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序

平
安
時
代
に
お
け
る
貴
種
流
離
譚
の
展
開
は
、『

古
事
記』

『

日
本
書

紀』

の
影
響
を
受
け
な
が
ら
文
学
的
に
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
九
世
紀

の
後
半
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
、
現
存
最
古
の
物
語
で
あ
る

『

竹
取
物

語』

が
登
場
し
、
物
語
文
学
の
時
代
が
花
開
い
て
ゆ
く
。『

竹
取
物
語』

と
い
っ
た
伝
奇
物
語
だ
け
で
な
く
、
現
存
最
古
の
歌
物
語
で
あ
る

『

伊

勢
物
語』

、
わ
が
国
最
初
の
長
編
作
り
物
語
で
あ
る

『

宇
津
保
物
語』

な
ど
の
傑
作
が
次
々
と
書
か
れ
、
文
学
性
の
高
い
貴
種
流
離
譚
が
多
様

な
展
開
を
見
せ
て
い
っ
た
の
が
平
安
時
代
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
の
中
に

あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
文
学
を
集
大
成
し
、
物
語
文
学
の
頂
点
に
立
っ
た

の
が

『

源
氏
物
語』

で
あ
る
。
上
代
に
源
を
発
す
る
貴
種
流
離
譚
の
伝

統
は
様
々
な
流
れ
を
取
り
込
み
な
が
ら
、『

源
氏
物
語』

と
い
う
大
河

と
な
っ
て
日
本
文
学
の
中
に
そ
の
雄
姿
を
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。

私
見
に
よ
れ
ば
、『

源
氏
物
語』

の
根
底
に
は
、
貴
種
流
離
譚
の
祖

で
あ
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
が
モ
デ
ル
と
し
て
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
最
新
の
物
語
で
あ
る

『

源
氏
物
語』

は
、
ス

サ
ノ
ヲ
の
尊
と
い
う
貴
種
流
離
譚
の
原
点
に
回
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

貴
種
流
離
譚
そ
の
も
の
を
包
括
す
る
物
語
と
し
て
成
立
し
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、『

源
氏
物
語』

は
た
だ
単
に
わ
が
国

を
代
表
す
る
古
典
文
学
の
傑
作
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
貴
種
流
離
譚
の

文
芸
的
帰
結
で
あ
り
、
そ
の
最
高
峰
に
位
置
す
る
作
品
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
平
安
時
代
に
お
け
る
貴
種
流
離
譚
の
典
型
で

あ
る

『

源
氏
物
語』

を
取
り
上
げ
、
主
人
公
光
源
氏
の
流
離
を
そ
の
要

因
と
な
っ
た

｢

罪
過｣

の
側
面
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

二

始
祖
と
し
て
の
ス
サ
ノ
ヲ

こ
れ
ま
で
に
私
は
、『

源
氏
物
語』

第
一
部
が

『

日
本
書
紀』

巻
第

一
を
骨
格
と
し
て
創
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て

き
た
。
す
な
わ
ち
、
光
源
氏
は
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
を
モ
デ
ル
と
し
て
造
型

さ
れ
、『

源
氏
物
語』

第
一
部
は
そ
の
主
要
な
人
物
か
ら
主
要
な
出
来

事
に
至
る
ま
で

『

日
本
書
紀』

巻
第
一

｢

神
代
上｣

に
お
け
る
ス
サ
ノ

ヲ
の
尊
を
め
ぐ
る
神
話
を
典
拠
と
し
て
創
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

述
べ
て
き
た
の
で
あ
る

(

１)

。

そ
れ
に
し
て
も
、
紫
式
部
は
何
故
に
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
を
モ
デ
ル
と
し
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た
物
語
を
執
筆
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
に
は
、

ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
の
果
た
す
文
学
史
上
の
意
義
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
常
に

｢

始
祖｣

と
し
て
の
意
義
だ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

ま
ず
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
は

｢

和
歌
の
祖｣

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

紀
貫
之
は

『
古
今
和
歌
集』

｢

仮
名
序｣

の
な
か
で
、
ス
サ
ノ
ヲ
の

尊
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
歌
、
天あ

め

地つ
ち

の
ひ
ら
け
初
ま
り
け
る
時
よ
り
い
で
き
に
け
り
。

し
か
あ
れ
ど
も
、
世
に
伝
は
る
こ
と
は
、
久ひ

さ

方か
た

の
天あ

め

に
し
て
は
下し

た

照て
る

姫ひ
め

に
始
ま
り
、
あ
ら
か
ね
の
地つ

ち

に
し
て
は
、
素す

盞さ
の

嗚を
の

尊
み
こ
と

よ
り

ぞ
起お

こ

り
け
る
。
ち
は
や
ぶ
る
神
代
に
は
、
歌
の
文
字
も
定
ま
ら
ず
、

素す

直な
ほ

に
し
て
、
言こ

と

の
心
わ
き
が
た
か
り
け
ら
し
。
人
の
世
と
な
り

て
、
素
盞
嗚
尊
よ
り
ぞ
三み

十そ

文も

字じ

、
あ
ま
り
一ひ

と

文も

字じ

は
よ
み
け
る
。

(『

古
今
和
歌
集』

｢

仮
名
序｣

(

２))

こ
の
歌
と
い
う
も
の
は
、
天
地
創
成
の
昔
か
ら
で
き
て
い
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
後
世
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
は
、
天
上
界
で
は
下
照
姫
の
歌

に
始
ま
り
、
地
上
に
お
い
て
は
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
の
歌
か
ら
起
っ
た
の
で

あ
る
。
神
代
に
お
い
て
は
、
歌
の
音
数
も
一
定
せ
ず
、
表
現
も
あ
り
の

ま
ま
で
、
歌
の
意
味
も
分
か
り
か
ね
る
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
人
の
世
と
な
っ
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
の
時
か
ら
は
じ
め
て
三

十
一
文
字
の
歌
を
詠
む
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
紀
貫
之
は
、
和
歌
と
い
う
も
の
は
そ
も
そ
も
遠
い
神
代
に
始

ま
っ
た
と
し
て
、
三
十
一
文
字
の
始
原
を
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
に
求
め
、
ス

サ
ノ
ヲ
の
尊
を
和
歌
史
の
第
一
頁
を
飾
る
和
歌
の
嚆
矢
と
定
め
た
の
で

あ
る
。
紫
式
部
は
、
紀
貫
之
に
よ
る

｢

和
歌
の
祖｣

と
し
て
の
位
置
づ

け
に
敬
意
を
払
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
式
部
は
、
そ
れ
に

止
ま
ら
ず
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
に
対
し
て
さ
ら
に
別
の
評
価
を
与
え
た
の

で
あ
っ
た
。

紫
式
部
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
に

｢

異
郷
の
祖｣

と
し
て
の
側
面
を
見

出
し
た
の
で
あ
る

(

３)

。

日
本
神
話
に
よ
れ
ば
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
が

｢

根
の
国｣

に
渡
り
た
い

と
い
う
願
望
を
懐
い
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
登
場
と
共
に
語
ら
れ
て
い

る
。
天
下
の
統
治
を
放
棄
し
、
年
た
け
る
ま
で
泣
き
つ
づ
け
て
い
る
訳

を
父
神
に
問
わ
れ
た
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
は
、

｢

吾
や
つ
か
れ

は

母

い
ろ
は
の
み
こ
と

に
根ね

の

国く
に

に
従

し
た
が

は
む
と
欲お

も

ひ
て
、
只た

だ

に
泣
か
く

の
み｣

(『

日
本
書
紀』

巻
第
一

｢

神
代
上｣

、
第
五
段
一
書
第
六

(

４))

と
答
え
て
い
る
。
私
は
亡
き
母
の
い
ま
す
根
の
国
に
行
き
た
い
と
願
っ

て
泣
い
て
い
る
の
で
す
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

｢

根
の
国｣

に
渡
る
こ
と
を
ひ
た
す
ら
希
求
し
た
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
は
、

結
果
的
に
そ
れ
を
果
た
し
、｢

根
の
国｣

と
い
う
異
郷
の
主
宰
神
と
な
っ

て
い
る
。

『

古
事
記』

に
は
、｢

根
の
国｣

に
棲
む
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
が
、
八や

十そ

神が
み

に
迫
害
さ
れ
て
や
っ
て
来
た
大お

お

国く
に

主ぬ
し

の
神
に
対
し
て
試
練
を
施
し
、

葦
原
の
中
つ
国
を
統
治
す
る
に
相
応
し
い
資
格
を
獲
得
さ
せ
て
再
生
復

活
さ
せ
る
過
程
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
は
、｢

根

の
国｣

と
い
う
神
話
的
世
界
を
統
治
す
る
異
郷
の

｢

祖｣

と
し
て
君
臨

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
紫
式
部
が
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
に
見
出
し
た
最
も
重
要
な
始
祖

と
し
て
の
功
績
は
、｢

異
郷
の
祖｣

と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
ス
サ
ノ

ヲ
の
尊
が

｢
物
語
の
祖｣

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
側
面
で
は

な
か
っ
た
ろ
う
か

(
５)

。
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『

日
本
書
紀』

巻
第
一

｢

神
代
上｣

を
概
観
す
る
と
、
ス
サ
ノ
ヲ
の

尊
は

｢

神
代
上｣

全
体
に
わ
た
っ
て
そ
の
活
動
が
描
か
れ
、
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
の
出
来
事
が
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か

さ
れ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
は
そ
の
誕
生
か
ら
語
り
出
さ
れ
、
罪
を
着
せ

ら
れ
、
高
天
原
を
追
放
さ
れ
、
流
離
を
余
儀
な
く
さ
れ
な
が
ら
も
、
八

岐
大
蛇
を
退
治
し
、
姫
と
結
婚
し
、
そ
の
の
ち
、
つ
い
に
根
の
国
へ
と

向
か
う
と
い
っ
た
よ
う
に
、
誕
生
、
流
離
、
結
婚
と
そ
の
半
生
の
大
部

分
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
は
ア
マ
テ
ラ
ス

大
神
に
匹
敵
す
る
、
い
や
む
し
ろ
あ
る
意
味
で
は
ア
マ
テ
ラ
ス
以
上
に

日
本
神
話
を
代
表
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
紫
式
部
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
を
和
歌
の
歴
史
に
で
は
な
く
、

物
語
の
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
試
み
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

文
学
史
上
に
お
け
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
の
価
値
は
、
た
だ
単
に
三
十
一
文

字
を
は
じ
め
て
詠
ん
だ
と
い
う
一
点
に
の
み
あ
る
の
で
は
な
い
。
神
話

が
、
広
義
の
物
語
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
は
物
語
の

源
流
に
そ
び
え
立
ち
、
物
語
の
典
型
を
形
づ
く
っ
た
、
物
語
史
上
最
初

の
主
人
公
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
紀
貫
之
が
和
歌

の
元
祖
と
し
て
位
置
づ
け
た
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
を
、
式
部
は
、｢

物
語
の

祖｣

と
し
て
新
た
に
捉
え
直
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
物
語
は
、

ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
を
主
人
公
と
し
て
本
格
的
に
始
ま
っ
た
。
ス
サ
ノ
ヲ
の

尊
は

｢

和
歌
の
祖｣

で
あ
る
と
と
も
に

｢

物
語
の
祖｣

で
も
あ
る
。
式

部
は
、｢

和
歌
の
祖｣

と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
に
対

し
て
、
物
語
の
扉
を
は
じ
め
て
押
し
開
い
た

｢

物
語
の
祖｣

と
し
て
の

ス
サ
ノ
ヲ
像
を
堂
々
と
対
峙
し
て
み
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
は
貴
い
血
筋
に
生
ま
れ
な
が
ら
罪
を
着
せ

ら
れ
て
、
流
離
を
経
験
す
る
と
い
う
貴
種
流
離
譚
の
基
本
的
な
要
素
を

す
べ
て
兼
ね
備
え
た
、
最
初
に
し
て
最
も
典
型
的
な
実
例
だ
と
い
っ
て

よ
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
は

｢

物
語
の
祖｣

と
い
う
だ

け
で
な
く
、
貴
種
流
離
譚
の
始
祖
と
し
て
の
地
位
を
も
兼
備
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
は
貴
種
流
離
譚
の
始
祖
、
つ
ま
り

｢

流

離
の
祖｣

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
少
々
奇
異
な
こ
と
が
あ
る
。
貴
種
流
離
譚
を
提

唱
し
た
折
口
信
夫
氏
の
著
作
に
貴
種
流
離
譚
と
し
て
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊

に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
が
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
貴
種
流
離
譚
と
い
う
用
語
は
折
口
信
夫
氏
の
造
語
と
さ
れ

て
い
る
。
折
口
氏
は
大
正
七
年
十
月
発
表
の

｢

愛あ
い

護ご
の

若わ
か｣

に
お
い
て

｢

貴
人
流
離
譚｣

と
し
て
は
じ
め
て
こ
の
概
念
を
提
示
し
た
。
そ
の
後
、

大
正
十
三
年
十
月
の

｢

国
文
学
の
発
生

(

第
二
稿)｣

に
お
い
て

｢

貴

人
流
離
譚｣

を

｢

貴
種
流
離
譚｣

に
改
称
し
、
話
型
と
し
て
の
学
術
用

語
を
確
立
し
て
い
る

(

６)

。
折
口
氏
は
昭
和
二
十
七
年
の

｢

真
間
・
蘆あ

し

屋や

の
昔
が
た
り｣

と
い
う
論
文
の
中
で

｢

貴
種
流
離
の
話
と
い
ふ
も
の

は
、
実
に
沢
山
あ
る｣

と
記
す
に
至
る
ま
で
、
多
く
の
論
文
に
お
い
て

貴
種
流
離
譚
を
論
じ
て
い
る
。
折
口
氏
が
こ
れ
ら
の
論
文
の
中
で
貴
種

流
離
譚
の
具
体
的
な
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
を
列
挙
し
て
み
る
と
、

