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一
、
平
安
朝
に
お
け
る
「
召
人
」
の
用
例

い
わ
ゆ
る
「
召
人
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て

は
、
阿
部
秋
生
氏（

�
（

の
召
人
論
が
記
念
碑
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
氏
は

平
安
朝
の
文
学
作
品
の
検
討
か
ら
、
召
人
と
は
「
自
分
の
仕
へ
て
ゐ

る
主
人
又
は
主
人
格
の
男
性
と
肉
体
的
関
係
を
も
つ
て
ゐ
る
女
房
の

こ
と
」
で
あ
り
、
事
実
上
妻
と
同
様
で
あ
り
な
が
ら
女
房
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
く
、
妻
の
如
き
待
遇
を
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
な

存
在
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
。
以
上
の
氏
の
定
義
は
今
や
通
説
化
し
て

お
り
、
以
降
散
見
す
る
召
人
に
つ
い
て
の
論
考（

�
（

は
、
い
ず
れ
も
そ
の

解
釈
を
阿
部
氏
の
定
義
に
従
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

近
年
、
平
安
朝
の
婚
姻
形
態
に
お
け
る
議
論
は
ま
す
ま
す
盛
ん
に

な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
際
、「
召
人
」
に
つ
い
て
は
考
慮
の
外
と
さ
れ

る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
男
君
と
性
的
関
係
を
有
し
、
そ
れ
が
半

ば
公
然
と
認
め
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
、
あ
く
ま
で
女
房
と
主
人
と

い
う
主
従
関
係
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
「
召
人
」
は
、「
妻
」
の
範

疇
に
は
含
め
難
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も

一
方
で
、「
召
人
」
と
「
妻
」
と
の
境
界
性
に
関
し
て
も
未
だ
議
論
が

絶
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
体
「
召
人
」
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在

で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
実
際
、平
安
時
代
の
文
学
作
品
に
お
い
て
「
召

人
」
の
語（

�
（

は
、『
大
和
物
語
』
に
一
例
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
三
例
（
但

し
楽
人
を
指
し
示
す
用
例
八
例
を
除
く
）、『
蜻
蛉
日
記
』
に
一
例
、『
源

氏
物
語
』
に
二
例
、『
栄
花
物
語
』
に
一
例
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
用
例
を
以
下
に
確
認
し
て
み
た
い
。

『
大
和
物
語
』
に
お
け
る
用
例
は
、「
在
次
の
君
」
が
密
か
に
通
っ

て
い
た
、
伊
勢
守
の
「
召
人（

（
（

」
の
も
と
に
、
在
次
の
君
の
兄
弟
も
通
っ

『
源
氏
物
語
』
の
召
人
に
つ
い
て

―
―

真
木
柱
巻
の
方
法
を
め
ぐ
っ
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て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
話
（
一
四
三
段
・
在
次
の
君
・

三
六
二
～
三
六
三
）
に
見
え
、
こ
こ
か
ら
は
召
人
と
の
非
排
他
的
な
男

女
関
係
が
窺
え
る
。
こ
れ
と
似
通
う
の
が
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
近
江
（
藤

原
国
章
女
）
で
あ
ろ
う
。「
失
せ
た
ま
ひ
ぬ
る
小
野
の
宮
の
大
臣
（
＝
藤

原
実
頼
）
の
御
召
人
ど
も
」（
中
・
二
〇
三
）
の
一
人
と
し
て
登
場
し
、

兼
家
と
の
間
に
綏
子
を
儲
け
た
女
性
で
あ
る
。
彼
女
は
兼
家
に
対
し

て
「
召
人
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
後
に
兼
家
の

息
道
隆
と
の
間
に
も
子
供
を
儲
け
て
お
り
、『
栄
花
物
語
』
で
は
「
い

と
色
め
か
し
う
、
世
の
た
は
れ
人
に
言
ひ
思
は
れ
た
ま
へ
る
」（
さ
ま

ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
・
①
一
四
一
）
な
ど
と
言
わ
れ
る
、色
好
み
の
女
で
あ
っ

た
。『

う
つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る
「
召
人
」
の
語
は
、
い
ず
れ
も
兼
雅
の

召
人
を
指
し
て
い
る
。
彼
女
た
ち
は
俊
蔭
巻
に
お
い
て
、
俊
蔭
女
と

仲
忠
を
都
に
迎
え
よ
う
と
し
た
兼
雅
が
、
一
条
殿
に
は
「
院
の
帝
の

女
三
の
宮
を
始
め
奉
り
て
、
さ
る
べ
き
親
王
た
ち
・
上
達
部
の
御
娘
、

多
く
の
召
人
ま
で
集
め
候
は
せ
」（
俊
蔭
・
四
九
）
て
い
た
た
め
、
具

合
が
悪
い
と
思
案
す
る
場
面
に
顔
を
見
せ
て
い
た
が
、
後
の
蔵
開
中

巻
で
再
登
場
す
る
。

寝
殿
は
、
東
の
対
か
け
て
、
宮
住
み
給
ふ
。
異
対
ど
も
に
、
す

こ
し
は
ひ
と
つ
は
ら
う
、
召
人
め
き
た
り
し
人
、
対
一
つ
を
二

人
に
て
住
む
。
池
面
白
く
、
木
立
ち
興
あ
り
。
や
う
や
う
毀こ
ほ

れ

も
て
ゆ
く
。
こ
れ
を
、
梨
壺
の
君
に
、
父
お
と
ど
の
奉
り
給
ひ

け
る
な
れ
ば
、
宮
ぞ
ぬ
し
に
て
住
み
給
ふ
。
異
人
は
、
上
達
部
・

親
王
た
ち
の
御
娘
な
れ
ど
、
親
も
も
の
し
給
は
ず
、
た
だ
、
お

と
ど
に
懸
か
り
給
ひ
た
り
し
か
ば
、「
今
、
か
か
り
」
と
て
、
よ

そ
の
家
な
む
な
け
れ
ば
、
え
別
れ
給
は
ぬ
な
り
。
召
人
め
き
た

り
し
人
々
、
あ
る
は
、
次
々
に
従
ひ
て
ま
か
で
に
け
り
。

（
蔵
開
中
・
五
六
三
）

兼
雅
と
疎
遠
に
な
っ
た
後
も
一
条
殿
に
留
ま
る
他
な
い
、
後
見
を

な
く
し
た
「
上
達
部
・
親
王
た
ち
の
御
娘
」
な
ど
と
異
な
り
、
召
人

た
ち
は
荒
廃
し
た
邸
を
い
ち
早
く
去
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
女
た
ち

が
、
後
見
の
有
無
と
そ
の
処
遇
が
密
接
に
関
わ
る
「
女
君
」
た
ち
と

は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
女
房
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
の
証
左
で
あ

ろ
う
。
召
人
と
男
君
と
の
結
び
つ
き
は
雇
用
関
係
が
第
一
義
で
あ
る

た
め
、
愛
情
を
媒
介
に
し
た
不
確
か
な
繋
が
り
に
依
拠
す
る
こ
と
な

く
、
次
の
出
仕
先
を
探
し
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
、『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
兼
家
の
「
御
召
人
」
と
し

て
登
場
す
る
大
輔
が
想
起
さ
れ
る
。
彼
女
は
元
来
、
兼
家
の
娘
で
あ

る
超
子
の
女
房
で
あ
っ
た
。

大
殿
年
ご
ろ
や
も
め
に
て
お
は
し
ま
せ
ば
、
御
召
人
の
典
侍
の

お
ぼ
え
、
年
月
に
そ
へ
て
た
だ
権
の
北
の
方
に
て
、
世
の
中
の

人
名
簿
し
、
さ
て
司
召
の
を
り
は
た
だ
こ
の
局
に
集
る
。
院
の
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女
御
の
御
方
に
大
輔
と
い
ひ
し
人
な
り
。

（
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
・
①
一
七
〇
）

大
輔
は
実
質
的
に
は
「
妻
」
と
同
等
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ

う
で
も
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
局
住
み
を
し
て
い
る
こ
と
は
看
過
し
得

な
い
。『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
彼
女
は
「
権
の
北
の
方
」
と
表
現
さ

れ
る
に
留
ま
っ
て
お
り
、
い
く
ら
大
輔
を
寵
愛
し
よ
う
と
も
、
時
姫

没
後
の
兼
家
は
あ
く
ま
で
「
や
も
め
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る
だ
ろ
う
。

一
方
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
召
人
」
の
用
例
は
、
以
下
の
二

