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源
基
子
と
桐
壺
更
衣

中
　
瀬
　
将
　
志

は
じ
め
に

　
『
栄
花
物
語
』
巻
第
三
十
八
は
、
源
基
子
の
懐
妊
を
め
ぐ
る
次
の
記
述
か
ら

は
じ
ま
る
。

一
品
宮
（
聡
子
内
親
王
―
引
用
者
注
。
以
下
同
）
に
参
ら
せ
給
ひ
し
侍

従
宰
相
（
源
基
平
）
の
御
女
（
基
子
）、
内
（
後
三
条
天
皇
）
思
し
め
す

と
い
ふ
こ
と
世
に
聞
え
て
、
た
だ
そ
な
た
に
な
ん
お
は
し
ま
す
な
ど
い

ふ
ほ
ど
に
、
た
だ
な
ら
ず
な
ら
せ
た
ま
へ
り
。�
（
③
四
二
五
（
（
（

）

後
三
条
天
皇
皇
女
、
聡
子
内
親
王
に
仕
え
て
い
た
基
子
は
、
後
三
条
天
皇
の

寵
愛
を
受
け
て
懐
妊
す
る
。
基
子
の
懐
妊
は
延
久
二
年
（
一
〇
七
〇
）
の
こ

と
で
あ
り
、
巻
第
三
十
七
の
末
尾
に
記
さ
れ
た
、
後
冷
泉
天
皇
の
宇
治
行
幸

（
治
暦
三
年
（
一
〇
六
七
）
十
月
）
と
の
間
に
は
約
三
年
の
空
白
が
生
じ
る
。

後
冷
泉
天
皇
の
崩
御
や
後
三
条
天
皇
の
践
祚
（
治
暦
四
年
四
月
）
に
は
言
及

が
な
く
、「
巻
三
十
七
と
本
巻
は
一
連
の
編
纂
と
は
考
え
が
た
く
、
作
者
、
成

立
時
期
と
も
に
異
な
る
と
み
る
の
が
通
説
」（
新
編
全
集
頭
注
）
と
さ
れ
る
。

他
方
、『
栄
花
物
語
』
続
編
（
巻
第
三
十
一
～
四
十
）
の
編
者
（
作
者
）
は
一

人
と
見
て
、
巻
第
三
十
七
の
最
後
に
、
藤
原
頼
通
と
東
宮
尊
仁
親
王
（
後
三

条
天
皇
）
が
不
仲
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、「
そ
の
ほ
ど
の
御
事
ど
も
書
き

に
く
う
わ
づ
ら
は
し
く
て
、
え
作
ら
ざ
り
け
る
な
め
り
と
ぞ
人
申
し
し
」（
③

四
二
〇
～
四
二
一
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
後
三
条
天
皇
の
治
世
に
対
し
て
距

離
を
お
く
編
者
（
作
者
）
の
姿
勢
な
ら
び
に
立
場
が
そ
こ
に
立
ち
現
れ
て
い

る
（
（
（

」
と
い
う
見
方
も
示
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
天
皇
の
治
世
を
、

帝
の
寵
愛
を
受
け
た
女
性
の
懐
妊
か
ら
起
筆
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
異
例
で

あ
り
、『
栄
花
物
語
』
が
、
後
三
条
天
皇
の
基
子
寵
愛
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を

認
め
て
い
た
か
が
問
題
と
な
る
。
以
下
、
巻
第
三
十
八
以
降
の
記
述
に
即
し

て
、『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
基
子
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た

い
。

一
　
基
子
へ
の
寵
愛
を
め
ぐ
る
言
説

　

基
子
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
際
に
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
後
三
条
天
皇

と
基
子
の
関
係
に
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
の
関
係
が

投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
懐
妊
し
た
基
子
が
経
平
邸
に

退
出
す
る
際
の
様
子
を
伝
え
る
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

七
月
に
尾
張
前
司
経
平
と
い
ふ
人
の
家
に
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
。「
こ
の
た
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び
帰
り
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
は
ん
に
は
、
更
衣
な
ど
に
て
な
ん
お
は
す
べ
き
」

と
言
ひ
の
の
し
る
。
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
夜
は
、
暁
ま
で
お
は
し
ま
し
、

御
供
の
人
な
ど
の
た
ち
や
す
ら
ふ
も
、
昔
物
語
の
心
地
す
。
さ
べ
き
睦

ま
じ
き
殿
上
人
、
御
送
り
す
べ
き
宣
旨
あ
り
て
い
と
め
で
た
し
。
殿
ば

ら
な
ど
、「
な
ほ
女
子
こ
そ
持
つ
べ
き
も
の
は
あ
れ
」
な
ど
め
で
た
ま

ふ
。
母
北
の
方
も
良
頼
の
中
納
言
の
女
に
も
の
し
た
ま
へ
ば
、
仲
ら
ひ

い
と
あ
て
や
か
に
、
昔
物
語
の
心
地
す
。�

（
③
四
二
六
）

後
三
条
天
皇
が
退
出
の
夜
の
明
け
方
ま
で
基
子
の
も
と
に
い
た
こ
と
や
、
基

子
の
縁
者
の
「
あ
て
や
か
」
さ
が
、「
昔
物
語
の
心
地
す
」
と
評
さ
れ
て
い

る
。
前
者
の
「
昔
物
語
の
心
地
す
」
に
つ
い
て
、『
栄
花
物
語
標
注
』
は
、「
爰

は
、
源
氏
桐
壺
に
、
更
衣
退
出
の
所
な
ど
を
下
に
含
め
る
な
る
べ
し
。
相
似

た
り
（
（
（

」
と
注
す
る
。「
更
衣
退
出
の
所
」
と
は
、
光
源
氏
三
歳
の
年
、
重
篤
な

病
の
た
め
桐
壺
更
衣
が
宮
中
か
ら
退
出
す
る
箇
所
を
指
す
と
見
ら
れ
、
出
産

を
控
え
た
基
子
の
退
出
と
は
や
や
状
況
が
異
な
る
も
の
の
、「
そ
の
年
の
夏
、

御
息
所
、
は
か
な
き
心
地
に
わ
づ
ら
ひ
て
、
ま
か
で
な
ん
と
し
た
ま
ふ
を
、

暇
さ
ら
に
ゆ
る
さ
せ
た
ま
は
ず
」（
桐
壺
・
①
二
一
（
（
（

）
と
あ
る
よ
う
に
、
桐
壺

更
衣
を
退
出
さ
せ
ま
い
と
す
る
桐
壺
帝
と
、
基
子
に
執
着
す
る
後
三
条
天
皇

と
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
基
子
の
父
、
基
平
は

後
三
条
天
皇
の
即
位
以
前
（
康
平
七
年
（
一
〇
六
四
））
に
世
を
去
っ
て
お

り
、
そ
の
点
も
、「
父
の
大
納
言
は
亡
く
な
り
て
、
母
北
の
方
な
む
い
に
し
へ

の
人
の
よ
し
あ
る
に
て
」（
桐
壺
・
①
一
八
）
と
い
う
桐
壺
更
衣
の
境
遇
に
通

じ
る
。

　

ま
た
、「
こ
の
た
び
帰
り
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
は
ん
に
は
、
更
衣
な
ど
に
て
な
ん

お
は
す
べ
き
」
と
い
う
世
評
に
つ
い
て
、
中
村
成
里
氏
（
（
（

・
岡
崎
真
紀
子
氏
（
（
（

は
、

桐
壺
更
衣
を
意
識
し
た
も
の
と
指
摘
す
る
。
基
子
は
実
仁
親
王
を
生
ん
だ
後
、

女
御
と
な
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
栄
花
物
語
』
は
、「
更
衣
に
な
ど
い

ひ
し
を
だ
に
世
に
め
で
た
く
め
づ
ら
し
き
こ
と
に
思
ひ
申
し
し
を
、
け
ざ
や

か
に
め
で
た
く
い
み
じ
く
、
世
に
例
な
き
こ
と
に
、
世
人
こ
の
ご
ろ
の
言
種

に
し
た
り
」（
③
四
二
九
～
四
三
〇
）
と
記
し
て
い
る
。
岡
崎
氏
は
、
こ
の
記

述
も
、
桐
壺
更
衣
亡
き
後
の
、「
女
御
と
だ
に
言
は
せ
ず
な
り
ぬ
る
が
あ
か
ず

口
惜
し
う
思
さ
る
れ
ば
、
い
ま
一
階
の
位
を
だ
に
と
贈
ら
せ
た
ま
ふ
な
り
け

り
」（
桐
壺
・
①
二
五
）
と
い
う
一
節
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、『
栄
花
物

語
』
は
「『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
を
想
起
さ
せ
な
が
ら
、『
源
氏
物
語
』
を
凌

駕
す
る
栄
達
ぶ
り
を
印
象
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
基
子
が
得
た
境
遇
の
素

晴
ら
し
さ
を
押
し
あ
げ
て
描
い
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
そ
の
通
り
で
あ

ろ
う
。

　

一
方
、『
栄
花
物
語
』
は
後
三
条
天
皇
の
基
子
寵
愛
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
も
記
し
て
い
る
。

御
息
所
、
更
衣
な
ど
に
、
皆
中
将
、
少
将
の
女
、
受
領
の
も
皆
参
り
け

る
を
、
こ
の
近
き
世
に
は
、
お
ぼ
ろ
け
の
人
は
参
り
た
ま
は
ぬ
も
の
に

慣
ひ
た
る
に
、
い
と
あ
さ
ま
し
き
な
り
。
入
道
殿
（
道
長
）
に
后
、
帝

は
お
は
し
ま
す
も
の
と
思
ふ
に
、
こ
の
関
白
殿
（
教
通
）、
右
の
大
殿

（
頼
宗
）
だ
に
、
大
臣
に
て
こ
そ
参
ら
せ
さ
せ
た
ま
ひ
し
か
、
昔
に
返
り

て
、
か
く
人
の
宿
世
も
定
め
あ
る
べ
き
こ
と
か
は
と
な
る
べ
し
。

�

（
③
四
二
六
～
四
二
七
）

並
一
通
り
の
身
分
の
女
性
は
入
内
し
な
い
こ
と
が
慣
習
と
な
っ
て
い
る
中
、

基
子
へ
の
寵
愛
は
「
い
と
あ
さ
ま
し
き
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
後
一
条
朝

