桐
壺
更
衣
と
は
違
っ
て
、
申
し
分
の
な
い
、
高
貴
な
身
分
の
姫
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宮
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。
器
量
が
優
れ
て
い
る
と
世
間
で
も
評
判
の
高
い
方
で
、
母

后
が
ま
た
と
な
く
大
切
に
育
て
て
い
た
。
こ
の
典
侍
は
、
先
帝
の
御
代
に
も
仕
え
て

い
た
人
で
、
母
后
の
御
殿
に
も
親
し
く
し
出
入
り
を
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
自
然
と

四
の
宮
の
姿
を
幼
少
だ
っ
た
時
か
ら
見
て
お
り
、
今
も
ち
ら
と
見
る
こ
と
が
あ
る
人

で
あ
っ
た
。
そ
の
典
侍
は
帝
に
次
の
よ
う
に
奏
上
し
た
。

［
用
例
十
三
］

亡
せ
た
ま
ひ
に
し
御
息
所
の
御
容
貌
に
似
た
ま
へ
る
人
を
、
三
代

の
宮
仕
に
伝
は
り
ぬ
る
に
、
え
見
た
て
ま
つ
り
つ
け
ぬ
を
、
后
の
宮
の
姫
宮
こ

そ
い
と
よ
う
お
ぼ
え
て
生
ひ
出
で
さ
せ
た
ま
へ
り
け
れ
。
あ
り
が
た
き
御
容
貌

人
に
な
ん
（
桐
壺
①
四
二
頁
）

三
代
の
帝
に
仕
え
て
き
た
間
に
、
亡
き
御
息
所
（
＝
桐
壺
更
衣
）
の
顔
だ
ち
に
似
る

人
を
見
か
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
こ
の
姫
宮
こ
そ
は
、（
今
ま
で
見
て
き
た
中

で
）
、
亡
き
更
衣
に
実
に
よ
く
似
通
う
姿
に
成
長
し
て
い
る
。
世
に
も
ま
れ
な
容
貌

の
美
し
い
方
で
あ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。「
ゆ
か
り
の
女
性
た
ち
が
姉
妹
・
母
娘
・

叔
母
姪
と
い
う
よ
う
に
血
の
つ
な
が
り
を
有
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
容
姿
も
通
い
あ
う
も

の
と
設
定
さ
れ
て
い
る
中
で
、
藤
壺
―
桐
壺
更
衣
だ
け
は
い
わ
ば
他
人
の
空
似
で
あ

っ
て
血
の
つ
な
が
り
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（
注

）
と
い
う
伊
藤
博
氏
の

意
見
の
通
り
で
あ
る
。
留
意
し
た
い
点
は
、
典
侍
が
、
三
代
と
い
う
長
期
に
わ
た
っ

て
宮
仕
え
し
て
き
た
間
（「
三
代
の
宮
仕
に
伝
は
り
ぬ
る
に
」
は
、
か
な
り
長
期
に

わ
た
る
「
期
間
」
の
強
調
の
意
味
で
あ
る
と
と
ら
え
た
い
）
に
、
数
多
く
の
女
性
を

見
か
け
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
藤
壺
こ
そ
が
、
他
の
ど
な
た
よ
り
も
、
亡
き
更
衣

に
酷
似
す
る
容
貌
を
し
て
い
る
ま
さ
に
「
空
似
」
の
姫
君
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

そ
し
て
、
次
は
、
藤
壺
が
入
内
し
て
か
ら
、
桐
壺
帝
が
彼
女
を
目
の
あ
た
り
に
し

た
時
の
感
想
で
あ
る
。

［
用
例
十
四
］

げ
に
御
容
貌
あ
り
さ
ま
あ
や
し
き
ま
で
ぞ
お
ぼ
え
た
ま
へ
る
。
こ

れ
は
、
人
の
御
際
ま
さ
り
て
、
思
ひ
な
し
め
で
た
く
、
人
も
え
お
と
し
め
き
こ

え
た
ま
は
ね
ば
、
う
け
ば
り
て
あ
か
ぬ
こ
と
な
し
（
桐
壺
①
四
二
～
四
三
頁
）

典
侍
が
言
っ
た
通
り
、
本
当
に
そ
の
顔
立
ち
姿
が
不
思
議
な
ほ
ど
亡
き
更
衣
に
似
て

い
た
。
「
あ
や
し
き
ま
で
ぞ
」
の
表
現
に
注
意
し
た
い
。
似
る
は
ず
の
な
い
者
同
士

の
酷
似
に
対
す
る
感
嘆
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
、
藤
壺
の
方
が
、
「
人
の
御
際
ま
さ

り
て
」
と
身
分
が
高
く
て
、
そ
う
思
っ
て
見
る
せ
い
か
申
し
分
な
く
、
ど
な
た
も
悪

様
に
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
気
兼
ね
す
る
こ
と
も
な
く
、
何
一
つ
不
足
の
な

い
方
で
あ
っ
た
。
典
侍
の
奏
上
に
見
え
た
「
あ
り
が
た
し
」
の
語
に
続
き
、
「
め
で

た
し
」、「
あ
か
ぬ
こ
と
な
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
帝
の
評
価
は
器
量
よ
し
や

教
養
な
ど
の
ほ
か
に
、
更
衣
よ
り
身
分
も
立
派
で
あ
る
点
に
比
重
が
あ
る
評
価
と
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
藤
壺
の
何
一
つ
不
足
の
な
い
、
申
し
分
な
く
立
派
な
、
完
璧

な
あ
り
さ
ま
は
、
そ
の
よ
う
な
身
分
の
高
貴
さ
、
皇
女
で
あ
る
ゆ
え
の
「
思
ひ
な
し
」

に
よ
る
点
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。
世
間
か
ら
は
、
藤
壺
が
輝
く
よ
う
な
美
貌
と

帝
か
ら
の
ま
ば
ゆ
い
寵
愛
ぶ
り
ゆ
え
に
「
か
か
や
く
日
の
宮
」
（
桐
壺
①
四
四
頁
））

と
称
賛
さ
れ
て
い
た
。
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こ
れ
ま
で
藤
壺
の
評
価
は
、
世
の
人
々
、
桐
壺
帝
近
侍
の
女
房
、
そ
し
て
帝
自
身

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
以
下
の
用
例
は
、
ほ
と
ん
ど
光
源
氏
の
視
座
の

も
の
で
あ
り
、
彼
の
心
情
を
通
し
た
藤
壺
像
が
見
え
て
く
る
。

藤
壺
入
内
時
に
、
後
宮
の
ほ
か
の
妃
方
が
そ
れ
ぞ
れ
優
劣
な
く
実
に
立
派
で
は
あ

っ
た
が
、
多
少
若
い
盛
り
を
過
ぎ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
藤
壺
は
「
い
と
若
う
う
つ

