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一
、
は
じ
め
に

﹃
源
氏
物
語
﹄に
は
、複
数
の
藤
壺
と
呼
ば
れ
る
女
性
が
登
場
す
る
。

桐
壺
帝
の
藤
壺
中
宮
、
朱
雀
帝
の
藤
壺
女
御
、
今
上
帝
の
藤
壺
女
御

の
三
人
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
宿
木
巻
に
女
二
宮
の
母
と
し
て
姿
を

見
せ
る
藤
壺
女
御
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
こ
ろ
、
藤
壺
と
聞
こ
ゆ
る
は
、
故
左
大
臣
殿
の
女
御
に
な

む
お
は
し
け
る
、
ま
だ
春
宮
と
聞
こ
え
さ
せ
し
時
、
人
よ
り
さ

き
に
参
り
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、
睦
ま
し
く
あ
は
れ
な
る
方
の
御

思
ひ
は
こ
と
に
も
の
し
た
ま
ふ
め
れ
ど
、
そ
の
し
る
し
と
見
ゆ

る
ふ
し
も
な
く
て
年
経
た
ま
ふ
に
、
中
宮
に
は
、
宮
た
ち
さ
へ

あ
ま
た
こ
こ
ら
お
と
な
び
た
ま
ふ
め
る
に
、
さ
や
う
の
こ
と
も

少
な
く
て
、
た
だ
女
宮
一
と
こ
ろ
を
ぞ
持
ち
た
て
ま
つ
り
た
ま

へ
り
け
る
。
わ
が
い
と
口
惜
し
く
人
に
圧
さ
れ
た
て
ま
つ
り
ぬ

る
宿
世
嘆
か
し
く
お
ぼ
ゆ
る
か
は
り
に
、
こ
の
宮
を
だ
に
い
か

で
行
く
末
の
心
も
慰
む
ば
か
り
に
て
見
た
て
ま
つ
ら
む
と
、
か

し
づ
き
き
こ
え
た
ま
ふ
こ
と
お
ろ
か
な
ら
ず
。
御
容
貌
も
い
と

を
か
し
く
お
は
す
れ
ば
、
帝
も
ら
う
た
き
も
の
に
思
ひ
き
こ
え

さ
せ
た
ま
へ
り
。 

︵
⑤
宿
木
・
三
七
三
頁
︶

﹁
故
左
大
臣
殿
の
女
御
﹂﹁
人
よ
り
さ
き
に
参
り
た
ま
ひ
に
し
か
ば
﹂

と
い
う
箇
所
か
ら
、
読
者
は
、
か
つ
て
梅
枝
巻
で
明
石
姫
君
の
対
抗

馬
と
し
て
最
初
に
東
宮
に
入
内
し
た
﹁
左
大
臣
殿
の
三
の
君
﹂︵
③

梅
枝
・
四
一
四
頁
︶
の
こ
と
を
想
起
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

か
の
巻
で
は
﹁
麗
景
殿
と
聞
こ
ゆ
﹂︵
同
・
四
一
四
頁
︶
と
あ
っ
た
の

で
あ
り
、
内
裏
に
お
け
る
そ
の
居
所
が
一
致
し
な
い
。
両
者
は
同
一

人
物
で
、
麗
景
殿
か
ら
後
に
藤
壺
︵
飛
香
舎
︶
に
移
っ
た
の
で
あ
る
、

宿
木
巻
の
藤
壺
女
御

―
繰
り
返
さ
れ
る
藤
壺

―

栗
本
賀
世
子
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と
す
る
解
釈
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、﹃
河
海
抄
﹄
は
﹁
相

違
お
ほ
つ
か
な
し
﹂
と
注
し
、
ま
た
、
わ
ざ
わ
ざ
殿
舎
が
変
更
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
疑
問
を
提
示
す
る
論
も
あ
る（

1
（

。

は
た
し
て
、
麗
景
殿
と
呼
ば
れ
て
い
た
は
ず
の
女
御
の
局
が
藤
壺

へ
と
変
更
さ
れ
た
こ
と
は
、
当
時
の
読
者
に
も
違
和
感
を
生
じ
さ
せ

る
強
引
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
稿
で
は
、
主
人
公
光
源

氏
の
想
い
人
と
し
て
物
語
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
藤
壺
中
宮
の

居
所
が
い
か
に
し
て
決
定
さ
れ
た
か
、﹃
宇
津
保
物
語
﹄
か
ら
の
影
響

と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
た
が（

2
（

、
対
し
て
、
宿
木
巻
の
藤
壺
女
御
の
場

合
は
、
ど
こ
に
藤
壺
へ
と
移
ら
せ
る
理
由
が
あ
っ
た
の
か
。
本
稿
で

は
、
同
じ
藤
壺
を
曹
司
と
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
ま
で
藤
壺
中
宮
に
比

べ
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
今
上
帝
の
藤
壺
女
御
に

つ
い
て
注
目
し
、
同
様
に
影
の
薄
い
朱
雀
帝
の
藤
壺
女
御
と
関
わ
ら

せ
つ
つ
、物
語
の
殿
舎
設
定
の
意
図
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

二
、
御
代
替
わ
り
に
伴
う
皇
妃
の
移
動

ま
ず
最
初
に
、
皇
妃
の
殿
舎
変
更
が
史
実
に
は
ど
の
程
度
あ
っ
た

こ
と
な
の
か
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
増
田
繁
夫
氏
・
高
田
信

敬
氏
に
よ
る
と
、
実
は
皇
妃
が
居
所
を
変
え
る
例
は
多
く
あ
っ
た
ら

し
く
、
早
く
は
醍
醐
朝
に
女
御
源
和
子
が
承
香
殿
か
ら
麗
景
殿
へ
移

っ
て
お
り
、
他
に
も
円
融
朝
に
女
御
︵
中
宮
︶
遵
子
が
承
香
殿
か
ら

弘
徽
殿
へ
、
女
御
尊
子
内
親
王
が
麗
景
殿
か
ら
承
香
殿
へ
、
そ
し
て

一
条
朝
に
中
宮
定
子
が
登
花
殿
か
ら
梅
壺
︵
凝
花
舎
︶
へ
と
移
っ
た

こ
と
な
ど
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い（

3
（

。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
中
か

ら
、﹃
源
氏
物
語
﹄
今
上
帝
の
藤
壺
女
御
の
よ
う
に
、
東
宮
妃
時
代
か

ら
居
所
を
変
え
た
事
例
に
つ
い
て
特
に
取
り
上
げ
、
詳
細
に
見
て
い

く
こ
と
に
す
る
。

歴
代
東
宮
の
中
で
、
内
裏
後
宮
殿
舎
を
初
め
て
住
ま
い
と
し
た
の

は
、
醍
醐
朝
の
寛
明
親
王
︵
朱
雀
天
皇
︶
で
あ
っ
た（

4
（

。
以
降
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
東
宮
妃
た
ち
も
内
裏
の
中
で
生
活
す
る
こ
と
に
な

る
。
寛
明
親
王
は
東
宮
時
代
に
妃
を
持
た
な
か
っ
た
か
ら
、
初
め
て

内
裏
に
入
っ
た
東
宮
妃
は
、
朱
雀
朝
の
東
宮
成
明
親
王
︵
村
上
天
皇
︶

妃
、
藤
原
師
輔
女
安
子
で
あ
っ
た
。
安
子
は
、
夫
の
立
坊
以
前
、
天

慶
三
年
︵
九
四
〇
︶
に
藤
壺
︵
飛
香
舎
︶
で
婚
礼
を
あ
げ
、
以
降
東
宮

妃
時
代
も
ず
っ
と
、
夫
の
居
所
梅
壺
に
隣
接
す
る
藤
壺
で
過
ご
す
こ

と
に
な
る
。
村
上
天
皇
の
践
祚
後
は
、
天
皇
が
常
御
殿
た
る
清
涼
殿

の
建
て
替
え
の
た
め
一
時
的
に
綾
綺
殿
に
移
御
す
る
の
に
伴
い
、
安

子
も
梨
壺
︵
昭
陽
舎
︶
に
居
を
移
し
た
が
、
天
皇
が
清
涼
殿
に
遷
御

す
る
と
再
び
藤
壺
へ
と
戻
っ
た
。
そ
の
後
も
、
長
き
に
わ
た
り
安
子

は
藤
壺
の
主
で
あ
っ
た
が
、
天
徳
四
年
︵
九
六
〇
︶
の
内
裏
火
災
を

経
て
応
和
元
年
︵
九
六
一
︶
に
新
造
内
裏
に
入
っ
た
際
、
弘
徽
殿
を

新
た
に
居
所
と
し
た（

5
（

。
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安
子
に
続
く
東
宮
妃
は
、
村
上
朝
の
憲
平
親
王
︵
冷
泉
天
皇
︶
の

三
人
の
妃
―
―
朱
雀
院
皇
女
の
昌
子
内
親
王
、
藤
原
伊
尹
女
懐
子
、

藤
原
師
輔
女
怤
子
だ
が
、
彼
女
た
ち
の
内
裏
で
の
居
所
は
定
か
で
は

な
い
。
そ
の
後
、
一
条
朝
で
は
、
東
宮
居
貞
親
王
︵
三
条
天
皇
︶
妃

と
し
て
藤
原
兼
家
女
綏
子
、
藤
原
済
時
女
娍
子
、
藤
原
道
隆
女
原
子
、

藤
原
道
長
女
妍
子
が
い
た
。
麗
景
殿
に
住
ん
だ
綏
子
と
淑
景
舎
︵
桐

壺
︶
を
局
と
し
た
原
子
は
、
夫
の
即
位
を
見
る
こ
と
な
く
若
く
し
て

死
去
し
、
ま
た
、
妍
子
に
つ
い
て
は
、
入
内
時
は
里
内
裏
が
使
用
さ

れ
て
い
た
た
め
、
東
宮
妃
時
代
は
正
規
の
内
裏
後
宮
殿
舎
に
入
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
で
は
、
東
宮
妃
時
代
も
皇
后
時
代
も
正
規
の
内
裏