例
で
あ
る
。

Ⓐ	

「
…
宮
は
、
独
り
も
の
し
た
ま
ふ
や
う
な
れ
ど
、
人
柄
い
と
い
た

う
あ
だ
め
い
て
、
通
ひ
た
ま
ふ
所
あ
ま
た
聞
こ
え
、
召
人
と
か
、

憎
げ
な
る
名
の
り
す
る
人
ど
も
な
む
数
あ
ま
た
聞
こ
ゆ
る
。
さ

や
う
な
ら
む
こ
と
は
、
憎
げ
な
う
て
見
直
い
た
ま
は
む
人
は
、

い
と
よ
う
な
だ
ら
か
に
も
て
消
ち
て
む
。
す
こ
し
心
に
癖
あ
り

て
は
、
人
に
飽
か
れ
ぬ
べ
き
こ
と
な
む
、
お
の
づ
か
ら
出
で
来

ぬ
べ
き
を
、
そ
の
御
心
づ
か
ひ
な
む
あ
べ
き
。
…
」

（
胡
蝶
③
一
八
〇
～
一
八
一
）

Ⓑ	

御
召
人
だ
ち
て
、
仕
う
ま
つ
り
馴
れ
た
る
木
工
の
君
、
中
将
の

お
も
と
な
ど
い
ふ
人
々
だ
に
、
ほ
ど
に
つ
け
つ
つ
安
か
ら
ず
つ

ら
し
と
思
ひ
き
こ
え
た
る
を
、
北
の
方
は
う
つ
し
心
も
の
し
た

ま
ふ
ほ
ど
に
て
、
い
と
な
つ
か
し
う
う
ち
泣
き
て
ゐ
た
ま
へ
り
。

（
真
木
柱
③
三
六
〇
）

Ⓐ
は
玉
鬘
の
婿
候
補
で
あ
る
螢
兵
部
卿
宮
に
つ
い
て
の
光
源
氏
の

評
、
Ⓑ
は
玉
鬘
と
の
結
婚
後
の
髭
黒
の
家
庭
の
記
述
で
あ
る
。
召
人

が
妻
と
は
一
線
を
画
す
る
存
在
で
あ
り
、
螢
宮
の
数
多
の
召
人
の
存

在
は
、「
兵
部
卿
宮
、
は
た
、
年
ご
ろ
お
は
し
け
る
北
の
方
も
亡
せ
た

ま
ひ
て
、
こ
の
三
年
ば
か
り
独
り
住
み
に
て
わ
び
た
ま
へ
ば
」（
胡
蝶

③
一
七
〇
）
と
の
記
述
と
矛
盾
し
な
い
の
は
、
前
掲
の
用
例
と
同
様
で

あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
召
人
」
の
語
が
使
用
さ
れ
る
の
は
以
上

の
例
の
み
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
、
た
と
え
「
召
人
」
の
用
語
が

用
い
ら
れ
て
い
な
く
と
も
、光
源
氏
に
対
す
る
中
将
の
君
・
中
務
の
君
・

中
納
言
の
君
や
、
薫
に
対
す
る
按
察
の
君
・
小
宰
相
の
君
な
ど
も
「
召

人
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
こ
の
女
性
達
は
、
女
房

で
あ
り
、
そ
の
主
人
格
の
男
性
と
の
情
交
関
係
を
軸
と
し
て
語
ら
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
彼
女
等
も
ま
た
召
人
で
あ
つ
た
こ
と
は
認
め

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
」
と
の
阿
部
氏
の
説
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、「
妻
」
の
概
念
の
曖
昧
性
と
相
ま
っ
て
、「
召
人
」
の

語
の
指
し
示
す
範
囲
は
徐
々
に
拡
大
し
て
い
る
。
限
り
な
く
女
房
に

近
い
女
君
と
言
え
る
明
石
の
君
や
浮
舟
を
は
じ
め
と
し
て
、
紫
の
上

や
宇
治
中
の
君
な
ど
ま
で
を
も
「
召
人
的
性
格
を
併
せ
持（

（
（

」
つ
も
の
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と
捉
え
る
論
も
あ
る
。
逆
に
和
泉
式
部
の
よ
う
に
限
り
な
く
妻
に
近

い
女
房
な
ど
の
存
在
も
あ
り
、「
召
人
」
の
定
義
と
は
、
婚
姻
研
究
の

議
論
の
混
乱
に
も
通
じ
る
重
要
な
問
題
を
孕
む
も
の
と
言
え
よ
う
。

近
年
、
木
村
朗
子
氏（

（
（

は
召
人
を
め
ぐ
る
研
究
史
を
整
理
し
、
玉
上

琢
弥
氏（

（
（

が
、『
源
氏
物
語
』
の
召
人
を
そ
の
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る

例
に
限
定
し
て
解
釈
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
。
木
村
氏
は
、
阿

部
氏
と
玉
上
氏
の
方
法
を
比
較
し
、

阿
部
氏
が
当
時
の
実
態
に
則
し
て
召
人
の
特
徴
を
措
定
し
て
い

く
の
に
対
し
、玉
上
氏
は「
源
氏
も
お
手
つ
き
の
女
房
は
い
た
が
、

「
召
人
」
と
は
呼
ば
な
か
っ
た
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
物
語
が
召

人
を
ど
う
表
現
し
た
か
に
重
き
を
置
い
て
い
る
と
い
う
両
氏
の

論
点
の
違
い
を
示
し
て
い
る
。

と
述
べ
た
上
で
、
玉
上
氏
の
視
点
を
導
入
し
、「
召
人
を
実
体
と
し
て

で
は
な
く
、
物
語
に
お
け
る
一
つ
の
表
現
の
方
法
と
し
て
考
察
」
し

て
い
る
。
平
安
時
代
に
お
い
て
、
主
人
と
情
交
関
係
に
あ
る
特
別
な

位
置
づ
け
の
女
房
が
存
在
し
た
の
は
事
実
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
女

房
を
「
召
人
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
何
ら
問
題
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

け
れ
ど
も
一
方
で
「
召
人
」
を
物
語
に
お
け
る
表
現
の
問
題
と
し
て

捉
え
返
す
木
村
氏
の
視
点
は
、
大
変
有
益
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
以
下
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
敢
え
て
そ
の
用
語
を
用
い
て
紹

介
さ
れ
た
髭
黒
の
「
召
人
」
を
中
心
に
、
彼
女
た
ち
が
物
語
で
果
た

し
て
い
る
役
割
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

二
、
源
氏
物
語
正
編
の
召
人

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
召
人
」
の
用
例
は
、
前
記
の
よ
う
に
玉

鬘
十
帖
の
二
例
の
み
で
あ
る
が
、
螢
宮
の
召
人
は
具
体
的
に
物
語
に

登
場
す
る
こ
と
は
な
い
。
前
掲
引
用
部
Ⓐ
は
、
光
源
氏
に
よ
り
螢
宮

の
「
召
人
」
の
存
在
へ
の
懸
念
が
表
明
さ
れ
る
こ
と
で
、
玉
鬘
の
結

婚
相
手
と
し
て
の
難
点
が
示
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
一
方
で
、

引
用
部
Ⓑ
で
髭
黒
の
「
召
人
」
と
さ
れ
た
木
工
の
君
・
中
将
の
お
も

と
に
関
し
て
は
、
真
木
柱
巻
に
お
い
て
度
々
物
語
の
前
面
に
迫
り
出

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
象
徴
的
な
の
が
以
下
の
場
面
で
あ
ろ
う
。
髭

黒
北
の
方
が
邸
を
去
る
に
際
し
て
、
北
の
方
付
き
の
中
将
の
お
も
と

は
そ
れ
に
追
従
し
、髭
黒
付
き
の
木
工
の
君
は
邸
に
残
る
こ
と
に
な
っ

た
。

木
工
の
君
は
、
殿
の
御
方
の
人
に
て
と
ど
ま
る
に
、
中
将
の
お

も
と
、

　
　
「	

浅
け
れ
ど
石
間
の
水
は
す
み
は
て
て
宿
も
る
君
や
か
け
は

な
る
べ
き

思
ひ
か
け
ざ
り
し
こ
と
な
り
。
か
く
て
別
れ
た
て
ま
つ
ら
ん
こ

と
よ
」

と
言
へ
ば
、
木
工
、
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「	

と
も
か
く
も
岩
間
の
水
の
結
ぼ
ほ
れ
か
け
と
む
べ
く
も
思

ほ
え
ぬ
世
を

い
で
や
」
と
て
う
ち
泣
く
。	

（
真
木
柱
③
三
七
四
）

中
将
の
お
も
と
は
、
髭
黒
と
は
浅
い
縁
で
あ
る
は
ず
の
木
工
の
君

が
邸
に
住
み
続
け
る
一
方
で
、
宿
守
た
る
べ
き
北
の
方
が
去
ら
ね
ば

な
ら
な
い
嘆
き
を
詠
み
、
一
方
の
木
工
の
君
は
、
玉
鬘
に
惑
溺
し
て

い
る
髭
黒
へ
の
複
雑
な
思
い
を
根
底
に
、
専
ら
不
安
定
な
自
身
の
身

の
上
を
嘆
く
こ
と
で
切
り
返
し
て
い
る
。

こ
の
物
語
に
お
い
て
、
女
房
同
士
の
和
歌
の
贈
答
は
他
に
三
例
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
女
房
が
個
と
し
て
の
感
慨
を
吐
露

し
合
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い（

（
（

。
従
っ
て
、
こ
こ
で
中
将
の
お
も
と
・

木
工
の
君
と
い
う
、
主
人
公
た
る
光
源
氏
と
は
直
接
関
わ
ら
な
い
脇

役
の
女
房
が
、
互
い
に
そ
の
立
場
の
違
い
を
前
面
に
出
し
、
自
己
の

個
人
的
な
感
慨
を
述
べ
た
歌
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
は
異
例
と
も
言
え

よ
う
。
光
源
氏
の
召
人
た
ち
が
、「
中
将
、
中
務
」
な
ど
と
一
括
し
て

語
ら
れ
、
各
々
が
代
替
可
能
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
彼
女
た
ち
は

同
じ
召
人
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
境
地
か
ら
そ
の
微
妙

な
胸
中
を
表
明
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
真
木
柱

巻
に
お
け
る
召
人
の
前
景
化
の
問
題
を
、
物
語
の
方
法
の
一
つ
と
し

て
考
え
て
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
先
立
ち
、『
源
氏
物
語
』
正
編
に
お
い
て
し
ば
し
ば
言
及
さ