以
降
、
道
長
一
門
（
御
堂
流
）
に
よ
る
独
占
状
態
に
あ
っ
た
後
宮
の
あ
り
方

が
変
化
し
た
こ
と
へ
の
驚
嘆
を
、『
栄
花
物
語
』
は
率
直
に
表
現
す
る
。「
昔

に
返
り
て
」
と
あ
る
の
は
、「
昔
物
語
の
心
地
す
」
と
響
き
合
わ
せ
る
か
た
ち
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で
、「
近
き
世
」
の
後
宮
秩
序
が
後
三
条
朝
に
お
い
て
は
成
り
立
た
な
く
な
っ

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う（（
（

。
こ
こ
で
は
最
終
的
に
、
基
子
の
「
宿
世
」

と
い
う
観
点
か
ら
、
後
三
条
天
皇
の
基
子
寵
愛
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
も

の
の
、
基
子
へ
の
寵
愛
が
御
堂
流
の
繁
栄
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と

い
う
認
識
は
、
後
文
か
ら
も
窺
え
る
。
御
子
誕
生
直
前
の
記
述
で
あ
る
。

そ
の
ほ
ど
に
な
り
て
い
た
く
悩
み
た
ま
へ
ば
、
殿
上
人
、
上
達
部
残
る

な
く
参
り
、
内
の
御
使
、
宮
（
聡
子
内
親
王
）
の
御
使
の
、
隙
も
な
う

参
り
ち
が
ひ
た
り
。
験
あ
り
と
聞
か
せ
た
ま
ふ
僧
を
ば
召
し
て
遣
は
す
。

そ
の
わ
た
り
四
五
町
は
、
道
も
さ
り
あ
へ
ず
。
一
の
人
の
御
女
の
后
宮

の
生
ま
せ
た
ま
は
ん
も
か
く
こ
そ
は
あ
ら
め
、
思
ひ
し
よ
り
過
ぎ
た
る

御
有
様
な
り
。�

（
③
四
二
八
）

多
く
の
人
々
が
基
子
の
も
と
に
参
集
す
る
賑
々
し
さ
を
、
執
政
者
の
娘
で
立

后
し
た
女
性
の
出
産
時
の
様
子
に
比
す
る
と
と
も
に
、「
思
ひ
し
よ
り
過
ぎ
た

る
御
有
様
」
と
評
し
て
い
る
。「
思
ひ
し
よ
り
過
ぎ
た
る
」
は
、「
想
像
し
て

い
た
以
上
の
」（
全
注
釈
）、「
予
想
を
越
え
る
」（
新
編
全
集
）
の
意
と
解
さ

れ
、「
一
の
人
の
御
女
」
で
も
「
后
宮
」
で
も
な
い
基
子
の
出
産
に
世
人
が
注

目
し
て
い
る
こ
と
へ
の
意
外
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
栄
花
物
語
』
は
、
後
三
条
天
皇
の
基
子
寵
愛
を
「
め
で

た
く
」、
か
つ
「
あ
さ
ま
し
き
」
も
の
と
し
て
定
位
し
て
い
る
。
で
は
、
基
子

寵
愛
の
結
果
誕
生
し
た
実
仁
親
王
に
つ
い
て
、『
栄
花
物
語
』
は
ど
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
掲
記
事
の
直
後
の
一
節
を
掲
げ
る
。

四
五
日
つ
れ
な
く
明
け
暮
れ
つ
つ
、
い
と
あ
さ
ま
し
く
、
い
か
に
い
か

に
と
内
に
も
宮
に
も
思
し
め
す
。
六
日
と
い
ふ
に
、
い
と
き
ら
ら
か
な

る
男
に
て
お
は
し
ま
せ
ば
、
さ
る
べ
き
人
々
置
き
所
な
く
思
さ
る
。
内

の
御
使
、
宮
の
御
使
、
わ
れ
ま
づ
奏
せ
ん
わ
れ
ま
づ
奏
せ
ん
と
ぞ
急
ぎ

参
る
。
か
ば
か
り
年
ご
ろ
い
づ
方
に
も
か
た
か
り
つ
る
御
事
の
、
め
づ

ら
か
に
あ
さ
ま
し
と
も
お
ろ
か
な
り
。�

（
③
四
二
八
～
四
二
九
）

実
仁
親
王
の
美
し
さ
を
讃
え
る
「
き
ら
ら
か
」
と
い
う
表
現
は
、
誕
生
直
後

の
敦
康
親
王
（
①
二
八
四
）・
親
仁
親
王
（
②
五
一
八
）・
敦
文
親
王
（
③
四

七
六
）
へ
の
讃
辞
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
皇
子
誕
生
の
際
の
定
型
的

な
表
現
の
一
つ
と
見
做
さ
れ
よ
う
が
、
実
仁
親
王
以
外
の
三
人
は
第
一
皇
子

で
あ
り
、
そ
の
誕
生
は
特
別
な
意
味
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
三

条
天
皇
の
第
二
皇
子
、
実
仁
親
王
を
も
「
き
ら
ら
か
」
と
形
容
す
る
の
は
、

『
栄
花
物
語
』
が
実
仁
親
王
の
存
在
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
と
い

え
よ
う
か
。
な
お
、
後
三
条
天
皇
の
第
一
皇
子
、
貞
仁
親
王
（
白
河
天
皇
）

の
誕
生
に
つ
い
て
は
、『
栄
花
物
語
』
に
記
述
が
な
い
。

　

光
源
氏
誕
生
記
事
に
は
、「
前
の
世
に
も
御
契
り
や
深
か
り
け
む
、
世
に
な

く
き
よ
ら
な
る
玉
の
男
御
子
さ
へ
生
ま
れ
た
ま
ひ
ぬ
」（
桐
壺
・
①
一
八
）
と

あ
る
よ
う
に
、「「
き
よ
げ
」
よ
り
も
一
段
と
上
の
、
輝
く
よ
う
な
美
し
さ
」

（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
）
を
意
味
す
る
「
き
よ
ら
」
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
は
、
皇
族
で
は
憲
平
親
王
（
①
三
四
）・
一

条
天
皇
（
①
三
〇
六
）・
敦
康
親
王
（
②
七
二
）・
敦
良
親
王
（
②
三
三
七
）

が
「
き
よ
ら
」
と
形
容
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
誕
生
時
の
記
述
で
は
な
い
。

『
源
氏
物
語
』
に
「
き
ら
ら
か
」
の
用
例
は
見
ら
れ
ず
、
誕
生
し
た
皇
子
の
美

し
さ
を
讃
え
る
『
源
氏
物
語
』・『
栄
花
物
語
』
の
表
現
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

も
の
の
、
輝
く
よ
う
な
美
し
さ
を
強
調
す
る
点
は
両
書
に
共
通
す
る（（
（

。

　

ま
た
『
栄
花
物
語
』
は
、
後
三
条
天
皇
の
皇
子
の
誕
生
が
「
年
ご
ろ
い
づ

方
に
も
か
た
か
り
つ
る
御
事
」
で
あ
っ
た
と
し
て
―
実
際
、
貞
仁
親
王
の
誕

生
か
ら
約
十
八
年
経
過
し
て
い
る
―
、
実
仁
親
王
の
誕
生
を
「
め
づ
ら
か
に

あ
さ
ま
し
」
と
評
し
て
い
る
。
実
仁
親
王
の
誕
生
は
、
そ
の
契
機
と
な
っ
た
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後
三
条
天
皇
の
基
子
寵
愛
と
あ
わ
せ
て
、
二
重
に
「
あ
さ
ま
し
き
」
事
態
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
、
右
の
記
述
を
最
後
に
、
基
子

寵
愛
に
関
す
る
「
あ
さ
ま
し
」
と
い
う
評
言
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
実
仁
親

王
誕
生
の
一
月
後
、
基
子
は
女
御
と
な
っ
て
内
裏
に
参
入
す
る
が
、『
栄
花
物

語
』
は
か
か
る
寵
遇
を
「
こ
と
わ
り
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。

か
く
も
て
な
さ
せ
た
ま
ふ
も
、
人
の
御
ほ
ど
、
御
位
こ
そ
浅
く
も
の
し

た
ま
ひ
し
か
、
侍
従
宰
相
、
こ
の
斎
院
（
斉
子
女
王
）
の
御
せ
う
と
、

小
一
条
院
の
御
子
、
堀
河
の
右
の
大
殿
（
頼
宗
）
の
御
姫
君
の
御
腹
、

な
ど
て
か
わ
ろ
か
ら
ん
と
思
し
め
す
な
る
べ
し
。
東
宮
（
貞
仁
親
王
）

よ
り
ほ
か
に
男
宮
お
は
し
ま
さ
ね
ば
、
心
こ
と
に
若
宮
を
思
ひ
申
さ
せ

た
ま
へ
ば
、
こ
の
女
御
殿
を
も
重
々
し
く
も
て
な
し
き
こ
え
た
ま
ふ
も

こ
と
わ
り
な
り
。�

（
③
四
三
〇
）

後
三
条
天
皇
が
基
子
を
寵
遇
し
た
背
景
と
し
て
、
ま
ず
、
小
一
条
院
を
父
に
、

頼
宗
女
を
母
に
も
つ
基
平
の
血
筋
の
良
さ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（（
（

。
基
子
が
経

平
邸
に
退
出
す
る
条
で
は
、
基
子
の
母
方
の
「
あ
て
や
か
」
さ
へ
の
言
及
が

見
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
基
平
が
天
皇
家
・
御
堂
流
双
方
の
流
れ
を
汲
む
人