を
経
験
し
て
い
る
娍
子
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

娍
子
は
、
正
暦
二
年
︵
九
九
一
︶
に
居
貞
親
王
の
後
宮
に
入
内
、

叔
母
で
あ
る
村
上
天
皇
女
御
芳
子
が
宣
耀
殿
を
住
ま
い
と
し
た
例
に

倣
い
、
宣
耀
殿
を
居
所
と
し
た
と
い
う
︵﹃
栄
花
物
語
﹄
①
み
は
て
ぬ

ゆ
め
︶。
夫
居
貞
の
住
ま
い
は
、
そ
の
近
く
の
梨
壺
で
あ
っ
た
。
そ

の
後
、
内
裏
は
一
条
朝
の
間
数
度
の
火
災
に
見
舞
わ
れ
、
寛
弘
八
年

︵
一
〇
一
一
︶
六
月
に
三
条
天
皇
が
践
祚
し
た
際
は
、
一
条
院
が
仮
の

内
裏
で
あ
っ
た
。
天
皇
は
同
年
八
月
に
新
造
内
裏
に
遷
御
、
十
月
五

日
に
は
女
御
妍
子
も
参
内
す
る
が
︵﹃
御
堂
関
白
記
﹄︶、
娍
子
に
つ
い

て
は
す
ぐ
に
内
裏
に
入
っ
た
こ
と
は
見
え
な
い
。﹃
栄
花
物
語
﹄
は
、

長
和
元
年
︵
一
〇
一
二
︶
初
頭
の
三
条
天
皇
・
娍
子
の
和
歌
の
や
り

取
り
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

か
か
る
ほ
ど
に
、
宣
耀
殿
︵
＝
娍
子
︶
に
、
内
︵
＝
三
条
天
皇
︶

よ
り
、春

霞
野
辺
に
立
つ
ら
ん
と
思
へ
ど
も
お
ぼ
つ
か
な
さ
を
隔

て
つ
る
か
な

と
聞
え
さ
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
御
返
し
、

霞
む
め
る
空
の
け
し
き
は
そ
れ
な
が
ら
わ
が
身
一
つ
の
あ

ら
ず
も
あ
る
か
な

と
聞
え
さ
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
あ
は
れ
と
思
し
め
さ
る
。

 

︵
①
ひ
か
げ
の
か
づ
ら
・
五
〇
一
頁
︶

三
条
天
皇
の
歌
に
﹁
お
ぼ
つ
か
な
さ
を
隔
て
ぬ
る
か
な
﹂
と
あ
る

の
は
、
里
邸
に
い
る
娍
子
と
は
会
う
こ
と
が
容
易
で
な
い
こ
と
を
言

う
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
長
和
二
年
に
娍
子
の
参
内
記
事
が
見
え

る
が
、
そ
こ
に
、
娍
子
が
そ
れ
ま
で
長
ら
く
内
裏
を
離
れ
て
い
た
こ

と
を
示
唆
す
る
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

︹
娍
子
ガ
内
裏
ニ
︺
お
は
し
ま
し
ぬ
れ
ば
、︹
三
条
天
皇
ト
ノ
︺

年
ご
ろ
め
づ
ら
し
き
御
物
語
ど
も
推
し
は
か
る
べ
し
。
御
前
に

火
焚
屋
か
き
据
ゑ
て
、
大だ
い
し
や
う
じ

床
子
な
ど
の
ほ
ど
の
け
は
ひ
、
上
の

御
前
に
御
覧
ず
る
も
、﹁
か
う
て
こ
そ
は
見
た
て
ま
つ
ら
む
と
思

ひ
し
か
。
み
づ
か
ら
よ
り
は
か
う
て
は
思
ふ
ご
と
し
た
る
こ
そ

う
れ
し
け
れ
﹂
な
ど
、あ
は
れ
に
語
ら
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
。



－50－

 

︵
同
・
五
二
四
～
五
二
五
頁
︶

娍
子
と
天
皇
と
の
語
ら
い
は
、﹁
年
ご
ろ
め
づ
ら
し
き
御
物
語
ど

も
﹂
と
さ
れ
、
天
皇
は
后
と
な
っ
た
娍
子
の
御
前
に
あ
る
大
床
子
や

火
焚
屋
の
様
子
を
初
め
て
目
に
し
て
、
感
慨
深
げ
で
あ
る
。
娍
子
は

長
和
元
年
に
立
后
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
も
参
内
の
機
会
が
な
く
、

再
会
が
数
年
ぶ
り
の
よ
う
な
描
か
れ
方
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ

と
か
ら
、
三
条
天
皇
即
位
後
の
娍
子
に
つ
い
て
、
当
時
の
執
政
の
娘
、

中
宮
妍
子
を
憚
っ
て
し
ば
ら
く
里
邸
に
お
り
、
新
造
内
裏
に
入
っ
た

の
は
長
和
二
年
の
こ
と
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
。こ
の
参
内
は
、

﹃
小
右
記
﹄﹃
日
本
紀
略
﹄
に
よ
る
と
三
月
二
十
日
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
際
に
娍
子
は
、
か
つ
て
用
い
た
宣
耀
殿
で
は
な
く
、
夫
帝
の
御

座
所
清
涼
殿
に
近
い
承
香
殿
に
入
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
例
だ
け
で
は
お
ぼ
つ
か
な
い
の
で
、
更
に
時
代
を
下
っ

て
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
次
に
現
れ
る
東
宮
妃
は
、
後
一
条
朝
の

敦
良
親
王
︵
後
朱
雀
天
皇
︶
妃
、
藤
原
道
長
女
嬉
子
と
三
条
院
皇
女

禎
子
内
親
王
。
登
花
殿
を
用
い
た
嬉
子
は
、
東
宮
妃
の
ま
ま
、
親
仁

親
王
を
出
産
後
に
亡
く
な
っ
た
。
一
方
、
禎
子
内
親
王
は
、
万
寿
四

年
︵
一
〇
二
七
︶
三
月
に
弘
徽
殿
に
入
内
し
た（

6
（

。
こ
の
時
敦
良
親
王

は
梅
壺
を
用
い
て
お
り
、
本
来
な
ら
ば
隣
接
す
る
藤
壺
や
向
か
い
側

に
あ
る
登
花
殿
あ
た
り
が
東
宮
妃
の
住
ま
い
に
あ
て
ら
れ
る
は
ず
で

あ
る（

7
（

。
し
か
し
、
藤
壺
は
当
時
の
中
宮
威
子
の
御
座
所
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
登
花
殿
は
早
逝
し
た
嬉
子
の
曹
司
で
あ
っ
た
か
ら
、
避
け
ら

れ
た
の
で
は
な
い
か
。
結
局
、
禎
子
は
梅
壺
か
ら
や
や
離
れ
た
弘
徽

殿
に
入
ら
ざ
る
を
得
ず
、
直
後
に
禎
子
が
発
病
し
た
際
、
敦
良
親
王

が
、
梅
壺
と
弘
徽
殿
と
の
距
離
の
遠
さ
を
案
じ
て
、
自
ら
の
居
所
を

弘
徽
殿
近
く
の
承
香
殿
に
移
す
と
い
う
事
態
に
な
っ
た︵﹃
栄
花
物
語
﹄

③
わ
か
み
づ
・
一
〇
四
頁
︶。
長
元
二
年
︵
一
〇
二
九
︶
に
は
、
敦
良
親

王
は
梨
壺
︵
昭
陽
舎
︶
に
移
御
し
て
お
り（

8
（

、そ
れ
に
合
わ
せ
て
禎
子
も
、

梨
壺
に
程
近
い
宣
耀
殿
・
麗
景
殿
に
住
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た（

9
（

。
敦

良
は
、
清
涼
殿
の
改
築
に
伴
い
、
即
位
後
も
し
ば
ら
く
梨
壺
に
留
ま

っ
た
た
め
、
禎
子
の
宣
耀
殿
・
麗
景
殿
で
の
暮
ら
し
も
続
い
た
よ
う

で
あ
る
。

︹
嫄
子
女
王
ハ
︺
弘
徽
殿
、
登
花
殿
か
け
て
お
は
し
ま
す
。
内

は
梨
壺
に
な
ほ
お
は
し
ま
せ
ば
道
い
と
遠
し
。
一
品
宮
は
宣
耀

殿
、
麗
景
殿
に
お
は
し
ま
せ
ば
、︹
嫄
子
女
王
ハ
︺
承
香
殿
の

馬め
ん
だ
う道
よ
り
通
り
て
上
ら
せ
た
ま
ふ
。

 

︵﹃
栄
花
物
語
﹄
③
暮
ま
つ
ほ
し
・
二
八
七
～
二
八
八
頁
︶

右
は
、
後
朱
雀
天
皇
即
位
後
、
長
暦
元
年
︵
一
〇
三
七
︶
正
月
に

藤
原
頼
通
養
女
、
嫄
子
女
王
が
入
内
し
た
折
の
記
事
で
あ
る
。
後
朱

雀
朝
初
め
の
後
宮
で
は
、
天
皇
は
梨
壺
を
依
然
と
し
て
用
い
、
禎
子

も
こ
れ
ま
で
通
り
宣
耀
殿
・
麗
景
殿
を
使
用
し
、
新
た
に
入
っ
た
嫄

子
は
弘
徽
殿
・
登
花
殿
を
居
所
と
し
た
の
だ
と
い
う
。
や
が
て
禎
子
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は
、
中
宮
、
そ
し
て
皇
后
に
立
つ
も
の
の
、
そ
の
際
に
内
裏
を
退
出

し
、
以
後
は
、
頼
通
を
後
盾
と
す
る
中
宮
嫄
子
、
そ
し
て
嫄
子
の
死

後
に
入
内
し
た
藤
原
教
通
女
、
女
御
生
子
の
権
勢
に
押
さ
れ
て
、
宮

中
に
参
内
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
里
が
ち
と
な
っ
て
い

た
。
彼
女
が
次
に
正
規
の
内
裏
に
入
っ
た
の
は
、
長
久
三
年
︵
一
〇

四
二
︶
の
こ
と
で
あ
る（
（（
（

。

皇く
わ
う
ご
う
ぐ
う

后
宮
︵
＝
禎
子
内
親
王
︶、
二
の
宮
の
御
書
始
に
ぞ
入
ら
せ

た
ま
へ
る
。
あ
は
れ
に
お
と
な
び
さ
せ
た
ま
へ
る
に
も
、
年
月

の
こ
と
思
し
め
し
知
ら
れ
て
、
あ
は
れ
に
思
し
め
さ
る
。
や
が

て
留
め
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
ば
、
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ふ
。
弘

徽
殿
に
皇
后
宮
、
藤
壺
に
は
殿
の
姫
宮
た
ち
︵
＝
祐
子
・
禖
子

内
親
王
︶
の
入
ら
せ
た
ま
ふ
べ
き
に
て
、
置
か
せ
た
ま
へ
り
。

 

︵﹃
栄
花
物
語
﹄
③
暮
ま
つ
ほ
し
・
三
〇
七
～
三
〇
八
頁
︶

所
生
の
第
二
皇
子
尊
仁
親
王
の
書
始
の
儀
が
行
わ
れ
る
た
め
、
禎

子
は
皇
子
に
付
き
添
っ
て
、内
裏
に
参
入
し
た
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、

後
朱
雀
天
皇
は
清
涼
殿
に
居
を
移
し
て
い
た
か
ら
、
宣
耀
殿
・
麗
景

殿
で
は
行
き
来
し
づ
ら
く
不
便
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
禎
子
は
、
嫄

子
の
死
後
に
空
い
て
い
た
弘
徽
殿
に
入
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と

か
ら
、
禎
子
内
親
王
は
、
東
宮
妃
時
代
に
弘
徽
殿
か
ら
宣
耀
殿
・
麗

景
殿
へ
、
さ
ら
に
、
夫
の
即
位
後
に
弘
徽
殿
へ
と
度
々
居
所
を
変
更

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
後
三
条
朝
の
東
宮
貞
仁
親
王
︵
白
河
天
皇
︶
妃
、
藤
原
能