れ
る
、
光
源
氏
の
召
人
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
中
務
の
君
は
、

中
納
言
の
君
と
と
も
に
既
に
帚
木
巻
で
左
大
臣
家
の
女
房
と
し
て
登

場
し
て
い
た
（
帚
木
①
九
一
）
が
、
召
人
と
し
て
描
か
れ
る
の
は
末
摘

花
巻
に
至
っ
て
で
あ
る
。
彼
女
は
、
末
摘
花
を
め
ぐ
る
頭
中
将
と
の

争
い
に
お
け
る
光
源
氏
の
優
位
性
を
示
唆
す
る
か
の
よ
う
に
、
大
宮

の
顰
蹙
を
買
い
な
が
ら
も
頭
中
将
の
懸
想
を
断
り
、
時
折
の
光
源
氏

と
の
逢
瀬
を
忘
れ
得
な
い
（
末
摘
花
①
二
七
四
）。
一
方
の
中
納
言
の

君
は
、
葵
の
上
死
後
、
光
源
氏
の
召
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ

（
葵
②
五
九
）、
須
磨
退
去
直
前
に
は
、
婿
と
し
て
通
っ
て
い
た
葵
の
上

生
前
を
思
い
起
こ
す
か
の
よ
う
に（

（
（

左
大
臣
邸
に
宿
泊
し
、
彼
女
と
一

夜
を
共
に
し
て
い
た
（
須
磨
②
一
六
七
）。
但
し
、
以
上
の
中
務
の
君
・

中
納
言
の
君
に
つ
い
て
は
前
述
の
よ
う
に
左
大
臣
家
の
女
房
で
あ
り
、

以
下
に
見
え
る
二
条
院
の
同
名
の
女
房
と
同
一
人
物
と
見
な
す
こ
と

に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

な
お
中
将
の
君
に
つ
い
て
は
、
葵
の
上
の
忌
み
ご
も
り
を
終
え
、
二

条
院
に
帰
邸
し
た
光
源
氏
が
、
成
長
し
た
紫
の
上
に
満
足
し
つ
つ
も
、

そ
の
晩
は
中
将
の
君
に
足
を
揉
ま
せ
て
就
寝
し
た
と
の
記
述
（
葵
②

六
九
）
に
よ
っ
て
、
情
交
関
係
が
暗
示
さ
れ
て
い
た
。
互
い
に
心
を

通
わ
す
こ
と
の
な
か
っ
た
妻
、
葵
の
上
も
亡
く
し
、
藤
壺
の
形
代
紫

の
上
は
未
だ
少
女
で
あ
る
と
い
う
状
況
下
で
、
一
対
の
男
女
と
し
て

対
峙
す
る
必
要
の
な
い
気
楽
な
相
手
と
し
て
、
召
人
が
選
ば
れ
た
の
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で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
召
人
た
ち
は
、
光
源
氏
離
京
を
機
に
紫
の
上
に
預
け
ら

れ
（
須
磨
②
一
七
七
）、
や
が
て
彼
女
に
心
服
し
て
い
く
。
そ
の
後
、
須

磨
か
ら
帰
京
し
た
光
源
氏
が
、「
中
将
、
中
務
や
う
の
人
々
に
は
ほ
ど

ほ
ど
に
つ
け
つ
つ
情
を
」（
澪
標
②
二
八
四
）
か
け
て
い
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
は
す
る
も
の
の
、
紫
の
上
が
光
源
氏
の
好
配
と
し
て
安
定
し

た
地
位
を
築
い
た
こ
と
に
依
る
も
の
か
、
幻
巻
に
至
る
ま
で
、
光
源

氏
と
召
人
の
情
交
が
物
語
で
直
接
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
の
で

あ
る
。
以
降
彼
女
た
ち
は
、
大
堰
に
明
石
の
君
を
訪
ね
る
光
源
氏
に
、

そ
れ
を
当
て
こ
す
る
紫
の
上
の
歌
を
、
中
将
の
君
が
「
い
た
う
馴
れ

て
聞
こ
ゆ
」（
薄
雲
②
四
三
九
）
と
い
う
場
面
、
新
春
の
祝
い
に
沸
く

六
条
院
で
光
源
氏
に
向
か
っ
て
、「
私
の
祈
り
は
何
ば
か
り
の
こ
と
を

か
」―

―

光
源
氏
の
栄
え
以
外
に
望
み
は
な
い
と
「
我
は
と
思
ひ
あ

が
れ
る
中
将
の
君
」
が
述
べ
る
場
面
（
初
音
③
一
四
四
）、
明
石
一
族
と

の
住
吉
参
詣
で
、
紫
の
上
、
明
石
女
御
に
続
い
て
中
務
の
君
が
唱
和

を
す
る
場
面
（
若
菜
下
④
一
七
四
）
な
ど
に
散
見
す
る
。
こ
れ
ら
の
記

述
か
ら
は
彼
女
た
ち
の
女
房
集
団
の
中
で
の
突
出
し
た
位
置
づ
け（

（（
（

と
、

召
人
と
し
て
の
微
妙
な
胸
中
が
垣
間
見
ら
れ
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
物

語
は
そ
れ
以
上
召
人
に
焦
点
を
当
て
て
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
召

人
と
光
源
氏
と
の
交
渉
は
、
基
本
的
に
語
ら
れ
る
必
要
の
な
い
部
分

に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

若
菜
巻
に
お
け
る
光
源
氏
と
女
三
の
宮
の
結
婚
三
日
夜
の
場
面
に

お
い
て
も
、
召
人
が
登
場
す
る
。

（
紫
ノ
上
）「
…
こ
の
宮
の
か
く
渡
り
た
ま
へ
る
こ
そ
め
や
す
け

れ
。
…
」
な
ど
の
た
ま
へ
ば
、
中
務
、
中
将
の
君
な
ど
や
う
の

人
々
目
を
く
は
せ
つ
つ
、「
あ
ま
り
な
る
御
思
ひ
や
り
か
な
」
な

ど
言
ふ
べ
し
。
昔
は
、
た
だ
な
ら
ぬ
さ
ま
に
、
使
ひ
馴
ら
し
た

ま
ひ
し
人
ど
も
な
れ
ど
、
年
ご
ろ
は
こ
の
御
方
に
さ
ぶ
ら
ひ
て
、

み
な
心
寄
せ
き
こ
え
た
る
な
め
り
。
他
御
方
々
よ
り
も
、「
い
か

に
思
す
ら
む
。
…
」
な
ど
、
お
も
む
け
つ
つ
と
ぶ
ら
ひ
き
こ
え

た
ま
ふ
も
あ
る
を
、
か
く
推
し
は
か
る
人
こ
そ
な
か
な
か
苦
し

け
れ
、
世
の
中
も
い
と
常
な
き
も
の
を
、
な
ど
て
か
さ
の
み
は

思
ひ
悩
ま
む
、
な
ど
思
す
。	

（
若
菜
上
④
六
六
～
六
七
）

光
源
氏
を
送
り
出
し
た
紫
の
上
に
、
女
三
の
宮
降
嫁
に
よ
っ
て
六

条
院
の
秩
序
が
崩
さ
れ
た
こ
と
に
不
満
を
漏
ら
す
女
房
た
ち
の
会
話

が
耳
に
入
っ
て
く
る
。
女
三
の
宮
に
対
し
て
自
ら
謙
る
こ
と
で
穏
や

か
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
紫
の
上
を
見
て
、
光
源
氏
が
「
昔
は
、
た

だ
な
ら
ぬ
さ
ま
に
、
使
ひ
馴
ら
し
」
た
中
務
・
中
将
な
ど
が
「
あ
ま

り
な
る
御
思
ひ
や
り
か
な
」
と
目
配
せ
を
交
わ
す
の
だ
が
、
こ
こ
で

わ
ざ
わ
ざ
召
人
の
反
応
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
と
思

う
。三

田
村
雅
子
氏
は
、
召
人
的
女
房
が
「
女
君
の
苦
悩
の
現
場
に
立
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ち
合
い
な
が
ら
、
媒
介
項
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
女
君
を
追
い

つ
め
、
そ
の
苦
悩
を
明
晰
化
す
る
役
割
を
果
し
て
い
る（
（（
（

」
と
論
じ
て

い
た
が
、
そ
の
典
型
的
な
場
面
が
当
該
箇
所
で
あ
ろ
う
。
召
人
た
ち

の
反
応
に
続
け
て
、
見
舞
い
を
寄
せ
る
他
の
妻
妾
た
ち
の
姿
も
描
か

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
紫
の
上
の
下
位
に
甘
ん
じ
て
い
た
彼
女
た

ち
が
、
今
そ
の
絶
対
的
な
地
位
が
揺
る
が
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
紫

の
上
の
胸
中
を
透
視
し
よ
う
と
し
て
い
た
。「
か
く
推
し
は
か
る
人
こ

そ
な
か
な
か
苦
し
け
れ
」
と
、
こ
の
よ
う
に
心
内
を
忖
度
し
よ
う
と

す
る
他
人
の
眼
が
紫
の
上
を
窮
追
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

言
う
他
人
と
は
、
他
妻
妾
た
ち
は
も
と
よ
り
、
紫
の
上
に
心
服
し
て

い
る
と
叙
述
さ
れ
る
中
務
・
中
将
な
ど
も
含
ま
れ
よ
う
。
光
源
氏
と

情
交
関
係
に
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
「
妻
」
の
序
列
か
ら
除
外
さ
れ
て