物
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
東
宮
以
外
の
唯
一
の
皇
子

で
あ
る
実
仁
親
王
へ
の
格
別
な
思
い
入
れ
か
ら
、
後
三
条
天
皇
が
基
子
を
重
々

し
く
処
遇
す
る
の
も
道
理
で
あ
る
と
い
う
。
実
仁
親
王
の
誕
生
自
体
は
、「
め

づ
ら
か
に
あ
さ
ま
し
」
き
こ
と
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
誕
生
を

転
換
点
と
し
て
、
基
子
へ
の
寵
遇
は
正
当
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

　

基
子
と
と
も
に
参
内
し
た
実
仁
親
王
は
、
後
三
条
天
皇
に
抱
き
取
ら
れ
る
。

そ
の
描
写
の
中
に
、「
い
つ
し
か
と
き
た
な
き
わ
ざ
を
し
か
け
た
て
ま
つ
ら
せ

た
ま
へ
ば
、
御
衣
奉
り
替
ふ
る
ほ
ど
も
め
で
た
し
」（
③
四
三
〇
～
四
三
一
）

と
あ
る
の
は
、
諸
注
指
摘
す
る
よ
う
に
、
道
長
が
誕
生
直
後
の
敦
成
親
王
の

尿
に
濡
れ
て
も
嬉
し
そ
う
に
し
て
い
た
と
い
う
『
紫
式
部
日
記
』・『
栄
花
物

語
』
巻
第
八
の
記
述
を
踏
ま
え
て
い
よ
う
。「
入
道
殿
に
后
、
帝
は
お
は
し
ま

す
も
の
と
思
ふ
に
、（
中
略
）
昔
に
返
り
て
、
か
く
人
の
宿
世
も
定
め
あ
る
べ

き
こ
と
か
は
と
な
る
べ
し
」（
③
四
二
六
～
四
二
七
）
と
、
非
御
堂
流
の
基
子

が
寵
愛
を
受
け
た
こ
と
へ
の
意
外
さ
を
あ
ら
わ
す
先
の
記
述
か
ら
一
転
し
て
、

『
栄
花
物
語
』
は
、
後
三
条
天
皇
と
実
仁
親
王
の
関
係
を
、
か
つ
て
の
道
長
と

敦
成
親
王
の
関
係
に
重
ね
る
か
た
ち
で
、
実
仁
親
王
の
誕
生
を
寿
ぐ
の
で
あ
っ

た
。

二
　
後
三
条
天
皇
の
「
御
心
」

　

後
三
条
天
皇
の
基
子
寵
愛
を
「
こ
と
わ
り
」
と
評
し
た
後
、『
栄
花
物
語
』

は
、
後
冷
泉
朝
と
後
三
条
朝
の
相
違
に
関
心
を
向
け
る
。

御
幸
ひ
の
め
で
た
か
る
べ
け
れ
ば
、
制
し
申
す
人
も
な
く
、
は
ば
か
ら

せ
た
ま
ひ
、
わ
づ
ら
は
し
か
る
べ
き
こ
と
も
お
は
し
ま
さ
ぬ
ほ
ど
に
し

も
、
か
く
お
は
し
ま
す
に
ぞ
。
東
宮
よ
り
ほ
か
に
御
子
も
お
は
し
ま
さ

ず
な
ど
あ
る
ほ
ど
に
て
、
誰
も
誰
も
お
ろ
か
に
思
ひ
申
さ
せ
た
ま
ふ
べ

き
な
ら
ね
ど
、
後
冷
泉
院
に
か
や
う
の
こ
と
お
は
し
ま
さ
ま
し
か
ば
、

ま
た
御
子
お
は
し
ま
さ
ず
と
も
、
う
け
ば
り
て
か
く
は
も
て
な
さ
せ
た

ま
は
ざ
ら
ま
し
。
人
知
れ
ず
、「
さ
る
人
お
は
し
ま
す
な
り
」
な
ど
ば
か

り
こ
そ
は
聞
か
せ
た
ま
は
ま
し
か
。
宇
治
の
関
白
殿
に
は
ば
か
り
申
さ

せ
た
ま
は
で
は
あ
り
な
ま
し
や
。�

（
③
四
三
一
）

基
子
の
「
御
幸
ひ
」
の
す
ば
ら
し
さ
ゆ
え
、
基
子
へ
の
寵
愛
を
制
止
す
る
者

も
お
ら
ず
、
実
仁
親
王
の
誕
生
に
至
っ
た
と
す
る
一
方
で
、
後
冷
泉
天
皇
に

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
ほ
か
に
皇
子
が
い
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
公
然
と
待
遇
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
述
べ
る
。『
栄
花
物
語
』
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は
反
実
仮
想
の
か
た
ち
で
述
べ
る
の
み
で
、
そ
の
実
例
を
挙
げ
る
こ
と
は
な

い
け
れ
ど
、
た
と
え
ば
高
階
為
行
は
、
後
冷
泉
天
皇
と
安
楽
寺
別
当
増
守
女

の
間
に
生
ま
れ
た
も
の
の
、
高
階
為
家
の
養
子
に
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い

る
（
（1
（

。
そ
の
背
景
に
は
、『
栄
花
物
語
』
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
頼
通
に
対
す
る

憚
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
冷
泉
天
皇
と
頼
通
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、

後
に
、「
後
冷
泉
院
は
、
何
ご
と
も
た
だ
殿
に
ま
か
せ
申
さ
せ
た
ま
へ
り
き
」

（
③
四
三
三
）
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
何
事
も
頼
通
に
委
ね
る
後
冷
泉
天
皇
に

対
し
て
、
後
三
条
天
皇
の
人
と
な
り
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

こ
の
内
の
御
心
い
と
す
く
よ
か
に
、
世
の
中
の
乱
れ
た
ら
ん
こ
と
を
直

さ
せ
た
ま
は
ん
と
思
し
め
し
、
制
な
ど
も
厳
し
く
、
末
の
世
の
帝
に
は

余
り
て
め
で
た
く
お
は
し
ま
す
と
申
し
け
り
。
人
に
従
は
せ
た
ま
ふ
べ

く
も
お
は
し
ま
さ
ず
、
御
才
な
ど
い
み
じ
く
お
は
し
ま
す
。
後
朱
雀
院

を
す
く
よ
か
に
お
は
し
ま
す
と
思
ひ
申
し
し
に
、
こ
れ
は
い
と
こ
よ
な

く
ま
さ
り
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
り
。
世
人
怖
ぢ
申
し
た
る
、
こ
と
わ

り
な
り
。
お
ほ
か
た
の
御
も
て
な
し
、
い
と
気
高
く
お
は
し
ま
し
け
り
。

�
（
③
四
三
四
）

「
す
く
よ
か
」
お
よ
び
類
語
「
す
く
す
く
し
」
は
、『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
、

後
朱
雀
天
皇
・
後
三
条
天
皇
の
性
格
を
特
徴
づ
け
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
。「
心
が
強
く
し
っ
か
り
し
て
い
る
」
と
と
も
に
、「
剛
直
で
あ
る
さ
ま
」

（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
）
を
あ
ら
わ
す
「
す
く
よ
か
」
は
、
後
冷
泉

天
皇
の
性
格
を
特
徴
づ
け
る
「
な
よ
び
か
」（
③
三
七
四
）、「
な
だ
ら
か
」（
③

三
八
〇
）、「
た
を
や
か
」（
③
三
八
三
）
等
、
も
の
柔
ら
か
さ
や
穏
や
か
さ
を

あ
ら
わ
す
語
と
は
対
照
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
有
す
る
。
そ
う
し
た
後
冷
泉
天
皇

と
後
三
条
天
皇
の
性
格
の
違
い
が
、「
何
ご
と
も
た
だ
殿
に
ま
か
せ
申
さ
せ
た

ま
へ
り
き
」
と
い
う
後
冷
泉
天
皇
の
治
世
と
、「
人
に
従
は
せ
た
ま
ふ
べ
く
も

お
は
し
ま
さ
ず
」
と
い
う
後
三
条
天
皇
の
治
世
の
あ
り
方
の
相
違
を
生
じ
さ

せ
た
と
い
う
の
が
、『
栄
花
物
語
』
の
理
解
で
あ
ろ
う（（（
（

。

　

基
子
・
実
仁
親
王
へ
の
寵
遇
は
、
基
子
の
「
御
幸
ひ
」
と
後
三
条
天
皇
の

「
御
心
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
基
子
は
先
述
の
通
り
女

御
に
、
実
仁
は
誕
生
の
約
半
年
後
に
親
王
と
な
っ
て
お
り
、
基
子
・
実
仁
の

立
場
は
、
桐
壺
更
衣
・
光
源
氏
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。『
源
氏

物
語
』
に
お
い
て
は
、
桐
壺
帝
が
、
観
相
の
結
果
や
宿
曜
の
勘
申
を
踏
ま
え
、

「
無
品
親
王
の
外
戚
の
寄
せ
な
き
に
て
は
漂
は
さ
じ
」、「
親
王
と
な
り
た
ま
ひ

な
ば
世
の
疑
ひ
負
ひ
た
ま
ひ
ぬ
べ
く
も
の
し
た
ま
へ
ば
」（
①
四
一
）
と
い
う

判
断
の
も
と
、
光
源
氏
を
臣
籍
降
下
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
『
栄
花
物
語
』
に
は
実
仁
が
親
王
と
な
っ
た
こ
と
へ
の
言
及
が
な
く
、
特
筆

す
べ
き
出
来
事
と
は
見
做
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
後
見
を
も
た
な

い
皇
子
に
皇
位
継
承
の
可
能
性
を
残
す
こ
と
は
、
後
冷
泉
天
皇
や
桐
壺
帝
に

は
な
し
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
後
三
条
天
皇
と
し
て
は
、
実
仁
親
王
に
有

力
な
外
戚
が
お
ら
ず
と
も
、
自
ら
の
庇
護
下
に
あ
れ
ば
、
実
仁
親
王
の
将
来

を
危
惧
す
る
必
要
は
な
い
と
判
断
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
、