長
女
道
子
と
藤
原
師
実
養
女
賢
子
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

内
裏
造
り
出
で
て
入
ら
せ
た
ま
ふ
。…
…
東
宮
は
例
の
梨
壺
に
、

そ
の
北
の
屋
に（
（（
（

東
宮
大
夫
殿
の
女
御
︵
＝
道
子
︶、
宣
耀
殿
に
お

は
し
ま
す
。
左
の
大
殿
の
女
御
︵
＝
賢
子
︶
麗
景
殿
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
に
内
裏
わ
た
り
い
と
を
か
し
。

 

︵﹃
栄
花
物
語
﹄
③
松
の
し
づ
え
・
四
四
〇
頁
︶

延
久
三
年
︵
一
〇
七
一
︶、
新
造
内
裏
に
移
っ
た
際
、
貞
仁
は
梨
壺

に
入
り
、
二
人
の
東
宮
妃
道
子
・
賢
子
は
、
梨
壺
に
近
い
宣
耀
殿
・

麗
景
殿
を
そ
れ
ぞ
れ
局
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
や
が
て
貞
仁
が
帝
位

に
つ
き
清
涼
殿
を
居
所
と
す
る
と
、
賢
子
は
弘
徽
殿
に
移
っ
た
が

︵﹃
栄
花
物
語
﹄
③
布
引
の
滝
・
四
七
九
頁
︶、
承
暦
三
年
︵
一
〇
七
九
︶
頃

ま
で
に
は
藤
壺
に
住
ま
い
を
変
更
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る（
（₂
（

。
道
子
の

方
も
、
承
香
殿
に
居
を
移
し
、
承
香
殿
女
御
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
が
︵﹃
栄
花
物
語
﹄
布
引
の
滝
、﹃
今
鏡
﹄
ふ
ぢ
な
み
の
下
・
ま
す
み
の

影
︶、
白
河
帝
が
賢
子
ば
か
り
を
偏
愛
し
た
た
め
、
宮
中
を
退
出
し

里
邸
に
引
き
こ
も
る
こ
と
に
な
っ
た
。
後
に
、
道
子
は
、
永
保
元
年

︵
一
〇
八
一
︶
に
、
娘
の
善
子
内
親
王
の
着
袴
儀
の
た
め
、
久
々
に
参

内
し
麗
景
殿
に
入
る（
（₃
（

。
元
の
居
所
で
あ
る
承
香
殿
で
な
く
、
帝
の
住

ま
う
清
涼
殿
か
ら
や
や
離
れ
た
麗
景
殿
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
気

に
か
か
る
が
、
こ
の
場
合
は
一
時
的
な
滞
在
所
に
す
ぎ
ず
、
麗
景
殿
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は
本
格
的
な
道
子
の
御
坐
所
と
し
て
整
え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。

以
上
、
平
安
朝
に
お
い
て
、
東
宮
妃
が
後
に
居
所
を
変
え
る
例
を

多
数
見
て
き
た
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
夫
東
宮
︵
帝
︶
が
居
所
を
変

え
る
こ
と
に
付
随
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。そ
し
て
、

し
ば
し
ば
東
宮
の
居
所
変
更
の
契
機
と
な
る
出
来
事
が
、
そ
の
即
位

で
あ
っ
た
。
東
宮
は
、
皇
位
を
継
承
す
る
と
、
梅
壺
或
い
は
梨
壺
と

い
う
そ
れ
ま
で
の
東
宮
御
所
か
ら
、
天
皇
の
常
御
殿
た
る
清
涼
殿
に

入
御
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
際
に
東
宮
妃
た
ち
も
、
夫
の
新
た
な
居

所
に
近
い
殿
舎
に
移
る
、
と
い
う
こ
と
が
普
通
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
梅
壺
よ
り
も
清
涼
殿
か
ら
離
れ
て
い
る
梨
壺
が
東
宮
御
所
で

あ
っ
た
時
、
こ
の
傾
向
は
よ
り
顕
著
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ

ち
、
梅
壺
周
辺
の
殿
舎
を
東
宮
妃
が
住
ま
い
と
し
て
い
た
時
、
そ
の

殿
舎
は
比
較
的
清
涼
殿
に
も
近
い
た
め
、
夫
が
即
位
し
て
清
涼
殿
に

移
っ
て
も
、
皇
妃
は
必
ず
し
も
殿
舎
を
変
更
す
る
必
要
は
な
い
。
例

え
ば
、
村
上
朝
の
安
子
は
、
東
宮
妃
時
代
の
居
所
藤
壺
が
清
涼
殿
に

も
隣
接
し
て
い
た
た
め
、
夫
の
即
位
後
も
、
梨
壺
で
の
仮
暮
ら
し
を

挟
ん
だ
後
、
そ
こ
を
再
び
住
ま
い
と
し
て
使
用
し
た
。︵
た
だ
、
安
子

の
場
合
も
、
夫
は
践
祚
直
後
に
一
時
的
に
綾
綺
殿
に
移
り
、
そ
れ
に
従
っ
て

安
子
も
梨
壺
を
臨
時
の
住
ま
い
と
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
を
代
替

わ
り
に
よ
る
居
所
変
更
と
見
て
良
い
か
も
し
れ
な
い
︶
対
し
て
、
梨
壺
周

辺
の
殿
舎
が
住
ま
い
だ
っ
た
時
は
、
清
涼
殿
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る

た
め
に
、
夫
の
即
位
後
は
、
清
涼
殿
に
近
い
殿
舎
に
移
る
と
い
う
こ

と
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
娍
子
︵
宣
耀
殿
↓
承
香
殿
︶・
禎
子
内

親
王
︵
宣
耀
殿
・
麗
景
殿
↓
弘
徽
殿
︶・
道
子
︵
宣
耀
殿
↓
承
香
殿
︶・
賢

子
︵
麗
景
殿
↓
弘
徽
殿
︶
の
例
は
、
い
ず
れ
も
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
の

で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
﹃
源
氏
物
語
﹄
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
今
上
帝

の
東
宮
時
代
の
居
所
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
あ
っ
た
。

こ
の
大
臣
︵
＝
光
源
氏
︶
の
御
宿
直
所
は
昔
の
淑
景
舎
な
り
。

梨
壺
に
春
宮
は
お
は
し
ま
せ
ば
、
近
隣
の
御
心
寄
せ
に
、
何
ご

と
も
聞
こ
え
通
ひ
て
、
宮
を
も
後
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。

 

︵
②
澪
標
・
三
〇
〇
頁
︶

光
源
氏
の
宿
直
所
で
あ
る
淑
景
舎
︵
桐
壺
︶
と
東
宮
の
住
む
梨
壺

が
隣
接
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
両
者
の
友
好
関
係
を
描
き
、
次
代

に
お
い
て
も
源
氏
の
地
位
が
安
泰
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
予
測
さ
せ

る
よ
う
な
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
に
東
宮
御
所
が
梨
壺
で
あ
る
こ
と
が

明
示
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
の
二
人
の
妃
―
―
左
大
臣
の
娘

と
明
石
姫
君
は
、
入
内
時
に
そ
れ
ぞ
れ
麗
景
殿
、
淑
景
舎（
（₄
（

と
い
う
梨

壺
に
隣
接
す
る
殿
舎
を
局
と
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
殿
舎

配
置
を
史
実
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
見
る
と
、
東
宮
︵
今
上
帝
︶
は
、

後
に
即
位
す
る
と
清
涼
殿
に
入
り
、
そ
の
妃
た
ち
も
同
時
に
清
涼
殿
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周
辺
の
殿
舎
に
移
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
だ
と

す
る
と
、か
つ
て
東
宮
妃
時
代
に
麗
景
殿
と
呼
ば
れ
て
い
た
女
性
が
、

夫
即
位
後
に
藤
壺
女
御
と
な
っ
て
い
て
も
、
何
ら
不
思
議
は
な
い
。

一
方
の
淑
景
舎
に
住
ん
だ
明
石
姫
君
の
方
も
、
恐
ら
く
は
夫
帝
の
御

代
に
は
、
淑
景
舎
か
ら
弘
徽
殿
か
承
香
殿
あ
た
り
に
居
を
移
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
清
涼
殿
か
ら
は
淑
景
舎
は
遠
す
ぎ
、
こ
こ
に
中
宮
と
な

る
明
石
姫
君
が
住
み
続
け
た
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い（
（₅
（

。

﹃
源
氏
物
語
﹄
以
前
に
、
御
代
替
わ
り
に
伴
う
皇
妃
の
殿
舎
変
更

の
確
固
た
る
例
が
な
い
の
が
、
い
さ
さ
か
心
も
と
な
い
と
こ
ろ
で
は

あ
る
が（
（₆
（

、
し
か
し
、
夫
東
宮
︵
帝
︶
の
御
座
所
の
側
に
妻
の
皇
妃
の

曹
司
も
あ
り
、夫
が
住
ま
い
を
変
え
た
な
ら
ば
妻
も
共
に
居
を
移
す
、

く
ら
い
の
こ
と
は
、
慣
例
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
物
語

の
読
者
も
、
宿
木
巻
で
明
か
さ
れ
る
左
大
臣
の
娘
の
麗
景
殿
か
ら
藤

壺
へ
の
移
御
を
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
に
ち
が
い

な
い
。三

、
物
語
の
内
な
る
準
拠

前
節
で
、
史
実
の
事
例
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
宿
木
巻
の
藤
壺
女

御
が
東
宮
妃
時
代
か
ら
居
所
を
変
更
し
て
い
る
の
は
必
然
的
な
出
来

事
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
な
ぜ
彼

女
が
よ
り
に
よ
っ
て
藤
壺
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
説
明
す
る

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
藤
壺
は
、
こ
の
物
語
で
は
、
桐
壺
・
朱
雀
・

今
上
帝
の
三
代
の
御
代
で
皇
妃
の
居
所
と
し
て
用
い
ら
れ（
（₇
（

、
繰
り
返

し
物
語
の
中
に
そ
の
名
を
見
せ
る
殿
舎
で
あ
る
。特
に
第
一
部
で
は
、

主
人
公
光
源
氏
の
理
想
の
女
人
藤
壺
中
宮
の
居
所
と
し
て
強
い
印
象

を
与
え
る
こ
と
は
、
言
わ
ず
も
が
な
で
あ
る
。
前
稿
で
は
、
こ
の
藤

壺
中
宮
に
関
し
て
、
村
上
朝
中
宮
安
子
を
準
拠
と
す
る
﹃
宇
津
保
物

語
﹄
の
女
主
人
公
あ
て
宮
の
影
響
を
受
け
て
居
所
設
定
が
為
さ
れ
た

こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
朱
雀
・
今
上
帝
の
藤
壺
女
御
に
つ
い
て
は
、