い
た
彼
女
た
ち
が
、
そ
の
妻
妾
集
団
の
序
列
の
動
揺
と
い
う
事
態
に

当
た
っ
て
、
紫
の
上
自
身
も
見
つ
め
よ
う
と
し
て
い
な
か
っ
た
そ
の

心
底
を
、い
ち
早
く
察
知
し
、暴
き
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

紫
の
上
は
、
六
条
院
の
外
に
対
し
て
は
勿
論
、
そ
の
内
部
、
さ
ら
に

は
自
身
に
近
侍
す
る
女
房
た
ち
に
対
し
て
も
常
に
気
を
張
り
つ
め
ざ

る
を
得
ず
、
追
い
つ
め
ら
れ
、
や
が
て
身
体
を
蝕
ま
れ
て
い
く
の
で

あ
る
が
、
当
該
場
面
で
の
召
人
の
反
応
は
、
こ
の
よ
う
な
彼
女
の
孤

独
を
露
呈
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

紫
の
上
亡
き
後
、
独
り
寝
を
か
こ
つ
光
源
氏
の
傍
ら
に
は
中
納
言

の
君
・
中
将
の
君
な
ど
が
伺
候
し
て
い
た
（
幻
④
五
二
四
）。
中
で
も

中
将
の
君
は
、
同
巻
に
し
ば
し
ば
登
場
し
、
他
の
六
条
院
の
女
性
を

差
し
お
き
た
だ
一
人
、
光
源
氏
の
慰
め
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

光
源
氏
の
寵
を
受
け
た
者
と
し
て
常
に
女
君
を
見
つ
め
、
時
に
は
追

い
つ
め
て
き
た
者
と
し
て
、
紫
の
上
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
な
り
、
そ
の

死
後
初
め
て
浮
上
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

中
将
の
君
と
て
さ
ぶ
ら
ふ
は
、
ま
だ
小
さ
く
よ
り
見
た
ま
ひ
馴

れ
に
し
を
、
い
と
忍
び
つ
つ
見
た
ま
ひ
過
ぐ
さ
ず
や
あ
り
け
む
、

い
と
か
た
は
ら
い
た
き
こ
と
に
思
ひ
て
馴
れ
も
き
こ
え
ざ
り
け

る
を
、
か
く
亡
せ
た
ま
ひ
て
後
は
、
そ
の
方
に
は
あ
ら
ず
、
人

よ
り
こ
と
に
ら
う
た
き
も
の
に
心
と
ど
め
思
し
た
り
し
も
の
を

と
思
し
出
づ
る
に
つ
け
て
、
か
の
御
形
見
の
筋
を
ぞ
あ
は
れ
と

思
し
た
る
。
心
ば
せ
、
容
貌
な
ど
も
め
や
す
く
て
、
う
な
ゐ
松

に
お
ぼ
え
た
る
け
は
ひ
、
た
だ
な
ら
ま
し
よ
り
は
、
ら
う
ら
う

じ
と
思
ほ
す
。	

（
幻
④
五
二
六
～
五
二
七
）

但
し
、「
う
な
ゐ
松
」
に
例
え
ら
れ
る
幻
巻
の
中
将
の
君
は
、「
一

人
ば
か
り
は
思
し
放
た
ぬ
気
色
な
り
。」（
幻
④
五
三
九
）
と
、
光
源
氏

の
心
を
捉
え
る
に
足
る
年
若
い
女
と
い
う
印
象
を
与
え
、
彼
女
を
葵

巻
以
来
登
場
す
る
「
中
将
」
と
同
一
人
物
と
見
な
す
に
は
年
齢
的
に

疑
問
が
生
じ
る
。
左
大
臣
家
の
中
務
の
君
・
中
納
言
の
君
が
二
条
院

の
同
名
の
女
房
た
ち
と
同
一
人
物
か
と
い
う
疑
問
点
は
先
述
し
た
が
、
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こ
れ
ら
の
女
房
た
ち
を
す
べ
て
連
続
し
た
一
人
格
と
見
る
必
要
は
無

い
の
で
あ
ろ
う
。「
中
将
」
な
ど
の
呼
称
が
、
こ
の
物
語
で
召
人
的
立

場
に
あ
る
女
房
を
指
し
示
す
普
通
名
詞
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と

は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る（
（（
（

の
で
あ
る
が
、
前
述
の
三
田
村
氏
は
、
葵

の
上
死
後
の
中
納
言
の
君
や
、
紫
の
上
死
後
の
中
将
の
君
な
ど
に
着

目
し
、
召
人
の
形
代
的
役
割
を
指
摘
し
た
上
で
、
彼
女
た
ち
は
亡
き

女
君
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
し
て
、
そ
の
都
度
都
合
の
よ
い
側
面
が
付
加

さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
存
在
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
氏
は
、

幻
巻
で
中
将
の
君
が
い
つ
し
か
紫
の
上
の
似
姿
と
し
て
光
源
氏
の
目

に
映
っ
て
く
る
こ
と
に
関
し
て
、「
召
人
と
い
う
身
分
の
軽
々
し
さ
が

そ
の
安
易
な
同
一
視
を
誘
い
こ
む
。
彼
女
達
が
何
物
で
も
な
い
が
故

に
、
彼
女
達
は
光
源
氏
の
最
後
の
愛
を
受
け
う
る
者
と
し
て
浮
上
し

て
く
る
の
で
あ
る（

（（
（

。」
と
も
述
べ
て
い
る
。
従
う
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う

が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
光
源
氏
の
紫
の
上
を
哀
悼
す
る
姿

と
、
中
将
の
君
と
の
交
渉
は
互
い
に
矛
盾
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
召
人
と
い
う
も
の
が
一
つ
の
統
一
的
な
人
格
を
持
つ
こ
と
が
許

さ
れ
な
い
存
在
で
あ
る
故
に
、
そ
の
胸
中
は
棚
上
げ
さ
れ
、
紫
の
上

の
安
易
な
形
代
と
な
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
正
編
に
お
い
て
、
召
人
と
い
う
も

の
は
そ
の
殆
ど
が
光
源
氏
の
召
人
と
し
て
登
場
し
て
い
た
。
そ
の
中

で
、
髭
黒
の
召
人
が
真
木
柱
巻
に
お
い
て
度
々
顔
を
出
し
、
か
つ
そ

の
個
人
的
感
慨
の
吐
露
を
許
さ
れ
て
い
た
の
は
注
目
に
値
し
よ
う
。

こ
れ
に
関
し
て
陣
野
英
則
氏（
（（
（

は
、髭
黒
の
召
人
は
光
源
氏
の
パ
ロ
デ
ィ

と
し
て
の
髭
黒
の
家
庭
を
内
側
か
ら
詳
細
に
語
り
、
光
源
氏
の
色
好

み
を
批
判
す
る
役
割
を
果
た
す
と
説
い
て
い
る
。
ま
た
三
田
村
氏
は
、

真
木
柱
巻
に
お
け
る
彼
女
た
ち
に
、
こ
れ
以
前
は
女
主
人
公
の
意
識

と
一
体
化
し
そ
れ
を
代
弁
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
召
人
の
変
貌
を
見
、

「
観
察
者
・
批
判
者
・
解
説
者
と
し
て
、
物
語
内
語
り
手
と
し
て
、
証

人
と
し
て
、
様
々
な
機
能
を
果
し
な
が
ら
物
語
を
立
体
化
し
、
関
係

づ
け
る
中
軸
的
な
役
割
を
担（
（（
（

」
う
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。
両

者
と
も
に
作
中
人
物
と
し
て
の
召
人
と
、
語
り
の
問
題
と
の
関
連
を

見
る
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
物
語
背
後
の
語
り
手
を
実

体
化
し
、
そ
れ
を
召
人
と
同
一
視
す
る
の
で
は
な
く
、
髭
黒
の
召
人

の
前
景
化
に
つ
い
て
は
む
し
ろ
、
真
木
柱
巻
の
方
法
と
し
て
考
え
る

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、
真
木
柱
巻
の
多
角
的
視
点
と
髭
黒
の
召
人

そ
も
そ
も
髭
黒
は
胡
蝶
巻
で
、
玉
鬘
の
求
婚
者
の
一
人
と
し
て
初

登
場
す
る
（
胡
蝶
③
一
七
六
）
の
だ
が
、
そ
の
際
に
光
源
氏
は
髭
黒
に

つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
評
し
て
い
た
。

「
…
大
将
は
、
年
経
た
る
人
の
、
い
た
う
ね
び
す
ぎ
た
る
を
厭
ひ

が
て
に
と
求
む
な
れ
ど
、
そ
れ
も
人
々
わ
づ
ら
は
し
が
る
な
り
。
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さ
も
あ
べ
い
こ
と
な
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
に
な
む
人
知
れ
ず
思
ひ

定
め
か
ね
は
べ
る
。
…
」	

（
胡
蝶
③
一
八
一
）

こ
こ
で
、
光
源
氏
の
玉
鬘
へ
の
言
葉
を
通
じ
て
髭
黒
の
妻
の
存
在

が
初
め
て
語
ら
れ
る
。彼
は
長
年
連
れ
添
っ
た
年
上
の
北
の
方
を
嫌
っ

て
玉
鬘
に
求
婚
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
が
、
既
に
歴
と
し
た
妻
を
有

す
る
男
性
と
の
結
婚
は
躊
躇
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
妻
と

い
う
の
が
、
実
は
紫
の
上
の
異
母
姉
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
事
実
が