実
仁
親
王
の
五
十
日
の
祝
に
関
す
る
記
述
に
は
、
後
三
条
天
皇
の
権
威
の
強

さ
が
示
さ
れ
て
い
る
。

内
の
若
宮
の
御
五
十
日
、
四
月
十
余
日
、
そ
の
日
の
有
様
い
ふ
方
な
し
。

一
品
宮
、
女
御
殿
の
女
房
、
う
ち
出
で
し
わ
た
し
た
り
。
日
暮
れ
か
か

る
ほ
ど
に
、
上
渡
ら
せ
た
ま
ふ
。
御
供
に
上
達
部
、
殿
上
人
あ
ま
た
さ

ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
。（
中
略
）
御
前
物
、
上
達
部
と
り
つ
づ
き
て
ま
ゐ
り
た

ま
ふ
。
例
は
殿
上
人
こ
そ
雑
役
は
仕
ま
つ
る
を
、
せ
め
て
心
こ
と
に
思

し
め
す
な
る
べ
し
。
左
の
大
殿
（
藤
原
師
実
）
抱
き
た
て
ま
つ
ら
せ
た

ま
ひ
て
、
上
の
く
く
め
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
、
抱
き
移
し
た
て



― 147 ―

ま
つ
る
御
乳
母
な
ど
、
な
ま
よ
ろ
し
か
ら
ん
は
い
と
わ
り
な
か
る
べ
し
。

�

（
③
四
三
八
～
四
三
九
）

後
三
条
天
皇
の
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
、
実
仁
親
王
の
五
十
日
の
祝
に
お
い
て

は
、
上
達
部
が
雑
役
を
奉
仕
し
た
と
い
う
。
鍾
愛
の
皇
子
の
た
め
、
そ
の
通

過
儀
礼
を
荘
重
に
行
お
う
と
す
る
点
で
、
桐
壺
帝
が
、
光
源
氏
の
袴
着
を
、

第
一
皇
子
の
袴
着
に
劣
ら
ず
盛
大
に
行
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
け
れ
ど
、

『
源
氏
物
語
』
に
は
、
桐
壺
帝
の
措
置
を
世
人
が
非
難
し
た
―「
そ
れ
に
つ
け

て
も
世
の
譏
り
の
み
多
か
れ
ど
」（
①
二
一
）
―
と
あ
る
の
に
対
し
て
、『
栄

花
物
語
』
の
記
述
か
ら
は
、
後
三
条
天
皇
の
実
仁
寵
遇
に
周
囲
が
反
発
し
た

様
子
は
窺
え
な
い
。「
世
人
怖
ぢ
申
し
た
る
、
こ
と
わ
り
な
り
」（
③
四
三
四
）

と
評
さ
れ
る
後
三
条
天
皇
と
臣
下
の
関
係
も
、
実
仁
親
王
へ
の
寵
遇
を
可
能

に
す
る
条
件
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
五
十
日
の
祝
に
つ
い
て
は
、
師
実
が
実
仁
親
王
を
抱
き
、
後
三
条

天
皇
が
餅
を
く
く
め
る
様
子
も
記
さ
れ
る
。
敦
成
親
王
の
五
十
日
の
祝
で
は
、

道
長
室
（
彰
子
母
）
倫
子
が
敦
成
親
王
を
抱
き
、
道
長
が
餅
を
く
く
め
る
様

子
が
描
か
れ
（
①
四
一
八
）、
道
長
家
の
慶
事
と
し
て
の
性
格
が
色
濃
く
あ
ら

わ
れ
て
い
る
が
、
実
仁
親
王
の
五
十
日
の
祝
に
お
い
て
は
、
後
三
条
天
皇
と

師
実
の
協
調
関
係
が
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
実
仁
親
王
の
五
十
日
の
祝
の

一
月
前
に
は
、
師
実
の
養
女
、
賢
子
が
東
宮
に
参
入
し
て
お
り
（
③
四
三
五
）、

師
実
は
天
皇
家
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
。
師
実
自
身
も
貞
仁
親

王
の
東
宮
傅
を
勤
め
て
お
り
、
ま
た
、
後
に
実
仁
親
王
の
東
宮
傅
と
も
な
る
。

実
仁
親
王
の
五
十
日
の
祝
は
、
如
上
の
師
実
と
天
皇
家
と
の
関
係
を
踏
ま
え
、

後
三
条
天
皇
の
み
な
ら
ず
師
実
を
も
実
仁
親
王
の
庇
護
者
と
し
て
位
置
づ
け

る
べ
く
描
か
れ
て
い
る
と
思
し
い
。

　

実
仁
親
王
の
五
十
日
の
祝
を
め
ぐ
る
記
述
の
後
に
は
、
新
造
内
裏
に
お
け

る
后
妃
た
ち
の
様
子
が
記
さ
れ
る
。
後
三
条
天
皇
の
后
妃
の
存
在
に
触
れ
る

の
は
こ
こ
が
は
じ
め
て
で
は
な
く
、
基
子
の
幸
い
を
称
揚
す
る
条
に
も
、「
中

宮
（
馨
子
内
親
王
）、
女
御
（
昭
子
）
な
ど
お
は
し
ま
せ
ど
、
女
の
御
有
様
は

か
ぎ
り
あ
れ
ば
、
い
み
じ
く
思
し
め
せ
ど
も
、
色
に
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き

に
あ
ら
ず
」（
③
四
三
二
）
と
、
馨
子
内
親
王
や
昭
子
が
、
基
子
・
実
仁
親
王

へ
の
寵
遇
を
快
か
ら
ず
思
う
も
の
の
、
そ
れ
を
顔
色
に
出
す
こ
と
は
な
い
と

述
べ
ら
れ
て
い
た
。
当
該
箇
所
に
、
後
三
条
天
皇
が
馨
子
内
親
王
を
「
や
む

ご
と
な
く
心
苦
し
く
」（
③
四
四
〇
）
思
っ
て
い
た
と
あ
る
の
も
、
基
子
・
実

仁
親
王
へ
の
寵
遇
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
馨
子
内
親
王
所
生
の
御
子
は

い
ず
れ
も
夭
折
し
て
お
り
（
③
四
〇
六
・
四
一
一
）、
実
仁
親
王
の
誕
生
は
、

馨
子
内
親
王
に
複
雑
な
思
い
を
抱
か
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、『
栄

花
物
語
』
は
、
馨
子
内
親
王
の
思
惑
に
は
言
及
せ
ず
、
馨
子
内
親
王
の
「
御

か
た
ち
、
御
心
」
や
、
昭
子
の
「
御
か
た
ち
」
の
讃
美
に
終
始
し
て
い
る
。

他
方
、
基
子
に
つ
い
て
は
、
再
び
懐
妊
し
た
こ
と
を
取
り
上
げ
、「
め
で
た
き

有
様
を
聞
え
ぬ
人
な
し
」（
③
四
四
一
）
と
、
周
囲
の
祝
福
す
る
様
を
述
べ

る
。
容
貌
や
気
質
の
「
め
で
た
」
さ
が
讃
え
ら
れ
る
他
の
后
妃
と
は
異
な
り
、

基
子
の
「
め
で
た
」
さ
が
、
も
っ
ぱ
ら
帝
の
子
を
生
む
と
い
う
点
か
ら
捉
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
後
、
基
子
は
流
産
す
る

（
③
四
四
三
）。

　

基
子
の
「
め
で
た
」
さ
は
、
実
仁
親
王
の
乳
母
の
身
分
の
高
さ
と
い
う
点

か
ら
も
讃
え
ら
れ
る
。「
や
む
ご
と
な
か
ら
ん
人
を
が
な
」（
③
四
四
一
）
と

い
う
後
三
条
天
皇
の
意
向
に
よ
っ
て
、
藤
原
実
宗
室
・
藤
原
家
範
室
・
藤
原

忠
俊
室
が
乳
母
と
な
っ
た
こ
と
を
、『
栄
花
物
語
』
は
、「
か
く
君
達
の
妻
な

ど
の
参
る
こ
と
は
ま
た
な
か
り
つ
る
こ
と
な
り
。
末
に
な
る
ま
ま
に
は
か
く

の
み
あ
る
世
な
め
り
」（
③
四
四
一
）
と
評
す
る
。
ま
た
、
か
つ
て
道
長
が
、
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源
雅
通
室
を
後
一
条
天
皇
の
乳
母
と
し
て
召
そ
う
と
し
た
も
の
の
実
現
し
な

か
っ
た
こ
と
に
触
れ
な
が
ら
、「
こ
の
世
は
か
く
末
勝
り
に
ぞ
。
女
御
殿
の
御

有
様
の
み
ぞ
な
ほ
な
ほ
め
で
た
き
」（
③
四
四
二
）
と
も
記
し
て
い
る
。『
栄

花
物
語
』
は
「
君
達
の
妻
」
の
出
仕
を
世
相
の
変
化
に
よ
る
も
の
と
捉
え
て

お
り
、
後
三
条
天
皇
と
道
長
の
比
較
を
意
図
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う

が
、
道
長
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
末
勝
り
」
と
い
う
こ
と
ば

は
重
み
を
増
す
で
あ
ろ
う
。「
君
達
の
妻
」
が
所
生
皇
子
の
乳
母
と
な
っ
た
基

子
の
「
め
で
た
」
さ
は
、
後
三
条
天
皇
の
恩
情
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

と
と
も
に
、「
末
勝
り
」
の
世
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
。

　

乳
母
参
集
記
事
の
直
後
に
は
、
聡
子
内
親
王
が
実
仁
親
王
を
慈
し
む
様
子

や
、
基
子
の
姉
妹
が
基
子
に
伺
候
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
聡
子
内
親
王
は
、