ど
こ
に
藤
壺
に
住
ま
わ
せ
る
要
因
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

は
、
両
﹁
藤
壺
女
御
﹂
の
名
が
初
め
て
見
え
る
若
菜
上
巻
と
宿
木
巻

に
焦
点
を
合
わ
せ
、
二
人
の
住
処
を
藤
壺
と
す
る
物
語
の
そ
の
仕
組

み
を
探
っ
て
み
る
。

ま
ず
は
若
菜
上
巻
の
巻
頭
、
朱
雀
院
の
出
家
願
望
が
語
ら
れ
る
文

脈
の
中
で
、
院
の
出
家
の
際
の
絆
し
と
も
な
り
か
ね
な
い
鍾
愛
の
内

親
王
―
―
女
三
宮
の
こ
と
が
初
め
て
話
題
に
な
っ
た
。

御
子
た
ち
は
、
春
宮
を
お
き
た
て
ま
つ
り
て
、
女
宮
た
ち
な
む

四よ

と
こ
ろ
お
は
し
ま
し
け
る
、
そ
の
中
に
、
藤
壺
と
聞
こ
え
し

は
、
先せ

ん

帝だ
い

の
源
氏
に
ぞ
お
は
し
ま
し
け
る
、
ま
だ
坊
と
聞
こ
え

さ
せ
し
と
き
参
り
た
ま
ひ
て
、
高
き
位
に
も
定
ま
り
た
ま
ふ
べ

か
り
し
人
の
、
と
り
た
て
た
る
御
後
見
も
お
は
せ
ず
、
母
方
も

そ
の
筋
と
な
く
も
の
は
か
な
き
更
衣
腹
に
て
も
の
し
た
ま
ひ
け
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れ
ば
、
御
ま
じ
ら
ひ
の
ほ
ど
も
心
細
げ
に
て
、
大
后
︵
＝
弘
徽

殿
大
后
︶
の
、
尚
侍
︵
＝
朧
月
夜
︶
を
参
ら
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま

ひ
て
、
か
た
は
ら
に
並
ぶ
人
な
く
も
て
な
し
き
こ
え
た
ま
ひ
な

ど
せ
し
ほ
ど
に
、
気
お
さ
れ
て
、
帝
も
御
心
の
中う
ち

に
い
と
ほ
し

き
も
の
に
は
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
な
が
ら
、
お
り
さ
せ
た

ま
ひ
に
し
か
ば
、
か
ひ
な
く
口
惜
し
く
て
、
世
の
中
を
恨
み
た

る
や
う
に
て
亡う

せ
た
ま
ひ
に
し
、
そ
の
御
腹
の
女
三
の
宮
を
、

あ
ま
た
の
御
中
に
す
ぐ
れ
て
か
な
し
き
も
の
に
思
ひ
か
し
づ
き

き
こ
え
た
ま
ふ
。
そ
の
ほ
ど
御
年
十
三
四
ば
か
り
に
お
は
す
。

 
︵
④
若
菜
上
・
一
七
～
一
八
頁
︶

女
三
宮
の
母
女
御
は
、
先
帝
の
更
衣
腹
の
皇
女
で
、
臣
籍
降
下
し

て
い
た
。
朱
雀
帝
の
東
宮
時
代
に
早
く
か
ら
入
内
し
て
お
り
、
身
分

か
ら
い
っ
て
も
﹁
高
き
位
に
も
定
ま
り
た
ま
ふ
べ
か
り
し
人
﹂
だ
っ

た
が
、
弘
徽
殿
大
后
が
推
す
朧
月
夜
尚
侍
の
勢
威
に
気
圧
さ
れ
て
、

立
后
も
果
た
せ
ず
、
不
幸
な
境
遇
の
ま
ま
亡
く
な
っ
て
い
た
。
と
こ

ろ
で
﹃
花
鳥
餘
情
﹄
は
、
こ
の
藤
壺
女
御
の
準
拠
に
、
光
孝
源
氏
で

醍
醐
帝
女
御
と
な
っ
た
源
和
子
を
充
て
て
い
る
よ
う
で
あ
る（
（₈
（

。
和
子

は
、
平
安
時
代
を
通
じ
て
、
一
世
源
氏
に
し
て
後
宮
に
入
っ
た
唯
一

の
女
性
で
あ
り
、
所
生
の
韶
子
内
親
王
が
天
皇
の
采
配
で
源
清
蔭
に

降
嫁
し
て
い
る
か
ら
、
な
る
ほ
ど
、
女
三
宮
母
の
準
拠
と
し
て
ふ
さ

わ
し
い（
（₉
（

。
た
だ
し
、
和
子
の
場
合
は
承
香
殿
や
麗
景
殿
に
住
ん
で
い

た
の
で
あ
り（
₂（
（

、
そ
の
点
で
は
重
な
ら
な
い
。
ま
た
、
逆
に
、﹃
源
氏
物

語
﹄
成
立
以
前
に
藤
壺
に
入
っ
た
史
上
の
皇
妃
た
ち
の
中
で
、
女
三

宮
の
母
女
御
の
準
拠
た
り
う
る
人
物
を
求
め
て
み
て
も
、
後
見
勢
力

が
弱
い
、
源
氏
︵
皇
族
︶
出
身
、
夫
と
娘
を
残
し
て
早
世
す
る
、
な

ど
の
、
こ
の
女
御
と
同
様
の
特
徴
を
備
え
る
者
は
い
な
い（
₂（
（

。
要
す
る

に
、
物
語
の
朱
雀
朝
藤
壺
女
御
に
関
し
て
、
居
所
設
定
と
い
う
点
で

は
、
物
語
の
外
側
、
史
実
の
側
か
ら
は
そ
の
理
由
を
見
出
せ
そ
う
に

な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
物
語
内
部
か
ら
解
決
の
糸
口
を
見
つ
け
る
た
め
に
、
今

し
ば
ら
く
若
菜
上
巻
の
内
容
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
女
三
宮
の
こ
と

を
気
が
か
り
に
思
う
朱
雀
院
は
、
宮
の
今
後
の
処
遇
に
つ
い
て
思
い

悩
ん
だ
末
に
、
準
太
上
天
皇
と
い
う
至
尊
の
身
で
あ
る
弟
光
源
氏
と

結
婚
さ
せ
る
こ
と
を
決
意
し
、
内
意
を
伝
え
さ
せ
た
。
対
し
て
源
氏

は
、﹁
院
︵
＝
朱
雀
院
︶
の
御
代
の
残
り
少
な
し
と
て
、
こ
こ
に
は
ま

た
い
く
ば
く
立
ち
後
れ
た
て
ま
つ
る
べ
し
と
て
か
、
そ
の
御
後
見
の

こ
と
を
ば
承
け
と
り
き
こ
え
む
﹂︵
④
若
菜
上
・
三
九
頁
︶
と
、︵
兄
院
と

同
じ
く
︶
自
ら
も
も
う
若
く
は
な
い
こ
と
を
理
由
に
辞
退
し
、
代
替

案
と
し
て
冷
泉
帝
後
宮
に
女
三
宮
を
入
れ
る
事
を
提
案
す
る（
₂₂
（

。

﹁
…
…
た
だ
内
裏
に
こ
そ
奉
り
た
ま
は
め
。
や
む
ご
と
な
き
ま

づ
の
人
々
お
は
す
と
い
ふ
こ
と
は
、
よ
し
な
き
こ
と
な
り
。
そ

れ
に
さ
は
る
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ず
。
か
な
ら
ず
、さ
り
と
て
、
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末
の
人
お
ろ
か
な
る
や
う
も
な
し
。
故
院
︵
＝
桐
壺
院
︶
の
御

時
に
、
大
后
︵
＝
弘
徽
殿
大
后
︶
の
、
坊
の
は
じ
め
の
女
御
に

て
い
き
ま
き
た
ま
ひ
し
か
ど
、
む
げ
の
末
に
参
り
た
ま
へ
り
し

入
道
の
宮
︵
＝
藤
壺
中
宮
︶
に
、
し
ば
し
は
圧
さ
れ
た
ま
ひ
に

き
か
し
。
こ
の
皇
女
の
御
母
女
御
こ
そ
は
、
か
の
宮
の
御
は
ら

か
ら
に
も
の
し
た
ま
ひ
け
め
、
容
貌
も
、
さ
し
つ
ぎ
に
は
、
い

と
よ
し
と
言
は
れ
た
ま
ひ
し
人
な
り
し
か
ば
、
い
づ
方
に
つ
け

て
も
、
こ
の
姫
宮
お
し
な
べ
て
の
際
に
は
よ
も
お
は
せ
じ
を
﹂

な
ど
、︹
源
氏
ハ
女
三
宮
ヲ
︺
い
ぶ
か
し
く
は
思
ひ
き
こ
え
た
ま

ふ
べ
し
。 
︵
④
若
菜
上
・
四
一
頁
︶

他
の
皇
妃
た
ち
の
こ
と
な
ど
気
に
せ
ず
に
内
裏
に
入
内
さ
せ
る
の

が
良
い
、
桐
壺
朝
の
御
代
の
末
に
入
内
し
た
藤
壺
中
宮
が
時
め
い
た

例
も
あ
る
の
だ
し
、
と
、
話
題
は
い
つ
の
ま
に
か
、
源
氏
の
初
恋
の

女
性
、
藤
壺
中
宮
の
こ
と
へ
と
そ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
文
脈

の
中
で
、
女
三
宮
の
母
女
御
が
藤
壺
中
宮
の
異
母
姉
妹
で
あ
る
こ
と

が
語
ら
れ
る
。
こ
れ
以
前
に
も
、先
掲
の
ご
と
く
、女
三
宮
母
は
﹁
先

帝
の
源
氏
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
箇
所
ま
で
読
み
進
め

て
み
て
、
読
者
は
は
っ
き
り
と
藤
壺
中
宮
と
朱
雀
朝
の
藤
壺
女
御
、

ひ
い
て
は
そ
の
娘
女
三
宮
と
の
つ
な
が
り
を
意
識
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
女
三
宮
母
と
藤
壺
中

宮
の
藤
壺
と
い
う
共
通
の
居
所
が
、
よ
り
両
者
の
血
の
つ
な
が
り
を

認
識
さ
せ
、
女
三
宮
母
が
藤
壺
中
宮
に
よ
く
似
た
高
貴
で
美
し
い
女

性
で
あ
る
と
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う（
₂₃
（

。﹁
容
貌
も
、
さ

し
つ
ぎ
に
は
、
い
と
よ
し
と
言
は
れ
た
ま
ひ
し
人
﹂
と
い
う
記
述
が

そ
れ
を
補
強
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
藤
壺
女
御
の

娘
で
あ
る
女
三
宮
も
、
藤
壺
中
宮
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
女
性
と
し
て

想
像
さ
れ
、
物
語
の
語
り
手
は
﹁︹
源
氏
ハ
女
三
宮
ヲ
︺
い
ぶ
か
し

く
は
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
べ
し
﹂
と
忖
度
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
居