愛
護
の
若
、
天
武
天
皇
、
億お

計け

・
弘お

計け

の
王み

こ

、
石

い
そ
の

上
か
み
の

乙お
と

麻ま

呂ろ

、
麻お

績み

の
王
、
木
梨
の
軽

か
る
の

皇み

子こ

、
中
臣
宅や

か

守も
り

、
源
融

と
お
る

、
小
野

篁
た
か
む
ら

、
在
原
行

平
、
光
源
氏
、
少

す
く
な

彦び
こ

名な

、
蛭ひ

る

子こ

、
俊と

し

蔭か
げ

、
俊
蔭
女

む
す
め

、
中
将
姫
、
岩
屋

の
草
子
、
照
手
姫
、
安
寿
・
厨
子
王
、
源
義
経
、
磐

い
わ
の

姫ひ
め

皇
后
、
大お

お

伯く
の

皇ひ
め

女み
こ

・
十と

お

市ち
の

皇
女
、
斎
宮
、
真ま

間ま

の
手
児
奈
、
芦
屋
の
う
な
い
乙
女
、

な
ど
広
範
囲
に
渉
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
が
、
ま
こ
と
に
意
外
な
こ
と
に
、
こ
の
中
に
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊

の
名
は
見
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
因
み
に

『

折
口
信
夫
全
集』

の

｢

索
引｣
に
よ
っ
て

｢

ス
サ
ノ
ヲ｣

関
係
の
語
を
検
索
し
て
み
て
も
同

様
で
、
少
な
く
と
も
折
口
氏
は
貴
種
流
離
譚
の
実
例
と
し
て
は
ス
サ
ノ

ヲ
の
尊
を
論
じ
て
い
な
い
こ
と
が
判
る
の
で
あ
る
。
折
口
氏
が
は
じ
め
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か
ら
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
を
貴
種
流
離
譚
の
範
疇
か
ら
除
外
し
て
い
た
と
は

考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
が
貴
種
流
離
譚
の
範
疇
に
属

す
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
の
で
、
敢
え
て
論
ず
る
ま
で
も
な

い
と
判
断
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

だ
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
に
対
す
る
後
の
文
学
史
上
の
重
要
性
に
鑑
み

る
な
ら
ば
、
折
口
氏
が
貴
種
流
離
譚
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
ス
サ
ノ
ヲ

の
尊
の
名
を
逸
し
た
と
い
う
一
事
は
、
貴
種
流
離
譚
の
歴
史
の
上
で
少

な
か
ら
ぬ
禍
根
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な

ら
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
こ
そ
貴
種
流
離
譚
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
ま
ず
第

一
に
論
ず
べ
き
、
最
も
不
可
欠
な
存
在
だ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

三

貴
種
流
離
譚
の
原
点

貴
種
流
離
譚
を
語
る
上
で
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
記
述
が

『

源

氏
物
語』

の
な
か
に
あ
る
。｢

絵
合｣

の
巻
に
描
か
れ
た

｢

絵
合｣

と

い
う
名
の

｢

物
語
合｣

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
物
語
の
歴
史
が
通
観
さ

れ
、
貴
種
流
離
譚
の
伝
統
に
則
っ
た
物
語
が
歴
史
的
に
位
置
づ
け
ら
れ

た
上
で
、
そ
の
原
点
に
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
が
鎮
座
し
て
い
る
こ
と
が
示
唆

さ
れ
て
い
る

(

７)

。

｢

絵
合｣

の
行
事
は
、｢

藤
壺
の
御
前
で
の
絵
合｣

と

｢

帝
の
御
前

で
の
絵
合｣

の
都
合
二
回
催
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、｢

藤
壺
の
御
前
で
の
絵
合｣

が
、
左
方
と
右
方
と
に
分
け
ら

れ
て
始
ま
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
自
慢
の
作
品
を
提
示
し
、
具
体
的
に
は
二

番
が
つ
が
わ
れ
、
そ
の
優
劣
が
争
わ
れ
て
い
る
。
最
初
に
、
左
方
か
ら

は

『

竹
取
物
語』

、
右
方
か
ら
は

『

宇う

津つ

保ほ

物
語』

が
提
示
さ
れ
、
次

に
、
左
方
か
ら
は

『

伊
勢
物
語』

、
右
方
か
ら
は

『

正
じ
ょ
う

三さ
ん

位い』

が
そ
れ

ぞ
れ
提
出
さ
れ
て
競
わ
れ
て
い
る
。
左
方
は

｢

い
に
し
へ
の
物
語
、
名

高
く
ゆ
ゑ
あ
る
か
ぎ
り｣

、
つ
ま
り
昔
の
物
語
で
、
名
高
く
趣
の
深
い

物
語
ば
か
り
が
集
め
ら
れ
、
右
方
は

｢

そ
の
こ
ろ
世
に
め
づ
ら
し
く
を

か
し
き
か
ぎ
り｣

、
つ
ま
り
そ
の
こ
ろ
世
間
で
目
新
し
く
も
て
囃
さ
れ

て
い
る
物
語
ば
か
り
を
選
ん
で
提
示
し
て
い
る
と
い
う
。
換
言
す
れ
ば
、

｢

古
物
語｣

の
代
表
的
作
品
と

｢

今
物
語｣

の
代
表
的
作
品
と
が
対
比

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
解
る
の
で
あ
る
。
紫
式
部
は
古
今
の
物
語
を
対
比

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
を
歴
史
的
な
視
点
か
ら
捉
え
、
そ
れ
ぞ
れ

の
作
品
を
物
語
史
の
中
に
き
ち
ん
と
位
置
づ
け
よ
う
と
試
み
て
い
る
の

で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
て

｢

藤
壺
の
御
前
で
の
絵
合｣

は
決
着
が
つ
か
な
い

ま
ま
、
日
時
と
場
所
と
を
改
め
、｢

帝
の
御
前
で
の
絵
合｣

へ
と
持
ち

越
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
が
提
出
さ
れ
、

数
々
の
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
が
、
い
ず
れ
劣
ら
ぬ
名
品
揃
い
に
結

局
勝
敗
が
つ
か
な
い
ま
ま
と
う
と
う
夜
を
迎
え
て
し
ま
う
。
こ
の
と
き
、

最
後
の
場
面
で
持
ち
出
さ
れ
た
の
が
光
源
氏
の
描
い
た

｢

須
磨
の
絵
日

記｣

で
あ
っ
た
。
最
後
の
最
後
に
、｢

須
磨
の
絵
日
記｣

が
提
出
さ
れ

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
劣
勢
で
あ
っ
た
左
方
が
見
事
に
勝
利
し
、

す
べ
て
の
決
着
が
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
結
末
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

｢

絵
合｣

の
最
後
に
光
源
氏
の
描
い
た

｢

須
磨
の
絵
日
記｣

が
登
場

し
、
そ
れ
が
勝
利
す
る
と
い
う
の
は
、『

竹
取』

『

宇
津
保』

『

伊
勢』

『

正
三
位』

を
は
じ
め
と
す
る
物
語
文
学
の
頂
点
に

『

源
氏
物
語』

を

位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
紫
式
部
の
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
紫
式
部
は
、
物
語
の
伝
統
的
な
系
列
の
中
に

『

源
氏
物
語』

を
位
置

づ
け
、
物
語
文
学
の
原
点

『

竹
取』

に
発
す
る
文
学
伝
統
の
正
当
な
継

承
者
で
あ
り
、
の
み
な
ら
ず
物
語
全
体
の
頂
点
に
立
つ
物
語
こ
そ

『

源

氏
物
語』

で
あ
る
こ
と
を
堂
々
と
主
張
し
て
憚
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
仮

託
的
、
す
な
わ
ち
物
語
的
表
現
こ
そ

｢

絵
合｣

に
お
け
る

｢

須
磨
の
絵

日
記｣

の
勝
利
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、『

源
氏
物
語』

は
何
故

『

宇
津
保』

『

正
三
位』

の
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系
列
で
は
な
く
、『

竹
取』

『

伊
勢』

の
系
列
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
す
ぐ
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
物
語
が
い
ず
れ
も

折
口
信
夫
氏
の
説
く
貴
種
流
離
譚
の
範
疇
に
属
し
て
い
る
と
い
う
点
で

あ
る
。

か
ぐ
や
姫
も
、
在
原
業
平
も
、
そ
し
て
光
源
氏
も
貴
い
血
筋
に
生
ま

れ
な
が
ら
流
離
を
経
験
し
て
い
る
点
で
本
質
的
に
一
致
し
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
何
も

『

竹
取』

『

伊
勢』

『

源
氏』

に
限
っ

た
こ
と
で
は
な
い
。
実
際
、｢

絵
合｣

で
右
方
か
ら
出
さ
れ
た

『

宇
津

保』

に
つ
い
て
も

｢

流
離
譚｣
の
要
素
を
窺
い
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。『

宇
津
保』

の
俊
蔭
は
、
若
く
し
て
遣
唐
使
に
選
ば
れ
渡
航
す
る

が
、
あ
い
に
く
遭
難
し
て
異
国
に
漂
着
す
る
な
ど
文
字
通
り
の

｢

流
離｣

を
経
験
し
て
い
る
。
同
じ
く
右
方
か
ら
提
示
さ
れ
た

『

正
三
位』

に
つ

い
て
は
、
詳
し
い
内
容
が
不
明
で
あ
る
た
め
断
定
こ
そ
で
き
な
い
が
、

さ
ほ
ど
高
貴
な
出
自
で
は
な
い

｢

兵
衛
の
大
君｣
が
、
つ
い
に

｢

正
三

位｣

の
地
位
に
上
り
詰
め
る
ま
で
に
は
、
幾
多
の
波
乱
を
経
験
し
た
で

あ
ろ
う
か
ら
、
広
い
意
味
で

｢

流
離
譚｣

の
要
素
が
な
か
っ
た
と
も
言

い
切
れ
ま
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
紫
式
部
は
数
あ
る
物
語
の
中
か
ら

｢

流
離
譚｣

の
要
素
を
備
え
て
い
る
物
語
を
こ
こ
に
選
び
出
し
て
い
る

と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
物
語
そ
の
も
の
に
深
い
知
見
と
鋭
い
洞
察

力
と
を
兼
ね
備
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
紫
式
部
に
と
っ
て
、
物
語
が
そ
の

本
質
に
お
い
て

｢

流
離
譚｣

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
既
に
自
明
の
こ
と

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
紫
式
部
は
そ
れ
ら
の

｢

流
離
譚｣

を
二
つ
の
系

列
に
分
類
し
、『

竹
取』

『

伊
勢』

の
系
列
に
敢
え
て

『

源
氏
物
語』

を

位
置
づ
け
て
い
る
。『

宇
津
保』

『

正
三
位』

の
よ
う
に
富
や
名
声
、
栄

達
な
ど
と
い
っ
た
現
世
的
価
値
を
求
め
る

｢

流
離
譚｣

と
、『

竹
取』

『

伊
勢』

の
よ
う
に
現
世
的
・
世
俗
的
価
値
に
埋
没
す
る
こ
と
な
く
、

｢

異
郷｣

と
い
う
別
個
の
価
値
を
求
め
よ
う
と
す
る

｢

流
離
譚｣

と
に

大
別
し
、｢

異
郷
を
め
ざ
す
物
語｣

こ
そ
、
よ
り
本
質
的
な
物
語
で
あ

る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の

｢

異
郷
を
め
ざ
す
物
語｣

の
系
譜
は
、
そ
の
端
緒
を
ス
サ
ノ
ヲ

の
尊
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
は
、
天
下
を
統
治

す
る
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
放
棄
し
、｢

根
の
国｣

へ
と
向
か
っ

た
神
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
は
、
天
下
の
統
治
と
い

う
現
世
的
・
世
俗
的
な
価
値
に
で
は
な
く
、｢

根
の
国｣

と
い
う

｢

異

郷｣

に
こ
そ
み
ず
か
ら
の
至
上
の
価
値
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
点
で
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
の
生
き
方
は
、『

竹
取』

の
か
ぐ
や
姫
に
、

『

伊
勢』

の
在
原
業
平
に
、
そ
し
て

『

源
氏
物
語』

の
光
源
氏
に
貫
道

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
こ
で
と
り
わ
け
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ

れ
ら
の
流
離
に

｢

罪｣

が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
か
ぐ
や
姫

や
在
原
業
平
が
流
離
を
経
験
す
る
の
は
、｢

犯
し｣

が
あ
っ
て
の
こ
と

で
あ
っ
た
。

か
ぐ
や
姫
を
迎
え
に
来
た

｢

王
と
覚
し
き
人｣

は
、
竹
取
の
翁
に
対

し
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

｢

汝
な
ん
ぢ

、
幼

を
さ
な

き
人
。
い
さ
さ
か
な
る
功く

徳ど
く

を
、
翁

お
き
な

つ
く
り
け
る

に
よ
り
て
、
汝
が
助
け
に
と
て
、
か
た
時と

き

の
ほ
ど
と
て
く
だ
し
し

を
、
そ
こ
ら
の
年と

し

ご
ろ
、
そ
こ
ら
の
黄
金

こ

が

ね

賜た
ま

ひ
て
、
身
を
変か

へ
た

る
が
ご
と
な
り
に
た
り
。
か
ぐ
や
姫
は
罪
を
つ
く
り
た
ま
へ
り
け

れ
ば
、
か
く
賤い

や

し
き
お
の
れ
が
も
と
に
、
し
ば
し
お
は
し
つ
る
な

り
。
罪
の
限か

ぎ

り
は
て
ぬ
れ
ば
、
か
く
迎む

か

ふ
る
を
、
翁

お
き
な

は
泣
き
嘆な

げ

く
。
あ
た
は
ぬ
こ
と
な
り
。
は
や
返か

へ

し
た
て
ま
つ
れ｣

(『

竹
取
物
語』

(

８))

か
ぐ
や
姫
は
、
月
の
都
で
罪
を
犯
し
た
た
め
に
、
日
本
へ
と
島
流
し
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に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
か
ぐ
や
姫
が
犯
し
た
罪
の
内
容