実
仁
親
王
誕
生
以
前
に
も
、
出
産
を
控
え
た
基
子
の
た
め
、
万
事
に
つ
け
て

配
慮
し
て
お
り
（
③
四
二
七
）、
後
三
条
天
皇
と
と
も
に
、
基
子
・
実
仁
親
王

の
庇
護
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る（（1
（

。
さ
ら
に
『
栄
花

物
語
』
は
、
聡
子
内
親
王
の
お
じ
に
当
た
る
藤
原
実
季
や
、
基
子
の
弟
、
季

宗
の
有
様
に
も
言
及
す
る
。
実
季
・
季
宗
と
実
仁
親
王
と
の
か
か
わ
り
が
記

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
後
に
実
季
は
実
仁
親
王
の
東
宮
大
夫
に
、
季

宗
は
東
宮
権
大
夫
に
な
る
（『
春
宮
坊
官
補
任
』）。
乳
母
が
参
集
し
た
こ
と
か

ら
は
じ
ま
る
一
連
の
記
述
は
、
基
子
の
「
め
で
た
」
さ
を
讃
美
す
る
の
み
な

ら
ず
、
実
仁
親
王
を
支
え
る
人
々
に
つ
い
て
集
約
的
に
記
し
、
実
仁
親
王
が

決
し
て
後
見
不
在
の
親
王
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
意
義
を
も
有
し
て
い

る
。

　

延
久
四
年
（
一
〇
七
二
）
十
二
月
八
日
、
後
三
条
天
皇
が
譲
位
す
る
。『
栄

花
物
語
』
は
、「
こ
の
近
く
な
り
て
は
重
く
わ
づ
ら
は
せ
た
ま
ひ
て
お
り
さ
せ

た
ま
ふ
に
、
い
と
あ
は
れ
な
り
」（
③
四
四
五
）
と
し
て
、
近
時
続
い
て
い

た
、
重
病
に
よ
る
譲
位
で
は
な
い
こ
と
に
感
嘆
す
る
と
と
も
に
、「「
あ
ひ
も

思
は
ぬ
」
な
ど
、
弘
徽
殿
の
壁
に
伊
勢
が
書
き
つ
け
け
ん
な
ど
思
ひ
出
で
ら

れ
て
、
何
ご
と
に
も
目
の
み
と
ま
る
」（
③
四
四
五
）
と
あ
る
よ
う
に
、
宇
多

天
皇
譲
位
の
際
の
伊
勢
の
逸
話
を
想
起
し
て
い
る
。
宇
多
天
皇
の
例
が
意
識

さ
れ
た
の
は
、
藤
原
氏
の
外
戚
を
も
た
ず
、
父
子
継
承
を
実
現
さ
せ
た
と
い

う
点
で
、
宇
多
天
皇
と
後
三
条
天
皇
の
立
場
が
重
な
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

た
だ
し
、
宇
多
天
皇
の
次
代
、
醍
醐
天
皇
の
御
代
に
お
い
て
、
藤
原
穏
子
（
基

経
女
）
所
生
の
保
明
親
王
が
立
太
子
す
る
ま
で
、
約
七
年
間
東
宮
が
不
在
で

あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
後
三
条
天
皇
の
次
代
、
白
河
天
皇
の
御
代
に
お
い
て

は
、
践
祚
と
同
日
に
実
仁
親
王
が
立
太
子
し
て
い
る
。
後
三
条
天
皇
の
譲
位

は
、
実
仁
親
王
の
立
太
子
を
確
実
に
す
る
た
め
と
い
う
見
方
が
強
い（（1
（

。
な
お
、

『
栄
花
物
語
』
は
、「
帝
は
、
い
つ
し
か
お
り
ゐ
さ
せ
た
ま
ひ
な
ん
と
の
み
思

し
め
し
て
」（
③
四
四
四
）
と
、
後
三
条
天
皇
の
譲
位
が
自
発
的
な
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
記
す
の
み
で
、
そ
の
意
図
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
は
い
な
い
。

　

後
三
条
天
皇
の
譲
位
の
七
日
前
、
基
子
は
准
三
宮
（
准
后
）
と
な
る
。『
栄

花
物
語
』
で
は
、
譲
位
・
立
太
子
に
関
す
る
記
述
の
後
に
、「
女
御
は
三
宮
の

位
に
て
、
年
官
年
爵
得
さ
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
な
ど
、
い
と
め
で
た
し
」（
③
四
四

五
）
と
、
基
子
が
准
三
宮
と
な
っ
た
こ
と
を
讃
え
る
一
節
が
見
え
る
。
皇
族

以
外
の
後
宮
で
准
三
宮
と
な
っ
た
の
は
基
子
が
三
人
目
で
あ
り（（1
（

、
基
子
の
前

後
の
例
―
藤
原
歓
子
（
教
通
女
。
後
冷
泉
天
皇
女
御
）、
生
子
（
教
通
女
。

後
朱
雀
天
皇
女
御
）、
道
子
（
能
長
女
。
白
河
天
皇
女
御
）
―
に
鑑
み
る
と
、

准
三
宮
が
、
後
冷
泉
朝
以
降
、
立
后
の
叶
わ
な
い
女
御
へ
の
優
遇
措
置
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
基
子
の
場
合
、
実
仁
親
王
の
立

太
子
を
見
据
え
た
処
遇
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

所
生
皇
子
の
立
太
子
の
布
石
と
し
て
、
生
母
を
格
上
げ
す
る
と
い
う
点
か
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ら
想
起
さ
れ
る
の
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
藤
壺
の
立
后（（1
（

で
あ
る
が
、
后

と
准
三
宮
と
の
相
違
は
看
過
し
難
い
。『
栄
花
物
語
』
に
は
、「
今
も
中
ご
ろ

も
、
納
言
の
女
の
后
に
ゐ
た
る
な
ん
な
き
」（
①
五
〇
七
）、「
一
の
人
の
御
女

な
ら
ぬ
人
の
、
御
子
お
は
し
ま
さ
ぬ
が
な
ら
せ
た
ま
ふ
例
は
ま
た
な
き
こ
と
」

（
③
三
三
三
）
等
、
立
后
の
諸
条
件
が
示
さ
れ
る（（1
（

。
基
子
は
実
仁
親
王
を
生
ん

で
い
る
も
の
の
、
父
基
平
が
参
議
で
世
を
去
っ
た
こ
と
が
大
き
な
障
壁
と
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
巻
第
三
十
八
の
冒
頭
で
は
、「
も
と
よ
り
帝
の
御
母
に
な
り

た
ま
ふ
べ
き
宿
曜
も
の
し
た
ま
ふ
、
御
夢
に
も
、
紫
の
雲
立
ち
て
な
ん
見
え

た
ま
ひ
け
る
な
ど
聞
ゆ
る
を
」（
③
四
二
五
～
四
二
六
）
と
、
帝
の
母
后
と
な

る
こ
と
が
予
示
さ
れ
、
ま
た
、
実
仁
親
王
出
産
時
に
は
、「
一
の
人
の
御
女
の

后
宮
の
生
ま
せ
た
ま
は
ん
も
か
く
こ
そ
は
あ
ら
め
」（
③
四
二
八
）
と
評
さ
れ

て
い
た
基
子
で
あ
っ
た
が
、
後
三
条
天
皇
の
寵
愛
を
も
っ
て
し
て
も
、
実
際

に
后
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
立
太
子
し
た
実
仁
親
王
が
、
光
源
氏
と
い

う
よ
り
は
冷
泉
帝
の
立
場
に
接
近
し
て
い
く
の
に
対
し
て
、
基
子
は
桐
壺
更

衣
以
上
の
栄
達
を
遂
げ
な
が
ら
、
藤
壺
と
同
等
の
地
位
に
ま
で
昇
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
巻
冒
頭
か
ら
、〈
桐
壺
帝

－

桐
壺
更
衣

－

光
源
氏
〉
に
準
え
て
描

か
れ
た
〈
後
三
条
天
皇

－
源
基
子

－

実
仁
親
王
〉
の
関
係
は
、
依
拠
す
べ
き

も
の
を
失
い
、
叙
述
は
平
板
化
し
て
い
く
。
実
仁
親
王
の
立
太
子
や
基
子
の

准
三
宮
は
、
後
三
条
天
皇
の
譲
位
に
付
随
す
る
出
来
事
と
し
て
記
さ
れ
る
に

と
ど
ま
り
、
事
象
相
互
の
関
係
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
意
識
は
見

出
し
難
い
。

　

譲
位
の
翌
月
（
延
久
五
年
正
月
十
九
日
）、
基
子
は
輔
仁
親
王
を
出
産
す

る
。『
栄
花
物
語
』
の
記
述
は
、

梅
壺
女
御
、
ま
た
い
と
う
つ
く
し
う
め
で
た
き
男
宮
生
み
た
て
ま
つ
ら

せ
た
ま
へ
り
。
尽
き
せ
ず
い
み
じ
き
御
有
様
な
り
。
院
の
例
な
ら
ず
お

は
し
ま
せ
ば
、
い
と
華
や
か
な
る
こ
と
は
な
し
。�

（
③
四
四
六
）

と
、
実
仁
親
王
の
誕
生
時
よ
り
簡
素
な
も
の
と
な
り
、
輔
仁
親
王
の
美
質
を

讃
え
る
と
と
も
に
、
後
三
条
院
の
不
予
に
よ
り
、
祝
儀
が
華
や
か
に
行
わ
れ

な
か
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
実
仁
親
王
の
五
十
日
の
祝
が
、
後
三
条
天

皇
主
導
の
も
と
盛
大
に
行
わ
れ
た
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

　

同
年
五
月
七
日
、
後
三
条
院
は
崩
御
す
る
。『
栄
花
物
語
』
に
は
、
後
三
条

院
の
皇
子
女
や
、
後
三
条
院
の
母
、
禎
子
内
親
王
が
途
方
に
暮
れ
る
様
子
な

ら
び
に
、
聡
子
内
親
王
や
基
子
等
、
後
三
条
院
ゆ
か
り
の
女
性
が
相
次
い
で

出
家
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
基
子
に
つ
い
て
は
、
聡
子
内
親
王
と
と
も
に
、