所
の
同
一
性
が
、藤
壺
中
宮
・
朱
雀
朝
藤
壺
女
御
︵
と
そ
の
娘
女
三
宮
︶

を
重
ね
合
わ
せ
、物
語
中
の
最
高
の
女
性
の
一
人
で
あ
る
藤
壺
中
宮
、

若
菜
巻
時
点
で
は
故
人
で
あ
る
そ
の
人
を
物
語
の
中
に
再
び
呼
び
込

む
と
い
う
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
藤

壺
中
宮
ゆ
か
り
の
女
性
で
あ
る
女
三
宮
へ
の
源
氏
の
関
心
を
引
き
起

こ
し
、
後
に
彼
女
と
の
結
婚
を
承
諾
す
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
働
く

こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た（
₂₄
（

。

続
い
て
、今
上
帝
の
藤
壺
女
御
に
つ
い
て
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

彼
女
の
宿
木
巻
で
の
登
場
場
面
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
で
触
れ
た
と
お

り
で
あ
り
、
今
上
帝
の
最
初
の
皇
妃
で
あ
り
、
帝
の
﹁
睦
ま
し
く
あ

は
れ
な
る
方
の
御
思
ひ
﹂
は
優
っ
て
い
た
も
の
の
、
立
后
が
叶
わ
な

か
っ
た
こ
と
、
儲
け
て
い
る
女
宮
が
帝
の
鍾
愛
の
皇
女
で
あ
る
こ
と

な
ど
、
そ
の
来
歴
は
、
藤
壺
と
い
う
居
所
も
含
め
、
朱
雀
朝
藤
壺
女

御
と
酷
似
し
て
い
る
の
が
ま
ず
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
女
御
は
、
女
二
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宮
が
十
四
の
年
に
は
か
な
く
亡
く
な
る
が
、
残
さ
れ
た
宮
に
は
﹁
後

見
と
頼
ま
せ
た
ま
ふ
べ
き
伯
父
な
ど
や
う
の
は
か
ば
か
し
き
人
も
な

し
﹂︵
⑤
宿
木
・
三
七
五
頁
︶
と
い
う
状
況
で
、
帝
は
心
細
い
身
の
上

で
あ
る
宮
に
い
っ
そ
う
愛
情
を
注
ぐ
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
経

緯
も
、
若
菜
巻
の
藤
壺
女
御
・
女
三
宮
母
子
を
髣
髴
と
さ
せ
よ
う
。

で
は
、
今
上
帝
藤
壺
女
御
は
、
な
ぜ
朱
雀
帝
藤
壺
女
御
を
思
わ
せ
る

よ
う
な
描
か
れ
方
を
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
、
か
の

女
三
宮
の
息
子
で
あ
る
薫
と
女
二
宮
の
結
婚
話
が
進
む
に
つ
れ
て
明

ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

①
︹ 

今
上
帝
ハ
︺
朱
雀
院
の
姫
宮
︵
＝
女
三
宮
︶
を
六
条
院
︵
＝
源

氏
︶
に
譲
り
き
こ
え
た
ま
ひ
し
を
り
の
定
め
ど
も
な
ど
思
し
め

し
出
づ
る
に
、
し
ば
し
は
、
い
で
や
飽
か
ず
も
あ
る
か
な
、
さ

ら
で
も
お
は
し
な
ま
し
と
聞
こ
ゆ
る
こ
と
ど
も
あ
り
し
か
ど
、

源
中
納
言
︵
＝
薫
︶
の
人
よ
り
こ
と
な
る
あ
り
さ
ま
に
て
か
く

よ
ろ
づ
を
後
見
し
た
て
ま
つ
る
に
こ
そ
、︹
女
三
宮
ノ
︺
そ
の
昔か
み

の
御
お
ぼ
え
衰
へ
ず
、
や
ん
ご
と
な
き
さ
ま
に
て
は
な
が
ら
へ

た
ま
ふ
め
れ
、
さ
ら
ず
は
、
御
心
よ
り
外
な
る
こ
と
ど
も
出
で

来
て
、
お
の
づ
か
ら
人
に
軽か
る

め
ら
れ
た
ま
ふ
こ
と
も
や
あ
ら
ま

し
、
な
ど
思
し
つ
づ
け
て
、
と
も
か
く
も
御
覧
ず
る
世
に
や
思

ひ
定
め
ま
し
と
思
し
よ
る
に
は
、
や
が
て
そ
の
つ
い
で
の
ま
ま

に
、
こ
の
中
納
言
よ
り
外
に
、
よ
ろ
し
か
る
べ
き
人
、
ま
た
、

な
か
り
け
り
。 

︵
⑤
宿
木
・
三
七
六
～
三
七
七
頁
︶

②
か 

く
て
、
そ
の
月
の
二
十
日
あ
ま
り
に
ぞ
、
藤
壺
の
宮
︵
＝
女

二
宮
︶
の
御
裳
着
の
こ
と
あ
り
て
、ま
た
の
日
な
ん
大
将
︵
＝
薫
︶

参
り
た
ま
ひ
け
る
夜よ

の
こ
と
は
忍
び
た
る
さ
ま
な
り
。
…
…
帝

の
御
婿
に
な
る
人
は
、
昔
も
今
も
多
か
れ
ど
、
か
く
、
盛
り
の

御
世
に
、
た
だ
人
の
や
う
に
婿
と
り
急
が
せ
た
ま
へ
る
た
ぐ
ひ

は
少
な
く
や
あ
り
け
ん
。
右
大
臣
︵
＝
夕
霧
︶
も
、﹁
め
づ
ら
し

か
り
け
る
人
の
御
お
ぼ
え
宿
世
な
り
。
故
院
︵
＝
源
氏
︶
だ
に
、

朱
雀
院
の
御
末
に
な
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
今
は
と
や
つ
し
た
ま
ひ

し
際
に
こ
そ
、
か
の
母
宮
︵
＝
女
三
宮
︶
を
得
た
て
ま
つ
り
た

ま
ひ
し
か
。
我
は
、
ま
し
て
、
人
も
ゆ
る
さ
ぬ
も
の
を
、
拾
ひ

た
り
し
や
﹂
と
の
た
ま
ひ
出
づ
れ
ば
、
宮
︵
＝
落
葉
宮
︶
は
、

げ
に
と
思
す
に
、
恥
づ
か
し
く
て
御
答い
ら

へ
も
え
し
た
ま
は
ず
。

 

︵
同
・
四
七
四
～
四
七
五
頁
︶

③
︹ 

薫
ノ
︺
か
か
る
御
心
づ
か
ひ
︵
引
用
者
注
：
女
二
宮
ヲ
三
条
宮

ニ
迎
エ
ル
コ
ト
︶
を
、内
裏
︵
＝
今
上
帝
︶
に
も
聞
か
せ
た
ま
ひ
て
、

ほ
ど
な
く
う
ち
と
け
移
ろ
ひ
た
ま
は
ん
を
い
か
が
と
思
し
た

り
。
帝
と
聞
こ
ゆ
れ
ど
、
心
の
闇
は
同
じ
こ
と
な
ん
お
は
し
ま

し
け
る
。
母
宮
︵
＝
女
三
宮
︶
の
御
も
と
に
御
使
あ
り
け
る
御

文
に
も
、
た
だ
こ
の
こ
と
を
な
む
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
。

故
朱
雀
院
の
、
と
り
わ
き
て
、
こ
の
尼
宮
の
御
事
を
ば
聞
こ
え
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お
か
せ
た
ま
ひ
し
か
ば
、
か
く
世
を
背
き
た
ま
へ
れ
ど
、
衰
へ

ず
、
何
ご
と
も
も
と
の
ま
ま
に
て
、
奏
せ
さ
せ
た
ま
ふ
こ
と
な

ど
は
、
か
な
ら
ず
聞
こ
し
め
し
入
れ
、
御
用
意
深
か
り
け
り
。

 

︵
同
・
四
七
六
～
四
七
七
頁
︶

④
︹ 

女
二
宮
ノ
三
条
宮
ヘ
ノ
引
取
リ
ガ
︺
明
日
と
て
の
日
、
藤
壺

に
上
︵
＝
今
上
帝
︶
渡
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
藤
の
花
の
宴
せ
さ
せ

た
ま
ふ
。
…
…
上
の
御
遊
び
に
、
宮
︵
＝
女
二
宮
︶
の
御
方
よ

り
御
琴
ど
も
、
笛
な
ど
出
だ
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
大
臣
︵
＝
夕
霧
︶

を
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、御お
ま
へ前
に
と
り
つ
つ
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
。

故
六
条
院
︵
＝
源
氏
︶
の
御
手
づ
か
ら
書
き
た
ま
ひ
て
、
入
道

の
宮
︵
＝
女
三
宮
︶
に
奉
ら
せ
た
ま
ひ
し
琴き

ん

の
譜
二
巻
、
五
葉

の
枝
に
つ
け
た
る
を
、
大
臣
取
り
た
ま
ひ
て
奏
し
た
ま
ふ
。

 

︵
同
・
四
八
一
頁
︶

①
で
、
帝
は
、
か
つ
て
父
朱
雀
院
が
光
源
氏
に
女
三
宮
を
降
嫁
さ

せ
た
例
を
思
い
出
し
、﹁
そ
の
つ
い
で
の
ま
ま
に
﹂
今
度
は
、
そ
の
二

人
の
子
と
さ
れ
世
の
声
望
も
高
い
薫
に
女
二
宮
を
委
ね
よ
う
と
考
え

つ
く（
₂₅
（

。
そ
の
後
、
薫
の
了
承
を
取
り
つ
け
、
②
で
、
女
二
宮
の
裳
着

の
日
に
、
婿
取
り
も
同
時
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
夕
霧
は
、

在
位
中
の
帝
の
皇
女
と
の
結
婚
を
許
さ
れ
た
薫
に
つ
い
て
、
そ
の
優

れ
た
宿
世
を
讃
え
、
光
源
氏
で
さ
え
朱
雀
帝
の
退
位
後
、
し
か
も
晩

年
、
出
家
の
直
前
に
な
っ
て
女
三
宮
を
託
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
し

て
自
分
な
ど
は
、
父
院
に
許
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
私
通
に
よ
っ
て
落

葉
宮
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
、
と
回
想
す
る
。
③
は
、
当
初
女

二
宮
の
許
へ
通
っ
て
い
た
薫
が
、
宮
中
通
い
を
煩
わ
し
く
思
い
、
宮

を
自
邸
へ
迎
え
よ
う
と
し
た
際
、
そ
れ
を
聞
い
た
帝
の
反
応
に
つ
い

て
述
べ
る
。
夫
邸
へ
移
る
女
二
宮
の
こ
と
を
案
じ
る
帝
は
、
彼
女
の

こ
と
を
頼
む
旨
の
文
を
姑
の
女
三
宮
に
送
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