く
し
げ
」
（
桐
壺
①
四
三
頁
）
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
若
く
て
美
し
い
美
貌
の
藤
壺

を
源
氏
は
近
く
で
見
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
入
内
時
の
藤
壺
の
年
齢
は
十
六
歳
、

光
源
氏
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
八
～
十
一
歳
で
あ
る
。
源
氏
が
元
服
す
る
ま
で
に
、

常
に
父
帝
の
傍
に
お
か
れ
、
妃
た
ち
の
所
に
も
付
い
て
行
き
、
御
簾
の
内
に
も
入
る

こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
の
で
、
自
然
に
妃
た
ち
の
姿
を
ち
ら
と
見
か
け
る
こ
と
が
で

き
て
い
た
。

光
源
氏
に
は
母
の
面
影
が
少
し
も
記
憶
に
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

述
べ
た
。
あ
の
典
侍
の
、
藤
壺
が
亡
き
更
衣
に
「
い
と
よ
う
似
た
ま
へ
り
」
（
桐
壺

①
四
三
頁
）
と
す
る
奏
上
、
そ
し
て
父
帝
の
藤
壺
へ
の
頼
み
込
み
の
言
葉
―
「
な
疎

み
た
ま
ひ
そ
。
あ
や
し
く
よ
そ
へ
き
こ
え
つ
べ
き
心
地
な
ん
す
る
。
な
め
し
と
思
さ

で
、
ら
う
た
く
し
た
ま
へ
。
つ
ら
つ
き
、
ま
み
な
ど
は
い
と
よ
う
似
た
り
し
ゆ
ゑ
、

か
よ
ひ
て
見
え
た
ま
ふ
も
似
げ
な
か
ら
ず
な
む
」（
桐
壺
①
四
四
頁
）
を
耳
に
し
て
い

る
の
で
、「
若
き
御
心
地
に
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
て
」（
桐
壺
①
四
三

頁
）
、
い
つ
も
藤
壺
の
傍
に
参
り
た
い
、
身
近
に
馴
れ
む
つ
び
、
姿
を
見
て
い
た
い

と
思
い
、
藤
壺
を
慕
う
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
源
氏
は
十
二
歳
で
元
服
す
る
。
そ

の
後
、
元
服
以
前
の
よ
う
に
御
簾
の
内
に
入
れ
て
も
ら
え
な
く
な
る
の
で
、
藤
壺
へ

の
慕
心
が
募
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

［
用
例
十
五
］

心
の
中
に
は
、
た
だ
、
藤
壺
の
御
あ
り
さ
ま
を
た
ぐ
ひ
な

し
と
思
ひ
き
こ
え
て
、
さ
や
う
な
ら
む
人
を
こ
そ
見
め
、
似
る
人
な
く

も
お
は
し
け
る
か
な
、（
中
略
）
幼
き
ほ
ど
の
心
ひ
と
つ
に
か
か
り
て
、

い
と
苦
し
き
ま
で
ぞ
お
は
し
け
る
（
桐
壺
①
四
九
頁
）

心
の
中
で
は
、
一
途
に
、
藤
壺
の
あ
り
さ
ま
を
比
類
な
い
も
の
と
思
い
、
そ
の
よ
う

な
人
を
こ
そ
妻
に
し
た
い
も
の
だ
、
似
る
人
も
な
い
方
と
考
え
て
い
る
。
少
年
源
氏

が
、
藤
壺
に
は
ま
ず
母
の
面
影
を
見
出
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
源
氏
の
「
母
へ
の
憧

れ
が
理
想
の
女
性
へ
の
憧
れ
に
移
る
」
（
新
全
集
頭
注
）
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
源
氏

に
よ
る
評
価
に
お
い
て
も
、
藤
壺
が
「
た
ぐ
ひ
な
し
」
「
似
る
人
な
し
」
の
存
在
と

し
て
見
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。

次
の
用
例
は
、
帚
木
巻
の
「
雨
夜
の
品
定
め
」
で
あ
る
。

［
用
例
十
六
］

こ
れ
に
、
足
ら
ず
、
ま
た
、
さ
し
過
ぎ
た
る
こ
と
な
く
も
の
し
た

ま
ひ
け
る
か
な
と
あ
り
が
た
き
に
も
、
い
と
ど
胸
ふ
た
が
る
（
帚
木
①
九
〇
～

九
一
頁
）

頭
中
将
、
左
馬
頭
、
藤
式
部
丞
の
語
っ
た
中
流
の
女
性
の
魅
力
と
理
想
の
妻
の
得
難

さ
に
つ
い
て
の
女
性
論
を
聞
き
な
が
ら
、
光
源
氏
は
、
た
だ
藤
壺
一
人
の
あ
り
さ
ま

を
心
の
中
に
思
う
場
面
に
な
る
。
藤
壺
は
、
足
り
な
い
、
ま
た
出
過
ぎ
た
こ
と
も
な

く
、
類
な
い
方
だ
と
思
い
、
ま
す
ま
す
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
る
。
こ
れ
は
、
女
性
経
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験
が
豊
富
な
男
性
三
人
の
女
性
談
義
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
源
氏
が
出
し
た
結
論
で

あ
り
、
藤
壺
こ
そ
が
彼
に
と
っ
て
の
申
し
分
な
く
立
派
な
、
完
全
な
、
理
想
の
女
性

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
藤
壺
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、「
す
ぐ
る
」「
あ
り
が
た
し
」

「
め
で
た
し
」
「
あ
か
ぬ
こ
と
な
し
」
「
た
ぐ
ひ
な
し
」「
似
る
人
な
し
」「
足
ら
ず
、

ま
た
、
さ
し
過
ぎ
た
る
こ
と
な
し
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
器
量
よ
し
の
優
れ
て
い

る
、
ど
こ
も
申
し
分
な
く
、
何
一
つ
不
足
も
な
く
、
似
る
人
も
な
く
、
こ
の
世
に
唯

一
の
、
比
類
の
な
い
方
と
し
て
、
は
じ
め
か
ら
理
想
的
な
女
性
と
し
て
設
定
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
想
女
性
と
し
て
の
魅
力
は
朧
化
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的
に