明
か
さ
れ
る
の
は
玉
鬘
求
婚
譚
も
終
盤
の
藤
袴
巻
に
お
い
て
で
あ
る

こ
と
に
留
意
し
た
い（
（（
（

と
思
う
。
髭
黒
初
登
場
か
ら
年
立
の
上
で
約
一

年
半
の
時
間
が
経
過
し
て
い
る
。

こ
の
大
将
は
、
春
宮
の
女
御
の
御
兄
弟
に
ぞ
お
は
し
け
る
。
大

臣
た
ち
を
措
き
た
て
ま
つ
り
て
、
さ
し
次
ぎ
の
御
お
ぼ
え
い
と

や
む
ご
と
な
き
君
な
り
。
年
三
十
二
三
の
ほ
ど
に
も
の
し
た
ま

ふ
。北
の
方
は
紫
の
上
の
御
姉
ぞ
か
し
。式
部
卿
宮
の
御
大
君
よ
。

年
の
ほ
ど
三
つ
四
つ
が
年こ

の
か
み上

は
、
こ
と
な
る
か
た
は
に
も
あ
ら

ぬ
を
、
人
柄
や
い
か
が
お
は
し
け
む
、
嫗
と
つ
け
て
心
に
も
入

れ
ず
、
い
か
で
背
き
な
ん
と
思
へ
り
。
そ
の
筋
に
よ
り
、
六
条

の
大
臣
は
、
大
将
の
御
事
は
、
似
げ
な
く
い
と
ほ
し
か
ら
む
と

思
し
た
る
な
め
り
。	

（
藤
袴
③
三
四
二
～
三
四
三
）

胡
蝶
巻
で
は
、
光
源
氏
の
把
握
に
お
い
て
「
い
た
う
ね
び
す
ぎ
た

る
」
こ
と
に
よ
り
髭
黒
に
忌
避
さ
れ
て
い
る
と
説
明
さ
れ
て
い
た
北

の
方
が
、
実
は
三
、四
歳
の
年
長
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
明
か
さ
れ
、
傍

線
部
の
よ
う
に
、
年
齢
で
は
な
く
む
し
ろ
そ
の
「
人
柄
」
が
問
題
で

あ
る
と
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
こ
こ
で
北
の
方
の
人

柄
へ
の
懸
念
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
次
巻
真
木
柱
巻
へ
の
布
石

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
藤
袴
巻
に
至
っ
て
突
如
髭
黒
の
系
譜
が

明
ら
か
に
さ
れ
、
次
期
政
権
担
当
者
候
補
と
し
て
の
重
々
し
い
位
置

づ
け
や
式
部
卿
宮
家
と
の
姻
戚
関
係
に
言
及
さ
れ
る
の
も
同
様
に
、

真
木
柱
巻
頭
で
既
成
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
髭
黒
と
玉
鬘
の
結
婚
、

さ
ら
に
そ
の
結
婚
が
招
来
し
た
髭
黒
一
家
の
家
庭
騒
動
を
意
識
し
て

の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
は
主
に
螢
宮
と
共
に
登
場
し
、
風
流

な
宮
と
の
対
照
と
し
て
無
骨
な
面
の
み
に
言
及
さ
れ
て
い
た
髭
黒
の
、

政
治
的
な
面
に
新
た
に
照
明
が
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。こ
れ
に
よ
っ

て
彼
は
、
単
な
る
実
直
な
一
求
婚
者
で
は
な
く
、
光
源
氏
、
内
大
臣

に
次
ぐ
実
力
者
と
し
て
宮
廷
社
会
に
堅
固
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
人

物
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
髭
黒
の
再
設
定
も
、
真
木
柱
巻
に
お
け

る
立
体
的
な
語
り
方
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

①
北
の
方
の
思
し
嘆
く
ら
む
御
心
も
知
り
た
ま
は
ず
、
か
な
し

う
し
た
ま
ひ
し
君
た
ち
を
も
目
に
も
と
め
た
ま
は
ず
、
な
よ
び

か
に
、
情
々
し
き
心
う
ち
ま
じ
り
た
る
人
こ
そ
、
と
ざ
ま
か
う

ざ
ま
に
つ
け
て
も
、
人
の
た
め
恥
ぢ
が
ま
し
か
ら
ん
こ
と
を
ば
、

推
し
は
か
り
思
ふ
と
こ
ろ
も
あ
り
け
れ
、
ひ
た
お
も
む
き
に
す
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く
み
た
ま
へ
る
御
心
に
て
、
人
の
御
心
動
き
ぬ
べ
き
こ
と
多
か

り
。
②
女
君
、
人
に
劣
り
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
な
し
。
人
の
御
本

性
も
、
さ
る
や
む
ご
と
な
き
父
親
王
の
い
み
じ
う
か
し
づ
き
た

て
ま
つ
り
た
ま
へ
る
、
お
ぼ
え
世
に
軽
か
ら
ず
、
御
容
貌
な
ど

も
い
と
よ
う
お
は
し
け
る
を
、
③
あ
や
し
う
執
念
き
御
物
の
怪

に
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、
こ
の
年
ご
ろ
人
に
も
似
た
ま
は
ず
、

う
つ
し
心
な
き
を
り
を
り
多
く
も
の
し
た
ま
ひ
て
、
御
仲
も
あ

く
が
れ
て
ほ
ど
経
に
け
れ
ど
、
や
む
ご
と
な
き
も
の
と
は
、
ま

た
並
ぶ
人
な
く
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
る
を
、
④
め
づ
ら
し
う
御

心
移
る
方
の
、
な
の
め
に
だ
に
あ
ら
ず
、
人
に
す
ぐ
れ
た
ま
へ

る
御
あ
り
さ
ま
よ
り
も
、
か
の
疑
ひ
お
き
て
皆
人
の
推
し
は
か

り
し
こ
と
さ
へ
、
心
清
く
て
過
ぐ
い
た
ま
ひ
け
る
な
ど
を
、
あ

り
が
た
う
あ
は
れ
と
思
ひ
増
し
き
こ
え
た
ま
ふ
も
こ
と
わ
り
に

な
む
。	

（
真
木
柱
③
三
五
六
～
三
五
七
）

髭
黒
北
の
方
は
②
に
お
い
て
、
高
貴
な
身
分
で
世
評
も
高
く
、
な

お
か
つ
容
貌
も
美
し
い
女
性
で
あ
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

北
の
方
が
式
部
卿
宮
女
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
紫
の
上

を
め
ぐ
る
継
子
譚
の
構
造
は
も
と
よ
り
、
人
よ
り
優
れ
た
揺
る
ぎ
な

い
地
位
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
玉
鬘
の
出
現
に
よ
る
、
正
妻
の
座
か

ら
の
転
落
の
悲
劇
性
を
よ
り
高
め
る
働
き
を
持
つ
と
言
え
よ
う
。
や

ん
ご
と
な
い
扱
い
を
さ
れ
て
き
た
者
だ
か
ら
こ
そ
味
わ
う
屈
辱
や
、

取
り
沙
汰
す
る
世
間
の
好
奇
の
眼
な
ど
、
若
菜
巻
の
紫
の
上
と
も
通

じ
る
問
題
を
孕
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
加
え
て
①
で
は
、
北
の
方
に
同

情
的
な
筆
致
で
、
玉
鬘
に
耽
溺
す
る
余
り
家
庭
を
顧
み
な
く
な
っ
た

直
情
径
行
な
髭
黒
の
行
動
が
非
難
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
物
語
は
北
の
方
に
寄
り
添
っ
て
そ
の
離
別
を
同

情
的
に
描
い
て
い
く
よ
う
に
も
見
え
る
一
方
で
、
髭
黒
に
つ
い
て
も

そ
の
行
動
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
描
き
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
③
に
あ
る
よ
う
に
、
北
の
方
が
元
よ
り
物
の
怪
に
憑
か
れ
て

い
た
人
物
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
看
過
し
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
髭

黒
と
玉
鬘
と
の
結
婚
に
よ
る
北
の
方
の
懊
悩
が
新
た
に
物
の
怪
を
誘

因
し
た
の
で
は
な
く
、
北
の
方
は
か
ね
て
よ
り
物
の
怪
の
た
め
正
気

を
失
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
玉
鬘
以
前
に
既
に
夫
婦
仲
は

冷
え
て
い
た
と
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
④
の
よ
う
に
、

光
源
氏
と
の
関
係
の
疑
惑
も
杞
憂
で
あ
っ
た
玉
鬘
に
、
髭
黒
が
惑
溺

す
る
の
も
当
然
で
あ
る
と
さ
え
表
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
玉
鬘
に
す
っ
か
り
夢
中
に
な
っ
た
髭
黒
は
、
程
な
く

自
邸
に
彼
女
を
迎
え
よ
う
と
す
る
。
髭
黒
の
こ
の
仕
打
ち
を
嘆
き
悲

し
む
北
の
方
た
ち
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
、
第
一
節
引
用
Ⓑ

で
あ
っ
た
。
こ
こ
は
「
ほ
ど
に
つ
け
つ
つ
安
か
ら
ず
つ
ら
し
」
と
嘆

く
召
人
た
ち
の
姿
が
あ
る
こ
と
で
、「
な
つ
か
し
う
う
ち
泣
」
く
ば
か

り
の
北
の
方
の
痛
切
な
心
中
が
推
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
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後
髭
黒
は
北
の
方
を
終
日
慰
め
る
も
の
の
、
日
が
暮
れ
る
や
心
は
玉