に
つ
い
て
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、｢

流
離｣

の
原
因
が
み
ず
か
ら

が
犯
し
た

｢

罪｣

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

在
原
業
平
も
ま
た
、｢

罪｣

と
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て

｢

流
離｣

を

余
儀
な
く
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。

む
か
し
、

東
ひ
ん
が
し

の
五
条
に
、
大お

ほ

后
き
さ
い

の
宮み

や

お
は
し
ま
し
け
る
西に

し

の

対た
い

に
、
す
む
人
あ
り
け
り
。
そ
れ
を
、
本ほ

意い

に
は
あ
ら
で
、
心
ざ

し
ふ
か
か
り
け
る
人
、
ゆ
き
と
ぶ
ら
ひ
け
る
を
、
正む

月つ
き

の
十
日
ば

か
り
の
ほ
ど
に
、
ほ
か
に
か
く
れ
に
け
り
。
あ
り
所
は
聞
け
ど
、

人
の
い
き
通か

よ

ふ
べ
き
所
に
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
な
ほ
憂う

し
と
思

ひ
つ
つ
な
む
あ
り
け
る
。

(『
伊
勢
物
語』

第
四
段

(

９))

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。

東
ひ
ん
が
し

の
五ご

条で
う

わ
た
り
に
、
い
と
忍
び
て

い
き
け
り
。
み
そ
か
な
る
所
な
れ
ば
、
か
ど
よ
り
も
え
入い

ら
で
、

わ
ら
は
べ
の
踏
み
あ
け
た
る
つ
い
ひ
ぢ
の
崩く

づ

れ
よ
り
通か

よ

ひ
け
り
。

(

中
略)

二に

条で
う

の
后

き
さ
き

に
忍
び
て
参
り
け
る
を
、
世
の
聞き

こ

え
あ
り
け

れ
ば
、
兄

せ
う
と

た
ち
の
守
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
と
ぞ
。

(『

伊
勢
物
語』

第
五
段)

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
女
の
え
得う

ま
じ
か
り
け
る
を
、
年
を
経へ

て
よ
ば
ひ
わ
た
り
け
る
を
、
か
ら
う
じ
て
盗ぬ

す

み
い
で
て
、
い
と
暗

き
に
来き

け
り
。(

中
略)

こ
れ
は
二に

条で
う

の
后

き
さ
き

の
、
い
と
こ
の
女

に
よ
う

御ご

の
御
も
と
に
、
仕つ

か

う
ま
つ
る
や
う
に
て
ゐ
た
ま
へ
り
け
る
を
、

か
た
ち
の
い
と
め
で
た
く
お
は
し
け
れ
ば
、
盗ぬ

す

み
て
負お

ひ
い
で
た

り
け
る
を
、
御
兄

せ
う
と

、
堀ほ

り

河か
は

の
大
臣

お

と

ど

、
太
郎
国く

に

経つ
ね

の
大だ

い

納な

言ご
ん

、
ま

だ
下げ

�
ら
ふ

に
て
、
内う

裏ち

へ
参
り
た
ま
ふ
に
、
い
み
じ
う
泣
く
人
あ
る

を
聞
き
つ
け
て
、
と
ど
め
て
と
り
か
へ
し
た
ま
う
て
け
り
。
そ
れ

を
か
く
鬼
と
は
い
ふ
な
り
け
り
。
ま
だ
い
と
若
う
て
、
后
の
た
だ

に
お
は
し
け
る
時
と
や
。

(『

伊
勢
物
語』

第
六
段)

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
そ
の
男
、
身
を
え
う
な
き
も
の
に
思
ひ

な
し
て
、
京
に
は
あ
ら
じ
、
あ
づ
ま
の
方か

た

に
す
む
べ
き
国
も
と
め

に
と
て
ゆ
き
け
り
。

(『

伊
勢
物
語』

第
九
段)

在
原
業
平
は
、
清
和
天
皇
の
后
と
な
っ
た
二
条
后
高
子
と
の
恋
に
身

を
や
つ
し
、
一
旦
は
盗
み
出
す
と
い
う
暴
挙
に
も
出
た
が
、
結
局
思
う

に
ま
か
せ
ず
、
そ
れ
を
原
因
と
す
る
か
の
よ
う
に
み
ず
か
ら
東
国
へ
と

流
離
し
た
と
物
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
貴
種
流
離
譚
の
核
心
に
は

｢

罪｣

が
あ
り
、
そ
の
罪

の
償
い
、
贖
い
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が

｢

流
離｣

な
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
来
貴
種
は

｢

犯
し｣

が
あ
っ
て
流
離
す
る
と
い
う
の
が
、

少
な
く
と
も
狭
義
の
貴
種
流
離
譚
の
本
姿
だ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

無
論
、
光
源
氏
の
流
離
に
も
ま
た
罪
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
光
源
氏
の
罪
の
分
析
が

『

源
氏
物
語』

と
い
う
貴
種
流
離
譚
の

解
明
に
と
っ
て
不
可
欠
の
課
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

罪
と
流
離
の
淵
源
を
求
め
て
み
れ
ば
、
や
は
り

『

日
本
書
紀』

に
記

さ
れ
た
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
に
行
き
着
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊

は
、｢

和
歌
の
祖｣

で
あ
り
、｢

異
郷
の
祖｣

で
あ
り
、｢

物
語
の
祖｣

｢

流
離
の
祖｣

で
も
あ
り
な
が
ら
、
罪
の
起
源
す
な
わ
ち

｢

罪
過
の
祖｣

と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。

貴
種
流
離
譚
と
し
て
の
ス
サ
ノ
ヲ
神
話
に
敢
え
て
触
れ
る
こ
と
の
な

か
っ
た
折
口
信
夫
氏
に
も
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
と
罪
と
の
関
係
に
つ
い
て
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は
繰
り
返
し
言
及
が
見
ら
れ
る
。
折
口
氏
は
、
罪
の
起
源
神
と
し
て
の

ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
を
流
離
よ
り
も
重
く
見
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

本
来
の
貴
種
流
離
譚
に
は
罪
が
深
く
か
か
わ
り
、
流
離
に
は
贖
罪
と

し
て
の
意
味
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
貴
種
流
離
譚
の
最
高
峰
に
位
置

す
る

『
源
氏
物
語』

も
ま
た

｢

罪｣

の
意
味
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
は
じ
め
て
本
来
の
姿
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
相
違
な
い
。

四

罪
と
流
離

貴
種
流
離
譚
に
お
け
る
貴
種
は
、
本
来
罪
を
得
て
流
離
す
る
。
そ
れ

は
す
べ
て
の
貴
種
流
離
譚
が
、｢
流
離
の
祖｣

で
あ
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊

を
始
原
と
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
貴
種
流
離
譚
の
典
型
で

あ
る

『

源
氏
物
語』

も
ま
た
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
以

上
に
、『

源
氏
物
語』

は
罪
と
流
離
と
を
不
可
欠
の
要
素
と
す
る
こ
と

を
要
請
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら

『

源
氏
物
語』
は
、
ほ
か
で
も
な
い

ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
を
モ
デ
ル
と
し
て
成
立
し
た
物
語
だ
か
ら
で
あ
る
。

光
源
氏
の
流
離
に
は
、
古
来
さ
ま
ざ
ま
な
准
拠
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
小
野
篁
、
在
原
行
平
、
菅
原
道
真
、
源
高た

か

明
あ
き
ら

、
藤
原
伊こ

れ

周ち
か

、

周
し
ゅ
う

公こ
う

旦た
ん

な
ど
が
モ
デ
ル
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る

(

10)

。
し
か
し
、

そ
れ
ら
の
さ
ら
に
根
底
に
は
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
を
め
ぐ
る
神
話
が
踏
ま
え

ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
光
源
氏
の
流
離
に
は
高
天
原
か
ら
放
逐
さ

れ
る
と
い
う
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
神
話
が
源
泉
と
な
っ
て
い
る
と
私
は
考
え

る
の
で
あ
る
。『

源
氏
物
語』

は
始
祖
と
し
て
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
を
平

安
時
代
に
甦
ら
せ
た
物
語
な
の
で
あ
り
、
光
源
氏
の
罪
と
流
離
は
、
ま

さ
し
く
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
の
罪
と
流
離
と
を
原
型
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

の
だ
。

そ
こ
で
こ
こ
で
は
、『

源
氏
物
語』

に
お
け
る
光
源
氏
の
流
離
と
そ

の
源
泉
で
あ
る

『

日
本
書
紀』

に
お
け
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
の
流
離
と
を

｢

罪｣

と
い
う
側
面
か
ら
比
較
し
て
み
た
い
と
思
う
。

ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
と
の
誓
約

う

け

い

を
終
え
た
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
は
、
高
天
原

に
お
い
て
数
々
の
悪
事
を
働
き
、
高
天
原
を
混
乱
に
陥
れ
て
ゆ
く
。

是こ

の
後の

ち

に
、
素す

戔さ
の

嗚を
の

尊
み
こ
と

の
為し

行わ
ざ

甚
は
な
は

だ
無あ

づ

状き
な

し
。
何

い
か
に

と
い
へ
ば
、

天あ
ま

照
て
ら
す

大
お
ほ
み

神か
み

、
天

あ
ま
の

狭さ

田だ

・
長な

が

田た

を
以も

ち
て
御み

田た

と
し
た
ま
ふ
。

時
に
素
戔
嗚
尊
、
春
に
は
重し

播き

種ま

子き

し
、
且ま

た

其そ

の
畔あ

を
毀は

な

つ
。
秋

に
は
天

あ
ま
の

斑ふ
ち

駒こ
ま

を
放は

な

ち
、
田
の
中
に
伏ふ

せ
し
む
。
復ま

た

天
照
大
神
の

新に
ひ

嘗な
へ

き
こ
し
め
さ
む
と
す
る
時
を
見
て
、
則

す
な
は

ち
陰

ひ
そ
か

に

新
に
ひ
な
へ
の

宮み
や

に
放
�

く

そ

ま

る
。(『

日
本
書
紀』

巻
第
一

｢

神
代
上｣

、
第
七
段
正
文)

ス
サ
ノ
ヲ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
が
御
田
と
し
て
い
た
天

あ
ま
の

狭さ

田だ

・
長な

が

田た

に

対
し
て
、
春
に
は
一
度
播
い
た
種
の
上
に
さ
ら
に
重
ね
て
種
を
播
く

｢

重し

播き

種ま

子き｣

を
し
た
り
、
そ
の
畔
を
破
壊
す
る

｢

畔あ

毀
は
な
ち｣

を
し
、
秋

に
は
天

あ
ま
の

斑ふ
ち

駒こ
ま

を
放
ち
田
の
中
に
伏
せ
さ
せ
る

｢

伏ふ
せ

馬う
ま｣

を
し
て
農
事

の
妨
げ
を
し
た
り
し
た
。
ま
た
ア
マ
テ
ラ
ス
が
新
穀
を
召
さ
れ
る
新に

い

嘗な
め

の
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
を
見
計
ら
っ
て
、
新
嘗
の
た
め
に
新
造
さ
れ
た
神

聖
な
祭
場
を
排
泄
物
で
穢
す
と
い
う

｢

放
�

く

そ

へ｣

を
し
た
、
と
い
う
の
で

あ
る
。

こ
う
し
た
ス
サ
ノ
ヲ
の
乱
行
は
、
神
衣
を
織
っ
て
い
た
稚わ

か

日ひ
る

女め
の

尊
み
こ
と

を
損
な
う
に
至
っ
て
頂
点
に
達
す
る
。

是こ

の
後の

ち

に
稚わ

か

日ひ
る

女め
の

尊
み
こ
と

、
斎い

み

服は
た

殿ど
の

に
坐ま

し
て
、
神か

之む

御み

服そ

を
織お

り

た
ま
ふ
。
素
戔
嗚
尊

見
み
そ
こ
な
は

し
て
、
則

す
な
は

ち
斑ふ

ち

駒こ
ま

を
逆さ

か

剥は
ぎ

に
し
、

殿
お
ほ
と
の

の
内う

ち

に
投な

げ

入い

る
。
稚
日
女
尊
、
乃

す
な
は

ち
驚
き
て
機は

た

よ
り
堕お

ち
、

持も

た
せ
る
梭ひ

を
以
ち
て
体み

み

を
傷い

た

め
て
、
神か

む

退さ

り
ま
し
き
。
故か

れ

、
天

照
大
神
、
素
戔
嗚
尊
に
謂の

り
て
曰

の
た
ま

は
く
、｢

汝
な
む
ぢ

、
猶な

ほ

し

黒
き
た
な
き

心
こ
こ
ろ
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有あ

り
。
汝
と
相あ

ひ

見ま
み

え
む
と
欲お

も

は
ず｣

と
の
た
ま
ひ
、
乃
ち
天

あ
ま
の

石い
は

窟や

に
入い

り
て
、
磐い

は

戸と

を
閉
著

さ

し
た
ま
ふ
。
是こ

こ

に
天

あ
め
の

下し
た

恒と
こ

闇や
み

に
し

て
、
復ま

た

昼ひ
る

夜よ
る

の
殊わ

き

も
無な

し
。

(『

日
本
書
紀』

巻
第
一

｢

神
代
上｣

、
第
七
段
一
書
第
一)

稚
日
女
尊
が
斎い

み

服は
た

殿ど
の

で
神
の
御
服
を
織
っ
て
お
ら
れ
た
の
を
ス
サ
ノ

ヲ
の
尊
が
見
て
、
斑
馬
を
逆
剥
ぎ
に
し
た
の
を
御
殿
の
中
に
投
げ
入
れ

た
と
こ
ろ
、
稚
日
女
尊
が
驚
い
て
機
か
ら
落
ち
、
手
に
し
て
い
た
梭ひ

で

身
を
傷
つ
け
て
亡
く
な
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神

は
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
に
向
か
っ
て
、｢

お
前
に
は
や
は
り
邪
心
が
あ
る
。

お
前
に
は
も
う
会
い
た
い
と
は
思
わ
な
い｣

と
仰
せ
に
な
っ
て
、
天

あ
ま
の

石い
わ

窟や

に
入
り
、
磐い

わ

戸と

を
閉
じ
て
し
ま
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
天
下
は
常
闇

と
な
り
、
昼
夜
の
区
別
も
つ
か
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
に
よ
る
岩
戸
隠
れ
の
神
話
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
の