帝
・
女
三
宮
の
異
母
兄
妹
の
親
し
い
仲
に
つ
い
て
語
ら
れ
、
故
朱
雀

院
に
頼
ま
れ
た
た
め
、
帝
は
今
で
も
妹
宮
の
扱
い
を
疎
か
に
し
な
い

の
だ
と
説
明
さ
れ
る
。
そ
の
例
に
な
ら
っ
て
、
帝
が
今
度
は
娘
の
こ

と
を
女
三
宮
に
頼
ん
で
い
る
よ
う
な
体
で
あ
る
。
④
で
は
、
女
二
宮

が
い
よ
い
よ
三
条
宮
に
移
る
と
い
う
日
の
前
日
に
、
宮
中
藤
壺
で
藤

花
宴
が
催
さ
れ
た
。
御
前
で
演
奏
を
行
わ
せ
る
時
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

楽
器
が
女
二
宮
方
か
ら
出
さ
れ
る
一
方
で
、
源
氏
が
女
三
宮
に
与
え

た
と
い
う
琴
の
譜
二
巻
が
、
薫
か
ら
夕
霧
を
介
し
て
帝
に
献
上
さ
れ

る（
₂₆
（

。
こ
こ
で
も
、
過
去
に
起
こ
っ
た
女
三
宮
の
源
氏
へ
の
降
嫁
が
、

良
き
例
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
物
語
が
薫

と
女
二
宮
の
結
婚
に
つ
い
て
触
れ
る
際
、
そ
の
都
度
若
菜
巻
の
女
三

宮
降
嫁
の
出
来
事
を
思
い
出
さ
せ
て
い
る
の
が
、
一
見
し
て
分
か
る

で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
若
菜
巻
の
女
三
宮
降
嫁
と
、
宿
木
巻
の
女
二
宮
降
嫁

は
、
与
え
ら
れ
た
設
定
こ
そ
よ
く
似
て
い
る
も
の
の
、
事
態
が
進
行
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す
る
過
程
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
女
三
宮
の
婿
探
し
が
困
難
を
極

め
、
幾
人
も
の
候
補
が
挙
が
る
中
、
父
院
の
熟
考
の
末
に
光
源
氏
に

決
定
さ
れ
た
の
に
対
し
、
女
二
宮
の
場
合
は
、
婿
候
補
と
な
る
の
は

初
め
か
ら
薫
た
だ
一
人
で
あ
り
、
他
の
人
物
は
父
帝
の
念
頭
に
は
な

い
。
物
語
は
た
だ
ひ
た
す
ら
薫
を
女
二
宮
と
結
婚
さ
せ
る
方
向
へ
と

突
き
進
ん
で
い
く
。
あ
ま
り
に
も
あ
っ
さ
り
と
女
二
宮
の
結
婚
相
手

が
決
定
し
た
こ
と
に
、
読
者
は
拍
子
抜
け
す
る
思
い
で
あ
ろ
う
が
、

こ
れ
は
、
物
語
が
薫
へ
の
女
二
宮
降
嫁
を
主
題
と
し
て
扱
い
た
か
っ

た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
降
嫁
に
よ
っ
て
連
鎖
的
に
引
き
起
こ
さ
れ

る
出
来
事
の
方
を
描
き
た
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
薫
と
女
二

宮
が
結
婚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
夕
霧
は
娘
六
の
君
を
薫
に
縁
付
け

る
の
を
断
念
し
、
匂
宮
を
六
の
君
の
婿
と
し
て
迎
え
る
、
そ
し
て
そ

れ
に
よ
る
中
君
の
不
安
と
薫
の
同
情
が
二
人
を
接
近
さ
せ
る
が
、
薫

の
懸
想
と
匂
宮
の
嫉
妬
に
悩
ま
さ
れ
た
中
君
は
、
事
態
を
打
開
す
べ

く
異
母
妹
浮
舟
の
存
在
を
薫
に
告
げ
る
、
と
い
う
風
に
、
こ
の
結
婚

は
最
終
的
に
は
浮
舟
物
語
の
端
緒
を
た
ぐ
り
寄
せ
る
の
で
あ
る（
₂₇
（

。
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、
物
語
は
、
降
嫁
決
定
ま
で
の
い
き
さ
つ
を
長
々
と

語
る
こ
と
は
な
く
、
当
初
か
ら
薫
を
結
婚
相
手
と
し
て
定
め
て
い
た

わ
け
で
あ
る
が
、
本
来
な
ら
ば
、
内
親
王
の
臣
下
と
の
婚
姻
は
そ
の

よ
う
に
軽
々
し
く
決
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
特
に
、
当
代
の
帝
の
娘
と
も
な
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
史
実

に
お
い
て
は
、
在
位
中
の
帝
の
娘
の
降
嫁
は
、
非
常
に
稀
な
こ
と
で

あ
っ
た
の
だ
か
ら（
₂₈
（

。
そ
こ
で
、
読
者
が
当
然
抱
く
で
あ
ろ
う
疑
念
を

言
語
化
し
た
形
で
、
物
語
中
の
人
々
の
反
応
が
以
下
の
よ
う
に
述
べ

ら
れ
る
。

Ａ
天 

の
下
響
き
て
い
つ
く
し
う
見
え
つ
る
御
か
し
づ
き
に
、
た
だ

人
の
具
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
ぞ
、
な
ほ
あ
か
ず
心
苦
し
く
見

ゆ
る
。﹁
さ
る
御
ゆ
る
し
は
あ
り
な
が
ら
も
、
た
だ
今
、
か
く
、

急
が
せ
た
ま
ふ
ま
じ
き
こ
と
ぞ
か
し
﹂
と
、
譏そ
し

ら
は
し
げ
に
思

ひ
の
た
ま
ふ
人
も
あ
り
け
れ
ど
…
…

 

︵
⑤
宿
木
・
四
七
四
～
四
七
五
頁
︶

Ｂ
﹁ ︹
薫
ハ
︺
人
柄
は
、
げ
に
契
り
こ
と
な
め
れ
ど
、
な
ぞ
時
の

帝
の
こ
と
ご
と
し
き
ま
で
婿
か
し
づ
き
た
ま
ふ
べ
き
。
ま
た
あ

ら
じ
か
し
。
九
重
の
内
に
、
お
は
し
ま
す
殿
近
き
ほ
ど
に
て
、

た
だ
人
の
う
ち
と
け
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
は
て
は
宴え
ん

や
何
や
と
も
て

騒
が
る
る
こ
と
は
﹂
な
ど
、︹
紅
梅
大
納
言
ハ
︺
い
み
じ
く
譏
り

つ
ぶ
や
き
申
し
た
ま
ひ
け
れ
ど
…
… ︵
同
・
四
八
三
～
四
八
四
頁
︶

Ａ
は
、
先
の
②
で
中
略
し
た
世
の
人
々
の
声
、
Ｂ
は
④
の
藤
花
宴
の

場
面
で
記
さ
れ
る
紅
梅
大
納
言
の
心
中
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
、
時

の
帝
が
ど
う
し
て
そ
こ
ま
で
慌
た
だ
し
く
婿
取
り
を
せ
ね
ば
な
ら
な

い
の
か
、
そ
れ
に
た
だ
人
を
仰
々
し
く
婿
と
し
て
迎
え
る
の
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
、
と
難
じ
る
も
の
で
あ
る（
₂₉
（

。
し
か
し
、
浮
舟
物
語
へ
と
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急
ぐ
作
者
は
、
女
二
宮
と
薫
の
婚
姻
話
を
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
る
た
め

に
、
今
上
帝
に
つ
い
て
、﹁
思
し
た
ち
ぬ
る
こ
と
、
す
が
す
が
し
く
お

は
し
ま
す
御
心
に
て
、
来
し
方
の
例
な
き
ま
で
同
じ
く
は
も
て
な
さ

ん
と
思
し
お
き
つ
る
な
め
り
﹂︵
⑤
宿
木
・
四
七
五
頁
︶
と
、
決
断
し

た
ら
そ
れ
を
実
行
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
性
格
を
述
べ
て
弁
解
し
、
併

せ
て
、
若
菜
巻
の
女
三
宮
の
降
嫁
の
例
を
持
ち
出
す
こ
と
で
、
そ
の

女
三
宮
の
子
息
で
あ
る
薫
が
女
二
宮
の
婿
と
な
る
こ
と
を
自
然
た
ら

し
め
る
。
つ
ま
り
、
先
ほ
ど
見
た
よ
う
な
、
女
二
宮
降
嫁
を
話
題
と

す
る
時
に
、か
つ
て
の
女
三
宮
降
嫁
に
つ
い
て
も
触
れ
る
語
り
口
は
、

全
て
は
、
帝
の
鍾
愛
す
る
皇
女
の
薫
へ
の
降
嫁
を
、
正
当
化
す
る
た

め
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
わ
り
、
女
二
宮
の
母
を
藤
壺
女
御
と
し
て

設
定
す
る
こ
と
は
、
同
じ
く
藤
壺
女
御
を
母
と
す
る
女
三
宮
を
連
想

さ
せ
、
物
語
中
の
過
去
の
降
嫁
を
先
例
と
し
て
呼
び
込
む
こ
と
を
容

易
に
し
た
の
で
あ
る（
₃（
（

。

以
上
の
よ
う
に
、﹃
源
氏
物
語
﹄
第
二
・
第
三
の
藤
壺
は
、
第
一
の

藤
壺
た
る
桐
壺
帝
藤
壺
中
宮
が
物
語
外
部
の
﹃
宇
津
保
物
語
﹄
あ
て

宮
を
原
型
と
す
る
の
と
は
異
な
り
、
物
語
の
内
部
―
―
そ
の
過
去
に

居
所
決
定
の
理
由
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
朱
雀
帝
藤
壺
女

御
は
桐
壺
帝
藤
壺
中
宮
を
、
今
上
帝
藤
壺
女
御
は
朱
雀
帝
藤
壺
女
御

を
、
そ
れ
ぞ
れ
な
ぞ
る
よ
う
に
し
て
描
か
れ
る
。
繰
り
返
さ
れ
る
藤

壺
は
、
過
去
の
登
場
人
物
と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
単
純
な
反
復
な
ど
で
は
決
し
て
な
か
っ
た（
₃（
（

。
そ
の
よ
う
な
設
定

は
、
過
去
を
引
き
寄
せ
つ
つ
も
、
同
時
に
そ
の
過
去
に
よ
っ
て
新
た

な
物
語
を
紡
ぎ
だ
し
て
い
く
た
め
に
、
施
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た（
₃₂
（

。

四
、
結
び

宿
木
巻
に
お
い
て
女
二
宮
の
母
が
昔
の
麗
景
殿
か
ら
藤
壺
へ
と
居

所
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
夫
東
宮
の
即
位
に
伴
う
当
然
の
処
遇