明
示
さ
れ
て
い
な
い
点
が
初
期
の
藤
壺
像
の
特
徴
で
あ
る
。
藤
壺
は
、魅
力
豊
か
な
、

理
想
的
な
女
性
で
あ
っ
た
桐
壺
更
衣
の
身
分
的
な
欠
点
が
な
く
、
更
衣
よ
り
格
段
に

身
分
が
高
く
、
高
貴
な
血
筋
の
皇
女
で
あ
り
、
弘
徽
殿
大
后
も
凌
駕
し
て
い
た
。
さ

ら
に
、
身
代
わ
り
で
あ
り
な
が
ら
、
何
一
つ
欠
点
の
な
い
藤
壺
が
、
女
と
し
て
ま
た

母
と
し
て
帝
や
光
源
氏
に
自
然
に
慕
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
男
性
に
と
っ
て
の
藤
壺

の
女
と
し
て
の
理
想
性
は
、
そ
の
よ
う
な
、
高
貴
な
血
筋
お
よ
び
慕
情
ゆ
え
の
「
思

ひ
な
し
」
に
因
る
点
も
興
味
深
い
。［
用
例
十
四
］
に
見
え
る
「
こ
れ
は
、
人
の
御

際
ま
さ
り
て
、
思
ひ
な
し
め
で
た
く
」
の
帝
の
感
想
も
そ
う
で
あ
る
が
、
ほ
か
に
も

同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

［
用
例
十
七
］

こ
と
に
つ
く
ろ
ひ
て
も
あ
ら
ぬ
御
書
き
ざ
ま
な
れ
ど
、
あ
て
に
気

高
き
は
思
ひ
な
し
な
る
べ
し
。
筋
変
り
い
ま
め
か
し
う
は
あ
ら
ね
ど
、
人
に
は

こ
と
に
書
か
せ
た
ま
へ
り
（
賢
木
②
一
二
九
頁
）

右
は
、
藤
壺
の
筆
跡
に
つ
い
て
の
評
価
で
あ
る
が
、
容
貌
を
見
る
こ
と
が
困
難
な
平

安
時
代
に
お
い
て
、
筆
跡
は
そ
の
女
性
の
「
顔
」
で
も
あ
っ
た
。
特
に
取
り
繕
っ
て

も
い
な
い
書
き
ぶ
り
で
あ
る
け
れ
ど
、
上
品
で
気
高
い
の
は
、
藤
壺
中
宮
を
そ
の
よ

う
な
方
と
受
け
止
め
て
い
る
思
い
の
せ
い
だ
ろ
う
と
あ
る
。
書
風
が
あ
ら
た
ま
っ
て

当
世
風
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
ほ
か
の
人
と
は
異
な
っ
て
格
別
な
書
き
ぶ
り
で
あ

る
と
い
う
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
源
氏
の
「
思
ひ
な
し
」
に
よ
る
藤
壺
の
「
あ
て
に

気
高
き
」
手
筋
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
藤
壺
の
理
想
化
に
は
、
源
氏
自
ら
の
思
い
が

大
き
く
作
用
し
て
い
る
と
わ
か
る
。そ
し
て
、
筆
跡
に
つ
い
て
も
「
人
に
は
こ
と
に
」

と
あ
り
、
ほ
か
の
ど
な
た
と
も
違
っ
て
い
る
、
こ
の
世
に
ま
た
と
な
く
格
別
な
、
並

外
れ
て
す
ぐ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
藤
壺
の
独
自
性
・
特
有
性
が
あ
る
。
以
下
も
、
源

氏
の
「
思
ひ
な
し
」
に
よ
る
、
藤
壺
の
紫
の
上
に
も
ま
さ
る
魅
力
に
つ
い
て
語
ら
れ

て
い
る
。

［
用
例
十
八
］

「
な
ほ
、
い
と
苦
し
う
こ
そ
あ
れ
。
世
や
尽
き
ぬ
ら
む
」
と
て
、

外
の
方
を
見
出
だ
し
た
ま
へ
る
か
た
は
ら
目
、
言
ひ
知
ら
ず
な
ま
め
か
し
う
見

ゆ
。
御
く
だ
も
の
を
だ
に
と
て
、
ま
ゐ
り
す
ゑ
た
り
。（
中
略
）
世
の
中
を
い
た

う
思
し
な
や
め
る
気
色
に
て
、
の
ど
か
に
な
が
め
入
り
た
ま
へ
る
、
い
み
じ
う

ら
う
た
げ
な
り
。
髪
ざ
し
、
頭
つ
き
、
御
髪
の
か
か
り
た
る
さ
ま
、
限
り
な
き

に
ほ
は
し
さ
な
ど
、
た
だ
か
の
対
の
姫
君
に
違
ふ
と
こ
ろ
な
し
。
年
ご
ろ
す
こ

し
思
ひ
忘
れ
た
ま
へ
り
つ
る
を
、
あ
さ
ま
し
き
ま
で
お
ぼ
え
た
ま
へ
る
か
な
と

見
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
す
こ
し
も
の
思
ひ
は
る
け
ど
こ
ろ
あ
る
心
地
し
た
ま
ふ
。
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気
高
う
恥
づ
か
し
げ
な
る
さ
ま
な
ど
も
、
さ
ら
に
こ
と
人
と
も
思
ひ
わ
き
が

た
き
を
、
な
ほ
、
限
り
な
く
昔
よ
り
思
ひ
し
め
き
こ
え
て
し
心
の
思
ひ
な
し
に

や
、
さ
ま
こ
と
に
い
み
じ
う
ね
び
ま
さ
り
た
ま
ひ
に
け
る
か
な
と
た
ぐ
ひ
な
く

お
ぼ
え
た
ま
ふ
に
、
心
ま
ど
ひ
し
て
（
賢
木
②
一
〇
九
～
一
一
〇
頁
）

藤
壺
は
、
源
氏
と
の
関
係
が
露
見
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
幼
い
東
宮
の
た
め
を
思
い
、

あ
の
よ
う
な
逢
瀬
が
二
度
と
な
い
よ
う
に
と
、「
お
ぼ
し
い
た
ら
ぬ
こ
と
な
く
」（
賢

木
②
一
〇
七
頁
）
彼
を
遠
ざ
け
て
い
た
の
に
、
ま
た
も
、
そ
し
て
あ
ま
り
に
も
突
然

に
源
氏
が
侵
入
し
て
く
る
場
面
で
あ
る
。

源
氏
に
は
、
ぼ
ん
や
り
と
外
の
方
を
見
や
っ
て
い
る
藤
壺
の
横
顔
が
、
い
い
よ
う

も
な
く
優
美
に
見
受
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
身
の
上
を
ひ
ど
く
思
い
悩
ん
で
い