尊
の
悪
事
が
あ
ま
り
に
も
甚
だ
し
か
っ
た
た
め
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神

は
自
ら
天
石
窟
に
入
り
、
天
下
は
暗
黒
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
は
高
天
原
で
の
乱
行
に
と
ど
め
を
さ
す
こ
と

と
な
り
、
高
天
原
か
ら
の
放
逐
を
決
定
的
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
神
話
を
源
泉
と
し
な
が
ら
、『

源
氏
物
語』

は
王
朝
の
物

語
を
創
造
し
て
い
っ
た
。
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
の
神
話
は
、

『

源
氏
物
語』

の
い
ず
れ
の
部
分
と
対
応
し
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
の
乱
行

は

『

源
氏
物
語』

に
お
い
て
一
体
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

藤
壺
の
宮
と
の
密
会
で
子
を
な
し
た
光
源
氏
は
、
そ
の
後
朝
顔
の
斎

院
に
言
い
寄
り
、
朧
月
夜
と
の
危
険
な
情
事
に
身
を
任
せ
、
そ
の
立
場

を
危
う
い
も
の
に
し
て
い
っ
た
。
こ
の
常
軌
を
逸
し
た
よ
う
な
行
動
こ

そ
光
源
氏
が
な
し
た
乱
行
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ス

サ
ノ
ヲ
の
尊
の
悪
行
が
、
御
田
を
破
壊
し
、
新
嘗
の
祭
場
を
穢
し
、
神

衣
を
織
っ
て
い
た
女
神
を
損
な
う
な
ど
す
べ
て
神
聖
な
も
の
に
対
す
る

冒
�
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
光
源
氏
の
行
動
に
も
同
様
の
要
素
が
認
め
ら

れ
よ
う
。
神
に
仕
え
る
朝
顔
の
斎
院
に
言
い
寄
り
、
帝
に
奉
仕
す
る
朧

月
夜
と
関
係
を
も
つ
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
不
謹
慎
極
ま
り
な
い
振
る

舞
い
に
相
違
な
い
。
す
な
わ
ち
、
宮
廷
社
会
の
秩
序
を
大
幅
に
乱
し
、

禁
忌
を
破
壊
し
た
光
源
氏
の
乱
行
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
の
そ
れ
の
よ
う

に
、
神
聖
な
も
の
へ
の
侵
犯
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
乱
行
が
決
定
的
と
な
っ
た
の
は
、
光
源
氏
と
朧
月
夜
と
の
密
会

が
露
見
し
て
し
ま
っ
た
時
で
あ
っ
た
。
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
が
高
天
原
か
ら

の
追
放
を
決
定
的
に
し
た
の
が
、
神
事
に
奉
仕
し
て
い
た
稚
日
女
尊
を

損
な
う
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
光
源
氏
が
流
離
へ
と
追
い
込
ま
れ
た

直
接
の
原
因
が
、
女
官
と
し
て
朱
雀
帝
に
奉
仕
し
て
い
た
朧
月
夜
と
関

わ
る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
こ
に
は
構
想
の
一
致
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

そ
も
そ
も
光
源
氏
が
朧
月
夜
を
知
っ
た
の
は
、
春
二
月
宮
中
で
催
さ

れ
た
南
殿
の
桜
を
賞
で
る
宴
の
日
で
あ
っ
た
。
夜
が
更
け
、
宴
は
果
て

た
が
、
酔
い
の
さ
め
や
ら
ぬ
光
源
氏
は
、
藤
壺
の
宮
へ
の
思
い
を
募
ら

せ
て
宮
中
を
徘
徊
し
て
い
た
。
そ
ん
な
折
、
た
ま
た
ま
出
遭
っ
た
女
性

が
朧
月
夜
で
あ
っ
た
。
光
源
氏
の
強
引
さ
に
押
さ
れ
て
、
一
夜
を
過
ご

し
て
し
ま
っ
た
朧
月
夜
は
、
そ
の
後
人
知
れ
ず
悩
み
が
ち
と
な
る
。
そ

れ
と
い
う
の
も
、
朧
月
夜
に
は
春
宮
入
内
の
縁
談
が
進
み
、
そ
れ
が
直

前
に
迫
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
花
の
宴
か
ら
一
月
後
、
右
大
臣
邸
で

開
か
れ
た
藤
の
宴
で
二
人
は
再
会
、
そ
れ
か
ら
も
二
人
は
密
か
に
逢
瀬

を
重
ね
て
い
っ
た
。
右
大
臣
方
で
は
、
朧
月
夜
が
光
源
氏
に
ば
か
り
思

い
を
寄
せ
て
い
る
の
を
知
り
な
が
ら
も
、
朱
雀
帝
の
許
に
入
内
さ
せ
よ

う
と
躍
起
に
な
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
矢
先
、
二
人
の
関
係
が
露
見
し
て

し
ま
う
。

光
源
氏
と
朧
月
夜
と
の
関
係
が
露
見
し
た
の
は
、
朧
月
夜
が
病
を
理
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由
に
里
下
が
り
し
た
の
を
見
計
ら
っ
て
、
光
源
氏
が
無
理
な
逢
瀬
を
し

た
時
で
あ
っ
た
。
雨
が
俄
か
に
激
し
く
降
り
、
雷
が
ひ
ど
く
鳴
り
騒
ぐ

夜
明
け
方
、
人
の
出
入
り
が
多
く
、
女
房
た
ち
が
う
ろ
た
え
て
大
勢
集

ま
っ
て
い
る
た
め
、
源
氏
は
朧
月
夜
の
も
と
か
ら
出
る
に
出
ら
れ
な
い

状
態
と
な
る
。
そ
ん
な
折
、
父
で
あ
る
右
大
臣
が
娘
の
身
を
案
じ
て
や
っ

て
き
て
し
ま
う
。

尚か

侍む

の
君
い
と
わ
び
し
う
思
さ
れ
て
、
や
を
ら
ゐ
ざ
り
出
で
た
ま

ふ
に
、
面

お
も
て

の
い
た
う
赤
み
た
る
を
、
な
ほ
な
や
ま
し
う
思
さ
る

る
に
や
と
見
た
ま
ひ
て
、｢

な
ど
御
気け

色し
き

の
例
な
ら
ぬ
。
物も

の

の
怪け

な
ど
の
む
つ
か
し
き
を
。
修ず

法ほ
ふ

延の

べ
さ
す
べ
か
り
け
り｣

と
の
た

ま
ふ
に
、
薄う

す

二ふ
た

藍あ
い

な
る
帯
の
御
衣ぞ

に
ま
つ
は
れ
て
引
き
出
で
ら
れ

た
る
を
見
つ
け
た
ま
ひ
て
あ
や
し
と
思
す
に
、
ま
た
畳

た
た
む

紙が
み

の
手

習
な
ど
し
た
る
、
御
几き

帳
ち
や
う

の
も
と
に
落
ち
た
り
け
り
。
こ
れ
は

い
か
な
る
物
ど
も
ぞ
と
御
心
お
ど
ろ
か
れ
て
、｢

か
れ
は
誰た

れ

が
ぞ
。

け
し
き
異こ

と

な
る
物
の
さ
ま
か
な
。
た
ま
へ
。
そ
れ
取
り
て
誰た

が
ぞ

と
見
は
べ
ら
む｣

と
の
た
ま
ふ
に
ぞ
、
う
ち
見
返
り
て
、
我
も
見

つ
け
た
ま
へ
る
。
紛
ら
は
す
べ
き
方
も
な
け
れ
ば
、
い
か
が
は
答い

ら

へ
き
こ
え
た
ま
は
む
、
我
に
も
あ
ら
で
お
は
す
る
を
、
子
な
が
ら

も
恥
づ
か
し
と
思
す
ら
む
か
し
と
さ
ば
か
り
の
人
は
思
し
憚

は
ば
か

る

べ
き
ぞ
か
し
。
さ
れ
ど
い
と
急き

ふ

に
、
の
ど
め
た
る
と
こ
ろ
お
は
せ

ぬ
大
臣

お

と

ど

の
、
思
し
も
ま
は
さ
ず
な
り
て
、
畳

た
た
う

紙が
み

を
取
り
た
ま
ふ

ま
ま
に
、
几き

帳
ち
や
う

よ
り
見
入
れ
た
ま
へ
る
に
、
い
と
い
た
う
な
よ

び
て
、
つ
つ
ま
し
か
ら
ず
添
ひ
臥ふ

し
た
る
男
も
あ
り
。
今
ぞ
や
を

ら
顔
ひ
き
隠
し
て
、
と
か
う
紛
ら
は
す
。
あ
さ
ま
し
う
め
ざ
ま
し

う
心
や
ま
し
け
れ
ど
、
直ひ

た

面
お
も
て

に
は
い
か
で
か
は
あ
ら
は
し
た
ま

は
む
。
目
も
く
る
る
心
地
す
れ
ば
、
こ
の
畳

た
た
む

紙が
み

を
取
り
て
、
寝

殿
に
渡
り
た
ま
ひ
ぬ
。
尚か

侍む

の
君
は
、
我
か
の
心
地
し
て
死
ぬ
べ

く
思
さ
る
。
大
将
殿
も
、
い
と
ほ
し
う
、
つ
ひ
に
用
な
き
ふ
る
ま

ひ
の
積
も
り
て
、
人
の
も
ど
き
を
負
は
む
と
す
る
こ
と
と
思
せ
ど
、

女
君
の
心
苦
し
き
御
気け

色し
き

を
と
か
く
慰
め
き
こ
え
た
ま
ふ
。

(『

源
氏
物
語』

｢

賢
木｣

、
一
四
五
―
一
四
六
頁

(

11))

困
り
果
て
て
い
る
朧
月
夜
に
対
し
て
、
右
大
臣
は
顔
色
が
い
つ
も
と

違
う
よ
う
だ
と
声
を
か
け
た
。
そ
の
と
き
、
薄う

す

二ふ
た

藍あ
い

の
帯
が
女
君
の
御

衣
に
か
ら
ま
っ
て
外
に
引
き
出
さ
れ
て
い
る
の
に
気
づ
き
、
ま
た
手
習

い
な
ど
が
し
て
あ
る
懐
紙
が
御み

几き

帳
ち
ょ
う

の
下
に
落
ち
て
い
る
の
に
気
づ

い
た
。
怪
し
く
思
っ
た
右
大
臣
は
、
懐
紙
を
お
取
り
に
な
る
な
り
几
帳

か
ら
中
を
お
覗
き
に
な
る
と
、
臆
面
も
な
い
様
子
で
横
に
な
っ
て
い
る

の
が
光
源
氏
だ
と
知
っ
て
、
心
外
で
い
ま
い
ま
し
い
と
は
思
っ
た
が
、

そ
の
ま
ま
寝
殿
に
戻
っ
て
し
ま
わ
れ
た
。
尚か

侍ん

の
君
は
、
茫
然
と
正
気

も
失
せ
て
死
ぬ
ほ
ど
の
思
い
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
大
将
殿
も
、｢

困
っ

た
こ
と
に
な
っ
た
。
と
う
と
う
い
ら
ざ
る
ふ
る
ま
い
が
積
も
っ
て
、
世

間
の
非
難
を
こ
う
む
る
こ
と
に
な
る
の
か｣

と
お
思
い
に
な
る
が
、
女

君
の
い
た
わ
し
い
ご
様
子
を
あ
れ
こ
れ
お
慰
め
申
し
て
お
ら
れ
る
、
と

い
う
の
で
あ
る
。

光
源
氏
と
朧
月
夜
と
の
密
会
の
現
場
を
押
さ
え
た
右
大
臣
は
、
た
だ

ち
に
弘こ

徽き

殿で
ん

の
大お

お

后
ぎ
さ
き

に
こ
の
こ
と
を
告
げ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
光
源
氏

は
窮
地
へ
と
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

｢

尚か

侍む

の
君
は
、
我
か
の
居
心
地
し
て
死
ぬ
べ
く
思
さ
る｣

と
い
う

表
現
は
、『

日
本
書
紀』

の
神
話
の
中
で

｢

神か
む

退さ

り
ま
し
き｣

と
あ
る

よ
う
に
、
稚わ

か

日ひ
る

女め
の

尊
み
こ
と

が
死
去
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
記
述
だ
と
み
て

よ
か
ろ
う
。
稚
日
女
尊
が
不
慮
の
死
に
遭
遇
し
た
の
と
は
異
な
っ
て
、

朧
月
夜
は
命
に
別
状
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
心
境
は
、
ま
さ
に
万

死
に
値
す
る
思
い
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
光
源
氏
の
帯
が

か
ら
ま
っ
て
い
た
の
が
女
君
の
御
衣
で
あ
っ
た
と
し
て
、
衣
服
が
印
象
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的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
稚
日
女
尊
の
災
難
が
機
織
り
の
場
面
で

あ
っ
た
こ
と
と
関
連
づ
け
た
記
述
だ
と
い
え
よ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
光

源
氏
が
朧
月
夜
を
知
っ
た
の
は
、
朧
月
夜
が

｢

御み

匣
く
し
げ

殿ど
の｣

で
あ
っ
た

時
と
さ
れ
る

(『

源
氏
物
語』

｢

葵｣

の
巻
、
七
五
頁)

。
御
匣
殿
と
は
、

内く

蔵ら

寮
づ
か
さ

と
と
も
に
帝
の
御
装
束
の
裁
縫
を
掌
る
女
官
の
長
の
こ
と
で
、

帝
の
装
束
を
調
達
す
る
役
職
で
あ
る

(

12)