鬘
の
も
と
へ
と
逸
る
。
外
出
の
準
備
を
す
る
髭
黒
の
描
写
に
続
く
の

が
、
以
下
の
有
名
な
場
面
で
あ
る
。

中
将
、
木
工
な
ど
、「
あ
は
れ
の
世
や
」
な
ど
う
ち
嘆
き
つ
つ
、

語
ら
ひ
て
臥
し
た
る
に
、
正
身
は
い
み
じ
う
思
ひ
し
づ
め
て
ら

う
た
げ
に
寄
り
臥
し
た
ま
へ
り
、
と
見
る
ほ
ど
に
、
に
は
か
に

起
き
上
が
り
て
、
大
き
な
る
籠
の
下
な
り
つ
る
火
取
を
と
り
寄

せ
て
、
殿
の
背う
し
ろ後
に
寄
り
て
、
さ
と
沃い

か
け
た
ま
ふ
ほ
ど
、
人

の
や
や
見
あ
ふ
る
ほ
ど
も
な
う
、
あ
さ
ま
し
き
に
、
あ
き
れ
て

も
の
し
た
ま
ふ
。	

（
真
木
柱
③
三
六
五
）

右
に
関
し
て
も
同
様
に
、「
あ
は
れ
の
世
や
」
と
嘆
き
を
露
わ
に
す

る
召
人
の
描
写
が
あ
る
こ
と
で
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
苦
悩
を
内
に

沈
め
て
堪
え
る
北
の
方
の
様
子
が
際
立
つ
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
「
と
見
る
ほ
ど
に
」
以
下
で
は
、
北
の
方
が
髭
黒
に
火
取

の
灰
を
浴
び
せ
か
け
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
り
、
舞
台
は
一
転
し
て

喜
劇
的
な
場
面
へ
と
変
化
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
一
連
の
場
面
は
、
強
力
な
後
見
を
有
す
る
新
た
な

妻
の
登
場
に
よ
り
そ
の
座
が
揺
る
が
さ
れ
る
と
い
う
構
図
、
嘆
息
す

る
妻
を
な
だ
め
る
夫
の
言
、
新
た
な
妻
の
も
と
へ
の
外
出
を
促
し
夫

の
衣
服
に
香
を
焚
き
し
め
る
女
の
姿
、
召
人
の
同
情
、
背
景
の
雪
な

ど
の
共
通
項
に
よ
り
、
女
三
の
宮
を
迎
え
た
紫
の
上
と
の
類
似
が
指

摘
さ
れ
る（
（（
（

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
紫
の
上
は
そ
の
懊

悩
を
奥
底
に
沈
め
こ
む
こ
と
で
、
そ
の
心
中
の
問
題
を
深
く
掘
り
下

げ
ら
れ
て
ゆ
く
の
に
対
し
、
北
の
方
は
物
の
怪
と
い
う
狂
気
の
形
に

よ
っ
て
、
そ
の
感
情
を
一
気
に
発
現
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
差
異

は
決
定
的
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
若
菜
巻
と
の
比
較
に
お
い
て
、
真

木
柱
巻
で
は
女
君
の
内
面
を
深
化
さ
せ
る
と
い
う
地
点
に
は
未
だ

至
っ
て
い
な
い
と
の
指
摘（
（（
（

も
既
に
多
く
な
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、

若
菜
巻
に
比
し
て
真
木
柱
巻
を
問
題
の
凝
視
が
不
十
分
と
捉
え
る
の

で
は
な
く
、
真
木
柱
巻
自
体
の
流
れ
の
中
で
北
の
方
の
物
の
怪
を
見

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

う
つ
し
心
に
て
か
く
し
た
ま
ふ
ぞ
と
思
は
ば
、
ま
た
か
へ
り
見

す
べ
く
も
あ
ら
ず
あ
さ
ま
し
け
れ
ど
、
例
の
御
物
の
怪
の
、
人

に
疎
ま
せ
む
と
す
る
事わ
ざ

と
、
①
御
前
な
る
人
々
も
い
と
ほ
し
う

見
た
て
ま
つ
る
。
…
（
髭
黒
ハ
）
心
違
ひ
と
は
い
ひ
な
が
ら
、
な

ほ
め
づ
ら
し
う
見
知
ら
ぬ
人
の
御
あ
り
さ
ま
な
り
や
と
爪
は
じ

き
せ
ら
れ
、
疎
ま
し
う
な
り
て
、
あ
は
れ
と
思
ひ
つ
る
心
も
残

ら
ね
ど
、
こ
の
こ
ろ
荒
だ
て
て
ば
、
い
み
じ
き
こ
と
出
で
来
な

む
と
思
し
し
づ
め
て
、
夜よ
な
か半
に
な
り
ぬ
れ
ど
、
僧
な
ど
召
し
て

加
持
ま
ゐ
り
騒
ぐ
。
呼
ば
ひ
の
の
し
り
た
ま
ふ
声
な
ど
、
思
ひ

疎
み
た
ま
は
ん
に
②
こ
と
わ
り
な
り
。	

（
真
木
柱
③
三
六
六
）

以
上
は
、
髭
黒
が
北
の
方
か
ら
灰
を
浴
び
せ
ら
れ
た
直
後
の
叙
述
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で
あ
る
。
女
房
た
ち
は
傍
線
部
①
の
よ
う
に
、
こ
の
常
軌
を
逸
し
た

行
動
を
北
の
方
本
人
が
関
知
し
な
い
物
の
怪
の
仕
業
と
す
る
こ
と
で
、

北
の
方
へ
の
憐
憫
の
情
を
喚
起
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
物
語
は
、
女

房
た
ち
の
同
情
を
語
っ
た
直
後
に
、
髭
黒
の
立
場
か
ら
も
事
件
を
捉

え
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
髭
黒
は
、
こ
れ
は
北
の
方
本
来
の
姿
で

は
な
く
、
物
の
怪
ゆ
え
の
狂
乱
と
思
い
な
し
堪
え
よ
う
と
し
つ
つ
も
、

そ
の
尋
常
で
は
な
い
行
動
に
彼
女
を
疎
ま
し
く
思
う
心
を
抑
え
ら
れ

な
い
。
そ
の
よ
う
な
髭
黒
の
心
中
に
対
し
て
、
②
の
草
子
地
で
「
こ

と
わ
り
な
り
」
と
共
感
の
念
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
北
の

方
の
物
の
怪
と
い
う
特
殊
事
態
に
よ
り
、
長
年
連
れ
添
っ
た
妻
を
捨

て
去
る
と
い
う
、
髭
黒
の
一
見
冷
淡
な
行
動
も
正
当
化
さ
れ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
物
語
は
北
の
方
を
以
前
か
ら
物
の
怪
に
患
い
続
け

て
い
た
人
物
と
造
型
す
る
こ
と
で
、
一
方
で
は
煩
悶
す
る
彼
女
に
同

情
的
な
眼
差
し
を
注
ぎ
つ
つ
も
、
そ
の
心
理
に
完
全
に
寄
り
添
う
こ

と
を
避
け
、
同
様
に
髭
黒
の
行
動
に
つ
い
て
も
批
判
的
に
語
り
つ
つ

同
調
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
玉
鬘
に
心
を
奪
わ
れ
た

髭
黒
を
単
純
に
加
害
者
と
見
な
す
の
で
は
な
く
、
年
来
の
北
の
方
の

狂
気
に
よ
り
、
彼
自
身
も
被
害
者
と
も
言
い
得
る
と
い
う
よ
う
に
、

物
事
が
多
角
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
髭
黒
の
召
人
の
描
写
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
物
語
の

立
体
的
な
視
点
と
関
連
づ
け
て
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

木
工
の
君
、
御
薫
物
し
つ
つ
、

　
　
「	

独
り
ゐ
て
こ
が
る
る
胸
の
苦
し
き
に
思
ひ
あ
ま
れ
る
炎
と

ぞ
見
し

な
ご
り
な
き
御
も
て
な
し
は
、
見
た
て
ま
つ
る
人
だ
に
、
た
だ

に
や
は
」
と
、
口
お
ほ
ひ
て
ゐ
た
る
、
ま
み
い
と
い
た
し
。
さ

れ
ど
、
い
か
な
る
心
に
て
か
や
う
の
人
に
も
の
を
言
ひ
け
ん
、

な
ど
の
み
ぞ
お
ぼ
え
た
ま
ひ
け
る
、
情
な
き
こ
と
よ
。

　
　
「	

う
き
こ
と
を
思
ひ
さ
わ
げ
ば
さ
ま
ざ
ま
に
く
ゆ
る
煙
ぞ
い

と
ど
立
ち
そ
ふ

い
と
事
の
ほ
か
な
る
こ
と
ど
も
の
、
も
し
聞
こ
え
あ
ら
ば
、

中ち
ゅ
う
げ
ん
間
に
な
り
ぬ
べ
き
身
な
め
り
」
と
、
う
ち
嘆
き
て
出
で
た
ま

ひ
ぬ
。	

（
真
木
柱
③
三
六
八
～
三
六
九
）

以
上
は
、
件
の
騒
動
の
翌
日
、
身
繕
い
を
整
え
た
髭
黒
が
、
改
め

て
玉
鬘
の
も
と
へ
向
か
お
う
と
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
物
の
怪

に
苦
し
む
北
の
方
に
代
わ
っ
て
薫
き
物
を
す
る
木
工
の
君
が
、
北
の

方
の
胸
中
を
代
弁
し
て
い
る
の
だ
が
、
彼
女
の
贈
歌
は
そ
れ
だ
け
に

留
ま
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
北
の
方
の
心
情
を
詠
む
形
を
取
り
つ
つ