「
若
く
め
で
た
き
御
髪
ど
も
を
削
が
せ
た
ま
ひ
て
、
い
か
に
め
で
た
く
お
は
し

ま
す
ら
ん
。
か
た
ち
変
へ
つ
れ
ば
、
四
五
十
の
人
だ
に
若
く
こ
そ
見
ゆ
れ
、

ま
し
て
い
か
に
お
は
し
ま
し
け
ん
」（
③
四
六
〇
）
と
、
若
く
し
て
尼
削
ぎ
姿

と
な
っ
た
美
し
さ
が
讃
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
基
子
の
悲
嘆
が
特
筆
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
後
も
基
子
が
話
題
の
中
心
と
な
る
こ
と
は
な
く
、
後

三
条
院
を
悼
む
人
々
の
和
歌
贈
答
を
も
っ
て
巻
第
三
十
八
は
閉
じ
ら
れ
る
。

三
　
後
三
条
院
崩
御
の
後

　

白
河
朝
の
動
向
を
記
す
巻
第
三
十
九
に
お
い
て
は
、
基
子
は
登
場
せ
ず
、

実
仁
親
王
が
敦
文
親
王
誕
生
記
事
と
教
通
薨
去
記
事
の
二
箇
所
で
話
題
に
の

ぼ
る
。
敦
文
親
王
は
、
承
保
元
年
（
一
〇
七
四
）
十
二
月
二
十
六
日
、
白
河

天
皇
と
賢
子
の
間
に
生
ま
れ
る
。
そ
の
誕
生
記
事
は
、「
中
宮
（
賢
子
）
は
、

今
し
ば
し
と
の
み
惜
し
み
留
め
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
ば
、
え
ま
か
で
や
ら

せ
た
ま
は
で
、
ほ
ど
近
く
な
り
て
ぞ
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
」（
③
四
七
六
）

と
あ
る
よ
う
に
、
白
河
天
皇
が
、
出
産
直
前
ま
で
賢
子
を
里
第
に
退
出
さ
せ

な
か
っ
た
こ
と
を
伝
え
、
ま
た
、「
い
と
き
ら
ら
か
な
る
男
御
子
に
て
お
は
し
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ま
せ
ば
」（
③
四
七
六
）
と
、
敦
文
親
王
の
輝
く
よ
う
な
美
し
さ
を
讃
え
る

等
、
実
仁
親
王
の
誕
生
記
事
に
類
似
す
る
。
さ
ら
に
、
敦
文
親
王
の
産
養
に

つ
い
て
、「
後
一
条
院
の
御
産
屋
に
紫
式
部
の
い
ひ
つ
づ
け
た
る
、
同
じ
こ
と

な
り
」（
③
四
七
七
）
と
記
し
、
敦
成
親
王
の
誕
生
記
事
を
彷
彿
さ
せ
る
点

も
、
実
仁
親
王
誕
生
記
事
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
と
き
賢

子
は
既
に
中
宮
と
な
っ
て
お
り
、
実
仁
親
王
出
産
後
に
女
御
と
な
っ
た
基
子

と
は
立
場
が
異
な
る
。「
年
ご
ろ
、
位
に
お
は
し
ま
す
に
、
か
か
る
御
仲
ら
ひ

に
男
御
子
の
生
れ
さ
せ
た
ま
へ
る
は
久
し
く
な
か
り
け
る
に
、
い
と
め
で
た

し
」（
③
四
七
七
）
と
、
天
皇
と
中
宮
の
間
に
久
し
ぶ
り
に
―
敦
良
親
王
（
一

条
天
皇
中
宮
彰
子
所
生
）
の
誕
生
以
来
六
十
五
年
ぶ
り
に
―
皇
子
が
誕
生
し

た
こ
と
を
慶
祝
す
る
一
節
は
、〈
白
河
天
皇

－

賢
子

－

敦
文
親
王
〉
の
関
係
が
、

〈
一
条
天
皇

－

彰
子

－

敦
成
親
王
・
敦
良
親
王
〉
の
関
係
に
重
な
る
こ
と
を
印

象
づ
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

敦
成
親
王
の
誕
生
が
、
道
長
に
と
っ
て
「
栄
花
の
初
花
」（
②
二
四
）
で

あ
っ
た
の
と
同
様
に
、
敦
文
親
王
の
誕
生
は
、
師
実
が
栄
達
す
る
端
緒
と
な
っ

た
。『
栄
花
物
語
』
の
関
心
は
、
敦
文
親
王
周
辺
の
「
め
で
た
」
さ
を
讃
美
す

る
こ
と
に
向
け
ら
れ
、
実
仁
親
王
に
つ
い
て
は
、
敦
文
親
王
の
誕
生
後
の
様

子
を
記
す
中
で
、
次
の
よ
う
に
簡
単
に
触
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。

御
五
十
日
、
百
日
な
ど
い
は
ん
方
な
く
め
で
た
く
て
過
ぎ
ゆ
く
。
東
宮

（
実
仁
親
王
）、
三
の
宮
（
輔
仁
親
王
）
も
、
御
年
の
ほ
ど
よ
り
は
も
の

を
う
つ
く
し
う
の
た
ま
は
せ
、
あ
さ
ま
し
く
お
と
な
し
く
ぞ
お
は
し
ま

し
け
る
。
こ
の
若
宮
（
敦
文
親
王
）
も
い
と
め
で
た
く
お
は
し
ま
せ
ば
、

殿
の
上
（
師
実
室
麗
子
）
つ
と
抱
き
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
り
。
上
も

片
時
立
ち
の
か
せ
た
ま
は
ず
、
も
て
あ
そ
ば
し
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
。

�

（
③
四
七
九
）

敦
文
親
王
の
五
十
日
・
百
日
の
祝
が
盛
大
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
記
し
た
後
、

敦
文
親
王
と
年
齢
の
近
い
実
仁
親
王
・
輔
仁
親
王
の
成
長
ぶ
り
を
強
調
し
て

い
る
。
も
っ
と
も
、
話
題
の
中
心
は
す
ぐ
さ
ま
敦
文
親
王
へ
と
移
り
、
麗
子

や
白
河
天
皇
が
敦
文
親
王
を
愛
育
す
る
様
子
を
描
く
こ
と
を
通
し
て
、
敦
文

親
王
の
後
ろ
盾
の
強
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
実
仁
親
王
に
も
、
禎
子
内
親
王
・
聡
子
内
親
王
や
基
子
の
親

類
、
東
宮
大
夫
藤
原
能
長
（
実
季
の
前
任
）
等
の
後
見
は
い
た
け
れ
ど
、
巻

第
三
十
九
に
お
い
て
、
実
仁
親
王
を
支
え
た
人
々
の
動
向
は
ほ
と
ん
ど
顧
み

ら
れ
な
い
。
唯
一
、
実
仁
親
王
と
の
関
係
が
描
か
れ
る
の
が
、
藤
原
教
通
で

あ
っ
た
。『
栄
花
物
語
』
は
、
教
通
の
薨
去
（
承
保
二
年
九
月
二
十
五
日
）
に

関
連
し
て
、
晩
年
の
後
三
条
天
皇
と
良
好
な
関
係
を
築
い
て
い
た
教
通
が
、

後
三
条
天
皇
に
対
す
る
思
い
か
ら
、
実
仁
親
王
の
行
啓
に
供
奉
し
た
こ
と
を

伝
え
る
（
③
四
八
一
）。
教
通
と
後
三
条
天
皇
が
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と

は
、
後
三
条
天
皇
が
譲
位
の
後
、
教
通
の
邸
宅
で
あ
る
二
条
殿
に
遷
御
し
た

（
③
四
四
五
）
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。『
扶
桑
略
記
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き

実
仁
親
王
も
二
条
殿
に
遷
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、『
栄
花
物
語
』
に
は
言
及
が

な
い
。
教
通
と
実
仁
親
王
の
関
係
は
巻
第
三
十
九
で
は
じ
め
て
描
か
れ
る
わ

け
で
あ
る
が
、
両
者
の
関
係
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
通
の
薨
去
が
、

実
仁
親
王
に
と
っ
て
は
庇
護
者
の
喪
失
と
い
う
意
味
を
帯
び
る
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
る
。
師
実
が
、
教
通
の
薨
去
に
伴
い
関
白
に
任
じ
ら
れ
、
権
勢
を

強
め
て
い
く
こ
と
と
表
裏
を
な
す
よ
う
に
、
実
仁
親
王
の
立
場
は
不
安
定
に

な
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
敦
文
親
王
の
薨
去
、
善
仁
親
王
（
の
ち
の
堀
河
天
皇
。
賢
子
所

生
）
の
誕
生
、
賢
子
の
崩
御
、
実
仁
親
王
の
薨
去
、
善
仁
親
王
の
立
太
子
・

受
禅
と
状
況
は
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
。『
栄
花
物
語
』
は
、
実
仁
親
王
の
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薨
去
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

そ
の
年
、
裳
瘡
と
い
ふ
こ
と
起
り
て
、
子
ど
も
、
若
き
人
な
ど
、
い
み

じ
う
病
む
に
、
東
宮
重
く
わ
づ
ら
は
せ
た
ま
ひ
て
、
応
徳
二
年
十
一
月

八
日
に
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
あ
さ
ま
し
く
い
み
じ
う
、
近
く
は
聞
え

ぬ
こ
と
な
り
か
し
。
女
御
殿
、
一
品
宮
な
ど
嘆
か
せ
た
ま
ふ
さ
ま
こ
と

わ
り
な
り
。
い
ひ
や
る
べ
き
方
な
し
。
宮
づ
か
さ
、
さ
る
べ
き
親
族
な

ど
、
時
失
ひ
た
る
山
賤
に
て
、
い
か
に
と
こ
そ
。
内
に
も
あ
は
れ
に
い

み
じ
く
思
し
め
さ
る
。
う
ち
続
き
あ
さ
ま
し
き
年
な
り
。

�

（
巻
第
四
十
・
③
五
一
四
）

「
近
く
は
聞
え
ぬ
こ
と
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
東
宮
薨
去
の
例
は
、
醍
醐
朝