る
様
子
で
、
静
か
に
物
思
い
に
沈
ん
で
い
る
そ
の
姿
が
、
た
い
そ
う
い
た
わ
し
く
感

じ
ら
れ
て
い
る
。
次
に
、
源
氏
の
視
線
は
、
「
か
た
は
ら
目
」
か
ら
、
女
性
美
の
重

要
な
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
髪
の
生
え
際
、
か
か
り
具
合
な
ど
に
移
る
。
藤
壺

の
髪
の
生
え
際
、
頭
つ
き
、
髪
の
背
に
か
か
っ
て
い
る
様
子
や
、
こ
の
上
な
い
つ
や

や
か
な
美
し
さ
な
ど
が
、
た
だ
あ
の
紫
の
上
と
違
っ
た
と
こ
ろ
が
な
く
そ
っ
く
り
で

あ
っ
た
。
源
氏
が
元
服
し
て
か
ら
、
藤
壺
と
逢
っ
た
の
は
「
若
紫
」
巻
の
十
八
歳
の

時
の
一
度
だ
け
で
あ
っ
た
。
藤
壺
自
身
、
源
氏
と
の
逢
瀬
を
逃
れ
よ
う
と
あ
ら
ゆ
る

思
案
を
し
て
、
厳
重
に
距
離
を
と
る
よ
う
に
努
め
て
い
た
の
で
、
源
氏
も
藤
壺
の
容

姿
に
つ
い
て
記
憶
が
薄
れ
、
紫
の
上
と
の
酷
似
に
つ
い
て
思
い
起
こ
す
機
会
も
自
然

な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
今
改
め
て
、
藤
壺
と
紫
の
上
の
容
姿
が
驚
く
ほ
ど

よ
く
似
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
、
少
し
物
思
い
を
晴
ら
す
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う

な
気
ま
で
す
る
。
こ
の
と
き
、
紫
の
上
は
一
六
歳
、源
氏
と
の
新
枕
が
済
ん
で
い
た
。

藤
壺
が
二
九
歳
ぐ
ら
い
で
は
あ
る
が
、
そ
の
愛
ら
し
い
、
若
々
し
く
て
し
っ
と
り
と

し
た
美
し
さ
、
つ
や
や
か
な
美
貌
が
鮮
や
か
で
印
象
的
で
あ
る
。
ま
た
、
藤
壺
は
三

七
歳
に
な
っ
て
も
そ
の
若
々
し
さ
を
保
ち
続
け
て
い
た
（
注

）
。

［
用
例
十
八
］
の
記
述
に
戻
る
が
、
垣
間
見
の
様
子
は
ま
だ
ま
だ
続
く
。
藤
壺
の

気
品
が
あ
り
、
気
お
く
れ
を
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
様
子
な
ど
も
、
紫
の
上
と
別
人
と

は
思
え
な
い
ぐ
ら
い
似
通
っ
て
は
い
た
の
だ
が
、
や
は
り
、
限
り
な
く
昔
か
ら
、
藤

壺
を
深
く
心
に
し
み
て
思
っ
て
き
た
そ
の
気
持
ち
の
せ
い
な
の
か
、
彼
女
の
方
が
格

別
で
、
年
と
と
も
に
一
層
美
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
な
、
と
源
氏
は
藤
壺
を
類
な

く
思
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
藤
壺
の
こ
の
よ
う
な
「
た
ぐ
ひ
な
し
」
の
様
子
が
、

「
限
り
な
く
昔
よ
り
思
ひ
し
め
き
こ
え
て
し
心
の
思
ひ
な
し
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
て

い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
藤
壺
の
並
ぶ
も
の
が
な
い
立
派
さ
、
理
想
性
の

カ
ギ
が
桐
壺
帝
や
源
氏
の
「
心
」
に
あ
る
こ
と
が
、
藤
壺
像
の
一
つ
の
特
性
で
あ
っ

た
。藤

壺
宮
の
造
型
に
つ
い
て
、
ま
ず
い
い
た
い
こ
と
は
、
は
じ
め
か
ら
、
物
語
の
理

想
的
な
女
性
と
し
て
登
場
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
初
期
に
お
け
る
藤
壺
賛

美
の
記
述
か
ら
い
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
理
想
的
な
藤
壺
は
、
帝
や
源

氏
か
ら
の
「
お
も
ひ
な
し
」
ゆ
え
に
理
想
的
に
感
じ
取
ら
れ
て
い
く
点
が
見
逃
せ
な

い
。
初
期
の
朧
化
的
な
表
現
方
法
は
、
藤
壺
宮
を
理
想
的
な
女
性
と
し
て
描
く
た
め

の
手
法
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
以
降
の
用
例
に
お
い
て
は
、
そ
の
人
物
像
・
人

間
像
が
よ
り
鮮
や
か
に
語
ら
れ
て
い
き
、
次
第
に
具
体
像
が
見
え
て
く
る
。
そ
し
て
、
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源
氏
に
と
っ
て
の
藤
壺
の
女
性
と
し
て
の
魅
力
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
確
認
で
き

る
。

四
‐
二
、
聡
明
な
女
性
と
し
て
の
造
型

こ
の
章
に
お
い
て
は
、
光
源
氏
に
と
っ
て
の
理
想
の
女
性
藤
壺
の
魅
力
に
つ
い
て

検
討
す
る
。
次
に
掲
げ
る
引
用
は
、［
用
例
十
八
］
に
続
く
記
述
で
あ
る
。

［
用
例
十
九
］

あ
ら
ざ
り
し
こ
と
に
は
あ
ら
ね
ど
、
あ
ら
た
め
て
い
と
口
惜
し
う

思
さ
る
れ
ば
、
な
つ
か
し
き
も
の
か
ら
い
と
よ
う
の
た
ま
ひ
の
が
れ
て
、
今
宵

も
明
け
て
ゆ
く
。（
賢
木
②
一
一
一
頁
）

源
氏
は
藤
壺
に
魅
了
さ
れ
、
長
年
自
制
し
て
い
た
心
も
乱
れ
て
、
御
帳
の
内
に
入
り

込
ん
で
し
ま
う
。
そ
し
て
、
理
性
を
失
い
、
長
年
の
恨
み
言
を
泣
き
な
が
ら
訴
え
る
。

藤
壺
は
、
一
度
あ
っ
た
源
氏
と
の
過
失
を
繰
り
返
し
て
は
い
け
な
い
と
思
い
な
が

ら
も
、
今
の
状
態
の
源
氏
の
気
持
ち
を
慰
め
つ
つ
、
や
さ
し
く
は
あ
る
も
の
の
、
大

層
よ
く
言
い
逃
が
れ
る
。
相
手
を
思
い
や
り
、
心
遣
い
、
や
さ
し
く
ふ
る
ま
い
な
が

ら
、「
い
と
よ
う
の
た
ま
ひ
の
が
れ
」
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
や
は
り
才
知
に
富