な
の
で
あ
っ
た
。
史
実
を
参
照
し
て
み
る
と
、
夫
が
東
宮
御
所
か
ら

帝
の
常
御
殿
で
あ
る
清
涼
殿
に
入
っ
た
際
、
妻
の
皇
妃
も
、
夫
の
新

た
な
住
ま
い
に
近
接
す
る
殿
舎
に
移
御
す
る
こ
と
が
、
な
ら
わ
し
と

な
っ
て
い
た
。
居
所
の
再
設
定
は
、
当
時
の
現
実
を
正
し
く
踏
ま
え

て
い
る
点
で
読
者
を
納
得
さ
せ
る
が
、
一
方
で
そ
れ
は
嫌
が
応
で
も

居
所
を
同
じ
く
し
、
境
遇
も
類
似
す
る
過
去
の
登
場
人
物
―
―
第
二

部
に
そ
の
名
を
見
せ
る
女
三
宮
の
母
女
御
を
想
起
さ
せ
る
。
物
語
は

朱
雀
朝
藤
壺
女
御
と
そ
の
娘
女
三
宮
を
、
今
上
帝
藤
壺
女
御
・
女
二

宮
母
子
と
関
係
づ
け
、
若
菜
巻
の
女
三
宮
降
嫁
と
い
う
内
な
る
準
拠

に
基
づ
き
、
女
二
宮
を
薫
と
結
婚
さ
せ
る
こ
と
を
た
や
す
く
達
成
す

る
の
で
あ
る
。

﹃
源
氏
物
語
﹄
が
長
編
物
語
で
あ
る
こ
と
―
―
長
大
な
時
間
の
叙

述
こ
そ
が
、
過
去
を
利
用
し
新
た
な
展
開
を
導
き
出
す
こ
と
を
可
能

に
す
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
技
法
が
引
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歌
な
ど
で
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
指
摘
が
あ
っ
た（
₃₃
（

。
そ
れ
の

み
な
ら
ず
、
登
場
人
物
の
細
か
い
居
所
の
設
定
に
も
さ
り
げ
な
く
用

い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。﹃
源
氏
物
語
﹄
は
、
後
宮
殿
舎
設
定
の

有
用
性
に
目
を
つ
け
、
そ
れ
を
巧
み
に
駆
使
し
て
物
語
世
界
を
形
成

し
て
い
く
の
で
あ
っ
た（
₃₄
（

。

※ 

﹃
源
氏
物
語
﹄﹃
栄
花
物
語
﹄
の
引
用
は
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
﹄︵
小
学
館
︶
に
よ
っ
た
。
引
用
文
に
は
私
に
傍
線
や
注
記
を
施

し
た
。

︻
注
︼

︵
1
︶
鷲
山
茂
雄
﹁
薫
と
中
君
―
密
通
回
避
を
め
ぐ
っ
て
―
﹂︵﹃
源
氏
物
語

主
題
論
﹄、
一
九
八
五
年
、
塙
書
房
︶
は
、
麗
景
殿
か
ら
藤
壺
へ
の
移

転
を
不
自
然
な
も
の
と
見
な
し
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

︵
2
︶﹁
藤
壺
の
系
譜
―
﹃
宇
津
保
物
語
﹄
あ
て
宮
を
始
発
と
し
て
―
﹂︵﹃
中

古
文
学
﹄二
〇
一
〇
年
十
二
月
︶。
本
稿
で﹁
前
稿
﹂と
記
し
た
も
の
は
、

全
て
こ
れ
を
指
す
。

︵
3
︶
増
田
﹁
弘
徽
殿
と
藤
壺
―
源
氏
物
語
の
後
宮
―
﹂︵﹃
国
語
と
国
文
学
﹄

一
九
八
四
年
十
一
月
︶、
高
田
﹁
後
宮
殿
舎
の
使
わ
れ
方
―
玉
鬘
の
宮

仕
え
―
﹂︵﹃
源
氏
物
語
考
証
稿
﹄、
二
〇
一
〇
年
、
武
蔵
野
書
院
︶。

定
子
の
梅
壺
居
住
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
﹁
斎
宮
女
御
の
梅
壺
入
り
―

後
見
と
の
関
わ
り
を
め
ぐ
っ
て
―
﹂︵﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
二
〇
一
一

年
一
月
︶
で
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
る
。

︵
4
︶
山
下
克
明
﹁
平
安
時
代
初
期
に
お
け
る
﹃
東
宮
﹄
と
そ
の
所
在
地
に

つ
い
て
﹂︵﹃
古
代
文
化
﹄
一
九
八
一
年
十
二
月
︶。
氏
に
よ
る
と
、
醍

醐
朝
東
宮
保
明
親
王
ま
で
は
内
裏
東
の
西
雅
院
︵
西
前
坊
︶
を
東
宮

御
所
に
用
い
て
い
た
が
、
菅
原
道
真
の
怨
霊
の
仕
業
と
さ
れ
た
保
明

親
王
の
死
の
穢
れ
を
は
ば
か
っ
て
、
そ
の
後
は
職
御
曹
司
を
経
て
後

宮
内
の
殿
舎
︵
梅
壺
や
梨
壺
︶
が
皇
太
子
在
所
と
し
て
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
な
お
、
保
明
親
王
以
前
の
東
宮
の
妃
の
居

所
は
、
東
雅
院
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
︵
拙
稿
﹁﹃
宇
津
保
物
語
﹄

の
東
宮
後
宮
―
梨
壺
の
問
題
を
中
心
に
―
﹂︹﹃
日
本
文
学
﹄
二
〇
〇

八
年
十
二
月
︺︶。

︵
5
︶
安
子
と
藤
壺
・
梨
壺
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
注
２
・
注
４
論
文
参
照
。

︵
6
︶　

 

今
夕
一
品
禎
子
内
親
王
︿
三
條
院
親
王
﹀、
被
参
東
宮
…
…
可
坐
弘

徽
殿
云
々
、
東
宮
息
所
以
弘
徽
殿
為
直
廬
未
為
是
而
已
、

 

︵﹃
小
右
記
﹄
万
寿
四
年
三
月
二
十
三
日
条
︶

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
東
宮
妃
が
弘
徽
殿
に
入
る
初
例
で
あ
っ
た
と
い
う
。

︵
7
︶
東
宮
妃
が
東
宮
御
所
と
近
い
殿
舎
に
入
っ
た
こ
と
、
拙
稿
注
４
論
文

参
照
。
ち
な
み
に
、
梅
壺
と
登
花
殿
は
、
距
離
で
は
か
な
り
近
い
も

の
の
、
現
在
広
く
知
ら
れ
る
内
裏
図
で
は
、
廊
な
ど
で
直
接
つ
な
が
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っ
て
お
ら
ず
、
行
き
来
す
る
に
は
遠
回
り
を
し
な
い
と
い
け
な
い
よ

う
な
印
象
を
受
け
る
。
だ
が
、﹃
大
内
裏
図
考
証
﹄の
登
花
殿
の
項︵﹁
按
、

據
諸
圖
、
西
面
渡
廊
、
當
西
庇
南
第
一
間
、
對
凝
花
舎
東
孫
庇
北
第

二
間
階
﹂︶
を
参
照
す
れ
ば
、
登
花
殿
・
梅
壺
間
に
は
、
渡
廊
が
か
か

っ
て
い
た
時
期
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

︵
8
︶﹃
小
記
目
録
﹄
長
元
二
年
正
月
八
日
条
。

︵
9
︶﹃
小
右
記
﹄
長
元
五
年
十
一
月
二
日
条
に
宣
耀
殿
、﹃
左
経
記
﹄
同
八
年

四
月
二
十
七
日
条
に
は
麗
景
殿
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
見
え
る
が
、

後
述
の
﹃
栄
花
物
語
﹄
暮
ま
つ
ほ
し
巻
の
記
述
に
よ
る
と
、
禎
子
は

隣
接
す
る
両
殿
舎
を
同
時
使
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
殿
舎
の
同
時

使
用
に
つ
い
て
は
、
高
田
注
３
論
文
、
拙
稿
﹁﹃
宇
津
保
物
語
﹄
后
宮

考
―
常
寧
殿
を
居
所
と
す
る
母
后
―
﹂︵﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
二
〇
〇

八
年
八
月
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
。

︵
10
︶﹃
春
記
﹄
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
よ
り
先
、
長
久
元
年
十
二
月
十
六
日
に
、

尊
仁
親
王
と
後
朱
雀
天
皇
の
対
面
儀
の
た
め
、
禎
子
が
尊
仁
を
連
れ

て
参
内
し
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
当
時
の
内
裏
は
里
内
裏
二
条
殿
で

あ
っ
た
。
同
十
八
日
条
に
よ
る
と
、
こ
の
長
久
元
年
の
参
内
は
四
年

ぶ
り
の
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
。

︵
11
︶﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
頭
注
は
、
東
宮
親
仁
親
王
妃
章
子
内
親

王
が
梨
壺
北
舎
を
上
の
御
局
と
し
て
い
た
例
︵
③
暮
ま
つ
ほ
し
・
三

〇
八
頁
︶
を
参
考
に
し
、﹁
道
子
は
昭
陽
舎
北
舎
を
上
の
御
局
に
、
宣

耀
殿
を
居
殿
に
し
て
い
た
、
の
意
か
﹂
と
解
す
る
。

︵
12
︶﹃
史
料
綜
覧
﹄
所
引
﹃
為
房
卿
記
﹄
承
暦
三
年
五
月
二
十
七
日
条
、﹃
師
記
﹄

永
保
元
年
正
月
二
日
条
。

︵
13
︶﹃
帥
記
﹄
永
保
元
年
十
一
月
二
十
八
日
条
、﹃
史
料
綜
覧
﹄
所
引
﹃
為
房

卿
記
﹄
同
二
十
九
日
条
。

︵
14
︶
梅
枝
巻
に
﹁
こ
の
御
方
︵
＝
明
石
姫
君
ノ
局
︶
は
、︹
光
源
氏
ノ
︺
昔

の
御
宿
直
所
、淑
景
舎
を
改
め
し
つ
ら
ひ
て
﹂︵
③
四
一
四
頁
︶と
あ
る
。

︵
15
︶
物
語
の
始
発
に
お
い
て
、
明
石
姫
君
の
祖
母
で
あ
る
桐
壺
更
衣
が
、

地
位
の
低
さ
か
ら
清
涼
殿
か
ら
最
も
離
れ
た
桐
壺
に
住
ま
い
、
清
涼

殿
に
出
向
く
度
に
、
そ
の
途
中
に
あ
る
殿
舎
に
住
む
皇
妃
た
ち
の
嫌

が
ら
せ
を
受
け
た
こ
と
が
、
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

︵
16
︶﹃
宇
津
保
物
語
﹄
で
は
、
国
譲
下
巻
で
新
帝
が
即
位
し
た
際
、
皇
妃
た

ち
の
殿
舎
が
新
し
く
定
め
ら
れ
、あ
て
宮
︵
藤
壺
︶
と
仲
忠
妹
︵
梨
壺
︶

以
外
は
、
居
所
が
変
更
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
小
宮
︵
嵯

峨
院
皇
女
︶
の
居
所
と
な
っ
た
承
香
殿
は
、
そ
の
東
宮
妃
時
代
に
は
、

朱
雀
帝
の
女
御
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
彼
女
は
以

前
に
は
、
別
の
殿
舎
に
住
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
な
お
、
あ
て
宮