の
保
明
親
王
（
延
長
元
年
（
九
二
三
））・
慶
頼
王
（
延
長
三
年
）
ま
で
遡
る
。

醍
醐
朝
に
お
い
て
は
、
保
明
親
王
薨
去
の
後
、
穏
子
（
保
明
親
王
母
、
慶
頼

王
祖
母
）
が
中
宮
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
慶
頼
王
の
立
太
子
を
導
き（（1
（

、
ま
た
、

慶
頼
王
薨
去
の
後
に
は
、
穏
子
所
生
の
寛
明
親
王
（
の
ち
の
朱
雀
天
皇
）
が

立
太
子
し
て
い
る
よ
う
に
、
皇
位
継
承
者
に
は
一
貫
し
て
穏
子
の
子
や
孫
が

選
ば
れ
た
。
か
か
る
措
置
は
、
醍
醐
天
皇
や
穏
子
の
み
な
ら
ず
、
穏
子
の
兄

で
当
時
の
一
上
で
あ
っ
た
忠
平
の
意
向
と
も
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
他

方
、
実
仁
親
王
薨
去
の
後
、
師
実
が
、
善
仁
親
王
を
差
し
置
い
て
輔
仁
親
王

の
立
太
子
を
後
押
し
す
る
こ
と
は
考
え
難
い
。
実
仁
親
王
の
薨
去
に
関
連
し

て
、
基
子
・
聡
子
内
親
王
の
悲
嘆
を
「
こ
と
わ
り
な
り
」
と
評
す
る
と
と
も

に
、
実
仁
親
王
の
宮
司
や
近
親
者
を
「
時
失
ひ
た
る
山
賤
」
と
位
置
づ
け
て

い
る
の
は
、
実
仁
親
王
の
薨
去
が
、
親
王
周
辺
の
人
々
―
白
河
天
皇
の
叔

父
、
実
季
は
例
外
か
―
に
と
っ
て
政
治
的
敗
北
に
等
し
い
こ
と
を
、『
栄
花

物
語
』
が
よ
く
理
解
し
て
い
た
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
な
お
、「
時
失
ひ
た
る

山
賤
」
と
い
う
表
現
は
、
諸
注
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
須
磨
巻
に

お
い
て
、
須
磨
に
退
去
す
る
光
源
氏
が
東
宮
（
の
ち
の
冷
泉
帝
）
に
贈
っ
た

歌
、「
い
つ
か
ま
た
春
の
み
や
こ
の
花
を
見
ん
時
う
し
な
へ
る
山
が
つ
に
し

て
」（
②
一
八
二
）
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
に
、
逆
境
に
あ
る
者

の
侘
し
さ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
の
、
光
源
氏
が
、「「
春
の
み
や
こ
の
花
」

に
、「
春
宮
の
栄
え
る
世
」
の
意
を
こ
め
」（
新
編
全
集
頭
注
）、
冷
泉
帝
の
御

代
を
見
る
こ
と
へ
の
思
い
を
捨
て
き
れ
な
い
で
い
る
の
に
対
し
て
、
実
仁
親

王
に
近
し
い
人
々
が
、
実
仁
親
王
の
治
世
を
見
る
こ
と
は
も
は
や
叶
わ
な
い（（1
（

。

実
仁
親
王
と
そ
の
近
臣
、
冷
泉
帝
と
光
源
氏
の
関
係
は
、
部
分
的
に
重
な
り

つ
つ
も
、
実
仁
親
王
は
即
位
す
る
こ
と
な
く
世
を
去
り
、
そ
の
近
臣
は
光
源

氏
の
ご
と
き
「
朝
廷
の
御
後
見
」（
明
石
・
②
二
六
二
）
と
は
な
り
得
な
い
の

で
あ
っ
た
。

　

実
仁
親
王
の
薨
去
に
対
し
て
は
、
白
河
天
皇
も
胸
を
痛
め
て
い
た
と
い
う
。

後
文
に
、「
う
ち
続
き
あ
さ
ま
し
き
年
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
前
年
の
賢
子

の
崩
御
に
続
く
悲
痛
な
出
来
事
と
し
て
、
実
仁
親
王
の
薨
去
が
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
実
仁
親
王
薨
去
の
翌
年
、
善
仁
親
王
が
立
太
子
・
受
禅
す
る
わ

け
で
あ
る
が
、『
栄
花
物
語
』
は
、
皇
位
継
承
に
関
す
る
白
河
天
皇
の
思
惑
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
一
切
触
れ
ず
、
譲
位
の
前
後
、

白
河
天
皇
が
悲
し
み
に
暮
れ
る
様
子
を
記
す
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
。
輔
仁

親
王
立
太
子
の
可
能
性
が
皆
無
で
は
な
い
中（（1
（

、
皇
位
継
承
問
題
を
表
面
化
さ

せ
な
い
よ
う
、
記
述
内
容
の
取
捨
選
択
が
な
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
か
。

　

も
っ
と
も
、
堀
河
天
皇
の
即
位
以
降
に
も
次
の
よ
う
な
一
節
が
見
え
、
輔

仁
親
王
の
存
在
感
が
消
え
去
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

御
禊
十
月
二
十
一
日
な
り
。（
中
略
）
摂
政
殿
（
師
実
）
を
は
じ
め
た
て

ま
つ
り
て
、
残
り
た
ま
ふ
人
な
く
仕
う
ま
つ
り
た
ま
へ
り
。
殿
の
上
（
麗

子
）、
姫
宮
た
ち
、
院
（
白
河
院
）、
前
斎
宮
（
媞
子
内
親
王
）
な
ど
み
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な
御
桟
敷
に
て
御
覧
ず
。
陽
明
門
院
（
禎
子
内
親
王
）、
四
の
宮
（
篤
子

内
親
王
）
な
ど
も
御
覧
じ
け
り
。
梅
壺
の
女
御
（
基
子
）、
東
宮
の
御
事

を
思
し
出
づ
ら
ん
か
し
。
三
の
宮
御
元
服
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
い
と
き

よ
げ
に
お
と
な
お
と
な
し
く
て
お
は
し
ま
す
。

�

（
③
五
一
七
～
五
一
八
）

堀
河
朝
の
大
嘗
会
御
禊
（
寛
治
元
年
（
一
〇
八
七
））
に
関
す
る
記
述
で
あ

る
。
師
実
以
下
の
貴
族
が
供
奉
し
、
麗
子
ら
が
見
物
に
訪
れ
た
こ
と
を
記
す

と
と
も
に
、
基
子
の
心
中
を
、
実
仁
親
王
の
こ
と
を
偲
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ

う
と
忖
度
し
て
い
る
。『
栄
花
物
語
』
は
、
堀
河
天
皇
周
辺
の
華
や
か
な
様
子

の
み
な
ら
ず
、
実
仁
親
王
の
即
位
が
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
基
子

の
無
念
さ
に
も
光
を
当
て
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
『
栄
花
物
語
』
は
、
元
服

し
た
輔
仁
親
王
の
様
子
に
も
言
及
す
る
。
輔
仁
親
王
の
元
服
は
、
寛
治
元
年

六
月
二
日
に
行
わ
れ
て
お
り
、
大
嘗
会
御
禊
と
順
序
が
前
後
す
る
も
の
の
、

基
子
周
辺
の
動
向
を
ま
と
め
て
記
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
輔
仁
親
王

を
、「
き
ら
ら
か
」
で
も
「
き
よ
ら
」
で
も
な
く
、「
き
よ
げ
」
と
評
し
て
い

る
点
に
注
意
さ
れ
る
が
、『
栄
花
物
語
』
続
編
に
お
い
て
は
、「
き
よ
げ
」
は

後
朱
雀
天
皇
（
③
三
一
七
）
や
師
実
（
③
三
八
三
）、
章
子
内
親
王
（
③
四
一

四
）
等
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
る
最
大
級
の
讃
辞
で
あ
っ
た
。『
栄
花
物
語
』

に
と
っ
て
、
輔
仁
親
王
が
看
過
し
難
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ

う
。
一
方
、
基
子
の
心
中
へ
の
忖
度
を
通
し
て
、
実
仁
親
王
の
不
在
が
確
認

さ
れ
た
直
後
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
栄
花
物
語
』
は
輔
仁
親
王
の
立
太
子
の
可

能
性
に
言
及
し
な
い
。
輔
仁
親
王
を
讃
美
は
し
て
も
、
実
仁
親
王
の
後
継
者

と
し
て
位
置
づ
け
て
は
い
な
い
点
に
、
白
河
院
・
師
実
方
に
寄
り
添
う
『
栄

花
物
語
』
の
立
場
が
あ
ら
わ
れ
て
い
よ
う
。
堀
河
朝
の
東
宮
位
は
、
康
和
五

年
（
一
一
〇
三
）
に
宗
仁
親
王
（
鳥
羽
天
皇
）
が
誕
生
、
立
太
子
す
る
ま
で

空
位
で
あ
り
、
基
子
が
后
、
国
母
に
な
る
と
い
う
巻
第
三
十
八
冒
頭
の
予
言

は
、
実
現
の
可
能
性
を
微
か
に
残
し
な
が
ら
、
つ
い
に
叶
う
こ
と
は
な
か
っ

た
。

お
わ
り
に

　

後
見
の
弱
い
基
子
が
後
三
条
天
皇
の
寵
愛
を
受
け
た
こ
と
は
、「
近
き
世
」

に
例
の
な
い
事
態
で
あ
っ
た
。『
栄
花
物
語
』
は
、
御
堂
流
繁
栄
の
歴
史
に
そ

ぐ
わ
な
い
こ
の
出
来
事
を
描
く
枠
組
み
と
し
て
、
基
子
と
桐
壺
更
衣
の
境
遇

の
類
似
性
か
ら
『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
を
利
用
し
た
と
思
し
い
。
や
が
て
基