ん
だ
藤
壺
の
気
質
の
す
ぐ
れ
て
い
る
証
左
で
あ
る
。
「
せ
め
て
従
ひ
き
こ
え
ざ
ら
む

も
、
か
た
じ
け
な
く
心
恥
づ
か
し
き
御
け
は
ひ
な
れ
ば
」（
賢
木
②
一
一
一
頁
）、
と

源
氏
も
無
理
に
逆
ら
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。「
か
た
じ
け
な
し
」
の
語
に
よ
っ

て
、
強
い
拒
絶
に
あ
っ
て
も
、
従
う
し
か
な
い
と
思
う
源
氏
の
、
も
と
も
と
出
自
の

高
貴
な
、
今
は
中
宮
と
い
う
立
場
に
あ
る
藤
壺
に
対
す
る
恐
れ
多
い
気
持
ち
が
示

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
語
は
、「
気
高
し
」
、「
恥
づ
か
し
」
の
語
と
と
も
に
藤

壺
の
造
型
的
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
語
彙
で
あ
る
。

［
用
例
二
十
］

お
ほ
か
た
の
こ
と
ど
も
、
宮
の
御
事
に
ふ
れ
た
る
こ
と
な
ど
を
ば
、

う
ち
頼
め
る
さ
ま
に
、
す
く
よ
か
な
る
御
返
り
ば
か
り
聞
こ
え
た
ま
へ
る
を
、

さ
も
心
か
し
こ
く
、
尽
き
せ
ず
も
と
恨
め
し
う
は
見
た
ま
へ
ど
（
賢
木
②
一
二

三
頁
）

光
源
氏
が
東
宮
の
唯
一
の
後
見
で
あ
る
か
ら
、
藤
壺
も
一
通
り
の
用
事
の
数
々
や
東

宮
の
こ
と
な
ど
に
関
し
て
頼
り
に
し
て
い
る
ふ
う
に
、
き
ま
じ
め
な
返
事
だ
け
を
し

て
い
る
の
を
、
源
氏
は
ど
こ
ま
で
も
、
本
当
に
心
が
し
っ
か
り
し
て
、
聡
明
な
方
だ

な
と
恨
め
し
く
思
っ
て
い
る
。
藤
壺
の
「
心
か
し
こ
く
」
の
態
度
は
「
い
と
よ
う
の

た
ま
ひ
の
が
れ
」
た
段
で
も
確
認
し
て
い
た
。
藤
壺
宮
は
、
源
氏
と
の
関
係
が
世
間

に
知
ら
れ
、
東
宮
の
将
来
が
危
う
く
な
る
こ
と
を
最
も
危
惧
し
て
い
た
。
ま
た
、
東

宮
の
後
見
と
し
て
の
源
氏
を
繋
ぎ
と
め
る
た
め
に
も
、
心
を
配
っ
て
賢
明
な
態
度
を

も
っ
て
源
氏
に
対
処
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
気
を
し
っ
か
り
と
も
ち
、

や
さ
し
く
ふ
る
ま
う
藤
壺
は
、
ま
さ
に
光
源
氏
が
望
ま
し
い
と
考
え
、
理
想
と
し
た

女
性
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
後
、
藤
壺
は
桐
壺
院
の
た
め
の
法
華
八
講
を
催

し
、
最
終
日
に
自
ら
出
家
し
て
し
ま
う
。

次
文
は
、
光
源
氏
が
紫
の
上
に
語
っ
た
、
「
朝
顔
」
巻
の
雪
の
夜
の
藤
壺
回
想
・

賛
美
で
あ
る
。
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［
用
例
二
一
］

う
ち
頼
み
き
こ
え
て
、
と
あ
る
こ
と
か
か
る
を
り
に
つ
け
て
、
何

ご
と
も
聞
こ
え
通
ひ
し
に
、
も
て
出
で
て
ら
う
ら
う
じ
き
こ
と
も
見
え
た
ま
は

ざ
り
し
か
ど
、
言
ふ
か
ひ
あ
り
、
思
ふ
さ
ま
に
、
は
か
な
き
事
わ
ざ
を
も
し
な

し
た
ま
ひ
し
は
や
。
世
に
ま
た
さ
ば
か
り
の
た
ぐ
ひ
あ
り
な
む
や
。
や
は
ら
か

に
お
び
れ
た
る
も
の
か
ら
、
深
う
よ
し
づ
き
た
る
と
こ
ろ
の
並
び
な
く
も
の
し

た
ま
ひ
し
を
（
朝
顔
②
四
九
二
頁
）

源
氏
は
、
「
藤
壺
を
頼
み
に
し
、
何
か
に
つ
け
て
あ
れ
こ
れ
と
相
談
し
て
い
た
の
だ

が
、
表
立
っ
て
才
た
け
て
い
る
様
子
も
見
せ
る
こ
と
は
な
く
、
立
派
な
方
で
、
ち
ょ

っ
と
し
た
芸
事
で
も
立
派
に
で
き
て
い
た
。
こ
の
世
に
あ
れ
ほ
ど
の
方
が
ま
た
と
あ

ろ
う
か
。
」
と
話
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
藤
壺
は
、
も
の
柔
ら
か
で
お
っ
と
り
と
し

て
い
る
も
の
の
、
嗜
み
深
い
点
で
は
、
ほ
か
に
並
ぶ
も
の
が
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
」

と
理
想
的
な
女
性
と
し
て
の
藤
壺
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

［
用
例
二
一
］
の
源
氏
に
よ
る
藤
壺
賞
賛
は
、
今
ま
で
の
藤
壺
評
価
が
凝
縮
さ
れ

て
い
る
体
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
「
ら
う
ら
う
じ
」
の
語
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
『
源

氏
物
語
』
に
お
い
て
、
「
ら
う
ら
う
じ
」
は
、
否
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
は
な

く
、
紫
の
上
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
女
が
だ
れ
よ
り
も
才
気
が
あ
り
、
利

発
な
女
性
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
注

）
。
し
か
し
、
紫
の

上
は
「
ら
う
ら
う
じ
」
の
勝
ち
す
ぎ
て
い
る
面
が
あ
り
、
そ
れ
と
嫉
妬
の
癖
を
、
源

氏
が
よ
か
ら
ぬ
と
し
て
よ
く
批
判
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
紫
の
上
を
二
条
院
に