。
朧
月
夜
が
御
匣
殿
で
あ
っ

た
と
い
う
設
定
は
、
明
ら
か
に
稚
日
女
尊
が
機
を
用
い
て
神
衣
を
織
っ

て
い
た
こ
と
と
関
連
づ
け
て
の
こ
と
と
見
て
大
過
な
か
ろ
う
。

朧
月
夜
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
入
内
の
機
会
を
逸
し
て
し
ま
う
。
や
が

て
は
后
の
位
に
と
期
待
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
が
叶
う
こ
と
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
朧
月
夜
の
人
物
設
定
に
は
、
原
型
と
な
っ
た

｢

稚
日
女
尊｣

と
い
う
神
名
が
関
与
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

稚
日
女
尊
と
は
若
い
太
陽
の
女
性
の
意
で
、
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
の
別
名

｢

大お
ほ

日ひ
る

�
め
の

尊
み
こ
と｣

(『

日
本
書
紀』

巻
第
一

｢
神
代
上｣

、
第
五
段
一
書
第

一)

に
准
ず
る
名
だ
か
ら
で
あ
る
。

『

古
事
記』

で
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
神
話
が
記
さ
れ
、
ス
サ
ノ
ヲ
の

尊
の
悪
行
に
よ
っ
て
死
者
が
発
生
し
て
い
る
。

天あ
ま

照
て
ら
す

大お
ほ

御み

神か
み

、
忌い

み

服は
た

屋や

に
坐い

ま

し
て
、
神か

む

御み

衣そ

を
織お

ら
し
め
し
時

に
、
其
の
服は

た

屋や

の

頂
い
た
だ
き

を
穿う

か

ち
、
天あ

め

の
斑ふ

ち

馬う
ま

を
逆さ

か

剥は

ぎ
に
剥
ぎ
て
、

堕お
と

し
入
れ
た
る
時
に
、
天
の
服
織

は

と

り

女め

、
見
驚
き
て
、
梭ひ

に
陰ほ

上と

を

衝つ

き
て
死
に
き
。
故か

れ

是こ
こ

に
、
天
照
大
御
神
、
見み

畏
か
し
こ

み
、
天あ

め

の
石い

は

屋や

の
戸と

を
開ひ

ら

き
て
、
刺
し
こ
も
り
坐ま

し
き
。

(『

古
事
記』

上
巻
、
六
三
頁

(

13))

こ
こ
で
は
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
が
天
つ
神
の
た
め
に
御
衣
を
織
ら
せ
て

い
た
時
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
が
逆
剥
ぎ
の
馬
を
神
聖
な
忌い

み

服は
た

屋や

に
投
げ
込

み
、
天あ

め

の
服
織

は

と

り

女め

が
梭ひ

で
身
を
傷
つ
け
て
亡
く
な
っ
て
い
る
。
状
況
は

『

日
本
書
紀』

の
神
話
に
酷
似
し
て
い
る
が
、
落
命
す
る
女
性
が

｢

稚

日
女
尊｣

で
は
な
く
、｢

天
の
服
織
女｣

と
な
っ
て
い
て
、『

日
本
書
紀』

と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。｢

稚
日
女
尊｣

と
い
う
神
名
に
は
ア

マ
テ
ラ
ス
大
神
に
準
じ
た
境
遇
が
想
定
さ
れ
る
が
、
単
な
る

｢

天
の
服

織
女｣

で
は
朧
月
夜
の
よ
う
に
東
宮
の
も
と
に
入
内
し
て
、
や
が
て
は

中
宮
に
と
い
っ
た
人
物
設
定
の
発
想
が
湧
い
て
こ
な
い
。
と
い
う
こ
と

は
、
こ
の
場
面
に
お
け
る

『

源
氏
物
語』

の
本
文
は
、『

古
事
記』

で

は
な
く
、
明
ら
か
に

『

日
本
書
紀』

の
神
話
を
源
泉
と
し
て
創
作
さ
れ

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

五

罪
過
の
祖

朧
月
夜
と
の
密
会
が
露
見
し
て
し
ま
っ
た
光
源
氏
は
、
右
大
臣
側
に

よ
る
政
治
的
謀
略
に
よ
っ
て
須
磨
へ
の
流
離
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
に
至

る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
光
源
氏
は
一
貫
し
て

｢

無
実｣

を
主

張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
右
大
臣
側
が
謀
反
の
疑
い
あ
り
と
し
て
騒
ぎ

立
て
る
罪
状
に
対
し
て

｢

思
ひ
か
け
ぬ
罪｣

(｢

須
磨｣

、
一
七
九
頁)

、

思
い
も
よ
ら
ぬ
罪
だ
と
主
張
し
て
憚
ら
な
い
の
で
あ
る
。

須
磨
へ
出
立
す
る
数
日
前
、
暇
乞
い
の
た
め
に
訪
れ
た
左
大
臣
邸
で
、

光
源
氏
は
流
離
す
る
に
あ
た
っ
て
の
率
直
な
感
想
を
次
の
よ
う
に
吐
露

し
て
い
る
。

｢

と
あ
る
こ
と
も
か
か
る
こ
と
も
、
前さ

き

の
世よ

の
報
い
に
こ
そ
は
べ

る
な
れ
ば
、
言
ひ
も
て
ゆ
け
ば
、
た
だ
み
づ
か
ら
の
お
こ
た
り
に

な
む
は
べ
る
。
さ
し
て
か
く
官

く
わ
ん

爵さ
く

を
と
ら
れ
ず
、
あ
さ
は
か
な

る
こ
と
に
か
か
づ
ら
ひ
て
だ
に
、

公
お
ほ
や
け

の
か
し
こ
ま
り
な
る
人
の
、

う
つ
し
ざ
ま
に
て
世
の
中
に
あ
り
経ふ

る
は
、
咎と

が

重
き
わ
ざ
に

外

国

ひ
と
の
く
に

に
も
し
は
べ
る
な
る
を
、
遠
く
放
ち
つ
か
は
す
べ
き
定
め
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な
ど
も
は
べ
な
る
は
、
さ
ま
こ
と
な
る
罪
に
当
た
る
べ
き
に
こ
そ

は
べ
る
な
れ
。
濁に

ご

り
な
き
心
に
ま
か
せ
て
つ
れ
な
く
過
ぐ
し
は
べ

ら
む
も
い
と
憚

は
ば
か

り
多
く
、
こ
れ
よ
り
大
き
な
る
恥は

ぢ

に
の
ぞ
ま
ぬ
さ

き
に
世
を
の
が
れ
な
む
と
思
う
た
ま
へ
立
ち
ぬ
る｣

な
ど
こ
ま
や

か
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
。

(『

源
氏
物
語』

｢

須
磨｣

、
一
六
五
―
一
六
六
頁)

あ
あ
な
る
の
も
、
こ
う
な
る
の
も
、
す
べ
て
前
世
の
報
い
で
ご
ざ
い

ま
す
か
ら
、
煎
じ
つ
め
れ
ば
た
だ
私
自
身
の
宿
運
の
つ
た
な
さ
と
い
う

も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
官
位
を
取
り
上
げ
ら

れ
る
の
で
な
く
、
さ
し
た
る
こ
と
も
な
い
罪
に
関
わ
っ
た
だ
け
で
も
、

朝
廷
の
勘
気
を
こ
う
む
り
謹
慎
し
て
い
る
者
が
、
平
然
と
普
段
の
暮
ら

し
を
つ
づ
け
て
月
日
を
送
る
の
は
、
異
国
で
も
罪
の
重
い
こ
と
と
し
て

お
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
ま
し
て
私
の
場
合
、
遠
国
へ
流
罪
に

処
す
べ
き
ご
沙
汰
な
ど
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
特
に
重
い
罪
に
あ
た
る

の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
心
に
何
一
つ
や
ま
し
い
こ
と
が
な
い
の
に
ま

か
せ
て
素
知
ら
ぬ
顔
で
過
ご
し
て
は
お
り
ま
す
が
、
何
か
に
つ
け
て
憚

り
が
多
い
の
で
、
こ
れ
以
上
に
大
き
な
恥
辱
を
目
に
す
る
前
に
、
進
ん

で
世
の
中
を
逃
れ
て
し
ま
お
う
と
思
い
立
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
、
と

い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
光
源
氏
は
自
分
の
罪
を
い
さ
さ
か
の
軽
い
罪
と
し
、

心
に
何
一
つ
疚
し
い
こ
と
は
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
素
知
ら
ぬ
顔

で
過
ご
す
こ
と
も
憚
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
以
上
大
き
な
辱
め
に
遭
わ
な

い
う
ち
に
進
ん
で
世
の
中
を
逃
れ
て
し
ま
お
う
と
決
心
し
た
、
と
言
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
世
か
ら
の
身
の
不
運
、
宿
業
の
つ
た

な
さ
は
嘆
き
こ
そ
す
れ
、
自
分
に
は
謀
反
の
罪
な
ど
決
し
て
な
い
こ
と

を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
紫
の
上
に
対
し
て
も
、

過
あ
や
ま

ち
な
け
れ
ど
、
さ
る
べ
き
に
こ
そ
か
か
る
こ
と
も
あ
ら
め
…
…

(『

源
氏
物
語』

｢

須
磨｣

、
一
七
二
頁)

私
自
身
に
過
失
は
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
る
べ
き
因
縁
が
あ
っ
て
こ

の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
、
と
言
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
、
自
分
に
は
過
失
は
な
い
と
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

後
に
光
源
氏
が
須
磨
に
流
離
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
明
石
の
尼
君

は
、
光
源
氏
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。

京
の
人
の
語
る
を
聞
け
ば
、
や
む
ご
と
な
き
御み

妻め

ど
も
い
と
多
く

持
ち
た
ま
ひ
て
、
そ
の
あ
ま
り
、
忍
び
忍
び
帝

み
か
ど

の
御み

妻め

を
さ
へ

過
あ
や
ま

ち
た
ま
ひ
て
、
か
く
も
騒
が
れ
た
ま
ふ
な
る
…
…

(『

源
氏
物
語』

｢

須
磨｣

、

二
一
〇
頁)

京
の
人
が
話
し
て
い
る
の
を
聞
き
ま
す
と
、
源
氏
の
君
は
尊
い
ご
身

分
の
女
君
た
ち
を
大
勢
お
持
ち
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
そ
の
上
に
、

こ
っ
そ
り
と
帝
の
御
妻
に
対
し
て
ま
で
も
過
ち
を
犯
さ
れ
て
、
こ
れ
ほ

ど
世
間
で
騒
が
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
発
言
は
都
人
の
語
る
噂
話
に
基
づ
い
て
い
る
。
光
源
氏
が
須
磨

に
流
離
す
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
を

｢

忍
び
忍
び
帝
の
御み

妻め

を
さ
へ

過
あ
や
ま

ち
た
ま
ひ
て｣

、
つ
ま
り
密
か
に
帝
の
妻
と
ま
で
過
ち
を
犯
し
た
た

め
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
朧
月
夜
は
帝
の
妻
に
は
当
た
ら
な
い
の
で
、

こ
こ
に
は
明
ら
か
な
事
実
誤
認
が
あ
る
の
だ
が
、
一
般
の
人
々
が
光
源

氏
の
流
離
を
不
行
跡
が
高
じ
た
た
め
に
帝
の
領
分
を
侵
犯
し
て
し
ま
っ

た
、
と
受
取
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

光
源
氏
が
、｢

罪
な
く
て
罪
に
当
た
り
、
官

つ
か
さ

位
く
ら
ゐ

を
と
ら
れ｣

(｢

明

石｣

、
二
二
六
頁)

｢

官
く
わ
ん

爵さ
く

を
と
ら
れ｣

(｢

須
磨｣

、
一
六
五
頁)

、｢

流

さ
れ
て
お
は
し
た
ら
む｣

(｢

須
磨｣

、
二
一
一
頁)

、
つ
ま
り
謀
反
の
罪

― ―( ) 5635



に
落
と
し
入
れ
ら
れ
、
流
罪
に
等
し
い
左
遷
と
な
っ
た
の
に
は
、｢

さ

る
べ
き
こ
と
ど
も
構
へ
出
で
む
に
よ
き
た
よ
り｣

(｢

賢
木｣

、
一
四
九

頁)
と
あ
る
よ
う
に
、
入
内
を
目
論
ん
で
い
た
朧
月
夜
と
の
密
会
を
朱

雀
帝
へ
の
謀
反
と
言
い
な
し
、
騒
ぎ
立
て
よ
う
と
す
る
右
大
臣
方
の
政

治
的
謀
略
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
光
源
氏
に
は
全
く
身
に
覚
え
の
な

い
こ
と
な
の
で
、
こ
の
点
に
関
し
て
源
氏
自
身
は

｢

思
ひ
か
け
ぬ
罪｣

(｢

須
磨｣

、
一
七
九
頁)

｢

横
さ
ま
の
罪｣

(｢

明
石｣

、
二
四
六
頁)

と

一
貫
し
て

｢

無
実｣
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
光
源
氏
の
情
況
は
、
光
源
氏
流
離
の
源
泉
で
あ
る
ス
サ
ノ

ヲ
の
尊
の
流
離
を
想
起
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
流
離
に

あ
た
っ
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
は
あ
ら
ゆ
る
罪
過
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

然し
か

し
て
後の

ち

に

諸
も
ろ
も
ろ
の

神
か
み
た
ち

、
罪つ

過み

を
素す

戔さ
の

嗚を
の

尊
み
こ
と

に
帰よ

せ
て
、
科お

ほ

す

る
に
千ち

座く
ら

置お
き

戸と

を
以も

ち
て
し
、
遂つ

ひ

に
促せ

め
徴は

た

る
。
髪か

み

を
抜ぬ

き
て
、

其そ

の
罪つ

み

を
贖あ

か

は
し
む
る
に
至い

た

る
。
亦ま

た

曰い
は

く
、
其
の
手て

足あ
し

の
爪つ

め

を
抜

き
て
贖
ふ
と
い
ふ
。
已す

で

に
し
て
竟つ

ひ

に
逐や

降ら

ひ
き
。

(『

日
本
書
紀』

巻
第
一

｢

神
代
上｣

、
第
七
段
正
文)