・
仲
忠
妹
の
居
所
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

注
２
・
４
論
文
で
論
じ
た
。

︵
17
︶
冷
泉
朝
で
は
、
恐
ら
く
、
帝
の
母
藤
壺
女
院
が
桐
壺
朝
と
同
様
に
使

用
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
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︵
18
︶
延
喜
御
時
承
香
殿
女
御
正
三
位
源
和
子
は
光
孝
天
皇
の
源
氏
也
此
女

御
の
御
腹
に
慶
子
詔
子
斎
子
内
親
王
三
人
あ
り
い
ま
女
三
宮
は
こ
れ

に
な
す
ら
ふ
る
に
や 

︵﹃
花
鳥
餘
情
﹄
若
菜
上
︶

︵
19
︶
今
井
源
衛
﹁
女
三
宮
の
降
嫁
﹂︵﹃
源
氏
物
語
の
研
究
﹄、
一
九
六
二
年
、

未
来
社
︶、
安
藤
太
郎
﹁
朱
雀
院
女
三
宮
の
準
拠
と
女
二
宮
―
源
氏
物

語
第
二
部
の
一
考
察
―
﹂︵﹃
言
語
と
文
芸
﹄
一
九
七
五
年
六
月
︶、
後

藤
祥
子
﹁
皇
女
の
結
婚
―
落
葉
宮
の
場
合
﹂︵﹃
源
氏
物
語
の
史
的
空

間
﹄、
一
九
八
六
年
、
東
京
大
学
出
版
会
︶。

︵
20
︶
増
田
注
３
論
文
。

︵
21
︶
藤
壺
に
入
っ
た
皇
妃
に
は
、
醍
醐
朝
の
素
性
不
明
の
某
女
御
、
村
上

朝
の
藤
原
安
子
、
藤
原
芳
子
が
い
る
︵
拙
稿
注
２
論
文
︶。
こ
の
内
安

子
に
つ
い
て
は
、誰
よ
り
も
早
く
村
上
天
皇
︵
成
明
親
王
︶
に
入
内
し
、

そ
の
後
に
夫
と
皇
子
女
を
残
し
て
亡
く
な
っ
た
点
は
注
目
さ
れ
る
も

の
の
、
立
后
を
果
た
し
、
そ
の
腹
の
皇
子
が
立
坊
す
る
な
ど
、
物
語

の
女
三
宮
母
と
は
か
け
離
れ
た
栄
華
に
包
ま
れ
た
生
涯
を
送
っ
た
。

︵
22
︶
光
源
氏
に
よ
る
女
三
宮
入
内
案
に
つ
い
て
は
、
室
田
知
香
﹁
若
菜
上

巻
冒
頭
に
お
け
る
﹁
後
見
﹂
の
論
理
と
光
る
源
氏
―
史
上
の
皇
女
の

入
内
・
結
婚
と
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
の
あ
い
だ
―
﹂︵﹃
古
代
中
世
文
学

論
考
﹄
第
二
一
集
、
二
〇
〇
八
年
、
新
典
社
︶﹁
光
源
氏
の
後
宮
理
念

―
若
菜
上
巻
冒
頭
の
皇
女
降
嫁
論
に
関
連
し
て
―
﹂︵﹃
国
語
国
文
﹄

二
〇
〇
八
年
十
一
月
︶
が
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。

︵
23
︶
清
水
好
子
﹁
若
菜
上
・
下
巻
の
主
題
と
方
法
﹂︵﹃
源
氏
物
語
の
文
体

と
方
法
﹄、
一
九
八
〇
年
、
東
京
大
学
出
版
会
︶
は
、
第
一
部
の
世
界

を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
に
、
桐
壺
更
衣
や
藤
壺
中
宮
と
類
似
し
た

設
定
の
人
物
と
し
て
、
こ
の
藤
壺
女
御
が
登
場
す
る
、
と
い
う
見
解

を
示
す
。

︵
24
︶
後
に
、
源
氏
が
朱
雀
院
か
ら
直
接
女
三
宮
の
こ
と
を
聞
か
さ
れ
た
際

に
も
、﹁
御
心
の
中
に
も
、
さ
す
が
に
ゆ
か
し
き
御
あ
り
さ
ま
な
れ
ば
、

思
し
過
ぐ
し
が
た
く
て
…
…
﹂︵
④
若
菜
上
・
四
七
頁
︶
と
あ
っ
た
。

︵
25
︶
土
居
奈
生
子
﹁
第
三
部
に
お
け
る
女
三
の
宮
―
︿
大
宮
﹀
た
る
明
石

中
宮
と
女
二
の
宮
の
降
嫁
―
﹂︵﹃
人
物
で
読
む
源
氏
物
語
﹄︶
は
、
今

上
帝
が
、
女
二
宮
を
目
の
前
に
し
な
が
ら
女
三
宮
を
思
い
出
し
、
さ

ら
に
は
そ
こ
か
ら
婿
候
補
と
し
て
薫
を
導
き
出
す
こ
と
に
つ
い
て
、

﹁
女
二
の
宮
と
女
三
の
宮
が
、
殿
舎
を
同
じ
く
し
た
藤
壺
女
御
の
娘
で

あ
る
こ
と
も
こ
の
連
想
を
助
け
て
い
よ
う
﹂
と
述
べ
て
お
り
、
傾
聴

に
値
す
る
。

︵
26
︶﹃
花
鳥
餘
情
﹄
は
、
こ
の
箇
所
の
準
拠
と
し
て
、
天
暦
三
年
四
月
に
藤

壺
で
藤
花
宴
が
催
さ
れ
た
際
、
藤
原
師
輔
が
室
の
勤
子
内
親
王
に
醍

醐
天
皇
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
た
琴
譜
を
︵
娘
安
子
の
夫
で
あ
る
︶
村

上
天
皇
に
献
上
し
た
事
績
を
掲
げ
て
い
る
。

︵
27
︶
女
二
宮
降
嫁
を
浮
舟
物
語
の
構
成
と
密
接
に
関
わ
る
と
す
る
論
に
、

小
穴
規
矩
子
﹁
浮
舟
物
語
の
構
想
―
﹁
宇
治
十
帖
の
結
末
に
つ
い
て
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の
考
察
﹂
序
説
―
﹂︵﹃
国
語
国
文
﹄
一
九
五
八
年
四
月
︶、藤
村
潔
﹁
宿

木
巻
の
巻
頭
﹂︵﹃
源
氏
物
語
の
構
造
﹄、
一
九
六
六
年
、
桜
楓
社
︶、

池
田
和
臣
﹁
浮
舟
登
場
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
―
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹃
源

氏
﹄
取
り
―
﹂︵﹃
源
氏
物
語　

表
現
構
造
と
水
脈
﹄、
二
〇
〇
一
年
、

武
蔵
野
書
院
、
初
出
は
﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
一
九
七
七
年
十
一
月
︶

が
あ
る
。
池
田
氏
は
、
中
君
を
追
い
込
み
、
浮
舟
登
場
を
必
然
化
す

る
た
め
に
、
そ
れ
自
身
は
目
的
で
は
な
い
中
君
の
苦
境
が
丹
念
に
物

語
中
に
描
き
こ
ま
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

︵
28
︶﹃
花
鳥
餘
情
﹄
宿
木
巻
の
注
は
、
嵯
峨
帝
皇
女
源
潔
姫
の
藤
原
良
房
へ

の
降
嫁
を
、
唯
一
の
明
ら
か
な
事
例
と
し
て
載
せ
る
。
皇
女
の
結
婚

に
関
し
て
は
今
井
源
衛
注
19
論
文
、
今
井
久
代
﹁
皇
女
の
結
婚
―
女

三
の
宮
降
嫁
の
呼
び
さ
ま
す
も
の
﹂︵﹃
源
氏
物
語
構
造
論
―
作
中
人

物
の
動
態
を
め
ぐ
っ
て
﹄、二
〇
〇
一
年
、風
間
書
房
︶
を
参
考
に
し
た
。

︵
29
︶
も
っ
と
も
、
紅
梅
大
納
言
の
場
合
は
、
自
身
が
女
二
宮
と
結
婚
で
き

な
か
っ
た
こ
と
へ
の
や
っ
か
み
に
よ
る
所
が
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

︵
30
︶
細
野
は
る
み
﹁
女
二
の
宮
の
縁
談
﹂︵﹃
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
﹄
第

八
集
、
一
九
八
三
年
、
有
斐
閣
︶。

︵
31
︶
高
木
和
子
﹁﹁
按
察
大
納
言
﹂
に
み
る
方
法
意
識
﹂︵﹃
源
氏
物
語
の
思

考
﹄、
二
〇
〇
二
年
、
風
間
書
房
︶
は
、﹃
源
氏
物
語
﹄
の
三
人
の
藤
壺

を
例
に
挙
げ
、﹁
あ
る
人
物
の
呼
称
に
典
型
化
さ
れ
た
造
型
な
り
状
況

な
り
が
、
物
語
内
部
で
重
層
的
に
引
用
さ
れ
な
が
ら
、
多
く
は
次
第

に
い
さ
さ
か
矮
小
化
さ
れ
、
ず
ら
さ
れ
て
い
く
の
は
、﹃
源
氏
物
語
﹄

全
般
に
認
め
ら
れ
る
傾
向
と
い
え
よ
う
﹂
と
説
く
。

︵
32
︶
吉
井
美
弥
子
﹁
宿
木
巻
の
方
法
﹂﹁
宿
木
巻
と
﹁
過
去
﹂
―
そ
し
て
﹁
続

編
﹂
が
生
ま
れ
る
―
﹂︵﹃
読
む
源
氏
物
語　

読
ま
れ
る
源
氏
物
語
﹄、

二
〇
〇
八
年
、
森
話
社
︶。

︵
33
︶
池
田
注
27
論
文
、
高
橋
亨
﹁
源
氏
物
語
の
内
な
る
物
語
史
﹂︵﹃
源
氏

物
語
の
対
位
法
﹄、
一
九
八
二
年
、
東
京
大
学
出
版
会
、
初
出
は
﹃
国

語
と
国
文
学
﹄
一
九
七
七
年
十
一
月
︶。

︵
34
︶
山
中
和
也
﹁
殿
舎
名
を
冠
し
た
皇
妃
の
呼
称
の
か
た
ち
―
宇
津
保
の

国
譲
下
巻
か
ら
源
氏
の
承
香
殿
女
御
へ
―
﹂︵﹃
古
代
文
化
﹄
一
九
九

〇
年
九
月
︶
は
、﹃
源
氏
物
語
﹄
に
つ
い
て
、
先
行
の
﹃
宇
津
保
物
語
﹄

と
比
較
し
て
格
段
に
後
宮
殿
舎
の
描
き
分
け
が
進
化
し
て
い
る
と
の

重
要
な
指
摘
を
為
す
。