引
き
取
っ
て
か
ら
、
さ
っ
そ
く
、
次
の
よ
う
に
諭
し
て
い
る
。

［
用
例
二
二
］

「
か
う
心
憂
く
な
お
は
せ
そ
。
す
ず
ろ
な
る
人
は
か
う
は
あ
り
な

む
や
。
女
は
、
心
や
は
ら
か
な
る
な
む
よ
き
」
な
ど
今
よ
り
教
へ
き
こ
え
た
ま

ふ
（
若
紫
①
二
五
七
頁
）

御
衣
に
く
る
ま
っ
て
、
な
か
な
か
起
き
上
が
ろ
う
と
し
な
い
紫
の
上
を
無
理
に
起
こ

し
て
、
「
こ
ん
な
ふ
う
に
、
い
つ
ま
で
も
臥
せ
っ
て
ば
か
り
い
て
、
私
に
情
け
な
い

思
い
を
さ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
ね
。
い
い
加
減
な
人
は
、
こ
の
よ
う
に
親
切
に
す
る

で
し
ょ
う
か
。
女
は
、
心
が
柔
ら
か
な
方
が
よ
い
の
で
す
よ
」
と
教
訓
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
「
や
は
ら
か
」
な
態
度
は
、
光
源
氏
が
好
ま
し
い
と
し
た
女
性
の
あ
り
方

で
あ
り
、
心
が
ひ
か
れ
る
相
手
と
さ
れ
て
い
た
。

［
用
例
二
三
］

女
は
、
た
だ
や
は
ら
か
に
、
と
り
は
づ
し
て
人
に
欺
か
れ
ぬ
べ
き

が
さ
す
が
に
も
の
づ
つ
み
し
、
見
ん
人
の
心
に
は
従
は
ん
な
む
あ
は
れ
に
て
、

わ
が
心
の
ま
ま
に
と
り
直
し
て
見
ん
に
、
な
つ
か
し
く
お
ぼ
ゆ
べ
き
（
夕
顔
①

一
八
八
頁
）

右
記
は
、
夕
顔
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
源
氏
が
右
近
と
共
に
彼
女
を
追
憶
す
る
場
面

で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
源
氏
は
女
性
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、「
や
は
ら
か
」

で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

藤
壺
に
は
「
ら
う
ら
う
じ
」
き
点
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
［
用
例
二
十
］

で
「
さ
も
心
か
し
こ
く
、
尽
き
せ
ず
も
」
と
評
価
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
気
が
利
く
、
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利
発
な
、
聡
明
な
女
性
で
あ
り
、
源
氏
と
の
関
わ
り
方
や
帝
の
母
と
し
て
の
あ
り
方

に
そ
の
よ
う
な
点
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
藤
壺
は
、
才
た
け
た
面
を

露
に
見
せ
ず
、
や
さ
し
く
て
、
も
の
や
わ
ら
か
で
お
う
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
い
た
と

こ
ろ
に
、
彼
女
の
魅
力
、
后
と
し
て
の
立
派
さ
、
源
氏
に
と
っ
て
の
理
想
性
が
認
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
「
世
に
ま
た
さ
ば
か
り
の
た
ぐ
ひ
あ
り
な
む
や
」
も
、
こ
れ
ま

で
の
「
似
る
人
な
し
」
、
「
な
ほ
人
に
似
さ
せ
た
ま
は
ぬ
」
、
「
た
ぐ
ひ
な
し
」
、

「
あ
り
が
た
し
」
の
評
価
と
よ
く
対
応
し
て
お
り
、
理
想
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
［
用
例
二
一
］
の
賛
美
に
お
い
て
、
「
並
び
な
く
も
の
し
た
ま
ひ
し
」

と
こ
ろ
と
し
て
、
高
く
称
賛
さ
れ
た
藤
壺
の
魅
力
は
、
「
深
う
よ
し
づ
き
た
る
」
面

で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

五
、
お
わ
り
に

桐
壺
更
衣
と
藤
壺
は
、
こ
れ
ま
で
共
通
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
な
つ
か
し

う
ら
う
た
げ
」
な
魅
力
を
た
た
え
る
女
性
と
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
「
な
つ
か
し
う

ら
う
た
げ
」
な
美
は
、
光
源
氏
が
女
性
に
希
求
す
る
母
更
衣
的
な
理
想
美
と
し
て
、

藤
壺
の
み
な
ら
ず
、
紫
の
上
、
夕
顔
の
人
物
像
と
も
関
連
付
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。
本
論
文
の
意
義
は
、
桐
壺
更
衣
と
藤
壺
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
新

た
な
人
物
像
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

桐
壺
更
衣
の
人
物
像
つ
い
て
は
、
帝
の
視
点
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

も
の
の
情
理
を
よ
く
解
す
る
後
宮
の
妃
方
に
よ
る
「
心
ば
せ
の
な
だ
ら
か
に
め
や
す

く
憎
み
が
た
り
し
」
（
桐
壺
①
二
五
）
と
い
う
更
衣
賛
美
は
、
源
氏
の
女
性
観
と
も

連
関
し
て
お
り
、
注
目
す
べ
き
魅
力
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
後
宮
の
大
勢
の
妃

た
ち
を
よ
く
見
知
り
、
中
立
的
な
立
場
に
あ
る
帝
付
き
の
女
房
に
よ
る
「
人
柄
の
あ

は
れ
に
情
あ
り
し
御
心
」（
桐
壺
①
二
五
頁
）
に
つ
い
て
の
賞
賛
も
、
も
う
一
つ
の

重
要
な
更
衣
の
魅
力
を
示
す
。
更
衣
は
「
情
」
や
「
あ
は
れ
」
を
象
徴
す
る
女
性
で

あ
り
、「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
な
美
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
「
情
」
や
「
あ

は
れ
」
を
知
る
こ
と
も
、
更
衣
と
藤
壺
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
葵
の
上
は
「
う
る
は
し
」
の
対
極
の
負
性
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
「
も

の
に
情
お
く
れ
」
（
葵
②
二
六
頁
）
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
源
氏
が
好
ま
し
い
と
し
た

女
性
像
と
対
照
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

藤
壺
の
方
は
、
一
度
犯
し
た
源
氏
と
の
過
ち
を
二
度
と
繰
り
返
す
こ
と
が
な
く
、

「
な
つ
か
し
き
も
の
か
ら
い
と
よ
う
の
た
ま
ひ
の
が
れ
」
（
賢
木
②
一
一
一
頁
）
な

が
ら
、
さ
ら
に
は
、
冷
泉
帝
の
後
見
と
し
て
の
源
氏
を
う
ま
く
繋
ぎ
と
め
る
こ
と
が

で
き
た
「
心
か
し
こ
」
（
賢
木
②
一
二
三
頁
）
き
女
性
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