後
に
諸
神
は
、
罪
過
を
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
一
身
に
帰
し
て
、
多
く
の
賠

償
を
罰
と
し
て
科
し
、
厳
し
く
督
促
し
て
つ
い
に
取
り
立
て
た
。
髪
を

抜
い
て
、
そ
の
罪
を
償
わ
せ
た
。
別
の
伝
え
で
は
、
そ
の
手
足
の
爪
を

抜
い
て
償
わ
せ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
と
う
と
う
天
上
か
ら
追

放
さ
れ
て
し
ま
わ
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
が
高
天
原
で
犯
し
た
罪
過
の
多
く
は
、｢

祝
詞

の

り

と｣

に

記
さ
れ
た

｢

罪｣

と
合
致
し
て
い
る
。
六
月
と
十
二
月
の
晦
日
に
よ
み

上
げ
ら
れ
た

｢

大お
ほ

祓
は
ら
へ

の
祝
詞

の

り

と｣

の
中
に
は
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
の
罪
過
の

数
々
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

か
く
依
さ
し
ま
つ
り
し
四よ

方も

の
国
中

く

ぬ

ち

に
、
大お

ほ

倭
や
ま
と

日ひ

高た
か

見み

の
国
を

安
国
と
定
め
ま
つ
り
て
、
下し

た

つ
磐い

は

ね
に
宮
柱
太
敷
き
立
て
、
高
天

た

か

ま

の
原
に
千ち

木ぎ

高
知
り
て
、
皇す

め

御み

孫ま

の
命
の
瑞み

づ

の
御
舎

み
あ
ら
か

仕
へ
ま
つ
り

て
、
天
の
御
蔭
・
日
の
御
蔭
と
隠か

く

り
ま
し
て
、
安
国
と
平
ら
け
く

知し

ろ
し
め
さ
む
国
中
に
、
成
り
出
で
む
天
の
益ま

す

人ひ
と

等ら

が
過

あ
や
ま

ち
犯

し
け
む
雑く

さ

雑ぐ
さ

の
罪
事
は
、
天
つ
罪
と
、
畔あ

放は
な

ち
・
溝み

ぞ

埋う

み
・
樋ひ

放は
な

ち
・
頻し

き

蒔ま

き
・
串く

し

刺さ

し
・
生い

け
剥は

ぎ
・
逆さ

か

剥は

ぎ
・
屎く

そ

戸へ

、
許こ

こ

多だ
く

の

罪
を
天
つ
罪
と
法の

り
別わ

け
て
、
国
つ
罪
と
、
生い

き

膚は
だ

断た

ち
・
死し

に

膚は
だ

断た

ち
・
白し

ろ

人び
と

・
こ
く
み
・
お
の
が
母
犯
せ
る
罪
・
お
の
が
子
犯
せ
る

罪
・
母
と
子
と
犯
せ
る
罪
・
子
と
母
と
犯
せ
る
罪
・
畜

け
も
の

犯
せ
る

罪
・
昆は

ふ
虫む

し

の

災
わ
ざ
は
ひ

・
高
つ
神
の
災
・
高
つ
鳥
の
災
・
畜

け
も
の

仆た
ふ

し
、

蠱ま
じ

物も
の

す
る
罪
、
許こ

こ

多だ
く

の
罪
出
で
む
。
か
く
出
で
ば
、
天
つ
宮
事
も

ち
て
、
大お

ほ

中な
か

臣と
み

、
天
つ
金か

な

木ぎ

を
本も

と

う
ち
切
り
末
う
ち
断た

ち
て
、
千ち

座く
ら

の
置お

き

座く
ら

に
置
き
足た

ら

は
し
て
、
天
つ
菅す

が

麻そ

を
本も

と

苅か

り
断た

ち
末
苅
り

切
り
て
、
八や

針は
り

に
取
り
辟さ

き
て
、
天
つ
祝
詞

の

り

と

の
太ふ

と

祝
詞

の

り

と

事ご
と

を
宣の

れ
。

(

中
略)

か
く
持
ち
出
で
往い

な
ば
、
荒あ

ら

塩し
ほ

の
塩
の
八や

百ほ

道ぢ

の
、
八や

塩し
ほ

道ぢ

の
塩
の
八や

百ほ

会あ
ひ

に
坐ま

す
速は

や

開あ
き

つ
ひ
め
と
い
ふ
神
、
持
ち
か
か

呑の

み
て
む
。
か
く
か
か
呑
み
て
は
、
気い

吹ぶ
き

戸ど

に
坐ま

す
気い

吹ぶ
き

戸ど

主ぬ
し

と

い
ふ
神
、
根
の
国
・
底
の
国
に
気い

吹ぶ

き
放
ち
て
む
。
か
く
気い

吹ぶ

き

放
ち
て
は
、
根
の
国
・
底
の
国
に
坐
す
速は

や

さ
す
ら
ひ
め
と
い
ふ
神
、

持
ち
さ
す
ら
ひ
失
ひ
て
む
。
か
く
失
ひ
て
は
、
天
皇

す

め

ら

が
朝
廷

み

か

ど

に
仕

へ
ま
つ
る
官

つ
か
さ

官
づ
か
さ

の
人ひ

と

等ど
も

を
始
め
て
、
天
の
下
四よ

方も

に
は
、
今
日

よ
り
始
め
て
罪
と
い
ふ
罪
は
あ
ら
じ
と
、
高
天
の
原
に
耳
振
り
立

て
て
聞
く
物
と
馬
牽ひ

き
立
て
て
、
今
年
の
六み

な

月づ
き

の

晦
つ
ご
も
り

の
日
の
、

夕
日
の
降く

だ

ち
の
大お

ほ

祓
は
ら
へ

に
、
祓
へ
た
ま
ひ
清
め
た
ま
ふ
事
を
、

諸
も
ろ
も
ろ

聞
し
め
せ
と
宣の

る
。

(『

祝
詞』

｢

六み
な

月づ
き

の

晦
つ
ご
も
り

の
大お

ほ

祓
は
ら
へ｣

(

14))
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こ
こ
で
は
、｢

天
つ
罪｣

と
し
て

｢

畔あ

放は
な

ち
・
溝み

ぞ

埋う

み
・
樋ひ

放は
な

ち
・

頻し
き

蒔ま

き
・
串く

し

刺さ

し
・
生い

け
剥は

ぎ
・
逆さ

か

剥は

ぎ
・
屎く

そ

戸へ｣

を
掲
げ
、｢

国
つ

罪｣
と
し
て

｢

生い
き

膚は
だ

断た

ち
・
死し

に

膚は
だ

断た

ち
・
白し

ろ

人び
と

・
こ
く
み
・
お
の
が
母

犯
せ
る
罪
・
お
の
が
子
犯
せ
る
罪
・
母
と
子
と
犯
せ
る
罪
・
子
と
母
と

犯
せ
る
罪
・
畜

け
も
の

犯
せ
る
罪
・
昆は

ふ
虫む

し

の

災
わ
ざ
は
ひ

・
高
つ
神
の
災
・
高
つ

鳥
の
災
・
畜

け
も
の

仆た
ふ

し
、
蠱ま

じ

物も
の

す
る
罪｣

を
列
挙
し
て
い
る
。
ス
サ
ノ
ヲ

の
尊
が
誓
約

う

け

い

の
後
に
犯
し
た

｢

重し

播き

種ま

子き｣
｢

畔あ

毀
は
な
ち｣

｢

放
�

く

そ

へ｣

と
い
っ

た
悪
行
の
数
々
は
こ
こ
に
い
う

｢

天
つ
罪｣

に
相
当
す
る
。
ス
サ
ノ
ヲ

の
尊
は
、
高
天
原
に
お
い
て
数
々
の
罪
過
を
犯
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

｢

大
祓
の
祝
詞｣

に
い
う

｢
天
つ
罪｣

の
起
源
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
は

｢

天
つ
罪｣
の
起
源
神
、｢

罪
過
の
祖｣

と
し
て
理

解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
裏
打
ち
す
る
記
述
が
、『
日
本
書
紀』

に
あ
る
。
岩
戸

隠
れ
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
が
、
降
る
雨
の
な
か
独
り

流
離
す
る
場
面
で
あ
る
。

時
に
、
霖

な
が
め

ふ
る
。
素
戔
嗚
尊
、
青あ

を

草く
さ

を
結ゆ

ひ

束つ
か

ね
て
笠か

さ

蓑み
の

と
し
て
、

宿や
ど

を
衆も

ろ

神
か
み
た
ち

に
乞こ

ふ
。
衆
神
の
曰い

は

く
、｢

汝
な
む
ぢ

は
是こ

れ

躬み

の

行
お
こ
な
ひ

濁け
が

悪ら
は

し
く
し
て
、
逐や

ら

ひ
謫せ

め
ら
る
る
者か

み

な
り
。
如
何

い

か

に

ぞ
宿
を
我わ

れ

に
乞
ふ｣

と
い
ひ
て
、
遂つ

ひ

に
同と

も

に
距ふ

せ

く
。
是こ

こ

を
以
ち
て
風か

ぜ

雨あ
め

甚
は
な
は
だ

し
と
雖

い
へ
ど

も
、
留

と
ま
り

休や
す

む
こ
と
得え

ず
し
て
辛
苦

た

し

な

み
つ
つ
降く

だ

る
。
爾そ

れ

よ
り
以こ

の

来か
た

、

世よ

に
笠か

さ

蓑み
の

を
著き

て
他ひ

人と

の
屋
内

や

ぬ

ち

に
入い

る
を
諱い

む
。
又ま

た

束つ
か

草く
さ

を
負お

ひ

て
他ひ

人と

の
屋
内

や

ぬ

ち

に
入
る
を
諱
む
。
此こ

を
犯を

か

す
者も

の

有あ

ら
ば
、
必
ず

解
除

は

ら

へ

を
債お

ほ

す
。
此こ

は
太い

に

古し
へ

の
遺

の
こ
れ

法
る
の
り

な
り
。

(『

日
本
書
紀』

巻
第
一

｢

神
代
上｣

、
第
七
段
一
書
第
三)

こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
世
間
の
人
々
が
蓑
笠
を
着
け
て
他
人
の
家
に

入
っ
た
り
、
束
ね
た
草
を
背
負
っ
て
他
人
の
家
に
入
る
こ
と
を
忌
む
の

は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
に
起
源
が
あ
り
、
こ
れ
を
破
っ
た
者
に
は
罪
や
穢

れ
を
除
く
た
め
の
祓
具
を
出
さ
せ
て
賠
償
を
科
す
の
が

｢

太
古
の
遺
法｣

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
は
、｢

逐や
ら

ひ
謫せ

め
ら
る
る
者か

み｣

と
し
て
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
罪
過
を
背
負
わ
さ
れ
、
追
い
払
わ
れ
る
存
在
と
さ
れ
た
の
だ
。
す

な
わ
ち
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
は
日
本
神
話
の
中
で

｢

罪
過｣

の
象
徴
的
な

存
在
、
ま
さ
に

｢

罪
過
の
祖｣

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
を
原
型
と
す
る
光
源
氏
も
ま
た
罪
と
深
く
か
か
わ
っ

て
ゆ
く
。
光
源
氏
は
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
が
犯
し
た

｢

天
つ
罪｣

だ
け
で
は

な
く
、｢

お
の
が
母
犯
せ
る
罪｣

と
い
う

｢

国
つ
罪｣

を
背
負
い
つ
づ

け
る
こ
と
と
な
る
。
た
と
え
藤
壺
の
宮
は
実
母
で
は
な
い
と
は
い
え
、

光
源
氏
は
重
い
呵
責
を
背
負
わ
さ
れ
、
永
く
懊
悩
し
つ
づ
け
る
人
物
と

し
て
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
光
源
氏
が

｢

罪
過
の

祖｣

で
あ
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
を
モ
デ
ル
と
し
て
造
型
さ
れ
た
こ
と
の
何

よ
り
の
証
な
の
で
あ
る
。

六

罪
の
二
重
構
造

光
源
氏
に
謀
反
の
意
図
な
ど
さ
ら
さ
ら
な
く
、
全
く
の
言
い
が
か
り

に
過
ぎ
な
い
と
見
て
い
た
光
源
氏
が
、
そ
の
件
に
関
し
て
一
貫
し
て

｢

無
実｣

を
主
張
し
て
憚
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
光
源
氏
が
須
磨
へ
の
流
離
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
全
く
疚
し
さ
を
感
じ
な
か
っ
た
と
い
う
訳
で
は

な
い
。
光
源
氏
に
は
み
ず
か
ら
が
こ
の
よ
う
な
情
況
に
追
い
込
ま
れ
る

宿
運
に
つ
い
て
、
内
心
思
い
当
た
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
深
層
に
あ
る
藤
壺
の
宮
と
の
隠
さ
れ
た
罪
、
い
わ
ば

｢

裏
の
罪｣

な

の
で
あ
る
。

須
磨
へ
の
退
去
を
翌
日
に
控
え
た
日
、
父
桐
壺
院
の
御
陵
参
拝
の
た
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め
北
山
に
で
か
け
た
光
源
氏
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
藤
壺
の
も
と
を
訪

れ
、
別
れ
を
惜
し
む
。
こ
の
時
源
氏
は
藤
壺
の
宮
に
向
か
っ
て
次
の
よ

う
に
発
言
す
る
。

｢
か
く
思
ひ
か
け
ぬ
罪
に
当
た
り
は
べ
る
も
、
思
う
た
ま
へ
あ
は

す
る
こ
と
の
一ひ

と

ふ
し
に
な
む
、
空そ

ら

も
恐
ろ
し
う
は
べ
る
。
惜
し
げ

な
き
身
は
亡な

き
に
な
し
て
も
、
宮
の
御
世
だ
に
事
な
く
お
は
し
ま

さ
ば｣

と
の
み
聞
こ
え
た
ま
ふ
ぞ
こ
と
わ
り
な
る
や
。
宮
も
、
み

な
思
し
知
ら
る
る
こ
と
に
し
あ
れ
ば
、
御
心
の
み
動
き
て
聞
こ
え

や
り
た
ま
は
ず
。

(『
源
氏
物
語』

｢

須
磨｣

、
一
七
九
頁)