も
、「
見
し
」「
見
た
て
ま
つ
る
人
」
と
の
語
を
畳
み
重
ね
る
こ
と
で
、

自
己
を
前
面
に
出
し
て
お
り
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、
北
の
方
の
存
在

は
後
景
に
退
き
、
木
工
の
君
と
髭
黒
自
身
が
直
接
対
峙
し
て
い
る
の
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で
あ
る（
（（
（

。
け
れ
ど
も
対
す
る
髭
黒
は
そ
の
恨
み
に
心
動
か
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
却
っ
て
彼
女
の
差
し
出
が
ま
し
さ
を
疎
ま
し
く
思
い
、
召

人
風
情
に
情
を
交
わ
し
た
こ
と
を
悔
や
む
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
玉
鬘

に
執
心
す
る
余
り
の
酷
薄
な
髭
黒
の
態
度
を
印
象
づ
け
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
木
工
の
君
が
個
人
と
し
て
髭
黒
と
向
き
合
う
こ
と
で
、

端
無
く
も
彼
女
の
、
決
し
て
「
女
君
」
に
は
な
れ
な
い
立
場
が
露
呈

し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

光
源
氏
の
召
人
は
、
葵
の
上
や
紫
の
上
の
形
代
と
し
て
そ
の
追
懐

の
よ
す
が
と
な
っ
て
お
り
、
宇
治
十
帖
に
至
っ
て
は
、
女
房
と
女
君

の
境
界
は
更
に
曖
昧
に
な
っ
て
い
た（
（（
（

。
そ
れ
に
対
し
、
真
木
柱
巻
で

は
中
将
の
お
も
と
・
木
工
の
君
は
「
召
人
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
で
、

女
君
と
の
間
に
明
確
な
線
引
き
が
な
さ
れ
、
決
し
て
同
一
視
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
妻
」
と
の
間
に
越
え
が
た
い
懸
隔

を
有
し
た
、
軽
々
し
い
身
分
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
登
場
し
た
の
が
単
な
る
女
房
で

は
な
く
、
自
身
も
同
じ
く
髭
黒
の
寵
を
受
け
た
者
と
し
て
常
に
北
の

方
を
見
つ
め
て
き
た
召
人
で
あ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
前
引
の

木
工
の
君
の
よ
う
に
、
女
君
の
懊
悩
を
最
も
理
解
し
得
る
立
場
に
あ

り
つ
つ
も
、
そ
の
心
内
に
完
全
に
密
着
し
無
条
件
に
代
弁
者
と
な
る

こ
と
は
で
き
な
い
者
の
存
在
が
我
々
に
印
象
づ
け
ら
れ
た
こ
と
は
、

前
述
の
北
の
方
の
物
の
怪
の
設
定
が
照
射
す
る
、
物
事
の
両
義
性
を

見
つ
め
る
姿
勢
と
も
通
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

四
、
結
び

以
上
、「
召
人
」
を
物
語
に
お
け
る
表
現
の
問
題
と
し
て
捉
え
返
し
、

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
唯
一
敢
え
て
そ
の
用
語
を
用
い
て
紹
介
さ
れ

て
い
る
髭
黒
の
「
召
人
」
の
考
察
を
通
じ
て
、
真
木
柱
巻
の
複
眼
的

な
視
点
を
見
て
き
た
。
玉
鬘
十
帖
を
通
し
て
は
、
光
源
氏
と
玉
鬘
の

危
う
い
関
係
が
描
か
れ
続
け
て
い
た
の
だ
が
、
両
者
の
間
に
設
定
さ

れ
た
「
親
子
」
と
い
う
関
係
性
が
、
二
人
を
接
近
さ
せ
る
と
同
時
に

桎
梏
と
も
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
各
々
の
立
場

に
よ
る
苦
悩
と
、
そ
の
中
で
の
心
情
を
掬
い
上
げ
よ
う
と
す
る
姿
勢

は
、
玉
鬘
求
婚
譚
の
終
巻
た
る
真
木
柱
巻
に
特
徴
的
で
あ
る
。
周
知

の
通
り
こ
の
巻
で
は
、
玉
鬘
と
髭
黒
の
結
婚
の
経
緯
を
追
う
の
で
は

な
く
、
そ
れ
を
既
成
事
実
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
語
り
始
め
、
事
件
が

人
々
に
も
た
ら
し
た
影
響
を
描
い
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
髭
黒
が

玉
鬘
を
手
中
に
お
さ
め
る
ま
で
の
具
体
的
な
経
緯
で
は
な
く
、
専
ら

一
つ
の
事
件
に
よ
っ
て
揺
れ
動
く
人
々
の
心
に
筆
が
割
か
れ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。

伊
藤
博
氏（
（（
（

は
、
野
分
巻
以
降
真
木
柱
巻
に
お
い
て
、
光
源
氏
の
宰

領
に
関
わ
ら
ぬ
他
者
が
比
重
を
高
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す

る
が
、
特
に
真
木
柱
巻
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
一
元
的
世
界
か
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ら
解
放
さ
れ
、
多
元
的
な
視
点
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の

相
関
、
絡
み
合
い
を
軸
に
物
語
が
進
展
し
て
ゆ
く
と
言
う
。
こ
れ
は
、

当
該
巻
で
召
人
が
迫
り
出
し
て
く
る
こ
と
と
も
関
連
す
る
。
前
述
来

の
よ
う
に
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
召
人
は
、
一
個
の
人
格
を
与
え
ら

れ
ず
「
普
通
名
詞
」
的
に
点
描
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
真
木
柱

巻
に
お
け
る
髭
黒
の
召
人
た
ち
は
こ
れ
と
は
異
な
り
、
各
々
の
個
と

し
て
の
微
妙
な
胸
中
が
呈
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
召
人
の
前
景

化
が
象
徴
す
る
立
体
的
な
叙
述
は
、
第
二
部
の
世
界
の
萌
芽
の
一
つ

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

※	

『
源
氏
物
語
』
以
下
諸
作
品
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小

学
館
）
に
よ
っ
た
が
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
引
用
の
み
室
城
秀
之
校
注
『
う

つ
ほ
物
語　

全　

改
訂
版
』（
お
う
ふ
う
、
平
成
七
年
）
に
よ
り
、
い
ず

れ
も
巻
数
及
び
頁
数
を
示
し
た
。

【
注
】

（
１
）	

阿
部
秋
生
『
源
氏
物
語
研
究
序
説
』
上
・
下
（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭

和
三
四
年
）。

（
２
）	

武
者
小
路
辰
子
「
中
将
の
君　

―

源
氏
物
語
の
女
房
観―

」（
同
『
源

氏
物
語
生
と
死
と
』
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
六
三
年
）、
三
田
村
雅
子
「
源

氏
物
語
に
お
け
る
〈
形
代
〉」・「
召
人
の
ま
な
ざ
し
か
ら
」（
同
『
源
氏

物
語
感
覚
の
論
理
』
有
精
堂
、
平
成
八
年
）、
藤
井
貞
和
「「
な
ど
や
う

の
人
々
」
と
の
性
的
交
渉
」（
同
『
源
氏
物
語
論
』
岩
波
書
店
、
平
成

一
二
年
）、
秋
山
虔
「
召
人
に
つ
い
て　

―

源
氏
物
語
読
解
例
の
一
つ

―

」（『
駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
一
号
、
平
成
六
年
一
〇
月
）、
斎

木
泰
孝
「「
召
人
」
と
な
る
女
性　

―

寝
覚
の
「
対
の
君
」」・「
複
合
機

能
兼
帯
の
新
型
女
房
と
女
性
像　

―

「
権
北
の
方
」
と
「
召
人
」―

」（
同

『
物
語
文
学
の
方
法
と
注
釈
』
和
泉
書
院
、
平
成
八
年
）、
木
村
朗
子
「
平

安
文
学
に
お
け
る
「
召
人
」
の
方
法―

『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
へ
」

（『
叢
書　

想
像
す
る
平
安
文
学
第
七
巻　

系
図
を
よ
む
／
地
図
を
よ
む

―

物
語
時
空
論
』
勉
誠
出
版
、
平
成
一
三
年
）、
原
岡
文
子
「
女
房―

宇
治
十
帖
を
中
心
に
」（
増
田
繁
夫
・
鈴
木
日
出
男
・
伊
井
春
樹
編
『
源

氏
物
語
研
究
集
成
一
一　

源
氏
物
語
の
行
事
と
風
俗
』
風
間
書
房
、
平

成
一
四
年
）
な
ど
。

（
３
）	

類
似
の
表
現
と
し
て
「
召
し
使
ふ
」
と
い
う
語
も
注
意
す
べ
き
も
の
で

あ
る
が
、
こ
こ
に
指
摘
す
る
に
留
め
る
。

　

・	

こ
の
宮
仕
へ
す
る
所
の
北
の
方
う
せ
た
ま
ひ
て
、
こ
れ
か
れ
あ
る

人
を
召
し
使
ひ
た
ま
ひ
な
ど
す
る
中
に
、
こ
の
人
を
思
う
た
ま
ひ

け
り
。
思
ひ
つ
き
て
、
妻
に
な
り
に
け
り
。

（『
大
和
物
語
』
一
四
八
段
・
蘆
刈
・
三
七
六
～
三
七
七
）

　

・	（
女
三
ノ
宮
ノ
モ
ト
デ
）
賄
ひ
に
は
、
お
と
ど
（
＝
兼
雅
）
の
召
し
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使
ひ
給
ひ
し
人
の
、
よ
き
若
人
な
り
し
、
な
ほ
衰
へ
が
た
き
、
右