子
・
実
仁
親
王
は
桐
壺
更
衣
・
光
源
氏
以
上
の
栄
達
を
遂
げ
、『
源
氏
物
語
』

的
世
界
と
の
隔
た
り
が
生
じ
る
よ
う
に
な
る
。
基
子
の
「
幸
ひ
」
や
後
三
条

天
皇
の
「
御
心
」
へ
の
言
及
は
、
当
時
の
貴
族
社
会
の
常
識
か
ら
も
、『
源
氏

物
語
』
に
お
け
る
桐
壺
更
衣
・
光
源
氏
の
あ
り
方
か
ら
も
外
れ
た
基
子
・
実

仁
親
王
の
栄
達
を
必
然
化
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

基
子
・
実
仁
親
王
の
栄
達
の
ピ
ー
ク
は
、
後
三
条
天
皇
の
譲
位
に
伴
い
、

そ
れ
ぞ
れ
准
三
宮
・
東
宮
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
降
、『
栄
花

物
語
』
は
基
子
・
実
仁
親
王
に
ほ
と
ん
ど
関
心
を
示
さ
な
く
な
る
。
最
大
の

庇
護
者
で
あ
る
後
三
条
院
が
世
を
去
っ
た
こ
と
や
、
白
河
天
皇
の
御
代
と
な

り
、
賢
子
や
そ
の
所
生
皇
子
の
存
在
感
が
強
ま
っ
た
こ
と
が
そ
の
要
因
で
あ

ろ
う
。
巻
第
三
十
八
で
は
、
後
三
条
天
皇
と
実
仁
親
王
の
関
係
が
、
道
長
と

敦
成
親
王
の
関
係
に
重
ね
て
描
か
れ
て
い
た
け
れ
ど
、
巻
第
三
十
九
に
お
い

て
は
、
敦
文
親
王
の
誕
生
が
、
敦
成
親
王
誕
生
記
事
を
踏
ま
え
て
記
さ
れ
て

い
る
。
敦
成
親
王
に
重
な
る
存
在
が
、
実
仁
親
王
か
ら
敦
文
親
王
へ
と
据
え

直
さ
れ
て
お
り
、
実
仁
親
王
の
立
場
は
む
し
ろ
、
有
力
な
後
見
不
在
の
状
態

で
執
政
者
（
道
長
・
師
実
）
の
外
孫
（
敦
成
親
王
・
敦
文
親
王
）
と
対
峙
す
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る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
敦
康
親
王
（
藤
原
定
子
所
生
）
の
立
場
に
近
い
も

の
と
な
る
。
後
見
の
弱
さ
か
ら
立
太
子
が
叶
わ
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
は
、

敦
康
親
王
と
輔
仁
親
王
の
境
遇
も
重
な
る
。

　

基
子
は
、
長
承
三
年
（
一
一
三
四
）
七
月
二
日
、
輔
仁
親
王
男
源
有
仁
―

『
今
鏡
』
に
お
い
て
光
源
氏
に
擬
さ
れ
る
―
の
も
と
で
薨
じ
る
（『
長
秋
記
』）。

輔
仁
親
王
は
、
基
子
の
薨
去
以
前
（
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
十
一
月
二
十

八
日
）
に
世
を
去
っ
て
い
た
。
皇
子
を
遺
し
て
早
世
し
た
桐
壺
更
衣
や
定
子

に
対
し
て
、
基
子
は
帝
位
に
就
く
可
能
性
を
有
し
な
が
ら
そ
れ
が
実
現
し
な

か
っ
た
二
人
の
運
命
を
見
届
け
る
こ
と
と
な
る
。

注（
1
）�

『
栄
花
物
語
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

（
2
）�

福
長
進
「『
栄
花
物
語
』
続
編
と
『
大
鏡
』」（『
歴
史
物
語
の
創
造
』
笠
間

書
院
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
二
〇
〇
四
年
）

（
3
）�

本
位
田
重
美
・
清
水
彰
編
『
住
吉
大
社
蔵
・
佐
野
久
成
著　

栄
花
物
語
標

注　

下
』（
笠
間
書
院
、
一
九
八
二
年
）

（
4
）�

『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

（
5
）�

中
村
成
里
「
後
三
条
」（『
平
安
後
期
文
学
の
研
究
―
御
堂
流
藤
原
氏
と
歴

史
物
語
・
仮
名
日
記
―
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
二
〇

〇
六
年
）

（
6
）�

岡
崎
真
紀
子
「『
源
氏
物
語
』
と
院
政
期
の
歴
史
叙
述
―
『
栄
花
物
語
』

巻
三
十
八
「
松
の
し
づ
え
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
や
ま
と
こ
と
ば
表
現
論

―
源
俊
頼
へ
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）

（
7
）�

伴
瀬
明
美
「
院
政
期
に
お
け
る
後
宮
の
変
化
と
そ
の
意
義
」（『
日
本
史
研

究
』
四
〇
二
、
一
九
九
六
年
二
月
）

（
8
）�

三
谷
榮
一
「
清
明
の
美
」（『
物
語
文
学
史
論　

新
訂
版
』
有
精
堂
、
一
九

六
五
年
）

（
9
）�

高
橋
麻
織
「
歴
史
物
語
に
お
け
る
「
源
氏
」
の
位
相
―
創
造
さ
れ
る
〈
歴

史
〉―
」（『
源
氏
物
語
の
政
治
学
―
史
実
・
準
拠
・
歴
史
物
語
』
笠
間
書

院
、
二
〇
一
六
年
、
初
出
二
〇
一
二
年
）

（
10
）�

角
田
文
衞
「
後
冷
泉
天
皇
の
皇
子
」（『
王
朝
の
明
暗
』
東
京
堂
出
版
、
一

九
七
七
年
、
初
出
一
九
七
一
年
）

（
11
）�

福
長
進
「『
栄
花
物
語
』
続
編
に
つ
い
て
」（
前
掲
書（
2
）、
初
出
二
〇
〇

二
年
）

（
12
）�

古
記
録
の
記
述
か
ら
は
、
実
仁
親
王
と
聡
子
内
親
王
が
居
所
を
同
じ
く
し

（『
水
左
記
』
承
暦
四
年
（
一
〇
八
〇
）
十
月
二
十
三
・
二
十
四
日
条
、『
為
房

卿
記
』
永
保
二
年
（
一
〇
八
二
）
三
月
二
十
五
日
条
）、
ま
た
、
聡
子
内
親
王

が
実
仁
親
王
の
副
臥
の
選
定
に
関
与
す
る
（『
帥
記
』
永
保
元
年
六
月
十
一
日

条
）
等
、
後
三
条
天
皇
崩
御
の
後
も
、
実
仁
親
王
と
聡
子
内
親
王
が
密
接
な

関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
13
）�

後
三
条
天
皇
の
譲
位
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
河
内
祥
輔
「
後
三
条
・
白
河

「
院
政
」
の
一
考
察
」（『
日
本
中
世
の
朝
廷
・
幕
府
体
制
』
吉
川
弘
文
館
、
二

〇
〇
七
年
、
初
出
一
九
九
二
年
）、
美
川
圭
「
後
三
条
天
皇
―
中
世
最
初
の

帝
王
」（『
古
代
の
人
物
6　

王
朝
の
変
容
と
武
者
』
清
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
）

参
照
。

（
14
）�

樫
山
和
民
「
准
三
宮
に
つ
い
て
―
そ
の
沿
革
を
中
心
と
し
て
―
」（『
書

陵
部
紀
要
』
三
六
、
一
九
八
五
年
二
月
）

（
15
）�

浅
尾
広
良
「
藤
壺
立
后
か
ら
冷
泉
立
太
子
へ
の
理
路
」（『
源
氏
物
語
の
皇

統
と
論
理
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
六
年
、
初
出
二
〇
一
二
年
）、
福
長
進
「
冷

泉
立
太
子
と
藤
壺
立
后
」（『
文
学
』
一
六

－

一
、
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
16
）�
福
長
進
「『
栄
花
物
語
』
に
見
え
る
立
后
条
件
」（『
む
ら
さ
き
』
四
九
、
二

〇
一
二
年
十
二
月
）

（
17
）�

瀧
浪
貞
子
「
女
御
・
中
宮
・
女
院
―
後
宮
の
再
編
成
―
」（『
論
集
平
安
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文
学
3　

平
安
文
学
の
視
角
―
女
性
―
』
勉
誠
社
、
一
九
九
五
年
）

（
18
）�

『
今
鏡
』
に
は
、
実
仁
親
王
亡
き
後
、「
御
は
て
過
ぎ
て
、
人
々
散
り
け
る
」

状
況
で
の
、
行
尊
（
基
子
の
弟
）
と
常
陸
の
乳
母
（
実
仁
親
王
の
乳
母
）
の

和
歌
贈
答
―
思
ひ
き
や
春
の
宮
人
名
の
み
し
て
花
よ
り
先
に
散
ら
む
も
の
と

は
（
行
尊
）、
花
よ
り
も
散
り
散
り
に
な
る
身
を
知
ら
で
千
歳
の
春
と
た
の
み

け
る
か
な
（
常
陸
の
乳
母
）
―
が
載
る
（
み
こ
た
ち
第
八
・
源
氏
の
御
息
所
。

引
用
は
、
海
野
泰
男
『
今
鏡
全
釈　

下
』（
福
武
書
店
、
一
九
八
三
年
）
に
よ

る
）。

（
19
）�

龍
粛
「
三
宮
と
村
上
源
氏
」（『
平
安
時
代
』
春
秋
社
、
一
九
六
二
年
）

【
付
記
】

　
　

本
稿
は
、
歴
史
物
語
研
究
会
二
〇
一
九
年
九
月
例
会
（
二
〇
一
九
年
九
月
十

四
日
、
於
明
治
大
学
）
に
お
け
る
同
題
の
口
頭
発
表
を
も
と
に
成
稿
し
た
も
の

で
す
。
席
上
で
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
諸
先
生
方
、
と
り
わ
け
福
長
進
先
生
に

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
な
か
せ　

ま
さ
し
／
神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
修
了
）