｢

こ
の
よ
う
な
思
い
も
か
け
ぬ
罪
を
蒙
り
ま
す
の
も
、
胸
に
思
い
当

た
る
こ
と
が
一
つ
あ
り
、
空
恐
ろ
し
く
思
わ
れ
ま
す
。
惜
し
く
も
な
い

こ
の
身
は
た
と
え
亡
き
も
の
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
せ
め
て
東
宮
の
御

代
さ
え
安
泰
で
あ
ら
れ
ま
す
な
ら
ば｣

と
だ
け
申
し
上
げ
な
さ
る
の
も
、

ま
こ
と
に
ご
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。
藤
壺
の
宮
も
す
べ
て
お
思
い

当
た
り
に
な
る
こ
と
な
の
で
、
た
だ
お
心
が
騒
ぐ
ば
か
り
で
何
も
申
し

上
げ
る
こ
と
が
お
で
き
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
光
源
氏
は
、
謀
反
の
罪
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
が

思
い
も
か
け
ぬ
罪
に
あ
た
る
と
い
う
め
ぐ
り
合
わ
せ
を
検
案
し
て
み
る

と
、
そ
こ
に
は

｢

思
う
た
ま
へ
あ
は
す
る
こ
と
の
一
ふ
し｣

が
あ
る
こ

と
を
明
確
に
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
光
源
氏
は
公
的
な
罪
と
し
て

の
謀
反
の
罪
と
は
別
個
に
、
藤
壺
の
宮
と
の
間
に
展
開
さ
れ
た
空
恐
ろ

し
い
罪
を
人
知
れ
ず
胸
に
抱
え
な
が
ら
須
磨
へ
と
退
去
し
よ
う
と
す
る
。

こ
こ
に
は
誰
も
が
知
る
公
的
な
罪
と
心
ひ
と
つ
に
抱
え
込
む
私
的
な
罪
、

換
言
す
れ
ば
、｢

表
の
罪｣

と

｢

裏
の
罪｣

と
い
う
罪
の
二
重
構
造
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。『

源
氏
物
語』

は

｢

表
の
罪｣

と

｢

裏
の

罪｣

と
い
う
二
重
の
罪
を
光
源
氏
に
背
負
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
流
離

の
原
因
を
明
確
に
し
、
そ
れ
を
同
時
進
行
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
須

磨
へ
の
流
離
と
い
う
光
源
氏
が
受
け
る
人
生
最
大
の
危
機
を
よ
り
劇
的

な
も
の
に
仕
立
て
上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
こ
の
発
想
は
ど
こ
か
ら
得
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
や
は
り

『

日
本
書
紀』

の
神
話
か
ら
で
は
な
か
ろ

う
か
。

実
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
が
斑
馬
を
逆
剥
ぎ
に
し
て
斎
服
殿
の
中
に
投

げ
入
れ
た
と
す
る
神
話
に
は
異
伝
が
あ
り
、『

日
本
書
紀』

の
正
文
で

は
梭ひ

で
身
を
傷
つ
け
た
の
が
稚わ

か

日ひ
る

女め
の

尊
み
こ
と

で
は
な
く
、
ア
マ
テ
ラ
ス
大

神
自
身
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

天あ
ま

照
て
ら
す

大お
ほ

神
み
か
み

の
方ま

さ

に
神か

む

衣み
そ

を
織お

り
て
斎い

み

服は
た

殿ど
の

に
居ま

し
ま
す
を
見
て
、

則
す
な
は

ち
天

あ
ま
の

斑ふ
ち

駒こ
ま

を

剥
さ
か
は
ぎ

に
し
、

殿
お
ほ
と
の

の
甍

い
ら
か

を
穿う

か

ち
て
投な

げ
納い

る
。

是こ

の
時
に
、
天
照
大
神
驚
動

お

ど

ろ

き
、
梭ひ

を
以
ち
て
身み

み

を
傷い

た

ま
し
め
た

ま
ふ
。
此こ

れ

に
由よ

り
て
発い

慍か

り
て
、
乃

す
な
は

ち
天

あ
ま
の

石い
は

窟や

に
入い

り
ま
し
、

磐い
は

戸と

を
閉さ

し
て
幽こ

も

居り
ま

す
。
故か

れ

、
六く

合に

の
内う

ち

常と
こ

闇や
み

に
し
て
、
昼ひ

る

夜よ
る

の

相あ
ひ

代
か
は
る
わ
き

も
知
ら
ず
。

(『

日
本
書
紀』

巻
第
一

｢

神
代
上｣

、
第
七
段
正
文)

ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
が
丁
度
神
衣
を
織
っ
て
斎
服
殿
に
お
ら
れ
る
の
を

ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
が
見
計
ら
っ
て
、
天

あ
ま
の

斑ふ
ち

駒こ
ま

を
逆
剥
ぎ
に
し
、
御
殿
の

屋
根
に
穴
を
空
け
て
投
げ
入
れ
た
。
す
る
と
そ
の
時
、
ア
マ
テ
ラ
ス
大

神
は
驚
か
れ
、
機
織
の
梭
で
突
い
て
お
身
体
を
傷
つ
け
ら
れ
た
。
こ
の

こ
と
で
、
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
は
激
怒
さ
れ
、
天

あ
ま
の

石い
わ

窟や

に
入
ら
れ
、
磐い

わ

戸と

を
閉
じ
て
籠
っ
て
し
ま
わ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
中
が
常
闇
と
な
り
、

昼
と
夜
と
の
交
代
の
区
別
も
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
逆
剥
ぎ
に
し
た
天
斑
駒
を
斎
服
殿
の
屋
根
に
穴
を

空
け
て
投
げ
こ
ん
だ
の
は
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
斎
服

殿
で
神
衣
を
織
っ
て
い
た
の
は
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
自
身
で
あ
り
、
逆
剥

ぎ
に
し
た
天
斑
駒
が
投
げ
込
ま
れ
た
た
め
に
驚
き
、
機
織
の
梭
で
身
を

傷
つ
け
た
の
も
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
自
身
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
稚
日
女
尊
が
不
慮
の
死
を
遂
げ
た
と
い
う
先
の
神
話
と
ほ
ぼ

同
じ
内
容
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
被
害
に
遭
っ
た
神
が
異
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
こ
に
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
が
登
場
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
自
身
が
ス

サ
ノ
ヲ
の
尊
流
離
の
直
接
的
な
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
よ
う
。
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
の
ふ
る
ま
い
が
す
べ

て
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
と
関
わ
っ
て
い
た
よ
う
に
、
光
源
氏
の
乱
行
も
ま

た
藤
壺
の
宮
へ
の
思
慕
を
背
景
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ

の
尊
が
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
に
関
わ
る
聖
な
る
禁
忌
を
冒
し
、
高
天
原
の

秩
序
を
混
乱
し
た
よ
う
に
、
光
源
氏
は
藤
壺
の
宮
へ
の
思
慕
を
そ
も
そ

も
の
原
因
と
す
る
禁
忌
を
侵
犯
し
、
宮
廷
社
会
の
秩
序
を
混
乱
し
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

紫
式
部
は
こ
こ
に
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
流
離
の
真
相
を
見
た
の
で
あ
っ
た
。

ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
が
な
し
た
す
べ
て
の
悪
行
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
に
向

け
て
の
も
の
、
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
に
当
て
つ
け
て
な
さ
れ
た
行
為
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
明
白
に
す
る
の
が
こ
の
神
話
で
あ
る
。
紫
式
部

は
こ
の
こ
と
を
深
層
に
置
き
、
朧
月
夜
と
の
一
件
を
表
層
と
す
る
罪
の

二
重
構
造
を
仕
立
て
上
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

『

源
氏
物
語』

に
お
い
て
、
光
源
氏
が
流
離
す
る
こ
と
に
な
っ
た
理

由
に
は
二
つ
の
罪
が
関
わ
っ
て
い
た
。
朧
月
夜
事
件
と
い
う

｢

表
の
罪｣

と
藤
壺
の
宮
事
件
と
い
う

｢

裏
の
罪｣

で
あ
る
。
光
源
氏
は
藤
壺
の
宮

と
の
一
件
を
内
包
し
な
が
ら
も
、
表
向
き
は
朧
月
夜
と
の
罪
の
贖
罪
と

し
て
須
磨
へ
と
流
離
す
る
。
紫
式
部
は

『

日
本
書
紀』

の
神
話
の

｢

正

文｣

と

｢

一
書｣

と
い
う
二
つ
の
異
伝
を
二
つ
な
が
ら
源
泉
と
し
て
踏

ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
罪
の
権
化
で
あ
り
、｢

罪
過
の
祖｣

で
あ
る

ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
を
平
安
の
世
に
甦
ら
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

『

源
氏
物
語』

に
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
の
所
業
に
よ
っ
て
ア
マ
テ
ラ

ス
大
神
が
身
を
損
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
の
神
話
に
基
づ
い
た
場
面

が
描
か
れ
て
い
る
。
光
源
氏
が
密
か
に
藤
壺
の
宮
の
寝
所
に
迫
っ
た
た

め
、
驚
き
慌
て
た
藤
壺
の
宮
が
胸
を
つ
ま
ら
せ
、
上
気
し
、
つ
い
に
は

倒
れ
て
し
ま
う
と
い
う
場
面
で
あ
る
。

ま
ね
ぶ
べ
き
や
う
な
く
聞
こ
え
つ
づ
け
た
ま
へ
ど
、
宮
い
と
こ
よ

な
く
も
て
離
れ
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
は
て
は
て
は
御
胸
を
い
た
う

な
や
み
た
ま
へ
ば
、
近
う
さ
ぶ
ら
ひ
つ
る
命

み
や
う

婦ぶ

、
弁
な
ど
ぞ
、

あ
さ
ま
し
う
見
た
て
ま
つ
り
あ
つ
か
ふ
。

(『

源
氏
物
語』

｢

賢
木｣

、
一
〇
七
―
一
〇
八
頁)

源
氏
の
君
は
と
て
も
筆
に
尽
く
し
難
い
よ
う
な
お
言
葉
を
綿
々
と
申

し
上
げ
な
さ
る
け
れ
ど
、
藤
壺
の
宮
は
ま
っ
た
く
受
け
答
え
な
さ
ら
ず
、

つ
い
に
は
お
胸
が
ひ
ど
く
痛
ん
で
お
苦
し
み
に
な
る
の
で
、
近
く
に
お

仕
え
し
て
い
た
命
婦
や
弁
な
ど
が
驚
き
慌
て
て
ご
介
抱
申
し
上
げ
る
。

宮
は
も
の
を
い
と
わ
び
し
と
思
し
け
る
に
、
御
気け

あ
が
り
て
、
な

ほ
悩
ま
し
う
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
兵
部
卿
宮
、
大だ

い

夫ぶ

な
ど
参
り
て

｢

僧
召
せ｣

な
ど
騒
ぐ
…
…(『

源
氏
物
語』

｢

賢
木｣

、
一
〇
八
頁)

藤
壺
の
宮
は
何
も
か
も
が
ひ
ど
く
つ
ら
い
と
お
思
い
で
し
た
の
で
、

上
気
な
さ
っ
て
、
い
っ
そ
う
お
苦
し
み
に
な
ら
れ
る
。
兵
部
卿
宮
や
中

宮
大
夫
な
ど
が
参
上
し
て
、｢

僧
を
呼
び
な
さ
い｣

な
ど
と
騒
い
で
い
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る
。

｢

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

(『

源
氏
物
語』

｢

賢
木｣

、
一
〇
九
頁)

｢

ま
だ
ひ
ど
く
苦
し
い
。
私
の
命
は
尽
き
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ

う
か｣

。

宮
は
、
な
か
ば
は
亡な

き
や
う
な
る
御
気け

色し
き

の
…
…

(『

源
氏
物
語』

｢

賢
木｣

、
一
一
二
頁)

藤
壺
の
宮
は
な
か
ば
死
ん
だ
人
の
よ
う
な
ご
様
子
だ
っ
た
、
と
い
う

の
で
あ
る
。

機
織
の
梭
で
身
体
を
突
き
、
傷
つ
け
る
と
い
う
行
為
が
稚
日
女
尊
を

死
に
追
い
や
っ
た
よ
う
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
に
あ
た
る
藤
壺
の
宮
は
、

心
に
大
き
な
傷
を
受
け
、
瀕
死
の
苦
痛
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
は
明
ら
か
に
神
話
に
基
づ
い
た
場
面
が
描
か
れ
、
藤
壺
の
宮
の

危
機
的
な
情
況
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
夜
が
明
け
て
も
そ
の
ま
ま
退
去
し
な
か
っ
た
光
源
氏
は
、
人
目

に
つ
か
ぬ
よ
う
に
塗
籠
の
中
に
押
し
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
塗
籠
と
は

周
囲
を
壁
で
塗
り
固
め
た
納
戸
の
こ
と
で
、
主
に
衣
服
や
調
度
類
を
納

め
る
の
に
用
い
た
閉
鎖
的
な
空
間
で
あ
っ
た

(

15)

。
こ
こ
で
は
ア
マ
テ

ラ
ス
大
神
に
当
た
る
藤
壺
の
宮
で
は
な
く
、
光
源
氏
自
身
が
天
石
窟
な

ら
ぬ
塗
籠
に
押
し
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。

君
は
、
塗
籠
の
戸
の
細
目
に
開あ

き
た
る
を
、
や
を
ら
押
し
開あ

け
て
…
…

(『

源
氏
物
語』

｢

賢
木｣

、
一
〇
九
頁)

源
氏
の
君
は
、
塗
籠
の
戸
の
細
目
に
開
い
て
い
る
の
を
、
そ
っ
と
押

し
開
け
て
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
一
節
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
の
岩
戸
隠
れ
の
神
話
を
連
想
さ
せ