藤
壺
は
非
常
に
聡
明
な
女
性
で
あ
り
な
が
ら
、
才
た
け
た
と
こ
ろ
を
見
せ
ず
、
「
た

だ
心
の
筋
を
、
漂
は
し
か
ら
ず
も
て
し
づ
め
お
き
て
、な
だ
ら
か
な
ら
む
の
み
な
む
、

め
や
す
か
る
べ
か
り
け
る
」
（
玉
鬘
③
一
三
九
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
源
氏
に
と
っ

て
母
の
面
影
を
漂
わ
す
更
衣
的
な
、
そ
し
て
彼
に
と
っ
て
の
女
性
の
あ
る
べ
き
好
ま

し
い
姿
で
あ
っ
た
。

穏
や
か
で
や
さ
し
く
、
人
に
情
愛
深
い
、
思
い
や
り
の
心
を
本
性
と
す
る
桐
壺
更

衣
は
、
後
宮
社
会
の
冷
た
い
仕
打
ち
に
耐
え
ら
れ
ず
に
は
か
な
く
世
を
去
る
が
、
藤

壺
は
源
氏
と
の
過
失
、
不
義
の
子
誕
生
と
い
う
生
涯
の
煩
悶
を
抱
え
な
が
ら
も
強
く
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生
き
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
人
物
造
型
と
女
性
の
生
き
方
が
無
関
係
で
は
な

い
こ
と
に
つ
い
て
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
。
こ
れ
が
『
源
氏
物
語
』
の
方
法
で
あ
っ

た
。さ

ら
に
、
光
源
氏
の
理
想
的
な
女
性
像
は
、
母
桐
壺
更
衣
と
藤
壺
の
あ
り
方
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
母
更
衣
の
あ
り
方
は
、
源
氏
の
女
性
観

の
源
泉
と
し
て
あ
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

注（

）

本
稿
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
引
用
本
文
は
す
べ
て
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
に
拠
る
も
の
と
し
、
巻
名
、
冊
数
と
頁
数
を
記
す
。

（

）

森
一
郎
「
紫
上
の
造
型
（
下
）
―
源
氏
物
語
の
表
現
と
人
物
造
型
の
連
関
―
」『
源

氏
物
語
の
表
現
と
人
物
造
型
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
。

（

）

梅
野
き
み
子
「
藤
壺
か
ら
紫
の
上
へ
―
「
な
ま
め
く
」「
な
ま
め
か
し
」
美
を
中
心

と
し
て
ー
」『
王
朝
の
美
的
語
彙

え
ん
と
そ
の
周
辺

続
』
新
典
社
、
一
九
九
五
年

六
月
。
引
用
文
の
「
昇
華
」
は
、
鈴
木
一
雄
氏
「
物
語
の
女
主
人
公
―
紫
の
上
と
寝

覚
の
上
―
」（
金
沢
大
学
『
国
語
国
文
』
九
号
、
一
九
八
三
年
三
月
）
に
あ
る
。

（

）

日
向
一
雅
「
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
―
親
政
の
理
想
と
「
家
」
の
遺
志
、
そ
し
て
「
長

恨
」
の
主
題
―
」（『
源
氏
物
語
の
準
拠
と
話
型
』
至
文
堂
、
一
九
九
九
年
三
月
。

（

）

上
野
辰
義
「
桐
壺
更
衣
の
造
形
と
人
物
像
―
「
い
と
か
く
思
う
給
へ
ま
し
か
ば
」

の
解
釈
を
中
心
に
―
」『
国
語
国
文
』
六
四
‐
六
、
一
九
九
五
年
六
月
。

（

）

岡
一
男
著
『
源
氏
物
語
事
典
』
春
秋
社
、
一
九
六
四
年
十
二
月
。

（

）

川
添
文
子
「
桐
壺
更
衣
」『
源
氏
の
女
性
』
三
教
書
院
、
一
九
三
四
年
八
月
／
竹
村

義
一
「
桐
壺
の
更
衣
」『
源
氏
物
語
女
性
像
』
有
精
堂
出
版
、
一
九
八
八
年
二
月
（
初

版
は
一
九
七
〇
年
十
一
月
）
／
藤
原
克
己
「
桐
壺
更
衣
」（
秋
山
虔
編
『

別
冊
国
文

学

源
氏
物
語
必
携Ⅱ

』

学
燈
社
、
一
九
八
二
年
）
／
西
沢
正
史
「
桐
壺
の
更
衣
」

『
源
氏
物
語
人
物
事
典
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
七
年
一
月
な
ど
の
指
摘
が
あ
る
。

（

）

前
掲
（

）
川
添
文
子
著
書
「
桐
壺
更
衣
」
。

（

）

吉
海
直
人
「
桐
壺
更
衣
の
再
検
討
」『
源
氏
物
語
の
視
角
』
翰
林
書
房
、
一
九
九
四

年
一
月
（
初
版
は
一
九
九
二
年
十
一
月
）。
初
出
は
「
桐
壺
更
衣
論
の
誤
謬
―
人
物
論

の
再
検
討
―
」
『
国
学
院
雑
誌
』
九
二
‐
五
、
一
九
九
一
年
五
月
。

（

）

河
村
幸
枝
「
桐
壺
更
衣
―
家
の
遺
志
の
ゆ
く
え
」（
室
伏
信
助
監
修
、
上
原
作
和
編

集
『
人
物
で
読
む
『
源
氏
物
語
』
第
一
巻
―
桐
壺
帝
・
桐
壺
更
衣
』
勉
誠
出
版
、
二

〇
〇
五
年
十
一
月
）
。

（

）

森
一
郎
「
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
の
形
象
」『
中
古
文
学
』
七
二
号
、
二
〇
〇
三
年
十

一
月
／
同
「
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
の
形
象
」
再
説
・
補
説
―
付
く
・「
源
氏
物
語
に
お

け
る
人
物
造
型
の
方
法
と
主
題
と
の
関
連
」
再
説
・
補
説
―
」『
王
朝
文
学
研
究
誌
』

十
五
号
、
二
〇
〇
四
年
三
月
。

（

）

神
尾
暢
子
「
源
氏
物
語
の
美
的
創
造
―
桐
壺
更
衣
の
美
的
規
定
―
」（
室
伏
信
助
監

修
、
上
原
作
和
編
集
『
人
物
で
読
む
『
源
氏
物
語
』
第
一
巻
―
桐
壺
帝
・
桐
壺
更
衣
』

勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
五
年
十
一
月
）。
初
出
は
神
尾
暢
子
著
『
王
朝
語
彙
の
表
現
機
構
』