近
と
い
ふ
な
む
、出
で
来
て
仕
う
ま
つ
り
け
る
。
大
将
（
＝
仲
忠
）、

「
こ
れ
や
、
か
し
こ
に
、『
忘
れ
ず
、
あ
り
が
た
き
人
』
と
も
の
し

給
ふ
な
ら
む
」。　
　
　
　

	（『
う
つ
ほ
物
語
』
蔵
開
中
・
五
六
五
）

　

・	（
乳
母
ガ
帥
宮
ニ
）「
…
（
和
泉
式
部
ハ
）
な
に
の
や
う
ご
と
な
き

き
は
に
も
あ
ら
ず
。
使
は
せ
た
ま
は
む
と
お
ぼ
し
め
さ
む
か
ぎ
り

は
、
召
し
て
こ
そ
使
は
せ
た
ま
は
め
。
か
ろ
が
ろ
し
き
御
歩
き
は
、

い
と
見
苦
し
き
こ
と
な
り
。
…
」　　

	（『
和
泉
式
部
日
記
』
三
〇
）

（
４
）	

但
し
、
こ
こ
は
久
曽
神
昇
氏
蔵
勝
命
本
で
は
「
こ
し
う
と
め
」
と
な
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
本
多
伊
平
『
大
和
物
語
本
文
の
研
究　

対
校
篇
』

笠
間
書
院
、
昭
和
五
五
年
）。

（
５
）	

斎
木
氏
前
掲「
複
合
機
能
兼
帯
の
新
型
女
房
と
女
性
像　

―

「
権
北
の
方
」

と
「
召
人
」―

」
に
は
、「
女
房
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
こ
そ
な
か
っ
た
が
、

末
摘
花
、
花
散
里
、
明
石
上
、
さ
ら
に
は
紫
上
、
そ
し
て
八
宮
の
中
君
は
、

源
氏
や
匂
宮
と
の
関
係
に
お
い
て
召
人
的
性
格
を
併
せ
持
っ
て
い
た
よ

う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。」
と
あ
る
。

（
６
）	

木
村
氏
前
掲
論
文
。

（
７
）	

玉
上
琢
弥『
源
氏
物
語
評
釈
』六
巻（
角
川
書
店
、昭
和
四
一
年
）。
氏
は
、

「
兵
部
卿
の
宮
は
北
の
方
が
死
ん
で
お
り
、
髭
黒
は
北
の
方
が
精
神
病

で
、
そ
れ
で
「
召
人
」
を
お
く
の
か
も
し
れ
な
い
。
源
氏
も
、
お
手
つ

き
の
女
房
は
い
た
が
、「
召
人
」
と
は
呼
ば
な
か
っ
た
。」
と
述
べ
て
お
り
、

「
召
人
」
を
北
の
方
不
在
や
そ
れ
に
準
ず
る
事
態
に
の
み
許
さ
れ
る
特

別
な
存
在
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
８
）	

玉
鬘
巻
で
の
筑
紫
に
下
る
船
中
で
の
、夕
顔
乳
母
子
の
贈
答
の
場
面
（
玉

鬘
③
九
〇
）、
胡
蝶
巻
で
の
船
楽
の
際
の
、
秋
好
中
宮
の
女
房
四
人
の

唱
和
の
場
面
（
胡
蝶
③
一
六
七
）、
早
蕨
巻
で
匂
宮
邸
に
迎
え
ら
れ
る

中
の
君
に
従
い
宇
治
を
離
れ
る
際
の
、
大
輔
ら
中
の
君
付
き
の
女
房
の

贈
答
の
場
面
（
早
蕨
⑤
三
六
二
～
三
六
三
）
の
三
例
で
あ
る
。
但
し
い

ず
れ
も
贈
答
二
首
（
胡
蝶
巻
で
は
四
首
の
唱
和
）
全
体
で
、
女
房
た
ち

の
総
意
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
一
人
一
人
の
個
人
的
な
感
慨
を
述

べ
た
も
の
で
は
な
い
。

（
９
）	

三
田
村
氏
前
掲
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
〈
形
代
〉」・「
召
人
の
ま
な
ざ

し
か
ら
」。

（
�0
）	

召
人
は
女
房
社
会
の
中
で
上
位
に
位
置
し
、
そ
の
他
の
女
房
た
ち
と
は

厳
然
と
区
別
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、
前
掲
の
阿
部
氏
、
武
者
小

路
氏
、
木
村
氏
な
ど
が
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
��
）	

三
田
村
氏
前
掲
「
召
人
の
ま
な
ざ
し
か
ら
」。

（
��
）	

武
者
小
路
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、「
中
将
の
君
に
し
て
も
、
中
務
の

君
に
し
て
も
、
一
個
の
女
性
像
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、

あ
く
ま
で
女
房
で
あ
る
分
を
こ
さ
な
い
召
人
と
し
て
、
と
言
う
よ
り
さ

ら
に
、
源
氏
を
と
り
ま
く
女
房
た
ち
の
中
に
い
る
召
人
と
な
る
ほ
ど
の

よ
い
女
房
像
と
言
う
設
定
の
中
に
の
み
生
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。」



− （0 −

と
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
を
受
け
て
原
岡
氏
前
掲
論
文
で
は
、
六
条
御
息

所
、
玉
鬘
大
君
、
今
上
女
一
の
宮
付
き
の
中
将
の
君
な
ど
を
例
に
、「
中

将
の
君
」
と
は
「
女
主
人
の
分
身
さ
な
が
ら
、
極
め
て
た
お
や
か
な
魅

惑
を
湛
え
る
女
房
の
記
号
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
召
人
の
名
と
し
て
受
け

継
が
れ
て
い
く
と
い
う
図
式
を
指
摘
す
る
。

（
��
）	

三
田
村
氏
前
掲
「
召
人
の
ま
な
ざ
し
か
ら
」。

（
�（
）	

陣
野
英
則
「
光
源
氏
を
も
ど
く
鬚
黒　

―

出
来
損
な
い
の
〈
色
好
み
〉

を
形
象
化
す
る
〈
語
り
〉―
」（『
中
古
文
学
論
攷
』
一
八
号
、
平
成
九

年
一
二
月
）。

（
�（
）	

三
田
村
氏
前
掲
「
召
人
の
ま
な
ざ
し
か
ら
」。

（
�（
）	

縄
野
邦
雄
「
玉
鬘
十
帖
の
鬚
黒
に
つ
い
て
（
１
）　―

結
婚
前
の
人
物
像

を
中
心
に―

」（『
武
蔵
野
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』
一
号
、
平
成
一
二

年
三
月
）
の
、「
藤
袴
巻
で
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
情
報
を
先
取
り

し
て
（
胡
蝶
巻
ヲ
）
読
む
こ
と
よ
り
も
、
こ
の
場
合
、
な
ぜ
鬚
黒
は
設

定
の
重
要
な
部
分
を
伏
せ
た
形
で
語
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
そ

の
意
味
を
考
え
る
こ
と
の
方
が
大
切
で
あ
ろ
う
。」
と
の
指
摘
は
大
変

示
唆
的
で
あ
ろ
う
。

（
�（
）	

三
田
村
氏
前
掲
「
召
人
の
ま
な
ざ
し
か
ら
」、
伊
藤
博
「「
野
分
」
の
後

　

―

源
氏
物
語
第
二
部
へ
の
胎
動
」（
同
『
源
氏
物
語
の
原
典
』
明
治

書
院
、
昭
和
五
五
年
）、
西
丸
妙
子
「
鬚
黒
北
の
方
造
型
の
意
義
」（
今

井
源
衛
編
『
源
氏
物
語
と
そ
の
周
縁
』
和
泉
書
院
、平
成
元
年
）。
な
お
、

栗
山
元
子
「
玉
鬘
物
語
の
表
現
構
造　

―

再
生
産
さ
れ
る
「
若
紫
物
語
」

―

」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
三
輯
、
平
成
一
〇

年
二
月
）
は
、
玉
鬘
に
よ
っ
て
髭
黒
北
の
方
が
邸
を
追
わ
れ
る
の
は
、

女
三
の
宮
降
嫁
に
よ
っ
て
六
条
院
内
で
起
こ
り
え
た
仮
定
を
代
行
す
る

も
の
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
�（
）	

伊
藤
氏
は
前
掲
論
文
で
「
こ
こ
に
は
男
女
の
愛
に
内
在
す
る
本
質
的
悲

劇
の
胚
芽
が
は
ら
ま
れ
か
け
な
が
ら
、
物
怪
と
い
う
不
透
明
な
要
素
が

絡
み
つ
い
て
、
凝
視
の
深
化
を
妨
げ
」
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
一
方
で
、

西
丸
氏
前
掲
論
文
の
よ
う
に
、「
北
の
方
が
押
さ
え
隠
し
て
い
る
苦
悩

の
深
さ
を
物
の
怪
に
よ
っ
て
測
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
物
の
怪

と
い
う
媒
体
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
北
の
方
の
心
の
隈
が
は
ぎ
取
ら

れ
、
悲
劇
は
よ
り
深
化
さ
せ
ら
れ
た
面
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」

と
す
る
見
方
も
あ
る
。

（
�（
）	

秋
山
氏
前
掲
論
文
。

（
�0
）	

木
村
氏
前
掲
論
文
。

（
��
）	

伊
藤
氏
前
掲
論
文
。