る
。

細ほ
そ

め
に
磐い

は

戸と

を
開あ

け
て
窺

う
か
か

ひ
た
ま
ふ
。

(『

日
本
書
紀』

巻
第
一

｢

神
代
上｣

、
第
七
段
正
文)

ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
は
、
細
目
に
磐
戸
を
開
け
て
外
を
う
か
が
わ
れ
た
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

光
源
氏
は
、
塗
籠
の
戸
を
押
し
開
け
て
、
真
っ
暗
な
塗
籠
を
出
て
、

｢

昼ひ
る

の
御お

座ま
し｣

に
い
る

｢

輝
く
日
の
宮｣

藤
壺
を
仰
ぎ
見
る
。
紫
式
部

は
、
岩
戸
隠
れ
へ
と
つ
づ
く
こ
の
場
面
で
、
本
来
の
立
場
を
逆
転
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
話
を
踏
ま
え
た
こ
と
に
よ
る
物
語
の
面
白
さ
を

存
分
に
引
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
衣
服
に
関
す
る
表
現
に
も
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
塗
籠

に
逃
げ
込
ん
だ
光
源
氏
の
お
召
し
物
の
あ
れ
こ
れ
を
人
目
に
つ
か
ぬ
よ

う
に
女
房
た
ち
が
隠
し
持
っ
て
、
御
衣
の
処
置
に
困
惑
し
た
り
、
塗
籠

か
ら
抜
け
出
し
た
光
源
氏
が
、
再
び
藤
壺
の
宮
に
迫
り
、
藤
壺
の
宮
の

御
衣
を
引
き
寄
せ
た
時
、
そ
の
御
衣
を
脱
ぎ
す
べ
ら
か
し
て
逃
れ
よ
う

と
す
る
藤
壺
の
宮
の
御
衣
を
源
氏
が
握
っ
た
り
と
、
衣
服
に
関
す
る
表

現
が
目
立
つ
の
も
、
こ
の
場
面
が
斎
服
殿
に
お
い
て
神
衣
を
織
っ
て
い

た
際
の
神
話
が
基
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
た
表
現
だ
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
の
悪
行
に
よ
っ
て
、
そ
の
身
を
傷
つ
け
る
こ
と
と
な
っ

た
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
は
激
怒
し
、
天
石
窟
に
入
る
こ
と
を
決
意
す
る
。

こ
の
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
の
岩
戸
隠
れ
に
相
当
す
る
の
が
、
藤
壺
の
宮

に
よ
る
突
然
の
出
家
で
あ
る
。
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度
重
な
る
光
源
氏
の
危
険
な
来
訪
に
よ
っ
て
、
そ
の
秘
密
が
世
間
に

知
ら
れ
る
こ
と
を
畏
れ
た
藤
壺
の
宮
は
、
中
宮
の
位
も
退
き
、
世
を
そ

む
き
尼
に
な
る
こ
と
を
決
意
す
る
の
で
あ
っ
た
。

故
桐
壺
院
一
周
忌
の
法
要
に
引
き
続
い
て
催
さ
れ
た
法
華
八
講
の
果

て
の
日
、
藤
壺
の
宮
は
突
如
と
し
て
落
飾
す
る
。

最は

終て

の
日
、
わ
が
御
事
を
結け

ち

願
ぐ
わ
ん

に
て
、
世
を
背
き
た
ま
ふ
よ
し

仏
に
申
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
み
な
人
々
驚
き
た
ま
ひ
ぬ
。
兵
部
卿
宮
、

大
将
の
御
心
も
動
き
て
、
あ
さ
ま
し
と
思
す
。
親み

王こ

は
、
な
か
ば

の
ほ
ど
に
、
立
ち
て
入
り
た
ま
ひ
ぬ
。
心
強
う
思
し
立
つ
さ
ま
を

の
た
ま
ひ
て
、
果
つ
る
ほ
ど
に
、
山
の
座ざ

主す

召
し
て
、
忌い

む
こ
と

受
け
た
ま
ふ
べ
き
よ
し
の
た
ま
は
す
。
御
を
ぢ
の
横よ

川か
は

の
僧そ

う

都づ

近

う
参
り
た
ま
ひ
て
御み

髪ぐ
し

お
ろ
し
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
宮
の
内
ゆ
す
り

て
ゆ
ゆ
し
う
泣
き
み
ち
た
り
。

(『

源
氏
物
語』

｢

賢
木｣
、
一
三
〇
―
一
三
一
頁)

最
終
の
日
に
、
藤
壺
の
宮
は
ご
自
身
の
こ
と
を
結
願
と
し
て
出
家
あ

そ
ば
す
由
を
仏
に
申
し
上
げ
ら
れ
た
の
で
、
人
々
は
み
な
驚
愕
な
さ
れ

た
。
兵
部
卿
宮
や
大
将
の
お
心
も
動
転
し
て
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
と

お
思
い
に
な
る
。
兵
部
卿
宮
は
御
法
会
の
途
中
で
席
を
立
っ
て
宮
の
御

簾
の
中
に
お
入
り
に
な
っ
た
。
宮
は
、
堅
い
ご
決
心
の
ほ
ど
を
仰
せ
ら

れ
、
御
法
会
の
終
る
こ
ろ
、
叡
山
の
座ざ

主す

を
召
し
て
戒
を
お
受
け
に
な

る
由
を
仰
せ
に
な
る
。
御
伯
父
の
横
川
の
僧
都
が
お
そ
ば
近
く
に
参
上

な
さ
っ
て
、
御
髪
を
お
下
ろ
し
に
な
る
時
に
は
、
御
殿
の
内
が
揺
れ
ど

よ
め
い
て
、
忌
ま
わ
し
い
ま
で
に
泣
き
声
が
満
ち
満
ち
た
、
と
い
う
の

で
あ
る
。

藤
壺
の
宮
は
決
然
と
し
て
出
家
し
、
髪
を
下
ろ
す
。『

源
氏
物
語』

中
屈
指
の
劇
的
場
面
で
あ
る
。
突
然
の
事
態
に
、
居
合
わ
す
人
々
は
驚

き
、
ど
よ
め
き
、
辺
り
は
忌
ま
わ
し
い
ま
で
の
泣
き
声
に
満
ち
あ
ふ
れ

る
。
こ
の
場
面
こ
そ
、
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
の
岩
戸
隠
れ
を
彷
彿
と
さ
せ

る
場
面
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、『

源
氏
物
語』

の
作
者
紫
式
部
は
、
二
つ
の
神
話

を
活
か
し
、｢

表
の
罪｣

と

｢

裏
の
罪｣

と
い
う
罪
の
二
重
構
造
に
よ

る
物
語
を
創
作
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
二
つ
の
神
話
を
源
泉
と
し
て
同

時
に
用
い
る
と
い
う
こ
と
は
、『

源
氏
物
語』

の
中
で
も
唯
一
の
例
で

あ
り
、
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
神
話
を
罪
の
二
重
構
造
に
改
変
す
る
と
い

う
妙
手
に
よ
っ
て
、『

源
氏
物
語』

は

｢

罪
の
物
語｣

と
し
て
の
性
格

を
い
や
が
う
え
に
も
印
象
づ
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ

の
意
味
で

『

源
氏
物
語』

は
、
貴
種
流
離
譚
が
本
来

｢

罪｣

と
深
く
関

わ
る
こ
と
を
改
め
て
如
実
に
披
瀝
し
た
、
貴
種
流
離
譚
の
典
型
的
な
作

品
で
あ
っ
た
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

注

(

１)

杉
浦
一
雄

｢

源
氏
物
語
の
源
泉｣

(｢

千
葉
商
大
紀
要｣

第
三
十
七

巻
第
四
号
、
平
成
12
年
３
月)

杉
浦
一
雄

｢

源
氏
物
語
と
根
の
国｣

(｢

千
葉
商
大
紀
要｣

第
三
十

八
巻
第
一
号
、
平
成
12
年
６
月)

(

２)
『

古
今
和
歌
集』

の
本
文
は
、｢

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集｣

(

小

学
館)

に
拠
る
。
た
だ
し
、
後
人
の
も
の
と
さ
れ
る
所
謂
古
注
は
省

略
し
た
。

(
３)

杉
浦
一
雄

｢

源
氏
物
語
と
聖
徳
太
子
伝
暦｣

(｢

千
葉
商
大
紀
要｣

第
四
十
六
巻
第
一
・
第
二
合
併
号
、
平
成
20
年
９
月)

(

４)
『

日
本
書
紀』

の
本
文
は
、｢

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集｣

(

小
学

館)
に
拠
る
。

(

５)

杉
浦
一
雄

｢

源
氏
物
語
と
物
語
の
起
源｣

(｢

千
葉
商
大
紀
要｣

第
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三
十
八
巻
第
二
・
第
三
合
併
号
、
平
成
12
年
12
月)

(

６)

西
村
亨

｢

貴
種
流
離
譚
と
そ
の
周
辺｣

(｢

文
学
・
語
学｣

一
〇
五

号
、
昭
和
60
年
５
月
。『

折
口
名
彙
と
折
口
学』

昭
和
60
年
、
桜
楓

社)

(

７)
杉
浦
一
雄

｢

源
氏
物
語
と
絵
合｣

(｢

千
葉
商
大
紀
要｣

第
四
十
四

巻
第
一
号
、
平
成
18
年
６
月)

杉
浦
一
雄

｢

源
氏
物
語
と
物
語
史｣

(｢

千
葉
商
大
紀
要｣

第
四
十

四
巻
第
二
号
、
平
成
18
年
９
月)

(

８)
『

竹
取
物
語』
の
本
文
は
、｢

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集｣

(

小
学

館)

の

『

竹
取
物
語

伊
勢
物
語

大
和
物
語

平
中
物
語』

に
拠

る
。

(

９)
『

伊
勢
物
語』

の
本
文
は
、｢
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集｣

(

小
学

館)

の

『

竹
取
物
語

伊
勢
物
語

大
和
物
語

平
中
物
語』

に
拠

る
。

(

10)

阿
部
秋
生

『

源
氏
物
語
研
究
序
説』
第
二
編
第
一
章
第
二
節

｢

須

磨
下
向
の
准
拠｣

(

東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
34
年)

(

11)
『

源
氏
物
語』

の
本
文
は
、｢

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集｣

(

小
学

館)

に
拠
る
。

(

12)

石
村
貞
吉

『

源
氏
物
語
有
職
の
研
究』

(

風
間
書
房
、
昭
和
39
年)

(

13)
『

古
事
記』

の
本
文
は
、｢

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集｣

(

小
学
館)

に
拠
る
。

(

14)
『

祝
詞』

の
本
文
は
、｢

日
本
古
典
文
学
体
系｣

(

岩
波
書
店)

の

『

古
事
記

祝
詞』

に
拠
る
。

(

15)

池
田
亀
鑑

『

源
氏
物
語
事
典』

上
巻

｢

語
彙
編｣

(

東
京
堂
出
版
、

昭
和
35
年)

[

付

記]

本
稿
は
、
本
学
名
誉
教
授
江
口
洌
先
生
と
の
共
同
研
究

｢

貴
種
流
離

譚
と
再
生｣

に
よ
る
成
果
の
一
端
で
あ
る
。
共
同
研
究
に
際
し
て
は
、

本
学
よ
り
平
成
十
九
年
度
学
術
研
究
助
成
金
の
交
付
を
認
可
さ
れ
た
。

改
め
て
、
こ
こ
に
学
長
を
は
じ
め
関
係
各
位
に
対
し
厚
く
謝
意
を
表
す

る
次
第
で
あ
る
。
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[

抄

録]
本
稿
は
、
平
安
時
代
に
お
け
る
貴
種
流
離
譚
の
集
大
成
と
し
て
の

『

源
氏
物
語』

が
、
貴
種
流
離
譚
の
原
型
で
あ
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
神
話
を
踏
ま
え
、
そ
れ
を
物
語
と

し
て
昇
華
さ
せ
て
い
っ
た
過
程
を
、
罪
の
側
面
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
。

貴
種
流
離
譚
の
原
点
を
尋
ね
れ
ば
、『

日
本
書
紀』

の
神
話
に
登
場
す
る
ス
サ
ノ

ヲ
の
尊
に
行
き
着
く
。
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
は
、
和
歌
の
祖
・
異
郷
の
祖
・
物
語
の
祖
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
流
離
の
祖
・
罪
過
の
祖
と
し
て
の
側
面
を
も
っ
て
い
る
神
で

あ
る
。
そ
う
し
た
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た

『

源
氏
物

語』

は
、
光
源
氏
の
流
離
を
創
作
す
る
に
あ
た
っ
て
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
の
罪
と
流
離
を

下
敷
き
に
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
光
源
氏
の
流
離
に
罪
が
不
可
避
の

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
原
点
に
罪
過
の
象
徴
的
な
存
在
と
し
て
の
ス
サ
ノ

ヲ
の
尊
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
上
、
光
源
氏
の
流
離

に
は
朧
月
夜
に
か
か
わ
る
表
層
の
罪
と
藤
壺
の
宮
に
か
か
わ
る
深
層
の
罪
と
い
う
二

つ
の
罪
が
関
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
の
設
定
に
は
ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
を
め
ぐ
る
神
話
と
そ

の
異
伝
と
を
源
泉
と
し
て
二
重
に
用
い
る
と
い
う
作
者
の
優
れ
た
工
夫
が
隠
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
神
話
を
罪
の
二
重
構
造
に
改
変
す

る
と
い
う
妙
手
に
よ
っ
て
、『

源
氏
物
語』

は
罪
の
物
語
と
し
て
の
性
格
を
い
や
が

う
え
に
も
印
象
づ
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で

『

源
氏
物
語』

は
、
貴
種
流
離
譚
が
本
来
罪
と
深
く
関
わ
る
こ
と
を
改
め
て
如
実
に
披
瀝
し
た
、
貴

種
流
離
譚
の
典
型
的
な
作
品
で
あ
っ
た
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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