新
典
社
、
一
九
八
五
年
十
月
。

（

）

桐
壺
更
衣
の
準
拠
に
つ
い
て
は
、
前
掲
（

）
日
向
一
雅
論
文
／
前
掲
（

）
吉

海
直
人
論
文
／
藤
井
貞
和
「
桐
壺
巻
と
「
長
恨
歌
」
」（
秋
山
虔
ほ
か
編
『
講
座
源
氏

物
語
の
世
界
』
第
一
集
、
有
斐
閣
、
一
九
八
〇
年
九
月
）
／
新
間
一
美
「
桐
壺
更
衣
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の
原
像
に
つ
い
て
―
李
夫
人
と
花
山
院
女
御
忯
子
―
」（
室
伏
信
助
監
修
、
上
原
作
和

編
集
『
人
物
で
読
む
『
源
氏
物
語
』
第
一
巻
―
桐
壺
帝
・
桐
壺
更
衣
』
勉
誠
出
版
、

二
〇
〇
五
年
十
一
月
）
な
ど
に
指
摘
が
あ
る
。

（

）

伊
藤
博
「
藤
壺
中
宮
」（
秋
山
虔
編
『

別
冊
国
文
学

源
氏
物
語
必
携Ⅱ

』

学
燈

社
、
一
九
八
二
年
）
。

（

）

清
水
好
子
「
藤
壺
宮
」『
源
氏
の
女
君
』
増
補
版
、
塙
書
房
、
一
九
九
九
年
九
月
（
初

版
一
九
六
七
年
六
月
）。
ほ
か
に
、
前
掲
（

）
西
沢
正
史
の
「
藤
壺
」
に
つ
い
て
の

も
の
を
参
照
。

（

）

森
一
郎
「
藤
壺
宮
の
実
像
」『
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
九
年

十
二
月
。

（

）

前
掲
（

）
川
添
文
子
著
書
「
藤
壺
女
御
」
。

（

）

秋
山
虔
「
藤
壺
の
宮
」『
源
氏
物
語
の
女
性
た
ち
』
小
学
館
、
一
九
八
七
年
七
月
（
初

版
は
同
年
四
月
）。

（

）

前
掲
（

）
清
水
好
子
著
書
「
藤
壺
宮
」。

（

）

大
朝
雄
二
「
藤
壺
」（
山
岸
徳
平
、
岡
一
男
監
修
『
源
氏
物
語
講
座
』
第
三
巻
、
有

精
堂
、
一
九
七
一
年
七
月
。

（

）

前
掲
（

）
伊
藤
博
論
文
。

（

）

斎
藤
暁
子
「
藤
壺
試
論
―
愛
と
拒
絶
の
構
造
―
」
研
究
選
書
二
二
『
源
氏
物
語
の

研
究
―
光
源
氏
と
宿
痾
―
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
九
年
十
二
月
。

（

）

吉
海
直
人
「
藤
壺
入
内
を
め
ぐ
っ
て
」『
源
氏
物
語
の
新
考
察
―
人
物
と
表
現
の
虚

実
―
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
三
年
十
月
。

（

）

鈴
木
日
出
男
「
藤
壺
は
な
ぜ
ど
の
よ
う
に
変
貌
し
た
の
か
」『
国
文
学
』
二
五
‐
六
、

一
九
八
〇
年
五
月
。

（

）

前
掲
（

）
森
一
郎
論
文
。

（

）

ク
ル
ボ
ノ
ヴ
ァ

グ
ル
ノ
ザ
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
や
は
ら
か
な
り
」
『
日

本
古
代
学
』
第
八
号
、
二
〇
〇
一
六
年
三
月
。

（

）

前
掲
（

）
神
尾
暢
子
論
文
。

（

）

前
掲
（

）
森
一
郎
論
文
。

（

）

前
掲
（

）
上
野
辰
義
論
文
。

（

）
前
掲
（

）
神
尾
暢
子
論
文
／
前
掲
（

）
吉
海
直
人
論
文
／
前
掲
（

）
上
野
辰

義
論
文
。

（

）

【
用
例
七
】
と
【
用
例
八
】
は
、
本
来
、
一
続
き
の
記
述
で
あ
る
が
、
見
ら
れ
て
い

る
場
所
、
視
点
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
個
々
に
検
討
す
る
。

（

）

前
掲
（

）
梅
野
き
み
子
論
文
。

（

）

新
湖
日
本
古
典
集
成
『
源
氏
物
語
』
一
（
石
田
譲
二
、
清
水
好
子
校
注
、
新
湖
社
、

一
九
七
六
年
六
月
）
の
頭
注
。

（

）

内
大
臣
が
述
べ
た
光
源
氏
の
明
石
の
姫
君
に
対
す
る
教
育
方
針
は
次
の
通
り
で
あ

る
。

太
政
大
臣
の
后
が
ね
の
姫
君
な
ら
は
し
た
ま
ふ
な
る
教
へ
は
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
に

通
は
し
な
だ
ら
め
て
、
か
ど
か
ど
し
き
ゆ
ゑ
も
つ
け
じ
、
た
ど
た
ど
し
く
お
ぼ
め
く

こ
と
も
あ
ら
じ
と
、
ぬ
る
ら
か
に
こ
そ
掟
て
た
ま
ふ
な
れ
（
常
夏
③
二
三
九
頁
）

（

）

前
掲
（

）
伊
藤
博
論
文
。
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（

）

こ
の
記
述
は
、
藤
壺
の
厄
年
、
そ
の
年
の
春
の
初
め
か
ら
患
い
続
け
、
三
月
に
重

体
に
陥
っ
て
、
冷
泉
帝
が
行
幸
す
る
場
面
で
あ
る
。

三
十
七
に
ぞ
お
は
し
ま
し
け
る
。
さ
れ
ど
、
い
と
若
く
盛
り
に
お
は
し
ま
す
さ
ま

を
、
惜
し
く
悲
し
と
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
（
薄
雲
②
四
四
四
頁
）

（

）

石
川
徹
「
枕
草
子
・
源
氏
物
語
の
「
ら
う
ら
う
じ
」「
り
ゃ
う
り
ゃ
う
じ
」
考
」『
中

古
文
学
』
二
二
、
一
九
七
八
年
九
月
。
紫
の
上
の
「
ら
う
ら
う
じ
」
に
つ
い
て
の
論
考

は
、
ほ
か
に
、
梅
野
き
み
子
「
紫
の
上
の
パ
ワ
ー
の
秘
密
―
「
ら
う
た
し
」「
ら
う
た
げ
」

と
「
ら
う
ら
う
じ
」
か
ら
―
」（
森
一
郎
ほ
か
編
『
源
氏
物
語
の
展
望
』
第
三
輯
、
三
弥

書
店
、
二
〇
〇
八
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